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２
０
２
０
年
は
三
浦
按
針
（
本
名
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
、
以
下
「
ア
ダ
ム
ス
」）
の
歿
後
４
０
０
年
に
な
り
ま
す
。

ア
ダ
ム
ス
が
日
本
に
来
航
し
た
西
暦
１
６
０
０
年
４
月
は
、
江
戸
時
代
が
始
ま
る
３
年
前
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
半
年
前

で
す
。「
青
い
目
の
サ
ム
ラ
イ
」
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
ア
ダ
ム
ス
は
、
そ
の
特
異
な
生
涯
に
よ
っ
て
現
在
で
も
多
く
の
人
々

を
惹
き
つ
け
て
い
ま
す
。
日
本
各
地
の
ア
ダ
ム
ス
ゆ
か
り
の
地
で
、
毎
年
の
よ
う
に
「
按
針
祭
」
が
催
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
関
心
の
高
さ
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ア
ダ
ム
ス
の
存
在
は
徳
川
家
康
あ
っ
て
こ
そ
で
し
た
。
采
地
を
授
け
ら
れ
て
旗
本
扱
い
と
な
る
な
ど
、
家
康
か
ら
破

格
の
寵
遇
を
受
け
た
ア
ダ
ム
ス
は
、
想
像
を
絶
す
る
日
本
ま
で
の
苦
難
の
航
海
を
乗
り
切
っ
た
強
靱
な
体
力
と
、
宿
敵

ス
ペ
イ
ン
人
で
さ
え
認
め
る
優
れ
た
知
性
、
お
よ
び
沈
着
冷
静
で
誠
実
な
人
柄
を
活
か
し
て
、
特
に
外
交
面
で
初
期
徳

川
政
権
に
寄
与
し
ま
し
た
。

　

ア
ダ
ム
ス
が
日
本
で
過
ご
し
た
20
年
間
は
、
近
代
以
前
の
日
本
と
し
て
は
例
外
的
な
、
束
の
間
の
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代

で
し
た
。
こ
の
時
代
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
の
西
洋
諸
国
が
日
本
を
舞
台
に
活
発
な

外
交
活
動
を
展
開
し
、
抗
争
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ダ
ム
ス
は
そ
れ
ら
の
国
々
す
べ
て
の
言
語
に
通
じ
、
日
本
語
の
通
訳

も
行
っ
て
、
幕
府
の
貴
重
な
臣
下
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
ア
ダ
ム
ス
は
決
し
て
本
国
の
家
族
を
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ず
っ
と
帰
国
を
願
い
な
が
ら
も

結
局
叶
う
こ
と
な
く
、
送
金
だ
け
は
果
た
し
た
も
の
の
、
平
戸
で
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
ア
ダ
ム
ス
に
悲
劇
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は
似
つ
か
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
困
難
な
状
況
で
も
ア
ダ
ム
ス
は
運
命
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
条
件
下
で

最
大
限
の
自
己
実
現
を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
ア
ダ
ム
ス
が
人
生
の
大
き
な
転
機
に
何
度
か
用
い
る
「
神
が
私
に
与
え

た
使
命
」「
神
に
感
謝
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
諦
観
と
は
無
縁
の
召
命
観
さ
え
見
ら
れ
る
気
が
し
ま
す
。

　

ち
な
み
に
ア
ダ
ム
ス
の
歿
年
に
は
、「
召
命
」
を
重
視
す
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
１
０
２
人
が
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
で
大
西

洋
を
横
断
し
、
プ
リ
マ
ス
（
現
、
米
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
）
に
到
達
し
て
北
米
植
民
地
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
む
ろ

ん
ア
ダ
ム
ス
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ア
ジ
ア
に
向
か
う
オ
ラ
ン
ダ
船
に
乗
り
込
ん
だ
こ
と
も
「
神
の

導
き
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
オ
ラ
ン
ダ
も
イ
ギ
リ
ス
も
、
日
本
で
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
ア
ダ
ム
ス
の
こ
と
を
知
っ

て
、
来
航
に
繫
げ
ま
し
た
。
結
果
的
に
オ
ラ
ン
ダ
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
ず
っ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
唯
一
の
貿
易
国
と
な
っ

た
の
は
、
周
知
の
と
お
り
で
す
。

　

外
に
向
か
う
イ
ギ
リ
ス
と
、
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
へ
の
道
を
歩
む
日
本
と
の
狭
間
に
生
き
た
ア
ダ
ム
ス
に
は
、
当
時

