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旨
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笹
①
嚇
冒
9
ぎ
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田
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g
冒
目
槻
§
q
寄
蚕
暮
臼
g
晩
臼

　
　
　
ゲ
霞
薮
置
①
㎎
①
げ
窪
く
g
笥
o
冨
喜
①
ω
ミ
駐
。
溶
目
”
き
）

　
　
　
一
譲
9
切
〇
二
日
●

J
・
ヴ
ィ
ソ
ケ
ル
マ
ソ
編

　
　
　
『
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
國
家
杜
會
學
』

　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
他
言
を
要
さ
な
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
こ
に
紹
介
を
試
み
る
」
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
編
著
「
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
．
國
家
吐
會
學
」
　
（
冒
奨
　
ミ
魯
Φ
コ
oQ
鼠
暮
器
o
且
o
一
〇
σ
q
冠
…

旨
詳
o
甘
臼
国
β
臣
げ
旨
ロ
晩
β
昆
国
二
餌
9
Φ
霊
ロ
磯
o
p
冨
β
葛
礪
Φ
騎
Φ
ご
曾

3
μ
む
ゲ
②
口
β
Φ
ω
≦
甘
鼻
Φ
一
目
㊤
ロ
♪
ω
①
昌
甘
》
屋
9
）
は
、
い
わ
ば
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
！
バ
ー
の
「
政
治
・
國
家
學
」
の
論
文
集
で
あ
つ
て
、
す
べ
て
ウ
ェ

ー
バ
ー
全
集
に
牧
録
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
散
在
し
て
い
る
そ
れ
ら
の
諸

論
読
を
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
一
定
の
硯
角
に
基
づ
い
て
、
「
國
家
肚
會
學
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ニ
　
　
　
（
二
九
四
）

と
題
し
、
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ソ
に
は
、
こ
の
編
著
以
外
に
、
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
政
治
・
肚
會
學
に
お
け
る
正
當
性
と
合
法
性
」
（
む
冨
目
霧
　
白
置
鼻
Φ
一
－

目
騨
β
ロ
咽
ピ
Φ
聡
寓
旨
詳
簿
q
け
α
■
Φ
臓
巴
詳
鋒
甘
蜜
麟
図
≦
Φ
げ
臼
ω
国
Φ
昌
。

ω
昌
鋒
駐
8
且
o
ざ
σ
q
一
Φ
㍉
3
卜
。
）
と
い
う
著
述
が
あ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
政
治

