
頂
き
た
か
っ
た
、
、
繁
二
章
に
お
い
て
上
部
権
力
の
推

移
を
説
く
に
詳
し
く
、
社
会
下
層
の
動
向
を
説
く
に

疎
で
あ
る
や
5
に
思
わ
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
本
書
の
公
刊
に
よ
り
、
近
世
史
研
究
家

は
好
題
の
所
在
を
確
か
め
得
る
と
と
も
に
、
歴
史
研

究
の
方
法
に
つ
い
て
も
亦
示
唆
さ
れ
る
所
少
し
と
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
窺
ね
て
著
者
の
研
讃
に
敬
意
を
表

す
る
と
と
も
に
、
あ
ま
ね
く
同
学
の
方
々
に
本
書
を

お
薦
め
し
た
い
と
思
5
。
　
へ
一
九
五
二
年
六
月
東
京

有
斐
閣
発
行
、
B
6
版
三
五
〇
円
）
三
吉
籍

仁
井
田
噴
門

中
国
法
制
史

　
中
国
社
会
の
焼
筆
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
お
け
る

、
個
々
の
事
象
と
し
て
杷
え
る
限
り
、
真
の
謄
史
を
確

然
と
提
属
し
得
な
い
。
広
い
世
界
焚
の
連
関
に
於
い

て
こ
れ
を
眺
め
、
申
国
社
会
の
不
断
め
動
き
を
見
極

め
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
…
署
5
も
の
の
、
笑
は
そ
の

動
的
把
握
と
い
5
こ
と
は
、
甚
だ
困
灘
な
箏
柄
で
あ

る
。
例
え
ば
八
竜
マ
法
に
し
て
竜
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
注

典
に
し
て
も
、
今
騎
の
ヨ
ー
皿
ッ
パ
社
会
を
組
成
す

る
系
列
の
上
に
結
実
し
か
も
の
と
し
て
、
社
会
構
成

轡
　
秤
　
と
．
紹
　
介

と
共
に
根
冗
連
関
し
て
考
兜
さ
れ
て
い
る
が
、
棄
洋

に
お
け
る
法
華
的
研
究
の
場
合
、
過
去
の
法
…
制
史
は

歴
代
法
凱
ハ
の
単
な
る
解
説
に
す
ぎ
ぬ
傾
向
が
強
く
、

そ
の
法
が
中
国
社
会
そ
の
も
の
に
如
何
な
る
法
的
効

果
を
顕
現
し
た
か
と
い
5
点
に
は
十
分
な
る
考
慮
が

払
わ
れ
な
か
っ
た
。
換
書
す
れ
ば
あ
ま
り
に
も
権
威

主
義
的
な
騒
中
国
の
強
圧
の
下
に
、
身
動
き
の
と
れ

ぬ
束
縛
を
感
ず
る
為
か
、
と
か
く
そ
の
方
面
の
研
究

に
真
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
こ
と
を
園
難
な
ら
し
め
、

叉
と
も
す
れ
ば
そ
れ
を
忌
避
し
た
が
る
傾
向
さ
え
あ

っ
た
の
で
あ
る
α
こ
の
中
に
あ
っ
て
敢
然
と
そ
の
茨

の
道
に
挺
身
さ
れ
た
の
が
、
南
扇
の
著
者
で
あ
る
仁

井
田
博
士
で
あ
っ
た
。

　
博
士
は
昭
和
三
年
事
大
を
卒
業
後
、
主
と
し
て
中

浪
法
制
輿
の
研
究
に
専
念
さ
れ
、
東
洋
文
化
研
究
所

に
あ
っ
て
先
ず
昭
和
八
年
「
膚
令
拾
遺
」
を
著
わ
さ

れ
た
。
藤
代
の
律
令
は
南
国
に
お
け
る
異
彩
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
近
隣
諸
国
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