の
世
界
史
が
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
下
、
異
世
界
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
自
分
を
見
失
な
う
こ
と
な
く
努
め
た
ア
ダ

ム
ス
の
生
き
様
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
江
戸
初
期
の
史
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。

　

２
０
２
０
年
４
月�

森 

良
和
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1
6
0
0
年
ま
で
の
世
界
と
日
本

１　

エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
ネ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革

　

本
書
の
主
人
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
は
、
ち
ょ
う
ど
４
０
０
年
前
の
１
６
２
０
年
５
月
16
日
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
）

に
平
戸
で
死
亡
し
ま
し
た
。
そ
の
ア
ダ
ム
ス
が
乗
船
し
て
き
た
リ
ー
フ
デ
号
は
、
も
と
も
と
「
エ
ラ
ス
ム
ス
号
」
と
い

う
名
で
し
た
。
船
名
の
由
来
と
な
っ
た
デ
ジ
デ
リ
ウ
ス
・
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
16
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン

ト
・
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
出
身
の
思
想
家
で
す
。
当
時
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
国
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
の
ち
に
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
国
と
し
て
独
立
す
る
と
エ
ラ
ス
ム
ス
は
英
雄
的
存
在
と
な
り
、
現
在
で
も
大
学
な
ど
の
機
関
や
施
設
、
制
度

な
ど
に
多
く
そ
の
名
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
「
エ
ラ
ス
ム
ス
号
」
と
い
う
命
名
に
は
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
の
状
況
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
ル
ネ
サ

ン
ス
時
代
の
人
文
主
義
者
と
し
て
有
名
で
し
た
し
、「
エ
ラ
ス
ム
ス
が
卵
を
産
み
、
ル
タ
ー
が
孵か

え

し
た
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
宗
教
改
革
の
先
駆
者
と
も
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
始
ま
り
と
さ
れ
る

ル
ネ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
の
二
つ
の
大
精
神
運
動
に
深
く
関
わ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
大
航
海
時
代
に
お
い
て
も
崇
敬
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
逆
に
、
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
の
相
手
国
ス
ペ
イ
ン
と
、
彼
が
批
判
し
た
カ
ト
リ
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。
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し
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う
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サ
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宗
教
改
革
の
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の
大
精
神
運
動
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深
く
関
わ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
大
航
海
時
代
に
お
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て
も
崇
敬
さ
れ

て
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ま
す
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逆
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ッ
ク
か
ら
は
敵
視
さ
れ
ま
し
た
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
再
生
」
の
意
味
）
は
14
世
紀
に
イ
タ
リ
ア
で
始
ま
り
ま
し
た
。
三
大
巨
匠
ら
の
絢
爛

豪
華
な
美
術
作
品
群
が
連
想
さ
れ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
古
典
古
代
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
）
を
模
範

と
し
、
人
間
性
豊
か
で
調
和
の
取
れ
た
理
想
美
を
目
指
す
文
化
刷
新
運
動
が
ル
ネ
サ
ン
ス
で
し
た
。
そ
れ
以
前
の
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
に
支
配
さ
れ
、
教
会
が
大
き
な
力
を
持
ち
、
社
会
の
あ
り
方
や
人
々
の
生
活
全

般
、
さ
ら
に
思
考
方
法
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
の
制
約
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
人
間
中
心
の
現
実
的
世
界
観
に
徐
々

に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
短
期
間
に
急
変
し
た
の
で
は
な
く
、
数
世
紀
を
か
け
て
の
漸ぜ

ん

進し
ん

的て
き

な
変
化
で
し

た
。

　

古
典
古
代
ブ
ー
ム
は
著
作
に
も
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
古
典
古
代
の
優
れ
た
思
想
や
文
学
を
忠
実
に
復
活
さ
せ
、
検
証

し
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
人
文
主
義
（
英
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
）
の
運
動
が
そ
れ
で
す
。
当
時
、
多
く
の
学
者
が
古
典

の
文
献
学
的
研
究
を
盛
ん
に
行
い
ま
し
た
が
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
そ
の
代
表
者
の
一
人
で
す
。
古
典
研
究
の
対
象
は
聖
書

に
も
及
び
、
精
緻
な
聖
書
研
究
も
進
ん
だ
結
果
、
聖
書
の
教
え
と
現
実
の
教
会
の
あ
り
方
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
疑
問
を
持

つ
人
々
も
現
れ
始
め
ま
し
た
。

　

