
轡

評

で
き
た
も
の
は
、
た
た
か
い
の
武
器
を
み
ず
か
ら
の

5
ち
に
発
見
し
、
近
代
的
な
階
級
鳶
識
に
め
ざ
め
て

ゆ
く
、
阿
Q
の
よ
う
な
民
衆
た
ち
の
た
た
か
い
と
い

　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
う

・
う
、
こ
の
一
線
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
お
屯
・
う
。

　
始
筆
好
鷺
流
の
阿
Q
、
あ
る
い
は
魯
迅
理
解
が
ま

こ
と
に
独
自
な
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
は
お
も
5
け
れ

ど
愁
、
そ
れ
に
し
て
竜
わ
た
し
は
、
仁
井
田
氏
独
自

の
阿
Q
、
あ
る
い
は
魯
迅
理
解
の
5
え
に
た
っ
て
、

そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
中
国
の
法
理
論
を
．
教
示
し
て
い
、

た
だ
け
た
ら
と
お
も
う
。
そ
れ
を
こ
そ
わ
た
し
は
大

い
に
期
待
し
た
い
。

　
ま
え
に
も
の
べ
た
よ
5
に
、
太
書
に
も
ら
れ
た
個

々
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
こ
の
「
中
園
社

会
の
法
と
倫
理
」
の
展
開
と
い
・
つ
ふ
・
り
に
構
成
さ
れ

て
い
る
以
上
、
そ
う
と
り
あ
っ
か
5
べ
き
だ
と
お
も

5
の
で
、
撫
く
分
析
を
す
る
こ
と
は
や
め
た
。
紹
介

と
し
て
は
ま
こ
と
に
不
十
分
で
あ
る
か
卸
し
れ
な
い

が
、
ど
う
か
お
ゆ
る
し
を
ね
が
い
た
い
。
ま
た
、
法

掌
と
い
引
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
の
し
ろ
う

と
で
あ
る
籔
輩
4
一
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
真
価
を
あ
ま

す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
見
当

は
ず
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
。
そ
れ
は

わ
た
し
の
ヵ
澱
不
足
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

仁
井
田
氏
の
す
ぐ
れ
た
業
績
と
は
か
か
わ
り
の
な
い

こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
、
仁
弁
硝
氏
に
お
わ
び
す

る
し
だ
い
で
す
。
　
　
・
（
一
・
九
五
四
ψ
七
。
一
コ
）

（
昭
瀦
コ
九
年
二
月
、
弘
文
糞
刊
　
法
原
理
叢
書

A
5
版
コ
一
山
ハ
頁
　
　
価
…
四
［
五
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
池
田
誠
1
…

