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ジ
ュ
ラ
イ
）
と
改
名
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

カ
エ
サ
ル
の
後
継
者
で
初
代
ロ
ー
マ
皇
帝
と

な
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
も
、
カ
エ
サ
ル
と
同
じ

よ
う
に
自
分
の
名
前
を
月
の
名
前
に
残
し
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
彼
は
現
行
の
暦
の
八
月
生
ま

れ
で
し
た
の
で
、
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
（
英
語
読
み

：
オ
ー
ガ
ス
ト
）
と
改
名
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

八
月
は
三
十
日
の
月
で
し
た
が
、
自
分
が
生
ま

れ
た
月
が
三
十
日
し
か
な
い
の
は
不
愉
快
だ
と

し
て
、
八
月
も
三
十
一
日
と
す
る
こ
と
を
決
め
、

そ
の
あ
と
の
月
の
日
数
を
一
日
ず
つ
ず
ら
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
う
し
て
し
ま
う
と
、
八
月
で
一

日
増
や
し
た
分
、
一
年
の
日
数
が
多
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
仕
方
な
く
、
二
月
か
ら

ま
た
一
日
取
る
こ
と

に
し
、
こ
の
時
か
ら

二
月
は
平
年
で
二
十

八
日
、
閏
年
で
二
十

九
日
に
な
っ
た
の
だ

そ
う
で
す
。

二
月
は
な
ぜ
短
い
？

二
月
は
な
ぜ
、
二
十
八
日
か
二
十
九
日
な
の

で
し
ょ
う
か
？
現
在
の
太
陽
暦
の
元
と
な
る
暦

が
作
ら
れ
た
の
は
ロ
ー
マ
で
、
主
に
農
耕
の
為

の
暦
で
し
た
か
ら
、
農
作
業
を
し
な
い
冬
の
間

は
暦
と
い
う
も
の
が
な
く
、
暦
は
現
在
の
三
月

か
ら
始
ま
り
、
十
二
月
で
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
や
は
り
暦
の
な
い
期
間
が
六
十
日

も
続
く
の
も
気
持
ち
悪
い
と
、
独
裁
官
ユ
リ
ウ

ス
・
カ
エ
サ
ル
が
、
一
年
を
十
二
か
月
と
し
、

奇
数
月
を
三
十
一
日
、
偶
数
月
を
三
十
日
と
す

る
暦
を
定
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
月
を
三
十

日
に
し
ま
す
と
一
年
が
三
百
六
十
六
日
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
暦
の
最
後
の
月
で

あ
る
二
月
を
二
十
九
日
と
し
、
閏
年
に
は
三
十

日
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
年
の
は
じ
め
を
、
そ
れ
ま
で
の
三
月

で
は
な
く
一
月
に
変
更
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

自
分
の
生
ま
れ
た
月
に
自
分
の
名
前
を
つ
け
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
彼
は
現
行
の
暦
の
七
月
生

ま
れ
で
し
た
の
で
、
ユ
リ
ウ
ス
（
英
語
読
み
：



バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

今
年
も
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
の
季
節
が
や
っ
て

き
ま
し
た
ね
。
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
、
士
気
の

低
下
を
恐
れ
た
ロ
ー
マ
皇
帝
は
兵
士
の
結
婚
を
禁

じ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
恋
人
た
ち
を
不
憫
に
思

っ
た
聖
バ
レ
ン
タ
イ
ン
は
、
秘
密
裏
に
結
婚
式
を

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
皇
帝
の
逆
鱗
に
触

れ
、
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
バ
レ
ン

タ
イ
ン
デ
ー
の
由
来
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
と
い
っ
て
も
、
各

国
の
習
慣
に
は
少
し
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
欧

米
で
は
、
男
性
か
ら
女
性
に
送
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、

大
切
な
人
に
対
し
て
愛
情
を
示
す
た
め
の
日
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

