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所

感

つ
ヽ
あ
る
醐
が
あ
b
ま
す
。
西
の
方
で
は
エ
ジ
プ
ト
、

ギ
リ
シ
ャ
、

ロ
ー
マ
、
或
は
バ
ビ
ロ
ニ
ャ
と
い
ふ
や
う
な
、
昔

千
六
百
年
に
常
た
り
ま
す
の
で
、
こ
の
御
祝
と
し
て
襲
に
は
東
京
に
於
い
て
、
骰
粛
に
し
て
盛
大
な
御
典
燈
が
取
行
は

せ
ら
れ
、
天
皇
白
翌
后
雨
陛
下
御
行
幸
啓
遊
ば
さ
れ
て
勅
語
を
賜
は
b
‘
其
翌

B
の
奉
祝
貪
に
も
臨
御
を
仰
ぎ
詞
様
な
御

儀
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
御
芽
出
た
合
時
節
に
遭
ひ
海
内
は
申
す
ま
で
も
な
＜
‘
-
海
外
に
あ
る
同
胞
に
至
る
ま
で
、

H

本
臣
民
と
し
て
生
を
此
冊
に
察
け
た
事
を
衷
心
か
ら
有
難
く
戚
謝
せ
ぬ
も
の
は
一
人
も
な
か
っ
た
ら
ふ
と
思
ひ
ま
す
。

つ
ら
（
歴
史
を
考
へ
て
見
ま
す
と
、
昔
は
燦
然
た
る
文
化
を
も
っ
た
國
は
澤

lIl
あ
b
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は

亡
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
b
ま
す
。

只
今
で
は
そ
の
土
地
は
あ
b
ま
し
て
も
、
昔
居
り
ま
し
た
固
有
の
民
族
が
亡
く
な

っ
た
慮
も
あ
b
ま
す
。
又
民
族
が
あ
b
ま
し
て
も
、
外
来
民
族
か
ら
征
服
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、
そ
の
黙
制
の
下
に
苦
み

は
立
派
な
國
が
あ
b
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
皆
亡
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
b
ま
す
。
た
ゞ
歴
史
に
そ
の
跡
を
遺
し
て
居
る

>神
武
天
皇
が
懸
葉
原
中
國
を
御
平
定
あ
ら
せ
ら
れ
、

直

喜

所 磁
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だ
け
で
あ

b
ま
す
。
又
お
隣
の
支
那
は
ど
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
土
地
は
残
っ
て
居

b
ま
す
け
れ
ど
も
、
民
族

と
致
し
ま
し
て
も
、

日
本
の
や
う
な
純
潔
な
民
族
で
は
あ
b
ま
せ
ん
。

な
民
族
が
は
い
つ
て
来
ま
し
て
、

の
中
か
ら
練
潔
な
血
を
も
つ
て
居
る
漢
民
族
も
ま
た
多
い
の
で
あ

b
ま
す
。

國
眸
に
つ
い
て
い
っ
た
な
ら
長
か
っ
た
時
も
あ
b
短
か
っ
た
時
も
あ
b
ま
す
、
先
最
も
長
か
っ
た
時
代
を
申
し
ま
す
と
、

第
一
は
周
の
八
百
年
、
第
二
は
漢
で
あ

b
ま
す
。
漢
は
御
承
知
の
通
b
前
漢
と
後
漢
、
或
は
西
漢
、
東
漢
と
申
し
ま
す

が
、
こ
れ
を
合
せ
て
丁
度
四
百
年
か
ら
少
し
延
び
て
居
り
ま
す
。

次
は
我
國
へ
尤
文
化
の
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
康
、
こ
れ
炉
普
通
三
百
年
と
申
し
ま
す
が
、
賓
は
二
百
八
十
九
年
。

次
が
宋
で
、
宋
は
北
宋
と
南
宋
に
分
れ
て
居

b
ま
す
が
、
支
那
全
骰
を
支
配
し
て
居

b
ま
し
た
北
宋
は
僅
に
百
六
十
七

年
で
あ

b
ま
す
。
南
宋
の
百
五
十
年
を
加
へ
て
三
百
十
七
年
に
な
る
の
で
あ

b
ま
す
。

蒙
古
民
族
で
あ
っ
て
其
民
族
は
あ
れ
だ
け
冊
界
に
廣
が
つ
て
多
く
の
國
を
創
建
し
ま
し
た
が
支
那
に
君
臨
し
た
元
朝
は

