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作
戦
参
謀
が、
地
図
上
に
コ
ン
パ
ス
で
半
径
数
キ
ロ
の
円
を
描
く。
そ
の
恣
意
的
に
描
か
れ
た
円
に
沿
っ
て
数
万
の

部
隊
が
展
開
し、
円
周
内
の
地
域
を
包
囲
す
る。
包
囲
網
は
蟻
の
這
い
出
る
隙
問
も
な
い
ほ
ど
に
綿
密
に
構
成
さ
れ、

包
囲
さ
れ
た
数
万
の
人
々
に
は
無
事
に
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
手
立
て
は
な
い。
包
囲
網
は
大
量
殺
裁
を
伴
い
つ
つ
漸
次
縮

小
さ
れ
て
ゆ
く。
包
囲
網
が
縮
減
の
極
致
に
達
し
た
と
き、
円
周
内
の
人
命
は、
そ
の
す
べ
て
の
財
産
と
と
も
に
殊
滅

さ
れ
掠
奪
さ
れ
尽
く
し
て
い
る。
屈
強
な
男
た
ち
は
捕
縛
さ
れ、
掌
に
穴
を
開
け
ら
れ
て
鎖
で
数
珠
つ
な
ぎ
に
さ
れ、

遠
方
の
工
業
生
産
地
へ
と
連
行
さ
れ
る。
う
ら
若
い
女
性
た
ち
は
強
姦
さ
れ、
輪
姦
さ
れ
た
う
え
で
皆
殺
し
に
さ
れ
る。

殺
数
は、
老
人
た
ち
ゃ
子
ど
も
た
ち
に
も
お
よ
び、
妊
婦
は
腹
を
切
り
裂
か
れ
そ
の
胎
児
と
と
も
に
む
ご
た
ら
し
く
殺

さ
れ
る。
参
謀
が
気
紛
れ
に
描
い
た
円
周
の
な
か
で
日
常
の
生
を
送
る
人
々
と
そ
の
所
有
物
は、
こ
う
し
て、
あ
る
日

唐
突
に
何
の
脈
絡
も
な
く
殺
し
尽
く
さ
れ、
焼
き
尽
く
さ
れ、
奪
い
尽
く
さ
れ
る。

こ
れ
は、
物
語
上
に
仮
想
さ
れ
た
で
き
ご
と
で
は
な
い。
か
つ
て、
日
本
軍
と
い
う
組
織
が、
日
中
戦
争
の
さ
な
か

に
常
套
的
に
犯
し
続
け
た
事
件
で
あ
る
（
保
阪
正
康
「
昭
和
陸
軍
の
研
究
（
上）
j

朝
日
文
扉、
二
0
0
六
年
参
照）。

一
九
三一
年
の
満
州
事
変
以
来、
一
四
年
間
に
も
お
よ
ぶ
日
中
戦
争
に
お
い
て、
中
国
は
二
干
万
以
上
も
の
人
命
を
失

っ
た
と
推
定
さ
れ
る。
二
千
万
以
上
と
い
う
膨
大
な
死
者
の
大
半
は、
い
わ
ゆ
る
正
規
兵
で
は
な
い。
彼
ら
は、
中
国

の
大
地
で
平
凡
な
日
常
を
過
ご
す
無
翠
の
民
だ
っ
た。
日
本
軍
は、
民
の
群
れ
の
な
か
に
潜
ん
だ
敵
兵
を
掃
蕩
す
る
と

い
う
名
目
の
も
と
に、
彼
ら
を
殺
数
し
て
い
っ
た。
そ
の
殺
数
の
概
数
が一
四
年
間
で
二
千
万
に
も
達
す
る
と
い
う
事
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そ
こ

実
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
る
な
ら
ば、
日
本
軍
と
そ
れ
を
構
成
す
る
日
本
民
族
の
残
虐
性
に
は
蔽
い
が
た
い
も
の
が
あ

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う。

と
こ
ろ
が、
一
五
年
戦
争
に
お
け
る
無
惨
な
敗
北
を
経
て、
戦
勝
国、
主
と
し
て
米
国
の
指
導
の
も
と
に
民
主
主
義

国
家
と
し
て
再
生
し
た
は
ず
の
戦
後
日
本
国
家
に
お
い
て、
そ
う
し
た
残
虐
性
が
真
摯
な
民
族
的
反
省
の
対
象
と
な
っ

た
形
跡
は、
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
一
九
三
七
年
の
南
京
陥
落
に
際
し
て、
日
本
軍

は
お
そ
ら
く
数
万
の
中
国
の
民
を
殺
戯
し
た。
一
般
に
南
京
大
鹿
殺
と
称
せ
ら
れ
る
こ
の
事
件
に
つ
い
て、
そ
の
よ
う

な
史
実
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
政
治
的
勢
力
が
日
々
台
頭
し
つ
つ
あ
る
現
実
は、
日
本
軍
と
い
う
組
織
の
非
人
問
性

と
残
虐
性
と
が、
戦
後
六
0
余
年
を
経
た
今
日
に
至
っ
て
も
な
お
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

戦
争
責
任
を
問
う
極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
お
い
て
そ
の
実
態
が
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
南
京
大
唐
殺
に
つ
い
て、

現
在、
中
国
側
は
三
0
万
の
人
命
が
喪
わ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る。
た
し
か
に、
当
時
の
南
京
市
街
区
の
住
民
総
数
が

――1
0
万
を
割
り
こ
む
事
実
は、
こ
の
主
張
が
全
面
的
に
精
確
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
は
い
る。
し
か
し、
問

題
は、
特
定
地
域
に
お
い
て
虐
殺
さ
れ
た
人
命
の
多
寡
で
は
な
い。
中
国
各
地
で
「
三
光
作
戦」
と
い
う
名
（
中
国
側

に
よ
る
命
名）
の
磯
滅
戦
が
日
本
軍
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と、
そ
の
厳
然
た
る
事
実
を
象
徴
化
す
る一
事
件
と

し
て、
南
京
大
虐
殺
は
戦
後
今
日
に
至
る
ま
で
問
題
化
さ
れ、
語
り
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
を
忘
却
し、

虐
殺
さ
れ
た
人
命
の
数
と
住
民
数
と
の
不
適
合
を
根
拠
に
虐
殺
の
存
在
自
体
を
否
認
す
る
論
調
は、
日
本
軍
に
よ
る
競

滅
戦
全
般
の
非
在
を
言
挙
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
日
中
戦
争
に
関
す
る
日
本
側
の
戦
争
目
的
を
正
当
化
す
る
態
度
の

端
的
な
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う。

一
五
年
戦
争
に
お
け
る
敗
北
を
期
と
し
て
時
代
は
大
き
く
転
換
し
た。
そ
の
転
換
をー
つ
の
画
期
と
と
ら
え、
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か
ら
の
日
本
国
と
日
本
民
族
と
の
新
た
な
展
開
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぱ、
か
つ
て
日
本
軍
が
中
国
大
陸
に
お
い

て
犯
し
た
各
種
の
犯
罪
行
為
は、
当
然
な
が
ら
真
摯
な
反
省
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る。
そ
の

ょ
う
な
反
省
を
斥
け、
声
高
に
戦
時
日
本
国
家
と
そ
の
軍
隊
の
正
当
性
を
強
調
す
る
態
度
は、
戦
中
か
ら
戦
後
へ
と
至

る
史
的
階
梯
に
連
続
性
の
み
を
認
め
る
粗
雑
な
認
識
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

戦
中
か
ら
戦
後
へ
と
至
る
史
的
経
緯
の
な
か
に
以
前
と
以
後
と
を
明
確
に
祓
断
す
る
画
期
が
存
す
る
こ
と
は、
自
明

の
事
実
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。
天
皇
を
国
権
の
中
枢
と
す
る
戦
前
の
日
本
帝
国
と、
民
衆
の
手
に
主
権
を
帰
向
さ
せ

る
戦
後
の
日
本
国
と
は、
そ
こ
に
生
活
す
る
民
衆
の
意
識
が
根
底
か
ら
変
革
さ
れ
え
な
か
っ
た
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る

点
に
お
い
て、
完
全
に
非
連
続
の
関
係
に
あ
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
け
れ
ど
も、
や
は
り
大
き
な
断
絶
に
よ
っ
て
画
さ

れ
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
し
て、
そ
の
画
期
を、
お
の
ず
か
ら
に
そ
の
よ
う
に
成
り
ゆ
く
事
態
と
し

て
で
は
な
く、
た
と
え
そ
の一
部
で
は
あ
れ
国
民
各
自
が
主
体
的
に
そ
れ
を
踏
み
行
う
べ
き
事
態
と
と
ら
え
よ
う
と
す

る
な
ら
ば、
戦
中
の
軍
事
的
な、
そ
れ
ゆ
え
に
国
家
的
な
犯
罪
行
為
は、
そ
の
事
実
性
を
あ
か
る
み
に
引
き
出
さ
れ
つ

つ
正
面
か
ら
反
省
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

そ
の
際、
反
省
は、
戦
前・
戦
中
と
戦
後
と
を
明
確
に
区
分
す
る
時
代
区
分
意
識
に
定
位
さ
れ
な
が
ら、
過
去
の
意

味
を
い
か
に
変
容
さ
せ
う
る
か
と
い
う
視
点
を
導
い
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う。
も
と
よ
り、
過
去
は
歴
史
の
流
れ
の
な
か
に

厳
然

とim
デ
る
存
在
で
あ
り、
そ
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
く
つ
が
え
す
こ
と
は、
人
問
の
歴
史
に
対
す
る
冒
潰

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い。
し
た
が
っ
て、
過
去
そ
の
も
の
の
変
容
と
い
う
こ
と
は、
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
で
あ

る。
し
か
し
な
が
ら、
時
代
区
分
の
立
て
か
た
次
第
で
は、
過
去
の
意
味
は
変
化
し
う
る。
民
族
の
犯
罪
的
行
為
の
累

積
と
し
て
の
過
去
は、
史
実
と
し
て
は
不
変
で
あ
る
も
の
の、
そ
れ
を
未
来
的
な
視
点
に
根
ざ
し
て
意
味
づ
け
し
な
お
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す
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
り、

し
か
も、

そ
う
し
た
可
能
性
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
の
み
が、

過
去
の
罪
過
に
対
す
る

根
本
的
な
意
味
で
の
反
省
を
確
示
す
る
の
で
は
な
い
か。

本
章
に
お
い
て
は、
―
二
世
紀
の
日
本
と
い
う
「
情
況」

を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が、

二
0
世
紀
中
葉
に
犯
し

た
民
族
的
罪
過
を
い
か
に
す
れ
ば
単
な
る
負
荷
性
を
超
え
て、

歴
史
的
に
有
意
味
な
も
の
と
な
し
う
る
の
か
と
い
う
問

題
を
問
う
て
み
た
い。

そ
れ
を
問
う
た
め
に
は、

戦
前
か
ら
戦
中
へ
と
至
る
時
代
と
戦
後
と
を
画
す
る
際
の
時
代
区
分

の
主
体
的
根
拠
が、

ひ
い
て
は
時
代
区
分
の
意
義
そ
の
も
の
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

古
き
悪
し
き
時
代

に
訣
別
し
新
し
き
希
望
の
時
代
に
生
き
る
と
い
う、

画
期
を
め
ぐ
る
日
本
人
の
主
体
的
意
識
に
つ
い
て、

そ
の
真
義
を

あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
な
く
し
て
は、

罪
過
の
累
積
と
し
て
の
過
去
の
変
容
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
ほ
と
ん
ど
何
の
意

味
も
有
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る。

た
だ
し、

こ
の
問
題
を
問
う
に
あ
た
っ
て
は、

画
期
の
自
律
性
と
い
う
こ
と
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

戦

後
民
王
主
義
を
主
体
的
に
生
き
る
こ
と
な
く、

た
だ
付
与
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
由
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
だ
け
の
他
律

つ

ぎ

き

的
態
度
は、

戦
前
・
戦
中
の
超
国
家
主
義
的
全
体
主
義
と
い
う
巨
木
に
民
主
的
な
情
調
と
い
う
枝
葉
を
接
木
す
る
こ
と

に
し
か
つ
な
が
ら
な
い。

戦
前
・
戦
中
か
ら
戦
後
へ
の
非
連
続
的
な
転
換
を
主
体
的
に
生
き
よ
う
と
す
る、

あ
る
い
は

生
き
よ
う
と
し
た
魂
に
と
っ
て、

過
去
が
い
か
な
る
意
味
で
変
容
さ
れ
う
る
の
か
を
問
う
こ
と
こ
そ
が
本
章
の
課
題
で

あ
る。

こ
の
課
題
を
果
た
す
た
め
に
は、

大
島
康
正
の
文
字
通
り
画
期
的
な
論
著
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

を
参
看

す
る
必
要
が
あ
る。

具
体
的
に
歴
史
を
区
分
す
る
た
め
の
客
観
的
な
手
法
で
は
な
く、

時
代
区
分
そ
れ
自
体
が
い
か
な

る
理
論
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
の
書
は、

画
期
を
め
ぐ
る
歴
史
哲
学
的
探
究
と
し

て
は、

そ
れ
以
前
に
も
そ
れ
以
後
に
も
他
に
類
例
を
見
な
い
独
歩
の
論
著
だ
か
ら
で
あ
る。
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『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠」

