
序

（
１
）

折
口
信
夫
（
一
八
八
七
年
～
一
九
五
三
年
）
は
「
平
田
國
學
の
傳
統
」
の
中

で
、
従
来
軽
視
、
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
平
田
篤
胤
の
怪
奇
研
究

を
平
田
学
の
新
た
な
側
面
と
し
て
と
り
あ
げ
、
篤
胤
を
民
俗
学
の
先
駆
者
と
し

て
再
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
中
で
も
氏
の
次
の
よ
う
な
主
張
に
注

目
し
た
い
。
「
篤
胤
先
生
の
學
問
と
い
ふ
も
の
は
、
も
つ
と
大
き
く
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
も
つ
と
違
っ
た
方
面
に
も
進
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も

の
が
、
残
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
わ
れ
Ｉ
、
の
考
え
て
ゐ
る

篤
胤
の
國
學
と
い
ふ
も
の
は
一
部
面
だ
け
で
、
全
面
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で

（
？
】
〉

す
。
」
戦
後
、
国
粋
主
義
の
思
想
的
根
拠
と
し
て
で
な
く
、
思
想
史
の
立
場
か

ら
篤
胤
の
思
想
を
新
た
に
見
直
そ
う
と
す
る
研
究
が
活
発
化
し
た
に
も
か
か
わ

（
３
）

ら
ず
、
篤
胤
は
常
に
「
規
範
学
」
の
提
唱
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
折
口

は
そ
の
よ
う
な
篤
胤
研
究
の
狭
さ
を
指
摘
し
、
篤
胤
の
思
想
の
多
方
面
へ
の
広

が
り
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
、
そ
の
思
想
の
全
体
像
を
理
解
し
た
と
は
言
え
な

い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
折
口
の
こ
の
よ
う
な
篤
胤
論
は
、
そ
の
後
の
篤
胤

研
究
に
お
け
る
新
境
地
を
開
く
べ
く
重
要
な
提
言
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し

新
た
な
知
性
の
誕
生
ｌ
平
田
篤
胤
考
察
Ｉ

か
し
こ
の
よ
う
な
折
口
の
重
要
な
提
言
に
そ
の
後
の
平
田
篤
胤
研
究
は
、
十
分

答
え
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

答
え
は
否
で
あ
ろ
う
。
戦
前
の
日
本
を
支
配
し
た
国
粋
主
義
の
思
想
的
根
拠
、

あ
る
い
は
「
規
範
学
」
の
提
唱
者
と
い
う
否
定
的
な
枠
内
を
越
え
て
、
篤
胤
の

思
想
を
見
直
そ
う
と
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
例
え

ば
、
子
安
宣
邦
氏
は
、
平
田
学
に
お
け
る
「
幽
事
」
の
概
念
に
注
目
し
、
平
田

学
の
意
義
を
現
世
に
お
け
る
不
遇
な
倫
理
的
行
為
者
の
来
世
で
の
救
済
に
置
い

（
４
）

て
い
る
。
子
安
氏
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
篤
胤
の
思
想
の
一
部

を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
氏
の
問
題
関
心
か
ら
し
て
、
そ
の
全
体

を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
折
口
が
提
言
し
た
、
篤
胤
の
怪
奇
研

究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
平
田
学
の
多
面
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と

い
う
問
題
は
、
そ
の
後
も
依
然
と
し
て
篤
胤
研
究
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

こ
の
問
題
に
答
え
よ
う
と
し
た
い
く
つ
か
の
論
考
の
中
で
飛
鳥
井
雅
道
氏
の

篤
胤
論
は
際
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
氏
は
「
思
考
の
様
式
ｌ
世
界
像

（
－
０
）

へ
の
試
承
ｌ
」
の
中
で
、
篤
胤
が
西
洋
の
知
識
を
貫
欲
に
吸
収
し
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
知
的
態
度
は
、
広
範
囲
な
西
洋
知
識
の
流
入
と
雑

星
山
京
子

一
一
一
一
一



多
な
情
報
が
混
在
し
て
い
た
化
政
期
の
江
戸
社
会
の
影
響
で
あ
る
と
す
る
。
そ

し
て
氏
は
、
従
来
の
研
究
史
を
批
判
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
規
範
学
」
の
提
唱
者
、
篤
胤
と
妖
怪
・
天
狗
に
没
入
す
る
篤
胤
を
別
物

と
考
え
て
き
た
研
究
史
は
、
篤
胤
の
書
き
残
し
た
二
側
面
の
一
方
ず
つ
を

強
調
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
篤
胤
の
発
想
か
ら
は
、
こ
れ
は
別

の
側
面
ど
こ
ろ
か
、
一
つ
の
精
神
的
発
想
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
極
言
す

れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
地
球
儀
に
学
ぶ
こ
と
と
、
寅
吉
か
ら
出
雲
の
祭
り
に

つ
い
て
学
ぶ
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
精
神
態
度
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ

（
６
）

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
飛
鳥
井
氏
は
、
篤
胤
の
怪
奇
研
究
を
平
田
学
の
中
に
位
置
づ
け

る
こ
と
を
試
ゑ
、
篤
胤
の
思
想
を
化
政
期
江
戸
の
市
井
の
発
想
と
と
ら
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
統
一
的
な
理
解
に
挑
ん
で
い
る
。
し
か
し
飛
鳥
井
論
文
で

は
、
民
衆
を
無
意
識
の
う
ち
に
権
威
に
服
従
さ
せ
る
よ
う
な
「
規
範
学
」
の
提

唱
者
と
し
て
の
従
来
の
否
定
的
な
見
方
を
批
判
し
、
新
し
い
篤
胤
論
を
打
ち
出

そ
う
と
し
た
ば
か
り
に
、
国
粋
主
義
的
思
想
を
基
盤
と
し
た
規
範
学
的
な
側
面

を
平
田
学
か
ら
排
除
し
て
論
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
飛
鳥
井
氏
の
論

考
も
篤
胤
の
思
想
の
全
体
を
取
り
上
げ
、
統
一
的
に
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

相
良
亨
氏
は
、
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
年
～
一
九
六
○
年
）
と
先
の
折
口
信

夫
の
篤
胤
論
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
提
示
す
る
。
「
和
辻
氏
の
理

解
と
折
口
氏
の
理
解
を
、
切
り
は
な
さ
れ
た
篤
胤
の
二
面
と
し
て
で
は
な
く
、

（
再
ｊ
）

統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、

（
８
）

和
辻
の
言
う
「
狂
信
的
國
粋
主
義
」
者
と
し
て
の
篤
胤
と
、
折
口
の
言
う
民
俗

学
の
先
駆
者
と
し
て
の
篤
胤
の
双
方
に
共
通
し
た
篤
胤
独
自
の
問
題
意
識
を
、

こ
れ
ま
で
一
般
的
に
、
国
学
者
、
あ
る
い
は
国
粋
主
義
的
思
想
家
と
い
う
枠

の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
篤
胤
で
あ
る
が
、
彼
が
若
い
頃
、
実
際
に
蘭
学
を
学

ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
二
つ
の
貴
重
な
資
料
が
あ
る
。
次
の
一
節
は
、
篤
胤
自

