
化
や
宗
教
の
ル
ー
ツ
は
中
国
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
あ
る
と
い
う
意
識
は
薄

文
化
的
親
近
感
を
覚
え
る
人
は
限
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
五
章

、

くの
内
{
谷
か
ら
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
共
感
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
文
化
資

源
も
積
極
的
に
行
動
す
る
人
的
資
源
も
共
に
不
足
し
て
い
る
。

二
9
 
0
年
代
以
降
、
中
国
か
ら
の
訪
日
客
は
増
え
続
け
、
人
的
往
来

の
量
が
確
実
に
拡
大
し
て
き
た
。
ま
た
コ
ロ
ナ
禍
の
現
時
点
で
も
、
エ
ン

タ
ー
テ
ィ
ン
メ
ン
ト
・
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
に
お
け
る
協
力
が
継
続
さ
れ
、

チ
ャ
イ
ボ
ー
グ
メ
イ
ク
や
中
国
ア
ニ
メ
・
ド
ラ
マ
、
中
国
発
ア
プ
リ
・
ゲ

ー
ム
な
ど
広
義
の
文
化
分
野
に
お
い
て
は
、
若
い
世
代
の
間
に
ブ
ー
ム
に

な
る
傾
向
も
見
え
る
。
本
来
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
双
方
向
な
文
化
的
一
需

は
、
親
近
感
は
と
も
か
く
、
情
報
源
の
多
様
化
、
知
識
理
解
の
深
化
に
つ

な
が
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
一
般
国
民
レ
ベ
ル
で
は
日
中
間

の
問
題
が
深
刻
に
な
る
ま
で
の
経
緯
や
相
手
国
に
対
す
る
理
解
が
進
ん
だ

と
は
言
え
な
い
状
況
で
あ
ろ
う
。

著
者
の
写
真
家
・
野
町
和
嘉
に
ょ
る
敦
煌
熱
の
大
衆
化
に
対
す
る
批

判
を
引
用
し
な
が
ら
、
日
本
側
の
問
題
点
と
し
て
、
中
国
の
歴
史
や
風
物

と
同
時
代
に
生
き
る
中
国
人
に
対
し
て
旧
血
度
差
が
あ
る
こ
と
は
現
在
で
も

さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
が
興
味
深
い
。
日
本
人
に
と
つ
て

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
仏
教
伝
来
の
道
と
重
ね
て
日
本
文
化
の
ル
ー
ツ
を

辿
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
し
て
世
界
の
主
要
な

文
化
に
自
ら
を
接
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
日
本
文
化
の
優
秀
さ
を
裏

付
け
る
も
の
が
欲
し
か
っ
た
か
ら
」
(
二
九
四
百
C
 
で
あ
る
。
中
国
は
そ
の

長
い
道
の
通
過
点
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
七
0
年
代
末
ま
で
欠
落

し
て
い
た
。
敦
煌
が
ブ
ー
ム
の
中
心
と
な
っ
力
の
は
八
0
年
代
か
ら
の
十

数
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
気
が
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
支
え
ら
れ
さ
ら
に
高

稲
賀
繁
美

ま
り
、
遺
跡
を
め
ぐ
る
旅
行
ブ
ー
ム
の
形
で
中
国
全
士
へ
波
及
し
た
と
は

言
え
、
激
動
す
る
現
代
中
国
社
会
の
多
様
性
と
複
雑
性
へ
の
関
心
に
ま
で

は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
現
在
に
至
り
、
同
時
代
の
中
国
と
の
付

き
合
い
方
が
難
題
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
八
0
年
代
に
は
、
高
度
経
済
成
長
で
失
っ
た
故
郷
や
ま
ち
の
原
風

景
を
中
国
社
会
に
重
ね
た
日
本
人
が
多
か
っ
た
。
今
度
は
中
国
人
が
、
種

々
の
原
因
で
失
わ
れ
た
「
古
き
良
き
中
国
」
の
伝
統
文
化
や
社
会
の
美
風

を
求
め
て
日
本
に
押
し
か
け
て
く
る
こ
と
は
歴
史
の
皮
肉
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
古
来
よ
り
深
い
付
き
合
い
を
し
て
き
た
日
中
交
流
の
独
自

