
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
慈
恵
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
追
い
出
る
隙
間
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
撫
事
に
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
手
立
て
は
な
い
。
包
囲
網
は
大
 
 
 

量
殺
戟
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
磯
城
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
運
ば
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
戟
は
、
老
人
た
ち
や
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
廉
『
昭
和
陸
軍
の
研
究
（
上
）
』
朝
日
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
参
照
）
。
一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
以
来
、
一
五
年
間
に
も
お
よ
ぶ
日
中
戦
争
に
お
い
て
、
中
国
は
 
 

二
千
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
 
 

哲
学
・
思
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変
容
さ
れ
る
過
去
 
 
 

－
大
島
廉
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
 
に
即
し
て
－
 
 

伊
 
藤
 
 



な
日
常
を
過
ご
す
無
事
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
敬
し
て
い
っ
た
。
そ
の
殺
 
 

致
の
概
数
が
一
五
年
間
で
二
千
万
に
も
達
す
る
と
い
う
事
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
残
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
実
勢
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
敬
し
た
。
一
般
に
南
京
大
虐
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
っ
つ
あ
る
現
実
は
、
日
本
軍
と
い
う
組
織
の
非
人
間
性
と
残
虐
性
と
が
、
戦
後
六
〇
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
虐
殺
に
つ
い
て
、
現
在
、
中
国
側
は
三
〇
万
の
人
命
が
輩
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
三
〇
万
を
峠
る
か
に
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
城
戦
が
日
本
軍
の
手
に
よ
っ
て
行
な
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
破
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
観
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
一
つ
の
画
期
と
と
ら
え
、
そ
こ
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
ば
、
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
寅
蟄
な
反
省
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
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
養
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
裁
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
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
厳
正
F
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
即
し
て
－
 
 



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
を
畢
む
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
な
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
、
戟
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
聾
立
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
覆
す
こ
と
は
、
人
間
の
 
 

歴
史
に
対
す
る
胃
瀾
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
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
 
 
 

ら
、
時
代
区
分
の
立
て
方
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
直
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
可
能
性
に
身
を
委
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
。
 
 

小
塙
に
お
い
て
は
、
二
一
世
紀
の
日
本
と
い
う
情
況
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
、
二
〇
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
戟
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
間
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
主
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
委
ね
る
だ
け
の
他
律
的
態
度
は
、
戟
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
小
稿
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
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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
番
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
。
 
 

二
 
 

『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
は
、
一
九
四
九
年
二
月
に
筑
摩
萱
磨
か
ら
上
梓
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
七
年
三
月
年
に
理
想
社
か
ら
「
哲
学
全
書
」
の
な
か
の
 
 

l
蕃
と
し
て
再
版
さ
れ
、
さ
ら
に
、
二
〇
〇
一
年
四
月
に
は
燈
影
舎
の
「
京
都
哲
学
撰
審
」
の
l
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
安
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
っ
つ
旧
促
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
ぼ
完
壁
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
葦
原
版
を
攻
撃
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
敵
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
莫
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
代
区
分
（
P
e
計
已
s
i
e
r
巨
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
開
明
し
よ
う
と
す
る
在
来
の
歴
史
学
は
、
こ
れ
を
踏
み
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
著
者
大
島
廉
正
が
明
確
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
歴
史
上
の
特
定
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
 
に
即
し
て
－
 
 

四  



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
・
符
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
へ
シ
オ
 
 

ド
ス
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
ツ
エ
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
非
史
の
動
静
を
バ
ビ
ロ
 
 

ニ
ア
王
国
、
メ
デ
ア
ー
ペ
ル
シ
ア
‡
固
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
t
囲
、
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
番
』
に
も
つ
い
さ
ら
に
、
硯
代
で
も
な
お
い
般
に
通
榊
す
る
古
代
∴
甲
世
・
近
代
の
時
代
∵
痛
法
は
、
ヴ
ア
ラ
、
フ
ツ
テ
ン
、
エ
ラ
ス
ム
ス
、
マ
キ
ヤ
ヴ
ュ
リ
 