二
つ
の
都
市
調
査
報
告
書

　
近
年
、
市
制
を
施
行
す
る
地
方
自
治
体
が
多
く
、

こ
と
に
本
年
は
三
月
末
か
ら
四
月
初
に
か
け
て
八
○

余
の
下
市
の
誕
生
を
見
た
。
「
市
制
ブ
ー
ム
」
と

呼
ば
れ
た
此
の
よ
う
な
事
態
は
、
避
暑
職
二
八
年
一

〇
月
一
臼
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
に
も
と

づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
町
村
の
合
併
の
結
果
一
時
的

に
現
わ
れ
た
特
別
な
現
象
で
あ
る
が
、
此
等
の
薪
市

中
に
は
形
式
だ
け
の
市
欄
を
実
施
す
る
事
に
慧
で
、
r

単
に
人
口
総
数
の
み
を
基
準
の
軽
挙
に
揃
え
、
連
桓

戸
数
六
舗
、
都
市
的
産
業
に
従
事
す
る
者
の
世
帯
入

口
六
割
の
線
は
適
宜
に
解
釈
さ
れ
て
、
爽
に
都
市
と

し
て
の
機
能
も
態
勢
竜
整
っ
て
い
な
い
も
の
が
数
多

く
見
ら
れ
、
ま
た
画
聖
の
行
き
が
か
り
や
一
時
の
利

筈
関
係
か
ら
、
判
然
合
一
さ
る
べ
き
町
村
が
合
併
さ

れ
ず
に
不
自
然
な
結
合
を
遂
げ
る
竜
の
屯
少
く
な

八
二

い
。
か
か
る
状
態
の
聞
に
あ
っ
て
都
市
の
実
状
を
知

り
爽
に
そ
の
将
来
の
進
む
べ
き
方
向
を
竈
め
よ
う
と

し
て
、
昏
地
に
広
く
総
合
的
観
点
に
た
っ
た
調
査
が

行
わ
れ
出
し
た
事
は
嚢
ぶ
べ
き
現
象
で
あ
り
、
我
々

鄭
市
研
究
齎
に
対
し
て
も
好
欄
の
資
料
を
艇
供
し
て

く
れ
て
い
る
。
最
近
そ
の
調
査
報
告
が
預
言
さ
れ
た

も
の
に
瀬
戸
・
明
石
・
豊
中
・
武
蔵
野
・
浜
松
町
が

あ
る
が
、
そ
の
申
で
偶
々
時
を
同
じ
く
し
て
発
表
さ

れ
た
武
蔵
野
と
豊
申
の
両
調
査
は
、
両
都
市
が
何
れ

竜
我
国
の
典
型
的
巨
大
都
市
ン
♂
σ
q
鉱
。
灯
。
誌
で
あ
る

東
京
と
大
阪
の
衛
星
都
市
o
D
p
置
聾
。
Ω
¢
で
あ
り
、

し
か
も
共
に
洪
積
台
地
上
に
立
地
し
て
申
心
乱
市
の

居
住
地
域
繭
…
機
能
を
有
す
る
所
謂
住
宅
都
市
で
あ
る

と
い
う
共
通
の
性
格
を
乏
し
て
い
る
点
で
興
昧
あ
る

比
較
を
行
う
こ
と
が
…
出
来
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
調

査
の
目
的
・
方
法
等
に
去
て
は
央
々
異
っ
た
特
徴
を

有
し
、
そ
こ
に
承
薫
蒸
深
い
対
照
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
即
ち
武
蔵
野
に
於
て
は
そ
の
研
究
者
は
現

地
在
住
者
を
糾
合
し
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
報
告
も
個

々
の
研
究
分
野
に
以
て
独
立
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
巨
的
は
ど
こ
ま
で
も
学
術
的
笑
態
調
査
と
し
て

の
範
囲
に
止
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
豊
中
の
場

合
は
外
来
の
既
存
研
究
団
休
に
委
嘱
し
て
な
さ
れ
て

（504）



お
り
、
そ
の
目
帥
も
薄
恥
も
極
め
て
現
実
的
な
市
政

の
見
地
か
ら
貫
か
れ
て
い
る
。
此
の
よ
う
に
陶
じ
出

格
を
膚
す
る
地
域
に
対
し
て
全
く
異
な
る
方
法
で
行

わ
れ
た
共
に
総
合
調
査
と
銘
う
つ
此
の
二
調
査
．
報
告

の
方
法
と
内
容
に
就
い
て
主
に
地
理
掌
約
立
場
か
ら

能
5
限
り
の
論
評
を
試
み
て
み
よ
5
。

　
　
　
成
践
大
学
政
治
経
済
学
会

　
　
　
　
「
武
蔵
野
市
（
上
）

　
本
詠
出
q
田
圃
は
昭
和
二
山
ハ
年
以
幽
米
、
成
離
仏
大
学
政
治

経
濱
学
会
が
掌
会
活
動
の
一
端
と
し
て
総
合
社
会
調

査
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
そ
の
所
在
地
で
あ
る
武
蔵
野
市

に
選
び
、
市
当
局
の
協
力
を
得
て
実
施
し
て
来
た

が
、
そ
の
第
一
諸
国
の
威
信
を
ま
と
め
上
げ
た
も
の

で
あ
り
、
引
続
き
下
巻
も
公
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
霞
的
と
す
る
所
は
野
田
信
夫
「
総
合