の
道
筋
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
や
文
化
へ
の
理
解
不
足
が
政
治
的

経
済
的
摩
擦
を
激
化
さ
せ
る
原
因
と
な
る
こ
と
は
、
こ
の
二
0
年
問
で

は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
「
建
需
か
つ
安
定
的
な
日
中
関
係
」
.
を
構
築

す
る
に
は
、
政
治
も
経
済
も
重
要
で
あ
る
が
、
文
化
交
流
を
中
心
に
据
え

た
外
交
の
積
極
的
な
展
開
も
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
過
去
の
日

中
関
係
で
蓄
積
さ
れ
た
知
見
や
伝
統
を
再
確
認
し
、
そ
の
基
盤
に
立
っ
て
、

新
た
な
文
化
資
源
を
生
み
出
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
鉦
論
関

係
の
構
築
も
文
化
の
創
出
も
人
間
に
ょ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
巻

く
環
境
を
改
善
す
る
に
は
、
両
国
の
政
治
家
の
音
恙
、
学
者
や
専
門
家
の

主
張
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。
現
在
社
会
の
中
堅
を

占
め
る
世
代
が
ど
の
よ
う
な
志
を
持
っ
て
り
ア
ル
な
相
手
国
と
向
き
合
お

う
と
し
て
い
る
の
か
に
左
右
さ
れ
る
。

本
書
は
、
一
者
者
が
「
教
壇
で
接
し
て
い
る
よ
う
な
若
者
」
や
、
評
者
の
よ

う
な
天
安
門
事
件
以
降
し
か
経
験
し
て
い
な
い
世
代
に
は
も
ち
ろ
ん
、
日

中
蜜
月
期
の
記
憶
を
少
し
で
も
共
有
し
な
が
ら
そ
の
後
の
中
国
の
激
変
に

衝
蝶
を
受
け
た
世
代
に
と
っ
て
も
、
今
後
の
Π
中
関
係
を
老
え
る
上
で
は

示
唆
に
富
む
一
冊
で
あ
る
。
中
国
語
版
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
期

待
し
て
い
る
。

[
注
]

1
 
「
「
敦
煌
」
か
ら
見
る
日
中
関
係
1
一
九
五
0
年
代
か
ら
一
九
八
0
年
代
を
中
心
に
」

妹
尾
達
彦
編
著
『
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
都
市
と
社
厶
亘
中
央
大
学
出
版
部
、
ニ

0
二
0
年
三
月
。
「
映
画
『
敦
煌
』
と
一
九
八
0
年
代
の
日
中
関
係
」
『
紀
要
(
言
語
.
文

学
.
文
化
)
』
第
三
云
号
、
中
央
大
学
文
字
部
、
二
0
二
0
年
三
月
。

2
 
外
務
省
編
『
外
交
青
書
二
0
二
二
』
令
和
四
年
四
月
、
三
七
頁
。
主
張
す
べ
き
は
主
張

し
、
責
任
あ
る
行
動
を
求
め
つ
っ
、
共
通
の
諒
題
に
つ
い
て
は
協
力
す
る
と
い
う
関
係
。

二
9
三
年
一
0
月
八
日
に
行
わ
れ
た
日
中
首
脳
電
話
会
談
で
、
岸
田
文
難
総
理
大
臣

に
ょ
っ
て
最
初
に
提
起
さ
れ
た
。

評

小
堀
桂
一
郎
著

『
鈴
木
貫
太
郎
用
う
る
に
玄
黙
よ
り
大
な
る

は
な
し
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
9
 
六
年
十
一
月
)

