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I
胎
石
プ
無
勢
プ
レ
演
療
列
渠
農
強
熱
蕉
ざ
雛
短
齢
し
葛
、
蘇
ヒ
糠
裟
臨
、
｛

　
　
乾
燥
し
て
い
る
が
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
の
融
雪
水
や
地
下
水
に
め
ぐ
ま
れ
、
ま
た
交
通
の
中
心
を
な
す
た
め
、
イ
ラ
ン
で
は
最
も
早
く
開
発
さ
れ
た
地
域

　
　
の
一
つ
で
あ
り
、
古
代
に
は
レ
イ
が
そ
の
中
心
で
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
溶
々
と
し
て
繁
栄
し
た
。
し
か
し
モ
ン
．
罰
i
ル
軍
の
侵
入
に
よ
っ
て
レ
イ
は
廃
都

・
賃
蓬
か
わ
ぞ
テ
亨
・
蒸
す
・
一
に
隻
サ
・
・
ヴ
ー
朝
に
は
テ
ヘ
ラ
之
漿
築
か
廷
さ
ら
に
多
・
諭
∴

撮
窮
総
懸
暴
遜
欝
無
圃
羅
髪
ビ
膨
9
肝
癌
鱒
酌
婦
黙
靴
携
涙
耀
纏
謄

編
濃
墨
顯
零
細
藩
鱗
欝
嚇
総
懸
轍
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難
解
齢
謙
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へ

は
　
し
　
が
　
き

　
筆
者
は
一
九
五
九
年
の
京
都
大
学
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・

パ
キ
ス
タ
ン
第
一
次
学
術
調
査
隊
に
参
加
し
て
、
イ
ラ
ン
の
首
都
テ

ヘ
ラ
ー
ン
に
は
比
較
ハ
的
長
い
蝋
型
闘
滞
在
す
る
機
会
曽
か
与
え
λ
り
れ
た
。

テ
ヘ
ラ
ー
ン
絃
今
日
で
は
、
中
東
地
方
に
お
い
て
カ
イ
ロ
に
次
ぐ
大

都
市
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
に
関

す
る
文
献
が
極
め
て
乏
し
い
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
紹
介
の
意
味
も
含

め
て
、
テ
ヘ
ラ
！
ン
の
都
市
地
理
学
的
研
究
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、

人
口
調
査
さ
え
実
施
さ
れ
て
い
な
い
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
で
は
、
よ
り
詳
細

な
都
市
地
理
学
的
研
究
を
行
い
得
る
資
料
を
入
手
す
る
こ
と
は
、
現

在
で
鳳
ま
だ
望
み
得
な
い
。
そ
の
た
め
拙
稿
も
予
察
酌
な
報
告
に
止
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ま
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
重
力
運
定
研
究
の
た
め
イ
ラ
ン
に
ニ
カ

年
間
滞
在
さ
れ
た
京
都
大
学
教
養
部
の
東
中
教
援
に
多
く
の
御
教
示

を
得
た
こ
と
を
記
し
て
、
謝
意
を
表
す
る
。

禰

　
イ
ラ
ン
の
北
部
に
お
い
て
、
イ
ラ
ン
高
慢
と
カ
ス
ピ
海
と
の
問
に

障
壁
の
よ
う
に
東
西
に
連
亙
す
る
鴻
ぎ
罎
N
山
脈
の
南
江
に
、
イ
ラ

ン
の
首
都
テ
ヘ
ラ
ー
ン
が
位
羅
し
て
い
る
。
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
は

ア
ル
プ
ス
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
造
山
帯
に
属
す
る
新
期
の
摺
曲
山
脈
で
あ
り
、

高
度
腿
b
O
O
B
程
度
の
高
峻
な
山
系
が
何
条
に
も
わ
か
れ
て
並
走
し
、

テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
東
北
に
望
見
さ
れ
る
洒
ア
ジ
ア
の
最
高
峯
O
①
導
㌣

≦
帥
旨
創
（
標
高
9
。
。
ω
営
）
火
山
な
ど
の
書
志
も
み
ら
れ
る
。
テ
ヘ
ラ
ー

ソ
の
紅
色
∂
O
園
欝
の
距
離
に
そ
び
え
る
6
0
0
げ
巴
凄
脈
も
そ
の
一
つ

の
山
系
で
あ
り
、
高
度
声
O
O
O
窮
近
く
を
有
し
、
Ω
お
①
昌
じ
d
①
◎
伍
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
古
第
三
紀
の
緑
色
凝
営
業
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
①

て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
テ
ヘ
ラ
：
ソ
か
ら
東
に
は
、
　
一
般
に

｝
簿
憎
曽
9
轟
山
脈
と
よ
ば
れ
る
高
度
圷
。
b
O
O
ヨ
前
後
の
、
古
生
代

お
よ
び
中
生
代
の
地
摺
よ
堕
な
る
山
地
が
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
の
前

嶽
地
帯
を
・
な
し
て
、
や
は
り
東
西
に
走
っ
て
い
る
が
、
そ
の
最
西
端

は
テ
ヘ
ラ
ー
ン
の
南
の
ヵ
3
、
付
近
で
終
っ
て
、
平
原
地
帯
に
没
し

て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
山
地
に
対
し
て
、
テ
ヘ
ラ
…
ソ
の
位
資
す
る
平
原
地
帯

は
8
0
0
犀
鉱
山
脈
ど
は
衝
上
断
層
に
よ
っ
て
劃
さ
れ
、
そ
の
山
麓
地

帯
で
は
ω
財
①
ヨ
騨
帥
嵩
付
近
で
ビ
Q
。
O
O
諺
、
囚
鍵
，
a
付
近
で
一
6
0
0
ヨ

の
商
度
を
有
す
る
が
、
そ
れ
よ
り
南
方
約
Φ
O
匿
ヨ
の
距
離
に
あ
る

囚
ρ
〈
耽
砂
漠
（
高
度
約
。
。
O
O
諺
）
に
向
っ
て
徐
々
に
低
下
し
、
広
大

な
扇
状
地
堆
積
面
を
形
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の

市
街
も
北
部
で
は
H
b
㎝
O
影
の
標
高
を
有
す
る
が
、
爾
部
で
ば
同
b
窃

O
B
と
集
義
Q
O
O
ヨ
の
高
度
差
を
…
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
薦
状
地
を
構
成
す
る
最
下
溜
の
寓
ゆ
塁
七
軒
重
層
は
鮮
新
世
、

或
い
は
中
一
計
新
世
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
軽
度
の
摺
曲
を
示
し
、

北
部
の
扇
頂
部
ば
か
り
で
な
く
、
南
部
の
能
無
地
末
端
の
部
分
に
も

広
く
露
出
し
て
い
る
。
殊
に
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
北
の
ω
げ
①
ヨ
洋
ρ
爵
か
ら

北
東
の
国
①
N
斜
a
鴛
①
げ
に
か
け
て
の
山
麓
地
帯
で
は
、
礫
層
が
著
し

く
厚
く
堆
積
し
て
丘
陵
を
な
し
、
鵠
①
N
ρ
a
ρ
重
げ
と
は
「
千
の
谷
」
を

意
味
す
る
よ
う
に
、
礫
層
を
侵
蝕
し
て
多
数
の
小
谷
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
Ω
9
℃
℃
は
こ
の
礫
層
中
に
デ
ボ
ソ
紀
の
礫
が
多
量
に
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
る
t
之
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
ヘ
ザ
ル
ダ
レ
！
層
は
8
0
0
げ
鉱
仙1139 （66／）
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脈
の
隆
起
が
ま
だ
著
し
く
な
い
と
き
に
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
中
央

部
の
古
生
代
地
層
か
ら
の
供
給
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

絢
即
〕
②
婦
等
価
河
Ω
も
か
つ
て
は
テ
ヘ
ラ
！
ン
の
噌
斜
向
へ
と
｝
四
南
に
激
伽
れ
て

い
た
が
、
礫
層
の
配
し
い
堆
積
に
よ
っ
て
流
路
を
は
ば
ま
れ
、
現
在

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
ン
テ
ィ
・
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
を
横
断
し
て

妻
霞
勲
ヨ
一
嵩
の
方
向
に
流
路
を
転
ず
る
に
至
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
ま
た
ヘ
ザ
ル
ダ
レ
ー
層
の
上
に
は
、
囚
9
葺
に
9
昇
層
と
↓
9
鎚
β

層
と
が
そ
れ
ぞ
れ
不
整
合
に
被
覆
し
て
い
る
。
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
層
は
最

屯
新
し
い
堆
積
で
、
テ
ヘ
ラ
！
ソ
の
南
の
図
①
《
付
近
ま
で
分
布
し

て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
以
南
で
は
第
四
紀
中
期
の
堆
積
で
あ
る
カ
フ

リ
ザ
ク
層
に
か
わ
り
、
さ
ら
に
カ
フ
リ
ザ
ク
醐
膠
は
ほ
ぼ
図
簿
ン
甑
N
巴
（

付
近
を
南
限
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
再
び
ヘ
ザ
ル
ダ
レ
ー
縢
に
移

行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
扇
状
地
の
末
端
の
部
分
で
は
、
閑
9
＜
騨
砂
漠

と
の
問
に
、
中
新
世
の
凝
灰
岩
、
礫
岩
な
ど
が
ア
ン
テ
ィ
・
エ
ル
ブ
ー
ル

ズ
山
脈
の
隆
起
と
関
連
し
て
背
斜
履
を
な
し
て
幸
甚
地
面
に
現
わ
れ
、

囚
①
欝
ρ
話
σ
q
貯
α
な
ど
の
丘
陵
性
山
地
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
侵

蝕
を
受
け
や
す
い
の
で
、
パ
ッ
ド
・
ラ
ン
ド
状
の
地
形
を
な
し
、
ま

た
慰
書
a
河
な
ど
の
下
流
が
先
行
性
河
谷
を
な
し
て
流
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
扇
状
地
は
砂
礫
層
が
極
め
て
厚
く
堆
積

し
て
い
る
た
め
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
か
ら
黒
谷
を
通
じ
て
流
下
し