も
の
で
あ
る
が
、
唐
律
の
流
伝
に
対
し
て
、
唐
言
が

殆
ん
ど
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
を
、
影
多
の
典
籍
よ
り

遣
丈
を
集
積
し
て
、
漸
く
そ
の
邊
影
を
見
出
し
得
た

の
は
、
貴
重
旋
学
界
へ
の
貢
献
で
あ
っ
た
。
故
に
そ

れ
に
よ
る
学
士
院
恩
賜
賞
受
賞
の
栄
は
、
試
に
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
続
い
て
、
　
「
唐
宋
法
律

交
帯
冨
の
研
究
し
　
「
支
那
身
分
法
曳
」
　
「
東
洋
的
社
会

倫
遷
の
挫
絡
」
等
の
優
れ
た
著
作
と
共
に
、
　
門
、
中
畷

農
村
社
会
と
家
父
長
権
威
」
　
（
近
代
中
国
の
祉
会
と

経
済
所
収
）
　
「
中
國
社
会
の
混
封
建
と
フ
ユ
ー
ダ
リ
ズ

ム
」
　
（
東
洋
文
化
五
号
所
収
）
以
下
多
く
の
諸
論
文

を
発
表
さ
れ
、
専
ら
中
国
の
法
制
的
研
究
に
力
を
注

が
れ
た
が
、
尚
深
く
中
国
社
会
の
内
部
ま
で
解
剖
の

メ
ス
を
煎
え
ら
れ
ん
と
す
る
博
士
は
、
現
在
の
我
が

国
に
お
け
る
申
国
法
制
史
の
第
一
人
者
と
目
し
て
も

漁
言
で
は
な
か
ろ
5
。

　
こ
の
博
±
の
努
力
の
結
実
が
「
中
国
法
湖
史
」

で
あ
る
。
本
害
は
博
士
自
ら
も
そ
の
序
に
書
わ
れ
る

如
く
、
如
上
の
諸
研
究
の
要
点
を
昏
堂
・
に
配
置
さ
れ

た
著
漕
従
来
の
概
究
の
総
決
算
で
あ
る
。
故
に
勿
論

こ
の
馨
が
岩
波
全
書
と
い
う
叢
書
の
制
約
に
よ
っ

て
、
尚
湧
き
足
り
ぬ
憾
は
あ
る
に
し
て
も
、
現
在
吾

々
の
見
得
る
巾
国
注
制
史
の
概
続
響
と
し
て
は
、
学

界
の
最
高
水
準
を
示
す
も
の
と
習
い
得
る
で
あ
ろ

5
。
し
か
も
本
邸
μ
が
独
自
の
璽
み
を
持
つ
所
以
は
、

申
寒
湿
制
史
の
名
を
冠
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
決
し

て
た
だ
外
形
上
の
法
渕
そ
の
も
の
だ
け
の
羅
列
に
終

ら
ず
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
社
会
消
徳
倫
理
、
経
済

九
三
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書
　
詳
　
と
　
紹
　
介

酌
諸
要
素
に
・
薫
で
刻
㎎
に
探
求
さ
れ
た
断
に
あ
る
。

こ
こ
に
棄
て
吾
々
は
、
最
近
の
東
洋
学
に
お
け
る
社

会
経
逆
心
研
究
の
偉
大
な
る
進
歩
が
そ
の
甚
餌
づ
け

を
な
し
、
之
を
勘
果
的
な
ら
し
め
た
こ
と
を
知
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
本
霧
で
は
そ
の
到
達
し
得
た
業
績
を