書

海
軍
の
軍
人
と
し
て
大
将
の
地
位
に
登
り
つ
め
、
侍
従
長
を
務
め
た
う

え
で
玲
大
臣
と
し
て
齢
七
十
代
の
末
に
第
二
次
大
戦
の
終
戦
処
理
の

任
を
担
っ
た
人
物
の
評
伝
で
あ
る
。
同
じ
著
者
に
は
す
で
に
三
十
余
年
を

遡
る
昭
和
五
七
年
に
『
宰
相
鈴
木
貫
太
郎
』
が
あ
り
、
こ
れ
は
刊
行
当
時

大
き
な
話
題
を
撒
い
た
。
今
回
の
著
書
は
、
『
宰
相
』
で
扱
っ
た
終
戦
工
作

こ
つ
ぃ
て
の
張
に
つ
ぃ
て
も
、
そ
の
後
の
資
料
や
研
究
の
進
展
を
う
け

て
一
新
さ
れ
た
展
望
を
示
す
傍
ら
、
そ
の
間
『
鈴
木
貫
太
郎
自
伝
』
の
校
訂

に
従
事
し
た
経
験
を
生
か
し
て
、
こ
の
人
物
の
軍
人
と
し
て
の
履
歴
や
勲

功
に
つ
ぃ
て
も
、
問
然
す
る
と
こ
ろ
な
ミ
過
不
足
な
い
叙
述
を
与
え
て

い
る
。
こ
の
高
邁
な
る
著
書
を
評
す
る
に
お
よ
そ
不
適
格
な
こ
と
は
自
覚

し
つ
っ
、
敢
え
て
稚
拙
な
筆
を
執
る
。
そ
れ
は
評
者
自
身
が
、
年
齢
の
し

か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
、
官
僚
機
構
の
様
々
な
理
不
尽
さ
に
日
々
苛
ま
れ
る

な
か
で
、
帝
国
憲
法
下
の
日
本
海
軍
に
生
き
た
人
物
の
事
績
と
そ
の
置
か

れ
た
環
境
の
復
元
と
に
、
思
わ
ぬ
指
針
や
教
示
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
通
常
の
学
術
書
に
対
す
る
学
術
誌
で
の

書
評
と
は
性
格
を
異
に
す
る
筆
法
に
及
ぶ
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
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ま
ず
特
筆
す
べ
き
本
書
の
達
成
は
、
海
軍
と
い
う
組
織
の
な
か
で
履
歴

を
形
成
し
た
ひ
と
り
の
傑
出
し
た
人
物
の
人
と
な
り
を
、
そ
の
経
歴
や
経

験
を
通
し
て
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
点
に
あ
ろ
う
。
一
見

あ
た
り
ま
え
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
概
し
て
評
伝
は
主
人
公
の

特
質
を
際
立
た
せ
る
あ
ま
り
、
周
囲
と
の
人
間
関
係
に
お
い
て
均
衡
を
欠

く
結
果
を
招
き
易
い
。
著
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
太
平
洋
に
お
け
る
日
米
戦

争
に
重
な
る
時
期
に
口
述
筆
記
さ
れ
た
自
伝
原
稿
か
ら
察
す
る
か
ぎ
り
、

鈴
木
貫
太
郎
は
自
ら
の
事
績
を
誇
る
こ
と
に
き
わ
め
て
恬
添
人
物
で
あ

つ
た
。
そ
の
控
え
め
な
口
伝
の
背
後
に
い
か
な
る
真
実
が
隠
さ
れ
て
い
る

か
、
筆
者
は
そ
れ
を
必
要
な
慎
み
を
も
っ
て
、
さ
り
げ
な
く
掘
り
起
こ
し

て
浮
彫
に
し
て
見
せ
る
。
日
露
戦
争
に
お
け
る
雷
撃
の
戦
功
を
徒
に
誇
ら

ず
、
同
僚
の
艦
隊
に
一
隻
分
の
勲
功
を
譲
る
寡
欲
な
儷
。
そ
れ
が
組
織

に
お
け
る
人
問
関
係
の
信
頼
を
生
む
機
微
は
、
追
っ
て
海
軍
次
官
と
し
て

の
意
外
な
ほ
ど
の
活
躍
へ
の
伏
線
と
な
る
。
さ
ら
に
艦
長
と
し
て
の
操
艦

の
失
敗
や
直
面
し
た
事
故
。
誤
っ
て
米
艦
に
雷
撃
を
掛
け
そ
う
に
な
っ
た

「
ま
あ
と
ん
だ
失
敗
と
い
ふ
べ
き
初
陣
の
為
髄
」
(
三
六
頁
)
と
い
う
日
清
戦

争
、
旅
順
港
外
で
の
逸
話
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
れ
ら
の
体
験
が
そ
の
後
の