て
き
た
融
雪
水
は
、
山
麓
地
帯
に
お
い
て
大
部
分
は
地
下
に
消
失
す

ゐ
。
そ
れ
に
気
候
が
著
し
く
乾
燥
し
て
い
る
の
で
、
扇
状
地
面
で
は

河
川
は
甚
だ
乏
し
く
、
植
物
が
僅
か
に
成
育
す
る
裸
曝
し
た
地
表
を

な
し
て
い
る
。
し
か
し
地
下
に
滲
透
し
た
水
は
ヘ
ザ
ル
ダ
レ
ー
層
に

お
い
て
豊
富
な
地
下
水
層
を
な
し
、
掌
状
地
の
傾
斜
に
従
っ
て
流
下

　
　
　
　
　
　
③

し
て
い
る
た
め
、
カ
ナ
ー
ト
の
発
達
に
よ
っ
て
、
こ
の
平
原
地
帯
に

は
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
を
は
じ
め
、
多
数
の
集
落
や
耕
地
の
分
布
が
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
気
候
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
　
テ
ヘ
ラ
…
ン
は

。。

p
。
お
、
累
に
位
慶
し
、
高
度
約
H
b
O
O
影
の
イ
ラ
ン
高
原
上
に
あ
．
る

が
、
背
後
に
そ
び
え
る
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
に
よ
っ
て
寒
冷
な
北
風

の
影
響
か
ら
さ
え
ぎ
ら
れ
、
南
は
開
雪
、
騨
砂
漠
に
向
っ
て
広
く
ひ

ら
け
て
い
る
。
　
そ
の
た
め
テ
ヘ
ラ
ー
ン
の
年
平
均
気
温
（
摂
氏
）
ま

同
①
面
。
で
あ
り
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
と
緯
度
は
ほ
ぼ
等
し
く
、
高
度
Φ
㎝
O
営

の
夕
霧
げ
①
α
の
年
平
均
気
温
捨
鉢
っ
・
O
。
と
比
較
し
て
み
て
も
、
テ
ヘ
ラ

ー
ン
の
気
温
は
緯
馨
高
度
の
割
合
に
は
高
い
・
と
が
智
嚢
・

し
か
し
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
。
も
ム
人
面
性
気
候
を
藩
王
し
、
　
一
月
の
平
均
気
澹
雌
は

↑
臼
。
ま
で
低
下
す
る
が
、
七
月
の
平
均
気
温
は
N
O
6
。
に
ま
で
上
昇
ユ41　　（663）



し
、
砿
貯
σ
q
簿
℃
α
器
の
熱
っ
8
ω
。
や
O
O
δ
日
び
O
の
鷺
頓
。
よ
り
も
高
く
、

テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
夏
は
昼
間
で
ω
○
。
。
夜
間
で
b
。
b
。
。
内
外
の
日
が
続
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
お

と
が
多
く
、
殊
に
瀕
響
く
貯
砂
漠
か
ら
の
熱
風
が
送
ら
れ
て
く
る
と

き
に
は
、
気
温
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
夜
關
で
さ
え
G
。
窃
。
を
降
ら
な
い
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ユ

ほ
ど
で
あ
る
窃

　
ま
た
カ
ス
ピ
海
の
沿
岸
を
の
ぞ
け
ば
、
イ
ラ
ン
の
気
候
は
全
体
と

し
て
著
し
く
乾
燥
し
、
テ
ヘ
ラ
ー
ン
で
竜
年
降
水
蚤
は
b
。
お
臼
影
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
大
部
分
は
、
十
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
冬
の
期
間
に
集
中
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冬
に
は
多
少
の
積
雪
馬
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S

　”ロ晶　」評．qsv　燈aよu　轟P工顕　iVlaマ　“uエ〕し　JUi　蕊ug　めeP　UC℃
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a　Soil　moisture　recharbcre　b　XVater　surplu

c　Soil　moisture　utilization　d　XXiater　defrcit

ら
れ
る
が
、
六
月
か
ら
九

月
に
か
け
て
の
夏
の
四
カ

月
閲
は
全
く
雨
ら
し
い
も

の
は
み
ら
れ
な
い
ば
か
り

で
な
く
、
気
渥
が
著
し
く

上
昇
す
る
の
で
、
気
候
は

極
度
に
乾
燥
す
る
。
す
な

わ
ち
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
各
月

降
水
量
と
可
能
蒸
発
散
量

3
0
酔
o
H
硯
諜
a
o
く
ρ
℃
o
幹
曽
コ
馨
7

　
　
⑤

謎
寓
自
）
と
を
比
較
し
て
み

る
と
、
降
水
量
が
蒸
発
散

量
よ
り
も
多
い
の
は
冬
の
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イランの曽鋳都テヘラーソ（繍王1）

十
一
月
か
ら
三
月
ま
で
で
あ
夢
、
四
月
以
降
は
降
水
量
は
殆
ど
O
導
露

ま
で
減
少
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
蒸
．
発
散
童
は
気
湿
の
上
昇
に
と
も

な
っ
て
急
激
な
増
加
を
示
し
、
冬
の
降
雨
に
よ
っ
て
土
壌
中
に
蓄
積

さ
れ
て
い
た
水
分
も
五
月
ま
で
に
は
消
費
さ
れ
、
五
月
か
ら
十
月
ま

で
は
、
土
壌
に
は
著
し
く
水
分
が
不
足
す
る
。
し
た
が
っ
て
夏
の
作

物
栽
培
の
た
め
に
は
、
山
麓
地
帯
で
は
融
無
水
、
平
原
地
帯
で
は
カ

ナ
ー
ト
な
ど
の
灌
漉
に
よ
っ
て
、
多
量
の
水
分
を
補
給
す
る
こ
と
が

絶
対
に
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
聞
辺
で
も
山
地
と
平
地
と
で
は
気
候
に
か
な

り
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
　
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
で
は
高
度
が
増
加

す
る
ほ
ど
気
温
は
減
じ
、
降
水
量
は
増
加
す
る
。
そ
の
た
め
冬
は
積

雷
竜
深
く
、
谷
間
に
は
七
月
末
ご
ろ
ま
で
残
、
雪
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら

に
野
O
O
O
ヨ
の
雪
線
以
上
の
高
峯
で
は
、
万
年
雪
と
し
て
消
え
る
こ

と
が
な
い
か
ら
、
　
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
東
北
に
そ
び
え
る
O
Φ
琶
9
タ
¢
謬
α

出
の
山
頂
は
夏
で
庵
白
雪
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
北

部
の
Q
Q
ぴ
①
露
助
㊤
郎
や
デ
マ
ヴ
ァ
ン
ド
山
麓
の
O
①
ヨ
斜
毛
ρ
昌
像
は
、

夏
も
冷
涼
で
あ
り
、
古
く
か
ら
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
避
暑
地
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。

　
平
原
地
帯
で
は
、
園
9
ぐ
岸
砂
漠
に
近
い
．
乏
ρ
霞
謬
μ
貯
は
夏
は
テ

ヘ
ラ
ー
ソ
よ
硬
も
さ
ら
に
暑
い
が
．
冬
の
寒
い
増
量
も
そ
れ
だ
け
短

い
。
し
た
が
っ
て
ヴ
一
，
ラ
ミ
ソ
で
は
春
の
植
物
の
発
芽
期
は
三
月
上

旬
に
は
じ
ま
る
が
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
で
は
三
月
下
旬
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

出
地
で
は
も
っ
と
お
く
れ
、
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
で
み
ら
れ
る
。

　
ま
た
降
水
量
が
少
な
い
上
に
、
夏
の
高
温
、
乾
燥
が
甚
だ
し
い
た

め
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
で
も
森
林
は
殆
ど
な
く
、
岩
石
や
砂
礫
地

が
裸
畠
し
、
乾
鰯
性
の
有
棘
灌
木
や
ヨ
モ
ギ
類
な
ど
が
点
在
的
に
成

育
す
る
に
過
ぎ
な
い
乾
燥
ス
テ
ッ
プ
か
半
砂
漠
を
な
し
、
殊
に
夏
に

は
大
部
分
の
植
物
が
枯
死
し
て
し
ま
う
の
で
、
一
層
荒
涼
と
し
た
景

観
を
期
す
る
。
し
か
し
山
麓
地
帯
の
無
心
と
か
、
集
落
や
灌
概
水
路

の
周
辺
に
は
、
点
六
と
緑
の
集
団
が
み
ら
れ
る
。
果
樹
に
恵
ま
れ
た

イ
ラ
ン
で
は
、
象
屋
や
菜
園
の
ま
わ
り
に
、
ナ
シ
、
モ
モ
、
ブ
ド
ウ
、

イ
チ
ジ
ク
、
ザ
ク
ロ
、
ア
ン
ズ
、
ク
ル
ミ
な
ど
の
多
く
の
果
樹
が
栽

培
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
果
樹
以
外
の
樹
木
で
は
、
建
築
用
材
と
し
て
、

あ
る
い
は
街
路
樹
や
庭
園
に
植
え
ら
れ
た
竜
の
が
多
く
、
ポ
プ
ラ
、

ヤ
ナ
ギ
、
ス
ズ
カ
ケ
を
は
じ
め
、
ニ
レ
、
ト
ネ
リ
コ
な
ど
の
広
葉
樹

が
主
で
あ
り
、
針
葉
樹
で
は
マ
ツ
、
ネ
ズ
な
ど
で
あ
る
。

143 （665）



二

　
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
と
い
う
名
称
の
起
源
に
つ
い
て
は
確
実
な
こ
と
は
不

明
で
あ
る
が
、
ω
。
ぴ
貯
象
興
が
、
賦
学
謬
す
な
わ
ち
「
平
野
」
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
る
と
推
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
の
南
麓
に
沿

っ
て
、
蘂
は
無
げ
霞
霧
p
昌
地
方
か
ら
西
は
諺
器
吾
a
す
⇔
地
方
に

ま
で
及
ぶ
平
原
地
帯
が
細
長
く
連
な
り
、
イ
ラ
ン
の
北
部
を
通
ず
る

蜜
然
の
東
西
交
通
路
を
な
し
て
い
る
。
こ
と
に
そ
の
う
ち
で
竜
テ
ヘ

ラ
ー
ソ
一
帯
の
地
域
は
、
前
述
の
よ
う
に
南
方
の
穴
ρ
く
騨
砂
漢
に

向
っ
て
広
大
な
扇
状
地
地
形
が
発
達
し
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
か
ら