百
年
も
た
ヽ
ぬ
間
に
亡
び
て
仕
舞
ま
し
た
。
明
の
二
百
七
十
餘
年
、
浦
の
二
百
六
十
餘
年
は
割
合
に
長
か
っ
た
で
す
け

れ
ど
も
、
居
に
も
及
び
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
昔
か
ら
、
東
北
、
或
は
西
方
か
ら
色
々

只
今
は
血
が
混
合
し
て
、
そ
の
血
は
決
し
て
純
潔
で
は
あ
b
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ

け
れ
ど
も
易
姓
革
命
の
國
柄
で
あ
つ
て
、

そ
れ
で
歴
代
の
う
ち
で
周
の
八
百
年
が
尤
長
い
こ
と
に
な

b
ま
す
。
周
は
古
代
に
於

て
文
化
の
最
も
骰
逹
し
た
時
で
あ

b
ま
し
て
、
文
王
、
武
王
、
周
公
、
孔
子
と
四
人
の
迎
人
を
出
し
た
や
う
な
時
代
で

あ
b
ま
す
。
周
は
西
か
ら
興
b
後
西
漢
の
都
と
な
っ
た
長
安
の
附
近
に
鏑
京
と
い
ふ
都
を
立
て
ヽ
居
ま
し
た
が
、
武
王

慎

徳

ぉ
話
に
は
な

b
ま
せ
ん
。
元
は



所

の
で
洛
邑
、

感

の
子
成
王
の
時
に
ど
う
も
西
北
の
方
で
は
天
下
に
琥
令
す
る
の
は
エ
合
が
悪
い
か
ら
、
支
那
の
真
中
に
居
ら
う
と
い
ふ

只
今
の
洛
陽
に
別
に
―
つ
の
都
を
こ
し
ら
へ
ま
し
て
、
鼎
ー
ー
叩
加
と
申
し
ま
す
の
は
、
夏
殷
以
来
の
天
子

か
ら
博
っ
た
も
の
で
、
即
ち
之
を
有
つ
て
居
る
も
の
が
天
子
と
あ
る
と
い
ふ
極
め
て
紳
浬
な
も
の
で
あ
b
ま
す
が
、
そ

の
鼎
を
洛
邑
に
逐
し
ま
し
て
、
洛
邑
を
東
都
と
致
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
こ
の
周
の
泄
が
い
つ
ま
で
績
く
で
あ
ら
う
か

と
い
ふ
こ
と
を
卜
に
か
け
ま
し
た
が
、
世
を
卜
す
る
こ
と
一
―
-
+
、
年
を
卜
す
る
こ
と
七
百
、
即
ち
天
子
と
し
て
は
一
―
-
+

代
、
年
と
し
て
は
七
百
年
績
く
で
あ
ら
う
、

さ
う
い
ふ
占
が
出
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
左
博
に
出
て
居
b
ま
す
。

然
る
に
周
も
初
は
盛
ん
で
あ
b
ま
し
た
が
、
平
王
の
時
に
犬
戎
の
禍
を
避
け
て
鏑
京
か
ら
洛
邑
に
移
つ

b
程
な
く
春

秋
時
代
と
な
b
ま
す
ど
王
室
は
次
第
に
衰
微
し
、
諸
僕
が
勢
ひ
を
得
て
、
朝
命
を
奉
ぜ
ぬ
や
う
に
な
b
ま
し
た
、
定
王

の
時
に
陸
渾
の
戎
が
都
に
近
い
慮
に
居
を
構
へ
て
住
ん
で
居
た
の
を
楚
子
が
こ
れ
を
伐
つ
て
熾
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
さ

う
し
て
戦
捷
し
た
軍
隊
を
引
苔
つ
れ
て
、
周
の
國
境
ま
で
来
た
の
で
天
子
が
王
孫
満
と
い
ふ
者
を
城
外
ま
で
出
し
て
楚