駆
使
し
て
全
十
五
章
に
わ
た
り
、
東
洋
社
会
の
澹
制

史
を
体
系
づ
け
て
い
る
Φ
以
下
本
轡
の
内
容
を
誉
章

に
わ
た
っ
て
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
が
、
欄
ル
の
章
節

の
鋤
判
紹
介
は
、
結
局
博
士
の
諸
論
考
に
つ
い
て
の

そ
れ
に
も
な
る
も
の
で
、
到
底
私
の
ご
と
き
浅
学
の

為
し
得
る
所
の
も
の
で
な
い
。
撃
っ
て
今
は
そ
の
概

略
を
挙
げ
、
ご
三
の
希
望
を
述
べ
る
に
留
め
た
い
と

論
う
。

　
先
ず
第
一
章
緒
雷
、
及
び
第
コ
章
序
説
に
於
て

は
、
中
国
に
お
け
る
法
の
穫
格
、
そ
の
法
を
成
立
た

せ
た
社
会
基
盤
、
及
び
そ
の
法
理
解
の
態
度
を
表
明

さ
れ
る
。
中
岡
の
注
と
は
、
林
下
、
の
法
家
説
に
現
わ

さ
れ
る
趣
く
、
人
昆
の
管
理
支
配
の
手
段
で
あ
り
、

強
権
聚
動
と
し
て
の
蝿
欄
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

晃
ら
れ
る
様
な
神
聖
な
も
の
と
し
て
の
、
そ
し
て
入

屍
の
為
に
、
入
紐
の
手
に
よ
る
法
と
は
な
ら
な
か
っ

た
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
法
に
対
す
る
軽
蔑
が
支
配

的
で
あ
る
旧
中
国
に
あ
っ
て
の
法
の
適
応
状
態
、
法

の
実
効
力
を
改
め
て
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又

吾
々
は
盛
徳
鷲
識
、
宗
教
意
識
と
竜
不
可
分
離
塁
に

存
在
す
る
す
べ
て
の
社
会
規
範
に
奥
潔
く
存
す
る
強

い
現
爽
の
規
律
力
を
知
っ
て
、
所
謂
策
洋
的
社
会
の

馬
鐸
意
識
と
、
棄
洋
朗
専
制
…
の
成
立
基
盤
を
認
識
す

べ
き
で
あ
る
。
次
い
で
第
三
章
に
法
典
編
纂
を
叙

べ
、
以
下
童
体
酌
な
熱
心
の
解
明
に
入
る
。
と
こ
ろ

で
一
般
に
法
の
種
無
を
公
法
私
法
に
分
け
た
場
合
、

前
齎
に
は
行
紋
法
、
刑
法
、
訴
訟
法
が
挙
げ
ら
れ
、

後
者
に
は
民
法
、
商
法
等
が
入
る
の
で
あ
る
が
、

太
書
も
そ
の
順
序
に
從
っ
て
、
第
四
章
に
刑
法
、
第

五
章
裁
判
、
第
六
章
調
停
和
解
と
公
法
若
し
く
は
そ

れ
に
関
連
あ
る
志
の
を
叙
述
さ
れ
る
。
ま
た
第
十
童

人
法
以
下
、
第
牽
一
章
戸
籍
欄
度
、
第
十
二
章
宗
族

法
と
親
族
法
、
第
士
壼
皐
家
族
注
、
第
＋
四
章
土
地

法
、
第
十
五
章
細
引
法
等
は
い
つ
れ
も
私
法
的
性
絡
…

を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
力
点
を
家
族
法

以
下
土
地
法
取
引
法
に
注
が
れ
て
、
詳
細
に
そ
の
紙

編
の
半
ば
を
さ
い
で
叙
述
さ
れ
、
縛
士
の
努
力
の
精

華
が
誠
に
精
彩
を
放
っ
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
両
部
分
に
挾
蜜
れ
た
第
七
章
身