実
は
、
教
会
の
堕
落
を
批
判
し
た
改
革
運
動
は
中
世
か
ら
ず
っ
と
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
15
世
紀
半
ば
に
活
版

印
刷
術
が
西
欧
に
導
入
さ
れ
る
と
、
人
々
へ
の
広
範
な
ア
ピ
ー
ル
と
い
う
点
で
前
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
効
果

を
発
揮
し
ま
し
た
。
印
刷
術
は
さ
し
ず
め
「
５
０
０
年
以
上
前
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
で
し
ょ
う
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
成

果
で
あ
る
自
由
な
精
神
を
背
景
と
し
た
教
会
批
判
の
強
ま
り
と
、
印
刷
の
発
明
が
相
ま
っ
た
結
果
、
16
世
紀
に
入
っ
て

ま
も
な
く
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
揺
る
が
す
大
き
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
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１
５
１
７
年
、
ド
イ
ツ
の
小
都
市
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
、
こ
の
町
の
神
学
教
授
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
に
よ
っ
て

「
九
十
五
箇
条
の
論
題
」
が
発
表
さ
れ
た
の
で
す
。
聖
書
研
究
を
進
め
て
い
た
ル
タ
ー
は
、
当
時
盛
ん
に
販
売
さ
れ
て

い
た
贖

し
ょ
く

宥ゆ
う

状じ
ょ
うと
い
う
欺ぎ

瞞ま
ん

を
告
発
し
、
教
会
の
悪
弊
を
非
難
し
た
の
で
す
。
一
般
に
は
こ
の
論
題
の
発
表
が
宗
教
改

革
の
始
ま
り
と
さ
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
宗
教
改
革
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
比
べ

て
今
一
つ
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
人
々
の
精
神
改
革
を
促
し
た
点
で
、
宗
教
改
革
は
後
世
へ
の
影

響
力
が
ル
ネ
サ
ン
ス
よ
り
も
大
き
い
と
さ
れ
ま
す
。

　

ま
も
な
く
ル
タ
ー
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
位
階
制
度
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
）
や
教
皇
権
、
教
会
の
権
力
を
否
定
し
、

信
仰
の
拠
り
所
は
教
会
で
は
な
く
聖
書
だ
け
で
あ
り
、
救
い
へ
の
道
は
教
会
の
説
く
善
行
や
儀
式
へ
の
参
加
で
は
な
く
、

信
仰
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
す
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
当
初
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
に
共
鳴
し
ま
し
た
が
、

の
ち
に
次
第
に
過
激
化
す
る
ル
タ
ー
と
離
反
し
ま
す
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
内
部
改
革
が
必
要
と
は
考
ま
し

た
が
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
に
は
同
調
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
ロ
ー
マ
教
皇
ピ
ウ
ス
４
世
は
１
５
５
９
年
、

エ
ラ
ス
ム
ス
の
痛
烈
な
カ
ト
リ
ッ
ク
批
判
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
そ
の
著
作
を
禁
書
と
し
ま
す
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
が
死
亡
し
た
１
５
３
６
年
に
は
、
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
が
出
版
さ
れ
ま
し

た
。
神
の
「
予
定
」
に
よ
る
救
済
を
信
じ
て
、
禁
欲
的
な
生
活
を
過
ご
し
な
が
ら
勤
勉
に
天
職
に
励
む
べ
き
こ
と
を
説

き
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
蓄
財
も
肯
定
し
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想
は
、
当
時
台
頭
し
始
め
た
新
興
中
産
階
級
の
倫
理
に

適か
な

っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
で
は
「
ヘ
ー
ゼ
ン
（
ゴ
イ
セ
ン
）」
と
呼
ば
れ
、
オ
ラ

ン
ダ
独
立
戦
争
を
担
う
主
力
と
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
も
綱
紀
粛
正
に
努
め
ま
し
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
上
掲
書
が
出
版
さ
れ
た
２
年
前
に
は
、
厳
格
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な
規
律
と
強
固
な
組
織
構
成
を
特
徴
と
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
が
結
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
対

抗
宗
教
改
革
を
推
進
す
る
中
心
と
な
り
、
ま
た
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
へ
の
布
教
に
も
積
極
的
に
乗
り
出
し
て
行
き
ま

す
。
ア
ジ
ア
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
東
イ
ン
ド
へ
の
航
海
船
に
便
乗
し
て
渡
航
し
、
１
５
４
９
年
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ

ビ
エ
ル
が
来
日
し
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
そ
の
後
、
オ
ラ
ン
ダ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
が
来
日
す
る
と
、
イ
エ
ズ
ス

会
は
彼
ら
を
「
ル
タ
ー
派
」
と
呼
ん
で
敵
視
し
ま
す
。

　

宗
教
改
革
の
波
が
西
欧
の
ほ
と
ん
ど
に
及
ん
だ
結
果
、
16
世
紀
後
半
に
は
多
く
の
国
で
大
規
模
な
宗
教
戦
争
や
、
深

刻
な
宗
教
対
立
が
発
生
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
（
１
５
６
２
―
１
５
９
８
）、
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
（
１

５
６
８
―
１
６
４
８
）
の
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
国
内
対
立
も
誘
因
と
な
っ
て
、

ス
ペ
イ
ン
無
敵
艦
隊
の
侵
攻
を
招
き
ま
す
。
ル
タ
ー
派
が
勢
力
を
拡
大
し
た
ド
イ
ツ
で
も
、
い
っ
た
ん
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル

ク
の
和
議
（
１
５
５
５
）
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
に
中
途
半
端
だ
っ
た
こ
と
で
対
立
は
解
消
せ
ず
、

の
ち
に
三
十
年
戦
争
（
１
６
１
８
―
１
６
４
８
）
が
勃
発
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、
宗
教
戦
争
と
は
言
え
、
対
立
の
図
式

は
単
純
に
カ
ト
リ
ッ
ク
対
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
は
な
ら
ず
、
同
じ
宗
派
内
に
も
複
雑
な
対
立
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
偉
大
な
芸
術
家
の
一
人
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
い
ま
す
が
、
本
書
の
主
人
公
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ア
ダ
ム
ス
が
生
ま
れ
た
１
５
６
４
年
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
歿
年
で
も
あ
り
、
ま
た
ガ
リ
レ
オ
の
誕
生
年
で
も
あ

る
こ
と
は
時
代
の
一
つ
の
目
安
に
な
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
「
世
界
と
人
間
の
発
見
」
と
言
わ
れ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
が

一
段
落
し
、
理
性
時
代
の
は
し
り
と
な
る
「
科
学
革
命
の
時
代
」
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
16
世
紀
後
半
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
理
論
や
科
学
技
術
が
発
展
し
ま
し
た
。
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ル
ネ
サ
ン
ス
に
よ
る
「
古
代
の
発
見
」
は
地
理
学
、
天
文
学
、
自
然
学
な
ど
の
分
野
に
も
向
け
ら
れ
、
印
刷
術
の
発

明
に
よ
る
書
籍
の
刊
行
は
知
識
の
伝
播
に
貢
献
し
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
科
学
や
技
術
の
導
入
も
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
全
体
に
発
展
機
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
大
航
海
時
代
に
繫
が
り
ま
す
。
特
に
当
時
、
東
方
貿
易
の
恩
恵
を
あ
ま
り
受

け
て
い
な
か
っ
た
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
国
々
に
と
っ
て
は
、
西
ア
ジ
ア
に
強
大
な
勢
力
を
張
っ
て
い
た
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル

コ
や
、
東
西
貿
易
を
仲
介
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
商
人
に
拠
ら
な
い
「
宝
庫
ア
ジ
ア
」
に
至
る
ル
ー
ト
の
発
見
が
熱
望
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

２　

大
航
海
時
代
―
―
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
の
先
行

　

一
般
に
中
世
末
期
の
14
、
15
世
紀
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
国
で
も
国
内
情
勢
が
不
安
定
で
し
た
。
も
っ
と
も
、「
国
」

と
は
い
え
、
当
時
は
現
在
の
国
家
の
概
念
と
は
異
な
っ
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
が
地
方
分
権
的
で
あ
り
、
国
と
し
て
の

統
一
性
は
弱
く
、
国
境
も
曖
昧
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
的
紐ち

ゅ
う

帯た
い

と
な
っ
て
い
た
教
皇
の
権
威
も
徐
々

に
衰
退
し
、
ま
た
封
建
社
会
の
領
主
と
し
て
各
地
に
分
立
し
て
い
た
諸
侯
や
騎
士
た
ち
も
、
銃
砲
な
ど
を
用
い
た
戦
術

の
変
化
や
荘
園
制
の
崩
壊
と
共
に
、
次
第
に
存
在
意
義
が
薄
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
は
「
小
氷
期
」
と
も
言
わ
れ
た
不
順
な
気
候
が
あ
り
、
農
作
物
の
不
作
が
続
い
て
餓
死
者

