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詮
－

「
ア
ザ
ケ
ル
マ
γ
」
巴
2
8
w
S
B
S

－
が
書
か
れ
た
の
は
大
体
一
四O
一
年
と
推
定
さ
れ
る
。
作
者
の
ヨ
ハ
y
・
フ
ォ
γ
・
テ
プ
ル
r
z

ロ
ロ
ハ
。8
8

ロ

4
0
1
が
生
れ
た
の
だ
が
一
三
五O
年
、
死
ん
だ
の
が
一
四
一
五
年
で
あ
る
か
ら
、
直
接
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
に
関
係
の
深
い
時
代
を
求
め
れ
ば
、
一
応
そ
れ

を
一
四
世
記
後
半
の
五0
年
間
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
に
照
し
て
み
る
と
、
カ
ー
ル
四
世
同
月
H

唱
治
下
の
一
三
四
七
年

か
ら
一
三
七
八
年
の
約
三
十
年
間
と
、
ヴ
ェ
シ
ツ
ェ
ル
巧O
R
O
H
の
皇
帝
在
位
の
一
三
七
八
年
か
ら
一
四O
O
年
ま
で
の
約
二
十
年
間
の
時
代
に
あ
た
る
。

こ
の
二
つ
の
時
代
は
明
暗
二
様
の
相
を
呈
し
て
い
て
、
「
ア
γ

ケ
ル
マ
ン
」
に
も
時
代
の
影
響
は
か
な
り
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
今
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
シ
」
と

時
代
の
関
係
を
、
二
三
の
代
表
的
な
人
物
を
素
描
し
な
が
ら
概
観
し
た
い
と
思
う
。
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カ
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設
ー

カ
i

ル
四
世
は
、
早
く
か
ら
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
の
見
習
い
に
出
さ
れ
、
為
政
者
と
し
て
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
と
同
時
に
、
パ
リ
！
大
学
で
ス
コ
ラ
哲
学
の
教

育
を
う
け
た
。
十
四
歳
の
若
さ
で
フ
ラ
ン
ス
主
女
と
結
婚
し
、
三
年
間
の
イ
タ
リ
ヤ
滞
在
に
よ
っ
て
、
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
空
気
に
援
す
る
と
こ
が
で
き
た
。
父

ヨ
ハ
y

は
武
人
で
、
ほ
と
ん
ど
居
城
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
く
戦
野
に
く
ら
す
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
カ
ー
ル
は
早
く
か
ら
メ

I

レ
シ
宮
町

F
B
U

と
ベ
l

メ

Y

回
～
皆
目
。
闘
の
政
治
を
父
王
か
ら
ま
か
せ
ら
れ
た
。
一
三
四
七
年
父
が
戦
死
す
る
と
カ
ー
ル
は
ベ

I

メ

γ
の
主
と
な
り
、
次
第
に
ド
イ
ツ
の
主
と
認
め
ら

れ
る
様
に
な
っ
た
。

カ
ー
ル
が
ド
イ
ツ
皇
帝
に
即
位
し
た
頃
は
、
百
年
戦
争
で
仏
軍
が
敗
退
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
西
境
の
客
観
的
情
勢
が
好
転
し
た
た
め
、
国
玉
は
比

軒
目2

較
的
安
心
し
て
国
内
の
秩
序
回
復
と
文
化
政
策
に
意
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
カ
ー
ル
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
過
’
去
を
改
草
し
、
現
在
を
よ
り
よ
く
秩
序
立
て
る
」

こ
と
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
若
い
時
父
主
を
助
け
て
イ
タ
リ
ヤ
で
戦
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
戦
い
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
頃
す
で
に
軍

事
に
は
見
切
り
を
つ
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
非
妥
協
的
態
度
に
よ
っ
て
戦
争
に
み
ち
び
く
よ
り
も
、
行
政
官
、
組
織
者
と
し
て
改
草
を
実
行

す
る
こ
と
に
よ
り
多
く
の
意
義
を
見
出
し
た
と
い
え
る
。
皇
帝
の
選
挙
法
を
決
め
た
「
黄
金
文
書
」
の

0
5
0口
。
出
巳
Z

ハ
ご
ニ
五
六
年
〉
も
そ
の
一
つ
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
る
。
ヵ
I

ル
は
教
皇
と
争
う
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
二
二
五
五
年
、
戴
冠
式
の
た
め
に
ロ

l

マ
に
赴
き
、
教
皇
イ
シ
ノ
ツ
ェY
ツ
六
世
F
B
N
g
N

d

と
た
く
み
に
妥
協
し
、
ヵI
ル
は
イ
タ
リ
ヤ
を
放
棄
し
、
両
者
は
互
い
に
そ
の
主
権
を
尊
重
す
る
こ
と
を
約
し
た
。
カ
ー
ル
に
よ
る
イ
タ
リ
ヤ
の
統
一
を
望

ん
で
い
た
イ
タ
リ
ヤ
の
愛
国
者
た
ち
は
宍
望
し
た
が
、
彼
に
は
ひ
そ
か
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
一
三
五
六
年
に
公
布
さ
れ
た
「
黄
金
文
書
」

で
彼
は
教
皇
の
皇
帝
認
可
権
を
全
く
黙
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
理
挙
さ
れ
た
者
は
同
時
に
皇
帝
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
妥
協
と
か
非
妥
協
と
い
う
よ

り
も
、
名
よ
り
も
実
を
取
る
、
抜
目
の
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
マ
シ
と
し
て
の
主
の
横
顔
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
の
実
利
主
義
は
、
そ
れ
が
過
ぎ
る
と
悪
掠

に
さ
え
み
え
る
。
一
三
四
八
年
｜
｜
五O
年
に
黒
死
病
が
涜
行
し
た
頃
、
貴
族
の
借
財
救
済
の
た
め
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
虐
殺
を
奨
励
し
た
の
な
ど
、
そ
の
最
た
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

彼
の
三
十
年
間
の
治
世
は
ベ
I

メ

γ
主
の
利
益
追
求
に
終
始
し
、
ド
イ
ツ
全
体
の
発
展
に
も
、
ま
た
そ
の
統
一
に
も
目
を
つ
む
っ
て
い
た
と
批
難
さ
れ
る
。

彼
が
「
ベ
l

メ

γ
の
父
、
ド
イ
ツ
の
継
父
」
と
言
わ
れ
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
批
判
は
必
ず
し
も
当
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

当
時
に
お
い
て
は
近
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
国
家
と
い
う
観
念
は
薄
か
っ
た
し
、
一
体
、
本
当
に
国
を
思
う
君
主
や
諸
侯
が
果
し
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
、
ま

- 88 ー



ず
う
た
が
わ
し
い
。
君
主
居
城
の
地
が
栄
え
る
の
も
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
ド
イ
ツ
の
中
心
を
は
ず
れ
た
ベ

l

メ
ン
と
い
う
土
地

が
ド
イ
ツ
人
に
は
面
白
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
も
ベ
i

メ
ン
は
ド
イ
ツ
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
カ
ー
ル
は
確
か
に
ド
イ
ツ
統
一
に
は
熱
心
で