分
欄
鷲
皮
（
特
に
奴
隷
）
、
　
第
一
八
扁
螺
「
封
昂
騰
」
㌧
G
ブ
ユ

ー
ダ
リ
ズ
ム
、
第
九
章
都
帯
及
び
ギ
ル
ド
は
、
言
わ

九
匹

ば
法
支
配
の
下
に
お
け
る
入
畏
の
あ
り
方
、
そ
れ
も

前
近
代
的
な
臓
申
国
社
会
の
中
に
処
し
て
来
た
人
昆

の
歴
眺
的
究
明
で
あ
る
と
云
え
る
だ
ろ
5
。
か
く
見

て
く
る
と
本
書
が
と
も
か
く
一
貫
し
た
組
総
…
の
下
に

見
事
に
体
系
づ
け
ら
れ
た
中
国
法
綱
史
の
集
大
成
で

あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
と
言
っ
て

尚
吾
々
の
欲
望
も
果
て
し
な
い
。
例
え
ば
博
士
が
「
策

洋
の
法
の
地
位
は
、
西
洋
の
法
と
の
対
比
に
よ
っ
て

測
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
の
べ
て
、
折
に
ふ
れ

　
鵜
ー
マ
注
ゲ
ル
一
、
ン
法
を
は
じ
め
、
イ
ン
ド
劇
鮮
臼

本
な
ど
の
諸
法
典
を
引
用
さ
れ
る
が
、
た
だ
そ
の
形

式
上
の
間
一
型
を
言
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
絹
異
点

が
ど
こ
に
現
れ
る
か
を
ぽ
っ
き
り
と
搦
み
た
い
。
即

ち
七
二
ロ
ヅ
パ
の
諸
法
に
そ
れ
ぞ
れ
時
代
的
煮
義
が

あ
る
如
く
、
対
比
さ
れ
た
中
国
法
に
も
歴
史
的
意
義

を
認
め
得
る
様
に
引
用
の
仕
方
に
一
暦
の
．
考
慮
を
期

待
す
る
。
そ
の
こ
と
は
亦
中
國
法
に
お
け
る
歴
代
法

典
の
列
挙
に
も
藪
て
は
ま
る
。
唐
律
、
金
律
や
、
元

雌
盆
皐
、
開
手
律
等
が
随
所
に
縦
横
に
引
か
れ
る
が
、

闘
々
時
代
鎧
誤
に
陥
る
が
如
き
感
を
持
つ
。
な
る
べ
・

・
く
法
制
の
史
酌
総
展
と
し
て
艶
握
出
来
る
様
に
し

た
い
。
ま
た
次
に
古
代
に
成
立
し
た
儒
教
倫
理
が

少
く
と
も
そ
の
社
会
を
全
的
に
規
捌
し
た
と
は
言
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え
な
い
と
し
て
も
、
一
側
面
を
分
担
し
て
遣
徳
意
識

祉
会
学
識
に
作
用
し
た
こ
と
は
否
定
田
来
な
い
。
し

か
し
そ
の
毒
蛾
に
あ
っ
て
漢
代
議
掌
と
宋
学
と
が
同

じ
く
権
威
主
義
の
墓
礎
づ
け
に
な
っ
て
竜
、
同
じ
次

元
に
羅
き
同
じ
仕
方
で
筆
路
…
し
た
と
は
雷
え
な
い
で

あ
ろ
う
．
、
勿
論
博
士
簸
綱
理
的
過
程
に
於
て
両
者
に

差
の
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
（
一
五
五
頁
）
。
古

代
奴
隷
制
社
会
に
あ
っ
て
貴
族
階
級
の
権
威
確
立
を

擁
護
し
た
古
代
騰
学
が
、
唐
宋
の
変
革
過
程
を
経
る

に
際
し
て
は
、
蜜
た
薪
た
な
る
粧
い
を
以
っ
て
立
ち

現
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
朱
子
に
見
る
宋
学
の
立
場
、

．
戴
は
陸
子
の
教
学
が
大
き
く
ク
P
i
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
、
宋
学
が
唯
社
会
の
安
髭
化
を
ね
ら