子
を
努
は
ら
は
し
た
。
所
が
楚
子
が
忽
然
と
し
て
、
王
孫
瀾
に
、
鼎
の
軽
重
を
問
ふ
た
。
今
で
も
、

―
つ
相
手
の
賓
力

が
あ
る
か
ど
う
か
、
た
め
し
て
見
る
こ
と
を
鼎
の
軽
重
を
問
う
て
見
る
と
い
ふ
の
は
こ
れ
か
ら
始
ま
つ
て
居
ま
す
。
そ

こ
で
王
孫
消
は
、
王
者
の
位
に
あ
る
は
そ
の
穏
に
在
つ
て
、
鼎
の
軽
重
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
て
、
前
に
述
べ
た
鼎
を

都
を
謹
い
て
國
眸
の
長
短
を
卜
ふ
た
事
を
あ
げ
、
世
を
卜
す
る
こ
と
三
十
年
、
年
を
卜
す
る
こ
と
七
百
と
あ
る
か
ら
、

周
は
決
し
て
ま
だ
衰
へ
て
は
居
な
い
。
一
諸
侯
の
身
分
と
し
て
鼎
の
軽
重
を
問
ふ
と
い
ふ
や
う
な
無
麓
な
こ
と
は
出
来
な



て
、
た
、
お
め
で
た
い
と
申
し
て
居
る
だ
け
で
は
相
す
ま
な
い
。
必
す
國
恩
に
報
い
奉
る
と
い
ふ
覺
悟
が
大
切
だ
と
恩

ふ
の
で
あ

b
ま
す
。
私
共
の
生
れ
ま
し
た
明
治
の
初
め
か
ら
今
日
を
考
へ
ま
す
と
、
國
運
の
隆
盛
な
る
こ
と
は
、
恰
も

旭
の
天
に
昇
る
が
如
く
、
冊
界
に
於
き
ま
す
る
我
國
の
地
位
と
い
ふ
も
の
は
、

8
浦
、
日
露
の
役
を
経
ま
し
て
、
段
々

な
含
御
國
に
牛
を
享
け
た
幸
を
し
み
入
＼
威
す
る
次
第
で
あ

b
ま
す
。

か
ら
考
へ
ま
す
と
漢
土
に
て
最
長
か
っ
た
周
の
國
眸
で
も
一
瞬
の
間
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

ヘ
ま
す
と
、
こ
の
皇
紀
一
一
千
六
百
年
と
申
し
ま
す
こ
と
は
、
外
國
に
比
し
ま
す
と
、
賓
に
長
い
が
、
是
れ
は
常
然
で
あ

b
ま
す
。
私
共
は
た
ヽ
過
去
に
遡
つ
て
二
千
六
百
年
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
と
長
い
や
う
で
あ

b
ま
す
が
、
将
来
を
考

ヘ
ま
す
れ
ぼ
即
ち
敷
で
は
あ
ら
は
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
未
来
永
劫
我
等
の
子
孫
が
皇
室
に
お
仕
へ
申
し
上
げ
こ
の
紀

元
の
佳
節
を
迎
へ
奉
る
と
と
に
、
我
等
と
圃
様
な
戚
激
を
以
て
御
祝
申
上
げ
る
事
を
想
ふ
と
合
は
、
こ
の
萬
國
に
比
類

に
我
等
日
本
人
の
信
念
で
あ

b
ま
す
。

い
、
と
大
氣
烙
を
吐
い
て
退
け
た
と
い
ふ
有
名
な
話
が
あ

b
ま
す
。
尤
占
で
は
七
百
と
出
ま
し
た
が
、
賓
際
は
百
年
も

延
び
て
八
百
年
と
な
b
ま
し
た
が
、
。
と
も
角
七
百
年
績
つ
く
と
い
ふ
信
念
は
持
つ
て
居
た
。
併
し
初
め
か
ら
敷
に
限

ら
れ
て
居
る
の
で
あ

b
ま
す
。
申
す
も
畏
し
こ
き
事
な
が
ら
天
照
大
御
紳
が
皇
孫
瑣
瑣
杵
諄
に
給
は

b
ま
し
た
神
勅

い

ま

し

す

め

み

ま

ゆ

し

ら

う

み

の

｛

き

み

に
、
「
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
國
は
、
是
れ
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
苔
地
な

b‘

宜
し
く
爾
皇
孫
就
い
て
治
せ
、

ゆ

け

よ

あ

ま

つ

ム

つ

ぎ

含

5
9

ま
り
な

行
央
、
賓
眸
の
隆
え
ま
さ
ん
こ
と
、
ま
さ
に
天
壌
と
窮
無
か
る
べ
し
」
と
あ

b
ま
す
が
、
こ
れ
は
事
貨
で
あ
る
と
同
時

懐

徳

さ
て
吾
々
は
こ
の
國
家
的
の
大
統
典
に
封
し

七
八
百
年
は
恐
か
萬
で
も
僻
で
も
敷
で
こ
れ
を
言
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
其
れ