も
多
く
出
ま
し
た
。
特
に
14
世
紀
半
ば
の
「
大
ペ
ス
ト
（
黒こ

く

死し

病び
ょ
う）」
に
よ
っ
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
口
は
激
減
し
、

地
域
に
よ
っ
て
は
人
口
の
３
分
の
１
、
あ
る
い
は
半
分
が
失
わ
れ
た
と
言
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ

ン
ス
が
百
年
戦
争
の
渦
中
に
あ
り
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
で
は
各
地
に
小
国
が
乱
立
し
て
互
い
に
抗
争
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
太
平
洋
に
面
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
（
ス
ペ
イ
ン
の
正
式
な
成
立
は
１
４
７
９
年
）
は
、
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社
会
の
危
機
に
対
す
る
打
開
策
を
海
洋
進
出
に
求
め
、
レ
コ
ン
キ
ス
タ
と
相
ま
っ
て
盛
ん
に
大
西
洋
沖
や
ア
フ
リ
カ
西

海
岸
の
探
検
事
業
を
進
め
ま
し
た
。

　

レ
コ
ン
キ
ス
タ
と
は
、
長
く
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
支
配
下
に
あ
っ
た
イ
ベ
リ
ア
半
島
中
南
部
を
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
手

に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
運
動
で
、
広
義
の
十
字
軍
に
当
た
り
ま
す
。
そ
の
過
程
で
上
記
両
国
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

よ
り
も
い
ち
早
く
中
央
集
権
化
を
推
し
進
め
ま
し
た
。
こ
の
運
動
は
１
４
９
２
年
に
ス
ペ
イ
ン
南
部
の
イ
ス
ラ
ム
王
国

グ
ラ
ナ
ダ
が
降
伏
し
て
完
了
し
ま
す
。
同
じ
年
に
ス
ペ
イ
ン
王
室
の
支
援
を
受
け
た
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
、
西
回
り
で
「
イ

ン
ド
」（
実
際
は
ア
メ
リ
カ
）
に
達
し
た
と
思
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
の
年
号
は
一
つ
の
区
切
り
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

レ
コ
ン
キ
ス
タ
の
過
程
で
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
ア
フ
リ
カ
か
ア
ジ
ア
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
「
プ
レ
ス
タ
ー
・
ジ

ョ
ン
（
司
祭
ヨ
ハ
ネ
）
の
国
」
と
連
携
し
よ
う
と
、
大
西
洋
を
ア
フ
リ
カ
西
岸
伝
い
に
南
下
し
て
盛
ん
に
探
検
事
業
を

進
め
ま
し
た
。
特
に
王
ジ
ョ
ア
ン
１
世
の
王
子
エ
ン
リ
ケ
は
、
15
世
紀
中
頃
に
海
洋
探
検
を
積
極
的
に
推
進
し
た
の
で

「
航
海
王
子
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
同
王
子
の
時
代
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
大
西
洋
の
マ
デ
イ
ラ
、
ア
ゾ
レ
ス
な
ど
の
島
々
、

お
よ
び
ア
フ
リ
カ
西
端
の
ヴ
ェ
ル
デ
岬
に
達
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
い
わ
ゆ
る
『
東と

う

方ほ
う

見け
ん

聞ぶ
ん

録ろ
く

』
を
愛
読
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
同
書
に
あ

る
「
黄
金
の
島
ジ
パ
ン
グ
」
の
伝
説
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ア
ジ
ア
へ
の
夢
を
か
き
立
て
ま
し
た
。
16
世
紀
末
に
は
日

本
近
海
に
あ
る
と
い
う
「
金
銀
島
」
の
噂
が
流
れ
、
一
部
の
国
が
そ
の
発
見
を
競
い
ま
し
た
。
の
ち
に
ア
ダ
ム
ス
は
幕

府
の
船
奉
行
向む

か

井い

将し
ょ
う

監げ
ん

か
ら
、「
金
銀
島
」
の
信
憑
性
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
実
際
ス
ペ
イ
ン
や
オ
ラ
ン

ダ
は
17
世
紀
に
な
っ
て
そ
の
「
幻
の
島
」
の
探
索
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

金
銀
に
限
ら
ず
、
中
世
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
ア
ジ
ア
を
貴
重
な
物
産
の
宝
庫
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
十
字
軍
は