 

な
ど
の
、
歴
史
を
邸
門
と
し
な
い
人
す
芋
志
聯
署
‥
T
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
メ
ン
シ
ユ
）
た
ち
の
、
古
代
裸
輿
の
発
想
を
起
点
と
す
る
＝
人
出
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
、
二
一
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
及
製
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
の
今
日
の
歴
史
研
究
が
、
具
体
的
に
志
向
す
る
対
象
の
如
何
を
関
わ
ず
、
歴
史
を
古
代
、
中
低
、
近
 
 

代
に
区
分
し
っ
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
≡
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
始
め
と
す
る
東
洋
世
界
の
歴
史
記
述
が
時
代
縦
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
褒
は
、
太
良
の
こ
の
指
摘
が
け
つ
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
織
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
。
讐
帽
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
骨
み
が
ど
の
よ
う
な
窓
織
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
い
か
な
る
次
元
お
い
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
あ
き
ら
か
に
し
て
 
 

哲
学
・
思
想
諭
集
節
二
十
二
枚
 
 
 



こ
こ
で
い
う
「
今
」
が
、
硯
神
（
ア
キ
ッ
カ
ミ
）
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
阻
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
阻
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
設
け
て
 
 

区
切
っ
た
一
時
代
の
謂
い
と
解
せ
ら
れ
る
。
当
面
の
宣
命
第
一
詔
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
「
中
」
の
終
極
点
は
文
武
治
世
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
沓
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
 
 
 

み
た
い
。
 
 
 

つ
と
に
伊
藤
博
『
常
葉
集
の
構
造
と
成
立
（
上
）
』
（
一
九
七
四
年
、
塙
書
房
）
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
養
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
膿
厚
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
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
っ
つ
、
『
古
事
記
』
編
纂
当
時
の
日
本
 
 

人
の
あ
い
だ
に
、
一
過
去
を
一
括
し
て
「
今
」
（
『
古
事
記
』
編
纂
の
時
代
）
に
対
時
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
め
ら
 
お
ほ
み
こ
と
 
 
 
 
の
た
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ご
な
 
 
 
 
 
 
み
こ
た
ち
 
お
ほ
普
み
た
ち
 
も
も
の
つ
か
さ
 
ひ
と
ど
も
 
 
あ
め
の
し
た
お
ほ
み
た
か
ら
 
も
ろ
も
ろ
 
 
 
た
ま
 
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
の
人
等
・
天
下
の
公
民
、
諸
聞
き
食
へ
 
 

ま 

つ
ぎ
て
 
 

い
や
 
 

み
こ
 
 

と
ほ
す
め
ろ
ぎ
 
 

と
詔
ふ
。
高
天
原
に
事
始
め
て
、
遠
天
皇
祝
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
に
大
八
嶋
国
知
ら
さ
む
次
と
、
天
 
 

や
ま
と
ね
こ
み
め
ら
み
こ
と
 
 

よ
ま
に
ま
ひ
つ
ぎ
た
か
み
く
ら
わ
ざ
あ
含
み
か
み
 
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
日
嗣
高
御
座
の
業
と
、
現
つ
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
板
子
天
皇
命
の
 
 

と
と
の
 
 

か
し
こ
を
す
く
に
 
授
け
賜
ひ
負
せ
賜
ふ
、
貴
き
高
き
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
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
。
…
…
 
 

（
官
杏
第
一
許
、
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
冗
年
八
月
十
七
日
条
）
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
即
し
て
－
 
 



こ
し
、
推
古
大
畠
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
酋
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
俄
紫
躯
』
が
事
実
上
鮮
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
枇
を
さ
し
、
し
た
が
っ
て
「
今
」
は
、
鮮
明
天
皇
以
降
の
時
代
の
調
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
 
 