人
生
の
分
岐
点
、
困
難
な
決
定
に
際
し
て
、
体
で
学
ん
だ
貴
重
な
教
訓
と

し
て
巧
ま
ず
し
て
生
か
さ
れ
、
鈴
木
ひ
と
り
の
栄
辱
、
ひ
と
り
海
軍
の
名

誉
を
越
え
て
、
国
家
ひ
い
て
は
国
際
関
係
に
ま
で
神
益
し
て
ゅ
く
。
そ
の

経
路
が
、
巻
を
淫
す
る
と
自
ず
と
納
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
筆
者
の
尋

常
な
ら
ぬ
力
量
も
あ
る
。

本
書
は
創
成
期
日
本
海
軍
の
窮
状
を
末
端
の
実
情
か
ら
描
ミ
そ
れ
を

克
服
す
る
明
治
人
の
心
意
気
を
活
写
す
る
。
鈴
木
は
欧
州
留
学
の
さ
な
か
、

お
り
か
ら
風
雲
急
を
告
げ
る
日
露
関
係
ゆ
え
に
、
ジ
エ
ノ
ヴ
ァ
で
ま
だ
俄

装
途
上
の
新
造
艦
「
日
進
」
の
日
本
へ
の
回
航
を
命
じ
ら
れ
る
。
厳
寒
の
日

本
に
近
づ
く
と
、
苦
力
た
ち
は
空
の
石
炭
袋
を
貫
頭
衣
よ
ろ
し
く
重
ね
着

し
て
寒
風
に
堪
え
る
。
か
れ
ら
に
横
浜
で
古
着
を
買
い
与
え
た
ア
ー
ム
ス

ト
ロ
ン
グ
社
の
ボ
イ
ル
と
い
う
英
人
と
鈴
木
と
の
交
流
か
ら
は
、
八
か
国

に
渡
る
「
烏
合
の
衆
」
に
頼
ん
で
の
厄
介
か
つ
珍
妙
な
る
回
航
の
情
景
も

目
に
浮
か
ぶ
。
続
く
日
露
戦
争
の
黄
海
海
戦
で
は
、
「
春
日
」
副
長
の
鈴
木

は
、
敵
艦
隊
追
跡
の
折
、
交
戦
ま
で
に
な
お
時
問
的
に
余
裕
が
あ
る
と
み

て
、
乗
員
に
食
事
を
摂
ら
せ
煙
草
も
許
す
。
「
常
に
心
を
静
誰
保
ち
危

急
に
臨
み
て
な
ほ
沈
着
な
る
態
度
を
維
持
す
べ
し
」
(
一
四
四
頁
)
。
鈴
木
が

後
に
江
田
島
の
兵
学
校
需
し
た
教
訓
だ
が
、
実
践
で
培
っ
た
こ
の
泰
然

た
る
態
度
が
、
周
囲
へ
の
目
配
り
や
状
況
観
察
に
余
裕
を
与
え
た
機
微
も

窺
え
る
。

右
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
堅
一
古
し
い
ぱ
か
り
の
硬

骨
漢
の
英
傑
傳
か
ら
は
程
遠
い
。
ニ
ニ
六
事
件
で
殺
害
必
至
と
い
う
場
面

に
見
せ
た
剛
毅
さ
も
含
め
、
危
機
に
瀕
し
て
自
ず
か
ら
発
揮
さ
れ
る
鈴
木

大
将
の
泰
然
自
若
た
る
余
裕
。
そ
れ
が
、
父
の
薫
陶
や
、
若
き
下
士
官
時

代
の
海
軍
の
先
達
た
ち
と
の
交
わ
り
か
ら
、
ゆ
く
り
な
く
育
成
さ
れ
て
い

つ
た
様
子
も
ま
た
、
行
間
よ
り
仂
佛
と
立
ち
昇
る
。
珍
談
も
交
え
つ
?