っ
た
だ
け
の
亀
の
だ
ろ
う
か
。
屯
つ
と
社
会
の
、
ま

た
農
村
の
内
榔
か
ら
の
欲
求
に
こ
た
え
ん
と
す
る
も

の
が
見
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。
そ
こ
に
正
式

の
法
朗
機
関
や
法
制
と
は
別
飼
に
人
民
と
開
係
を
持

っ
て
く
る
朱
子
の
呂
氏
郷
約
や
王
陽
明
の
郷
約
等
の

存
在
の
慧
義
を
よ
り
深
く
追
求
す
る
要
が
あ
る
様
に

思
わ
れ
る
。
密
だ
蕪
宋
に
至
り
奴
隷
納
生
産
か
ら
農

奴
翻
生
産
へ
移
行
し
、
こ
の
農
奴
一
側
戸
層
に
は
奴

隷
か
ら
の
身
分
向
上
も
加
わ
る
と
い
う
が
（
ご
縞
入

頁
）
、
　
そ
の
奴
隷
解
放
禍
…
程
即
ち
農
奴
M
欄
の
成
立
を

轡
　
欝
　
と
　
紹
　
介

後
の
薩
工
等
と
の
関
連
に
於
て
、
礎
的
変
遷
を
よ
か

詳
し
く
示
し
て
頂
き
た
か
っ
た
。
更
に
小
さ
な
事
で

あ
ろ
5
が
、
博
士
が
「
藤
蔓
、
族
国
、
族
譜
等
を
も

つ
た
大
が
か
り
な
同
族
結
集
は
、
一
面
官
僚
酌
地
主

（
官
戸
）
の
の
び
上
る
足
で
あ
り
、
他
説
結
合
的
に

も
経
済
的
に
も
極
め
て
不
安
定
性
の
上
に
お
か
れ
た

農
学
が
、
生
ぎ
る
た
め
の
白
糾
巳
擁
甲
南
の
結
A
ロ
ー
裏

返
し
て
い
え
ば
暴
論
以
後
の
大
地
主
制
の
も
つ
自
己

回
暦
の
一
つ
の
解
決
手
段
で
あ
っ
た
」
（
一
九
一
頁
）

と
言
わ
れ
る
点
に
は
、
私
も
同
感
を
禁
じ
得
な
い
。

し
か
し
そ
の
結
…
合
が
主
と
し
て
華
中
墓
南
に
多
く
、

清
水
盛
光
氏
が
「
南
方
支
那
の
地
方
的
聴
色
を
な
す
」

（
支
那
家
族
の
構
造
、
．
二
四
七
頁
）
と
密
で
雷
わ
れ

る
愚
な
れ
ば
、
よ
り
社
会
的
経
済
的
不
安
静
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
華
北
を
如
何
に
解
釈
す
べ
き
で
あ

ろ
5
か
。
こ
こ
で
華
北
の
現
わ
れ
方
を
も
対
比
し
て

頂
き
た
い
と
恩
う
。

　
以
上
い
さ
さ
か
妄
言
を
敢
て
し
た
点
、
汗
顔
の
判

り
で
あ
る
が
、
敦
め
て
本
書
を
通
観
す
る
．
購
、
吾
々

は
そ
こ
か
ら
博
±
の
や
む
に
ゃ
至
れ
る
激
し
い
気
醜

を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
問
題
の
基
本
的
・
な
も

の
し
と
て
、
す
べ
て
の
権
威
主
義
全
体
－
－
つ
康
り

東
洋
的
三
里
と
し
て
提
起
さ
れ
た
謙
題
そ
の
竜
の
を

追
求
す
る
と
い
5
大
き
な
目
標
を
持
つ
。
し
か
も
そ

の
課
題
が
中
国
の
変
革
化
を
推
進
し
、
す
べ
て
の
伝

統
的
権
威
の
批
判
の
上
に
新
し
い
規
範
体
系
を
構
築

す
る
こ
と
－
東
洋
的
社
会
に
お
け
る
自
讃
の
課
題

を
解
剖
す
る
た
め
の
努
力
で
あ
る
と
営
朔
え
る
。
ま
た

そ
れ
が
「
変
質
過
程
を
現
実
に
、
こ
の
現
在
に
持
つ

東
洋
」
の
学
問
を
進
め
る
上
の
要
請
で
あ
り
、
臆
い

伝
統
的
権
戚
主
義
の
祇
会
に
お
け
る
法
橋
史
が
、
如

何
な
る
基
盤
よ
り
出
来
上
っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
中
国
の
歩
み
を
掘
籍
し
、
現
在
の
吾
々