は、
一

九
四
九
年
二
月
に
筑
摩
書
房
か
ら
上
梓
さ
れ
た。

そ
の
後、
一
九
六
七
年
三
月

に
理
想
社
か
ら
「
哲
学
全
書」

の
な
か
の
一

書
と
し
て
再
版
さ
れ、

さ
ら
に、
―1
0
0
一

年
四
月
に
は
燈
影
舎
の
「
京

都
哲
学
撰
書」
の
一

冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た。

こ
れ
ら
三
つ
の
版
の
う
ち
い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き
か
は
議
論
の
余
地
の

あ
る
問
題
で
あ
る。

著
者
大
島
康
正
の
思
想
の
原
核
を
も
っ
と
も
端
的
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
筑
摩
書
房
版
が
大
き
な

意
味
を
も
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い。

ま
た、

燈
影
舎
版
は
絶
版
状
態
に
あ
っ
た
同
書
を
普
及
版
と
し
て
復
刊
し
た
点

に
意
義
を
も
つ。

学
問
的
に
同
書
を
追
思
す
る
際
に
は
筑
摩
書
房
版
を、

現
代
の
読
者
へ
の
普
及
情
況
を
顧
慮
す
る
な

ら
ば
燈
影
舎
版
を、

そ
れ
ぞ
れ
用
い
る
の
が
妥
当
と
い
え
よ
う。

し
か
し、

筑
摩
書
房
版
は、

理
想
社
版
の
序
に
お
い

て
著
者
自
身
が
告
白
す
る
よ
う
に、

若
干
の
誤
植
を
含
ん
で
お
り、

ま
た
漢
字
を
多
用
し
つ
つ
旧
仮
名
づ
か
い
に
依
拠

す
る
た
め
に
晦
渋
な
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い。

燈
影
舎
版
は
こ
う
し
た
難
点
を
克
服
す
る
も
の
の、

や
は
り
若
干
の
誤
植

を
含
ん
で
い
て、

読
者
の
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い。

著
者
自
身
の
判
断
で
難
解
な
漢
字
を
あ
る
程
度
ま
で
平
仮
名
に
改

め、

新
仮
名
づ
か
い
を
用
い
つ
つ
誤
植
を
ほ
ぽ
完
璧
に
訂
正
し
た
理
想
社
版
が、

同
書
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
も
っ
と

も
妥
当
と
認
め
ら
れ
る。

た
だ
し、

理
想
社
版
と
燈
影
舎
版
は、

筑
摩
書
房
版
を
改
筆
し
た
も
の
で
は
な
い。

内
容
的

に
は
三
版
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同一
で
あ
り、

依
拠
す
る
版
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
島
哲
学
の
理
解
に
大
き
な
麒
齢

が
生
じ
る
と
い
う
事
態
は
起
こ
り
え
な
い。

さ
て、

理
想
社
版
に
よ
っ
て
そ
の
内
実
を
も
っ
と
も
明
瞭
に
表
示
す
る
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

に
よ
れ
ば、

時
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代
区
分
(
Peri
o
disi
e
ru
n
g)

と
は、

自
己
が
生
き
る
時
代
を
前
代
と
根
本
的
に
異
な
る
時
代
と
と
ら
え
る
意
識
に
根

ざ
し
た
歴
史
の
区
分
で
あ
り、

そ
こ
に
は
現
在
に
対
す
る
主
体
的
な
実
践
が
含
意
さ
れ
て
い
る。

い
い
か
え
れ
ば、

現

在
と
い
う
「
時」

を、

自
己
が
そ
の
実
存
を
賭
す
る
か
け
が
え
の
な
い
時
代
と
し
て
主
体
的
に
生
き
よ
う
と
い
う
姿
勢

が、

時
代
区
分
を
も
た
ら
す。

し
た
が
っ
て、

時
代
区
分
は、

客
観
的
に
対
象
化
さ
れ
る
歴
史
の
区
分
と
は
な
り
え
ず、

そ
の
意
味
に
お
い
て、

史
実
の
客
観
的
解
析
と
史
実
間
の
客
観
的
連
関
と
を
削
明
し
よ
う
と
す
る
在
来
の
歴
史
学
は、

こ
れ
を
踏
み
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

著
者
大
島
康
正
が
明
確
に
指
摘
す
る
よ
う
に、

歴
史
上
の
特
定
時
期
に
支
配
的

で
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
時
代
区
分
は、

そ
の
す
べ
て
が
歴
史
家
に
よ
る
も
の
で
は
な
く、

む
し
ろ、

各
時
代
の
知
性
を

集
約
す
る
知
の
巨
人
た
ち
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
っ
た。

た
と
え
ば、

歴
史
を
金
・

銀
・

青
銅
·

英
雄
・

鉄
の
順
に
下

降
線
を
描
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
古
代
の
時
代
五
分
法
は
詩
人
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で、

ヘ
ロ

ド
ト
ス
や
ツ
ュ
キ
ュ
ヂ
デ
ス
な
ど
の
歴
史
家
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た。

ま
た、

世
界
史
の
動
静
を
バ
ビ
ロ

ニ
ア
王
国、

メ
デ
ア
ー
ペ
ル
シ
ア
王
国、

マ
ケ
ド
ニ
ア
王
国、

ロ
ー
マ
帝
国
の
興
亡
の
歴
史
と
考
え
る、

い
わ
ゆ
る
四

大
世
界
帝
国
史
観
は、

そ
の
源
泉
を
『
ダ
ニ
エ
ル
書
j

に
も
つ
。

さ
ら
に、

現
代
で
も
な
お
一

般
に
通
用
す
る
古
代
・

中
世
・

近
代
の
時
代
三
分
法
は、

ヴ
ァ
ラ、

フ
ッ
テ
ン
、

エ
ラ
ス
ム
ス
、

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
な
ど
の、

歴
史
を
専
門
と
し

な
い
人
文
主
義
者
（
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・

メ
ン
シ
ュ
）

た
ち
の、

古
代
復
興
の
発
想
を
起
点
と
す
る。

大
島
に
よ
れ
ば、

こ
う
し
た
事
情
は、

歴
史
が、

歴
史
内
在
的
な
視
点
か
ら
画
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く、

歴
史
外
在
的
な
い
し
は
超
歴
史

的
な
観
点
か
ら
「
人
間」

の
実
存
に
即
し
て
主
体
的
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
を、

端
的
に
表
示
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
時
代
区
分
の
な
か
で、

ニ
―

世
紀
の
日
本
と
い
う
「
情
況」

を
生
き
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て、

も
っ
と

も
重
要
な
も
の
が、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
由
来
す
る
時
代
三
分
法
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

わ
た
し
た
ち
（
今
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日）

の
歴
史
研
究
が、

具
体
的
に
志
向
す
る
対
象
の
如
何
を
問
わ
ず、

歴
史
を
古
代、

中
世、

近
代
に
区
分
し
つ
つ、

そ
の
う
え
に
現
代
を
付
加
す
る
方
法
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
と
さ
え
い
え
る
か
ら
で
あ
る。
『
時
代
区

分
の
成
立
根
拠』
に
よ
れ
ば、
時
代
三
分
法
に
よ
っ
て
歴
史
を
画
そ
う
と
い
う
姿
勢
は
近
代
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
て、

そ
れ
に
根
ざ
し
て
思
惟
す
る
こ
と
は
西
欧
的
思
考
の
文
脈
に
即
し
て
も
の
ご
と
を
考
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い、

と

い
う。

中
国
を
は
じ
め
と
す
る
束
洋
世
界
の
歴
史
記
述
が
時
代
羅
列
的
な
年
代
記
風
の、

あ
る
い
は
主
題
別
の
構
成
を

も
ち、

い
わ
ば、

神
に
直
結
す
る
も
の
と
し
て
の
各
時
代
の
独
自
性
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
傾
き
を
示
す
と
い
う
事
実

は、

大
島
の
こ
の
指
摘
が
け
っ
し
て
的
を
逸
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る。

し
か
し
な
が
ら、
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

の
西
欧
思
想
の
理
解
・
解
釈
へ
と
ひ
と
む
き
に
傾
斜
す
る
論
述
は、

著
者
大
島
自
身
が
そ
の
た
だ
な
か
に
生
き
る
日
本
的
伝
統
を、
と
も
す
れ
ば
閑
却
す
る
き
ら
い
が
あ
る。
時
代
三
分
法、

な
い
し
は
歴
史
を
古
代、

中
世、

近
代
に
区
分
け
し
た
う
え
で、

さ
ら
に
そ
こ
に
現
代
を
付
加
す
る
歴
史
意
識
は、

じ

つ
は
近
代
西
欧
の
み
な
ら
ず、

わ
が
国
の
古
代
社
会
の
な
か
に
も
確
然
と
定
位
さ
れ
て
い
た。
『
時
代
区
分
の
成
立
根

拠』

は、

故
意
に
で
は
な
く、

著
者
が
置
か
れ
た
研
究
環
境
の
限
界
性
の
ゆ
え
に、

こ
の
点
を
見
落
と
し
て
い
る。

以

下、

こ
の
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

時
代
区
分
と
い
う
す
ぐ
れ
て
人
間
的
な
営
み
が
ど
の
よ
う
な
意
識
の
も

と
に
遂
行
さ
れ、

ま
た
そ
れ
が
い
か
な
る
次
元
に
お
い
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

っ
と
に
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
（
上）』
（
塙
書
房、
一
九
七
四
年）

が
解
き
あ
か
し
て
い
る
よ
う
に、

上

巻、

中
巻、

下
巻
と
い
う
『
古
事
記』

の
三
巻
構
成
は、

鮮
明
な
時
代
区
分
意
識
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る。

す

な
わ
ち、

上
巻
に
神
代
の
神
々
の
物
語
を、

中
巻
に
神
々
と
の
あ
い
だ
に
濃
密
な
関
係
性
を
志
向
し
う
る
人
間
の
世
界

を、

下
巻
に
神
々
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
自
律
的
に
存
在
す
る
人
間
の
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
配
当
す
る
『
古
事
記』

は、

同
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書
が
叙
述
の
対
象
と
す
る
「
古」
の
時
代
を
三
分
す
る
思
考
を
あ
ら
わ
に
す
る。

こ
れ
は、

宣
命
に
見
え
る
以
下
の
よ

う
な
言
説
と
呼
応
し
つ
つ、
『
古
事
記」

編
纂
当
時
の
日
本
人
の
あ
い
だ
に、

過
去
を
一

括
し
て
「
今」
（
『
古
事
記」

き
ざ

編
鉦
の
時
代）

に
対
峙
さ
せ
な
が
ら、

そ
れ
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
意
識
が
萌
し
て
い
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る。

あ
き

み

か
み

お
ほ
や
し
ま
ぐ
に

し

す
め

ら

お
ほ
み
こ
と

の
た
ま

う
ご
な

は
ぺ

み

こ

た
ち

お
ほ
き
み
た
ち

も
も
の
つ
か
さ

現
つ
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
が
大
命
ら
ま
と
詔
ふ
大
命
を、

集
は
り
侍
る
皇
子
等
・

王

等
・
百
官

ひ
と
ど
も

あ
め
の
し
た

お
ほ
み
た
か
ら

も
ろ
も
ろ

た
ま

の
人
等
・
天
下
の
公

民、

諸
聞
き
食
へ
と
詔
ふ。

い
や

た
か
ま
の
は
ら

こ
と
は
じ

と

ほ

す
め

ろ

ぎ

み

よ

な
か

い
ま

み

こ

高
天
原
に
事
始
め
て、

遠
天
皇
祖
の
御
世
・
中
・
今
に
至
る
ま
で
に、

天
皇
が
御
子
の
あ
れ
坐
さ
む
弥
継
ぎ
継
ぎ

ま
つ

つ
ぎ
て

あ
ま

み

こ

あ
め

に
大
八
嶋
国
知
ら
さ
む
次
と、

天
つ
神
の
御
子
な
が
ら
も、

天
に
坐
す
神
の
依
さ
し
奉
り
し
随
に、

此
の
天
つ

ひ
つ

ぎ
た
か
み
く
ら

わ
ざ

あ
き

み

か
み

や
ま
と
ね
こ
す
め
ら
み
こ
と

さ
づ

た
ま

お
ほ

日
嗣
高
御
座
の
業
と、

現
つ
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
命
の
授
け
賜
ひ
負
せ
賜
ふ、

貴
き
高
き

お
は
み
こ
と

か
し
こ

を
す
く
に

と
と
の

広
き
厚
き
大
命
を
受
け
賜
は
り
恐
み
坐
し
て、

此
の
食
国
天
下
を
調
へ
賜
ひ、

平
ら
げ
賜
ひ、

天
下
の
公
民
を
恵

か
む

び
賜
ひ
撫
で
賜
は
む
と
な
も、

神
な
が
ら
思
ほ
し
め
さ
く
と
詔
ふ
天
皇
が
大
命
を、

諸
聞
き
食
へ
と
詔
ふ。

…
…

（
宜
命
第一

詔、
『
続
日
本
紀
j

文
武
天
皇
元
年
八
月
十
七
日
条）

あ
き

か
み

こ
こ
で
い
う
「
今」

が、

現
つ
神
た
る
文
武
天
皇
が
統
治
す
る
時
代
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い。
一
方、
「
古」