身
が
一
八
四
一
年
（
天
保
十
二
年
）
に
記
し
た
履
歴
書
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

文
化
八
三
十
六
一
ス
ン
プ
に
て
玉
の
眞
は
し
ら
の
著
述
の

（
Ⅲ
）

一
蘭
學
の

ま
た
篤
胤
は
、
奥
村
増
馳
（
生
没
年
不
明
）
と
い
う
人
物
の
著
作
で
あ
る
『
経

見
い
出
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
皇
国
史
観
的
な
面
や
現
世
に
お
け

る
仁
義
礼
智
の
実
践
を
説
く
「
規
範
学
」
的
な
面
は
、
篤
胤
の
思
想
の
全
て
で

は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
一
部
を
形
作
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

本
稿
の
目
的
は
、
平
田
学
の
内
包
す
る
多
面
性
を
個
別
に
議
論
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心

に
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
に
、
ま
ず
第
一
に
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
平
田
学
と
蘭
学
と
の
関
わ
り
、
さ
ら
に
篤
胤
の
西
洋
理
解
に
つ

（
９
）

い
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
田
学
の
持
つ
新
た
な
側
面
を
提
示
し
て
い
く
。

そ
し
て
蘭
学
へ
の
志
向
や
西
洋
理
解
を
含
め
た
多
面
性
ｌ
国
粋
主
義
的
側

面
、
規
範
学
的
側
面
、
鬼
神
妖
怪
や
死
後
の
世
界
へ
の
探
求
Ｉ
は
、
篤
胤
の

ど
の
よ
う
な
独
自
の
問
題
意
識
の
も
と
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
統
一
さ
れ
て

い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
最
終
的
な
目
的
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
篤
胤
の
思
想
の
全
体
像
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
ま
た
、

こ
の
大
き
な
問
題
を
解
明
し
て
こ
そ
、
先
の
折
口
信
夫
の
貴
重
な
提
言
に
対
す

る
答
え
と
な
る
だ
ろ
う
と
確
信
す
る
。

｜
、
篤
胤
の
蘭
学
の
素
養

一

一

四



緯
儀
用
法
図
解
』
の
序
文
を
一
八
三
八
年
（
天
保
九
年
）
に
書
い
て
い
る
が
、

次
の
一
節
は
そ
の
抜
粋
で
あ
る
。

抑
こ
の
ぬ
し
は
も
。
己
ま
だ
若
く
て
。
西
洋
な
る
。
窮
理
と
い
ふ
も
の
學

び
せ
し
ほ
ど
の
。
親
し
き
友
に
て
。
か
た
み
に
世
の
た
め
。
國
の
た
め
に

な
り
な
む
事
を
こ
そ
。
學
び
と
ら
め
。
と
語
ら
ひ
か
は
せ
る
中
な
り
し
を
。

（
中
略
）
ふ
り
に
し
事
ど
も
語
り
出
れ
ば
。
は
や
三
十
と
せ
餘
り
の
昔
な

（
Ⅱ
）

り
け
り
。

以
上
挙
げ
た
二
つ
の
資
料
か
ら
、
篤
胤
が
若
い
頃
蘭
學
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。
奥
村
増
馳
と
い
う
人
物
は
、
算
学
者
で
あ
り
、
天
文
学
、

測
量
学
に
も
通
じ
て
い
た
博
学
多
才
の
人
で
あ
る
。
彼
は
弧
度
三
角
法
を
本
多

利
明
（
一
七
四
四
年
～
一
八
二
一
年
）
に
、
測
天
量
地
術
を
伊
能
忠
敬
（
一
七

四
五
年
～
一
八
一
八
年
）
に
学
び
、
さ
ら
に
高
野
長
英
（
一
八
○
四
年
～
一
八

五
○
年
）
に
蘭
学
を
学
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蘭
学
者
と
し
て
当
時
最
も
著

名
な
人
々
に
直
接
教
え
を
受
け
、
先
駆
的
な
研
究
を
な
し
遂
げ
た
奥
村
と
篤
胤

は
若
い
頃
非
常
に
親
し
く
、
共
に
蘭
学
を
学
ん
だ
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
す

る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
「
ふ
り
に
し
事
ど
も
語
り
出
れ
ば
。
は
や
三
十
と
せ
餘
り
の
昔
な
り

け
り
。
」
と
い
う
一
節
か
ら
篤
胤
が
蘭
学
を
学
ん
だ
時
期
を
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
序
が
書
か
れ
た
の
は
一
八
三
八
年
（
天
保
九
年
）
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
三
十
年
ほ
ど
前
と
言
う
と
ち
ょ
う
ど
篤
胤
が
江
戸
で
塾
を
開
い

た
時
期
で
あ
る
。
篤
胤
独
自
の
思
想
の
基
礎
は
、
『
霊
能
真
柱
』
が
成
立
し
た

一
八
二
年
（
文
化
八
年
）
に
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
篤
胤
は
、

独
自
の
思
想
形
成
期
に
西
洋
の
学
術
に
か
な
り
傾
倒
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
時
期
に
『
本
教
外
篇
』
（
一
八
○
六
年
）

こ
の
よ
う
に
若
い
頃
蘭
学
の
素
養
が
あ
っ
た
篤
胤
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
西

洋
の
学
術
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
篤

胤
は
、
西
洋
の
医
学
を
日
本
の
古
伝
に
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
と
ら
ず
、
と
す

る
世
の
国
学
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
反
論
を
行
っ
て
い
る
。

人
の
禮
内
の
有
状
を
。
委
く
云
へ
る
こ
と
。
古
へ
に
は
有
ら
ざ
る
を
。
遠

西
の
人
の
見
明
ら
め
た
る
趣
は
。
現
に
人
鵠
を
解
き
見
る
に
連
ふ
こ
と
無

け
れ
ば
。
其
の
説
に
篠
た
ら
む
に
。
も
し
此
の
論
者
の
言
の
如
く
は
。
こ

れ
蘭
説
を
混
雑
し
た
る
な
り
。
人
の
鵠
を
如
此
く
な
ら
ず
。
と
彊
ひ
て
我

（
吃
）

意
を
立
む
か
。

こ
の
一
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
こ
と
を
理
を
持
っ
て
徹
底
的
に
究

明
し
よ
う
と
す
る
西
洋
人
の
学
問
的
態
度
を
篤
胤
は
非
常
に
称
賛
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
西
洋
人
は
人
の
臓
器
の
機
能
を
知
る
た
め
に
、
実
際
に
体
を
解
剖
し

て
事
細
か
に
調
べ
る
。
そ
し
て
も
し
、
ど
こ
か
の
臓
器
に
異
常
が
あ
っ
た
場
合
、

そ
の
正
常
な
機
能
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
ど
こ
に
異
常
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に

し
て
治
療
す
る
。
つ
ま
り
西
洋
の
医
学
は
正
確
な
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ

か
ら
日
本
に
お
い
て
も
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
、
と
篤
胤
は
言
う
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
篤
胤
は
、
外
国
の
説
で
あ
っ
て
日
本
の
古
伝
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

も
事
実
に
合
い
、
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
。
あ
く
ま
で
も
日
本
の
古
伝
に
固
執
し
、
他
国
の
も
の
は
他
国
の
も
の
で