流
下
す
る
小
河
川
や
地
下
水
に
よ
っ
て
水
利
に
も
比
較
的
恵
ま
れ
、

ま
た
東
西
交
通
路
の
ほ
か
に
、
南
東
へ
は
麟
9
ヨ
銭
器
か
ら
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
乱
国
面
［
へ
、
南
…
繭
へ
は
H
ω
貯
プ
ρ
戸
ω
げ
ヰ
9
斜
囚
Φ
琶
ヨ
9
目
・
な

ど
に
通
ず
る
交
通
路
が
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
付
近
を
中
心
に
し
て
集
中
し

て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
自
体
が
都
市
と
な
り
、
さ
ら
に
イ
ラ
ン

の
首
都
と
し
て
発
達
し
た
の
は
、
は
る
か
後
の
時
代
で
あ
る
に
し
て

屯
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
周
辺
は
イ
ラ
ン
で
は
最
も
早
く
開
発
さ
れ
た
地
域

の
一
つ
で
あ
り
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
か
ら
南
方
。
。
犀
ヨ
の
地
点
に
あ
る

菊
Φ
団
で
は
、
Q
Q
ヴ
、
巴
搾
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
、
ご
つ
・
ρ
腿
O
O
O
年
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ろ
の
新
石
器
時
代
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
レ
イ
は
古
代
に

は
菊
冨
σ
Q
ご
器
と
よ
ば
れ
、
紀
元
前
六
世
紀
ご
ろ
の
メ
デ
ィ
ア
時
代

に
は
す
で
に
こ
こ
に
都
市
が
発
達
し
て
い
た
と
み
え
、
旧
約
聖
書
外

典
「
ト
ビ
ト
書
」
に
は
、
肩
○
げ
搾
が
息
子
の
目
O
げ
鍵
匂
・
を
累
貯
①
＜
Φ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
ら
メ
デ
ィ
ア
の
切
げ
ρ
σ
q
＄
に
使
わ
し
た
物
語
が
記
さ
れ
て
お
り
、

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
も
ま
た
ダ
リ
ウ
ス
三
世
を
追
撃
し
て
、
甲
ρ

Q。

ﾖ
O
年
に
，
国
。
σ
葺
餌
雛
ρ
（
現
在
の
賦
ρ
日
斜
Q
ρ
昌
）
か
ら
一
〇
臼
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

行
程
を
も
っ
て
こ
こ
に
到
着
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
さ
ら
に
ロ
ー
マ
時
代
の
地
理
学
者
G
。
霞
ρ
げ
。
に
よ
る
と
、
セ
レ
ウ

コ
ス
朝
の
始
祖
ω
①
δ
鐸
。
謡
ω
窯
8
暮
○
居
（
困
W
．
　
（
）
．
卜
⊃
Q
◎
一
～
b
o
①
日
）
は
レ
イ

を
再
興
し
、
彼
の
生
地
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
都
市
の
名
に
ち
な
ん
で
、

図
げ
診
σ
q
げ
霧
を
朔
日
○
唱
。
。
。
と
改
め
、
ま
た
パ
ル
テ
ィ
ア
朝
で
は

》
拐
磐
。
β
と
よ
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
レ
イ
に
早
く
か
ら
都
市
が
発

達
し
た
の
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
が
通
過
し
た
と
思
わ
れ
る
吉

代
の
交
通
路
が
、
閃
。
び
暮
磐
2
ω
9
＜
①
げ
か
ら
レ
イ
を
経
て
、
囚
臣
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

第
ω
9
嵩
地
方
に
通
じ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
現
在
で
も
レ
イ
に
は
有
名

な
「
ア
リ
の
泉
」
（
O
冨
珍
目
9
》
ε
と
よ
ば
れ
る
湧
泉
が
存
在
す

る
よ
う
に
、
レ
イ
の
付
近
は
、
背
後
の
ア
ン
テ
ィ
・
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
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イランの首都テヘラーン（織田）

山
地
の
石
灰
岩
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
地
下
水
が
豊
寓
に
湧
出
す
る

か
ら
で
あ
る
。
か
つ
古
代
の
水
路
の
遺
溝
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

レ
イ
の
東
方
を
流
れ
る
一
a
Φ
把
O
河
の
繍
口
か
ら
も
、
水
路
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

っ
て
レ
イ
に
引
水
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
レ
イ
は
、
サ
サ
ン
朝
末
の
く
震
像
薦
解
侮
三
世
の
①
念
年

に
ア
ラ
ブ
人
の
侵
入
を
受
け
、
或
い
は
。
。
①
ω
年
に
は
地
震
に
よ
っ
て

破
壊
さ
れ
た
こ
と
電
あ
っ
た
が
、
約
一
〇
世
紀
閾
に
わ
た
っ
て
、
こ

の
地
方
の
中
心
的
都
市
と
し
て
栄
え
た
。
殊
に
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の

始
祖
8
¢
σ
Q
｝
膨
張
む
d
の
σ
q
（
一
〇
ω
刈
～
回
O
①
ω
）
が
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
進
繊
し
て

イ
ラ
ン
の
地
を
平
定
し
、
レ
イ
を
首
都
と
し
て
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
帝
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
建
設
し
て
以
来
、
レ
イ
は
繁
栄
の
頂
点
に
達
し
た
。
セ
ル
ジ
ュ
ー

ク
朝
の
疇
代
は
、
イ
ラ
ン
文
化
史
上
の
最
も
重
要
な
時
代
で
あ
り
、

イ
ス
ラ
ム
科
学
や
文
学
、
芸
術
が
燦
然
た
る
光
彩
を
放
ち
、
特
に
レ

イ
は
ペ
ル
シ
ア
陶
器
の
大
産
地
で
あ
っ
た
。
今
日
、
こ
の
都
市
の
廃

櫨
か
ら
掘
り
出
さ
れ
る
陶
器
類
は
、
ペ
ル
シ
ア
陶
器
の
逸
晶
で
あ
り
、

ラ
ゲ
ー
陶
器
と
し
て
世
界
的
に
著
名
で
あ
る
。

　
し
か
し
隆
盛
を
き
わ
め
た
レ
イ
の
首
都
も
、
旨
ぴ
。
O
年
に
は
モ
ン
ゴ

ー
ル
軍
の
侵
略
を
受
け
て
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
て
衰
微
し
、
僅
か
に

当
時
の
城
壁
の
み
が
土
塁
と
し
て
残
っ
て
い
る
金
く
の
廃
嘘
と
化
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
レ
イ
が
繁
栄
し
て
い
た
時
代
は
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
は
せ

い
ぜ
い
大
き
な
村
落
の
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
テ
ヘ
ラ
ー
ン
に
関

す
る
最
初
の
記
述
は
、
ア
ラ
ビ
ア
の
地
理
学
好
く
僻
ρ
¢
け
に
み
ら
れ

⑭る
。
ヤ
ク
ー
ト
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
侵
入
前
に
こ
の
地
方
を
訪
れ
た
。

彼
に
よ
る
と
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
は
一
二
の
地
区
か
ら
な
る
集
落
で
あ
る

が
、
住
民
は
半
穴
居
の
住
居
を
営
み
、
ま
た
周
辺
で
は
広
く
菜
園
が

耕
作
さ
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
は

ぎ
だ
貧
し
い
レ
イ
の
容
忍
的
集
落
で
あ
り
、
レ
イ
に
即
智
な
ど
を
供

給
す
る
た
め
の
農
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
し
か
し
モ
ソ
ゴ
ー
ル
軍
に
よ
る
レ
イ
の
荒
廃
以
後
は
、
テ
ヘ
ラ
ー

ソ
が
レ
イ
に
か
わ
っ
て
発
達
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝

に
派
遣
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
の
使
節
Ω
ρ
〈
こ
◎
は
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ

の
途
上
、
瞑
O
蒔
年
に
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
を
訪
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て

は
じ
め
て
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
に
つ
い
て
の
知
識
…
を
伝
え
た
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
レ
イ
は
も
は
や
無
住
の
廃
櫨
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
テ
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ラ
ー
ン
を
「
都
市
」
（
o
営
篇
蝕
）
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
ま

だ
城
壁
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
す
で
に
詣
る
程
度
市

街
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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第4國　テヘラWWンの旧城内（改鯵前）

　
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
が
城
壁
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
朝

の
　
円
鐘
巴
p
ω
℃
一
世
（
μ
㎝
卜
◎
直
～
H
㎝
刈
㎝
）
の
時
代
で
あ
る
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
朝
で

は
≧
α
①
び
鋳
6
鉾
踏
貫
ρ
震
〈
一
P
目
・
。
貯
9
口
が
そ
れ
、
そ
れ
歴
代
の
首
都

に
選
ば
れ
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
は
ま
だ
重
要
な
都
市
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
タ
フ
マ
ス
プ
一
世
の
H
α
α
窃
年
に
は
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
に
行
在
所
が
濁
か

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
周
囲
約
Q
。
犀
欝
の
空
濠
を
め
ぐ
ら
し

た
不
…
規
則
な
四
辺
形
の
城
壁
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
城
壁
は
土
塁
を
竜
っ
て

築
か
れ
、
四
つ
の
城
門
（
後
に
は
七
つ
に
増
掬
）
を
有
し
、
面
積
約
ω
■
o
。
瞠
営
贈

の
城
内
に
は
、
バ
ザ
ー
ル
が
設
け
ら
れ
た
ほ
か
に
、
い
ま
一
つ
の
城
壁
に
か

こ
ま
れ
た
長
方
形
の
内
城
（
〉
昏
）
を
有
し
、
内
城
に
は
王
宮
、
政
庁
な
ど

が
澱
か
れ
た
。
　
ま
た
さ
ら
に
ω
ぼ
臼
〉
び
び
霧
一
世
の
と
き
に
、
Ω
第
プ
霞

切
9
σ
q
ぴ
（
四
つ
の
園
）
の
庭
園
が
造
ら
れ
た
。

　
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
パ
ス
一
世
の
回
①
卜
σ
Q
。
年
、
イ
ギ
リ
ス
大
使
に
随
行
し
て
イ
ラ

ン
を
訪
れ
た
鵠
黛
ぴ
①
暮
の
旅
行
詑
の
一
節
に
よ
れ
ば
、

　
「
6
）
舜
○
斜
⇔
（
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
）
は
大
き
な
平
野
の
中
央
に
位
置
し
、
　
遠
方
は

丘
陵
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
が
、
一
方
だ
け
は
広
い
水
平
線
が
ひ
ら
け
て