肚
會
學
」
に
關
し
て
は
有
籔
の
研
究
家
と
考
え
ら
れ
る
。

　
當
初
に
、
本
書
の
構
成
を
一
括
し
て
提
示
し
て
み
る
な
ら
ば
、
ま
ず
編
者
ヴ

ィ
ソ
ケ
ル
マ
ン
の
「
序
読
」
に
ひ
き
つ
づ
き
「
近
代
國
家
の
祉
會
學
並
び
に
近

代
政
黙
と
議
會
」
と
い
う
命
題
の
も
と
に

　
一
、
近
代
國
家
の
成
立
（
U
一
Φ
国
暮
9
魯
ロ
ロ
瞬
壼
ω
旨
菖
O
口
鈴
Φ
ロ

oQ
叶
帥
即
叶
Φ
o
o
）

　
二
、
正
當
性
を
得
た
灌
力
を
濁
占
す
る
組
織
的
支
配
團
騰
と
し
て
の
近
代
國

家
（
∪
臼
旨
試
o
b
巴
Φ
ω
蜜
暮
巴
o
。
㊤
器
一
巴
駐
ヨ
岩
蒔
R
宙
臼
田
9
轟
訂
－

く
臼
げ
帥
b
画
目
詳
号
目
寓
o
b
8
0
一
一
Φ
駐
賦
目
臼
O
Φ
巧
』
叶
鶏
目
犀
Φ
詳
）

　
三
、
行
政
と
し
て
の
國
家
的
支
配
作
用
、
政
治
指
導
と
官
僚
支
配
（
U
臼

。。

富
暮
一
一
9
Φ
国
Φ
員
の
9
目
宏
ご
Φ
艮
Φ
び
巴
の
＜
①
署
巴
叶
目
叩
℃
o
一
註
の
9
Φ

一
『
①
一
ε
ロ
磯
β
民
】
W
8
目
“
Φ
巳
5
巨
oα
9
㊤
騨
）

　
四
、
政
窯
制
と
政
窯
組
織
（
℃
胃
審
宥
霧
曾
9
民
b
即
詳
Φ
ざ
お
塑
艮
器
－

註
o
μ
）

　
五
、
國
家
機
關
と
し
て
の
議
會
と
行
政
公
開
性
の
問
題
ー
指
導
者
選
出
の

課
題
（
∪
譲
剛
胃
宣
冒
Φ
暮
　
巴
o
。
幹
器
叶
8
彊
き
g
ロ
q
q
器
層
8
菖
⑦
ヨ

q
R
＜
Φ
舅
く
巴
ε
口
σ
R
o
α
庸
Φ
目
臣
9
吋
Φ
詳
●
U
一
Φ
卜
g
協
鵬
曽
ご
Φ
自
霞
蜀
郡
胃
宵
－

即
β
o
o
一
Φ
o
o
Φ
）

　
六
、
議
會
主
義
と
民
主
主
義
（
帽
貸
宣
ヨ
臼
＄
艮
切
葺
瘍
仁
民
U
Φ
葺
鼻
昼
－



砿
Φ
）

で
あ
り
、
更
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
名
な

　
正
當
的
麦
配
の
純
埣
三
檬
式

　
一
、
合
法
的
支
配

　
二
、
傳
統
的
支
配

　
三
、
カ
リ
ス
マ
的
麦
配

を
牧
め
て
お
り
、
最
後
に
編
者
ヴ
ィ
ソ
ケ
ル
マ
ソ
の
「
解
説
」
を
附
し
て
い
る
。

以
上
の
諸
論
読
の
う
ち
、
二
、
三
の
も
の
は
す
で
に
有
名
な
「
職
業
と
し
て
の

政
治
」
（
剛
o
犀
寓
屏
巴
の
国
R
昆
）
等
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
深
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
省
略
し
、
更
に
現
代
日
本
の
政
治
状
況
に
示
唆
を

興
え
る
と
思
わ
れ
る
論
述
を
封
象
と
し
て
、
次
に
紹
介
を
試
み
て
ゆ
き
た
い
。

二

　
ま
ず
當
初
に
、
㊨
「
國
家
機
關
と
し
て
の
議
會
と
行
政
公
開
性
の
間
題
i
ー

指
導
者
選
出
の
課
題
」
（
本
書
七
一
頁
－
八
一
頁
）
の
「
要
旨
」
を
紹
介
し
て
み

た
い
。

　
い
か
な
る
統
治
形
態
で
も
、
被
麦
配
者
の
同
意
が
な
く
て
は
、
そ
の
統
治
形

態
は
存
績
し
て
ゆ
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
議
會
が
こ
の
同
意

の
最
小
限
度
を
外
的
に
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
。

　
議
會
は
、
豫
算
案
の
承
認
や
法
案
の
拒
否
、
等
で
官
僚
の
行
政
作
用
に
封
し

て
國
民
が
無
覗
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
自
膿
積
極
的
に
政
治
的
指
導
に
参
雷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
議
會
は
、

清
極
的
政
治
（
b
β
暮
貯
⑦
切
o
年
涛
）
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
議
會
が
、
積

極
的
政
治
の
推
進
．
カ
に
な
つ
て
い
る
場
合
は
、
一
般
に
「
入
民
國
家
」
（
＜
9
冨
－

紹
介
と
批
評

9
雷
醇
）
と
構
し
、
官
僚
支
配
に
封
し
て
、
議
會
が
滑
極
的
に
政
治
に
参
加
す

る
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
「
官
憲
國
家
」
（
O
再
蒔
一
6
皆
器
び
壁
醇
）
と
構
す
る
。

議
會
の
活
動
は
、
人
々
が
そ
れ
に
い
か
な
る
愛
檜
を
抱
こ
う
と
も
、
否
定
し
さ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ビ
ス
マ
ル
ク
が
そ
の
議
會
に
封
し
て
行
つ
た
よ
う
に
、