や
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
す
る
地
域
で
は
、
バ
レ
ン

タ
イ
ン
デ
ー
を
西
洋
の
習
慣
と
し
て
祝
う
こ
と
を

禁
じ
て
い
る
所
も
あ
る
そ
う
で
す
。

ま
た
、
台
湾
で
は
、
旧
暦
の
七
月
七
日
も
バ
レ

ン
タ
イ
ン
デ
ー
で
す
。
そ
こ
で
は
花
を
贈
る
習
慣

が
あ
り
、
一
本
な
ら
「
あ
な
た
だ
け
」
、
十
一
本

な
ら
「
お
気
に
入
り
」
、
九
十
九
本
は
、「
永
遠
に
」
、

百
本
な
ら
「
結
婚
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意
味

に
な
る
そ
う
で
す
。

お
返
し
を
す
る
ホ
ワ
イ
ト
デ
ー
が
あ
る
の
は
、

日
本
に
し
か
な
い
文
化
な
の
だ
そ
う
で
す
。
何
は

と
も
あ
れ
、
ど
の
国
で
も
、
大
切
な
人
に
気
持
ち

を
伝
え
る
日
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
よ
う

で
す
ね
。

二
月
十
一
日
は
「
建
国
を
し
の
び
、
国
を
愛
す
る

心
を
養
う
日
」
と
し
て
、
一
九
六
六
年
に
定
め
ら
れ

ま
し
た
。
何
を
根
拠
に
二
月
十
一
日
な
っ
た
か
と
い

う
と
、
初
代
天
皇
に
な
っ
た
神
武
天
皇
が
辛
酉
元
旦

（
紀
元
前
六
六
〇
年
二
月
十
一
日
）
に
、
大
和
の
橿

原
（
か
し
は
ら
）
の
宮
で
即
位
し
た
と
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
「
建
国
記
念
の
日
」
と
定
め
た
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
歴
史
学
上
で
は
神
武
天
皇
は
実
在
の
人

物
で
は
な
く
「
神
話
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
神
武
天
皇
が
即
位
し
た
日
を
日
本
の

建
国
さ
れ
た
日
と
し
て
祝
う
こ
と
（
紀
元
節
）
は
、

戦
後
占
領
軍
の
意
向
で
祝
日
で
は
な
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
紀
元
節
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
動

き
が
高
ま
り
、
反
対
す
る
動
き
を
抑
え
、
祝
日
を
設

け
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
際
「
紀
元
節
」
か
ら
「
建

国
記
念
の
日
」
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
六
六
年
に
祝
日
に
認
め
ら
れ
、
翌

年
か
ら
適
用
さ
れ
ま
し
た
。
「
建
国
記
念
の
日
」
が

「
建
国
記
念
日
」
で
は
な
い
の
は
、
史
実
に
基
づ
く

建
国
の
日
と
は
関
係
な
く
、
建
国
さ
れ
た
と
い
う
事

実
そ
の
も
の
を
記
念
す
る
日
だ
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

節
分

節
分
は
、
季
節
の
変
わ
り
目
と
い
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
二
十
四
節
季
の
中
の
各

季
節
の
始
ま
り
を
意
味
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。
「
立

～
」
と
つ
く
と
各
季
節
の
始
ま
り
を
意
味
し
ま
す
。

春
の
始
ま
り
の
立
春
の
前
日
で
あ
る
節
分
は
、
「
季

節
を
分
け
る
日
」
と
い
う
こ
と
で
こ
の
名
前
が
つ

い
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
、
四
季
全
て
に
、
節
分

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
今
で
は
春
の
節
分
行
事

だ
け
が
残
り
、
他
は
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
冬
真
っ
た
だ
中
の
一
月
に

受
け
取
る
年
賀
状
に
は
、
「
迎
春
、
新
春
の
慶
び
」

な
ど
の
文
字
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
旧
暦
の

慣
習
の
名
残
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
旧
暦
で
は
、

春
を
一
年
の
始
ま
り
と
ら
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

旧
暦
で
は
正
月
か
ら
三
月
は
春
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
新
年
の
挨
拶
状
で
あ
る
年