み
に
、
鮮
明
天
皇
は
『
古
事
記
』
編
各
の
発
案
者
天
武
天
皇
の
先
考
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
は
大
武
皇
統
の
起
点
た
る
鮮
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
続
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
、
鮮
明
天
皇
以
降
の
時
代
を
「
今
」
と
見
定
め
る
認
織
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
大
畠
以
降
応
神
大
畠
ま
で
の
時
代
、
お
よ
び
仁
徳
天
畠
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
南
 
 

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
番
『
古
事
記
』
 
の
発
案
者
た
る
天
武
天
皇
の
 
 
 

先
考
鮮
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
談
論
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
神
武
天
曳
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
塵
の
後
継
た
る
仁
徳
天
良
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
。
 
 

「
神
武
」
「
応
神
」
と
い
う
認
号
は
、
こ
れ
ら
の
大
畠
が
神
々
と
探
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
日
す
る
な
ら
ば
、
神
々
に
対
す
る
 
 

人
間
の
関
係
の
在
り
方
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
窓
織
が
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
盲
ト
コ
ト
ヌ
シ
）
と
和
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
塑
性
を
浪
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
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
青
井
厳
『
天
皇
の
系
譜
と
神
訴
』
 
（
摘
啓
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
粂
に
応
神
自
身
の
史
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的
事
跡
を
綿
密
に
語
る
個
所
が
見
当
ら
な
い
点
な
ど
を
根
拠
と
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
一
つ
の
示
唆
を
も
た
ら
す
。
 
 
 

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
王
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
関
す
る
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
宮
人
た
ち
に
は
、
あ
き
ら
か
に
、
皇
統
を
こ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
以
来
一
系
を
保
つ
も
の
と
し
て
措
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
さ
れ
る
。
人
皇
初
代
と
し
て
そ
の
存
在
を
促
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
つ
て
終
息
し
っ
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
な
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
常
 
 

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
歌
」
常
葉
集
巻
一
、
二
九
⊥
二
こ
を
残
し
て
い
 
 
 

る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
即
し
て
－
 
 

八  



か
つ
て
天
智
天
皇
が
郡
し
た
近
江
の
地
の
荒
廃
を
嘆
く
近
江
浣
郡
歌
は
、
六
七
二
年
の
壬
申
の
乱
を
念
流
に
置
き
な
が
ら
、
天
智
天
皇
か
ら
大
友
亀
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
続
、
文
武
へ
、
そ
し
て
元
明
、
元
 
 

正
を
経
て
聖
武
、
孝
謙
、
揮
仁
、
称
徳
（
孝
謙
の
重
離
）
 
へ
と
至
る
大
武
皇
統
で
あ
っ
た
。
近
江
荒
都
故
に
お
い
て
大
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
王
桝
と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
に
追
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
、
大
武
天
畠
の
先
考
た
る
鮮
明
天
皇
に
至
り
着
く
。
推
古
天
鼻
の
治
枇
を
も
っ
て
「
古
」
の
時
代
が
終
わ
り
、
鮮
明
 
 

天
皇
の
治
世
か
ら
新
時
代
が
拓
か
れ
る
と
い
う
認
弛
は
、
天
武
鼻
紙
の
弥
栄
を
言
祝
ぐ
意
織
と
暦
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
 
 

三
 
 

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
時
代
三
分
法
、
な
い
し
は
過
去
の
歴
史
を
三
分
割
す
る
へ
そ
し
て
、
そ
こ
に
さ
ら
に
現
代
を
付
加
す
る
）
時
代
区
分
憩
織
は
、
西
欧
近
代
 
 

に
の
み
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
古
代
日
本
人
の
意
織
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
鳥
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
三
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
恵
級
の
う
ち
に
す
で
に
萌
し
て
い
る
と
は
い
い
切
れ
な
い
よ
う
に
見
 
 
 