い
る
。
空
気
は
朝
夕
は
温
和
で
あ
る
が
、
正
午
ご
ろ
は
非
常
に
暑
い
。
家
屋

は
臼
乾
し
の
煉
瓦
で
つ
く
ら
れ
、
市
内
に
は
約
三
〇
〇
〇
戸
の
佳
居
が
あ
り
、

王
宮
や
バ
ザ
ー
ル
は
甚
だ
美
し
い
。
バ
ザ
ー
ル
は
二
つ
の
部
分
に
わ
か
れ
、
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一
つ
に
は
屋
根
が
な
い
が
．
い
ま
一
つ
は
鷹
根
つ
き
で
あ
る
。
二
つ

の
小
川
が
市
街
を
流
れ
、
林
や
磨
園
に
注
い
で
い
る
。
…
…
市
街
に

接
し
て
、
高
い
土
の
城
壁
に
面
し
て
王
の
非
常
に
広
大
な
庭
園
［
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン

妙
、
規
模
は
市
街
に
も
劣
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
…
…
こ
こ
で
は
隊
　
商

セ
ラ
ィ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

宿
は
鎮
o
o
型
置
（
モ
ス
ク
）
よ
り
も
は
る
か
に
立
派
で
あ
．
る
。
」
家
集

が
約
。
。
b
O
O
戸
と
す
れ
ば
、
当
時
の
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
拡
一
6
～
b
。
万
の
人

口
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
テ
ヘ
ラ
…
ソ
は
サ
ブ
岬
，
ヴ
ィ
朝
に
お
い
て
城
廓
都
市
に
ま
で
発
達

し
た
が
、
テ
ヘ
ラ
ー
ン
が
は
じ
め
て
イ
ラ
ン
の
首
都
と
・
な
っ
た
の
は
、

カ
ジ
ャ
ー
ル
朝
の
始
祖
｝
σ
q
》
ρ
寓
瓢
プ
ρ
ヨ
9
餌
創
の
覧
Q
。
㎝
年
で
あ
る
。

カ
ジ
ャ
ー
ル
朝
は
カ
ス
ピ
海
に
．
面
す
る
　
ン
舜
鍔
μ
乙
。
璋
P
O
O
お
ρ
一
μ

地
方
に
お
い
て
勃
興
し
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
を
越
え
て
そ
の
勢
力

を
進
展
し
、
当
時
イ
ラ
ン
地
方
を
支
無
し
て
い
た
ア
フ
ガ
ン
族
の
ゼ

ン
ド
朝
の
勢
力
を
排
し
て
、
国
土
を
、
平
定
し
得
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
カ
ジ
ャ
…
ル
朝
発
掘
の
地
で
あ
る
マ
ー
ザ
ソ
デ
ラ
ソ
、
．
謙
ル

ガ
ソ
地
方
に
近
く
、
し
か
も
イ
ラ
ン
金
土
を
支
灘
す
る
拠
点
に
は
、

テ
ヘ
ラ
ー
ソ
が
、
最
屯
す
ぐ
れ
た
地
理
的
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し

て
、
そ
の
首
都
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
首
都
と
し
て
発
足
し
た

当
館
の
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
は
サ
フ
”
，
ヴ
ィ
朝
時
代
と
大
差
は
な
く
、
首
都

ら
し
い
外
観
や
規
模
も
有
し
て
別
な
か
ウ
た
。
嵩
O
①
年
の
夏
に
デ
ヘ

ラ
ー
ソ
を
訪
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
博
物
学
者
○
禦
ぐ
8
同
に
よ
れ
ば
、

住
民
の
多
数
が
郊
外
の
シ
ェ
ミ
ラ
ソ
な
ど
へ
避
暑
の
た
め
滅
少
し
て

い
た
に
し
て
も
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
人
口
は
約
ピ
α
万
に
過
ぎ
ず
と
し
、

ま
た
そ
の
う
ち
の
約
し
。
b
O
O
人
は
軍
隊
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
⑱

と
記
し
て
い
る
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
は
カ
ジ
4
．
…
ル
朝
の
首
都
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ル
　
ク

次
第
に
発
達
し
、
勺
m
嵩
げ
》
露
ω
｝
麺
げ
（
一
M
り
刈
～
H
O
Q
ω
心
）
は
内
城
に
○
亭

箭
夢
渇
の
宮
殿
を
造
営
し
た
。
ま
た
人
口
も
十
九
世
紀
中
葉
に
は

q
～
①
万
ほ
ど
に
増
加
し
た
の
で
、
城
内
は
狭
隙
と
な
り
、
城
壁
の

外
部
に
屯
、
七
つ
の
城
門
に
通
ず
る
街
道
に
沿
っ
て
市
街
の
一
部
が

延
長
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
城
外
の
西
南
の
．
ρ
○
露
に

通
ず
る
街
道
に
沿
っ
て
は
陶
器
業
者
、
城
外
の
南
部
に
は
煉
瓦
製
造

業
者
な
ど
の
集
団
が
み
ら
れ
た
の
に
対
し
、
城
壁
の
北
都
地
区
で
は
、

カ
ナ
…
ト
か
ら
流
出
す
る
溝
洌
な
水
が
得
ら
れ
る
の
で
、
嘗
繊
総
な
市

民
の
佐
宅
や
外
国
商
館
を
は
じ
め
、
細
身
・
病
院
な
ど
が
次
第
に
増

加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
翼
廊
搾
帥
㍗
象
⇔
ω
並
び
の
時
代
の
蕊
O
⑩
年
か
ら
濾

年
に
か
け
て
、
市
域
の
拡
張
工
事
が
開
始
さ
れ
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
無
論
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来
の
旧
城
壁
を
撤
去
し
、
パ
リ
ー
の
城
壁
を
ま
ね
て
、
周
星
置
嶺
6

罫
昌
の
八
角
形
を
呈
す
る
新
し
い
土
塁
の
城
壁
が
築
造
さ
れ
た
。
こ

の
新
城
壁
に
よ
っ
て
市
域
の
面
積
は
一
躍
五
借
ほ
ど
増
加
し
て
約

H
⑩
ひ
犀
ヨ
瀞
と
な
ρ
た
が
、
旧
城
壁
と
新
城
壁
と
の
距
離
は
、
南
部
や

東
部
で
は
謬
○
～
一
b
O
O
ヨ
し
か
距
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
北
部

で
は
b
∂
b
O
O
ヨ
以
上
を
有
し
、
そ
れ
だ
け
市
域
は
北
部
に
広
く
拡
大

　
　
⑲

さ
れ
た
。
新
城
壁
は
軍
事
的
意
義
よ
り
は
、
都
市
に
威
観
を
そ
え
る

こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
周
幽
に
は
深
さ
。
。
～
同
○
ヨ
、
幅
G
。
O

ヨ
ほ
ど
の
空
濠
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
城
壁
に
は
黒
と
白
の
タ
イ
ル
で
要

し
く
装
飾
さ
れ
た
煉
瓦
づ
く
り
の
一
四
の
城
門
が
あ
診
、
空
濠
に
架

せ
ら
れ
た
石
造
の
橋
に
よ
っ
て
、
テ
ヘ
ラ
ー
ン
に
集
中
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
街
道
に
通
じ
て
い
た
。

　
ま
た
布
域
の
拡
張
と
と
も
に
、
市
街
の
整
備
も
行
わ
れ
た
。
旧
城

内
で
は
袋
小
路
の
狭
い
属
黒
し
た
道
路
が
複
雑
に
錨
慰
し
て
、
オ
リ

エ
ン
ト
特
有
の
迷
路
を
な
し
て
い
る
が
、
新
城
内
の
市
街
で
は
、
旧

城
壁
を
撤
去
し
た
跡
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
都
市
計
画
を
採
り
入
れ

て
、
ピ
巴
Φ
N
鍵
街
、
》
㌶
簿
7
σ
巴
タ
．
ρ
（
現
在
の
蜀
。
乱
○
糞
餓
）
街
な
ど

の
よ
う
に
広
い
直
線
道
路
が
設
け
ら
れ
、
さ
ら
に
後
に
は
旧
城
内
か

あ
う
レ
ザ
…
ル
街
に
通
ず
る
鉄
道
馬
車
が
敷
設
さ
れ
た
。
ま
た
。
ハ
ジ

ー
な
ど
に
な
ら
っ
て
、
累
a
舜
⇔
す
な
わ
ち
「
広
場
」
が
設
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ル
　
ク

た
。
そ
の
主
な
電
の
と
し
て
は
、
王
宮
の
所
在
す
る
内
城
と
バ
ザ
ー

ル
と
の
間
に
は
「
王
の
広
場
」
（
ン
、
円
ρ
箆
窪
－
同
ω
冨
げ
）
が
あ
り
、
内
城
の

北
側
に
接
し
た
新
城
内
に
は
「
大
砲
広
場
」
（
ッ
舜
乙
黛
二
二
ヨ
暑
霧
一
鼻
）

が
醗
か
れ
た
。
こ
の
広
場
は
面
積
帥
駆
O
O
ヨ
。
．
を
有
し
、
周
臨
に
は
国

立
銀
行
、
警
察
本
部
、
兵
営
な
ど
の
建
物
が
配
列
し
、
広
場
の
中
央

の
池
辺
に
は
、
国
威
を
誇
記
す
る
た
め
に
、
シ
ャ
ー
・
ア
ヅ
パ
ス
一

世
の
H
①
①
さ
Q
年
に
、
オ
ル
ム
ズ
島
に
お
い
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
軍
か
ら
」
噸
上

し
た
大
砲
が
陳
べ
ら
れ
て
い
た
。
　
ま
た
そ
の
西
に
接
し
て
、
面
積

μ
零
b
O
O
ヨ
鱒
の
広
大
な
「
練
丘
ハ
場
」
9
同
鉱
α
9
ヲ
や
鎮
簿
窃
三
ハ
）
も
設
け

ら
れ
た
。
　
そ
の
ほ
か
、
　
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
と
　
ρ
節
N
／
、
一
じ
　
や
　
ρ
9
誤
　
の
間
」

に
新
し
い
街
道
が
建
設
さ
れ
、
ま
た
イ
ラ
ン
に
お
け
る
最
初
の
鉄
道

と
し
て
、
H
◎
o
⑩
b
◎
年
に
は
市
の
酉
南
か
ら
レ
イ
に
向
う
り
昇
ヨ
の
軽
便

鉄
道
が
敷
設
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
市
域
が
拡
張
さ
れ
、
首
都
と
し