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
に
お
い
て
貴
族
の
勢
力
が
強
い
こ
と
を
充
分
に
彼
は
承
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
無
理
を
し
て
紛
争
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
は
彼
は

好
ま
な
か
っ
た
。
私
利
私
慾
を
追
う
愚
劣
な
諸
侯
を
た
く
み
に
あ
や
つ
っ
て
、
自
分
の
思
う
政
策
を
行
な
う
こ
と
の
方
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
様
に
思
わ
れ
る
。

H
a
。
。

あ
る
辞
書
に
「
カ
ー
ル
の
冷
静
で
賢
明
な
出
店
0
5
2

守
巴
口
問
政
策
は
自
家
の
権
力
拡
大
に
集
中
さ
れ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
権
力
の
拡
大
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
今
述
べ
て
来
た
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
本
当
な
ら
、
「
冷
静
で
賢
明
な
」
と
い
う
点
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
や
が
て
狂
信
的
な

キ
リ
ス
ト
教
徒
や
愛
国
者
が
輩
出
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
フ
マ
ニ
ス
ト
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
狂
信
的
な
イ
タ
リ
ヤ
の

愛
国
者
コ
ラ
・
デ
ィ
・
リ
エ
ン
ツ
ォ
。
。E
島
国
ぽ
ロ

N
O

の
口
ぐ
る
ま
に
の
ら
な
か
っ
た
の
も
彼
の
「
冷
静
で
賢
明
な
」
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ー
ル
の
政
策
に
つ
い
て
批
判
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
当
時
ベ
l

メ
ン
、
特
に
そ
の
首
都
プ
ラl
グ
が
商
業
や
文
化
の
中
心
と
な
っ
て
栄
え
、
に
ぎ

わ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
カ
ー
ル
は
プ
ラ
l

グ
に
す
ぐ
れ
た
建
築
家
や
彫
刻
家
、
そ
し
て
画
家
等
を
招
き
、
ま
た
ド
イ
ツ
最
初
の
大
学
を
設
立
し
た
こ

＝
一
四
八
年
〉
。
有
力
な
市
民
た
ち
は
古
い
教
育
制
度
が
、
た
だ
僧
侶
や
貴
族
に
し
か
合
わ
な
い
の
を
感
じ
、
自
分
た
ち
の
子
供
に
は
一
般
学
芸
の
法
律
、
医
学
、

科
学
を
学
ば
せ
る
た
め
に
、
僧
院
や
修
道
院
に
子
弟
を
、
送
る
こ
と
を
や
め
て
、
パ
リ
ー
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
大
学
ヘ
留
学
さ
せ
る
も
の

が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
要
求
に
応
ず
る
た
め
に
も
国
内
に
大
学
を
つ
く
る
必
要
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
テ
プ
ル
の
青
年
時
代
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
学
芸
学
士
冨

ω
阿
佐t
H
K
F昆
皆
目
の
称
号
を
持
ち
、
ザl
ツ

の
書
記
を
つ
と
め
た
彼
が
、
プ
ラ
l

グ
の
大
学
に
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
が
な
い
。
大
学
に
学
び
首
都
プ
ラ
l

ク
の
繁
栄
を
目
の
あ
た

り
に
見
た
ヨ
ハ
シ
が
、
ド
イ
ツ
皇
帝
に
な
っ
た
自
国
の
王
カ
ー
ル
に
対
し
深
い
親
愛
の
情
を
い
だ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
ヵ
l

ル
を
助
け
、
祖
国
の
文
化
の
発
展
の
た
め
に
つ
く
し
た
宰
相
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト

r
g

ロ
ロ
〈o
g
g
ロ

z
g
g
R
E

の
名
を
逸
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

註
－

註
2

カ
ー
ル
四
世
の
記
述
は
、
主
と
し
て
同
色
白
阿
国
一
句
色
白
山
口

m
V
巴
2
K
M
o
r
2
E
E
M
H
H問、c
m
w
回
引
r
E
。
回
忌
お
・
日
目
立
。
門

z
a
z

ロ
？
江
南
に
従
っ
た
。

開
・
印
刷
出
店
出
向
忌
出
・
・
∞
・

M門
〈
・
2

匂
5
2
0

巳
S
5
2

吋
E
R
O
M
）
g
a
o
E

首
宮
口

O
E
e
。
ロ
2
0

・3
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註
3

巴
。
吋
の
3

ロ
。
回
】
3
0
w
v
m
w
c
m
w
w
出
向
・

0
・
H
匂
ω
p
m
－
N
怠
・

註
－

ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
は
市
民
の
出
で
あ
る
が
、
僧
侶
を
志
し
、
同
時
に
法
律
も
学
ん
だ
。
二
二
四
七
年
に
カ
i

ル
四
世
の
宮
廷
牧
師
、
秘

書
兼
書
記
に
な
り
、
一
三
五
三
年
に
宰
相
に
な
っ
た
。
そ
の
他
ナ
ウ
ム
ブ
ル
クZ
m
h
H
Eザ
ロ
吋
向
ラ
イ
ト
ミ
シ
ュ
ル
F
包
Z
E
官
o
E
、
オ
ー
ル
ミ
ュ
γ

ツ

O
T

E
E
N
等
の
司
教
も
つ
と
め
て
い
る
。
ま
た
一
三
八
O
年
に
プ
レ
ス
ラ
ウ
回
g
m
z
g

の
司
教
に
選
ば
れ
た
が
、
教
皇
の
許
可
が
到
着
し
な
い
前
に
死
ん
だ
と

っ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

ヨ
ハ
ン
は
一
三
五
四
年
と
六
七
年
の
二
回
、
カ
ー
ル
四
世
に
つ
い
て
イ
タ
リ
ヤ
に
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
沢
山
の
フ
マ
ニ
ス
ト
の
友
人
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
。
ベ
ト
ラ
ル
カ
や
リ
エ
ン
ツ
ォ
も
そ
の
中
に
い
た
。
も
っ
と
も
リ
エ
ン
ツ
ォ
は
一
三
五O
年
か
ら
五
二
年
ま
で
祖
国
を
追
わ
れ
て
プ
ラl
ク
に
幽
閉
さ

れ
て
い
た
の
で
、
既
に
そ
の
時
に
会
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
に
か
く
そ
れ
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
が
彼
の
中
に
注
ぎ

込
ま
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ベ
ト
ラ
ル
カ
や
りz
y
ツ
ォ
の
様
な
イ
タ
リ
ヤ
の
フ
マ
ニ
ス
ト
達
と
手
紙
を
突
換
を
す
る
こ
と
が
彼
の
大
き
な
任
務
で
あ
っ

た
。
特
に
リ
エ
ン
ツ
ォ
の
花
や
か
な
誇
り
に
み
ち
た
文
体
は
ヨ
ハ
シ
の
心
を
ひ
き
つ
け
、
そ
れ
に
対
し
て
自
国
の
官
庁
用
語
が
い
か
に
古
色
蒼
然
と
し
て
生
気