社
会
調
査
の
意
義
」
が
述
べ
て
い
る
如
く
、
遙
常
別

個
に
取
扱
わ
れ
て
考
究
さ
れ
て
い
る
社
会
・
経
済
・

財
政
の
諸
聞
書
を
一
つ
に
ま
と
め
て
、
わ
れ
わ
れ
の

生
活
に
近
い
颪
で
つ
か
む
に
あ
り
、
そ
の
為
に
は
地

域
社
会
の
総
合
調
査
が
適
す
る
か
ら
…
…
と
云
〉
づ
極

め
て
純
学
…
間
酌
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
馳
の
実

態
が
解
賜
さ
れ
る
事
は
そ
の
行
政
を
担
当
す
る
妾
婁

者
に
と
っ
て
は
貴
重
な
参
考
資
料
と
な
り
、
実
際
酌

轡

な
．
利
網
方
法
も
十
分
考
え
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
調
査
の
実
施
に
譜
っ
て
は
主
と
し
て
武
蔵
野
在
住

の
同
掌
会
々
員
に
よ
っ
て
夫
々
そ
の
専
門
分
野
に
応

じ
て
欄
性
的
に
行
わ
れ
て
居
り
、
従
っ
て
そ
の
報
告

も
燭
黒
焼
に
論
交
集
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
此
の

方
法
は
戦
後
上
図
行
わ
れ
た
学
会
習
合
に
よ
る
地
域

総
合
調
査
の
際
と
ら
れ
た
方
法
で
、
そ
の
越
度
分
担

者
絹
互
闘
の
連
絡
と
総
合
性
に
欠
け
る
点
で
批
判
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し

て
積
極
的
な
打
開
策
は
何
等
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

の
み
な
ら
ず
調
査
実
施
の
方
針
、
具
体
的
な
方
法
と

し
て
分
撮
範
囲
の
区
分
、
班
編
成
は
如
何
に
な
さ
れ

た
か
は
、
か
か
る
総
合
調
査
の
場
合
は
当
然
目
的
と

共
に
明
確
に
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
報
告
書
に
は

承
さ
れ
て
な
く
、
次
の
内
容
嗣
次
を
み
て
も
何
等
系

統
的
な
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　
一
、
総
合
祉
会
調
査
の
意
義
（
野
田
信
央
）
二
、

　
武
蔵
野
市
の
沿
革
（
小
鳥
鉦
作
）
三
、
市
勢
の
一

　
般
（
陶
島
久
雄
・
平
井
正
蝋
）
四
、
市
敷
の
一
般

　
（
竹
内
敏
・
宮
島
芳
夫
）
五
、
歴
史
的
発
展
（
藤

　
．
原
漁
鶏
厭
離
）
山
ハ
、
気
象
（
加
藤
撚
瞭
塾
口
）
七
、
郭
A
蔵
野

　
台
地
の
埴
下
水
（
伊
藤
隆
吉
）
八
、
入
口
分
析

　
（
巽
博
一
）
九
、
市
畏
所
得
の
構
造
（
中
村
清
一
）

　
一
〇
、
市
民
所
得
の
階
矯
別
分
布
と
租
税
負
担

　
（
肥
後
和
夫
）
　
一
一
、
交
通
　
（
淵
叢
隆
吉
）
　
一

　
＝
、
公
益
企
業
（
関
島
久
雄
）

　
尚
上
巻
は
愛
市
市
鋼
五
周
年
記
念
に
聞
に
合
わ
せ

る
た
め
に
二
七
年
九
月
蓬
に
調
査
完
了
の
部
の
み
を

ま
と
め
て
出
版
さ
れ
た
と
の
事
で
、
こ
の
事
も
如
上

の
混
乱
を
大
き
く
し
た
一
因
で
あ
ろ
5
と
思
わ
れ

る
。
後
援
者
と
し
て
の
市
当
局
の
事
情
に
も
よ
る
も

の
で
あ
ら
う
が
暫
時
猶
予
を
悔
い
て
全
調
査
の
完
了

を
待
っ
て
研
究
を
整
理
す
れ
ば
よ
り
よ
き
報
告
書
が

出
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
武
蔵
野
市
は
東
京
都
区
部
（
昭
東
京
市
）
西