は、
「
高
天
原」

の
時
代、
「
遠
天
皇
祖
の
御
世」、
「
中」

の
三
期
に
区
分
さ
れ
て
い
る。
「
高
天
原」

の
時
代
と
は、

高
天
原
に
お
い
て
天
照
大
神
を
中
心
に
神
々
が
躍
動
し
て
い
た
時
代
で
あ
り、
「
遠
天
皇
祖
の
御
世」

と
は、

初
代
神

武
と
そ
れ
に
後
続
す
る
天
皇
た
ち
の
時
代
に
ほ
か
な
ら
な
い。
「
中」

と
は、

天
皇
た
ち
の
時
代
を
何
ら
か
の
基
準
を
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設
け
て
区
切
っ
た
一

時
代
の
謂
い
と
解
せ
ら
れ
る。

当
面
の
宜
命
第一

詔
を
見
る
か
ぎ
り
で
は、
「
中」

の
終
極
点
は

文
武
治
戦
の
直
前
と
推
察
さ
れ
る
け
れ
ど
も、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
当
を
得
た
解
釈
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。

こ
こ
は、

「
古」

の
時
代
を
描
く
書
と
し
て
の
『
古
事
記』

の
下
巻
が
仁
徳
天
皇
の
治
世
か
ら
そ
の
叙
述
を
起
こ
し、

推
古
天
皇

の
時
代
へ
の
言
及
を
も
っ
て
締
め
括
ら
れ
て
い
る
こ
と、

さ
ら
に
は
前
掲
伊
藤
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
『
萬
葉
集』

が
事
実
上
舒
明
天
皇
の
作
を
起
点
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

す
な
わ
ち、
「
中」

と
は、

仁
徳
天
皇
か
ら
推
古
天
皇
ま
で
の
治
世
を
指
し、

し
た
が
っ
て
「
今」

は、

舒
明
天
皇

以
降
の
時
代
の
謂
い
と
考
え
ら
れ
る。

ち
な
み
に、

舒
明
天
皇
は
『
古
事
記』

編
纂
の
発
案
者
天
武
天
皇
の
先
考
に
あ

た
る。
『
古
事
記』

は
天
武
皇
統
の
起
点
た
る
舒
明
天
皇
を
も
っ
て
現
代
が
始
ま
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た。

持

統
天
皇
を
媒
介
と
し
て
天
武
皇
統
に
定
位
さ
れ
る
天
皇
文
武
の
治
世
に
言
及
す
る
と
き、

宣
命
第一
詔
は、

お
そ
ら
く

『
古
事
記』

と
同
様
に、

舒
明
天
皇
以
降
の
時
代
を
「
今」

と
見
定
め
る
認
識
に
立
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う。

と
す
る
な

ら
ば、
「
今」

に
対
比
さ
れ
る
「
古」

の
時
代
は、

神
武
天
皇
以
前
の
時
代
と
神
武
天
皇
以
降
応
神
天
皇
ま
で
の
時
代、

お
よ
び
仁
徳
天
皇
以
降
推
古
天
皇
ま
で
の
時
代
に
三
分
さ
れ
て
い
た
と
解
せ
ら
れ
る。

こ
の
よ
う
な
時
代
区
分
に
関
し
て
ま
ず
第一
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、

区
分
の
根
拠
が
ど
こ
に
存
す
る

の
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う。

神
代
た
る
高
天
原
の
時
代
を
一

括
り
に
す
る
理
由
は
自
明
で
あ
る。

ま
た、
「
現
代
人」

の
立
場
か
ら
「
古」

の
で
き
ご
と
を
語
る
事日
『
古
事
記』

の
発
案
者
た
る
天
武
天
皇
の
先
考
舒
明
天
皇
の
時
代
か
ら
現

代
が
始
ま
る
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
も、

と
り
た
て
て
議
論
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る。

し
か
し、

神
武
天
皇
か

ら
始
ま
り
応
神
天
皇
に
終
わ
る
時
代
を
「
遠
天
皇
祖
の
御
世」、

す
な
わ
ち
上
つ
代
と
し
て
立
て、

応
神
天
皇
の
後
継

た
る
仁
徳
天
皇
以
降
を
「
中」、

す
な
わ
ち
中
つ
代
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か。
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し

ご

う

「
神
武」
「
応
神」

と
い
う
誼
号
は、

こ
れ
ら
の
天
皇
が
神
々
と
深
く
関
わ
り
う
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る。

ま
た
応
神
天
皇
を
継
ぐ
仁
徳
天
皇
の
誼
号
に
は、

儒
教
的
か
つ
人
間
的
な
徳
目
を
あ
ら

わ
す
「
仁」

の
文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば、

神
々
に
対
す
る
人
間
の
関
係
の
在
り
か
た
の

如
何
（
神
々
と
の
関
わ
り
の
深
浅）

を
基
準
と
し
て
時
代
を
区
分
す
る
意
識
が
古
代
修
史
事
業
の
あ
る
段
階
に
あ
り
え

た
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も、

そ
の
場
合
に
は
『
古
事
記』

下
巻
相
当
の
天
皇
た
ち
の
な
か
に
も、

た
と
え
ば
雄
略
の

よ
う
に
神
（
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ）

と
相
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
聖
性
を
濃
厚
に
帯
び
た
天
皇
が
含
ま
れ
て
い
る

事
実
を、

明
快
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う。
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

が
説
く
よ
う
に、

時
代

区
分
が
超
歴
史
的
な
も
の
と
宗
教
的
な
も
の
と
が
媒
介
し
あ
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
し
て
も、

古
代
日
本
人
の
時
代

区
分
意
識
に
お
い
て
は、

そ
の
媒
介
の
結
び
目
が
か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。

こ
と
は、

お
そ
ら
く、

人
間
精
神

を
現
実
の
根
底
か
ら
領
導
す
る
政
治
の
位
相
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

か
つ
て
吉
井
巖
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話』
（
塙
書
房、
一

九
六
七
年）

は、

応
神
天
皇
の
系
譜
を
綿
密
に
検
討
し、

『
古
事
記』

の
応
神
天
皇
条
に
応
神
自
身
の
史
的
事
跡
を
綿
密
に
語
る
個
所
が
見
当
ら
な
い
点
な
ど
を
根
拠
に
し
て、

応
神
天
皇
は
架
空
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
説
を
と
な
え
た。

近
年
の
史
家
の
研
究
に
よ
れ
ば、

三
輪
山
の
山
神
を
祀
る

崇
神
王
朝
（
三
輪
王
朝）

と、

難
波
湾
岸
に
昇
る
太
陽
を
祀
る
応
神
・

仁
徳
王
朝
（
難
波
王
朝）

と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
系

の
王
朝
で
あ
り、

結
果
的
に
後
者
が
前
者
に
取
っ
て
替
わ
っ
た
と
推
定
し
う
る
と
い
う。

な
ら
ば、

応
神
天
皇
を
も
っ

て
新
時
代
の
到
来
と
見
な
す
認
識
が
あ
り
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も、
『
古
事
記』

は
同
天
皇
を
中
巻
相
当

の
時
代、

す
な
わ
ち
上
つ
代
の
末
尾
に
据
え
て
い
る。

応
神
天
皇
を
架
空
の
天
皇
と
す
る
吉
井
説
は、

こ
の
点
に
関
し

て
―
つ
の
示
唆
を
も
た
ら
す。
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す
な
わ
ち、

ど
の
よ
う
な
子
に
も
親
が
い
る
よ
う
に、

仁
徳
に
も
か
な
ら
ず
先
考
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。

だ
が、

仁
徳
天
皇
は
何
ら
か
の
形
で
前
王
朝
に
取
っ
て
替
わ
っ
た
新
王
朝
の
主
で
あ
り、

彼
の
父
は
大
和
朝
廷
の
玉
位
に
就
い

た
こ
と
が
な
か
っ
た。

応
神
天
皇
と
い
う
存
在
は、

こ
の
事
実
を
蔽
い
隠
し、

前
王
朝
か
ら
仁
徳
王
朝
へ
の
政
権
の
交

替
を、

さ
な
が
ら
そ
の
事
実
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
の
媒
介
と
し
て、

仁
徳
天
皇
の
直
前
に

意
図
的
に
配
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か。

万
世
一
系
の
皇
統
と
い
う
観
点
は、

明
治
期
以
降
の
近
代
天
皇
制
国

家
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
視
点
で
あ
り、

そ
れ
を
古
代
王
朝
に
つ
い
て
の
説
明
に
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い。

し
か
し、

史
書
『
古
事
記』

を
発
案
し
た
天
武
天
皇
も
し
く
は
そ
の
周
辺
の
官
人

た
ち
に
は、
あ
き
ら
か
に、
皇
統
を
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
以
来一
脈
を
保
つ
も
の
と
し
て
描
こ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た。

応
神
天
皇
は、

こ
う
し
た
意
図
に
沿
っ
て
崇
神
王
朝
か
ら
仁
徳
王
朝
へ
の
政
権
交
替
を、

そ
の
史
実
を
蔽
い
隠
す
形
で

円
滑
に
す
る
た
め
の、

い
わ
ば
緩
衝
材
と
し
て
編
み
出
さ
れ
た
天
皇
で
は
な
か
っ
た
か。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、

古
代
日
本
人
の
時
代
区
分
意
識
の
基
底
を
な
す
も
の
が、

王
朝
の
交
替
を
い
か
に
と
ら

え
る
か
と
い
う
視
点
で
あ
っ
た
可
能
性
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る。

高
天
原
で
展
開
さ
れ
る
神
代
は
そ
れ
自
体
の
う
ち
に

収
束
し、

ひ
と
ま
と
ま
り
を
な
す。

人
皇
初
代
と
し
て
そ
の
存
在
を
仮
想
さ
れ
た
神
武
の
王
朝
は、

崇
神
天
皇
を
中
興

の
祖
と
し
て
躍
動
し、

事
実
上
は
神
功
皇
后
の
治
世
を
も
っ
て
終
息
し
つ
つ
も、

理
念
的
に
は
応
神
天
皇
に
よ
っ
て
終

止
符
を
打
た
れ
る。

王
朝
は
仁
徳
の
治
世
に
よ
っ
て
新
た
な
局
面
を
迎
え、

さ
ら
に
推
古
朝
を
も
っ
て
そ
の
新
局
面
も

終
わ
り
を
告
げ
る。

古
代
の
時
代
区
分
は、

こ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
基
づ
い
て
踏
み
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
点
に
つ
い
て
示
唆
的
な
の
は、

天
武
朝
に
は
じ
め
て
出
仕
し、

後
に
持
統
天
皇
の
宮
廷
を
主
た
る
活
動
の
場
と
し

た
萬
葉
歌
人
柿
本
人
麻
呂
が、
「
近
江
荒
都
歌」
（「
近
江
の
荒
れ
た
る
都
を
過
ぐ
る
時
に、

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
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歌」

萬
葉
集
巻
一
、
一
一
九
i-――
-
、

本
書
一

六
！
一

七
頁
参
照）

を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

か
つ
て
天
智
天
皇
が
都
し
た
近
江
の
地
の
荒
廃
を
嘆
く
近
江
荒
都
歌
は、

六
七
二
年
の
壬
申
の
乱
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら、

天
智
天
皇
か
ら
大
友
皇
子
へ
と
至
る
天
智
皇
統
の
滅
び
を
描
く
作
と
考
え
ら
れ
る。

天
智
皇
統
が
滅
ん
だ
後
に

隆
盛
を
極
め
た
の
は、

周
知
の
ご
と
く、

天
武
か
ら
持
統、

文
武
へ
、

そ
し
て
元
明、

元
正
を
経
て
聖
武、

孝
謙、

淳

仁、

称
徳
（
孝
謙
の
重
詐）

へ
と
至
る
天
武
皇
統
で
あ
っ
た
。

近
江
荒
都
歌
に
お
い
て
天
智
皇
統
の
滅
び
を
悼
ん
だ
と

き、

人
麻
呂
は、

天
武
天
皇
の
王
朝
が
過
去
の
営
為
の
す
べ
て
を
革
新
す
る
新
玉
朝
と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
と
い
う
認

識
を
も
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

こ
う
し
た
新
王
朝
と
し
て
の
天
武
皇
統
に
つ
い
て、

そ
の
淵
源
を
た
ど
れ
ば、

天
武

天
皇
の
先
考
た
る
舒
明
天
皇
に
至
り
着
く。

推
古
天
皇
の
治
世
を
も
っ
て
「
古」

の
時
代
が
終
わ
り、

舒
明
天
皇
の
治

い
や
さ
か

こ
と

ほ

冊
か
ら
新
時
代
が
拓
か
れ
る
と
い
う
認
識
は、

天
武
皇
統
の
弥
栄
を
言
祝
ぐ
意
識
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
も
の
と