が
な
い
か
を
身
を
も
っ
て
痛
感
し
た
。
彼
は
記
録
係
長
、
宰
相
と
い
う
地
位
を
利
用
し
て
官
庁
の
た
め
に
ラ
テ
ン
語
の
手
引
き
を
作
成
し
、
そ
の
中
に
範
と
す

べ
き
手
紙
や
諸
文
書
の
実
例
を
の
せ
た
。
こ
の
入
門
書
は
筆
写
さ
れ
、
あ
る
い
は
短
縮
さ
れ
、
あ
る
い
は
拡
大
さ
れ
て
隣
接
の
官
庁
に
も
ひ
ろ
め
ら
れ
た
。

- 90 -

し
か
し
ヨ
ハ
シ
は
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
自
国
の
文
学
に
も
心
を
向
け
、
多
く
の
書
物
を
読
み
あ
さ
り
、
ニ
l

ベ
ル
ン
ゲ
γ

の
伝
説
や
フ
ラ
ウ
エ
ン

ロ
l

プ
司
自
民
φ
回
目
。σ

の
格
言
等
も
彼
の
目
に
と
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
読
む
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
か
ら
ド
イ
ツ
語
の
著
、
述
も
試
み
た
。
そ
の
際
、
主
と
し

て
神
秘
主
義
や
ス
コ
ラ
哲
学
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
僧
侶
の
ラ
テ
シ
垣
間
作
品
が
好
ん
で
選
ば
れ
翻
訳
さ
れ
た
。
ま
た
第
一
回
目
の
イ
タ
リ
ヤ
行
の
時
持
ち
帰

勺
た
、
関
連
っ
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
作
品
と
さ
れ
て
い
た
∞oE
Z
E
m
g
E
S

包
仏
2
5

や
ド
ナ
ウ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
回
。
S
4
8
Z
S

の

a
a
m
t
・

自
己
g
e
g

旦
史
、
等
も
翻
訳
さ
れ
た
。
ヨ
ハ
ン
の
翻
訳
の
写
本
は
西
ド
イ
ツ
地
方
に
ま
で
っ
た
わ
り
、
彼
の
刺
激
を
う
け
て
翻
訳
を
試
み
る
も
の
が
教
多

く
、
才
能
あ
る
多
く
の
弟
子
た
ち
は
師
を
見
な
ら
い
、
翻
訳
に
、
あ
る
い
は
官
庁
用
語
の
発
展
の
た
め
に
活
躍
し
た
。
一
般
に
新
高
ド
イ
ツ
語
の
成
立
に
あ
た

註
2

守
て
は
ル
タ
！
の
聖
書
訳
と
並
ん
で
、
マ
ク
シ
ミl
リ
ア
ン
の
官
庁
用
語
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
既
に
そ
れ
よ
り
も
一
世
記
早
く
、
新
し
い
ド



イ
ツ
詩
へ
の
努
力
が
ヨ
ハ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。

当
U
S

問
題
を
「
ア
ザ
ケ
ル
マ
ン
」
に
返
し
て
み
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
も
し
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
γ
」
が
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
と
し
た
な
ら
ゆ
、
ヨ
ハ

γ

・
フ

ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
の
影
響
は
非
常
に
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
そ
の
影
響
が
単
に
漠
然
と
し
た
刺
激
と
い
う
様
な
も
の
で
な
い
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
∞
。E
o
ρロ
古
宮
民
自

m
w
O♂
a
a
o
c
E

の
翻
訳
で
あ
る
「
愛
撫
の
書
」
巴
剛
志
出
口
O
V
品
2
F

芯
v
w
o
m
E口
問
が
「
ア
ッ
ケ
ル

マ
ン
」
の
各
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
諸
家
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
最
後
の
「
い
の
り
の
章
」
は
そ
の
引
用
か

ら
組
立
て
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

カ
ー
ル
四
世
と
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
の
時
代
は
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ソ
」
に
と
っ
て
は
明
る
い
影
響
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ク
ロ

l

註
4

グ
マ
ン
が
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
シ
」
は
「
ア
ル
プ
ス
を
越
え
て
来
た
暖
か
い
南
の
風
が
咲
か
せ
た
」
花
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
咲

い
た
花
は
必
ず
し
も
暖
か
い
日
の
光
ば
か
り
を
う
け
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ハ
ン
・
フ
オ

γ

・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
の
記
述
は
当
。
昆
向
。
出
向
g
m
v
B
E
H
2・
〈
O
出
向
。
同
旨
ヨ
詑w
g

自
国

m世B
o
w－
E
g
u
m
－
N
4
s忌
に
教
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

例
え
ば
『
・
同
E
問
。
・
ロ
ロmo
吋
口
。
丘

m
o
y
呂
田
∞
－m
・
宮
崎
・

「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
は
元
来
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
学
者
も
い
る
。
国
－
Z
0
4
3
E
・
ロ
o
g
宮
o
v
o
F
2
H
S
E吋
凶
E
N
E
S
H
’

仲
2
a
o
m
同
ロ
目
g
M
Z
E
C
m－
閉
山
口
F
出
5
2

号
。
且
0
5
・
ロ
4
・
N
F
E
白
ω
m
－
ω
ロ
・

4
〈
・
同
吋
。
向
E
g
p

山t
a－
－m
－
2
・

註
－
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註
2

註
3

註
4 

B 

グ
エ
ソ
ツ
ェ
ル
の
時
代

カ
ー
ル
四
世
が
死
ん
だ
一
三
七
八
年
頃
に
は
、
ド
イ
ツ
は
新
し
い
時
代
に
向
か
っ
て
、
政
治
経
済
宗
教
等
各
方
面
に
様
々
の
問
題
が
山
積
み
し
て
い
た
。
問

題
を
宗
教
だ
け
に
限
っ
て
見
て
も
一
三
八
三
年
に
は
カ
ト
リ
ッ
グ
教
会
の
大
分
裂
が
あ
り
、
世
粗
末
か
ら
十
五
世
記
に
か
け
て
は
フ
ス
一
派
の
活
発
な
動
き
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
時
に
あ
た
っ
て
カ
ー
ル
四
世
の
長
子
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
わ
ず
か
十
七
才
で
王
位
に
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
不
運
と
い
え
ば
不
運
で

あ
る
。
試
み
に
「
岩
波
世
界
人
名
辞
典
」
を
調
べ
て
み
る
と
次
の
様
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。