四

か
う
い
ふ
風
に
考



所

感

五

高
ま
つ
て
参
b
ま
し
た
。
今
日
不
幸
に
し
て
日
支
の
事
勢
が
起

b
ま
し
た
が
、
御
稜
威
に
よ

b
、
又
海
陸
将
七
の
健
闘

に
よ

b
、
又
繭
民
全
競
の
努
力
に
よ
り
、
段
々
と
光
輝
あ
る
効
果
を
皐
げ
て
居

b
ま
す
。
今
色
々
な
言
葉
が
新
に
製
造

さ
れ
、
或
は
東
亜
の
新
秩
序
建
設
と
か
、
大
東
亜
共
榮
圏
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
語
が
椙
へ
ら
れ
て
居
ま
す
が
、
要
す
る

に
こ
れ
は
従
来
東
亜
に
於
苔
ま
．
し
て
こ
れ
ま
で
欧
米
諸
國
か
ら
侵
略
さ
れ
或
は
叉
殖
民
地
同
様
に
さ
れ
た
民
族
を
我
國

が
指
導
し
て
立
派
な
獨
立
國
と
な
る
や
う
助
力
を
い
た
し
各
其
所
を
得
せ
し
む
広
と
い
ふ
謡
味
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

言
換
へ
て
見
ま
す
と
、
天
皇
陛
下
の
廣
大
無
邊
の
御
仁
徳
が
東
亜
に
廣
が

b‘

冊
界
に
廣
が
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
と

考
へ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
を
考
へ
、
又
賠
来
を
考
へ
、
深
く
自
ら
省
み
な
く
て
は
な
ら
ん
。

思
ひ
士
す
。
そ
れ
で
あ

b
ま
す
か
ら
、
こ
の
時
出
に
於
含
ま
し
て
、
我
等
闘
民
は
た
こ
歴
史
的
の
過
去
の
こ
と
ば
か

b

か
う
い
ふ
立
涙
な
御

國
に
生
れ
、
叉
こ
の
盛
時
に
際
合
致
し
ま
し
て
我
等
臣
民
は
上
下
、
貴
賤
の
別
な
く
、
日
本
人
の
名
に
到
し
て
恥
か
し

く
な
い
や
う
東
亜
の
指
導
者
と
し
て
の
資
格
あ
る
や
う
に
準
備
を
致
す
こ
と
が
尤
肝
要
だ
と
思
ひ
ま
す
。

こ
れ
に
就
て
何
よ

b
も
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
我
が
國
民
の
道
穏
的
向
上
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
只
今
は
識
者
の
間

に
明
治
以
来
の
教
育
は
専
ら
歌
米
の
其
似
ば
か

b
D
て
居
た
。
第
一
そ
れ
を
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
の
議
論
が
起
き
て
、

甚
結
構
な
事
と
思
ひ
ま
す
が
、
と
も
角
方
今
尤
も
大
切
な
こ
と
は
國
民
道
穏
の
向
上
で
あ
b
ま
す
。
こ
の
懐
徳
堂
の
目

的
と
致
し
て
あ

b
ま
す
穏
性
の
涌
養
、
人
格
の
陶
冶
、
こ
れ
よ

b
大
切
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ

b
ま
す
。
こ
れ
に
就
き

ま
し
て
、
私
は
論
語
の
一
章
を
想
起
す
の
で
あ
b
ま
す
。
そ
れ
は
論
語
泰
伯
篇
に
出
て
居
る
曾
手
の
言
葉
で
、
「
士
不
可



以
不
弘
毅
。
任
重
而
道
遠
。
仁
以
盆
己
任
。
不
亦
重
乎
。
死
而
後
已
不
亦
遠
乎
。
」

と
あ
b
ま
す
。

一
寸
お
断
b
致
し

て
償
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
凡
そ
罷
書
を
講
秤
致
し
ま
す
時
に
は
、
そ
の
文
字
を
正
し
く
解
秤
致
し
ま
し
て
、
そ
の