ほ
の
ぽ
の
と
し
た
ぺ
ー
ソ
ス
さ
え
漂
う
、
肩
か
ら
も
力
の
抜
け
た
筆
致
ご

し
に
、
鈴
木
貫
太
郎
と
い
う
人
物
の
端
俔
す
べ
か
ら
ざ
る
器
の
ほ
ど
が
、

過
飾
な
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
だ
が
こ
う
し
た
印
象
に
玩
さ
れ
て
は
な
る
ま

)
0

そ
こ
に
は
帝
国
海
軍
と
い
う
組
織
の
発
展
や
謡
な
昇
任
序
列
も
含

しめ
た
組
織
原
理
(
と
そ
れ
へ
の
鈴
木
の
疑
念
)
、
さ
ら
に
は
大
正
期
か
ら
昭

和
期
に
い
た
る
政
治
史
に
関
す
る
(
そ
の
現
時
点
で
の
不
明
点
も
弁
え
た
)

筆
者
の
確
実
な
知
識
、
生
き
残
り
の
海
軍
経
験
者
か
ら
得
た
海
慕
・
技
術

,

用
曹
関
す
る
貴
重
な
教
示
を
着
実
に
生
か
し
た
、
筆
者
の
蓄
積
が
隠
さ

れ
て
い
る
。

大
正
三
年
に
成
立
し
た
大
隈
重
信
内
閣
下
で
、
鈴
木
は
翌
年
に
海
軍
次

官
を
拝
命
し
、
折
か
ら
の
欧
州
大
戦
に
際
し
て
、
戦
時
軍
事
費
に
ょ
る
駆

逐
艦
十
隻
の
建
造
費
を
認
め
さ
せ
る
工
作
に
成
功
す
る
。
八
代
海
相
に
も

無
断
の
そ
の
「
確
信
犯
的
」
な
「
独
断
」
ぶ
り
に
、
大
隈
は
「
水
雷
艇
」
の

綽
名
を
授
け
た
と
い
う
。
水
雷
の
専
門
家
が
、
そ
の
名
の
と
お
り
夜
討
ち

の
肉
薄
接
近
と
い
う
奇
襲
に
ょ
り
政
界
工
作
で
戦
果
を
挙
げ
た
た
め
で
あ

る
。
そ
れ
を
筆
者
は
こ
う
評
す
る
。
「
鈴
木
の
意
外
に
巧
み
な
議
会
向
け
の

政
治
工
作
の
絡
繰
を
覗
い
て
見
て
言
へ
る
事
は
、
彼
は
確
か
に
所
謂
根
廻

し
を
試
み
て
成
功
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
手
法
は
決
し
て
「
策
士
」
の
そ
れ
で

は
な
い
、
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
狙
ふ
べ
き
つ
ぽ
を
見
抜
く
眼
力
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
立
ち
向
か
ふ
姿
勢
は
正
攻
法
で
理
を
説
く
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
大
隈
が
か
ら
か
つ
た
様
に
、
奇
襲
と
い
ふ
戦
術
に
は
長
け
て
ゐ
た
と

評
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
」
(
エ
ハ
一
頁
)
。
け
だ
し
明
察
と
い
う
べ
き
だ
が
、

同
時
に
こ
こ
に
は
著
者
・
小
堀
氏
の
鈴
木
貫
太
郎
像
が
、
集
約
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
才
覚
は
、
関
東
大
震
災
の
折
に
命
令
を
待
つ
こ
と
な
く
実
施
し

た
救
援
物
資
輸
送
に
も
発
揮
さ
れ
る
。

鈴
木
貫
太
郎
の
最
後
の
大
業
と
な
っ
た
の
は
、
前
述
の
と
お
り
終
戦
処

理
の
折
の
玲
職
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
、
著
者
は
慎
重
に
明
言
を
避
け