ぎ
g
N

巴
ハ
チ
エ
コ
）
〈
宮
Z

一
コ
ヱ
ハ
一
・
二
・
二
六
1
1

一
四
一
九
・
八
・
二
ハ

ド
イ
ツ
王
（
一
三
七
回
／
一
四
0
0
1

ベ
！
メ
ソ
（
ボ
ヘ
ミ
ア
〉

主
と
し
て
は
ヴ
ヱ
ン
ツ
ェ
ル
四
世
（
一
三
七
八
／
一
四
一
九
三
父
帝
カ
ル
ル
四
世
と
継
承
し
、
残
忍
で
諸
侯
と
争
い
、
捕
え
ら
れ
て
（
一
三
九
三

l

九
四
）

ベ
I

メ

γ
王
の
主
権
を
放
棄
し
、
主
位
を
廃
せ
ら
れ
た
（
一
四O
O
〉
。
の
ち
再
び
ベI
メ
シ
王
に
復
位
（
O
四
〉
。
な
お
彼
の
為
に
多
教
の
細
密
固
が
挿
入
し

た

A
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
聖
書
、
六
巻
一
三
八
七
ー
一
四O
O
頃
V
が
調
製
さ
れ
た
。

彼
が
残
忍
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
一
三
九
三
年
に
プ
ラ
l

ク
の
修
道
院
総
会
長
代
理
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ポl
ム
ク
旬
。
E
E
M
g

註
1

4
0
ロ
可
。
目

c
w

と
い
う
人
を
拷
聞
に
か
け
、
虐
殺
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
さ
し
て
言
っ
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
時
代
が
一
種
の
混
乱
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
の
辞
書
の
説
明
か
ら
も
よ
み
と
れ
る
。
「
ア
ヴ
ケ
ル
マ
ン
」
第
二
十
三
章
の

「
喜
び
、
紀
律
、
差
恥
心
、
そ
し
て
そ
の
他
の
好
ま
し
い
も
の
が
世
の
中
か
ら
追
い
払
わ
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
こ
の
方
、
悪
と
恥
辱
と
不
実
と
侮
蔑
と
そ
し

て
裏
切
り
が
ま
っ
た
く
世
の
中
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
。
」

と
い
う
こ
と
ば
も
、
お
そ
ら
く
混
乱
し
た
世
相
へ
の
嘆
き
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

歴
史
を
省
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
、
そ
し
て
ま
た
次
に
来
る
時
代
に
渦
巻
く
難
問
題
が
一
人
の
君
主
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
容
易
に

理
解
さ
れ
る
が
、
当
時
の
人
々
の
目
に
は
、
先
王
カl
ル
四
世
が
小
器
用
な
政
治
家
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
ヴ
ェ
シ
ヅ
エ
ル
が
無
能
無
力
の
王
に
映
っ
た
の
も
、

こ
れ
も
ま
た
止
む
を
得
な
い
。
当
時
の
あ
る
年
代
記
は
「
彼
（
カ
l

ル
阿
世
）
は
獅
子
の
如
く
統
治
し
、
賢
明
で
学
識
が
高
く
、
プ
ラ
1

ク
大
学
の
教
授
た
ち

と
堂
々
と
論
戦
を
は
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
し
、
こ
れ
に
反
し
、
ヴ
ン
ェ
ツ
ェ
ル
は
、
符
の
腕
白
小
僧
と
喧
嘩
を
し
て
喜
ん
で
い
る
チ
シ
ピ
ラ
で
あ
る
、
と
こ

註
2

き
お
ろ
さ
れ
て
い
る
。

ヴ
ェ

γ

ツ
ヱ
ル
が
余
り
芳
し
く
な
い
主
で
あ
り
為
政
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
人
間
的
に
彼
が
ど
の
程
度
の
批
難
を
う
け
る
べ
き
か
ど
う
か
は

設
3

わ
か
ら
な
い
。
あ
る
辞
書
に
は
、
ヴ
ヱ
ン
ツ
ェ
ル
は
「
若
い
時
に
は
才
が
あ
っ
た
が
、
後
に
飲
酒
に
ふ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
主
円
か
れ
て
い
る
。
被
も
決
し

て
暗
愚
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
を
し
て
悪
徳
の
主
に
せ
し
め
た
の
は
多
分
に
時
代
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
時
代

の
混
乱
は
既
に
カ
i

ル
四
世
の
時
代
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
カ
ー
ル
は
諸
侯
を
巧
み
に
あ
や
つ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
ら
に
仲
々
乗
ず
る



す
き
を
与
え
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
カ
ー
ル
に
し
て
や
ら
れ
て
い
た
貴
族
た
ち
は
、
そ
の
欝
慣
を
晴
ら
す
機
会
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
グ
ェ
ン

ツ
ェ
ル
は
そ
の
よ
い
餌
食
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
ら
横
暴
な
貴
族
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
政
府
や
宮
廷
に
思
い
切
っ
て
市
民
階
級
の
登
用
を
試
み

た
。
ヨ
ハ
ン
・
フ
ス
旬
。
v
g
H何
回
国
国
切
の
採
用
も
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
更
に
チ
ェ
コ
と
ド
イ
ツ
両
国
の
国
民
感
情
の
も
つ
れ
が
か
ら
み
、
問
題

を
ま
す
ま
す
紛
糾
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
遂
に
グ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
ド
イ
ツ
語
侯
に
よ
っ
て
皇
帝
の
地
位
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
ア

γ

ケ
ル
マ
シ
」
第
三

十
二
章
の

「
当
今
は
世
の
中
が
す
っ
か
り
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
も
か
も
が
あ
べ
こ
べ
だ
。
前
が
後
に
、
後
が
前
に
、
上
が
下
に
、
下
が
上
に
と
い
う
風
に
、
大
低
の

人
た
ち
が
、
悪
い
こ
と
を
正
し
い
こ
と
に
す
り
変
え
て
し
ま
っ
た
。
」

註
4

と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
一
四
O
O
年
の
皇
帝
グ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
四
世
の
廃
位
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
政
情
の
混
乱
と
不
安
を
陪
除
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
、

ク
ロ
ー
ク
マ
シ
は
一
一
一
口
っ
て
い
る
。

註
－

註
2

註
3

註
4

巴
O
H

白
同
O
E
O
回
同
O
O
W
H
M
m
w
c
a

・
出
血
－H
N
Hむ
四
回ω
・
8
1
r

阿
－
m
B
E
山
口
問
・
山
げ
p
・
m
－
也
－

巴
2
c
g
p

同
2
a
o
p
回
・
。
・
呂
田0
・
m
w・
ロ
C
M・

4
〈
・
関
同
。
同
B
m
E
P
H
E
－
－P
U
B
－
m
w－
N
5
・
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ヴ
ェ
Y
ツ
ェ
ル
の
悪
評
を
更
に
高
め
た
も
の
は
、
プ
ラ
l

ク
の
大
司
教
ヨ
ハ
γ
・
フ
ォ
ソ
・
イ
ェ
γ
ツ
ェ
ン
シ
ヱ
タ
イ
ン
旬
。
｝
居
間
ロ2
3

ロ

r
g
g

丘
旦
ロ

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ヨ
ハ
ン
は
、
前
任
者
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
の
後
を
つ
い
で
カ

l

ル
四
世
の
宰
相
と
な
り
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
時
代
に
な

っ
て
も
そ
の
地
位
に
と
ま
ど
っ
て
い
た
。
し
か
し
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ン
ツ
ェ
シ
シ
ェ
タ
イ
ン
は
若
い
王
と
意
見
が
合
わ
ず
、
遂
に
解
雇
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
は
情
熱
酌
で
、
野
心
に
満
ち
た
大
司
教
に
と
っ
て
忘
れ
難
い
侮
辱
に
思
わ
れ
た
。
彼
は
大
司
教
の
立
場
か
ら
、
嫉
妬
と
ひ
が
み
を
も
っ
て
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル

を
常
に
監
視
し
つ
づ
け
た
。
玉
の
ル
ー
ズ
な
生
活
、
禁
慾
主
義
と
教
会
の
組
律
に
対
す
る
主
の
軽
視
、
ま
た
宮
廷
を
支
配
し
は
じ
め
た
新
し
い
思
想
へ
の
接
近
は

大
司
教
の
批
制
の
ま
と
に
な
っ
た
。
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ン
ツ
ェ
シ
シ
ュ
タ
イ
シ
は
、
一
見
来
は
プ
ラ

l

ク
、
メ
ド
ゥ
ア
、
ボ
ロ
ニ
ア
、
バ
リ
I

、
モ
ン
ベ
リ



エ
の
各
大
学
を
お
と
ず
れ
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
エ
リ
ー
ト
と
も
交
わ
り
、
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
流
れ
に
は
か
な
り
心
を
動
か
さ
れ
、
カ
ー
ル
四
世
の
時

代
に
は
ヨ
ハ
シ
・
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ル
グ
ト
の
熱
烈
な
後
継
者
を
も
っ
て
任
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
世
粗
末
に
な
る
と
世
俗
の
文
化
、
フ
マ
ニ
ス
ム

ス
、
国
民
主
義
、
自
由
主
義
と
い
う
様
な
新
し
い
思
想
が
次
第
に
勢
力
を
得
、
教
会
の
ド
グ
マ
に
対
し
公
然
と
敵
意
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
大
司
教
が
微
妙

封
百
噌E
－

な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と
し
て
も
、
「
詩
人
た
ち
の
悪
ふ
ざ
け
を
放
棄
す
る
」
に
は
さ
ほ
ど
の
困
難
を
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
ヨ
ハ
ン
の
思
想
の
遍
歴
の
中
に
わ
れ
わ
れ
は
時
流
の
激
し
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ー
ル
四
世
や
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
シ
・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
の
時

代
に
は
、
僧
侶
と
貴
族
、
そ
し
て
新
し
い
思
想
と
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
し
た
矛
盾
を
示
さ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
や
ヨ
ハ
シ
・
フ
ォ
シ
・
イ
ヱ
シ
ツ
エ
ン
ジ
ュ
タ
イ
ン
の
時
代
に
な
る
と
よ
う
や
く
、
そ
の
矛
盾
が
表
面
に
あ
ら
わ

れ
て
来
た
様
に
思
わ
れ
る
。
フ
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
空
気
の
中
に
育
ち
、
気
負
っ
て
立
っ
た
大
司
教
が
、
結
果
的
に
は
フ
マ
ニ
ス
ム
と
訣
別
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
悲
劇
で
あ
っ
た
。
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
テ
プ
ル
に
つ
い
て
も
ま
た
同
じ
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
G
・
ミ
ュ
ラ
ー

が
言
う
様
に
、
も
し
ヨ
ハ
シ
・
フ
ォ
シ
・
イ
ェ
シ
ツ
ェγ
シ
ュ
タ
イ
γ

の
「
豊
宮
な
教
化
的
作
品
が
、
同
時
代
の
『
ア
ザ
ケ
ル
マ
シ
』
の
詩
人
に
あ
る
種
の
文

軒
封
。
“

学
的
影
響
を
与
え
た
」
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
す
ま
ず
こ
の
感
は
深
く
な
る
。
し
か
し
そ
の
影
響
が
具
体
的
に
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
か
で
な
い
。
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註註
2 1 

同
－
m
匂
色
白
出
向
・
F
R
F・
m
－
M
門
誌
出
同
・

。
・
旨
ん
いHH
o
p巴
2

註
o
v
o
巴
凶O
H
M
－g
u
悶

4
0
u
a
s
p
w
u
g凶
器
S
o
o
t
皆
目

g
k
r
g
向
m
E
悶
a
o
m
出
m
F
S
o
w－呂
町
F
a
・
定
－

の
説
を
奉
じ
た
フ
ス
一
派
と
の
関
係
に
も
当
然
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

得
、
母
校
に
の
こ
っ
て
教
鞭
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
一
三
九
六
年
で
二
四

O
一
年
に
は
学
芸
学
部
長
、
一
四
O
二
年
と
九
年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
総
長

を
つ
と
め
て
い
る
。
時
代
的
に
は
「
ア
ザ
ケ
ル
マγ
」
の
成
立
と
相
前
後
し
て
い
る
が
、
実
際
に
フ
ス
の
問
題
が
本
当
に
や
か
ま
し
く
な
っ
た
の
は
、
時
期
的

に
そ
れ
よ
り
も
や
や
遅
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
テ
プ
ル
は
そ
の
頃
ザ

l

ツ
に
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
首
都
プ
ラl
ク

の
状
勢
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
も
っ
と
も
フ
ス
の
事
件
は
、
学
問
や
宗
教
の
問
題
と
は
な
れ
て
、
チ
ヱ
コ
人
と
ド
イ
ツ
人
と
の
民
族
的
な
対
立

も
無
視
で
き
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
反
目
は
大
学
の
内
部
に
ま
で
も
ち
こ
ま
れ
て
い
た
。
問
題
の
本
質
が
い
ず
れ
に
あ
る
の
か
、
到
底
判
断
は
っ
き
か
ね
る

こ
こ
で
、
ウ
イ
タ
リ
ア

4
3
0
5

フ
ス
が
プ
ラ
l

ク
大
学
で
学
士
の
称
号
を



が
、
問
時
閣
を
宗
教
に
限
っ
て
、
か
り
に
フ
ス
の
運
動
が
宗
教
改
草
の
一
つ
の
前
北
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
ア
ヅ
ケ
ル
マ
ソ
」
に
関
し
て
次
の
様
な
考
え
方

も
生
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
教
会
の
ド
グ
マ
と
現
在
す
る
諸
制
度
に
対
す
る
公
然
た
る
批
評
攻
撃
を
こ
ら
え
て
い
る
こ
の
作
品
の
中
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の

神
秘
な
身
体
で
あ
る
教
会
は
生
き
た
現
実
と
な
っ
て
は
い
ず
に
、
個
人
的
宗
教
体
験
ば
か
り
で
な
く
、
個
人
的
世
界
観
の
争
い
と
、
あ
る
意
味
に
お
け
る
個
人

的
問
題
の
自
由
な
解
決
、
あ
ら
ゆ
る
仲
介
な
し
に
、
た
だ
自
己
の
心
か
ら
神
へ
の
道
を
見
出
そ
う
と
す
る
意
志
の
方
向
が
支
配
し
て
い
る
。
」
こ
れ
は
プ
！
ル
ダ