無
力
（
鵠
8
客
一
8
）
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
存
在
を
否
定
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
議
會
に
お
け
る
闘
雫
で
、
多
歎
を
占
め
た
も
の
に
、
君

主
が
政
治
的
指
導
を
委
任
す
る
形
式
を
探
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
最
高

の
政
治
的
地
位
を
雫
う
の
は
、
政
窯
の
灌
力
を
め
ぐ
る
闘
璽
と
い
う
形
態
を
と

る
の
で
あ
る
。
全
く
反
封
に
、
「
君
主
政
治
」
の
も
と
で
、
國
家
に
お
け
る
最

高
の
地
位
が
、
官
吏
の
昇
進
の
封
象
と
か
、
君
主
の
知
遇
を
得
て
い
る
も
の
の

濁
占
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
國
家
が
政
治
に
無
力
な
と
こ
ろ
で
は
、
政
窯
活
動

は
本
來
の
方
向
を
失
い
常
軌
を
逸
し
た
方
向
に
む
か
つ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

「
麦
配
を
す
る
」
と
か
、
政
治
を
「
行
う
」
と
か
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
議
會

の
多
藪
が
参
加
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
。
議
員
の
多
殿
は
、
内
閣
を
形

成
す
る
頗
る
少
籔
の
指
導
者
の
後
に
從
つ
て
ゆ
く
に
す
ぎ
な
い
。

　
常
に
政
治
に
は
「
少
籔
の
原
理
」
（
寄
巨
ゼ
q
霞
匹
Φ
甘
Φ
ロ
冒
巨
）
が
麦

配
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
行
爲
と
は
、
少
籔
指
導
者
集
團
の
卓
越
し
た

政
治
的
策
動
を
意
昧
し
て
い
る
。
こ
の
O
器
胃
駐
厳
o
・
号
Φ
（
專
制
的
）
な
要
素

は
、
　
「
大
衆
國
家
」
に
お
い
て
根
絶
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
多
籔
の
人
々
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
會
議
に
お
い
て
は
、
公
共
性
に
封
し
て
の

責
任
の
露
麗
が
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
指
導
者
が
存
在
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
不
安
は

少
く
な
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
指
導
者
選
出
が
一
般
投
票
で
實
施
さ
れ
る
よ
う
に

な
つ
て
來
る
。

　
選
學
に
よ
つ
て
公
職
に
つ
く
指
導
者
を
選
ぶ
方
法
が
、
從
來
ま
で
の
輕
験
で

七
三

（
二
九
五
）



紹
介
と
批
詐

は
二
種
類
あ
る
．

　
一
つ
は
地
方
的
共
同
膿
の
よ
う
に
、
人
々
が
定
住
し
て
相
互
に
よ
く
知
り
あ

つ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
他
は
大
衆
國
家
に
お
い
て
、
國
民
の
中
か
ら

最
高
政
治
指
導
者
を
選
出
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
大
統
領
に
よ
つ
て
任
命
さ
れ
た
司
法
官
の
方
が
、

國
民
に
よ
つ
て
逞
出
さ
れ
た
司
法
官
よ
り
も
「
有
能
性
」
と
「
清
廉
性
」
に
お

い
て
優
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
任
命
さ
れ
た
指
導
者
が
、
官
吏
の
選
良
と
し
て
責

任
感
あ
る
立
場
で
行
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
と
は
、
究
極
に
お
い
て
指
導

者
の
行
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
い
か
な
る
國
家
膣
制
に
お
い
て

も
そ
の
原
則
に
は
攣
化
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
演
説
を
行
う
議
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
マ
ゴ
ギ
ヨ

の
み
で
な
く
、
實
質
的
に
活
動
す
る
議
會
が
、
軍
な
る
煽
動
家
で
な
く
、
實
際

的
な
政
治
的
指
導
者
を
成
長
せ
し
め
、
選
出
さ
れ
る
こ
と
を
準
備
す
る
基
盤
で

あ
る
。
實
質
的
な
議
會
の
課
題
は
、
ま
ず
第
一
に
、
官
僚
行
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
官
僚
行
政
を
積
極
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
前
提
條
件
を
必
要
と
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
官
僚
の
樺
力
的
地
位
が
、
い
か
に
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
官
僚
の
灌
力
的
地
位
は
、
行
政