て
の
外
観
や
機
能
も
よ
う
や
く
整
っ
て
き
た
が
、
人
口
も
そ
れ
に
と

も
な
っ
て
一
世
紀
闘
乱
に
一
巡
倍
即
以
し
ム
も
増
．
加
し
、
　
ω
仲
凪
げ
一
は
テ
ヘ
ラ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ソ
の
H
潔
O
年
の
人
口
を
約
b
。
㎝
万
と
推
定
し
て
い
る
。
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三

　
し
か
し
テ
ヘ
ラ
1
ソ
が
今
日
み
ら
れ
る
よ
う
な
近
代
的
大
都
市
に

成
長
、
変
貌
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
お
ト
。
㎝
年
に
カ
ジ
ャ
ー
ル
朝
に
か

わ
っ
て
、
図
Φ
N
磐
ω
ン
鉱
μ
に
よ
る
現
【
在
の
パ
フ
ラ
ヴ
ィ
ー
朝
の
時
代

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
レ
ザ
ー
・
シ
ャ
…
は
国
名
を
ペ
ル
シ
ア
か

ら
イ
ラ
ン
と
改
め
、
ま
た
近
代
国
家
の
建
設
の
た
め
に
っ
と
め
て
ヨ

ー
ロ
ヅ
パ
の
文
物
を
摂
取
し
、
政
治
、
経
済
、
百
会
の
諸
方
面
に
わ

た
っ
て
多
く
の
改
革
を
行
っ
た
。
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
に
つ
い
て
い
え
ば
、

レ
ザ
ー
・
シ
ャ
ー
は
中
央
集
権
約
体
制
を
確
立
す
る
に
は
ま
ず
テ
ヘ

ラ
ー
ソ
を
も
っ
て
国
内
交
通
の
中
心
と
な
す
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、

H
り
さ
。
G
。
年
に
テ
ヘ
ラ
！
ソ
を
起
点
と
し
て
カ
ス
ピ
海
沿
岸
の
切
9
ロ
瓢
鎚

ω
げ
㊤
も
舞
と
ペ
ル
シ
ア
湾
曲
山
序
の
切
ρ
ロ
餌
錠
ω
び
9
げ
と
を
結
ぶ
歴
心

O
O
犀
導
の
縦
貫
鉄
道
建
設
計
画
を
樹
立
し
、
　
一
〇
余
年
の
歳
月
を
経

て
H
⑩
G
。
Q
。
年
・
に
完
成
を
み
・
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
さ
ら
に
竃
Φ
ω
ー

プ
①
侮
》
日
斜
び
臨
臨
戦
ρ
N
餌
（
将
来
は
践
Φ
吋
ヨ
麟
P
N
即
ン
。
幽
雀
μ
に
延
長
の
豫

定
）
に
通
ず
る
支
線
も
、
す
べ
て
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
が
起
点
と
な
っ
て
い

る
。　

ま
た
近
代
的
都
市
施
設
と
し
て
は
、
ガ
ス
は
回
。
。
顎
髭
、
電
気
は
お

σ
α
年
と
．
す
で
に
カ
ジ
炉
ー
ル
朝
時
代
に
小
規
模
な
が
ら
開
門
さ
れ

て
、
そ
の
後
の
発
達
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
飲
料
水
そ
の
他
の
用
水

は
、
す
べ
て
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
麓
か
ら
の
G
。
。
。
個
の
カ
ナ
…
ト
に
よ
っ

て
供
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ナ
ー
ト
で
は
増
大
す
る

人
口
に
対
す
る
用
水
不
足
を
補
充
し
得
な
い
の
で
、
お
ト
。
①
年
に
は

図
錠
ε
河
か
ら
の
用
水
路
の
開
墾
に
よ
っ
て
、
近
代
的
水
道
事
業

も
完
成
し
た
。
カ
ラ
ジ
河
は
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
の
豊
寓
な
融
雪
水

を
受
け
、
一
秒
間
卜
。
～
ω
B
ω
の
水
鐙
を
有
し
、
殊
に
最
近
の
カ
ラ
ジ
・

ダ
ム
の
完
成
に
よ
っ
て
、
テ
ヘ
ラ
！
ソ
へ
は
電
力
の
供
給
と
と
も
に
、

用
水
に
お
い
て
屯
現
在
の
人
口
に
対
し
て
優
に
二
倍
の
供
給
量
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

保
す
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
か
く
し
て
テ
ヘ
ラ
！
ソ
は
名
実
と
屯
に
イ
ラ
ン
の
首
都
と
し
て
発

展
し
つ
づ
あ
っ
た
が
、
し
か
し
第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
、
ま
だ
カ
ジ

ャ
ー
ル
朝
以
来
の
城
壁
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
人
口
の
都
市

集
中
と
そ
れ
に
よ
る
人
口
の
増
加
は
、
城
壁
の
外
側
の
地
域
、
す
な

わ
ち
爾
状
地
頂
部
に
貢
す
る
北
郊
の
高
燥
地
帯
や
、
現
在
国
際
空
港

鼠
魯
欝
び
9
伽
の
存
在
す
る
西
郊
へ
と
、
新
市
衝
の
拡
大
、
成
長
を
も

た
ら
し
た
。
そ
れ
に
石
油
資
源
が
豊
富
で
ガ
ソ
リ
ン
の
安
価
な
イ
ラ

ン
で
は
、
自
動
車
交
通
の
著
し
い
発
展
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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．
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鎌
灘
．
蟻
墓
翠

殊
に
市
街
電
車
が
存
在
し
な
い
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
で
は
、
自
動
車
が
過
去

の
馬
車
や
馬
車
鉄
道
に
か
わ
っ
て
市
内
の
唯
一
の
交
通
機
関
を
な
し
、

今
日
で
は
二
階
だ
て
の
大
型
バ
ス
が
市
内
を
縦
横
に
通
じ
、
タ
ク
シ

ー
、
乗
用
車
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
も
年
々
急
速
な
増
加
を
示
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
首
都
の
象
徴
で
あ
っ
た
城
壁
は
、
市
街
の
膨
張
、
交
通

量
の
増
大
に
対
し
て
ま
す
ま
す
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
き
た
た
め
、

欄
灘
　
バ

旧

す
で
に
一
Φ
ω
鼻
年
か
ら
城
壁
の
撤
去
が
は
じ
ま
り
、
現
在
で
は
カ
ジ
ャ

ー
ル
朝
時
代
の
城
壁
や
城
門
は
全
く
残
っ
て
い
な
い
。

　
城
壁
の
撤
去
と
と
竜
に
、
近
代
的
都
市
計
画
も
平
行
し
て
行
わ
れ

た
。
こ
れ
ま
で
極
め
て
狭
隆
で
屈
曲
し
た
道
路
し
か
な
か
っ
た
イ
ラ

ン
の
諸
都
市
で
は
、
自
動
車
交
通
の
発
達
に
よ
っ
て
道
路
の
拡
張
が

必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
道
路
の
整
備
を
中
心
と
し
た
都
市
計
画
が
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施
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
ほ
ど
大
規
模
な
都
市
計
画
は

　
　
　
　
＠

み
ら
れ
な
い
。
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
で
は
古
い
家
屋
を
ど
し
ど
し
と
り
こ
わ

し
て
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
直
線
状
の
広
い
道
路
が
、
市
街
を
南

北
、
あ
る
い
は
東
西
に
何
条
竜
通
じ
、
道
路
の
交
差
点
で
は
、
緑
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
イ
ダ
　
ン

帯
や
中
央
に
噴
水
を
有
す
る
広
い
「
広
場
」
が
設
け
ら
れ
、
都
市
の

美
観
を
そ
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
都
市
の
発
展
に
と
竜
な
っ
て
、
入
口
竜
増
加
し
、
一
⑩

N
O
年
ご
ろ
ま
で
は
テ
ヘ
ラ
！
ン
の
人
口
は
。
。
O
万
ほ
ど
に
止
っ
て
い
た

が
、
第
二
次
大
戦
後
の
露
霜
王
の
時
代
に
な
っ
て
一
躍
百
万
都
市
に

ま
で
急
激
な
膨
張
を
示
し
、
最
近
で
は
ピ
①
①
c
。
b
O
O
の
人
口
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
の
新
市
域
は
爾
北
、
刈
i
G
。

ζ
膨
葉
西
り
閃
B
以
上
に
わ
た
り
、
そ
の
八
積
は
城
壁
撤
去
前
に
く

わ
べ
て
ご
一
倍
…
ほ
ど
大
き
く
な
り
、
　
約
㎝
O
げ
彫
。
に
．
達
し
て
い
ツ
Φ
。

　
し
か
も
市
域
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
、
市
内
に
は
な
お
旧
い
都
市

景
観
を
止
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
く
な
い
。
特
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
朝
時

代
の
旧
城
内
区
で
は
、
そ
の
中
心
を
バ
ザ
ー
ル
が
占
め
、
バ
ザ
ー
ル

に
接
し
て
鼠
霧
噺
峯
－
一
ω
げ
磐
の
モ
ス
ク
が
あ
る
。
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の

バ
ザ
ー
ル
も
他
の
都
市
に
み
ら
れ
る
の
と
大
差
は
な
い
が
、
規
模
は

は
る
か
に
大
き
く
、
狭
く
薄
暗
い
通
路
の
両
側
に
は
、
衣
料
、
腹
癒
、

金
属
細
工
な
ど
各
種
の
店
舗
…
が
立
ち
な
ら
び
、
オ
リ
エ
ン
ト
独
特
の

雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
バ
ザ
ー
ル
か
ら
南
部
に
か
け
て
の
市
域
は
、

都
市
計
画
に
よ
る
道
路
に
面
す
る
部
分
を
除
い
て
、
昔
な
が
ら
の
迷

路
状
の
狭
い
道
路
と
低
い
麗
麗
が
密
集
し
、
主
に
労
働
者
、
旦
雁
な

ど
の
低
所
得
者
の
居
住
区
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
バ
ザ
ー
ル
に
面
す

　
ア
ル
ク

る
旧
内
城
は
、
今
日
で
は
歴
史
博
物
館
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る