て
お
ら
れ
る
が
、
評
者
と
し
て
看
過
で
き
な
い
の
は
、
鈴
木
が
生
粋
の
船

乗
り
で
あ
り
、
ま
た
連
合
艦
隊
司
令
長
官
を
も
歴
任
し
た
事
実
で
あ
る
。

明
治
四
二
年
に
二
等
巡
洋
艦
三
尓
谷
」
艦
長
と
な
っ
た
鈴
木
は
、
翌
年
、
練

習
航
海
で
豪
州
に
向
か
う
。
寄
港
地
で
の
見
聞
も
本
書
の
読
み
ど
こ
ろ
の

ひ
と
つ
だ
が
、
平
時
の
海
外
寄
港
が
国
際
社
交
上
い
か
に
重
要
だ
っ
た
か

は
、
現
在
で
は
容
易
に
理
解
し
難
い
。
そ
の
航
海
で
の
逸
話
と
し
て
、
著

者
は
鈴
木
の
操
船
上
の
信
念
に
●
西
及
し
て
い
る
。
狭
く
海
流
の
速
い
海
峡

で
、
と
り
わ
け
小
型
漁
船
な
ど
が
鉾
め
い
て
い
る
場
貪
大
型
船
の
小
刻

み
な
針
路
変
更
は
禁
物
で
あ
る
。
だ
が
針
路
と
速
度
さ
え
安
定
さ
せ
て
お

け
ぱ
、
機
敏
な
小
艦
艇
は
自
ら
転
進
し
て
危
機
を
脱
し
う
る
(
一
四
0
頁
)
。

さ
ら
に
鈴
木
は
大
正
一
三
年
に
は
連
合
艦
隊
司
令
長
官
に
補
任
さ
れ
る
。

青
島
・
厘
門
周
航
の
お
り
、
奄
美
大
島
周
辺
で
旗
艦
「
長
門
」
に
ょ
っ
て

「
陸
奥
」
を
牽
引
す
る
曳
船
実
験
に
及
ぶ
が
、
三
万
ト
ン
を
超
え
る
両
巨
艦

の
あ
い
だ
に
は
想
像
以
上
の
吸
引
力
が
働
き
、
あ
わ
や
両
艦
が
艦
首
か
ら

衝
突
す
る
大
事
故
を
危
う
く
回
避
し
た
(
二
三
0
頁
)
。
お
よ
そ
巨
大
な
機

関
が
周
囲
を
惹
き
つ
け
る
力
は
侮
り
難
い
。
と
は
い
え
大
艦
が
岸
壁
に
接

触
し
か
ね
ぬ
局
面
で
は
、
潮
が
艦
体
を
押
し
返
し
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た

理
路
や
人
知
を
超
え
た
自
然
の
摂
理
を
、
鈴
木
は
身
を
も
っ
て
知
悉
し
て

い
た
。
国
家
と
い
う
叫
咲
の
舵
取
り
に
は
応
じ
ぬ
巨
大
な
機
関
の
命
運
を

握
る
操
艦
長
と
し
て
鈴
木
貫
太
郎
が
大
役
を
全
う
し
た
裏
に
は
、
こ
う
し

た
実
体
験
の
蓄
積
が
あ
っ
た
。
軍
艦
は
「
人
民
」
の
労
苦
の
結
晶
で
あ
り
、

か
つ
て
外
国
か
ら
回
航
し
た
「
日
進
」
ほ
か
は
、
山
本
権
兵
衛
に
言
わ
せ
れ

ぱ
「
陛
下
の
お
買
い
上
げ
」
だ
っ
た
。
そ
の
結
節
点
に
海
軍
と
い
う
組
織
に

対
す
る
鈴
木
の
理
解
、
「
国
體
護
持
」
も
位
置
し
て
い
た
。
さ
ら
に
航
海
長

と
艦
長
、
艦
長
と
司
令
官
と
の
二
重
の
安
全
詣
が
な
け
れ
ぱ
航
海
は
容

易
に
危
機
に
瀕
す
る
。
こ
の
教
訓
も
総
理
大
臣
と
し
て
の
鈴
木
の
心
身
に

は
海
み
渡
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

鈴
木
が
国
政
に
臨
む
そ
の
具
体
的
な
判
断
。
そ
れ
を
検
証
す
る
に
は
、

紙
面
が
尽
き
た
。
最
後
に
、
大
正
六
年
の
練
習
航
海
に
ょ
る
米
国
訪
問
に

触
れ
て
お
き
た
い
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
鈴
木
は
さ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
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ア
大
学
名
誉
教
授
か
ら
、
米
国
の
普
通
選
挙
制
に
関
し
て
こ
の
国
に
は
三