郊
に
隣
接
す
る
一
衛
星
都
市
で
あ
る
が
、
そ
の
境
界

部
に
於
て
は
何
等
の
県
営
的
な
区
画
毛
見
ら
れ
た
い

蜜
ま
に
全
く
連
続
し
て
杉
並
区
に
接
し
て
い
る
。
此

の
点
、
個
々
の
乱
交
中
に
は
夫
々
東
京
都
区
部
と

の
関
係
が
説
か
れ
て
は
い
る
が
、
東
京
寓
σ
ぎ
℃
？

節
琶
U
簿
「
§
（
大
都
市
地
域
）
に
於
け
る
本
地
域

の
位
羅
づ
け
は
、
此
の
調
査
の
繕
論
の
重
要
な
嚇
部

を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
括

的
に
此
の
点
を
と
り
あ
げ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ

る
。

ま
た
研
究
主
体
が
政
治
経
済
掌
会
な
る
一
学
会
で

八
　
篇

（　」ro5　）



慰

あ
る
た
め
、
そ
の
メ
y
パ
ー
の
み
で
完
全
な
る
総
合

社
会
調
査
を
完
、
罰
す
る
事
は
賦
難
で
あ
り
、
当
然
他

の
分
野
の
自
然
科
学
、
地
理
、
歴
史
等
の
研
究
者
の

援
助
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
そ
の

調
査
冒
』
的
に
応
じ
て
出
細
米
糧
下
る
限
り
広
〔
く
活
動
す
べ

き
で
あ
り
、
例
え
ば
本
調
査
に
於
け
る
地
理
学
閣
係

者
と
し
て
厨
究
分
担
し
た
地
下
水
調
査
は
永
年
に
わ

た
る
研
鑓
の
集
積
と
し
て
費
重
な
労
作
で
あ
り
、
ま

た
勉
下
水
自
体
が
曾
て
は
水
不
足
の
為
に
關
発
の
後

れ
た
洪
積
台
塘
の
武
蔵
野
に
と
っ
て
は
重
要
な
研
究

図
題
で
あ
る
が
、
な
お
よ
り
広
く
勉
形
・
土
壊
・
植

生
等
自
然
地
理
一
般
に
互
っ
て
の
聞
題
を
取
り
上
げ

る
事
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
様
に
歴
史

部
門
か
ら
の
乳
児
者
は
先
に
「
武
蔵
野
市
葬
」
の
薯

作
屯
あ
り
、
近
世
に
お
け
る
武
蔵
野
の
開
拓
を
中
心

と
し
て
研
究
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
此
の
場
合

慮
蟄
閣
係
は
乏
し
い
に
し
て
庵
、
先
史
時
代
の
遺

跡
、
古
代
の
陶
府
。
圏
分
寺
、
中
世
の
所
属
、
各
時

代
の
交
通
路
と
の
関
係
等
に
就
い
て
愁
概
述
さ
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
5
か
。

　
ま
た
棄
胴
裏
に
地
図
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
申

央
折
込
部
は
見
難
く
単
に
装
飾
と
し
て
の
悪
摺
よ
り

な
く
、
装
飾
と
し
て
は
余
り
に
竜
貧
弱
で
あ
る
。
調

査
回
禄
に
睡
る
基
本
図
と
し
て
調
査
塊
域
金
図
は
修

正
測
図
さ
れ
た
コ
万
五
千
分
の
一
地
形
図
も
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
大
取
尺
の
地
図
を
、
よ
り
広
範
闘
に
東