や
、
後
述
す
る
『
千
島
の
白
波
』
（
一
八
一
三
年
）
な
ど
が
相
次
い
で
成
立
し

て
い
る
こ
と
も
こ
の
頃
の
篤
胤
の
西
洋
へ
の
関
心
を
裏
づ
け
る
証
拠
と
な
り
う

る
で
あ
ろ
う
。

二
、
篤
胤
の
西
洋
観

一

一

五



あ
る
か
ら
と
ら
ず
、
と
い
う
世
の
国
学
者
の
偏
狭
な
態
度
を
篤
胤
は
批
判
し
て

や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
篤
胤
が
、
西
洋
の
科
学
と
そ
れ
を
生
み
出

し
た
実
証
主
義
に
基
づ
い
た
合
理
的
精
神
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

そ
も
そ
も
篤
胤
は
、
学
問
と
い
う
も
の
を
次
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
。
「
近

頃
。
同
門
の
人
ら
に
も
。
外
〆
國
の
事
は
。
紹
て
學
ぶ
に
及
ば
ず
。
我
が
大
御

國
の
事
だ
に
知
ら
ぱ
。
足
う
ば
い
事
な
し
。
と
思
ふ
由
な
る
は
。
甚
く
固
随
な

（
旧
）

り
。
實
は
外
國
の
事
件
を
も
知
ら
ざ
れ
ぱ
・
大
皇
國
の
學
問
と
は
云
べ
か
ら
ず
。
」

つ
ま
り
自
国
の
書
物
だ
け
を
読
み
、
自
国
の
事
だ
け
を
知
っ
て
い
れ
ば
学
問
が

完
成
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
、
他
国
の
こ
と
も
学
ん
で
こ
そ
学
問
と
言
え
る
の

で
あ
る
、
と
篤
胤
は
言
う
の
で
あ
る
。
篤
胤
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
次
の
一
節

か
ら
も
読
承
取
れ
る
。
西
洋
の
地
動
説
を
日
本
の
古
伝
に
な
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
理
由
の
も
と
で
、
排
斥
し
よ
う
と
す
る
同
時
代
の
国
学
者
に
対
し
て
篤
胤

は
、
次
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
「
凡
人
の
量
り
知
ら
れ
ぬ
事

ぞ
と
云
ひ
て
。
遁
る
上
よ
り
外
に
。
何
の
明
ら
め
た
る
答
へ
も
有
る
ま
じ
く
こ

そ
。
其
凡
人
の
量
り
知
ら
れ
ぬ
事
な
む
。
や
が
て
不
審
き
事
な
る
を
。
不
審
き

（
Ｍ
）

事
な
し
と
云
ふ
は
。
愚
昧
に
し
て
い
ぶ
か
し
と
思
は
ざ
る
か
。
」

以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
篤
胤
を
排
外
思
想
家
と
見
な
す
従
来
の
一
般
的
な

定
義
は
、
篤
胤
の
思
想
の
一
面
を
強
調
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
全

く
篤
胤
の
全
体
像
を
理
解
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
旧
）

こ
れ
ま
で
「
頑
な
」
な
思
想
家
と
見
な
さ
れ
て
き
た
篤
胤
が
、
国
学
者
を
含
め

（
略
）

た
同
時
代
の
学
者
た
ち
の
「
狹
き
心
」
や
「
頑
な
」
さ
を
逆
に
批
判
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
彼
は
蘭
学
の
合
理
性
を
認
め
、
現
実
に
合
わ
な
い
空
理
空
論
に
成

り
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
当
時
の
儒
者
や
、
国
学
者
の
思
想
の
非
実
践
性
を

三
、
平
田
学
の
統
一
的
理
解
（
｜
）

ｌ
鬼
神
妖
怪
・
幽
冥
界
へ
の
探
求

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
平
田
学
が
持
つ
新
た
な
一
面
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

く
と
、
そ
こ
に
存
在
す
る
大
き
な
矛
盾
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
篤
胤
は
、
西
洋
の
学
術
に
対
し
て
非
常
に
深
い
理
解
を
示
し
て

い
た
の
だ
が
、
彼
が
最
上
の
国
と
し
て
崇
め
奉
っ
た
の
は
、
進
歩
的
な
科
学
を

生
み
出
し
た
西
洋
で
は
な
く
日
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た

同
時
に
彼
は
、
西
洋
の
合
理
的
精
神
を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
鬼
神
妖
怪
や

死
後
の
世
界
の
よ
う
な
非
合
理
な
存
在
を
強
く
信
じ
、
そ
れ
ら
を
真
剣
に
自
分

の
研
究
対
象
と
し
て
生
涯
追
求
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
篤
胤
と
い

う
人
物
の
中
に
は
、
非
常
に
多
種
多
様
な
人
格
が
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
多
面
性
が
篤
胤
と
い
う
一
人
の
人
物
の
中
に
存
在
し
て
い
る
以

上
、
こ
れ
ら
の
多
面
的
な
要
素
を
統
一
す
る
よ
う
な
独
自
の
問
題
意
識
を
彼
は

持
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
な
ぜ
篤
胤
は
蘭
学
者
の
心
性
に
通
じ
る
よ
う
な
合
理
的
精
神
を
持

っ
て
い
な
が
ら
、
鬼
神
妖
怪
や
幽
冥
界
の
存
在
を
強
く
信
じ
、
そ
れ
ら
を
探
求

し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
篤
胤
は
「
物

知
り
人
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
独
特
な
定
義
を
行
っ
て
い
る
。

見
抜
い
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
篤
胤
は
、
国
学
者
と
い
う
よ
り
も
、
蘭
学

者
に
近
い
心
性
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
篤
胤
の
こ
の
よ
う
な
一
面
が
長

い
間
看
過
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
篤
胤
の
思
想
を
国
粋
主
義
の
元
凶
で
あ
る
と

か
、
排
外
思
想
の
典
型
で
あ
る
と
い
う
一
元
的
な
見
方
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

一
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物
知
り
人
と
云
ふ
は
。
紳
祇
の
情
態
の
。
幽
り
て
著
明
か
ら
ぬ
を
。
知
辨

ふ
る
由
の
稻
な
る
事
を
曉
る
べ
し
。
（
中
略
）
中
昔
の
書
等
に
。
も
の
知

と
云
へ
る
は
。
大
か
た
漢
籍
物
語
な
ど
よ
み
説
て
。
世
の
目
に
見
ゆ
る
少

事
を
知
れ
る
倫
を
云
ひ
。
今
／
世
に
も
然
る
倫
を
さ
し
て
。
物
識
人
と
云

（
ｒ
）

な
る
は
。
甚
く
故
實
に
違
へ
る
語
な
り
。

こ
の
一
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
篤
胤
は
、
書
物
を
読
む
こ
と
だ
け
で
現
世
に

起
こ
る
事
象
に
関
す
る
知
識
を
た
く
わ
え
て
い
る
人
を
「
物
知
り
人
」
と
見
な

す
こ
と
に
反
発
し
、
鬼
神
妖
怪
の
実
態
に
ま
で
認
識
を
深
め
た
人
こ
そ
真
の
物

知
り
人
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
篤
胤
は
、
幽
冥
界
の
こ
と
を