言
う
た
人
の
意
味
を
そ
の
ま
ヽ
博
へ
る
の
が
尤
大
切
で
あ

b
ま
す
。
本
義
の
外
に
私
見
を
雑
ぢ
へ
た

b
、
附
曾
を
し
た

b
す
べ
き
も
の
で
は
あ
b
ま
せ
ん
が
、
併
し
或
る
場
合
に
は
、
断
章
取
義
、
即
ち
章
を
断
ち
義
を
取
b
、
自
分
の
話
し

た
い
と
思
ふ
こ
と
を
助
く
る
材
料
と
す
る
。
か
う
い
ふ
遣

b
方
が
昔
か
ら
あ

b
ま
す
。
こ
れ
は
學
究
の
な
す
事
で
な
く
、

私
な
ど
の
や
る
べ
き
業
で
は
あ
b
ま
せ
ん
が
、
今

H
は
自
ら
量
ら
す
、
其
禁
を
破
b
断
章
取
義
の
方
法
を
も
つ
て
こ
の

一
章
を
述
べ
た
い
と
息
ふ
の
で
あ

h
ま
す
。
先
づ
文
字
か
ら
申
し
ま
す
と
、
弘
毅
の
弘
は
、
大
の
義
、
毅
は
剛
の
義
で

ぁ
b
ま
す
が
、
朱
子
は
此
義
を
引
伸
し
て
弘
を
寛
廣
、
毅
を
強
刃
心
と
註
し
て
居
ら
れ
ま
す
。
寛
廣
と
い
ふ
こ
と
は
ど
う

い
ふ
こ
と
炉
と
申
し
ま
す
と
、
例
へ
て
申
せ
ば
、

9
の
教
室
で
あ
b
ま
す
と
、
千
人
位
は
い
れ
る
容
積
が
あ
b
ま
す
が
、

も
つ
と
大
き
な
人
敷
を
入
れ
や
う
と
思
へ
ば
、
も
つ
と
大
苔
な
建
物
が
要
る
。
車
に
致
し
ま
し
て
も
色
々
な
物
を
載
せ

ま
す
が
、
物
が
大
き
け
れ
ば
大
き
な
も
の
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
b
ま
せ
ん
。
弘
と
い
ふ
字
は
蝙
狭
、
或
は
我
見
と
い
ふ

さ
う
し
て
車
で
あ
れ
ば
、
物
を
何
慮
ま
で
も
持
つ
て
行
く
と
い
ふ

や
う
な
こ
と
ヽ
反
剖
で
、

カ
で
あ
b
ま
す
。
毅
と
申
し
ま
す
こ
と
は
、
強
忍
也
と
あ
る
通
b
已
に
或
る
物
を
持
っ
た
以
上
は
荷
が
重
す
ぎ
る
と
い

つ
て
そ
れ
を
半
途
で
麿
む
る
こ
と
を
致
さ
な
い
。
石
に
嗜
b
つ
い
て
も
決
し
て
は
な
さ
す
に
其
目
的
地
へ
運
び
其
事
業

を
完
了
す
る
の
が
毅
で
あ
b
ま
す
。
弘
と
毅
と
は
車
の
雨
輪
の
や
う
に
其
一
を
鉄
く
事
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら

懐

穂

の
ん
び
b
と
し
て
廣
い
。

， 
/‘ 



所

感

七
不
可
以
不
弘
毅
と
申
さ
れ
た
の
で
あ

b
ま
す
。

何
故
に
、
士
以
て
弘
毅
な
ら
ざ
る
可
か
ら
す
と
い
ふ
か
と
言
へ
ば
、
そ
の
下
に
、

て
己
れ
が
任
と
盆
す
、
亦
重
か
ら
す
や
。
死
し
て
而
し
て
後
已
む
、
亦
遠
か
ら
す
や
。
」

す
。
そ
こ
で
こ
れ
を
今
私
の
申
上
げ
や
う
と
思
ひ
ま
す
こ
と
は
、

は
道
穏
的
向
上
郎
ち
人
格
の
修
養
錬
磨
で
あ
っ
て
、

七

つ
ま

b
断
章
取
義
で
あ
り
ま
す
。
曾
子
本
来
の
意
味

つ
ま

b
仁
を
目
的
と
し
て
の
修
業
で
あ

b
ま
す
。
こ
の
修
業
を
す

る
に
は
弘
毅
の
二
字
を
捨
て
ヽ
は
逹
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ

b
ま
す
が
、
今
私
は
此
語
を
断
章
取
義

の
方
法
に
よ

b
こ
の
時
局
に
即
し
我
等
國
民
の
覺
悟
、
心
構
へ
に
闊
す
る
教
訓
と
俣
定
し
て
御
話
致
さ
う
と
息
ふ
の
で

ぁ
b
ま
す
。

今
申
上
げ
ま
す
や
う
に
弘
毅
と
い
ふ
こ
と
は
、
弘
は
瞥
へ
ば
色
々
な
物
を
入
れ
る
か
ら
に
は
、
大
き
な
器
を
必
要
と

す
る
如
く
、
所
謂
東
亜
新
秩
序
の
建
設
に
つ
い
て
は
其
協
力
を
求
む
る
國
の
中
に
隣
國
の
支
那
を
始
め
其
他
多
く
の
國

を
含
め
て
居
る
こ
と
は
勿
論
で
あ

b
ま
す
、
而
し
て

H
本
が
之
を
指
導
す
る
と
い
ふ
の
で
あ

b
ま
す
か
ら
、
大
含
な
も

の
を
車
に
乗
せ
て

H
的
地
へ
運
ふ
や
う
な
も
の
で
あ

b
ま
し
て
、
第
一
車
が
大
き
く
廣
く
な
く
て
は
な
b
ま
せ
ぬ
。

於
け
る
詣
國
に
到
し
如
何
な
る
態
度
で
之
を
指
導
す
れ
ば
よ
い
か
。

只

今
理
事
長
も
お
話
に
な
り
ま
し
た
や
う
に
、
我
が
日
本
の
忠
孝
一
本
の
御
國
骰
、
こ
れ
は
萬
國
に
比
類
な
い
も
の
で
あ

b
ま
す
か
ら
、
吾
々
が
何
慮
ま
で
も
擁
護
し
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

b
ま
す
。
そ
れ
で
は
我
國
は
東
亜
に

か
う
い
ふ
御
國
柄
に
生
を
享
け
ま
し
た
吾
々

8
木

と
三
段
に
説
明
し
て
あ

b
ま

「
任
重
く
し
て
道
遠
し
9

仁
以
つ



人
と
し
て
指
導
を
致
す
に
、
最
初
か
ら
彼
等
も
吾
々
と
同
一
な
思
想
戚
情
を
有
し
て
居
る
と
一
律
に
考
へ
た
ら
間
違
だ

ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
此
等
の
國
は
第
一
・
民
族
が
違
ひ
、
歴
史
が
違
ひ
、
宗
教
も
習
慣
風
俗
も
違
ひ
ま
す
。
勿
論
同
じ
く

東
亜
に
國
す
る
民
族
で
あ

b
ま
す
か
ら
互
に
類
似
し
た
勁
は
、
歌
米
に
比
較
し
た
ら
澤
山
あ
り
ま
せ
う
が
、
決
し
て
同

一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
尤
将
来
我
國
が
之
を
指
導
し
互
ひ
に
相
提
携
し
て
行
き
ま
す
と
、
将
来

H
本
の
臀
教
文
物
が
段

々
彼
等
に
影
膠
致
し
ま
し
て
、
日
本
風
に
な
b
ま
せ
う
し
又
な
ら
な
く
て
は
な
b
ま
せ
ん
が
、
吾
々
は
弘
の
一
字
を
モ

ッ
ト
ー
と
し
て
物
を
容
る
ヽ
寛
廣
の
穏
を
以
て
之
に
到
す
る
の
心
構
へ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
ふ
の
で
あ

b
ま
す
。

毅
は
今
申
す
通
b‘

ね
ば

b
強
い
と
い
ふ
こ
と
で
、
ど
ん
な
困
難
が
起
つ
て
も
、
そ
れ
が
起
れ
ば
起
る
ほ
ど
一
暦
カ

を
出
し
て
、
己
れ
の
理
想
に
向
つ
て
進
む
と
い
ふ
こ
と
が
毅
で
あ

b
ま
す
。
仁
と
申
し
ま
す
こ
と
は
、
孔
子
の
教
で
は

一
番
大
事
な
も
の
で
あ
b
ま
す
。
叉
仁
が
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
は
、
學
派
に
よ
り
解
秤
も
違
ひ
庄
す
が
我