解
せ
ら
れ
る。

以
上
に
見
た
よ
う
に、

時
代一
二
分
法、

な
い
し
は
過
去
の
歴
史
を
三
分
割
す
る
（
そ
し
て、

そ
こ
に
さ
ら
に
現
代
を

付
加
す
る）

時
代
区
分
意
識
は、

西
欧
近
代
に
の
み
特
有
の
も
の
で
は
な
く、

古
代
日
本
人
の
意
識
の
基
底
に
も
定
着

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て、

時
代
三
分
法
に
関
す
る
西
欧
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
こ
と

は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

し
か
し
な
が
ら、

大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

の
説
く
と
こ
ろ

を
尊
重
す
る
な
ら
ば、

西
欧
の
時
代一
二
分
法
に
含
意
さ
れ
る
す
べ
て
の
思
想
的
要
素
が
日
本
古
代
の
時
代
区
分
意
識
の
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の
長
歌
（
三
八）

に
お
い
て
は、

現
実
の
持
統
天
皇
の
治
世
を

き
ざ

う
ち
に
す
で
に
萌
し
て
い
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

す
な
わ
ち、
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

に
よ
れ
ば、

時
代
三
分
法
の
基
底
に
は、
「
生
↓
死
↓
復
活」

と
い
う
図

式
に
即
し
て、
い
っ
た
ん
は
自
己
否
定
的
に
死
の
淵
へ
と
企
投
さ
れ
た
自
己
が
未
来
の
無
を
根
底
に
引
き
受
け
な
が
ら、

す
で
に
非
在
で
あ
る
は
ず
の
過
去
を
自
己
の
主
体
的
行
為
の
う
ち
に
蘇
ら
せ
る
と
い
う
思
考
が
潜
ん
で
い
た。

以
下
に

述
べ
る
よ
う
に、

日
本
古
代
の
時
代
区
分
意
識
の
基
底
に
も、

た
し
か
に、

未
来
の
無
へ
の
眼
差
し
が、

さ
ら
に
は
過

去
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
へ
の
あ
く
な
き
意
欲
が
含
ま
れ
て
は
い
る。

だ
が、

未
来
の
無
を
引
き
受
け
な
が
ら
い
っ
た
ん

は
そ
の
無
の
内
部
に
主
体
的
に
自
己
を
死
な
し
め
る
と
い
う、

自
己
否
定
的
な
側
面
が、

そ
こ
に
は
欠
落
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
の
で
あ
る。

上
述
の
ご
と
く
近
江
荒
都
歌
に
お
い
て
天
智
朝
の
滅
び
の
姿
を
詠
ん
だ
人
麻
呂
は、

ほ
ぼ
同
時
期
の
作
吉
野
讃
歌

（「
吉
野
の
宮
に
幸
す
時
に、

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌」

萬
葉
集
巻
一
、

三
六
＼
三
九）

に
お
い
て、

天
武
天
皇
の

遺
業
を
直
戟
に
継
承
す
る
持
統
朝
の
弥
栄
を
予
祝
し
た。

そ
の
第一
歌
群
（
三
六
＼
三
七）

の
長
歌
（
三
六）

に
お
い

て、

人
麻
呂
は、
「
こ
の
川
の

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

こ
の
山
の

い
や
高
知
ら
す

水
激
＜

滝
の
宮
処
は

見
れ

ど
飽
か
ぬ
か
も」

と
う
た
い、

さ
ら
に
同
歌
群
の
反
歌
（
三
七）

で
は、
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ

る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む」

と
詠
じ
て
い
る。

持
統
天
皇
の
営
む
吉
野
離
宮
は
吉
野
の
川
の
流
れ
が
絶
え
な
い
よ

う
に、

い
つ
い
つ
ま
で
も
永
存
し、

そ
こ
に
仕
え
る
官
人
た
ち
も
ど
こ
ま
で
も
そ
の
務
め
を
果
た
し
続
け
る、

と
い
う

の
で
あ
る。

こ
こ
に
は、

未
来
の
無
へ
と
先
駆
け
な
が
ら、

そ
の
無
を
現
在
か
ら
の
連
続
性
に
よ
っ
て
有
化
し
よ
う
と

い
う
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る。

さ
ら
に、

人
麻
呂
は、

第
二
歌
群
（
三
八
i-――
九）
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「
山
川
も

依
り
て
仕
ふ
る

神
の
御
代
か
も」

と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

そ
こ
に、

本
来
非
在
で
あ
る
は
ず
の

神
代
の
再
生
を
認
め
て
い
る。

人
麻
呂
に
は、

は
る
か
な
る
過
去
か
ら
悠
久
の
未
来
に
至
る
宏
大
な
時
間
の
流
れ
の
な

か
に
天
武
皇
統
の
繁
栄
を
定
位
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。

こ
れ
を
見
る
か
ぎ
り、

日
本
古
代
の

時
代
区
分
意
識
の
基
底
に、

過
去
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
へ
の
意
欲
と
未
来
の
無
へ
の
眼
差
し
と
を
認
め
る
こ
と
は、

け

っ
し
て
不
可
能
で
は
な
い。

と
こ
ろ
が、

持
統
天
皇
の
治
世
が
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
永
続
す
る
こ
と
へ
の
人
麻
呂
の
期
待
感
は、

未
来
の
無
を

現
在
に
呼
び
こ
み、

そ
の
無
の
た
だ
な
か
に
自
己
を
沈
め
る
こ
と
に
よ
っ
て、

自
己
が
そ
こ
に
お
い
て
生
き
る
現
在
へ

の
直
前
の
過
去
の
連
続
性
を
切
断
す
る
も
の
で
は
な
い。

上
述
の
ご
と
く、

人
麻
呂
は、

近
江
荒
都
歌
に
お
い
て、

天

武
皇
統
の
直
前
に
位
置
す
る
天
智
皇
統
の
断
絶
を
う
た
っ
た。

し
か
し、

近
江
荒
都
歌
の
な
か
で、

天
智
天
皇
は、

神

あ
き

か
み

武
天
皇
以
来
連
綿
と
地
上
世
界
を
統
治
す
る
現
つ
神
た
ち
の
ひ
と
り
と
目
さ
れ、

近
江
遷
都
と
い
う
そ
の
営
為
に
は
疑

問
が
投
げ
か
け
ら
れ
は
す
る
も
の
の、

天
智
か
ら
天
武
天
皇
へ
と
至
る
継
続
性
は
け
っ
し
て
無
み
さ
れ
る
こ
と
な
く、

む
し
ろ
平
板
な
連
続
性
の
な
か
に
曖
昧
模
糊
と
し
た
形
で
融
け
こ
ま
さ
れ
て
い
る。
そ
し
て、
そ
の
平
板
な
連
続
性
は、

悠
久
の
未
来
へ
と
投
影
さ
れ、

過
去
か
ら
現
在
へ
と
連
続
す
る
有
が、

否
定
の
契
機
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
ど
こ
ま
で
も

存
続
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る。

こ
こ
に
は、

時
代
区
分
を
主
体
化
す
る
根
拠
と
し
て
の
自
己
否
定
性
が
見
あ
た
ら
な

い。

も
し、

大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

が
説
く
よ
う
に、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
の
西
欧
の
時
代
区
分
意
識

が
不
可
能
を
可
能
に
す
る
と
い
う
精
神
に
根
ざ
し
て、
「
生
↓
死
↓
復
活」

の
図
式
を
自
己
否
定
を
媒
介
と
し
つ
つ

実
践
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、

時
代
三
分
法
に
関
す
る
西
欧
的
発
想
と
日
本
古
代
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ

に
は、

決
定
的
と
も
い
う
べ
き
差
異
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
え
な
い。
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『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

の
指
摘
す
る
よ
う
に、

時
代
三
分
法
は
一
八
泄
紀
の
啓
蒙
思
想
に
よ
っ
て、

人
間
的
理

性
の
無
限
の
進
歩
と
い
う
上
昇
史
観
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
る。

科
学
技
術
の
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
発
展
へ

の
期
待
に
基
づ
い
て
人
類
の
無
限
の
進
歩
を
幻
想
す
る
こ
の
上
昇
史
観
は、

あ
き
ら
か
に
現
在
の
有
を
未
来
の
無
へ
と

投
入
す
る
も
の
で、

そ
こ
で
は
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
未
来
へ
と
至
る
歴
史
の
過
程
が
否
定
性
の
媒
介
を
経
な
い
平
板

な
連
続
性
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
い
る。

人
麻
呂
た
ち
古
代
日
本
人
の
時
代
区
分
意
識
は、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
お
い
て

強
調
さ
れ
た
時
代
三
分
法
よ
り
も、

む
し
ろ、

こ
う
し
た
啓
蒙
主
義
の
時
代
上
昇
史
観
と
の
あ
い
だ
に
類
縁
性
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

時
代
区
分
は、
現
在
に
生
き
る
自
己
が、
そ
の
根
底
か
ら
の
自
己
刷
新
を
求
め
て
自
己
に
直
裁
す
る
過
去
を
否
定
し、

さ
ら
に
そ
れ
を
遡
る
過
去
を
自
己
否
定
性
の
も
と
で
再
蘇
・
復
活
さ
せ
る
こ
と
の
う
ち
に、

そ
の
本
来
の
意
義
を
有
す

る。

自
己
の
在
る
べ
き
姿
を
希
求
し
つ
つ
現
に
在
る
自
己
を
そ
の
根
底
か
ら
自
己
否
定
す
る
こ
と
を
と
お
し
て、

過
去

か
ら
の
平
板
な
連
続
性
を
切
断
し
よ
う
と
い
う
意
欲
が
欠
け
る
と
き、

時
代
区
分
の
意
識
は、

自
己
自
身
が
そ
こ
に
置

か
れ
た
現
況
へ
の
峻
厳
な
ま
な
ざ
し
を
失
っ
て、

お
の
ず
か
ら
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
え
よ
う。

人
麻
呂
た

ち
古
代
日
本
人
は、

自
身
が
生
き
る
現
代
を
新
時
代
と
と
ら
え
る
躍
動
的
な
実
感
に
基
づ
い
て
歴
史
を
画
そ
う
と
企
て

た。

し
か
し、

そ
の
企
て
は、

天
皇
を
支
配
権
力
の
頂
点
に
戴
く
政
治
的
組
成
の
平
板
な
持
続
を
企
及
す
る
に
と
ど
ま

っ
た
点
に
お
い
て、

自
己
が
生
き
て
在
る
現
実
へ
の
盲
目
的
な
讃
美
に
裏
づ
け
ら
れ
た
不
徹
底
な
時
代
区
分
を
招
来
し

た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。

こ
の
点
に
関
し
て
注
意
を
要
す
る
の
は、

現
在
の
有
を
過
去
に
遡
及
さ
せ、

さ
ら
に
そ
れ
を
未
来
の
無
に
つ
な
げ
て

ゆ
こ
う
と
い
う
志
向
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
歴
史
の
連
続
性
と
い
う
観
念
は、

た
し
か
に
時
代
区
分
の
営
み
を
阻
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害
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も、

だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
う
し
た
連
続
性
を
全
面
的
に
排
拒
し
た
場
合
に
は、

歴
史
の

全
体
的
な
態
様
へ
の
理
解
が
十
全
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る。
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠」

が
説
く
よ

う
に、

時
代
区
分
を
領
導
す
る
歴
史
の
非
連
続
性
の
観
念
は、

時
代
間
の
断
絶
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も、

同
時
に、

よ
り
高
次
の
次
元
で
連
続
性
を
志
向
す
る
も
の
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

単
に
非
連
続
の
み
が
説
か
れ、

前
代
か
ら
現
在
へ
の
連
続
が
無
視
さ
れ
る
と
す
れ
ば、

そ
こ
に
は
歴
史
は
存
在
し
え
ず、

し
た
が
っ
て
時
代
区
分
意
識

を
原
核
と
す
る
歴
史
意
識
も
消
滅
し
て
し
ま
う。

歴
史
意
識
が
現
在
を
生
き
る
主
体
の
未
来
志
向
的
な
意
欲
を
有
意
義

な
も
の
と
し
て
定
立
さ
せ
る
と
い
う
事
態
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は、

時
代
区
分
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る、

現
在
の
過
去

に
対
す
る
非
連
続
性
が、

そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
連
続
性
で
も
あ
り
う
る
境
位、

す
な
わ
ち
連
続
即
非
連
続、

非
連
続
即

連
続
と
い
う
位
相
が
拓
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

し
た
が
っ
て、

人
麻
呂
た
ち
古
代
日
本
人
の
時
代
区
分
意
識
や
一
八
懺
紀
啓
蒙
主
義
の
上
昇
史
観
の
う
ち
に
顕
在
化

け

ろ
ん

す
る
連
続
性
の
観
念
が、

わ
た
し
た
ち
の
現
在
に
と
っ
て
何
も
の
を
も
も
た
ら
さ
な
い
戯
論
に
と
ど
ま
る
と
は
い
い
き

れ
な
い。
歴
史
は、
時
代
の
全
体
を
そ
の
精
神
的
な
側
面
か
ら
ゆ
る
が
す
画
期
に
お
い
て
非
連
続
性
を
あ
ら
わ
に
す
る。