語
る
天
狗
小
僧
寅
吉
に
初
め
て
会
っ
た
時
、
次
の
よ
う
な
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て

い
る
。

現
世
の
趣
も
昔
は
甚
く
秘
た
る
。
書
も
事
も
。
今
は
世
に
顯
は
れ
た
る
が

多
く
。
知
り
難
か
り
し
神
世
の
道
の
隅
々
も
。
い
や
次
々
の
明
に
な
り
。

外
國
々
の
事
物
。
く
さ
人
～
の
器
ど
も
Ｌ
・
年
を
追
ひ
て
世
に
知
ら
る
上

事
と
成
ぬ
る
を
思
ふ
に
。
此
は
皆
神
の
御
心
に
て
。
彼
の
境
の
事
ま
で
も

（
肥
）

聞
知
ら
る
べ
き
。
所
謂
機
運
の
め
ぐ
り
來
つ
る
に
や
な
ど
思
ひ
續
け
つ
つ
。

「
現
世
の
趣
も
昔
は
甚
く
秘
た
る
。
書
も
事
も
。
今
は
世
に
顯
は
れ
た
る
が
多

く
・
」
と
い
う
一
節
は
、
当
時
の
蘭
学
の
発
展
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い

だ
ろ
う
。
西
洋
の
学
術
が
日
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
蘭
学
と
し
て
発
展
す
る
前

は
、
天
体
の
動
き
や
人
間
の
臓
器
の
位
置
や
そ
の
働
き
な
ど
に
関
す
る
正
確
な

知
識
を
得
る
こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
以
前
人
々
が

決
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
蘭
学
の
発
展
に
よ
り
次
第
に
明
ら

か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
今
度
は
幽
冥
界
に
実
際
に
行
っ
た
と
い
う
経

験
を
持
つ
者
の
話
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
幽
冥
界
の
こ
と
ま
で
知
る

こ
と
が
出
来
る
時
代
の
到
来
を
篤
胤
は
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

篤
胤
は
、
以
前
は
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
可
能
に
な
る
時
代
を
感
じ
な
が
ら
、

こ
の
世
に
起
こ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
理
が
明
ら
か
に
な
る
時
を
め
ざ
し

て
、
蘭
学
を
含
め
た
様
々
な
学
問
へ
、
さ
ら
に
は
鬼
神
妖
怪
や
幽
冥
界
の
探
求

へ
没
入
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
篤
胤
は
、
こ
の
世
に
お

こ
る
全
て
の
事
象
の
理
を
全
て
知
ろ
う
と
し
た
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
蘭
学
を
学
ぶ
こ
と
と
鬼
神
妖
怪
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
一
見
相
反
す
る
要
素
が
、
篤
胤
に
お
い
て
は
一
つ
の
目
的
の
上

に
統
一
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

ま
た
篤
胤
は
、
鬼
神
妖
怪
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
、
古
学
を
次
の
よ
う
に

独
自
に
定
義
し
て
い
る
。

古
道
の
學
問
は
。
か
上
る
事
ま
で
に
深
く
心
を
用
ひ
て
。
其
〃
實
地
の
道

理
を
探
れ
究
め
て
。
偶
に
然
る
事
あ
り
と
も
怖
る
こ
と
無
く
・
惑
ふ
こ
と

な
く
。
退
散
せ
し
む
る
を
。
倭
心
の
鎮
り
と
云
ふ
。
然
れ
ば
常
に
謂
ゆ
る

奇
談
の
實
事
を
記
せ
る
籍
を
も
濱
味
ひ
て
。
其
〃
實
徴
を
明
さ
む
事
も
。

（
い
）

ま
た
古
學
の
肝
要
な
り
。

さ
ら
に
篤
胤
は
、
妖
怪
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
な
ぜ
人
を
化
か
す
の
か
、
ど

こ
か
ら
来
た
の
か
等
、
鬼
神
妖
怪
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
得
る
こ
と
は
、
「
大

一
別
一

倭
魂
の
。
固
め
の
柱
の
立
に
ぞ
有
，
け
る
。
」
と
ま
で
き
っ
ぱ
り
と
言
い
切
っ
て

い
る
。「

大
倭
魂
」
と
い
う
と
強
い
皇
国
史
観
が
想
起
さ
れ
が
ち
だ
が
、
篤
胤
の
意

味
す
る
「
大
倭
魂
」
に
は
、
別
の
深
い
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
こ

の
一
節
か
ら
読
み
取
れ
る
。
篤
胤
は
、
目
に
見
え
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
「
幽

（
剛
）

れ
た
る
事
」
に
ま
で
認
識
を
深
め
、
鬼
神
妖
怪
に
惑
わ
さ
れ
な
い
強
い
精
神
を

一
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得
る
こ
と
は
「
倭
心
の
鎮
り
」
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
鬼
神
妖
怪
を

も
含
め
た
、
こ
の
世
に
起
こ
り
う
る
全
て
の
事
象
を
理
解
し
、
鬼
神
妖
怪
に
惑

わ
さ
れ
な
い
確
固
と
し
た
精
神
こ
そ
が
、
篤
胤
に
と
っ
て
の
「
大
倭
魂
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
大
倭
魂
」
と
は
、
篤
胤
に
と
っ
て
現
世
に
生
き
る
人

間
が
必
ず
固
め
る
べ
き
重
要
な
精
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
篤
胤
の

行
っ
た
怪
奇
研
究
の
意
図
は
、
鬼
神
妖
怪
を
も
含
め
た
こ
の
世
に
起
こ
る
全
て

の
事
象
の
理
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
に
生

き
る
安
心
を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
篤
胤
の
言
う
「
倭
心
の
鎮
り
」
と
は
鬼
神
の
実
態
を
暴
き
、
合
理
的

な
説
明
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
実
際
に
は
存
在
し
な
い
も
の
、
あ
る

い
は
迷
信
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
を
も
た
ら
す
と
い
っ
た
よ
う
な
所

謂
「
妖
怪
退
治
」
の
類
い
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
篤
胤
は
先

に
あ
げ
た
一
節
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

學
問
の
魂
の
御
柱
な
き
人
は
。
偶
に
さ
る
事
に
出
曾
ふ
時
は
。
大
に
惑
ひ

て
。
彼
謂
ゆ
る
戸
膳
の
錯
。
な
り
動
く
に
も
傍
然
し
て
。
夜
目
の
い
す
Ｌ

き
。
伊
豆
蛍
志
伎
こ
と
有
め
る
を
。
魂
に
柱
の
立
た
る
人
は
。
ま
づ
斯
の

如
き
奇
し
き
天
地
の
間
に
居
て
。
赫
祇
の
妙
な
る
理
を
辨
へ
て
。
世
に
は

様
ど
の
わ
ざ
を
爲
す
妖
魅
の
あ
る
事
も
。
常
に
知
り
て
在
る
故
に
。
怪
き

（
”
ご

事
の
有
り
と
聞
て
も
驚
か
ず
。

篤
胤
は
、
鬼
神
妖
怪
や
幽
冥
界
を
「
實
事
」
と
と
ら
え
、
そ
の
「
實
徴
」
あ
る

い
は
「
實
地
の
道
理
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
「
古
學
の
肝
要
」
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
鬼
神
妖
怪
や
幽
冥
界
が
実
在
す
る
こ
と
ｌ
こ
れ
は
篤
胤
の
信
念