ハ
の
意
見
と
し
て
、G
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
更
に
つ
づ
い
て
、
「
ベ
l

メ
ン
の
清
神
生
活
の
イ
ギ
リ
ス
的
要
素
が
人
間
性
理
念
の

詮
－

こ
の
新
し
い
形
成
に
力
を
貸
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
的
要
素
と
い
う
の
は
ウ
ィ
ク
リ
フ
の
説
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
新
し

註
2

い
人
間
性
理
念
に
寄
与
し
た
こ
と
は
別
と
し
て
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
「
ウ
ィ
ク
リ
フ
の
思
想
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
一

註
s

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
、
作
者
が
「
フ
ス
主
義
の
勝
利
を
願
っ
て
い
な
い
」
こ
と
は
前
の
時
代
批
判
の
声
か
ら
容
易
に
扱
み
と
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

註註註
3 2 1 

の
・
旨
U
H
H
O
F
忌
仏
・
・g
－

当
・
∞
S
E
E
H
2

凶v
p
・
m
－
m
・
8
・

同
・
∞
H出
区
宮
内
・
凶
v
a－
－m
－
比
例
・
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文

学

的

関

係

A 

論

争

文

~色-r 

文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
の
上
か
ら
い
う
と
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
シ
」
は
論
争
文
学
の
系
統
に
層
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
は
じ
め
て
指
摘
し

設
1

註
2

た
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
γ
デ
タ
ム
ラ
I

で
、
彼
は
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
に
関
し
て
「
涜
行
の
論
争
詩
、
死
と
人
間
と
の
対
話
が
模
範
と
な
っ
た
」
と
言

ヲ
て
い
る
。

一
体
に
、
論
争
文
学
は
既
に
古
く
か
ら
み
と
め
ら
れ
る
が
、
特
に
中
世
の
ラ
テ
ソ
語
系
文
学
、
北
欧
文
学
、
英
文
学
に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ
、
ま
た
涜
行

L



た
。
ド
イ
ツ
に
は
、
そ
れ
ら
の
と
こ
ろ
か
ら
遍
歴
学
生
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
ら
し
く
、
当
初
は
僧
侶
階
級
の
経
済
的
乱
脈
や
教
皇
庁
の
聖
物
売
買
や
金
銭
慾

を
暴
露
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
後
に
は
ミ
ン
ネ
の
文
学
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
はZ
5
8
、
イ
タ
リ
ヤ
で
は

8
E
g
m
g

、
ド
イ
ツ
で
は

Haeo 

m
H
B
器
開
。m
u品
o
v

と
し
て
流
行
を
き
た
し
た
。
論
争
者
は
、
水
と
酒
、
肉
体
と
霊
魂
、
愛
と
美
、
名
誉
と
恥
辱
、
愛
と
浮
世
等
が
登
場
す
る
。

生
と
死
と
の
論
争
も
、
そ
の
中
に
ま
じ
っ
て
よ
く
用
い
ら
れ
た
。
ラ
テ
ン
語
の
z

ロ
首
－
o
ぬ
ロ
ω

目
。
耳
目
白
O
Z
E
V
。
E
U
o
w
uと
い
う
の
が
有
名
で
、
し
ば
し

詮
4

ば
筆
写
さ
れ
、
翻
訳
さ
れ
、
ま
た
改
作
さ
れ
た
。
ク
ロ
ー
ク
マ
ン
は
更
に
、
セ
ネ
カ
の
書
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
＝
句
。

g

目
。
島
官
同
o
a
E
Z
E
B

ミ
と

い
う
書
物
が
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マγ
」
に
直
接
の
動
機
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
言
い
、
そ
の
十
六
章
に
、
妻
の
死
を
い
た
む
男
と
そ
れ
に
反
対
す
る
相
手
と

の
論
争
の
話
が
あ
り
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
テ
プ
ル
が
そ
れ
を
詳
細
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
主
題
を
あ
つ
か
っ
た
次
の
フ
ラ
ン
ス
の
短
詩
が
、
研
究
者
に
よ
っ
て
屡
々
引
用
さ
れ
る
。

富
。
吋
け
・
］

O
E
O

－
包
出
向
・
ー
ー
ロ
ロ
宮
内
叶
l
l

ロ
o
g
u－
－
－
－
－
m
g
z
uニ
o
E
2

・
｜
｜
昌
也
a
g
E
O
＠
宝
m
－
ー
ー
ー
の
よ
丘
芯
E
P
－
－

S
E
a

H
X
M
C
H
1
A
g
o
u

－
－
ー
ー
ー
ロEO
H
M－o
官
。
呂
・1
1
1
4
c
m
m
g
o
m
H

】
一E
m
－

し
か
し
、
こ
の
詩
が
直
接
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
ク
ロ
ー
ク
マ
ン
は
関
係
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
述
べ

て
い
な
い
。
ス
ポ

l

ル
デ
ィ
ン
グ
は
「
死
に
対
す
る
反
抗
は
人
間
そ
れ
自
体
と
と
も
に
古
く
、
中
世
の
缶
昌
己
主
由
。
ロ
あ
る
い
は

2
5

持
向
。
弓
品o
v
の
陳

腐
な
モ
テ
ィ
l

フ
の
一
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。

従
っ
て
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
は
、
形
式
と
主
題
の
点
か
ら
だ
け
言
え
ば
、
論
争
文
学
と
し
て
別
に
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
或
い
は
「
陳
腐
」
な
も
の
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
る
何
も
の
か
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
妻
の
死

と
い
う
舟
者
の
悲
痛
な
体
験
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
表
現
す
る
文
章
へ
の
作
者
の
執
劫
な
関
心
を
見
逃
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

註
－

註
2

註
3

註
4

巧
・
同
同
。
問
自
ω
ロ
H
Y
山v
p
・
m
－
出
－

t〈
－
g
g
E
B
Z

ア
山
v
a
－
－
回
・
日
。
－

C
・
〈
・
当
口
旬
。
F

∞
g
v
d
司
王
2
E
o
y
a
2
E
Z
5
2

吋
－

s
g

・
m
・
0
C
C
E
g
H・

こ
の
項
の
記
述
は
当
・
同
吋
。
民Eg
g

－
日v
p
－
m

怠
！
日
C

と
同
・
印
刷
出H
a
E
F
F
P－
H】
・
M
M
M
内
出
向
一
関
庄
の
解
説
に
従
っ
た
。
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B 

マ
イ
ス
タ
l

ゲ
ザ
ン
グ

ド
イ
ツ
」
諾
の
文
章
語
、
更
に
ド
イ
ツ
文
学
へ
の
関
心
は
既
に
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
い
た
が
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ

γ

・
テ
プ

ル
も
、
そ
の
影
響
下
に
、
文
書
を
あ
っ
か
う
書
記
と
い
う
職
業
柄
、
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
文
書
や
ド
イ
ツ
文
学
の
中
に
、
そ
の
文
例
を
求
め
集
め
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
多
く
の
文
例
が
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
を
書
く
上
に
非
常
に
役
立
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
熱
心