京
蜜
①
ぎ
や
。
主
屋
U
露
寓
。
θ
と
の
関
係
を
示
す
地
魍

と
共
に
折
込
図
と
し
て
是
非
加
え
ら
る
べ
き
で
あ

る
。
尚
細
…
事
に
困
る
が
附
図
は
専
門
製
図
家
の
手
を

経
て
い
な
い
が
数
．
字
等
に
は
不
溺
瞭
の
・
も
の
が
あ

り
、
円
を
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
画
い
た
も
の
も
あ
る
等

は
あ
蜜
り
に
屯
雑
駁
の
感
を
受
け
る
。

　
三
々
の
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
評
者
の
専
…
門
外

に
属
す
る
も
の
が
多
い
が
、
全
般
と
し
て
、
具
体
的
畠

に
詳
細
な
デ
ー
タ
を
蒐
集
し
て
行
わ
れ
た
も
の
に
は

内
容
的
に
充
実
が
感
じ
ら
れ
、
都
市
研
究
資
料
と
し

て
も
価
値
が
高
い
。
ま
た
塞
報
告
書
は
上
巻
の
み
で

五
五
〇
頁
に
及
ぶ
大
部
の
も
の
で
あ
る
が
、
論
文
網

互
聞
に
か
な
り
の
重
複
事
項
竜
見
受
け
ら
れ
、
ま
た

論
文
中
に
は
不
必
要
と
愚
わ
れ
る
叙
述
が
な
い
で
も

な
い
。

　
要
す
る
に
、
本
報
告
書
は
同
一
地
域
を
取
り
扱
っ

た
単
な
る
論
丈
集
と
し
て
は
嫡
値
あ
る
研
究
を
含
ん

で
は
い
る
が
、
所
期
の
葛
的
で
あ
る
諸
問
題
の
総
合

餉
艶
握
の
点
で
は
成
功
し
て
い
る
と
は
云
い
難
い
。

以
上
は
上
巻
の
み
を
通
読
し
て
の
感
で
あ
り
、
調
査

八
霞

者
に
と
っ
て
は
心
外
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
も
鄭
れ
ぬ

が
、
下
巻
に
於
て
総
合
性
が
発
揮
さ
れ
れ
ば
単
に
一

般
都
市
研
究
の
み
な
ら
ず
最
近
聞
題
多
大
で
あ
る

窯
。
窪
。
℃
o
藁
琶
O
簗
臨
臭
購
究
上
極
め
て
貴
重
な
捲

標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
A
5
判
。
五
四
八
頁
・
昭

二
八
年
二
月
・
武
蔵
野
甫
市
役
所
刊
・
非
売
晶
）

　
　
　
東
京
市
政
調
査
会

　
　
　
　
豊
中
市
総
合
調
査
報
告
書

　
本
調
査
は
豊
中
市
が
一
念
施
行
一
五
瑚
年
備
州
事

業
ど
し
て
東
京
市
政
調
査
会
に
委
嘱
し
て
行
っ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
方
針
は
次
一
に
掲
げ
ら
れ
る

如
く
極
め
て
明
確
な
も
の
で
あ
る
。

　
目
的
　
都
市
計
画
の
再
検
討
、
下
水
道
基
本
調

　
査
、
地
域
決
楚
の
再
検
討
等
が
進
行
中
の
本
市
と

　
し
て
、
さ
ら
に
各
般
の
都
市
総
合
計
画
樹
立
の
資

　
料
と
す
る
た
め
都
市
総
金
調
査
を
行
う
。

　
調
査
方
針
　
都
市
の
構
成
が
適
当
か
ど
う
か
。

　
イ
、
市
域
の
拡
張
が
必
要
か
。
ロ
、
大
阪
特
別
市

　
欄
逐
電
の
場
含
に
お
け
る
本
市
の
あ
り
方
。
ハ
、

　
大
阪
市
と
の
相
関
性
。
二
、
都
市
の
性
絡
…
。
ホ
、

　
財
政
上
か
ら
考
え
た
豊
中
市
の
将
来
。
へ
、
将
来

　
の
都
市
施
設
と
そ
の
実
現
策
。

　
以
上
の
如
く
專
ら
甫
｝
政
と
云
う
極
め
で
㌧
現
笑
的
な

（　Jro6　）



問
題
に
対
し
て
開
嫌
な
学
的
と
方
針
を
最
初
に
確
立

し
、
そ
の
実
施
に
妾
っ
て
の
最
適
の
研
究
老
と
し
て

既
存
の
研
究
団
体
で
あ
る
東
京
市
政
調
査
会
を
選
ん

だ
事
は
市
当
局
奢
と
し
て
適
切
で
あ
り
、
本
調
査
が

一
応
の
成
功
を
み
た
の
も
そ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
似
し
果
し
て
本
調
査
が
総
合
安
登
と
呼
ば
る
べ