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
彼
の
思
考
に
お
い
て
血
肉
化
し
て
い
た
要
素
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
篤
胤
の
意
味
す
る
「
倭
心
の
鎮
り
」
と

は
、
鬼
神
妖
怪
や
幽
冥
界
の
存
在
を
確
信
し
、
そ
れ
ら
を
い
る
も
の
だ
と
信
じ

る
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
を
得
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

化
け
物
が
い
な
い
と
思
う
か
ら
世
の
人
は
化
け
物
が
出
た
と
き
に
慌
て
ふ
た
め

き
、
そ
れ
ら
に
惑
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
い
る
も
の
だ
と
認
識

し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
出
た
と
き
も
人
は
驚
か
な
い
と
い
う
の
が
篤
胤
の
論

で
あ
る
。
ま
た
化
け
物
が
出
た
時
の
心
得
に
つ
い
て
「
随
分
に
馳
走
し
て
。
幽

（
羽
）

冥
世
界
の
こ
と
を
問
う
べ
し
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
現
世
に
生
き
る

人
間
一
人
一
人
が
幽
冥
界
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
、
化
け
物
や
死
を
恐
れ
な
い

確
固
と
し
た
「
大
倭
魂
」
の
固
め
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
篤
胤
の
意
図
が
伺
い

知
れ
る
の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
後
半
か
ら
の
本
格
的
な
蘭
学
の
隆
盛
に
伴
い
、
知
識
人
た
ち
の
多

く
は
西
洋
の
科
学
知
識
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
非
合
理
的
な
世

界
か
ら
脱
却
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
篤
胤
も
蘭
学
を
学

び
、
西
洋
の
科
学
精
神
に
共
鳴
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
庶
民
社

会
に
お
い
て
は
、
鬼
神
妖
怪
は
依
然
と
し
て
強
い
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

人
々
の
畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
死
後
の
不
安
は
、
常
に
人
々
に
付
き

ま
と
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
死
後
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

人
々
の
永
遠
の
願
望
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
篤

胤
は
生
涯
こ
の
よ
う
な
庶
民
社
会
に
密
着
し
て
暮
ら
し
、
庶
民
に
非
常
に
親
近

感
を
感
じ
て
い
た
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
篤
胤
の
意
識
は
次
の
「
稲
生
物

怪
録
』
（
一
八
○
六
年
）
の
序
文
に
お
い
て
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
「
そ
も
ノ
ー

こ
の
も
の
が
た
り
よ
・
大
か
た
の
世
の
人
は
疑
は
じ
を
。
も
の
し
れ
る
人
は
信

は
で
・
う
け
が
ふ
人
を
愚
な
り
と
い
は
ま
し
。
己
も
こ
を
う
け
が
ふ
大
よ
そ
人

（
別
）

の
徒
な
り
。
」
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
篤
胤
の
鬼
神
妖
怪
を
「
實
事
」
と
と
ら
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次
に
篤
胤
は
、
盲
目
的
に
西
洋
を
批
判
す
る
他
の
国
学
者
の
偏
狭
性
を
厳
し

く
批
判
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
自
ら
偏
狭
な
尊
王
思
想
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た

の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、

日
本
は
「
万
国
の
祖
国
」
で
あ
り
、
他
国
よ
り
も
格
段
に
優
れ
た
国
で
あ
る
と

い
う
皇
国
意
識
は
篤
胤
の
議
論
の
前
提
に
常
に
あ
っ
た
。
特
に
戦
前
ま
で
は
、

篤
胤
の
こ
の
よ
う
な
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
国
粋
主
義
の
元
凶
と
し
て
の
篤
胤

像
を
一
般
に
強
く
植
え
つ
け
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

篤
胤
の
尊
王
思
想
に
は
垂
加
神
道
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
学
が
示
す
通

（
恥
）

り
で
あ
る
。
し
か
し
、
篤
胤
が
尊
王
皇
国
意
識
を
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
執
勧
に
鼓

舞
し
た
最
も
大
き
な
理
由
は
、
篤
胤
が
生
き
た
十
九
世
紀
前
半
と
い
う
特
殊
な

時
代
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
十
八
世
紀
後
半
か
ら
日

本
沿
岸
に
た
び
た
び
外
国
船
が
到
来
し
て
い
た
こ
と
は
、
国
内
に
切
迫
し
た
対

外
危
機
感
を
強
め
た
。
実
際
篤
胤
は
、
こ
の
よ
う
な
未
曾
有
の
対
外
危
機
に
非

常
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
篤
胤
の
西
洋
に

対
す
る
関
心
は
人
一
倍
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
年
々
増
加
し
つ
つ
あ
る
外

国
船
の
来
航
に
篤
胤
が
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

だ
ろ
う
。

篤
胤
は
一
八
一
三
年
（
文
化
十
年
）
に
十
八
世
紀
後
半
か
ら
日
本
沿
岸
に
出

没
し
て
い
た
外
国
船
に
関
す
る
資
料
の
集
成
で
あ
る
「
千
島
の
白
波
』
を
、
一

八
二
二
年
（
文
政
五
年
）
に
は
、
こ
の
年
に
伊
豆
の
港
に
来
航
し
た
イ
ギ
リ
ス

え
る
心
性
は
当
時
の
庶
民
の
日
常
の
思
考
の
中
で
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考

（
為
）

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

四
、
平
田
学
の
統
一
的
理
解
（
二
）
ｌ
尊
王
思
想

船
の
こ
と
を
記
し
た
『
蛮
船
一
件
』
を
著
し
て
い
る
。
ま
た
『
千
島
の
白
波
』

の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
地
図
は
、
「
彼
地
に
祓
渉
れ
る
。
近
藤
守
重
ぬ
し
。

（
野
）

最
上
常
矩
な
ど
に
も
逢
て
。
直
ち
に
問
糾
し
も
し
た
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
篤

胤
が
北
方
の
探
検
家
で
あ
る
近
藤
重
蔵
（
一
七
七
一
年
～
一
八
二
九
年
）
や
最

上
徳
内
（
一
七
五
四
年
～
一
八
三
六
年
）
と
親
し
か
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。
近
藤
重
蔵
は
、
一
七
九
八
年
（
寛
政
十
年
）
に
東
蝦
夷
を
、
一
八
○
七
年

（
文
化
四
年
）
に
は
西
蝦
夷
を
探
検
、
最
上
徳
内
は
一
七
八
五
年
（
天
明
五
年
）

に
千
島
列
島
を
探
検
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
の
体
験
談
を
篤
胤
は
「
千
島
の

白
波
』
執
筆
の
重
要
な
資
料
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
篤
胤
が
一
般
に
は
秘

さ
れ
て
い
た
幕
府
の
外
交
文
書
を
も
ひ
そ
か
に
手
に
入
れ
て
読
ん
で
い
た
こ
と

も
わ
か
っ
て
い
る
。
一
八
二
七
年
（
文
政
十
年
）
の
篤
胤
に
よ
る
書
簡
に
は
次

の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
「
其
節
沿
海
異
聞
と
申
も
の
一
冊
借
用
、
と
め
置
申