つ
の
弱
点
が
あ
る
、
と
聞
か
さ
れ
る
。
昨
今
の
時
事
的
な
言
い
回
し
に
翻

訳
す
る
な
ら
、
民
衆
迎
合
の
政
治
扇
動
と
、
そ
れ
に
乗
せ
ら
れ
や
す
い
選

挙
民
政
治
家
の
名
利
追
求
、
そ
し
て
金
融
資
本
の
暴
走
(
一
八
二
頁
)
。

山
梨
勝
之
進
に
も
卓
抜
な
米
国
気
質
の
分
析
が
知
ら
れ
る
が
、
現
代
に
も

そ
の
ま
ま
通
用
す
る
米
国
事
情
の
観
察
と
い
っ
て
ょ
い
。
戦
前
の
、
日
本

帝
国
憲
法
下
で
は
、
海
軍
の
高
級
軍
人
が
こ
う
し
た
事
情
を
弁
え
る
位
置

に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
も
は
や
讐
味
な
過
去
と
し
て
忘
却
す
る
の
は
、
今

日
、
か
え
っ
て
危
険
で
あ
ろ
う
。

穫
と
い
う
読
み
物
の
形
を
採
り
つ
っ
、
過
去
の
叡
智
を
現
代
に
伝
え

る
役
割
を
、
本
量
白
は
そ
う
と
士
里
局
に
主
張
す
る
こ
と
な
く
、
穏
や
か
な
口

調
と
筆
遣
い
で
果
た
し
て
い
る
。
文
献
史
料
の
精
査
を
尽
く
し
、
歴
史
体

験
者
の
観
察
の
細
部
を
大
切
に
生
か
し
な
が
ら
、
そ
の
生
涯
を
、
ひ
と
つ

の
解
釈
の
も
と
に
筆
を
慎
み
つ
っ
描
き
き
る
。
そ
の
営
み
に
静
謠
な
喜
び

を
感
じ
さ
せ
る
著
者
円
熟
の
文
業
に
、
政
治
的
な
立
場
の
異
同
を
超
え
て
、

あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
。

*
な
お
仔
細
な
誤
植
を
論
う
の
は
意
図
で
は
な
い
が
、
鑾
早
名
は
0
轟
且
 
0
弐
0
-
9
牙

一
、
0
己
え
旦
§
一
号
一
ミ
伽
一
0
=
巨
.
=
含
え
仁
「
(
一
七
六
頁
)
、
ま
た
タ
ス
マ
ニ
ア
の
珍
獣

の
名
は
「
オ
ポ
ッ
サ
ム
」
(
一
三
七
頁
)
だ
ろ
う
。

(
本
稿
は
元
来
D
・
ト
ラ
ン
プ
氏
が
米
国
次
期
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
翌
週
、
二
0

一
六
年
十
一
月
三
日
に
執
筆
し
た
が
、
諸
般
の
事
情
で
未
公
刊
と
な
っ
て
い
た
J

一
雇
覧
会
&
カ
タ
ロ
グ
評
一

「
渡
辺
省
亭
1
欧
米
を
魅
了
し
た
花
鳥
画
」
展

劃
期
性
に
目
を
見
張
っ
た
。

省
亭
の
再
評
価
に
、
で
は
な
い
。

渡
辺
省
亭
(
嘉
永
四
(
一
八
五
二
)
1
大
正
七
(
一
九
一
八
)
年
)
に
光
が

あ
た
り
、
そ
の
画
業
の
全
貌
が
明
か
さ
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
す
ば
ら
し

い
こ
と
だ
。
本
展
の
出
展
作
を
見
れ
ぱ
、
彼
が
当
然
需
さ
れ
る
べ
き
存

在
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
タ
イ
ト
ル
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
花