の
分
業
的
技
術
以
外
に
、
二
つ
の
種
類
の
知
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
ま
ず
第

一
は
、
專
門
教
育
に
よ
つ
て
習
得
し
た
廣
義
の
意
昧
に
お
け
る
「
技
術
的
」
な

專
門
知
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
專
門
知
識
の
み
が
官
僚
の
権
勢
を
基
礎
づ
け
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。

　
官
僚
が
占
め
て
い
る
公
的
機
關
の
手
段
に
よ
つ
て
入
手
し
う
る
灌
威
あ
る
具

膿
的
な
諸
事
實
、
す
な
わ
ち
、
　
「
職
務
上
の
知
識
」
（
U
器
冒
臼
9
＆
器
霞
）

を
も
つ
て
い
る
。
官
僚
行
政
を
議
會
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
は
、
專
門
知
識

七
四

（
二
九
六
）

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
「
職
務
上
の
知
識
」
を
も
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
官
僚
は
、
こ
れ
に
蜀
し
て
「
職
務
上
の
秘
密
」
（
U
一
①
匿
霞
魯
Φ
一
目
艮
o。
）

保
持
の
名
目
で
拒
否
し
、
議
會
か
ら
の
コ
ソ
ト
胃
ー
ル
に
樹
抗
で
き
る
。
そ
こ

で
議
會
内
に
設
置
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
行
政
委
員
會
が
、
官
僚
か
ら
そ
の
知
識
を

提
供
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
議
會
は
國
家
機
關
と
し
て
行
政
を
コ
ソ

ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
れ
で
こ
の
委
員
會
で
充
分
に
知
識
を
習
得
し
た
「
職
業
的
議
員
」
（
ω
Φ
－

歪
駐
冨
巳
騨
冒
①
b
富
鼠
醇
）
の
み
が
、
箪
に
煽
動
家
や
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
な

く
、
實
際
の
責
任
あ
る
指
導
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
指
導
者
を
育
成
し
、
そ
の
活
動
を
さ
せ
る
に
は
、
議
會
内
の
全

構
造
が
そ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

　
㈹
「
議
會
主
義
と
民
主
主
義
」
の
要
旨
を
次
に
簡
箪
に
述
べ
て
み
よ
う
。

議
會
主
義
と
民
主
主
義
は
、
相
關
關
係
に
あ
る
の
で
な
く
む
し
ろ
し
ば
し
ば

相
封
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
一
般
に
必
然
的
に
封
立
す
る
も
の
で

あ
る
と
信
じ
て
い
る
も
の
も
少
く
な
い
。
何
故
な
ら
現
實
的
な
議
會
主
義
は
、

「
二
大
政
黙
制
」
に
な
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
政
窯
の
内
部
に
お
い
て
貴
族
主
義

的
な
「
名
望
家
麦
配
」
（
＝
9
0
β
菖
0
8
目
げ
興
田
9
騨
津
）
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
議
會
制
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
會
制
に
も
、
そ
の
内
容
に

は
相
違
が
あ
つ
て
も
、
こ
の
「
名
望
家
麦
配
」
と
い
う
根
本
的
性
格
に
は
相
違

は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
ウ
ス
ト
ワ
ロ
シ
ユ
ク
　
ト

　
ニ
大
政
蕪
制
は
、
工
　
業
　
國
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ジ
コ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
近
代
的
纏
濟
階
暦
が
分
裂
し
、
更
に
「
大
衆
の
編
晋
」



（
蜜
器
o
Q
露
Φ
轟
ロ
騎
9
甘
ヨ
）
と
し
て
の
吐
會
主
義
思
想
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
不
可
能
と
な
つ
て
き
た
。
そ
の
分
裂
は
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
派
的
」
（
ぎ
ロ
，

鴇
霧
ζ
Q
一
9
色
Φ
）
範
園
の
問
題
で
も
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は