候
、
甚
多
用
に
て
大
に
延
引
い
た
し
候
て
、
漸
此
程
書
寓
申
付
置
候
へ
共
、
今

（
躯
）

日
の
間
に
合
不
レ
申
候
、
次
便
の
節
必
返
上
可
し
致
候
、
」
こ
の
『
沿
海
異
聞
』

と
は
大
田
南
畝
（
一
七
四
九
年
～
一
八
二
三
年
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
外
交
文

書
で
あ
る
。
大
田
南
畝
は
幕
臣
で
あ
り
、
当
時
の
幕
府
の
外
交
政
策
に
通
じ
て

い
た
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
簡
が
出
さ
れ
る
二
年
前
に
は
、
既
に
文
政
の
無
二

念
打
払
令
（
一
八
二
五
年
）
が
発
布
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
非
常
に
切
迫

し
た
海
外
情
勢
の
中
で
篤
胤
は
、
外
国
と
幕
府
と
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
て
い

た
文
書
に
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
文
化

・
文
政
期
（
一
八
○
四
年
～
一
八
二
九
年
）
に
、
篤
胤
が
当
時
高
ま
り
つ
つ
あ

る
対
外
危
機
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
最
新
の
情
報
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
時
期
の
篤
胤
の
時
局
意
識
に
は
明
ら
か
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
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と
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
文
化
年
間
（
一
八
○
四
年
～
一
八
一
七
年
）
に
成

立
し
た
『
千
島
の
白
波
』
に
見
ら
れ
る
篤
胤
の
時
局
意
識
を
見
て
み
よ
う
。

今
し
こ
そ
万
國
の
戎
狄
ら
。
實
の
道
理
を
し
。
能
ク
は
知
，
辨
へ
ざ
れ
ぱ
。

何
く
れ
と
。
射
向
ひ
奉
る
行
ひ
も
無
キ
に
は
非
ね
ど
。
終
に
は
。
大
神
等

の
恩
頼
の
行
通
り
て
。
彼
ら
壼
く
。
心
の
底
ひ
服
ひ
仕
へ
奉
る
べ
く
成
，

（
鋤
）

な
む
こ
と
。
暹
キ
速
キ
の
程
こ
そ
知
ら
れ
。
鏡
に
桂
て
見
る
が
如
し
。

こ
の
一
節
は
、
当
時
日
本
沿
岸
に
出
没
し
て
い
た
外
国
船
に
対
し
て
篤
胤
が
述

べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
読
象
取
れ
る
よ
う
に
、
篤
胤
は
お
び
た
だ

し
い
数
の
対
外
関
係
の
資
料
を
収
集
し
、
常
に
対
外
危
機
に
関
心
を
払
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
列
強
の
接
近
を
侵
略
的
危
機
と
し
て
深
刻
に
と

ら
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
は
神
国
で
あ
る
が
故
に
、
た
と
え
外
国
に
侵

略
の
意
図
が
あ
っ
て
も
、
い
か
な
る
時
も
神
に
守
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
非
合
理

的
な
思
考
は
篤
胤
に
お
い
て
絶
対
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
外
国
船
の
来
航
に
対
す
る
篤
胤
の
楽
観
論
は
、
次
第

に
変
化
し
て
い
た
こ
と
が
文
政
年
間
（
一
八
一
八
年
～
一
八
二
九
年
）
に
成
立

し
た
『
蛮
船
一
件
』
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
伊
豆
の
港
に
立
ち

寄
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
噂
を
聞
い
た
と
い
う
。
こ
の
時

イ
ギ
リ
ス
人
は
、
船
中
で
病
気
に
な
っ
た
者
を
治
療
す
る
た
め
と
い
っ
て
、
水

以
外
に
赤
土
を
要
求
し
た
。
こ
の
一
件
を
と
り
あ
げ
て
篤
胤
は
、
外
国
船
は
い

か
な
る
目
的
を
持
っ
て
日
本
に
来
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
本
よ
り
紳
國
に
て
。
天
紳
地
祇
の
守
護
嚴
重
な
る
に
。
況

て
武
備
萬
國
に
比
類
な
く
。
紳
々
し
き
御
國
な
れ
ば
。
「
喧
ぐ
と
も
國
の
御
稜

威
に
催
な
む
。
底
よ
り
の
國
ゆ
よ
す
る
白
波
」
と
は
思
へ
ど
。
（
中
略
）
異
國

人
に
士
を
取
ら
す
る
事
は
。
吉
か
ら
ぬ
事
と
お
ほ
ゆ
。
然
る
は
外
國
々
に
は
。

種
々
悪
し
き
兇
誼
事
も
多
か
り
と
聞
ゆ
れ
ば
。
億
り
て
漁
船
の
状
を
な
し
。
病

（
帥
）

人
を
も
作
り
兒
誼
の
料
に
。
士
を
取
り
に
來
れ
る
に
は
非
じ
か
。
」
こ
こ
に
は
欧

米
列
強
の
接
近
に
は
侵
略
の
意
図
が
あ
る
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
認
識
ま
で

に
は
至
っ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
彼
ら
の
接
近
を
何
か
不
吉
な
こ
と
の
前
兆
と
見

な
す
漠
然
と
し
た
危
機
意
識
、
言
い
換
え
れ
ば
、
欧
米
列
強
を
脅
威
と
見
な
す

認
識
が
篤
胤
の
中
に
め
ば
え
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
「
本
よ
り

紳
國
に
て
。
天
紳
地
祇
の
守
護
巖
重
な
る
」
日
本
で
あ
る
が
故
に
、
外
国
が
た

と
え
攻
め
て
き
て
も
決
し
て
負
け
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
『
千

島
の
白
波
』
に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
楽
観
的
な
意
識
は
、
も
は
や
こ
こ
に
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
文
化
期
か
ら
文
政
期
に
か
け
て
、
篤
胤
の
時
局
意
識
の
変
遷

が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
し
だ
い
に
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
外
圧

が
、
篤
胤
の
楽
観
的
な
対
外
意
識
を
転
換
さ
せ
て
い
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
篤
胤
が
、
尊
王
皇
国
意
識
と
道
徳
の
実
践
を
あ
れ

ほ
ど
ま
で
に
鼓
舞
し
た
背
景
に
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
対
外
危
機
が
非
常
に

高
ま
っ
た
混
乱
の
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
対
外
危
機
に
関
す
る
資

料
を
収
集
し
、
最
新
の
情
報
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
欧
米
の
接
近
を

深
刻
な
危
機
意
識
を
も
っ
て
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
既
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
対
外
危
機
は
、
当
時
の
江
戸
社
会
に

お
け
る
義
理
人
情
の
欠
如
、
幕
藩
体
制
の
動
揺
に
拍
車
を
か
け
た
。
つ
ま
り
、

化
政
期
は
揺
れ
動
く
過
渡
期
の
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
混
沌
と
し
た
時
代
に
生
き
た
篤
胤
は
、
誰
よ
り
も
敏
感
に
既
存
の
権
威
が