鳥
画
は
こ
と
に
美
し
く
、
精
密
に
し
て
生
き
生
き
と
し
た
写
生
が
織
り
な

す
生
命
感
、
躍
動
感
は
際
立
っ
て
い
る
。
積
も
る
雪
を
外
隈
で
表
現
し
、

胡
粉
は
あ
え
て
鶏
の
羽
だ
け
に
用
い
て
白
さ
を
際
立
た
せ
た
「
玉
ヨ
中
群
鶏

図
」
の
技
法
の
妙
や
、
中
央
に
シ
ン
プ
ル
な
滝
し
か
描
か
ず
、
右
に
暁
鳥
、

左
に
月
下
の
鳥
を
配
し
た
三
幅
対
「
漫
布
・
暁
鴉
・
晩
鴉
」
の
斬
新
な
構

成
な
ど
、
驚
き
入
る
と
こ
ろ
も
タ
タ
い
。

古
田
亮
は
、
展
覧
会
と
同
題
の
巻
頭
言
で
、
省
亭
が
「
江
戸
下
町
に
連

綿
と
続
く
風
情
や
人
情
に
支
え
ら
れ
た
日
本
人
の
感
性
を
、
臨
歳
を
も

つ
て
伝
え
よ
う
と
し
た
」
と
述
べ
る
(
五
頁
)
。
展
覧
会
へ
の
出
品
を
目
指

さ
ず
、
一
浦
酒
な
掛
け
軸
に
四
季
の
移
ろ
い
を
描
き
取
る
省
亭
の
画
業
は
、

出
口
智
之

欧
米
か
ら
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
視
線
を
超
え
、
あ
ら
た
め
て
評
価
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
だ
。
彼
が
こ
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
画
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
は

じ
め
て
一
堂
に
開
顕
し
た
意
義
は
、
大
変
に
大
き
い
。
本
展
は
疑
い
な
く
、

今
後
飛
躍
的
に
進
む
で
あ
ろ
う
省
亭
研
究
の
、
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で

あ
っ
た
。

系
、
腫
目
し
た
劃
期
性
と
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
。
大
規
模
な
回
顧

展
が
再
評
価
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
は
、
美
術
史
研
究
の
む
し
ろ
常
道
だ
。

ま
た
、
省
亭
研
究
は
近
年
着
実
に
進
み
つ
っ
あ
り
、
古
田
あ
き
子
『
書

渡
辺
省
亭
1
晴
柳
の
影
に
』
(
小
学
館
、
令
和
三
年
六
月
増
補
改
訂
)
が

備
わ
る
ほ
か
、
山
下
裕
二
・
古
田
亮
監
修
『
渡
辺
省
亭
画
集
』
(
小
学
館
、

令
和
三
年
三
月
)
を
は
じ
り
充
実
し
た
画
集
も
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て

い
る
。
本
展
と
連
動
し
て
そ
う
し
た
整
備
が
進
ん
で
き
た
こ
と
を
考
え
れ
一

ぱ
、
こ
れ
は
む
し
ろ
満
を
持
し
て
の
結
実
と
す
る
ほ
う
が
正
確
で
あ
る
。

声
を
大
に
強
調
し
た
い
本
図
録
の
特
長
は
、
そ
の
構
成
に
こ
そ
存
在
す

る
。

冒
1

第
五
早
「
作
品
で
た
ど
る
省
亭
の
生
涯
」
を
見
て
み
ょ
う
。
章
題
ど
お
り
、

け
っ
し
て
周
知
と
は
い
ぇ
な
い
省
亭
の
生
涯
に
つ
い
て
、
菊
池
容
斎
門
で

の
修
業
か
ら
起
立
工
商
会
社
入
社
後
の
パ
リ
遊
学
、
帰
国
後
の
明
治
二
十

年
代
に
肉
筆
と
併
行
し
て
手
掛
け
た
口
絵
・
挿
絵
や
無
線
七
宝
原
画
の
仕

事
、
そ
し
て
明
治
三
十
年
代
以
降
の
花
鳥
画
と
、
作
品
に
即
し
て
紹
介
し

て
ぃ
る
。
年
譜
と
関
係
地
図
が
章
末
に
置
か
れ
た
の
も
、
ま
ず
は
省
亭
の

閲
歴
を
把
握
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
図
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
図
録

の
非
常
に
早
い
段
階
り
ス
ト
番
号
が
ま
だ
一
桁
の
う
ち
に
、
肉
筆
画
と

二
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