○
巳
δ
け
ρ
ロ
宮
殿
以
外
は
、
大
蔵
・
法
務
・
厚
生
省
な
ど
の
諸
官
庁

が
占
め
、
そ
の
西
に
は
、
新
た
に
℃
霞
ヲ
㍗
の
げ
魯
と
よ
ば
れ
る
美

し
い
植
物
園
を
竜
つ
広
い
公
園
が
設
置
さ
れ
た
。

　
カ
ジ
ャ
；
ル
朝
時
代
の
新
城
内
地
区
は
照
城
内
地
区
に
較
べ
る
と

道
路
の
屈
曲
竜
少
な
く
、
都
市
計
画
の
広
い
直
線
道
路
竜
よ
り
多
く

通
じ
て
い
る
。
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
都
心
を
な
し
て
い
る
現
在
の
「
セ
パ

ー
広
場
」
9
囲
鉱
診
ヲ
陣
あ
超
夢
）
は
、
以
前
よ
り
や
や
縮
小
さ
れ
た
が
、

か
つ
て
旧
城
内
の
北
側
に
位
置
し
て
い
た
「
大
砲
広
場
」
で
あ
る
。

こ
の
広
場
か
ら
北
に
派
出
す
る
　
閃
①
a
O
≦
ω
押
び
巴
秘
鍵
”
6
Q
舞
α
一

街
、
お
よ
び
こ
れ
と
直
交
す
る
累
a
①
括
H
ω
鍵
ヨ
げ
巳
街
が
テ
ヘ

ラ
ー
ソ
の
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
を
な
し
、
團
立
銀
行
の
じ
d
§
『
馳

該
。
｝
置
を
は
じ
め
、
高
級
商
店
、
外
国
商
館
な
ど
が
近
代
的
商
店
街

を
形
威
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
街
の
菓
端
に
は
、
圏
会
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議
事
堂
お
よ
び
ナ
ー
ス
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ソ
・
シ
ャ
ー
の
と
き
に
建
て

ら
れ
た
竃
霧
轟
轟
憎
ω
℃
9
冨
巴
鴛
の
壮
麗
な
モ
ス
ク
が
あ
る
。

　
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
、
　
「
セ
パ
i
広
場
」
の
西
の

旧
練
兵
場
跡
に
は
、
国
防
・
文
部
・
外
務
省
な
ど
の
多
く
の
諸
官
庁

や
考
古
博
物
館
な
ど
が
集
っ
て
、
旧
内
城
の
地
域
と
と
電
に
官
庁
街

を
な
し
、
さ
ら
に
新
城
内
西
端
の
閑
静
な
開
巴
3
地
区
に
は
現
王

宮
や
首
相
官
邸
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
に
接
し
て
街
路
樹
の
並
木
の
美

し
い
℃
簿
び
声
≦
街
が
、
市
街
の
繭
端
の
テ
ヘ
ラ
ー
ン
駅
か
ら
爾
北

に
通
じ
、
　
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
麓
の
ω
ゲ
Φ
ヨ
群
ρ
嶺
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

　
市
内
の
建
築
も
近
年
は
、
新
城
魚
区
の
ビ
ジ
ネ
ス
街
に
近
代
的
な

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
増
加
し
、
ま
た
官
庁
街
で
は
ナ
シ
雲
ナ
リ
ズ
ム
の

風
潮
を
反
映
し
て
、
ア
ケ
メ
ネ
ス
風
を
模
倣
し
た
高
い
石
柱
と
広
い

壁
面
を
寵
す
る
建
築
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
繁
華
街
を
は
な
れ
た
と

こ
ろ
で
は
、
道
路
に
木
造
の
ベ
ラ
ン
ダ
が
突
き
出
た
、
二
階
建
の
カ

ジ
ャ
ー
ル
様
式
の
建
物
や
、
前
庭
に
ペ
ル
シ
ア
式
の
庭
園
を
有
す
る

住
宅
な
ど
が
、
ま
だ
数
多
く
残
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
最
近
の
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
特
色
は
、
特
に
第
二
次
大
戦
後
に
、

新
城
内
定
の
外
側
に
発
達
し
た
新
市
街
で
あ
る
。
そ
の
中
心
は
、
北

辺
の
城
壁
を
撤
去
し
た
跡
に
つ
く
ら
れ
た
な
α
茎
げ
器
舞
街
で
あ
り
、

西
は
窯
①
財
類
び
践
空
港
や
ρ
震
鼠
跡
街
道
に
、
東
は
営
p
鍔
鼠
甲

同
睾
街
道
に
通
じ
、
市
内
で
屯
交
通
が
最
も
頻
繁
で
あ
り
、
真
中
に

緑
地
帯
を
工
ん
だ
道
路
の
両
側
は
新
興
の
商
店
街
と
し
て
も
発
展
し

つ
つ
あ
る
。
ま
た
シ
ャ
ー
レ
ザ
ー
街
か
ら
以
北
の
地
域
は
新
し
い
住

宅
街
を
な
し
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
大
学
も
所
在
し
、
ア
パ
ー
ト
や
集
団
住

宅
の
建
設
が
各
所
に
行
わ
れ
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
的
な
都
市
景
…
観
を

呈
し
て
い
る
。四

　
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
周
辺
で
は
、
市
街
地
か
ら
直
ち
に
植
物
も
殆
ど
成
育

し
て
い
な
い
荒
涼
と
し
た
半
砂
漠
地
帯
に
移
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
い
。
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
地
域
は
粗
懸
な
テ
ヘ
ラ
ー
ソ

層
が
厚
く
被
覆
し
て
地
下
水
顧
が
深
く
、
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
麓
か
ら

の
カ
ナ
：
ト
に
よ
る
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
以
外
は
、
集
落
の
発
達
に
適
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
　
特
に
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
か
ら
西
方
の
囚
鴛
9
馳
ω
ρ
蝦
ヤ

σ
三
p
瞠
の
地
区
に
か
け
て
は
、
鉄
道
沿
線
で
竜
集
落
ら
し
い
も
の
が

み
ら
れ
な
い
無
住
地
域
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
テ
ヘ
ラ
ー
ソ

か
ら
北
部
の
エ
ル
ブ
1
ル
ズ
山
麓
地
帯
で
は
融
雪
水
に
よ
っ
て
山
間

か
ら
小
河
川
が
流
下
し
、
ま
た
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
か
ら
南
…
部
の
送
状
地
鳥
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端
の
近
く
で
は
鞄
下
水
面
が
比
較
的
浅
く
、
カ
ナ
ー
ト
が
よ
く
発
達

し
、
多
数
の
集
落
が
分
布
し
て
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
を
挾
ん
で
二
つ
の
集

落
地
帯
を
形
成
し
て
い
る
。
　
（
第
一
図
参
照
）

　
こ
れ
ら
の
集
落
の
殆
ど
大
部
分
は
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
都
市
化
の
影

響
が
全
く
み
ら
れ
な
い
純
然
た
る
農
村
で
あ
り
、
水
の
乏
し
い
地
域

で
あ
る
た
め
、
小
河
川
の
難
口
や
カ
ナ
ー
ト
の
出
口
に
接
し
て
位
養

す
る
密
集
し
た
集
村
を
な
し
、
周
囲
に
は
耕
地
や
果
樹
園
を
め
ぐ
ら

し
て
い
る
。
ま
た
が
っ
て
は
治
安
の
関
係
か
ら
高
い
土
塁
に
か
こ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
、
見
張
塔
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
城
砦
（
ρ
巴
Φ
げ
）
型
集
落
を
な
す
も

の
が
多
か
っ
た
が
、
今
日
で
は
こ
の
よ
う
な
防
禦
的
集
落
は
も
は
や

み
ら
れ
な
い
。

　
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
一
帯
の
地
域
は
イ
ラ
ン
で
も
気
候
の
乾
燥
の
著
し
い

と
こ
ろ
で
あ
り
、
無
灌
概
の
天
水
畑
作
農
業
が
行
わ
れ
る
の
は
、
年
・

降
水
鳳
里
切
O
O
臼
ヨ
以
上
を
有
し
、
積
雪
量
も
多
い
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山

脈
の
山
間
地
帯
｝
に
限
ら
れ
、
年
降
水
量
さ
っ
㎝
O
導
彰
以
下
の
平
原
地
帯

で
は
、
前
述
の
よ
う
に
山
麓
地
帯
は
山
問
か
ら
の
小
河
川
、
扇
状
地

面
は
カ
ナ
ー
ト
に
よ
る
灌
概
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
夏
が
極
度
に
乾

燥
し
、
ま
た
粗
放
的
な
二
圃
乃
至
三
園
農
業
し
か
行
わ
れ
な
い
の
で
、

テ
ヘ
ラ
ー
ソ
周
辺
で
も
イ
ラ
ン
の
他
の
地
方
と
衝
じ
よ
う
に
、
冬
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

中
心
の
農
業
が
営
ま
れ
る
“
す
な
わ
ち
秋
に
播
種
し
、
冬
の
爾
を
利

用
し
て
成
育
せ
し
め
、
夏
に
収
穫
さ
れ
る
小
麦
と
大
菱
と
が
主
作
物

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
夏
作
と
し
て
は
疏
菜
、
果
樹
類
が
灌
概
を

利
用
し
て
補
助
的
に
栽
培
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
　
緊
霞
p
島
国
①
ざ

≦
錠
p
露
ヨ
な
ど
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
市
場
を
近
く
に
控
え
た
と
こ
ろ
で
は

農
業
の
集
約
化
も
進
み
、
メ
導
ソ
、
ト
マ
ト
、
ブ
ド
ウ
な
ど
の
疏
菜

や
果
樹
の
ほ
か
に
、
工
芸
作
物
と
し
て
ワ
タ
お
よ
び
テ
ン
サ
イ
の
戯

培
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
イ
ラ
ン
で
は
農
地
改
革
は
ま
だ
僅

か
王
室
領
の
耕
地
に
行
わ
れ
た
に
止
り
、
テ
、
ヘ
ラ
ー
ソ
周
辺
で
も
依

然
と
し
て
大
土
地
所
有
が
支
配
下
で
あ
り
、
耕
地
の
大
部
分
は
テ
ヘ

ラ
ー
ソ
な
ど
に
居
住
す
る
少
数
の
不
雀
地
主
に
属
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
農
民
の
多
く
は
貧
困
な
小
作
農
で
あ
り
、
近
代
化
さ
れ
た
テ
ヘ

ラ
ー
ソ
の
都
布
生
活
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
こ
れ
ら
の
農
村

の
生
活
は
貧
し
く
、
遅
れ
て
い
る
。
ま
た
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
で
は
、