徐
々
に
崩
れ
て
い
く
の
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
意
識

が
、
篤
胤
に
対
外
危
機
に
対
抗
し
う
る
よ
う
な
、
ま
た
次
の
時
代
を
生
き
抜
い

て
い
け
る
よ
う
な
確
固
と
し
た
精
神
的
支
柱
の
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
た
の
だ
と
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思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
篤
胤
は
動
揺
し
つ
つ
あ
る
民
心
へ
の
新
た
な
精
神
的

支
柱
と
し
て
、
尊
王
皇
国
思
想
や
道
徳
の
実
践
を
鼓
舞
す
る
に
至
っ
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
篤
胤
は
、
幕
藩
体
制
の
動
揺
、
ま
た
こ
れ
に
拍
車
を

か
け
た
切
迫
し
た
対
外
危
機
を
当
時
の
社
会
が
克
服
す
べ
き
深
刻
な
問
題
と
し

て
切
実
に
と
ら
え
た
。
そ
の
結
果
、
動
揺
し
つ
つ
あ
る
民
心
に
対
外
危
機
に
打

ち
勝
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
精
神
的
支
柱
と
し
て
尊
王
皇
国
思
想
や
道
徳
の

重
要
性
を
唱
え
る
に
至
っ
た
。
ま
た
一
方
で
、
篤
胤
は
、
鬼
神
妖
怪
や
死
後
の

世
界
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
ら
を
飽
く
こ
と
な
く
探
究
し
た
。
そ
し
て
こ

れ
は
日
常
生
活
に
お
い
て
鬼
神
妖
怪
に
惑
わ
さ
れ
る
人
々
に
、
そ
れ
ら
に
惑
わ

さ
れ
な
い
確
固
と
し
た
「
大
倭
魂
」
を
植
え
つ
け
、
安
心
を
も
た
ら
す
と
い
う

目
的
の
も
と
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
西
洋
の
学
術
方
面
へ
の
関

心
も
、
こ
の
世
に
起
こ
る
全
て
の
事
象
の
理
に
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

安
心
を
得
る
と
い
っ
た
よ
う
な
鬼
神
妖
怪
の
探
求
と
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
発

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

平
田
学
に
お
け
る
尊
王
や
道
徳
を
鼓
舞
し
た
一
面
と
鬼
神
妖
怪
へ
の
探
究
、

そ
し
て
西
洋
学
術
へ
の
関
心
は
、
一
見
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
問
題
意
識
の
も
と
で

並
行
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

平
田
学
が
内
包
し
て
い
る
一
見
混
沌
と
し
た
要
素
は
、
民
心
に
精
神
的
支
柱
を

植
え
つ
け
、
安
心
を
も
た
ら
す
た
め
の
篤
胤
の
思
想
的
営
み
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
民
心
に
精
神
的
支
柱
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
世
で
の
安
心
を
も

た
ら
す
こ
と
ｌ
こ
れ
が
篤
胤
が
生
涯
か
け
て
取
り
組
み
、
格
闘
し
た
テ
ー
マ

結
論

で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
田
学
の
も
つ
矛
盾

を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
又
、
以
上

論
じ
た
よ
う
な
篤
胤
独
自
の
意
識
の
も
と
で
誕
生
し
た
平
田
学
は
、
日
本
思
想

史
上
、
他
に
類
の
な
い
新
た
な
知
性
の
誕
生
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
篤
胤
自
身
、
自
分
の
思
想
を
「
古
人
も
か
つ
て
い
は
ず
、
師
も
い
ま

（
別
）

だ
考
へ
ら
れ
ざ
り
し
説
な
る
」
と
認
識
し
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
篤
胤
は
、
国
学
と
い
う
一
つ
の
学
統
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
国

学
者
と
い
う
枠
内
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
学
と

は
本
居
宣
長
（
一
七
三
○
年
～
一
八
○
一
年
）
が
言
う
よ
う
に
、
「
す
べ
て
後

世
の
説
に
か
上
は
ら
ず
、
何
事
も
、
古
書
に
よ
り
て
、
そ
の
本
を
考
へ
、
上
代

（
塊
）

の
事
を
、
つ
ま
び
ら
か
に
明
ら
む
る
学
問
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
篤
胤
の
思
想
が

国
学
と
い
う
思
想
の
枠
内
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
述
べ

て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
田
学
を
国

学
発
展
史
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
は
、
篤
胤
の
思
想
の
一
面
を
強
調
し
、
他
を

切
り
捨
て
て
し
ま
う
結
果
を
生
む
の
で
は
な
い
か
。
平
田
学
は
、
篤
胤
が
十
九

世
紀
前
半
と
い
う
特
殊
な
時
代
に
日
本
社
会
が
孕
ん
で
い
た
問
題
と
真
っ
向
か

ら
格
闘
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
た
な
知
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

平
田
学
を
日
本
思
想
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
、
こ
れ
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

（
１
）
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
平
田
國
學
の
傳
統
」
（
「
折
口
信
夫
全
集
』

第
二
十
巻
所
収
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
同
書
、
三
四
八
頁
。
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（
３
）
こ
の
よ
う
に
平
田
学
を
「
規
範
学
」
と
見
な
す
研
究
は
戦
前
の
村
岡
典

嗣
氏
の
研
究
（
『
宣
長
と
篤
胤
』
創
文
社
、
一
九
五
七
年
。
）
を
は
じ
め
と

し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
丸
山
真
男
氏
は
平
田
学
の
誕
生

を
「
宣
長
學
の
學
問
性
の
崩
壊
」
（
丸
山
真
男
「
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
、
一
八
一
頁
。
）
で
あ
る
と
す
る
。
松

本
三
之
介
氏
も
同
様
の
見
解
を
示
し
、
国
学
は
「
封
建
支
配
者
に
よ
っ
て

民
心
把
握
の
武
器
」
（
松
本
三
之
介
「
国
学
政
治
思
想
の
研
究
』
未
来
社
、

一
九
七
二
年
、
一
三
二
頁
。
）
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
田
原
嗣
郎

氏
も
同
様
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
田
原
嗣
郎
『
平
田
篤

胤
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
詳
し
く
は
子
安
宣
邦
『
宣
長
と
篤
胤
の
世
界
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九

七
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
「
思
考
の
様
式
ｌ
世
界
像
へ
の
試
承
ｌ
」
、
林
屋
辰
三
郎
編
、
『
化

政
文
化
の
研
究
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
。
沼
田
哲
氏
も
飛
鳥

井
氏
と
同
様
の
問
題
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
（
「
鬼
神
・
怪
異
・
幽
冥

ｌ
平
田
篤
胤
小
論
」
、
『
日
本
近
世
史
論
叢
』
下
巻
所
収
、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
四
年
。
）
ま
た
井
上
順
孝
氏
も
「
平
田
篤
胤
と
民
衆
基
層
信

仰
」
（
『
宗
教
研
究
』
五
十
一
巻
一
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
七
七
年
）