し
か
し、

そ
う
し
た
非
連
続
性
は、

そ
れ
自
体
で
よ
り
高
次
の
連
続
性
を
構
築
し
つ
つ
未
来
の
無
へ
と
手
渡
さ
れ
て
ゆ

く。

そ
う
考
え
な
い
か
ぎ
り、

歴
史
の
全
体
像
を
現
在
の
個
の
立
場
か
ら
と
ら
え
き
る
こ
と
は
で
き
な
い。

な
お、

こ
こ
で
い
う
歴
史
の
全
体
像
へ
の
接
近
と
は、

い
わ
ゆ
る
「
大
き
な
物
語」

を
語
り
い
だ
す
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い。

大
き
な
物
語、

た
と
え
ば、

世
界
史
を
絶
対
精
神
（
世
界
精
神）

の
自
己
展
開
の
過
程
と
す
る
ヘ

ー
ゲ
ル
の
歴
史
物
語
や、

生
産
関
係
の
諸
様
態
の
自
律
的
な
転
換
に
基
づ
く
社
会
の
必
然
的
な
変
貌
を
説
く
マ
ル
ク
ス

の
唯
物
史
観
は、

そ
れ
ら
を
語
る
者
を、

す
べ
て
の
事
物
・
事
象
を
俯
轍
し
う
る
神
の
ご
と
き
視
点
に
置
い
た
う
え
で
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展
開
さ
れ
る。

こ
の
よ
う
な
神
の
ご
と
き
視
点
が、

限
ら
れ
た
生
の
な
か
で
無
常
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
個
的
人
間

の、

本
来
有
し
う
る
と
こ
ろ
で
な
い
こ
と
は、

こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う。

わ
た
し
た
ち
が
語
り

う
る
歴
史
と
は、

わ
た
し
た
ち
が
個
々
の
限
定
さ
れ
た
視
点
か
ら
個
的
に
と
ら
え
た
事
物
や
事
象
の
相
互
連
関
の
過
程

に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て、

わ
た
し
た
ち
が
歴
史
を
語
る
と
い
う
こ
と
は、

わ
た
し
た
ち
に
固
有
な
「
小
さ

な
物
語」

を
披
漉
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る。

し
か
し
な
が
ら、

そ
の
小
さ
な
物
語
は、

わ
た
し
た
ち
の
個
の
限
界
性
を
反
映
す
る
が
ゆ
え
に
小
規
模
な
語
り
の
域

を
出
な
い
と
は
い
え、

世
界
史
と
の
連
関
を
断
ち
切
っ
て
自
立
す
る
私
小
説
的
物
語
に
終
始
す
る
わ
け
で
は
な
い。

わ

た
し
た
ち
の
個
は、

種
的
共
同
体
の
な
か
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
関
係
性
の
総
体
の
な
か
に
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
生
み

落
と
さ
れ
る
形
で
存
立
し
て
い
る。

し
た
が
っ
て、

わ
た
し
た
ち
に
よ
っ
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
個
の
物
語
は、

い
つ
も
す

で
に
種
的
共
同
体
の
物
語
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る。

た
し
か
に、

わ
た
し
た
ち
は、

種
的
共
同
体

の
物
語
の
す
べ
て
を
自
己
の
切
実
な
体
験
と
し
て
身
に
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い。

し
か
し、

種
的
共

同
体
の
物
語
と
い
う
比
較
的
大
規
模
な
過
去
物
語
と
の
連
関
を
欠
く
な
ら
ば、

個
の
物
語
は
共
同
性
な
い
し
共
有
へ
の

志
向
性
を
欠
落
さ
せ
た
私
的
眩
き
の
域
を
一
歩
も
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う。

わ
た
し
た
ち
は、

わ
た

し
た
ち
の
個
の
物
語
を、

種
的
共
同
体
が
編
み
出
す
種
的
な
過
去
物
語
と
交
差
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

そ
の
交
差

が
遂
行
さ
れ
る、

あ
る
い
は
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に、

歴
史
は
個
的
な
「
我」

に
対
し
て
そ
の
全
体

的
な
相
貌
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に、

個
の
小
さ
な
物
語
と
し
て
の
歴
史
は、

種
的
共
同
体
の
比
較
的
大
規
模
な
過
去
物
語
と
し
て
の
歴
史

と
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て、

個
を
そ
の
外
側
の
世
界
へ
と
開
示
さ
せ
る。

個
的
主
体
の
実
存
的
な
営
み
に
ほ
か
な
ら
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四

な
い
時
代
区
分
が、

客
観
的
な
歴
史
の
全
体
像
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る。

時
代
区
分

は、

そ
れ
を
踏
み
行
う
主
体
の
実
存
的
な
在
り
か
た
の
直
裁
の
反
映
と
し
て、

あ
く
ま
で
も
主
体
性
に
よ
っ
て
貰
か
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

し
か
し、

そ
の
主
体
性
は
恣
意
性
の
代
名
詞
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い。

そ
れ
は、

種
的
共

同
性
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
映
し
出
す
こ
と
を
通
し
て、

既
往
の
種
的
史
実
と
未
来
的
な
種
の
態
様
に
積
極
的
に
参
与

し
て
ゆ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

し
た
が
っ
て、

主
体
的
な
時
代
区
分
は、

主
体
が
そ
こ
に
属
す
る
民
族
の
過

去
の
行
為
に
関
わ
り、

そ
の
意
味
を、

未
来
の
無
を
現
在
に
引
き
受
け
つ
つ
問
い
直
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る。
『
時
代

区
分
の
成
立
根
拠』

が
執
拗
な
ま
で
に
過
去
の
意
味
の
変
換
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
は、

著
者
大
島
康
正
が
こ
の

点
を
犀
利
に
認
識
し
て
い
た
が
ゆ
え
で
あ
る。

『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

の
結
論
部
分
（
第
五
章）

に
お
い
て、

大
島
康
正
は、

時
代
区
分
の
主
体
が、

過
去
的

ぎ
ょ
う

な
有
を
自
己
に
お
い
て
死
な
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
の
無
を
現
在
の
有
に
転
ぜ
し
め
る
行
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
強
調
す
る
文
脈
の
な
か
で、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

ゆ
え
に
た
と
え
ば
歴
史
家
た
ち
が、
時
代
区
分
へ
の
批
判
反
駁
の
理
由
と
し
て
あ
げ
る
次
の
こ
と
||
_
す
な
わ
ち、

時
代
区
分
と
い
う
も
の
が
一
般
に
決
し
て
た
だ
―
つ
の
方
法
に
固
着
し
得
る
も
の
で
な
く、

歴
史
の
推
移
お
よ
び

史
観
の
変
遷
に
応
じ
て、
幾
通
り
に
も
試
み
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は、
実
は
か
え
っ
て
時
代
区
分
の
根
本
に
は、
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未
来
的
現
在
に
立
脚
せ
る
主
体
の
無
の
自
覚
が、

必
然
の
契
機
と
し
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る。

け
だ
し
時
代
区
分
が
歴
史
の
中
で、

決
し
て
一

個
の
客
観
的
に
普
遍
妥
当
的
法
則
と
し

て
な
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く、

そ
れ
が
た
と
え
ば
古
代
の
時
代
四
分
法
な
い
し
五
分
法、

近
代
の
時
代
三
分
法、

さ
ら
に
は
啓
蒙
主
義
的
教
会
史
学
者
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ラ
ー
の
試
み
た
六
分
法
の
よ
う
に、

幾
様
に
も
変
わ
り
得
る
と

い
う
こ
と
は、

す
で
に
そ
の
根
本
に
お
い
て
時
代
区
分
成
立
の
支
え
と
な
る
主
体
の
時
間
自
覚
に
お
い
て、

過
去

の
意
味
が
変
わ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る。

そ
し
て
過
去
の
意
味
が
変
わ
り
得

る
と
い
う
こ
と
は、

上
述
の
よ
う
に
時
の
逆
流
に
お
い
て、

未
来
的
無
の
現
在
の
根
底
へ
の
働
き
か
け
に
よ

っ
て
の
み
成
立
す
る
。

す
な
わ
ち
過
去
と
い
う
も
の
が
一

義
的
に
固
定
し
硬
直
し
た
も
の
で
な
く、

絶
え
ず
未
来

の
無
の
現
在
へ
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て、

現
在
に
お
け
る
過
去
の
否
定
が
行
な
わ
れ、

こ
の
よ
う
な
否
定
に
よ
っ

て
逆
に
過
去
自
身
の
意
義
が
新
た
に
さ
れ、

高
め
ら
れ
て
現
在
に
生
き
て
く
る
が、

ま
さ
し
く
時
代
区
分
成
立
の

根
拠
に
働
く
主
体
実
践
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
二
0
六
頁）

こ
こ
で、

大
島
は、

時
代
区
分
の
方
法
が
た
だ
―

つ
の
方
向
性
の
み
に
立
つ
も
の
で
は
な
く、

歴
史
観
の
変
容
に
呼

す

う

た

応
し
て
数
多
性
を
帯
び
る
こ
と
を
根
拠
に、
過
去
が
一

義
的
に
固
定
さ
れ
る
と
い
う
常
識
的
な
判
断
を
否
認
し
て
い
る。

大
島
に
よ
れ
ば、

過
去
は
変
容
さ
れ
う
る。

す
な
わ
ち、

未
来
の
無
が
現
在
の
根
底
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

在
に
お
け
る
過
去
の
否
定
が
遂
行
さ
れ、

そ
の
結
果
過
去
の
意
義
が
新
た
に
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る。

さ
し
あ
た
っ

て、

大
島
の
関
心
は
史
的
過
去
に
お
い
て
具
体
的
に
な
さ
れ
た
時
代
区
分
に
つ
い
て、

そ
の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
に

存
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る。

し
か
し、

大
島
の
関
心
は、

単
に
そ
れ
自
体
が
歴
史
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
過
去
の
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時
代
区
分
を、

客
観
的
に
対
象
化
し
つ
つ
、

そ
の
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

大
島
は、

彼
が
生
き
る
現
代
を、

す
な
わ
ち
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

が
書
か
れ
た
時
代
を、

歴
史
の
決
定
的
な
画

期
と
と
ら
え、

そ
れ
を
時
代
区
分
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て、

新
時
代
の
到
来
を
確
認
し
よ
う
と
意
図

し
て
い
る。

大
島
は、

た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る。

し
か
も
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、

今
日
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
時
代
に
生
を
享
け、

こ
の
激
し
い
世
界
秩
序
の
転
換
の

渦
中
に
生
き
つ
つ
あ
る
限
り、

た
だ
旧
き
経
済
機
構
の
行
き
詰
ま
り
を
傍
観
し、

社
会
道
徳
が
崩
壊
し
て
世
紀
末

的
頬
廃
と
背
徳
が
横
行
す
る
の
を
う
つ
ろ
に
眺
め
や
り、

ま
た
は
政
党
の
権
謀
を
も
っ
て
す
る
駆
け
引
き
を、

あ

る
い
は
大
国
の
勢
力
角
逐
を
記
事
の
中
に
眼
で
拾
う
の
み
で、

時
代
が
現
実
に
如
何
に
変
わ
る
か
客
観
的
に
解
ら

な
い
と
い
っ
て
済
ま
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は、

も
は
や
自
己
も
時
代
も、

主
体
も
実
践

も、

そ
の
一

切
を
い
う
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ゆ
え
に
た
と
え、

身
は
世
界
の
周
辺
の
微
力
無
能

の
立
場
の
極
に
位
置
し
て
も、

し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
世
界
史
的
に
共
同
の
時
代
状
況、

同
一

の
運
命
の
下
に
あ
る

人
間
と
し
て
は、

自
己
に
能
う
限
り
現
代
を、

も
は
や
種
々
な
る
矛
盾
を
露
呈
し
来
た
っ
た
近
代
と
真
に
異
な
る

新
し
い
秩
序
た
ら
し
む
べ
く、

そ
し
て
新
し
い
世
界
観
に
基
づ
い
た
建
設
的
な
時
代
区
分
を
確
立
す
る
べ
く、

主

体
的
に
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
-

八
七
頁）

大
島
は、

近
代
と
の
訣
別
を
決
意
し
て
い
る。

大
島
の
い
う
近
代
と
は、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
起
点
と
し
て、

歴
史
を

古
代、

中
世、

近
代
に
画
す
る
時
代
三
分
法
が
確
立
さ
れ
る
と
と
も
に、

そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
変
容
が
企
図
さ
れ
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た
時
代
で
あ
っ
た。

そ
れ
は、

当
の
時
代
三
分
法
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
知
の
巨
人
た
ち
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と、

あ
る
い
は、

そ
れ
を
あ
る
程
度
ま
で
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
態
化
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
西
欧
の

思
想
家
や
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
窺
い
知
ら
れ
る
よ
う
に、

西
欧
が
世
界
史
の
中
心
に

据
え
ら
れ、

東
洋
は
そ
の
辺
縁
に
位
置
す
る
も
の、

何
ら
の
進
展
を
も
伴
わ
ず
に
古
代
的
形
態
を
反
復
し
つ
づ
け
る
歴

史
的
に
停
滞
し
た
懺
界
と
目
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た。

大
島
は、

こ
う
し
た
西
欧
中
心
史
観
が、

ほ
か
な
ら
ぬ
大
島
自

身
が
生
き
る
現
代
に
至
っ
て、

も
は
や
普
遍
的
な
妥
当
性
を
有
し
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る。