な
蒐
集
と
、
文
章
に
対
す
る
興
味
と
愛
情
が
模
範
と
な
る
べ
き
ド
イ
ツ
語
の
文
章
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
意
慾
を
発
展
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
作
者
は
、

あ
る
友
人
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
、
自
分
の
試
作
が
「
ド
イ
ツ
語
の
素
材
を
つ
ぎ
合
わ
せ
た
不
恰
好
な
出
来
そ
こ
な
い
で
あ
る
」
、
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
手
紙
の
全
面
に
は
、
作
者
の
自
信
と
抱
負
の
ほ
ど
が
充
分
に
う
か
が
え
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
作
者
が
手
紙
の
中
で
「
ド
イ
ツ
語
の
素
材
」
と
い
っ
て
い
る
も
の
が
、
何
を
さ
す
の
で
あ
る
か
、
ま
た
ど
ん
な
文
章
作
品
が
利
用
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
問
題
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
多
く
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
然
し
今
、
そ
れ
に
つ
い
て
一

々
詳
細
に
検
討
を
す
る
余
裕
も
力
も
私
に
は
な
い
ぞ
こ
こ
で
は
、
た
だ
私
が
最
も
興
味
を
ひ
か
れ
た
、
そ
れ
ら
の
ご
く
一
部
を
一
記
述
す
る
に
と
ど
め
た
い
と
思

E
1
J。
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「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
に
最
も
関
係
の
深
い
文
学
と
い
え
ば
、
マ
イ
ス
タ
l

ゲ
ザ
ン
グ
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
既
に
ミ
ン
ネ
ザ
ン
グ
の
時
代
は
す
ぎ
て
い
た
。
マ
イ

ス
タ
l

ゲ
ザ
ン
グ
は
ミ
ン
ネ
ザ
ン
グ
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
知
識
と
教
訓
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
形
式
で
っ
た
え
る
と
こ
ろ
が
ミ
ン
ネ
ザ
ン

グ
と
ち
が
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
格
言
詩
∞
匂E
O
V
仏
2
5
c

出
向
や
教
訓
詩
F
o
v昆
山
0
5
5
M
m
と
も
共
通
の
面
を
も
ち
、
そ
の
テl
マ
も
神
と

世
界
、
霊
魂
と
肉
体
、
精
神
と
物
質
と
い
う
様
な
問
題
を
あ
っ
か
い
、
そ
れ
ら
は
総
じ
て
、
中
世
末
期
の
精
神
的
関
心
の
一
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
論
争
の
文
学
の
傾
向
も
同
じ
で
あ
っ
た
し
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
の
世
界
も
当
然
そ
れ
に
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

マ
イ
ス
タ
l

ゲ
ザ
ン
グ
の
創
始
者
は
、

ロ
o

ロ
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
自
己
の
学
識
を
ほ
こ
り
と
し
、
宮
廷
的
ス
タ
イ
ル
と
神
学
の
知
識
、
そ
れ
に
た
く
み
な
技
巧
と
そ
の
強
い
教
訓
性
に
よ
っ
て

設
－

新
し
し
市
民
文
学
へ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
シ
・
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
は
フ
ラ
ウ
エ
ン
ロ

l

プ
を
き
わ
め
て
高
く
か
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

一
般
に
フ
ラ
ウ
エ
ン
ロl
ブ
『

5
5
E
C

ぴ
（
本
名
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
マ
イ
セ
ン

図
。
山
口
見
。
｝
】
〈
。

H
H

冨
包
・



れ
に
カ
ー
ル
四
世
の
宮
廷
に
は
、
当
時
マ
イ
ス
タl
ジ
ン
ガ
！
の
ハ
イ
ソ
リ
ヒ
・
プ
ォ
ソ
・
ミ
ュ

i

ゲ
ル
ン
図
。
山
口
止
。Y4
。
ロ
冨
c
m
o
Eが
滞
在
し
て
い
た
。

彼
の
代
表
作
「
お
と
め
の
花
冠
一
口2E

包
含
ご

ω

口
氏
は
カ
l

ル
四
世
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
そ
の
他
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
オ
l

ス
ト
リ
ー
の
宮

廷
を
も
訪
れ
て
い
る
が
、
そ
の
生
涯
は
余
り
知
ら
れ
ず
、
い
つ
生
れ
、
い
つ
ど
こ
で
死
ん
だ
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
き
わ
め
て
博
識
の
人
で
あ
っ
た
ら

H自
o
a

し
い
。
彼
が
一
面
的
に
マ
イ
ス
タ
l

ジ
ン
ガ
！
と
し
て
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
「
マ
イ
ス
タ
I

ゲ
ザ
ン
グ
の
し
き
い
の
上
に
立
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ

と
は
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ュ

l

ゲ
ル
ン
の
詩
が
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
与
え
て
い
る
か
は
、
は
っ
き
り
と

は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
校
討
者
の
註
に
よ
れ
ば
、
各
所
に
影
響
ら
し
き
も
の
が
う
か
が
え
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ス
タ
l

ゲ
ザ
ン
グ
の
最
盛
期
は
む
し
ろ
十
五
、
六
世
組
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
と
の
影
響
関
係

は
む
し
ろ
、
同
時
的
、
相
互
的
な
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
中
世
末
を
支
配
す
る
諸f岳
山
常
の
嘆
き
は
マ
イ
ス
タl
ゲ
ザ
ン
グ
の
一
つ
の
特
徴

設
ー

で
あ
り
、
フ
ラ
ウ
エ
ン
ロ
l

プ
の
詩
の
中
に
も
既
に
そ
れ
が
見
出
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
知
る
こ
と
の
喜
び
と
、
知
っ
た
た
め
の
悲
し
み
が
雑
居
し
て
い
た
時
代

を
考
え
る
と
、
マ
イ
ス
タ
l

ゲ
ザ
ン
グ
の
世
界
は
後
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
格
言
詩
や
教
訓
詩
の
涜
行
も
同
様
の
傾
向
を
一
示
す
も
の
と
見
て
よ
い
。
教
訓

詩
に
お
い
て
は
フ
ラ
イ
ダ
シ
ク
『B
誌
記
長
が
、
一
般
的
に
か
な
り
強
い
影
響
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
少
し
具
体
的
に
マ
イ
ス
タl
ゲ
ザ
ン
グ
と
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
「
自
分
の
頭
の
上
で
木
を
切
る
な
、
そ
う

す
れ
ば
木
端
が
お
ち
て
く
る
こ
と
は
な
い
」
（
第
六
章
）
「
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
の
死
を
な
げ
く
の
は
愚
か
な
こ
と
だ
」
（
第
八
章
）
「
愛
が
多
け
れ
ば
、
そ
れ