ク
ル
ド
や
ト
ル
ク
メ
ン
山
な
ど
の
游
…
牧
民
「
が
居
〔
住
し
、
夏
の
闇
凹
は
用
心
魁

の
高
所
で
放
牧
し
、
冬
の
問
は
平
原
地
帯
に
移
動
し
て
く
る
移
牧

（
8
舜
塁
ぎ
奪
取
8
）
を
鴬
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
周
辺

で
も
遊
牧
民
の
多
…
数
の
天
幕
集
団
を
み
・
る
こ
と
は
稀
で
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
と
、
そ
の
周
辺
と
で
は
地
理
的
景
観
に
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も
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
生
産
都
市
で
な
い
テ
ヘ
ラ
ー
ソ

の
場
合
に
は
、
大
都
市
に
ノ
般
に
み
わ
れ
る
よ
う
な
衛
星
都
市
の
発

達
を
欠
き
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
以
外
に
は
大
き
な
都
市
は
存
在
し
な
い
。

そ
の
う
ち
で
も
比
較
的
都
市
的
色
彩
の
高
い
集
落
と
し
て
は
、
テ
ヘ

ラ
！
ソ
か
ら
西
方
継
O
剛
（
導
の
位
概
に
あ
る
内
錠
ρ
篇
（
人
口
約
ま
万
）

で
あ
る
。
カ
ラ
ジ
は
古
く
か
ら
ρ
鋤
N
〈
貯
街
道
の
カ
ラ
ジ
河
の
渡
河

点
に
発
達
し
た
交
通
集
落
で
あ
る
が
、
カ
ラ
ジ
河
の
盤
谷
を
通
じ
て

エ
ル
ブ
！
ル
ズ
山
脈
を
横
断
し
、
カ
ス
ピ
海
沿
岸
の
○
冨
ご
ω
に
達

す
る
自
動
車
道
路
も
近
年
開
通
し
、
交
通
要
地
と
し
て
の
重
要
性
を

さ
ら
に
鵜
え
る
に
至
っ
た
。
ま
た
カ
ラ
ジ
に
は
農
業
大
学
と
そ
の
試

験
農
場
が
所
在
す
る
ほ
か
に
、
テ
ン
サ
イ
栽
培
の
中
心
を
な
し
、
国

営
の
製
糖
工
場
が
あ
り
、
第
二
次
大
戦
中
に
は
製
鉄
燐
の
建
設
も
計

画
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
こ
の
計
画
は
変
更
さ
れ
、
製
鉄
所
の
建
設

は
付
近
に
鉄
鉱
お
よ
び
石
炭
資
源
の
所
在
す
る
》
第
汀
の
ω
げ
ρ
日
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

9
巴
に
予
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
最
近
カ
ラ
ジ
か
ら

悼
O
搾
日
上
流
の
カ
ラ
ジ
河
に
琴
弦
さ
囲
G
。
O
三
層
長
さ
ω
⑩
O
臼
の
ア
ー
チ

型
ダ
ム
が
完
成
し
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
上
水
道
へ
の
供
給
の
ほ
か
に
、

約
H
O
b
O
O
げ
勲
の
…
催
概
耕
地
と
H
b
。
O
b
O
O
犀
♂
＜
の
電
力
が
開
発
さ
れ

る
よ
う
に
な
砂
、
こ
の
電
力
資
源
に
よ
っ
て
、
カ
ラ
ジ
の
工
業
都
帯

化
が
期
待
さ
れ
て
い
る
，

　
カ
ラ
ジ
か
ら
東
方
で
は
、
　
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
麓
に
沿
っ
て
区
勲
P

目
a
ほ
ω
プ
な
ど
の
多
く
の
籍
口
集
落
が
発
達
し
て
い
る
。
な
か
で
も

タ
ジ
リ
・
シ
ュ
は
。
，
ぎ
琶
襲
・
と
総
称
さ
れ
る
テ
ヘ
ラ
！
ソ
北
郊

の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
シ
ェ
ミ
ラ
ー
ソ
は
高
度
約
轡
。
。
O
O
鷺
の
高

所
に
あ
り
、
夏
で
も
気
候
が
冷
涼
な
た
め
古
く
か
ら
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の

避
暑
地
と
し
て
発
達
し
、
身
舎
を
は
じ
め
、
ホ
テ
ル
や
テ
ヘ
ラ
ー
ソ

市
民
の
別
荘
げ
か
仇
集
ま
帆
り
、
テ
ヘ
ラ
ー
ン
と
は
　
勺
》
プ
一
磐
！
、
評
ω
プ
㊦
ヨ
牌
ρ
羅

の
二
つ
の
自
動
車
道
路
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
自
動
軍
や
バ
ス
で
容
易

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
南
郊
で
は
、
労
Φ
）
六
人
口
約
帰
万
）
が
あ
る
。
シ
ー

ア
派
の
濫
漫
と
し
て
知
ら
れ
た
金
色
の
ド
ー
ム
を
有
す
る
ω
冨
ゴ

諺
び
祭
器
誇
誠
缶
の
モ
ス
ク
と
、
そ
れ
に
接
し
て
レ
ザ
ー
・
シ
ャ
ー

の
廟
墓
が
所
在
し
、
旧
都
レ
イ
め
廃
櫨
も
位
辞
し
て
い
る
。
ま
た
背

麦
｛
愈
、
ア
ン
テ
ィ
・
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
動
地
の
“
取
四
端
踊
を
な
す
ヒ
ご
ε
－

守
‘
一

8
劉
磐
プ
霞
ヴ
舘
葺
の
丘
陵
が
あ
り
、
眉
灰
岩
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
、
日
O
G
。
b
。
年
お
よ
び
◇
。
“
年
に
二
つ
の
セ
メ
ン
ト
工
場
が
設
け
ら

れ
た
。
近
代
的
設
備
を
そ
な
え
、
O
O
O
酔
の
日
薩
能
力
を
有
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
レ
イ
に
近
い
○
プ
9
鼠
〔
ダ
ぴ
一
喝
甚
も
、
小
規
模
な
が
ら
国
憎

155　（677）



の
銅
精
錬
所
…
が
あ
り
気
原
鉱
は
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
に
産
出
す
る
銅

鉱
が
用
い
ら
れ
る
。

　
レ
イ
か
ら
さ
ら
に
約
ω
㎝
搾
諺
ほ
ど
東
南
の
芝
霧
ρ
響
貯
（
人
口
約

刈
b
8
）
は
、
ア
ン
テ
ィ
・
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
を
流
下
す
る
宣
豪
強
伽

河
扇
状
地
の
中
心
集
落
で
あ
り
、
レ
イ
な
ど
と
同
じ
く
古
く
か
ら
栄

え
、
遺
跡
と
し
て
は
、
八
世
紀
ご
ろ
の
ρ
巴
㊦
プ
ー
酌
○
騨
σ
は
（
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
教
徒
の
城
砦
）
、
》
び
鐸
ω
鐵
伽
の
一
ω
b
っ
α
年
に
脚
兀
成
さ
れ
た
嵐
欝
。
。
致
α
－

睡
山
。
ヨ
¢
げ
（
金
曜
日
の
モ
ス
ク
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
付
近
は
テ

ヘ
ラ
ー
ソ
周
辺
で
は
土
地
は
最
も
肥
沃
で
水
利
に
恵
ま
れ
、
鉄
道
や

ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
へ
の
出
荷
も
便
な
の
で
、
近
郊
農
業

は
よ
く
発
達
し
、
さ
ら
に
醐
営
の
テ
ン
サ
イ
製
糖
工
場
や
植
物
油
脂

（
ナ
リ
ー
ヴ
油
と
棉
実
油
）
工
場
が
所
在
す
る
。

　
ま
た
レ
イ
か
ら
下
方
の
ω
ぴ
欝
び
凱
蜜
餌
び
勺
酷
あ
げ
ρ
憶
鐸
賓
○
ぼ
の
地
区

に
か
け
て
は
、
カ
ラ
ジ
河
、
カ
ソ
河
の
下
流
に
あ
た
り
、
地
下
水
も

豊
富
で
、
O
蜀
唱
も
が
平
均
N
．
㎝
搾
諺
帥
に
一
村
の
割
合
と
推
定
し
て
い

る
ほ
ど
、
多
数
の
集
落
が
カ
ナ
…
ト
と
と
も
に
発
達
し
て
い
る
。
し

か
し
全
く
の
農
村
地
帯
で
大
き
な
集
落
は
な
く
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
・
ヤ
ズ

ド
間
の
鉄
道
の
開
悟
に
よ
っ
て
発
達
し
た
菊
。
げ
舞
騨
ρ
甑
ヨ
か
、
　
製

糖
工
場
を
有
す
る
緊
磐
誉
興
な
ど
が
主
な
竜
の
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
も
こ
丸
よ
り
駄
南
の
地
域
で
は
類
前
述
の
よ
う
に
パ
ッ
ド
・
ラ
ン

ド
状
を
呈
す
る
筑
窪
霞
①
σ
q
騨
α
な
ど
の
丘
陵
群
が
横
た
わ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

低
地
は
地
下
水
の
停
滞
に
よ
っ
て
塩
性
ス
テ
ッ
プ
を
な
し
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
集
落
は
急
激
に
減
じ
、
濁
。
σ
簿
疑
9
箆
白
1
≦
震
9
営
言

を
結
ん
だ
線
か
ら
南
で
は
殆
ど
集
落
の
存
在
し
な
い
無
住
地
帯
と
な

り
、
ヴ
ァ
ラ
ミ
ン
の
扇
状
地
の
南
遍
踊
か
ら
は
、
囚
簿
く
マ
砂
斬
俣
に
連
な

る
試
霧
鵬
①
げ
の
塩
性
沼
沢
地
が
広
大
に
展
開
し
て
い
る
。

　
テ
ヘ
ラ
；
ソ
か
ら
北
部
お
よ
び
西
部
の
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
で
は
、

地
形
が
鹸
駿
で
集
落
の
分
布
は
著
し
く
少
な
い
が
、
賢
撤
鶏
α
河
上

流
の
Q
。
冨
臼
ω
冨
醤
に
は
古
生
代
お
よ
び
中
生
代
に
属
す
る
8
巴
鉾
，

犀
ρ
β
層
群
が
延
び
、
　
ジ
ュ
ラ
紀
の
石
炭
暦
が
埋
蔵
さ
れ
、
良
質
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