賀
状
は
、
春
に
送
る
も
の
と

い
う
こ
と
で
、
「
迎
春
、
新

春
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら

れ
ま
す
。
私
た
ち
が
日
頃
親

し
ん
で
い
る
祭
事
や
イ
ベ
ン

ト
に
は
、
旧
暦
の
時
の
習
慣

が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。

建
国
記
念
の
日



漢
字
読
め
ま
す
か
？

水
道
管
の
凍
結
予
防
に
つ
い
て

う
る
う
秒

今
年
の
六
月
に
う
る
う
秒
が
実
施
さ
れ
る
と
発

表
が
あ
り
ま
し
た
。
で
は
な
ぜ
う
る
う
秒
を
実
施

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

古
く
は
、
地
球
の
自
転
を
基
準
に
し
て
「
一
日
」

と
い
う
長
さ
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
時

間
を
測
定
す
る
技
術
が
進
歩
し
て
、
原
子
時
計
で

正
確
な
時
間
が
測
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
地

球
の
回
転
速
度
に
は
実
は
ム
ラ
が
あ
り
、
い
つ
で

も
同
じ
速
度
で
回
転
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

も
し
、
地
球
の
自
転
が
遅
い
状
態
が
続
い
た
り
、

自
転
の
速
い
状
態
が
続
い
た
り
す
る
と
、
地
球
の

自
転
に
よ
っ
て
決
ま
る
時
刻
と
原
子
時
計
に
よ
っ

て
決
ま
る
時
刻
の
ず
れ
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
と
き
、
時
刻
の
ず
れ
を
修
正
す
る
た
め

に
「
う
る
う
秒
」
を
実
施
し
ま
す
。

た
と
え
ば
西
暦
一
九
九
〇
年
頃
に
は
、
地
球
は
、

原
子
時
計
を
基
準
に
し
た
一
日
よ
り
も
、
約
二
ミ

リ
秒
ほ
ど
長
く
か
か
っ
て
一
回
転
し
て
い
ま
し

た
。
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
こ
の
状
態
が
五
百
日

間
続
い
た
と
す
る
と
、
地
球
の
自
転
と
原
子
時
計

の
時
刻
の
差
が
一
秒
に
達
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
う
る
う
秒
と
し
て

一
秒
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
刻
の
調
整

が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

今
年
の
六
月
は
一
秒
長
く
な
り
ま
す
が
、
自
転

が
早
け
れ
ば
一
秒
短
く
な
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で

す
。
や
は
り
地
球
も
生
き
物
。
一
定
で
動
い
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
硝
酸

②
匁

③
吟
詠

④
累
積

⑤
尚
早

⑥
赤
痢

⑦
透
析

⑧
軍
靴

⑨
安
閑

⑩
唆
す

⑪
傑
出

⑫
遷
都

⑬
喝
破

⑭
頒
布

⑮
贈
賄

⑯
妥
協

自然を大切に

ゴミは持ち帰りましょう！！

寒
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
時
期
は
水
道

管
の
凍
結
被
害
の
お
問
い
合
わ
せ
を
頂
き
ま
す
。

ご
自
宅
の
凍
結
予
防
策
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

屋
外
の
北
側
で
日
が
当
た
ら
な
い
場
所
、
風
当
た

り
の
強
い
場
所
、
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
水
道
管

は
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。
天
気
予
報
に
注
意
し
、

冷
え
込
み
が
厳
し
い
日
は
次
の
項
目
を
チ
ェ
ッ
ク
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。

①
水
道
管
に
巻
い
て
あ
る
保
温
材
等
が
切
れ
て
い
な

い
か
。

②
電
熱
線
等
が
巻
い
て
あ
る
場
合
は
コ
ン
セ
ン
ト
が

抜
け
て
い
な
い
か
、
電
源
ラ
ン
プ
が
点
灯
す
る
か
。

③
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
に
保
温
材
や
布
を
入
れ
て
い

る
場
合
、
濡
れ
て
い
な
い
か
。

以
上
三
項
目
で
す
。

も
し
凍
っ
て
し

ま
っ
て
、
お
困
り

の
場
合
は
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。



漢
字
読
め
ま
す
か
？
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胡
蝶
蘭
を
も
う
一
度
咲
か
せ
る
方
法