そ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
か
つ
て
の
奮
教
封
新
教
の
甥
立
の
よ
う
な

状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
工
業
國
で
は
、
少
く
と
も
四
、
五
個
の
大
政
窯
が

　
　
　
　
　
コ
ア
ワ
テ
イ
オ
ン
ス
レ
ギ
ぜ
の
ン
グ

並
存
し
て
、
蓮
　
立
　
政
灌
を
必
然
化
し
、
あ
る
い
は
瞥
明
に
働
く
君
主
の

懐
力
が
存
在
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
民
主
主
義
化
と
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
は
表
裏
一
禮
の
も
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
國

家
龍
制
で
も
こ
の
こ
と
は
要
嘗
し
て
く
る
。
近
代
國
家
の
君
主
も
ま
た
そ
の
方

法
で
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
道
を
歩
む
。
民
主
主
義
か
ら
派
生
す
る
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
議

會
主
義
に
お
け
る
政
治
指
導
者
は
一
緒
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
主
主
義
と
議

會
主
義
の
關
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
大
衆
民
主
主
義
化
の
意
昧
は
、
政
治
指
導
者
が
名
士
の
集
會
で
彼
の
選
出
を

協
議
さ
れ
、
候
補
者
と
し
て
公
示
さ
れ
、
議
會
に
進
出
し
て
く
る
の
で
は
な
く
、

大
衆
デ
マ
ゴ
ギ
i
的
方
途
に
よ
つ
て
大
衆
の
信
頼
を
う
け
、
從
つ
て
灌
力
を
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ル
ク
ベ
ア
ソ
ゲ
シ
ユ
テ
イ
ム
ン
グ

握
し
て
い
る
黙
に
あ
る
。
政
治
指
導
者
を
直
接
國
　
民
　
投
　
票
で
選
出
す
る

マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
方
法
は
、
そ
れ
が
議
會
の
信
任
に
も
と
づ
く
も
の
で

な
く
、
大
衆
の
信
任
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
濁
裁
政
治
に

陥
り
易
い
と
い
え
る
。

　
國
民
投
票
は
、
選
墨
の
手
段
と
同
檬
に
立
法
の
手
段
と
し
て
も
、
そ
の
接
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ご

的
特
色
に
從
つ
て
内
的
限
界
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
國
民
投
票
は
輩
に
肯
定
か

ナ
イ
ン

否
定
を
答
え
る
だ
け
で
あ
る
。
い
か
な
る
大
衆
國
家
で
も
、
宗
教
的
、
杜
會
的
、

地
域
的
劃
立
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
擦
算
や
法
律
案
は
そ
の
本
質
上
要
協
的

な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
國
民
投
票
で
は
箪
に
イ
エ
ス
か
ノ
ー

紹
介
と
批
評

を
き
め
る
だ
け
の
機
能
し
か
な
い
の
で
、
愛
協
的
な
問
題
に
封
し
て
は
實
質
的

な
敷
果
が
な
い
。
國
民
投
票
は
そ
れ
が
愛
當
す
る
状
況
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
に
封
し
て
積
極
的
に
反
封
す
る
理
由
は
な
に
も
な
い
。

　
　
　
　
　
ヴ
イ
ヒ
テ
イ
ッ
ヒ

　
し
か
し
、
勢
力
あ
る
議
會
が
存
在
す
る
な
ら
ば
國
民
投
票
は
さ
し
て
重
要

な
意
昧
を
持
た
な
い
。

　
マ
ハ
ヴ
ト
ホ
ル

　
灌
力
あ
る
議
會
は
、
官
僚
を
統
制
し
、
行
政
の
公
開
性
を
確
保
し
、
豫
算
や

法
律
案
の
決
定
の
た
め
に
政
窯
が
話
し
合
え
る
場
と
し
て
の
意
義
が
あ
り
、
更

に
以
上
の
こ
と
を
充
分
に
機
能
で
き
る
議
會
は
大
國
家
に
お
い
て
は
不
可
敏
の

存
在
で
あ
る
。
卓
越
し
た
指
導
者
が
、
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
つ
て
選
出
さ
れ