き
・
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
於
て
は
い
さ

さ
か
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
即
ち
目
的
と
方
針

に
窓
じ
て
調
査
の
方
法
が
選
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、

与
え
ら
れ
た
聞
題
の
横
わ
る
分
野
に
の
み
解
決
の
鍵

は
存
す
る
亀
の
で
な
く
、
よ
り
広
い
二
尉
に
竜
尚
補

助
約
な
鍵
は
幾
多
も
あ
る
の
で
あ
り
、
市
政
と
云
》
つ

極
め
て
現
実
的
な
面
素
を
解
決
す
る
た
め
に
も
、

尚
、
自
然
環
境
、
過
喪
の
歴
史
等
直
接
的
に
は
㎜
関
係

の
な
さ
そ
う
な
分
野
に
も
立
入
る
必
要
が
あ
る
の
で

あ
り
、
か
か
る
蔵
昧
に
於
て
総
合
調
査
の
意
義
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。
・
本
調
査
が
此
の
点
に
考
懸

を
は
ら
っ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
本

調
査
は
上
述
の
目
的
と
方
針
に
従
っ
て
東
京
市
政
調

査
会
の
強
い
一
貫
し
た
態
度
で
貫
か
れ
て
お
り
、
調

査
研
究
員
絹
互
聞
の
連
絡
も
極
め
て
緊
密
で
、
報
告

讐
に
於
て
竜
ま
と
ま
っ
た
体
裁
を
整
え
て
居
る
が
、

そ
の
た
め
に
偲
々
の
概
究
者
の
綴
性
の
立
入
る
隙
は

欝

全
く
な
く
、
そ
の
点
過
臼
の
京
都
に
お
け
る
鄭
市
学

会
大
会
に
於
て
、
　
「
例
年
同
会
の
編
纂
し
て
い
る
都

市
年
鑑
的
で
あ
る
。
」
　
と
の
評
も
生
れ
た
駈
以
で
あ

る
。　

さ
て
報
告
書
は
第
一
部
「
豊
制
憲
の
実
態
」
と
第

二
部
「
盤
申
市
政
に
対
す
る
考
察
し
と
に
分
れ
、
初

め
に
豊
中
市
の
成
立
と
存
在
に
最
も
重
要
な
関
係
を

膚
す
る
大
阪
鑑
魯
。
唱
。
霧
団
§
U
坤
。
・
銭
。
叶
の
構
造
を
解

明
し
、
衛
昆
都
市
と
し
て
の
豊
栄
の
挫
絡
を
明
確
に

し
、
煮
る
後
豊
中
市
自
体
の
問
題
を
取
上
げ
て
い
る

の
は
ま
こ
と
に
当
を
得
た
も
の
と
銀
い
得
る
。
こ
こ

に
我
々
に
と
っ
て
は
最
竜
興
昧
潔
い
第
一
部
に
就
い

て
主
に
論
評
を
進
め
て
み
た
い
。
大
都
市
の
構
成
に

関
し
て
は
鮮
O
●
瞬
費
㈹
o
い
の
O
o
P
o
①
緊
鵬
o
N
o
轟
。

穂
ぎ
。
q
を
基
塞
的
な
考
え
方
と
し
て
お
り
、
夫
々

の
衛
星
都
市
の
位
鐙
づ
け
を
行
い
、
讐
…
申
は
そ
の
最

外
郭
の
O
o
彰
日
舞
費
、
い
N
o
葛
に
入
る
と
し
て
い
る

が
、
衛
星
都
市
群
を
大
阪
脱
中
心
と
す
る
昏
方
向
毎

に
分
け
て
い
る
点
で
は
甲
H
o
目
窪
誤
。
憶
の
し
α
0
9
霞

蒙
δ
。
受
的
な
考
え
方
も
採
爾
し
て
い
る
よ
5
で
あ

る
。
地
形
・
地
質
が
複
雑
で
鉄
道
が
主
要
交
通
聡
警

と
さ
れ
て
い
る
臼
本
の
都
市
で
樵
後
者
が
よ
り
ょ
く

該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
爾
論
の
可
否
は
さ

て
お
き
方
向
の
と
り
方
に
出
て
静
掻
の
場
合
は
東
西

南
北
の
四
方
向
を
と
り
、
人
口
流
勲
の
際
に
は
交
通

路
の
方
向
に
従
っ
て
細
…
か
く
九
方
向
に
と
っ
て
あ
っ

た
り
す
る
の
は
、
必
需
の
調
査
・
文
献
か
ら
と
っ
た

も
の
に
せ
よ
不
統
一
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
構
造
を
示

す
に
は
多
く
の
図
を
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
此
の
よ
う
な
槻
点
に
よ
り
豊
中
は
「
一
つ
の