だ
け
悲
し
い
目
に
あ
う
こ
と
も
多
い
」
（
第
十
ご
章
）
「
熟
し
た
な
し
は
ど
ろ
水
の
中
に
落
ち
た
が
る
」
（
第
二
十
章
）
「
喜
び
の
あ
と
に
は
悲
し
み
が
、
愛
の
あ

と
に
は
苦
し
み
が
来
る
の
は
し
か
た
が
な
い
」
（
第
二
十
一
一
章
）
等
々
、
随
所
に
見
ら
れ
る
格
言
的
言
辞
、
ま
た
人
休
の
き
た
な
さ
（
第
二
十
四
章

ν
、
学
芸
の

無
意
味
（
第
二
十
六
中
号
、
夫
婦
の
醜
悪
（
第
二
十
八
章
＼
等
の
厭
世
的
な
議
論
は
マ
イ
ス
タ
l

ゲ
ザ
シ
グ
と
共
通
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の

が
す
べ
て
が
、
作
者
の
い
う
←
ド
イ
ツ
語
の
素
材
」
か
ら
生
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
作
者
が
そ
れ
ら
の
素
材
を
借
用
し
、
或
い
は
盗
用
し
た
の
は
、
そ
の
内
容
の
た
め
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
表
現
法
と
か
ス
タ
イ
ル

と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
語
句
の
撰
択
や
醍
列
等
の
修
辞
学
上
の
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
友
人
に
あ
て
た
手
紙
か
ら
も
推
察
で
き
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
容
が
全
く
無
視
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
ス
タ
イ
ル
と
と
も
に
そ
の
内
容
も
、
こ
の
論
争
文
学
に
も
ち
一
こ
ま
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
確
安
て
あ
る
。
特
に
、
マ
イ
ス
タi
ゲ
ザ
ン
グ
や
教
訓
等
の
厭
世
的
無
常
観
の
教
え
が
、
「
死
」
の
主
張
の
強
力
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
見
の

が
せ
な
い
と
思
う
。
先
の
引
用
例
も
す
べ
て
「
死
」
の
発
言
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の
主
張
、
そ
し
て
考
え
方
は
中
世
末
を
支
臨
し
た
一
つ

の
世
界
観
を
代
表
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
当
時
涜
行
し
た
「
死
の
舞
踏
」
4
0
2
M
m
w
m
g
Nも
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
厭
世
観
の
絵
画
的
表
現
で
あ
り
、
そ
こ

ι
描
か
れ
た
グ
ロ
テ
ス
ク
で
陰
惨
な
光
景
は
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
の
詩
人
に
、
「
死
」
の
姿
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
う
し
た
「
死
」
の
背
景
と
な
っ
た
思
想
を
考
え
て
み
る
と
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
の
発
言
は
、
勿
論
ポ
「
死
一
そ
れ
自
身
に
対
す
る
激
し
い
批
難
を
内
容
と

す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
「
死
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
厭
世
観
に
対
す
る
詩
人
の
必
死
の
抵
抗
の
声
の
よ
う
に
も
き
こ
え
る
。
た
だ
、
そ
れ

が
、
神
の
恩
寵
と
か
救
済
と
い
う
も
の
を
期
待
す
る
の
で
は
な
く
て
、
神
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
人
聞
が
、
美
で
あ
り
善
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
も
の
に

ま
し
て
秀
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
立
ち
向
お
う
と
す
る
態
度
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
。
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
、
あ
る
い
は
生
の
讃
美

に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
の
、
主
張
は
、
亡
者
へ
の
追
慕
と
讃
美
に
終
始
す
る
感
が
深
く
、
「
死
」
の
主
張

に
く
ら
べ
る
と
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る
力
に
乏
し
い
。
そ
れ
は
彼
の
主
張
の
支
え
と
な
る
べ
き
は
っ
き
り
し
た
思
想
の
裏
づ
け
と
い
う
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら

来
る
様
で
あ
る
。
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
の
考
え
方
の
背
景
に
は
、
な
る
ほ
ど
ミ
ン
ネ
ザ
ン
グ
昌Eロ
g
g
m

や
マ
リ
ヤ
讃
歌
冨
m
w見
。
ロ
V
U
1
H
H
H
O

一
回
等
の
影
響
が

一
応
考
え
ら
れ
る
。
〈
例
え
ば
「
よ
い
婦
人
の
愛
を
持
つ
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
悪
い
行
い
を
恥
じ
る
」
（
第
二
十
九
章
）
と
い
う
様
な
句
は
、
あ
き
ら
か
に
、
ヮ

ル
テ
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ
ル
・
フ
ォ

l

ゲ
ル
ワ
イ
デ
巧
巴
己

M
2
8

口
宏
吋
〈
。
向
。H
4司
包
含
か
ら
の
借
用
で
あ
ろ
う
）
し
か
し
な
が
ら
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マγ
」
に

と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
中
世
的
婦
人
崇
拝
に
頼
る
だ
け
で
は
な
ん
と
し
て
も
不
安
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
は
自
分
自
身
の
思
想
に
頼
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
主
観
的
な
理
想
論
で
あ
り
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
が
、
畷
昧
で
楠
象
的
な
人
間
性
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
に
わ

れ
わ
れ
は
き
づ
く
。
で
あ
る
か
ら
、
最
後
の
判
定
を
委
ね
ら
れ
た
「
神
一
は
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
一
に
芯
「
名
誉
ー
一
を
「
死
」
に
は
論
争
の
「
勝
利
」
を
与
え
た

の
で
あ
る
。
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
」
に
与
え
ら
れ
た
「
名
営
」
は
、
一
一
一
口
い
か
え
て
み
れ
ば
、

人
間
の
「
酋
寸
断
」
と
か
－
品
位
」
と
い
う
も
の
に
解
し
て
も
さ
し
つ - gg ー



か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
ア
ッ
ケ
ル
マ
ソ
」
は
人
聞
を
讃
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
、
厭
世
的
な
人
生
観
、
そ
し
て
ま
た
、
妻
を
失
っ
た
た
め
に
自
分
の
中

に
生
じ
た
虚
無
感
と
戦
お
う
と
努
力
し
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
そ
れ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
作
者
の
悲
痛
な
体
験
か
ら
当
然
の
こ
と
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、
「
全
体
的
に
、
こ
の
ペl
メ
ソ
の
初
期
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
文
学
作
品
は
終
曲
の
な
い
幕
開
劇
で
あ
っ
た
」

封
U
2

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
幕
間
劇
は
、
「
ゲI
テ
の
『
ヴ
ェ
ー
ル
テ
ル
』
以
前
の
最
も
美
し
い
、
最
も
注
目
す
べ
き
散
文
作
品
」
と
ま

で
言
え
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
く
と
も
ド
イ
ツ
・
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
文
学
に
お
け
る
唯
一
の
完
成
さ
れ
た
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
作
品
に
対
す
る
問
題
は
ま
だ
ま
だ
多
い
と
思
わ
れ
る
。
私
の
稚
拙
な
論
述
は
そ
の
一
端
を
か
い
ま
見
た
に
す
ぎ
な
い
。
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