へ
き
す
う

第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
人
類
史
上
最
大
の
惨
劇
を
経
て、

近
代
に
お
い
て
は
僻
諏
の
国
々
で
し
か
な
か
っ
た
米
国

や
ロ
シ
ア
が、

世
界
を
二
分
す
る
巨
大
な
政
治
勢
力
と
し
て
台
頭
し、

他
方
で
は、

東
亜
の
植
民
地
が
西
欧
の
支
配
か

ら
脱
却
し
て
独
自
の
道
を
歩
み
は
じ
め
て
い
た。

そ
の
こ
と
は、

し
か
し、

政
治
的
か
つ
経
済
的
に
行
き
詰
ま
っ
た
近

代
が、

希
望
に
満
ち
た
新
た
な
時
代
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
は
い
い
き
れ
な
い。

大
島
が
示
唆
す
る
よ

う
に、

新
た
な
時
代
は、

世
紀
末
的
頬
廃
と
背
徳
と
が
横
行
し、

大
国
間
の
角
逐
が
人
類
の
滅
亡
に
さ
え
つ
な
が
り
か

ね
な
い
よ
う
な
暗
黒
の
時
代
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
た。

し
か
し、

大
島
は
こ
の
暗
黒
の
時
代
に
生
き
る
が
ゆ
え

に、

人
々
は
新
た
な
時
代
区
分
を
主
体
的
に
遂
行
し、

自
己
の
時
代
の
意
義
を
画
然
と
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
主
張
す
る。

こ
の
暗
黒
の
時
代
こ
そ、

人
々
が
は
じ
め
て
真
に
世
界
的
な
規
模
で、

互
い
の
運
命
を
共
通
の
も
の
と

し
た
時
代
だ
か
ら
で
あ
る。

地
球
的
な
規
模
で
の
世
界
史
の
展
開
が
可
能
に
な
っ
た
時
代
を、

西
欧
中
心
の
近
代
か
ら
分
か
っ
て
新
時
代
の
到
来

と
と
ら
え
る
発
想
は、

じ
つ
は、

大
島
康
正
の
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

を
嘲
矢
と
す
る
も
の
で
は
な
い。

そ
れ
は、

太
平
洋
戦
争
勃
発
前
後
に
催
さ
れ
た
座
談
会
「
近
代
の
超
克」

や
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本」

な
ど
に
お
い
て、

高
坂
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正
顕、

西
谷
啓
治、

高
山
岩
男、

鈴
木
成
高
な
ど
の
京
都
学
派
の
哲
学
者
や
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て、

す
で
に
強
調
さ

れ
て
い
た
発
想
で
あ
っ
た。

彼
ら
は
異
口
同
音
に、

日
本
帝
国
の
軍
事
的
・
政
治
的
な
台
頭
に
よ
っ
て、

東
亜
に
新
秩

序
が
現
出
し
つ
つ
あ
る
情
況
は、

こ
れ
ま
で
の
西
欧
を
中
心
と
す
る
歴
史
観
や
世
界
観
に
そ
の
根
底
か
ら
変
更
を
迫
る

も
の
だ
と
い
う
認
識
を
披
泄
し
た
（
弘
文
堂
「
世
界
史
講
座」

第一

巻
『
世
界
史
の
理
論』、
一

九
四
四
年
参
照）
。

近
来
の
思
想
史
研
究
の
な
か
に
は、

こ
の
こ
と
に
着
目
し、
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

に
展
開
さ
れ
る
大
島
康
正

の
歴
史
哲
学
は、

近
代
の
超
克
論
を
戦
後
に
あ
っ
て
な
お
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
て、

大
島
は
近
代
の
超
克
論
の
遅
れ

て
き
た
（一
周
遅
れ
の）

走
者
に
ほ
か
な
ら
な
い、

と
見
る
む
き
も
あ
る。

た
し
か
に、

京
都
帝
国
大
学
の
学
生
と
し

て、

あ
る
い
は
同
大
学
の
副
手
（
後
に
専
任
講
師）

と
し
て、

上
記
京
都
学
派
の
哲
学
者
や
歴
史
家
た
ち
と
の
あ
い
だ

に
親
密
な
交
流
を
も
っ
た
大
島
に、

近
代
の
超
克
と
い
う
発
想
を
継
承
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
な
か
っ
た
と
は
い
い
き

れ
な
い。

む
し
ろ、

大
島
は、

歴
史
を
積
極
的
に
哲
学
の
対
象
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
姿
勢
に
あ
る
種
の
共
感

を
さ
え
懐
い
て
い
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

し
か
し、

無
惨
な
敗
戦
の
後
に
系
統
的
な
思
索
と
し
て
固
め
ら
れ
た
大
島
の
歴
史
哲
学
は、

上
記
京
都
学
派
の
人
々

の
そ
れ
と
は
本
質
的
な
意
味
で
そ
の
内
実
を
異
に
し
て
い
る。

す
な
わ
ち、

後
者
が
た
と
え
一

時
的
に
で
は
あ
れ、

日

本
の
勝
利
と
そ
れ
に
基
づ
く
東
亜
新
秩
序
（
大
東
亜
共
栄
圏）

の
確
立
を
信
じ
た
の
に
対
し
て、

大
島
は、

そ
の
よ
う

な
妄
想
に
も
等
し
い
信
念
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

彼
は、

敗
北
に
よ
る
民
族
的
な
挫
折
の
体
験
を
媒
介
と
し

な
が
ら
自
己
の
思
索
を
構
築
し、

そ
れ
ゆ
え
に、

上
記
京
都
学
派
の
人
々
が
懐
き
え
な
か
っ
た
―
つ
の
思
索
を
自
己
の

歴
史
哲
学
の
核
に
据
え
る
こ
と
に
な
っ
た。

そ
れ
は、

罪
過
に
満
ち
た
民
族
の
過
去
を
い
か
に
す
れ
ば
変
容
さ
せ
う
る

の
か
と
い
う
思
索
で
あ
り、

そ
こ
に
こ
そ
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

の
核
心
が
存
す
る。

こ
の
核
心
に
目
を
投
ず
る
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な
ら
ば、

大
島
の
歴
史
哲
学
と
上
記
京
都
学
派
の
人
々
の
そ
れ
と
の
異
質
性
は、

お
の
ず
か
ら
に
き
わ
だ
っ
。

大
島
康
正
は、

未
来
の
無
を
現
在
の
根
底
に
引
き
受
け、

過
去
か
ら
連
続
す
る
自
己
を
自
己
否
定
的
に
無
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
過
去
の
意
味
を
変
容
さ
せ
よ
う
と
企
図
す
る。

大
島
自
身
は
明
示
的
に
語
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も、

変
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
大
島
が
措
定
す
る
過
去
が、

戦
時
中
の
日
本
軍
（
日
本
帝
国）

の
罪
過
を
包
摂
す
る
も

の
で
も
あ
り
う
る
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
「
現
実
に
そ
の
具
体
的
な
る
地
盤
を
も
た
ず、

む
し
ろ
逆
に
自
ら
観

念
的
に
先
走
っ
て
現
実
を
引
き
ず
ろ
う
と
す
る
理
念
が、

畢
覚
一
個
の
空
想
た
る
こ
と
の
暴
露
と
敗
北
に
終
わ
ら
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
は、

た
と
え
ば
今
次
の
戦
争
が
仮
借
な
く
わ
れ
わ
れ
の
前
に
示
し
て
み
せ
た
現
実
で
あ
る」
(-
八
五

s
一
八
六
頁）

と
い
う
大
島
の
言
説
は、

彼
が
変
容
さ
れ
る
べ
き
過
去
を
一
五
年
戦
争
の
う
ち
に
見
い
だ
し
て
い
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る。

た
だ
し、

過
去
の
変
容、

す
な
わ
ち
過
去
を
意
味
づ
け
し
な
お
し
う
る
可
能
性
を
強
調
す
る
大
島
の
思
索
は、

上
記

京
都
学
派
の
人
々
の
思
索
を
乗
り
超
え
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の、

他
の
誰
に
も
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い
独
歩
の
思
索

で
は
な
か
っ
た。

そ
れ
は、

つ
と
に
大
島
の
師
田
辺
元
に
よ
っ
て
披
泄
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た。

田
辺
は、
一
九
三

九
年
五
月一
0
日
か
ら
同
年
六
月一
四
日
ま
で
の
あ
い
だ
に
六
回
に
わ
た
っ
て、

京
都
帝
国
大
学
学
生
課
主
催
の
H
本

文
化
講
義
を
行
っ
た。

そ
の
「
歴
史
的
現
実」

と
題
さ
れ
た
講
義
に
お
い
て、

彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

併
し
過
去
が
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
ふ
に、

決
し
て
そ
れ
は
固
定
さ
れ
た
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な

く、

そ
れ
は
現
在
が
如
何
に
動
く
か
に
よ
っ
て、

従
っ
て
又
未
来
に
何
が
目
指
さ
れ
て
居
る
か
に
よ
っ
て
き
め
ら

れ
る
の
で
あ
る。

そ
の
事
は
何
か
歴
史
的
な
事
件
を
例
に
と
る
ま
で
も
な
く、

私
た
ち
が
自
分
自
身
の
生
活
を
と
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つ
て
み
る
と
明
白
で
あ
る。

例
へ
ば
私
が
或
る
過
失
を
犯
し
た
と
し
て、

そ
れ
は
自
然
現
象
と
し
て
は
私
の
閲
歴

か
ら
消
す
事
の
出
来
な
い
も
の、

変
ら
な
い
も
の
と
し
て
一

方
向
き
に
現
在
を
も
未
来
を
も
規
定
し
て
ゐ
る。

併

し
そ
の
過
ち
が
歴
史
的
現
実
と
し
て
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
は、

私
が
そ
れ
を
現
在
の
自
分
に
如
何
に
働
き
か

け
さ
せ
如
何
に
自
己
の
行
為
の
媒
介
に
す
る
か
に
よ
っ
て
定
ま
り、

又
こ
の
現
在
は
私
が
未
来
に
於
て
ど
う
い
ふ

事
を
為
し
得
る
か
に
よ
っ
て
意
味
を
変
ず
る
の
で
あ
る。

そ
れ
で
私
が
若
し
過
ち
を
犯
し
た
か
ら
こ
そ
却
て

更
正
し、

再
び
そ
れ
を
犯
さ
な
い
や
う
に
之
を
克
服
し
て
行
け
ば、

過
ち
は
却
て
私
に
と
つ
て
恵
み
と
な
り、

そ

れ
に
反
し
て
そ
れ
が
縁
に
な
っ
て
何
時
ま
で
も
習
慣
的
に
同
じ
過
ち
を
繰
返
す
な
ら
禍
と
な
る
の
で
あ
る。

奇
を

術
っ
た
云
ひ
方
を
す
れ
ば、

歴
史
は
過
去
に
あ
る
の
で
な
く、

現
在
に
否、

未
来
に
あ
る
と
さ
へ
云
へ
る。

（『
田
辺
元
全
集』

第
八
巻一
三
八
頁）

田
辺
は
い
う。

過
去
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く、

未
来
志
向
的
な
観
点
か
ら
の
現
在
の
と
ら
え
な
お
し
に
よ
っ

て、

そ
の
意
味
を
変
容
さ
れ
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る、

と。

具
体
的
に
は、
「
私」

が
過
去
に
お
い
て
犯
し
た
罪
過

は、

た
し
か
に
個
人
史
上
の
事
実
と
し
て
不
変
で
は
あ
る
も
の
の、

未
来
に
向
け
て
よ
り
善
き
自
己
を
模
索
し
つ
つ
現

在
を
構
築
す
る
な
ら
ば、

そ
れ
は
か
え
っ
て
恵
み
に
さ
え
な
る、

と
い
う
の
で
あ
る。

一
九一
二
九
年
当
時、

大
島
は
京
都
帝
国
大
学
に
在
籍
し、

直
系
の
弟
子
と
し
て
田
辺
の
講
筵
に
列
し
て
い
た。

お
そ

ら
く、

大
島
は
田
辺
の
当
面
の
講
義
を
聴
講
し
て
い
た
で
あ
ろ
う。

か
り
に
何
ら
か
の
事
情
で
大
島
が
こ
の
講
義
を
欠

席
し
た
と
し
て
も、

そ
れ
が
翌
年
六
月
に
岩
波
書
店
か
ら
公
刊
さ
れ
た
際
に、

大
島
が
こ
の
講
義
に
接
し
た
こ
と
は
疑

い
よ
う
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る。

し
た
が
っ
て、
「
変
容
さ
れ
る
過
去」

と
い
う
思
念
は、

大
島
が
独
自
に
切
り
拓
い
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た
も
の
で
は
な
く、

田
辺
の
思
索
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る。

た
だ
し、

こ
の
こ
と
は
大
島
が
田
辺
の
単
な
る
追
随
者
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い。