都
市
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
大
都
市
大
阪
と

い
う
一
つ
の
都
市
の
一
部
分
で
あ
り
…
…
（
一
一
四

頁
）
」
「
大
阪
第
一
次
都
市
圏
の
北
部
を
形
成
す
る
郊

外
佐
宅
地
（
一
一
三
頁
）
」
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
し

て
理
由
と
し
て
一
〇
項
目
を
挙
げ
て
い
る
（
一
ご
二

頁
）
が
、
此
の
筆
意
中
に
は
若
干
の
異
論
が
な
い
で

も
な
い
。
　
即
ち
「
ω
本
市
は
従
前
都
蟻
壁
基
盤
の

皆
無
の
と
こ
ろ
に
近
年
聚
達
し
た
都
市
的
地
域
で
あ

お
。
」
　
は
更
に
註
を
あ
げ
て
、
豊
中
が
都
市
の
核
を

も
つ
た
事
が
な
い
と
し
て
い
る
が
、
此
の
点
に
つ
い

て
は
現
在
同
市
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
岡
町
」
豊
中
両

駅
間
の
関
能
勢
街
道
に
沿
う
部
分
が
岡
町
と
称
し
て

穂
川
末
期
に
は
商
業
集
落
…
を
形
成
し
て
い
た
事
は
囑

治
一
八
年
測
量
の
二
万
分
の
一
仮
製
馳
形
軽
便
丹
図

幅
に
よ
っ
て
、
町
村
制
施
行
前
の
岡
町
紺
が
密
集
し

た
三
重
賂
村
を
形
成
し
、
そ
の
村
域
内
に
殆
ん
ど
農

八
五

（　507　）



書

評

耕
地
を
有
し
な
い
塞
ヂ
、
、
ま
た
同
地
の
古
い
厩
家
が
現

在
で
は
商
業
を
営
ん
で
い
な
い
が
町
騰
的
な
構
造
を

示
し
て
い
る
事
等
よ
り
推
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
亀

と
よ
り
大
な
る
都
市
集
落
で
は
な
く
、
現
在
で
は
そ

の
商
業
単
機
能
は
駅
前
の
商
店
街
に
輩
わ
れ
て
了
つ

た
の
で
あ
る
が
、
住
宅
地
聚
展
の
適
期
に
於
て
は
此

等
の
商
業
集
落
が
基
盤
と
な
っ
た
事
は
疑
え
な
い
事

実
で
あ
り
、
後
に
交
遡
の
利
便
が
増
し
、
タ
斗
ミ
ナ

ル
デ
パ
；
ト
の
開
設
等
に
よ
っ
て
大
阪
へ
の
依
存
度

が
次
第
に
増
煉
し
て
来
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
、
程

度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
他
の
衛
星
都
市
と
異
る
所

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
此
の
点
は
豊
中
市
の
現
況

の
み
に
重
点
を
置
き
、
過
虫
の
発
展
過
程
を
焉
過
し

て
考
慮
す
る
所
の
な
か
っ
た
本
調
査
の
一
つ
の
不
備

の
現
れ
で
も
あ
ろ
う
。

　
ま
た
「
㈹
本
市
の
地
域
を
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
図
表
に

あ
て
は
め
て
み
る
と
…
…
塞
市
は
中
央
以
北
の
申
流

以
上
の
給
料
生
活
老
の
居
住
地
と
麿
…
部