ゝ
つ
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
1
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
鯉
を
根
底
に
引
き
受
け
な
が
ら
、
本
来
は
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
鰊
を
引
き
受
け
な
が
ら
い
っ
た
ん
は
そ
の
触
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
青
野
讃
歌
（
「
菅
野
の
宮
に
草
す
時
に
、
柿
本
朝
巨
人
麻
呂
 
 

が
作
る
歌
」
常
葉
集
巻
一
、
三
六
⊥
二
九
）
に
お
い
て
、
天
武
天
皇
の
適
業
を
直
裁
に
継
承
す
る
持
続
朝
の
弥
栄
を
予
祝
し
た
。
そ
の
第
一
歌
群
（
三
六
⊥
ニ
七
）
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み
や
こ
 
 

み
な
そ
そ
 
 

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
敵
く
 
摘
の
宮
処
は
 
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
 
 

と
こ
な
め
 
 

と
う
た
い
、
さ
ら
に
同
歌
群
の
反
歌
（
三
七
）
 
で
は
、
「
見
れ
ビ
飽
か
ぬ
青
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む
」
；
大
）
と
詠
じ
て
い
る
。
持
 
 

統
天
皇
の
営
む
青
野
離
宮
は
青
野
の
川
の
流
れ
が
経
え
な
い
よ
う
に
、
い
つ
い
つ
ま
で
も
永
存
し
、
そ
こ
に
仕
え
る
宮
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
⊥
二
九
）
 
の
長
歌
（
三
八
）
に
お
い
て
は
、
現
実
の
持
統
天
皇
の
治
世
を
「
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
武
天
皇
以
来
連
 
 

綿
と
地
上
世
界
を
統
治
す
る
硯
つ
神
（
ア
キ
ッ
カ
ミ
）
 
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
統
性
は
け
っ
し
て
軽
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
当
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
1
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
。
 
 
 

『
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
世
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
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
1
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
即
し
て
－
 
 



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
触
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
撫
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
綾
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
憩
弛
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
に
の
う
ち
に
、
そ
の
本
来
の
悪
童
を
有
す
る
。
自
己
の
在
る
べ
き
姿
を
希
求
し
、
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
恵
織
は
、
自
己
自
身
が
そ
こ
に
置
か
れ
た
現
況
 
 
 

へ
の
峻
厳
な
眼
差
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
、
大
畠
を
支
配
権
力
の
頂
点
に
敷
く
政
治
的
組
成
の
平
頼
な
持
続
を
企
及
す
 
 
 

る
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
点
に
お
い
て
、
自
己
が
生
き
て
在
る
現
実
へ
の
百
日
的
な
漕
実
に
姦
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
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
 
 
 

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
柑
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
世
紀
啓
蒙
主
義
の
上
昇
史
観
の
う
ち
に
顕
在
化
す
る
連
続
性
の
観
念
が
、
わ
た
し
た
ち
の
硯
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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
っ
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
棉
祁
（
理
性
）
 
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
傭
撤
し
う
る
神
の
ご
と
き
視
点
に
置
い
た
う
え
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
 
 

よ
う
な
神
の
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
渡
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
轟
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
呟
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
偶
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
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
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
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立
根
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に
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ゆ
え
ん
で
あ
る
。
時
代
区
分
は
、
そ
れ
を
行
な
う
主
体
の
実
存
的
な
在
り
方
の
直
戟
の
反
映
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
主
体
性
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
主
体
性
は
恋
意
性
の
代
名
詞
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
棟
的
共
同
性
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
映
し
出
す
こ
と
を
通
じ
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
職
し
て
い
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
 
 

四
 
 

『
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
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
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
的
反
駁
の
理
由
と
し
て
あ
げ
る
次
の
こ
と
 
ー
 
す
な
わ
ち
、
時
代
区
分
と
い
う
も
の
が
一
般
に
決
 
 

し
て
た
だ
一
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
、
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
ビ
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
〇
六
頁
）
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こ
こ
で
、
大
島
は
、
時
代
区
分
の
方
法
が
た
だ
一
つ
の
方
向
性
の
み
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
観
の
変
容
に
呼
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
時
代
区
分
を
、
客
観
的
に
村
象
化
し
っ
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
。
 