る
か
が
最
も
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て

は
、
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
よ
う
に
大
衆
の
感
情
を
動
か
す
こ
と
に
よ
つ
て
直
ち
に
出

現
し
て
し
ま
う
と
い
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
議
會
主
義
で
は
、
議
會
に
お
け
る
委
員
會
活
動
に
よ
つ
て
專
門
技
術
を
身
に

つ
け
た
優
秀
な
大
衆
政
治
指
導
者
が
擁
頭
し
て
く
る
。
そ
の
故
に
軍
に
マ
ス
の

感
情
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
場
合
よ
り
は
、
信
頼
で
き
る
指
導
者
が
選
出
さ
れ
や

す
い
。

　
現
今
の
條
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
彊
力
な
議
會
、
責
任
あ
る
議
會
政
蕪
が

國
家
指
導
者
と
し
て
の
大
衆
指
導
者
の
育
成
や
選
出
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て

政
治
の
基
本
條
件
で
あ
る
。
マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
的
角
瞼
性
は
、
ま

ず
第
一
に
政
治
に
お
け
る
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
要
素
の
彊
く
な
る
可
能
性
が
多

く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
大
衆
は
實
際
に
目
先
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
。
大
衆
は

非
合
理
的
、
情
緒
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
危
瞼
性
を
除
く
た
め
に
は
、
e

討
議
に
参
加
す
る
も
の
が
な
る
べ
く
少
籔
で
あ
る
こ
と
、
⑫
責
任
の
瞬
厨
性
を

明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
未
組
織
な
大
衆
は
政
治
的
に
全
く
非
合
理

七
五

（
二
九
七
）



紹
介
と
批
評

的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
衆
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
　
「
U
一
〇

〇
①
葺
o
ξ
暮
富
側
9
ω
訂
霧
Φ
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
OQ
訂
島
Φ
巳
6
昌
－

ω
。
富
津
」
の
非
合
理
性
を
除
く
た
め
に
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
少
籔
者
の
責
任

あ
る
支
配
と
い
う
形
態
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
以
上
の
意
昧
で
の
指
導
者
が
現

れ
る
最
善
の
農
制
は
「
議
會
主
義
」
で
あ
る
。

　
以
上
が
二
編
の
論
読
の
簡
軍
な
「
要
旨
」
で
あ
る
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
、
二
編
を
通
じ
て
「
議
會
主
義
」
の
重
要
性
を
力
読
し
て
い
る
。

　
同
時
代
の
ハ
ソ
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
も
そ
の
著
「
U
器
寄
o
乞
Φ
ヨ
自
盤
℃
胃
、

冨
目
Φ
暮
巴
尻
ヨ
窃
口
旨
凹
に
お
い
て
「
近
代
昆
主
政
治
の
實
在
性
は
一
に
か

か
つ
て
、
議
會
が
現
代
の
吐
會
問
題
を
解
決
す
る
の
に
適
切
な
道
具
な
り
や
否

や
に
あ
る
の
で
あ
る
。
實
は
、
民
主
政
治
と
議
會
主
義
と
は
同
意
義
で
は
な
く
、

民
主
政
治
は
議
會
な
く
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
代
國
家
に
と
つ

て
は
、
こ
の
直
接
民
主
政
治
・
國
民
集
會
で
の
國
家
意
思
の
形
成
は
實
際
上
不

可
能
で
あ
る
。
人
は
議
會
主
義
が
、
民
主
政
治
の
理
念
を
今
日
の
杜
會
的
現
實

の
う
ち
で
實
現
し
う
る
唯
一
の
可
能
な
リ
ア
ル
な
形
態
で
あ
る
と
信
じ
切
つ
て

い
る
。
し
た
が
つ
て
議
會
主
義
の
解
決
は
同
時
に
民
主
政
治
の
解
決
で
あ
る
。
」

と
示
唆
し
て
い
る
が
、
議
會
制
と
民
主
制
の
間
題
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
・
ド
イ
ツ

の
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
國
の
現
今
の
政
治
状
況
に
封
し
て
も
重
要

な
ア
ウ
フ
ガ
ー
－
ベ
と
し
て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
眞
鋤
）
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