の
支
え
る
歴
史
的
視
点
を
見
出
さ
し
め
ん
と
す
る
。

博
士
は
魯
迅
の
「
阿
Q
正
伝
」
に
見
る
「
阿
Q
的
性

絡
…
」
を
も
っ
て
本
書
の
必
然
性
を
提
示
す
る
。
即
ち

阿
Q
を
通
し
て
中
国
に
頑
強
に
残
存
す
る
奴
隷
性
を

え
ぐ
り
鐵
す
。
阿
Q
の
自
虐
的
精
紳
、
そ
の
上
に
成

り
立
つ
便
乗
主
義
、
し
か
も
最
後
に
逮
捕
さ
れ
銃
殺

さ
れ
た
こ
と
に
対
し
．
て
村
内
の
興
論
が
、
唯
一
人
の

異
議
も
な
く
阿
Q
を
悪
い
も
の
に
し
た
こ
と
、
そ
の

理
由
が
「
銃
殺
さ
れ
た
こ
と
が
既
に
悪
か
っ
た
証
拠

」
だ
と
い
う
意
識
、
こ
れ
が
尚
中
国
に
根
強
く
残
存

す
る
前
菅
笠
酌
意
識
で
あ
る
。
し
か
亀
尚
、
そ
の
意

識
が
決
し
て
他
出
の
石
で
な
い
。
吾
々
が
今
津
自
己

の
社
会
の
内
に
騰
落
か
に
ひ
し
ひ
し
と
感
ず
る
の
で

九
五

（305）



欝
　
騨
　
と
　
紹
　
介

あ
る
。
　
一
九
五
二
・
五
・
一
の
事
件
に
際
し
て
、
法

の
尊
敬
を
説
く
に
熱
心
な
薪
勲
閉
が
、
官
憲
に
逮
捕
さ

れ
幼
児
を
背
負
っ
て
引
か
れ
ゆ
く
一
女
性
の
写
真
を

載
せ
て
、
　
「
そ
の
証
拠
に
は
捜
索
、
が
ウ
ム
を
…
酬
わ

ず
か
け
た
手
錠
が
す
べ
て
を
物
語
っ
て
い
る
」
と
い

5
説
．
明
（
歴
史
学
研
究
、
一
五
入
、
遠
幽
茂
樹
氏
所

論
）
の
根
底
に
あ
る
意
識
と
、
何
と
相
似
た
も
の
で

あ
ろ
ら
か
。
東
洋
社
会
に
お
け
る
奴
隷
的
牲
格
、
前

近
代
納
意
識
の
頑
強
な
残
存
で
あ
る
。
こ
れ
が
吾
々

今
日
の
悲
し
い
現
実
で
あ
る
。
故
に
こ
そ
中
国
の
こ

の
苦
悩
も
決
し
て
鰐
岸
と
火
と
し
て
見
す
ご
さ
れ
な

い
。
本
審
の
内
に
こ
そ
吾
々
に
内
省
の
資
を
与
え
ん

と
い
う
博
土
の
悲
願
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
本
書
は
凡
そ
法
制
史
蒙
、
巾
国
史
研

究
者
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
社
会
を
知
ら
ん
と
す
る
も

の
の
必
読
穫
で
あ
る
と
信
ず
る
（
昭
和
二
十
六
年
六

嚇
月
、
護
書
店
発
行
、
岩
波
全
書
、
　
ゴ
エ
ハ
一
二
頁
、
　
一
二

二
〇
円
）
一
返
三
幅
龍

　
　
　
　
　
じ
．
一
、
肉
筆
諺
巽
諺
欝
♪

　
一
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田
”
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》
Z
O
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刻
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①
”
⊂
Z
r
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7
［
㎜
）
護
秀
↓
し
り
∩
工
〉
「
，
『

　
q
ヨ
ロ
○
の
一
び
・
・
芝
巽
冒
σ
q
創
舗
0
8
σ
q
轟
駈
上
。
・
o
プ
窪

　
剰
語
諜
貯
欝
幽
巽
d
巴
く
の
同
一
酵
黛
切
。
謬
許
遍
㊤
鋒
）

　
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
ス
ペ
イ
ン

・
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
か
け
て
、
湿
瀾
…
た
泓
人
西
洋
蔚
蟄
候
地