國
が
東
亜
の
諸
國
と
共
に
、
其
新
秩
序
を
建
設
し
て
、
先
づ
永
遠
の
平
和
を
確
立
し
、
猶
進
ん
で
世
界
の
平
和
に
寄
典

す
と
い
ふ
こ
の
大
理
想
が
賞
現
さ
れ
た
ら
、
之
れ
を
他
の
言
葉
で
申
述
ぷ
れ
ば
、
即
ち

御
仁
穏
の
東
亜
か
ら
欧
米
諧
國
ま
で
廣
が
る
事
で
な
く
て
何
で
あ
り
ま
せ
う
。
而
し
て
吾
々
日
本
國
民
た
る
者
も
亦
穂

て
一
間
と
な
つ
て
、
各
其
徳
を
修
め
、
恐
れ
な
が
ら
こ
の
御
仁
癒
が
東
亜
に
廣
が

b
冊
界
に
廣
が
る
や
う
に
、
廣
賛
し

奉
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
ら
す
や
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

b
ま
す
。
「
死
し
て
而
し
て
後
已
む
、
亦
遠
か
ら
す
や
」
、
こ
れ
は
唯
牛
命
を
棄

懐

徳

天
皇
陛
下
の
炭
大
無
邊
な
る

そ
の
責
任
を
考
へ
ま
し
た
な
ら
ば
、
賓
に
こ
ん
な
重
い
責
任
は
な
い
の
で
あ

b
ま
す
か
ら
、
亦
重

八



所

感

た
わ
け
で
あ

b
ま
す
。

一
骰
孔
子
の
数
は
仁
を
以
て
目
標
と
致
し
、
造
次
に
も
是
に
於
て
し
、
顛
油
に

も
必
す
是
に
於
て
す
、
た
ゞ
氣
ま
ぐ
れ
に
や
る
と
い
ふ
の
で
な
い
、

已
む
と
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。
今
こ
れ
を
こ
の
時
局
に
あ
て
は
め
ま
す
と
、
こ
の
大
苔
な
我
が
帝
國
の
理
想
と
い
ふ
も

か
う
い
ふ
東
亜
の
新
秩
序
建
設

の
は
、
責
任
が
重
い
と
同
時
に
、
道
遠
し
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ

b
ま
す
。

と
い
ふ
こ
と
に
乗
出
し
て
憔
界
の
舞
壷
に
上
っ
た
以
上
は
、
こ
れ
が
す
ぐ
に
出
来
る
と
思
っ
た
ら
い
か
ぬ
。
賓
に
遠
い

と
前
か
ら
覺
悟
し
て
か
ヽ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
こ
の
弘
毅
と
い
ふ
二
字
が
主
骰
と
な
つ
て
来
て
、
士
以

て
弘
毅
な
ら
ざ
る
可
か
ら
す
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

九

こ
れ
は
論
語
を
講
義
し
た
わ
け
了
は
な
い
の
で
、
所
謂
断
章
取
義
の
方
法
に
よ

b
孔
子
の
言
葉
を
藉
り
ま
し
て
述
べ

た
次
第
で
あ
b
ま
す
。

先
刻
理
事
長
か
ら
色
々
な
お
話
が
出
ま
し
た
が
、
私
も
全
く
御
同
威
に
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

も
う
少
し
申
し
た
い
こ
と
も
あ

b
ま
す
が
、
罷
書
の
講
秤
は
致
し
て
居

b
ま
す
け
れ
ど
も
、

だ
不
得
手
で
あ

b
出
す
。
論
語
の
一
章
を
藉
b
ま
し
て
、
こ
の
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
の
會
に
私
の
所
戚
を
お
話
致
し

（
藤
塚
誠
二
速
記
）

て
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
あ

b
ま
せ
ん
。

か
う
い
ふ
場
合
の
話
は
甚

一
生
の
仕
事
で
あ

b
ま
す
か
ら
死
し
て
而
し
て
後