低
地
の
工
員

そ
の
他
の
肉
体
労
働
一
者
の
農
住
地
と
畏
南
端
の
工
業

地
帯
と
の
そ
れ
ぞ
れ
桂
格
の
異
る
三
層
の
地
域
か
ら

な
る
。
し
た
が
っ
て
本
市
は
一
つ
の
大
都
市
の
構
造

中
に
そ
の
位
麗
を
見
鐵
す
。
」
　
に
就
い
て
も
三
層
の

地
域
分
化
は
必
ず
し
も
国
・
ρ
切
霞
σ
Q
富
の
そ
れ
の

み
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
低
湿
沖
積
平
野
と

高
燥
洪
積
台
地
と
い
5
地
形
・
地
質
的
要
素
が
大
き

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
切
窺
σ
Q
o
ω
の
各

N
9
お
に
含
ま
れ
る
か
ら
と
歎
っ
て
そ
れ
が
一
単
位

の
都
市
を
形
成
し
な
い
と
は
言
い
難
く
、
そ
れ
等
の

N
o
⇔
o
内
に
あ
っ
て
更
に
小
規
模
の
O
o
コ
0
9
戴
o
N
？

器
を
形
成
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
点
を

明
確
に
す
る
た
め
に
は
市
域
内
を
出
来
る
限
り
の
小

区
画
を
単
位
と
し
て
調
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
本
調

査
に
用
い
ら
れ
た
こ
一
の
学
校
区
は
そ
の
点
で
は
過

大
で
、
そ
れ
を
以
て
結
論
を
急
ぐ
の
は
億
険
で
あ
ろ

う
。
以
上
を
要
す
る
に
豊
中
市
が
大
阪
の
機
能
の
一

部
を
分
狽
し
、
ま
た
響
く
大
阪
に
依
存
す
る
事
は
明

か
で
あ
る
が
、
張
形
遡
上
、
田
園
地
帯
に
よ
っ
て
開

瞭
に
分
離
し
て
お
り
、
童
た
衛
星
都
市
は
大
都
市
の

機
能
の
一
部
を
分
担
し
て
い
る
と
す
る
従
来
の
概
念

よ
り
す
れ
ば
、
豊
中
市
が
都
市
で
な
い
と
す
る
こ
の

紬
論
は
そ
れ
が
布
政
考
察
に
対
す
る
根
本
的
前
提
と

な
る
だ
け
に
未
だ
十
分
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
尚
細
部
に
亙
っ
て
は
自
然
環
境
叙
述
の
不

正
確
、
地
図
の
利
田
川
の
不
徹
繕
事
地
理
掌
の
観
点
よ

り
の
不
満
は
仕
方
の
な
い
事
か
も
早
れ
な
い
が
、
附

録
と
し
て
巻
末
に
入
れ
ら
れ
た
調
査
の
統
計
は
極
め

八
六

て
燈
冨
な
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
が
、
十
分
に
消

化
さ
れ
て
い
な
い
感
が
あ
り
、
そ
の
利
爾
が
十
分
に

な
さ
れ
漁
れ
ば
本
報
告
書
は
更
に
そ
の
価
値
を
高
め

る
で
あ
ろ
5
。

（
A
5
粍
・
悶
［
二
山
ハ
頁
・
昭
一
プ
八
難
†
一
　
一
月
・
欝
公
強

み
巾
詰
紙
調
査
ム
竃
刊
。
山
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理
〇
m
胃
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