田

辺
は
同
じ
講
義
の
末
尾
に
近
い
部
分
に
お
い
て、

東
亜
の
新
秩
序
が
展
開
さ
れ
る
と
す
れ
ば、

古
代、

中
世、

近
代

（
世）

と
い
う
在
来
の
時
代
区
分
は
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る、

と
述
べ
て
い
る
（『
田
辺
元
全
集』

第
八
巻、
一

六
三
頁）
。

こ
の
よ
う
な、

近
代
の
超
克
論
の
基
礎
と
な
っ
た
と
お
ぽ
し
い
発
想
は、

死
屍
累
々
た
る
敗
残
の
山
河
を

眼
前
に
し
た
大
島
の
踏
襲
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た。

自
身
が
生
き
る
今
を
新
た
な
時
代
と
と
ら
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
時
代
区
分
論
の
先
駆
を
な
し
た
田
辺
で
は
あ
っ
た
が、

す
く
な
く
と
も
こ
の
講
義
を
行
っ
た
当
時
の
彼
に
は、

過
去
を
民
族
的
罪
過
に
満
ち
た
時
代
と
と
ら
え
る
認
識
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う。

こ
れ
に
対
し
て、

大
島
は、

民
族

的
罪
過
を
正
面
か
ら
凝
視
し、

そ
れ
を
い
か
に
意
味
づ
け
し
な
お
せ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
切
実
な
問
題
を
問
う
て
い

る。時
代
区
分
の
主
体
的
根
拠
を
理
論
的
に
問
う
書
で
あ
る
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

に
お
い
て
は、

こ
う
し
た
な
ま

な
ま
し
い
現
実
に
関
わ
る
問
い
が、

具
体
的
な
事
例
に
即
し
て
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
こ
と
は、

つ
い
に
な
か
っ
た。

し
か

し、

み
ず
か
ら
が
生
き
る
現
代
を
「
社
会
道
徳
が
崩
壊
し
て
世
紀
末
的
頗
廃
と
背
徳
が
横
行
す
る」

時
代
と
と
ら
え
る

大
島
の
認
識
は、

日
本
民
族
が
犯
し
た
集
団
的
規
模
の
罪
過
を
視
野
に
お
さ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
も
の
と

推
測
し
う
る。

大
島
は、

単
な
る
追
随
者
の
立
場
を
超
え
て、

田
辺
の
思
索
を
み
ず
か
ら
が
置
か
れ
た
現
実
の
な
か
に

独
自
に
生
か
し
つ
つ、

そ
れ
を
さ
ら
な
る
展
開
へ
と
導
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。
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日
清
・
日
露
の
二
つ
の
戦
争
を
経
て、

東
ア
ジ
ア
に
常
固
な
軍
事
的
・
経
済
的
な
基
盤
を
築
い
た
わ
が
国
は、

1
0
年
に
韓
国
を
併
合
し、

さ
ら
に、

満
州
の
権
益
を
確
保
す
べ
く一
九―――
一
年
以
降
に
は
中
国
へ
の
侵
略
戦
争
を
繰

り
広
げ
た。

既
得
権
益
の
確
保
と
そ
れ
の
さ
ら
な
る
拡
大
と
を
求
め
る
政
財
界
の
後
押
し
を
得
た
軍
部
は、

戦
線
を
果

て
知
れ
ず
拡
大
し、

や
が
て
米
英
と
の
よ
り
大
規
模
な
戦
争
へ
と
突
入
し
て
ゆ
く。

こ
う
し
た
対
外
膨
張
政
策
の
な
か

で、

わ
が
国
は
多
大
な
人
的
か
つ
物
質
的
な
損
害
を
こ
う
む
っ
た
が、

そ
れ
以
上
に
ア
ジ
ア
諸
国
に
与
え
た
損
害
は
大

か
れ
ん
ち
ゅ
う
き
ゅ
う

き
い。
台
湾、

朝
鮮
に
対
す
る
植
民
地
政
策
は
文
字
通
り
苛
敏
誅
求
を
極
め
た
し、

本
章
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に、

日
中
戦
争
の
あ
い
だ
に
中
国
に
与
え
た
損
害
は、

人
的
に
も
物
質
的
に
も
量
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る。

明
治
維
新
以

降
の
わ
が
国
の
近
代
史
は、

血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い。

こ
の
よ
う
な
暴
虐
の
歴
史
を、
一

九
四
八
年
の
時
点
（
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

の
最
終
的
な
ま
と
め
に
は
い
っ

た
時
期）

で
振
り
返
っ
た
と
き、

大
島
康
正
は、

太
平
洋
戦
争
勃
発
前
後
の、

新
時
代
の
到
来
を
喜
悦
を
も
っ
て
と
ら

え
る
理
論、

す
な
わ
ち
近
代
の
超
克
論
を、

そ
の
ま
ま
わ
が
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た。

第
二
次
世
界

大
戦
の
結
果、

世
界
は
西
欧
中
心
の
そ
れ
か
ら、

西
欧
に
と
っ
て
は
辺
境
に
す
ぎ
な
い
米
ソ
中
心
の
そ
れ
へ
と
変
貌
を

遂
げ
て
い
た
し、

中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
自
立
化
は、

枇
界
史
が
西
欧
史
か
ら
地
球
規
模
の
歴
史
へ
と

変
貌
し
つ
つ
あ
る
現
実
を
開
示
し
て
い
た。

そ
の
よ
う
な
情
況
下
に
あ
っ
て、

大
島
は
新
た
な
時
代
区
分
の
必
要
性
を

強
調
す
る。

そ
れ
は、

し
か
し、

日
本
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
東
亜
の
新
秩
序
が
新
時
代
の
到
来
を
告
げ
る
と
い
う
素

五

一
九
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朴
な
楽
観
主
義
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
は
な
く、

む
し
ろ
全
体
主
義
の
決
定
的
な
挫
折
の
過
程
で
生
じ
た
暴
虐
の
過
去

を、

未
来
に
向
け
て
い
か
に
変
容
さ
せ
て
ゆ
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た。

た
だ
し、
大
島
は、
新
た
な
時
代
区
分
の
成
立
に
伴
っ
て
過
去
が
変
容
さ
れ
う
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
り、

そ
の
変
容
が
具
体
的
に
い
か
な
る
形
態
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は、

ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
は
い
な
い。

そ
れ
は、

大
島
の
理
論
的
な
思
索
に
樽
か
れ
つ
つ
も、

さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
て
具
体
的
な
思
考
を
展
開
し
よ
う
と
す
る

者
の
前
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

さ
て、

わ
が
国
の
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
問
題
を
め
ぐ
っ
て、

中
国
や
韓
国
の
世
論
が
厳
し
い
反
応
を
示
し
た
こ
と

は
記
憶
に
新
し
い
。

靖
国
神
社
は
天
皇
の
た
め
に
戦
死
し
た
将
兵
を
祀
る
神
社
で
あ
り、

そ
の
存
在
は
近
代
の
血
塗
ら

れ
た
暴
虐
の
歴
史
と
け
っ
し
て
無
縁
で
は
な
い。

そ
の
よ
う
な
神
社
へ
の
公
人
た
る
首
相
の
参
拝
が、

暴
虐
の
歴
史
に

お
け
る
多
く
の
犠
牲
者
と
そ
の
遺
族
た
ち
に
よ
る
非
難
の
対
象
と
な
る
こ
と
は、

い
か
に
し
て
も
避
け
が
た
い
で
あ
ろ

う。

ま
し
て
そ
の
神
社
に
A
級
戦
犯
が
合
祀
さ
れ
て
い
る
と
な
れ
ば、

暴
虐
の
歴
史
を
日
本
の
軍
部
の
独
走
に
根
ざ
す

も
の
と
規
定
し、

日
本
の
一
般
民
衆
に
責
任
を
求
め
な
い
と
い
う
中
国
な
ど
の
近
隣
諸
国
の
基
本
姿
勢
は、

そ
の
根
底

か
ら
崩
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う。

A
級
戦
犯
と
は
極
東
国
際
軍
事
裁
判
の
裁
定
に
基
づ
く
日
本
側
の
戦
争
指
樽
者
の
呼
称
で
あ
り、

そ
の
裁
判
そ
の
も

の
の
正
当
性
が
疑
わ
し
い
以
上、
「
戦
犯」

と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
が
再
考
を
迫
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張

は、

か
な
ら
ず
し
も
理
解
の
範
疇
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い。

し
か
し、

戦
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
独
立
は、
一
九
五

一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る。

同
講
和
条
約
を
受
け
い
れ
る
と
い
う
こ
と
は、

極
東
国
際
軍
事
裁
判
の
裁
定
に
全
面
的
に
承
服
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を、

わ
た
し
た
ち
は
け
っ
し
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て
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。

A
級
戦
犯
を
合
祀
す
る
神
社
へ
の
首
相
の
参
拝
は、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和

条
約
の
精
神
に
違
背
し、

そ
こ
に
根
ざ
し
た
国
際
関
係
を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
な
い。

勝
者
が
敗
者
を

裁
く
こ
と
に
絶
対
的
な
正
義
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い。

た
と
え
そ
れ
が
敗
者
の
言
い
分
を
無
視
す
る
点
に
お
い
て

大
き
な
難
点
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も、

極
東
国
際
軍
事
裁
判
の
裁
定
が、

そ
の
後
の
歴
史
を
動
か
す
現
実

的
な
起
点
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
は、

現
実
の
国
際
関
係
の
在
り
よ
う
と
し
て、

い
か
に
し
て
も
動
か
し
え
な
い
と
い

っ
て
い
る
の
で
あ
る。

講
和
条
約
の
精
神
を
無
視
し、

近
隣
諸
国
の
民
族
感
情
を
逆
撫
で
し
て
ま
で
わ
が
国
の
首
相
が
靖
国
神
社
に
参
拝
し

続
け
る
の
は、

血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
歴
史
へ
の
真
摯
な
反
省
を
欠
く
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い。

た
し
か
に、

靖
国
神
社

は、

明
治
初
年
以
来
天
皇
の
名
の
も
と
に
犠
牲
に
な
っ
た
旧
日
本
軍
将
兵
の
御
霊
を
祀
る
場
で
あ
り、

そ
こ
に
参
拝
す

る
こ
と
に
は
英
霊
へ
の
鎮
魂
と
い
う
意
味
あ
い
が
こ
め
ら
れ
て
は
い
る。

し
か
し
な
が
ら、

英
霊
は
悲
惨
な
犠
牲
者
で

あ
る
と
同
時
に、

残
虐
な
加
害
者
で
も
あ
っ
た。

靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
首
相
と
彼
を
取
り
巻
く
政
治
勢
力
は、

こ
の

こ
と
を
失
念
し
て
い
る。

そ
れ
を
失
念
す
る
が
ゆ
え
に、

彼
ら
は
血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
歴
史
を
真
摯
に
反
省
す
る
こ
と

が
で
き
な
い。

そ
の
無
反
省
的
な
自
己
肯
定
性
が
中
韓
両
国
を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
諸
国
の
民
衆
の
怒
り
を
か
い、

彼

ら
を
反
日
行
動
へ
と
は
し
ら
せ
る
と
し
て
も、

そ
れ
は
や
む
を
な
い
こ
と
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。

そ
れ
に
し
て
も、

な
ぜ
日
本
国
の
首
相
と
彼
を
支
え
る
政
治
勢
力
は、

血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
歴
史
へ
の
反
省
の
念
を

欠
く
の
だ
ろ
う
か。
―
つ
に
は、

植
民
地
支
配
と
一
五
年
戦
争
と
を
正
当
化
す
る
歴
史
認
識
を
支
え
と
し
て
行
動
を
と

る
こ
と
が、

政
治
的
に
一

定
の
利
益
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
ろ
う。

だ
が、

理
由
は
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い。

よ
り
決
定
的
な
理
由
は、

彼
ら
の
内
面
に
現
代
を
新
た
な
時
代
と
し
て
と
ら
え、

そ
の
意
義
を
正
面
か
ら
問
う
て
ゆ
こ
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う
と
い
う
志
向
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

述
べ
て
き
た
よ
う
に、
一
五
年
戦
争
に
お
け
る
無
惨
な
敗
北
に
よ
っ
て、

東
亜
に
お
け
る
新
秩
序
の
構
築
を
志
向
す

る
明
治
期
以
来
の
対
外
膨
張
主
義
は、

決
定
的
に
挫
折
し
た。

そ
の
挫
折
の
後
に
到
来
す
る
も
の
は、

そ
れ
以
前
と
は

内
実
を
異
に
す
る
新
た
な
時
代
で
あ
っ
た
は
ず
だ。

事
実、

戦
前
・
戦
中
の
天
皇
中
心
主
義
的
な
価
値
観
が
根
底
か
ら

突
き
崩
さ
れ、

そ
れ
に
か
わ
っ
て
政
治
・
経
済
・
思
想
の
民
主
的
な
態
様
を
企
及
す
る
新
た
な
価
値
観
が
人
々
の
意
識

を
蔽
う
と
い
う
現
実
が、

戦
後
社
会
の
な
か
に
は
定
位
さ
れ
て
い
た。

時
代
は
大
き
く
変
貌
し
て
い
た
の
で
あ
り、

そ

の
変
貌
を
虚
心
に
受
け
と
め
る
な
ら
ば、

そ
れ
以
前
と
以
後
と
を
戟
然
と
区
分
す
る
新
た
な
時
代
区
分
意
識
が
必
要
に

し
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は、

ほ
と
ん
ど
自
明
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。

大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠』

は、

こ
の
点
を
鋭
利
に
見
定
め
る
視
点
か
ら
書
か
れ
た
論
著
で
あ
っ
た。

こ
の
書
が
説
く
と
こ
ろ
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う

に、

新
時
代
の
到
来
を
自
覚
的
に
と
ら
え
る
態
度
は、

未
来
の
無
へ
の
眼
差
し
の
も
と
に
過
去
を
意
味
づ
け
し
な
お
そ

う
と
す
る
姿
勢
と
不
離
の
関
係
に
あ
る。

し
た
が
っ
て、

も
し
戦
後
日
本
国
家
の
為
政
者
た
ち
の
あ
い
だ
に、

新
た
な

時
代
の
到
来
を
真
摯
に
受
け
と
め
る
認
識
が
あ
っ
た
な
ら
ば、

彼
ら
は、

何
よ
り
も
ま
ず、

血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
過
去

へ
の
深
刻
な
反
省
を
披
泄
し
て
い
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る。