域
の
北
岸
を
帯
の
よ
5
に
分
擶
し
て
い
る
牧
地
の
斐

し
い
生
垣
景
観
（
一
♂
簿
。
β
貯
膨
自
零
び
既
出
）
は
、
資

本
主
義
的
な
純
粋
牧
畜
経
営
の
発
達
し
て
い
る
西
欧

独
自
の
風
景
の
一
つ
で
あ
る
。
虫
喰
鳥
や
つ
ぐ
み
等

の
さ
え
づ
る
声
さ
え
聞
え
る
カ
シ
や
典
章
の
繁
み

が
、
広
い
牧
場
や
採
草
地
を
ば
つ
き
り
と
綜
饗
し

て
、
所
膚
権
を
明
示
し
て
い
る
景
観
は
、
西
欧
に
お

け
る
農
対
近
代
化
の
具
象
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
も

あ
る
。
夏
季
、
憾
夜
を
わ
か
た
ず
放
牧
さ
れ
る
家
審

群
を
激
し
い
陽
光
や
風
雨
か
ら
俣
署
す
る
こ
と
も
出

来
る
こ
の
生
心
に
対
し
て
、
西
欧
で
は
そ
の
周
辺
部

の
微
気
候
学
的
調
査
さ
え
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
景
観
を
背
景
と
し
て
、
溶
々
な
る
牧
地
経
営

（
Ω
惣
已
舅
恥
三
箕
蓉
ぎ
｛
陣
）
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

そ
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
の
オ
イ
ペ
ソ
地
方
の
農

村
生
活
を
調
馬
つ
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
。

　
ヨ
ー
嶽
ッ
パ
農
村
ほ
地
理
的
に
二
つ
の
タ
イ
プ
に

大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
雑
作
経
営
を
主
と
す
る
集
村

地
域
で
あ
り
、
も
隔
つ
轍
牧
地
経
営
に
青
き
を
お
く

銅
飯
　
村
地
域
で
あ
る
。
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
ー
フ
ラ

ン
ド
ル
と
続
く
ラ
イ
ン
下
洗
の
散
唐
牧
畜
堀
域
が
、

中
世
以
来
、
伝
統
的
な
集
村
地
域
の
ヨ
ー
質
ッ
パ
史

九
六
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目
：
山
羊
等
が
集
約
的
に
飼
育
さ
れ
て
お
り
、

1
・
チ
ー
ズ
等
の
生
熊
愚
大
規
模
に
行
わ
れ
て
い

る
。
総
一
派
地
面
九
一
〇
六
㎞
の
う
ち
、
九
入
％
の

八
九
瓢
…
一
薫
が
牧
地
に
利
用
さ
れ
て
い
る
（
一
九
一
ニ

工
年
）
。
　
そ
れ
を
経
回
規
模
別
に
み
る
と
騎
表
の
ご

と
く
で
あ
る
。
こ
の
5
ち
二
㎞
以
下
a
零
細
…
経
営
者

は
牧
畜
以
外
の
工
紳
来
・
手
工
業
に
副
業
を
求
め
て
い

る
が
、
溜
次
そ
の
比
率
は
減
少
し
て
い
る
。
い
ち
じ

る
し
い
縛
色
は
大
農
が
ず
く
な
く
、
例
え
大
農
が
存

し
て
も
そ
の
土
地
は
一
〇
～
二
〇
㎞
毎
に
分
割
さ
れ

て
小
作
に
貸
与
さ
れ
て
い
て
、
中
農
矯
が
圧
倒
的
な

．
に
対
し
て
、
た
え
ず
ユ
ニ
ー
グ

な
刺
戟
を
投
げ
か
け
な
が
ら
、

夕
霞
の
途
を
歩
ん
だ
こ
と
は
周

知
の
史
実
で
あ
る
．
こ
こ
で
述

べ
ら
れ
る
オ
ィ
ペ
ン
地
域
は
、

こ
の
後
者
に
難
し
．
て
い
る
事
を

附
言
し
て
お
く
。

　
今
日
、
こ
の
勉
域
で
は
農
耕

は
全
く
行
わ
れ
ず
、
散
在
し
た

農
園
の
ま
わ
り
に
は
、
緑
色
の

牧
場
や
採
草
地
が
一
面
に
ひ
ろ

が
り
、
牛
を
は
じ
め
馬
・
豚
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
タ
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