 

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
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
ょ
う
と
い
う
試
み
が
西
欧
の
思
想
家
や
哲
学
 
 
 

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
類
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
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
。
（
一
八
七
頁
）
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
鳥
康
正
【
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
即
し
て
－
 
 



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
、
束
洋
は
そ
の
辺
緑
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
っ
づ
け
る
歴
史
的
に
停
滞
し
た
世
界
と
日
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
大
鳥
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
織
に
立
っ
て
い
る
。
 
 
 

第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
人
類
史
上
偉
大
の
惨
劇
を
経
て
、
近
代
に
お
い
て
は
僻
陳
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
ム
口
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
額
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
裁
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
噸
失
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
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
状
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
織
を
披
歴
し
た
 
（
弘
文
堂
「
世
界
史
耕
座
」
鮪
二
巻
『
世
界
史
の
理
論
』
、
一
九
四
 
 

四
年
参
照
）
。
 
 
 

昨
今
の
思
想
史
研
究
の
な
か
に
は
、
こ
の
こ
と
に
着
日
し
、
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
展
開
さ
れ
る
大
鳥
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
で
あ
る
、
と
見
る
向
き
も
あ
る
 
（
大
橋
良
介
 
『
時
代
区
 
 
 

分
の
成
立
根
拠
 
実
存
倫
理
』
解
説
、
燈
影
舎
、
二
〇
〇
一
年
）
。
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
耕
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
 
 

哲
学
二
思
想
論
集
第
三
十
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号
 
 
 



う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
無
残
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
一
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
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
つ
。
 
 
 

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
難
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
尭
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
」
（
一
八
五
～
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
鳥
の
思
索
は
、
上
記
京
都
学
派
の
人
々
の
思
索
を
超
え
い
で
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
渡
さ
れ
た
も
の
で
も
 
 

あ
っ
た
。
田
辺
は
、
一
九
三
九
年
五
月
一
〇
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
日
本
文
化
講
義
を
行
 
 

な
っ
た
。
そ
の
「
歴
史
的
現
実
」
と
遺
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
つ
 
 

て
、
従
っ
て
文
末
釆
に
何
が
目
指
さ
れ
て
居
る
か
に
よ
つ
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
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
即
し
て
－
 
 



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
直
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
っ
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
三
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
請
廷
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
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
、
苗
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
（
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
ぼ
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
な
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
村
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
。
 
 

自
分
自
身
の
生
酒
を
と
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
つ
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
つ
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
つ
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
街
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
。
（
全
集
第
八
巻
一
三
八
頁
）
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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
額
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
。
 
 

五
 
 

日
清
・
日
露
の
二
つ
の
戦
争
を
経
て
、
束
ア
ジ
ア
に
箪
固
な
軍
事
的
・
経
済
的
な
基
盤
を
築
い
た
わ
が
国
は
、
一
九
一
〇
年
に
韓
国
を
併
合
し
、
さ
ら
に
、
滴
州
 
 

の
権
益
を
確
保
す
べ
く
一
九
三
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
被
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
ア
ジ
ア
諸
国
に
与
え
た
損
害
は
大
き
い
。
台
湾
、
朝
鮮
に
対
す
る
植
民
地
政
策
は
文
字
通
り
苛
赦
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
当
時
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
。
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
、
世
界
史
が
西
欧
史
か
ら
地
球
規
模
の
歴
史
へ
と
変
貌
し
っ
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
 
 

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
。
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
 
に
即
し
て
－
 
 



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
導
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
つ
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
祭
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
性
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
束
国
際
軍
事
裁
判
の
裁
定
に
基
づ
く
日
本
側
の
戦
争
指
導
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
幡
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
容
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
て
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
A
級
戟
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
挙
む
も
の
で
 
 

あ
っ
た
と
し
て
も
、
極
来
園
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
っ
づ
け
る
の
は
、
血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
歴
史
 