と
こ
ろ
が、

彼
ら
に
は、

戦
後
社
会
を
新
時
代
と
し
て
画
そ
う
と
い
う
意
識
が
欠
落
し
て
い
た。

そ
の
た
め、

自
己

否
定
を
媒
介
と
す
る
過
去
へ
の
反
省
と
そ
れ
に
基
づ
く
現
在
の
懺
悔
と
が
等
閑
に
付
さ
れ、

過
去
の
有
は
何
ら
の
否
定

性
も
伴
う
こ
と
な
く
平
板
に
未
来
へ
と
数
珠
つ
な
ぎ
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
目
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。

反

省、

懺
悔。

こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
否
定
性
が
欠
如
す
る
位
相
に
お
い
て
は、

血
塗
ら
れ
た
暴
虎
の

過
去
は
何
ら
改
変
さ
れ
る
こ
と
な
く、

な
ま
の
ま
ま
の
姿
を
露
呈
し
つ
づ
け
る。

中
韓
両
国
を
は
じ
め
近
隣
諸
国
の
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人
々
が、

い
ま
な
お
日
本
民
族
の
過
去
を
許
し
え
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る。

現
代
を
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
時
代
と
し
て
画
そ
う
と
す
る
な
ら
ば、

わ
た
し
た
ち
は、

ま
ず、

未
来
の
無

を
現
在
の
自
己
の
根
底
に
引
き
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

そ
の
う
え
で、

さ
ら
に、

わ
た
し
た
ち
は、

自
身
に
固
有

な
過
去
を
自
己
も
ろ
と
も
に
否
定
の
淵
へ
と
投
げ
こ
む
必
要
が
あ
る。

そ
の
際、

自
己
の
直
下
に
あ
る
未
来
の
無
は、

わ
た
し
た
ち
の
在
る
べ
き
姿
を
開
示
す
る
で
あ
ろ
う。

そ
う
し
た
在
る
べ
き
姿
に
む
か
っ
て
自
己
を
企
投
し
て
ゆ
く
と

き、

過
去
の
意
味
は
大
き
く
変
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

と
い
う
の
も、

そ
の
場
合
に
は、

過
去
の
在
る
べ
か
ら
ざ
る

態
様
は、

わ
た
し
た
ち
が
理
念
的
な
未
来
を
希
求
す
る
に
至
る
た
め
の
負
的
な
恵
み
へ
と
変
貌
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る。こ
と
を
現
実
に
即
し
て
い
い
な
お
せ
ば、

お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う。

す
な
わ
ち、

戦
後
の
新
た
な
時

代
を、

そ
れ
以
前
と
画
さ
れ
た
特
別
な
時
代
と
し
て
と
ら
え
る
わ
た
し
た
ち
は、

未
来
の
無
を
自
身
の
内
奥
に
呼
び
こ

む
こ
と
に
よ
っ
て、

ま
ず
は
過
去
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が、

あ
る
い
は
わ
た
し
た
ち
の
父
母
や
祖
父
母
の
世
代
が
犯

し
た
暴
虐
と
と
も
に
自
己
自
身
を
否
定
し、

懺
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

そ
し
て、

そ
の
自
己
否
定
と
懺
悔
と
を
内

外
に
む
か
っ
て
あ
き
ら
か
に
し
つ
つ、

そ
れ
ら
を
不
断
に
更
新
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る。

し
か
も
そ
れ
と
同
時
に、

わ

た
し
た
ち
は、
過
去
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
の
暴
虐
の
対
象
と
な
っ
た
近
隣
諸
国
の
人
々
や
そ
の
子
孫
た
ち
と
と
も
に、

互
い
の
自
律
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
も、

相
互
の
垣
根
を
と
り
払
い
う
る
よ
う
な
友
好
関
係
を
恒
久
的
に
築
き
あ
げ

て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い。

も
と
よ
り、

そ
う
し
た
営
み
は、

わ
た
し
た
ち
日
本
人
の
一

方
的
な
努
力
に
よ
っ
て
可

能
に
な
る
も
の
で
は
な
く、

近
隣
諸
国
の
住
民
の
側
か
ら
の
わ
た
し
た
ち
へ
の
歩
み
寄
り
を
も
前
提
と
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

わ
た
し
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い。

近
隣
諸
国
と
の
関
係
修
復
へ
の
努
力
を
可
能
な
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ら
し
め
る
そ
も
そ
も
の
起
発
点
は、

わ
た
し
た
ち
の
自
己
否
定
で
あ
り
懺
悔
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を。

わ
た
し
た
ち
日

本
人
は、

近
隣
諸
国
民
と
の
あ
い
だ
に
友
好
関
係
を
結
び
ゆ
く、

そ
の
全
過
程
に
お
い
て
徹
頭
徹
尾
自
己
否
定
と
懺
悔

と
を
遂
行
し
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る。

日
本
人
と
し
て
の
民
族
的
な
位
相
に
お
け
る
自
己
否
定
と
懺
悔
の
必
要
性
を
強
調
す
る
姿
勢
に
対
し
て
は、

そ
の
よ

う
な
自
虐
的
態
度
は
民
族
の
衿
持
を
い
ち
じ
る
し
く
そ
こ
な
う
も
の
だ
と
の
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し、

民
族
の
衿
持
と
は、

い
た
ず
ら
に
み
ず
か
ら
の
正
当
性
を
誇
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
う
る
も
の
で

は
な
い
。

反
省
す
べ
き
こ
と
は
率
直
に
反
省
す
る
こ
と、

自
己
否
定
的
に
む
か
い
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
に
つ

い
て
は、

真
摯
に
懺
悔
を
示
し
て
ゆ
く
こ
と。

こ
の
よ
う
な、

自
己
の
負
的
な
側
面
を
正
視
す
る
態
度
を、

不
可
避
の

も
の
と
し
て
積
極
的
に
踏
み
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
民
族
の
衿
持
は
確
保
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

反
省
し、

懺
悔
す
べ
き
問
題
か
ら
眼
を
そ
ら
し、

無
脈
絡
に
自
己
を
正
当
化
し
た
あ
げ
く
に、

逆
に
開
き
直
っ
て
近

隣
諸
国
の
非
を
あ
げ
つ
ら
う
よ
う
な
態
度
は、

け
っ
し
て
自
民
族
の
衿
持
を
確
保
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

反

省
す
べ
き
を
反
省
し、

懺
悔
す
べ
き
を
懺
悔
す
る
勇
気
を
民
族
に
共
有
の
心
性
と
し
て
保
持
す
る
こ
と
こ
そ
が、

真
に

衿
持
を
保
つ
こ
と
に
直
結
す
る。

わ
た
し
た
ち
は、

こ
の
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

わ
た
し
た
ち
の
真
率
な
自
己
否
定
と
懺
悔
が
近
隣
諸
国
の
民
衆
に
よ
っ
て
正
面
か
ら
受
け
と
め
ら
れ
る
と
き、

わ
た

し
た
ち
の
血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
過
去
は、

そ
の
意
味
を
変
容
さ
れ
る。

真
率
な
自
己
否
定
と
懺
悔
を
欠
く
な
ら
ば、

血

途
ら
れ
た
暴
虐
の
過
去
は、

た
だ
そ
の
残
虐
性
の
み
を
あ
ら
わ
に
し、

ど
こ
ま
で
も
払
拭
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
汚
点
と

し
て
残
置
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。

だ
が、

自
己
否
定
と
懺
悔
が
近
隣
諸
国
の
民
衆
に
よ
っ
て
受
け
い
れ
ら
れ、

わ
た
し
た

ち
と
彼
ら
と
の
あ
い
だ
に、
「
ア
ジ
ア
共
同
体」

と
で
も
い
う
べ
き
平
和
な
友
好
関
係
が
育
つ
と
き、

罪
過
に
満
ち
た
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わ
た
し
た
ち
の
過
去
は、

そ
れ
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
未
来
に
向
け
て
の
良
好
な
展
望
が
開
か
れ
た
原
拠
と
し
て、

い
わ

ば
一

種
の
恵
み
と
さ
え
な
る。

も
と
よ
り、

暴
虐
の
事
実
が
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。

過
去
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
存
在
し
な
い
と
い
う
暴
論
に

も
等
し
い
哲
学
的
な
戯
論
に
沈
潜
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り、

わ
た
し
た
ち
は
み
ず
か
ら
の
暴
虐
の
過
去
を
い
つ
ま
で
も

わ
が
身
に
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
覚
悟
を
も
ち
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て、

わ
た
し
た
ち
の
過
去
は
単
な
る
汚
点
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て、

汚
点
で
あ
る
が
ゆ
え
に
恵
み
で
あ
る
と
い
う
逆
説
性
を

有
す
る
こ
と
に
な
る。

そ
し
て、

こ
の
逆
説
性
の
な
か
で、

現
在
を
生
き
る
自
己
自
身
を
虚
心
に
見
つ
め
る
と
き、

そ

こ
に
そ
れ
以
前
と
は
内
質
を
異
に
す
る
真
に
新
た
な
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る。

大
島
康
正
『
時
代
区
分

の
成
立
根
拠』

は、

わ
た
し
た
ち
の
精
神
史
の
内
部
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
自
覚
の
必
要
性
を
暗
に
示
唆
す
る
書
で
あ

っ
た。な

お、

く
れ
ぐ
れ
も
留
意
す
べ
き
は、

未
来
の
無
を
現
在
の
基
底
に
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
意
味
が
変
容

さ
れ
る
と
い
っ
て
も、

そ
れ
は
史
実
が
雲
散
霧
消
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る。

わ
が
国
の
昨
今
の

言
論
界
に
は、

近
隣
諸
国
民
の
反
日
行
動
を
近
隣
諸
国
の
政
治
的
要
請
に
基
づ
い
て
解
釈
し
よ
う
と
い
う
論
調
が
見
ら

れ
る。
い
わ
く、

中
国
政
府
は、

自
国
内
に
生
じ
た
経
済
格
差
を
原
因
と
す
る
国
民
の
不
満
を
巧
み
に
逸
ら
す
た
め
に

世
論
を
反
日
の
方
向
へ
と
誘
導
し
て
い
る、

と。

こ
の
よ
う
な
論
調
は、

わ
た
し
た
ち
の
過
去
に
対
す
る
真
摯
な
認
識

を
欠
落
さ
せ
て
い
る
点
に
お
い
て、

大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る。

か
り
に
近
隣
諸
国
の
政
府
が
そ
の
国
民
を
反
日

の
方
向
に
差
し
む
け
よ
う
と
企
図
し
て
い
る
と
し
て
も、

反
日
の
原
拠
と
な
る
よ
う
な
過
去
の
罪
過
が
な
か
っ
た
な
ら

ば、

そ
れ
は
成
功
を
見
る
は
ず
が
な
い。

も
し
反
日
へ
の
世
論
の
誘
導
が
近
隣
諸
国
で
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
と
す
れ
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ば、

そ
れ
は、

ひ
と
え
に
わ
た
し
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
過
去
へ
の
反
省
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
に
由

来
す
る。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
犀
利
な
認
識
を
欠
い
た
ま
ま、

す
な
わ
ち、

過
去
の
史
実
は
永
遠
に
消
去
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
を
閑
却
し
た
ま
ま、

反
H
行
動
を
た
だ
政
治
的
に
の
み
解
す
る
論
調
は、

失
当
の
域
を
超
え

て
醜
悪
で
さ
え
あ
る。

過
去
の
事
実
は
消
え
な
い
。

そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り、

そ
れ
を
変
容
さ
せ
る
方
途
は、

被
害
を
受

け
た
側
か
ら
の
要
請
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に、

み
ず
か
ら
積
極
的
に
自
己
否
定
と
懺
悔
と
を
遂
行
し

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
拓
か
れ
え
な
い。

自
身
が
生
き
る
時
代
を、

そ
れ
以
前
と
は
本
質
的
に
異
な
る
時
代
と
し

て
と
ら
え、

そ
こ
に
明
朗
な
未
来
へ
の
可
能
性
を
見
取
ろ
う
と
す
る
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り、

わ
た
し
た
ち
は
け
っ
し
て

こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い。
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