盤
青
炭
を
産
出
し
、
テ
ヘ
ラ
！
ソ
に
畠
荷
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
交

通
が
困
難
で
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
よ
る
た
め
、
採
炭
は
小
規
模
で
産
額

も
少
な
い
。
ま
た
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
か
ら
8
日
夕
ほ
ど
簗
に
疑
っ
て
い
る

U
⑦
導
欝
く
ρ
昌
ロ
（
人
口
約
α
b
O
O
）
、
は
マ
ザ
ソ
デ
ラ
ソ
街
道
か
ら
や
や
は

ず
れ
た
位
置
に
あ
る
が
、
高
度
塾
。
加
お
β
の
高
所
に
あ
っ
て
夏
は
甚

だ
冷
涼
で
あ
り
、
北
に
は
エ
ル
ブ
ー
ル
ズ
山
脈
の
最
高
峯
デ
マ
ヴ
ァ

ソ
ド
火
山
が
そ
び
え
、
風
光
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
近
年
は

シ
ェ
ミ
ラ
ー
ソ
に
次
ぐ
デ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
避
暑
地
と
し
て
発
展
し
、
エ
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ル
ブ
ー
ル
ズ
山
地
で
は
臥
取
も
ホ
人
き
な
戸
惑
洛
を
な
し
て
い
る
。

五

　
以
上
に
お
い
て
、
テ
ヘ
ラ
！
ソ
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
述
べ
た
の

で
あ
る
が
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
で
は
人
口
調
査
さ
え
ま
だ
実
施
さ
れ
て
い

な
い
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
都
市
構
造
や
機
能
に
つ
い

て
考
察
し
得
る
資
料
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
テ
ヘ
ラ

ー
ソ
は
現
在
一
①
O
万
人
以
上
の
人
口
を
有
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
生
産

都
市
と
し
て
の
…
機
能
が
極
め
て
低
い
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
名
出
び
Φ
目
は
イ
ラ
ン
全
体
の
工
業
従
…
莱
者
を
昏
。
O
万
人
と
推
定
し

て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
石
油
産
業
q
万
人
、
鉄
道
関
係
鱒
眞
万
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

絨
競
製
造
ω
万
人
を
除
外
し
た
約
H
O
万
人
の
三
分
の
二
が
テ
ヘ
ラ

ー
ン
に
集
中
し
て
い
る
と
し
て
も
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
の
工
業
従
業
者
は

家
内
工
業
や
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
交
通
関
係
従
業
者
を
す
べ
て
含
め

て
㎝
～
①
万
人
の
程
度
で
あ
ろ
う
。
ま
た
事
実
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
に
お

い
て
比
較
的
大
規
模
な
近
代
的
施
設
を
有
す
る
工
場
は
、
火
力
発
電

所
、
政
府
専
売
の
煙
草
工
場
や
鉄
道
寒
寒
工
業
、
或
い
は
若
干
の
丘
ハ

器
工
廠
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
は
国
営
、
私
営
を
含
め
て
小
規
模

な
織
物
、
食
料
晶
、
醸
造
、
金
属
加
工
、
石
鹸
な
ど
の
消
費
財
工
轟
莱

か
、
市
街
の
南
郊
に
集
中
し
て
い
る
伝
統
的
な
零
細
経
営
の
煉
瓦
製

造
業
な
ど
が
み
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
し
た
曽
か
っ
て
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
伸
か
第
二
次
大
戦
後
に
一
白
万
都
市
に
｛
発
門
腿

し
た
の
・
も
、
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
自
体
の
産
業
の
発
達
に
よ
る
よ
り
は
、
中

央
集
権
無
体
綱
の
強
化
に
と
も
な
う
政
府
諸
機
関
の
集
中
と
拡
大
に

よ
る
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
で
は
、
政
府
や
商
社
関
係

の
俸
給
生
活
者
や
軍
隊
の
都
市
人
口
に
占
め
る
割
合
は
、
イ
ラ
ン
の

他
の
都
市
よ
り
も
は
る
か
に
高
く
、
ま
た
典
型
的
な
消
費
都
市
の
特

色
と
し
て
、
商
人
、
金
融
業
者
、
不
在
地
主
な
ど
の
富
裕
な
階
層
と
、

そ
れ
に
雇
傭
さ
れ
る
家
事
労
働
者
や
旦
雁
労
働
者
な
ど
の
貧
嗣
な
階

層
も
多
く
、
人
口
過
剰
の
農
村
か
ら
、
旦
雁
か
何
か
の
職
を
求
め
て

テ
ヘ
ラ
！
ソ
に
年
友
流
入
す
る
人
口
も
少
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人

口
の
社
会
構
成
に
み
ら
れ
る
桐
違
は
都
市
樽
造
に
も
反
映
し
、
テ
ヘ

ラ
ー
ソ
の
近
代
化
は
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
や
高
級
ア
パ
ー
ト
の
建
設
な
ど
、

ビ
ジ
ネ
ス
街
や
住
宅
街
に
お
い
て
こ
そ
匿
覚
し
く
進
展
し
て
い
る
が
、

旧
城
内
や
南
部
の
、
下
層
の
市
民
の
罵
住
す
る
地
区
で
は
近
代
化
か

ら
取
り
残
さ
れ
、
電
燈
さ
え
な
い
ス
ラ
ム
街
も
一
方
で
は
増
加
し
て

い
る
。
ま
た
社
会
階
層
の
懸
隔
は
都
市
内
部
ば
か
り
で
な
く
、
テ
ヘ

ラ
ー
ソ
と
周
辺
の
農
村
と
の
対
此
に
お
い
て
も
強
く
表
わ
れ
、
　
一
部
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が
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。
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’be’?ｎ　laid　on　the　relations　betwden　Political’　stability　and’the　i“ole

of　the　statesmen．　This　paper，　from　this　point　of　view，　aims　at

understanding　the　character　of　liberalism　in　Prussia　on　the　eve　of

German　tmification．

　　In　1866　an　essay，　“　Der　Deutsche　Liberalismus　Eine　Seibstkritik”

by　Hermann　Baitmgarten　was　published．　lt　iS　one　of　the　rnose’

remarl〈able　一tkough　today　largely　fprgotten一　documents　in　the

history　of　German　liberalism．　Like　most　liberals，　Baumgarten

had　opposed　Bismarck　and　the　King．　But　in　the　essay　he　decla－

red　that　he　and　his　fellow　scholars　had　been　wrong，　and　that　they

had　been　beaten　by　Bismarck’s　Realpo｝itik．　Such　a　change　of

opinion　among　the　llberals　was　one　of　the　outcomes　of　the　Consti－

tutional　Confiic£　and　lt　led　to　the　formatlon　ofthe　Natlonal　Libera｝

Party．　T．　herefore，　by　analysing　the　politica1　proces＄，　we　shall　be

ab1e　to　clarify　the　character　of　liberalisM　on　the　eve　of　German

uniftca“on．

　　The　ideal　of　the　National　Libera1　Party　was　to　be　tltat　only　tlte

traditional　upper　class　cou！d　govern，　and　that　henceforth　the

citizen　should　give　up　trying　to　win　political　power　and　abandon

hirnself　to　pursue　only　bourgeois　interests．　Baumgarten　also

concluded　in　the　essay　that　the　citlzen　had　been　born　to　work

but　noe　to　be　a　seaeesman．　After　1866　Germany　d1d　not　1〈now

liberallsm　as　it　was　deve16ped　in　England．　A　Gladstone　and　a

Mill　would　be　out　of　place　in　the　modern　history　of　GermaRy．

Tehran，　Capital　of　lran

　　　　　　　　　　by

　　　　　　Takeo　Oda

　　Iran’s　capital，　Tehran，　ls　1ocated　iB　a　vast　basin　at　the　southern

foot　of　the　Elburz　Range　of　mo．untains．　The　area　around　Tehran－

has　a　ctry　cllmate，　but　as　k　abounds　in　water　from　the　snows　of

the　Elburz　MouBtains　and　also　in　subsurface　water，　and　is　at　a

strategic　location　on　the　routes　of　communication，　it　was　one　of
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the　first　areas　of　lran　to　be　developed．

　　In　ancient　tiines　Rey，　the　capital　of　the　Seljuq　Turks，　fiourished

at　the　center　of　this　area．　Bue　as　a　result　of　the　invasion　of’

Mongol　armies，　the　capital　at　Rey　was　abandonned　and　Tehran

cleveloped　until　the　Safavi　Dynasty　built　a　fortified　wall　around

it．　lt　was　later　made　the　capital　of　the　Qajar　Dynagey　and　be－

cagse　of　the　expansion　of　the　city　area　the　old　Safavi　wall　was・

done　away　with　and　a　new　fortified　wall　built　on　an　octagonal

plan　after　the　model　of　the　wall　of　Paris．

　　The　development　of　Tehran　as　a　modern　city，　however，　is　the

result　of　modernizatioR　during　the　reign　of　the　pr’esene　Shah，．

Reza　of　the　Pahlavi　Dynasty．　Tehran　is　now　secQnd　only　to・

Cairo　among　the　large　cities　of　the　Middle　East　with　a　popula－

tion　of　about　1，600，000．　lt　is　a　relatively　nonproductive．　city　in－

dulging　in　typical　consumption　patterns．　One　cannot　see　any’

satellite　cities　developing　around　it，　and　the　disparity　between

city　and　surroundings　is　conspicuous．　Even　within　the　city，　reflec一・

ting　the　social　structure，　there　is　a　vivid　contrast　between　modern

thoreughfares　and　streets　of　slums　Lmtouchecl　by　modernization．

The　Origins　of　Chinese　Buddhist　Statuary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Seiicki　Mizuno

　It　is　well　knowR　that　Chinese　Buddhist　statuary　hacl　its　origins・

in　lndia．　Chinese　images　were　of　the　Gandhara　style．　But　though

this　style　was　transrnitted　to　China，　it　was　not　to　continue　in　its・

original　form．　Relations　b．etween　lndia　and　China　did　not　con－

sist　of　religious　missions　and　pilgrimages　alone，　but　also　included

frequent　economic　exchange，　with　its　infiuence　acting，　on　occasion，，

as　a　source　of　changing　forms　of　imagery．　The　fact　that　through

such　relations　between　the　two　countries　certain　tendencies　were・

shared、　betweeB　them　is　indicative　of　the　ex圭stence　of　a　ge照ine

history　of　the　human　race．
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