 

へ
の
実
勢
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
祭
 
 

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
、
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彼
ら
は
血
塗
ら
れ
た
暴
虐
の
歴
史
を
其
撃
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
買
い
、
彼
ら
を
反
日
的
活
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
享
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
。
一
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
〓
疋
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
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
。
 
 
 

く
り
か
え
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
五
年
戦
争
に
お
け
る
無
残
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
的
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
栽
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
ぼ
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
審
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
其
蟄
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
渡
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
俄
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
、
俄
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
虐
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
っ
づ
け
る
。
中
韓
両
国
を
は
じ
め
近
隣
諸
国
の
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
。
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
 
に
即
し
て
－
 
 



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
向
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
異
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
、
俄
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
自
己
否
定
と
俄
悔
と
を
内
外
に
向
か
っ
て
 
 

あ
き
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
れ
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
取
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
。
そ
の
 
 

よ
う
な
努
力
を
可
能
な
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
俄
憾
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
慨
悔
と
を
遂
行
し
っ
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
慨
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
玲
持
を
い
ち
じ
 
 

る
し
く
害
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
浄
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
向
か
い
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
其
蟄
に
俄
 
 

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
穂
極
的
に
踏
み
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
民
族
の
 
 

玲
持
は
確
保
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

反
省
し
、
俄
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
、
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け
っ
し
て
自
民
族
の
幹
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
、
慨
悔
す
べ
き
を
俄
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
給
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
俄
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
俄
悔
を
欠
く
な
ら
ば
、
血
塗
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
覆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
自
己
否
定
と
俄
悔
が
近
隣
諸
国
の
民
衆
に
よ
っ
て
受
け
容
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
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
つ
づ
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
詰
め
る
と
き
、
そ
こ
に
そ
れ
以
前
と
は
内
質
を
異
に
す
る
寅
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
番
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
的
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
同
氏
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
寅
蟄
な
認
識
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
大
き
な
問
題
を
黎
 
 

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
収
め
て
い
る
と
す
れ
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
、
 
 
 

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
即
し
て
－
 
 



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
日
的
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
劣
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
俄
悔
と
を
遂
行
し
っ
づ
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
。
（
二
〇
〇
六
年
三
月
一
八
日
稲
）
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ThePastWhichWtCanChange  

AccordingtoOhshimaYasumasa’s“JidaikubunnoSeiritsukonkyo”  

SusumuITOH  

InthispaperIaimatresolvingtheproblemhowwecanchangethehistoricalpast，aCCOrdingto  

OhshimaYasumasa’s“JidaikubunnoSeiritsukonkyo”．   

Generally；WeCOnSiderthatwecannotchangethehisitoricalpast，andthatthehisitorialpast  

Staies as the unshakable．But Ohshima Yasumasainsists that the historicalpast willbe  

Changeableby undertaking thefuture’s Nothingat thepresent．Iagreewith Ohshima’s this  

understanding，becausewecanchangethemeanlngOfthepastwhichweregardasunchangeable  

bytheactinwhichwestakeourexistenceforthefuture．   

Fbr example，Japanese army slaughtered twenty million Chinese peoplein theJapanese－  

ChineseW加Thishistoricalpastseemstobeunchangeable．HoweverifweJapaneseconfess  

OurCrimessincerely，WeCanmakethehistoricalpasttobetheblessingbywhichJapaneSeand  

Chinese can make friendlyinternationalsociety．Concernlngthis standpoint，We muSt attend  

Carefu11ythatthepastbarbarousactswillbenotextinguishedandthatwecanonlychangethe  

meaningofthepast．ThereforeweJapanesemustkeeptheself－denialandconfessionalposture．  

Thispostureisnotmasochistic．Itwillbeaccompaniedbytheethnicandtruepride・  

変
容
さ
れ
る
過
去
－
大
島
康
正
『
時
代
区
分
の
成
立
根
拠
』
に
即
し
て
－
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