①
し
ょ
う
さ
ん

②
も
ん
め

③
ぎ
ん
え
い

④
る
い
せ
き

⑤
し
ょ
う
そ
う

⑥
せ
き
り

⑦
と
う
せ
き

⑧
ぐ
ん
か

⑨
あ
ん
か
ん

⑩
そ
そ
の
か

⑪
け
っ
し
ゅ
つ

⑫
せ
ん
と

⑬
か
っ
ぱ

⑭
は
ん
ぷ

⑮
ぞ
う
わ
い

⑯
だ
き
ょ
う

瓦
版
委
員
の
安
藤
で
す
。
私

も
今
回
の
委
員
会
再
編
に
と
も

な
い
瓦
版
委
員
会
に
入
れ
て
頂

き
ま
し
た
。

い
ま
ま
で
の
諸
先
輩
の
瓦
版

作
成
に
負
け
な
い
様
、
ま
た
ご

愛
読
頂
い
て
い
る
皆
様
に
以
前

と
同
様
に
読
ん
で
い
た
た
だ
け

る
様
、
し
っ
か
り
記
事
作
成
を

行
っ
て
行
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

ま
ず
、
茎
の
テ
ー
プ
を
ゆ
っ
く
り
剥
が
し
、
胡
蝶
蘭
を

固
定
し
て
い
る
ワ
イ
ヤ
ー
を
取
り
外
し
ま
す
。
無
理
や
り

抜
く
と
株
を
痛
め
ま
す
の
で
、
ワ
イ
ヤ
ー
を
切
り
な
が
ら

取
り
外
す
と
良
い
そ
う
で
す
。
次
に
茎
を
株
の
一
番
下
か

ら
数
え
て
四
節
目
く
ら
い
で
切
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
あ

ま
り
下
か
ら
切
る
と
、
新
た
な
花
芽
が
出
る
ま
で
に
時
間

が
か
か
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。
た
っ
た
こ
れ

だ
け
で
、
時
間
が
経
て
ば
花
芽
が
つ
い
て
き
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
環
境
づ
く
り
が
重
要
で
す
。
温
度
は
、
十

度
～
三
十
度
く
ら
い
を
保
つ
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
五
度

を
下
回
る
場
所
に
置
い
て
お
く
と
、
株
が
痛
ん
で
花
が
出

な
く
な
り
ま
す
。

水
や
り
は
、
季
節
に
合
わ
せ
て
一
週
間
～
一
ヶ
月
の
間

で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
、
花
が
つ
い
て
い
る
時

に
比
べ
て
水
や
り
は
少
な
く
し
ま
す
。
あ
ま
り
水
を
与
え

す
ぎ
る
と
、
花
が
つ
か
な
い
ば
か
り
か
、
根
腐
れ
が
お
き

て
き
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

肥
料
に
関
し
て
は
、
購
入
し
て
三
年
は
肥
料
は
不
要
だ

そ
う
で
す
。

ま
た
胡
蝶
蘭
は
、
春
～
秋
に
花
芽
が
つ
く
可
能
性
が
高

い
で
す
。
な
か
で
も
、
一
番
花
芽
が
つ
き
や
す
い
シ
ー
ズ

ン
は
秋
で
す
。
夏
場
に
満
開
を
迎
え
た
胡
蝶
蘭
は
、
秋
に

も
う
一
度
花
芽
を
つ
け
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
葉
が
し
お
れ
て
い
る
、
枯
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

す
で
に
株
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
残
念
な
が
ら

胡
蝶
蘭
の
花
は
咲
き
ま
せ
ん
。

胡
蝶
蘭
に
寿
命
は
な
く
、
上
手
く
栽
培
す
れ
ば
十
年
、

二
十
年
と
咲
か
せ
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
ご
自
宅
に
胡
蝶

蘭
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。