の
中
で
「
篤
胤
の
思
想
は
多
く
の
先
行
思
想
の
重
層
的
、
あ
る
い
は
並
存

的
雑
居
状
況
で
あ
る
」
（
同
論
文
、
二
十
二
頁
。
）
と
し
な
が
ら
、
そ
の
多

く
の
思
想
を
包
括
し
て
い
た
篤
胤
独
自
の
「
凝
集
力
」
（
同
論
文
、
二
十

三
頁
。
）
を
見
い
だ
そ
う
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
篤

胤
の
思
想
は
、
・
多
く
の
民
衆
信
仰
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
）
前
掲
飛
烏
井
論
文
、
四
九
三
頁
。

（
７
）
相
良
亨
「
平
田
篤
胤
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
月
報
十

五
、
名
著
出
版
、
一
九
七
八
年
、
一
月
、
六
頁
。

（
８
）
和
辻
哲
郎
「
日
本
倫
理
思
想
史
』
下
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、

六
七
八
頁
。

（
９
）
平
田
学
と
蘭
学
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
た
数
少
な
い
論
考
の
中
に
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
「
平
田
篤
胤
と
洋
学
」
、

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
「
日
本
人
の
西
洋
発
見
』
（
芳
賀
徹
訳
）
所
収
、
中

央
公
論
社
、
一
八
六
八
年
。
伊
東
多
三
郎
「
國
學
と
洋
學
」
、
『
歴
史
学
研

究
』
七
巻
、
第
三
号
所
収
、
歴
史
学
研
究
会
、
一
九
三
七
年
、
三
月
。

（
川
）
「
篤
胤
直
筆
履
歴
書
項
目
覺
」
、
渡
辺
金
造
「
平
田
篤
胤
研
究
」
所
収
、

鳳
出
版
、
一
九
七
八
年
、
三
頁
。
な
お
本
稿
で
引
用
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
項

目
の
下
に
渡
辺
氏
に
よ
る
注
記
が
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。

（
Ⅱ
）
「
経
緯
儀
序
」
、
「
気
吹
舎
文
集
」
の
二
の
巻
、
「
新
修
平
田
篤
胤
全
集
」

第
十
五
巻
、
名
著
出
版
、
一
九
七
八
年
、
（
以
下
「
全
集
」
と
省
略
）
三

九
三
～
三
九
四
頁
。

（
岨
）
「
天
説
辨
々
」
、
「
全
集
』
第
七
巻
、
三
二
三
頁
。

（
旧
）
「
玉
橇
」
九
之
巻
、
『
全
集
』
第
六
巻
、
五
四
○
頁
。

（
Ｍ
）
「
天
説
辨
々
」
、
『
全
集
』
第
七
巻
、
三
二
四
頁
。

（
略
）
同
書
、
三
一
四
頁
。

（
肥
）
同
書
、
三
二
三
頁
。

（
Ⅳ
）
「
玉
橇
」
七
之
巻
、
『
全
集
』
第
六
巻
、
三
九
一
～
三
九
二
頁
。

（
肥
）
「
仙
境
異
聞
」
、
『
平
田
篤
胤
全
集
』
第
三
巻
所
収
、
平
田
學
曾
、
一
九

一
一
年
、
一
頁
。

一
一
一
一
一



（
的
）
「
玉
檸
」
七
之
巻
、
四
二
七
頁
。

（
別
）
同
書
、
四
三
○
頁
。

（
別
）
同
書
、
三
九
一
頁
。

（
〃
）
同
書
、
四
二
七
頁
。

（
羽
）
同
書
、
四
二
九
頁
。

（
別
）
「
稲
生
物
怪
録
序
」
、
「
気
吹
舎
文
集
」
一
之
巻
、
『
全
集
』
十
五
巻
、
三

四
六
頁
。

（
妬
）
平
田
学
の
成
立
と
民
間
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
に
は
、

井
上
順
孝
氏
の
前
掲
論
文
の
他
に
高
橋
美
由
紀
「
平
田
神
道
の
庶
民
性
ｌ

そ
の
方
法
と
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」
（
源
了
圓
編
『
江
戸
後
期
の
比
較
文
化

研
究
』
所
収
、
ペ
リ
か
ん
社
、
一
九
九
○
年
。
）
が
あ
る
。
高
橋
氏
は
「
篤

胤
学
と
は
、
庶
民
の
持
つ
土
俗
的
宗
教
意
識
や
生
活
倫
理
を
積
極
的
に
汲

み
あ
げ
、
そ
れ
を
記
紀
的
神
話
世
界
の
中
に
嵌
入
し
、
両
者
の
結
合
の
上

に
独
自
の
神
道
的
世
界
を
構
築
し
た
も
の
」
（
前
掲
論
文
、
二
九
二
頁
。
）

と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
宣
長
学
と
の
差
異
を
強
調
し
、
篤
胤
の
ね
ら
い

は
神
道
を
庶
民
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
恥
）
平
田
学
に
お
け
る
垂
加
神
道
の
影
響
に
つ
い
て
の
論
考
に
は
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。
細
谷
則
理
「
平
田
篤
胤
大
人
皇
道
思
想
の
基
地
」
、
『
国

学
院
雑
誌
』
三
十
巻
、
九
号
、
一
九
三
二
年
、
九
月
。
三
木
正
太
郎
「
垂

加
神
道
と
復
古
神
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
１
日
之
少
宮
傳

と
幽
冥
観
ｌ
」
、
『
神
道
史
研
究
』
第
五
巻
、
第
二
号
、
一
九
五
七
年
、

三
月
。
三
木
正
太
郎
「
神
離
磐
境
の
傳
と
直
毘
霊
の
精
神
ｌ
垂
加
神

道
と
復
古
神
道
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
ｌ
」
、
『
皇
學
館
大
學

紀
要
』
第
四
号
、
一
九
六
六
年
、
三
月
。

（
〃
）
「
千
島
の
白
波
」
、
「
全
集
』
補
遺
五
巻
所
収
、
一
頁
。

（
羽
）
「
新
庄
道
雄
宛
平
田
篤
胤
書
簡
」
（
文
政
十
年
閨
六
月
二
十
九
日
付
）
、

渡
辺
金
造
『
平
田
篤
胤
研
究
」
所
収
、
鳳
出
版
、
一
九
七
八
年
、
八
二
一

頁
。

（
的
）
「
玉
樺
」
九
之
巻
、
五
四
二
頁
。

（
釦
）
な
お
『
全
集
』
補
遺
五
巻
に
納
め
ら
れ
て
い
る
「
蛮
船
一
件
」
は
、
草

書
体
で
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
文
で
は
同
書
が
活
字
で
収
め
ら
れ
て

い
る
次
の
文
献
か
ら
引
用
し
た
。
「
與
植
辨
」
、
「
気
吹
舎
文
集
」
、
『
全
集
』

十
五
巻
所
収
、
四
○
四
頁
。

（
別
）
「
霊
能
真
柱
」
、
「
日
本
思
想
大
系
五
十
平
田
篤
胤
伴
信
友
大
国
隆

正
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
二
七
頁
。

（
塊
）
「
う
ひ
山
ふ
み
」
、
『
う
ひ
山
ふ
み
鈴
屋
答
問
録
』
所
収
、
岩
波
文
庫
、

一
九
三
四
年
、
三
十
八
～
三
十
九
頁
。

（
国
際
基
督
教
大
学
大
学
院
）
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