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批
評
・
紹
介

契
丹
古
代
史
の
研
究

愛

松

男

著

宕

昭
和
三
十
四
年
三
月
東
洋
史
研
究
舎
緩
行

A
5
版
・
本
文
三
二
八
頁
・
索
引
二
四
頁

本
書
は
私
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
近
頃
の
快
著
で
あ
る
。
濯
讃
な
私
は
数
日

を
か
け
て
讃
み
、
再
讃
三
讃
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
書
物
に
興
味
を
究
え
、

か
っ
そ
の
内
容
を
高
く
評
債
す
る
こ
と
で
、
私
は
人
後
に
お
ち
な
い
積
り
で
あ

る
。
田
村
教
授
が
そ
の
序
文
で
、
「
本
書
は
キ
タ
イ
史
研
究
の
上
に
、
一
つ
の

金
字
塔
を
う
ち
た
て
た
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
序
文
の
上
で
の
儀

躍
的
な
文
書
で
は
な
い
。
以
下
本
書
に
つ
い
て
讃
後
感
を
述
べ
る
に
蛍
っ
て
、

無
遠
慮
に
管
見
を
つ

r
る
の
も
、
な
が
本
書
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
、
か
つ
は
又

私
自
身
の
問
題
に
ま
で
設
展
し
て
行
っ
た
節
去
が
少
く
な
い
か
ら
で
あ
り
、
最

早
そ
こ
に
は
、
こ
れ
を
渡
表
し
た
著
者
と
、
そ
れ
を
批
評
す
る
私
と
い
う
他
者

的
な
立
場
は
越
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
早
期
祉
舎
に
見
ら
れ
る
双
分
組
織
と
い
う
好
テ
ー
マ
を
そ
の
基
礎

的
知
識
と
し
て
、
古
代
の
キ
タ
イ
族
の
祉
舎
と
そ
の
設
展
の
歴
史
を
解
明
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
随
所
に
先
人
未
到
の
卓
見
が
一
ホ
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、
問
題

は
個
々
の
史
料
の
考
謹
や
諸
課
題
に
劃
す
る
結
論
よ
り
も
、
そ
の
基
礎
と
さ
れ

て
い
る
双
分
組
織
に
関
す
る
理
解
の
仕
方
で
あ
り
、

次
に
そ
う
し
た
杜
舎
人
類

皐
の
事
設
を
歴
史
研
究
の
上
に
活
用
す
る
方
法
如
何
と
い
う
黙
で
あ
る
。
私
自

身
も
そ
う
し
た
方
面
の
不
充
分
な
知
識
と
歴
史
研
究
法
の
未
熟
さ
の
故
に
、
全

く
汗
顔
も
の
の
研
究
を
行
っ
て
来
た
こ
と
を
、
他
人
の
研
究
を
諌
む
こ
と
で
、

愈
々
反
省
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
著
者
が
双
分
組
織
を
ど
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
は
、
第
一
篇
第
一
章
を
遁
讃
し
た
だ
け
で
も
窺
い
う

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
も
端
的
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
は
、
双
分
組
織
に

つ
い
て
参
考
さ
れ
た
民
族
皐
関
係
の
文
献
が
、

P
向
。
吋
伺
言
問
、
.
出
・

1a
〉
ロ
ロ
万
三

ωon-mq~・
5
3・
と
ダ
ブ
リ
ュ
・
リ
ヴ
ァ

l
ス
「
祉
曾
燈
制
」
(
井
上
吉
次

郎
諜
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
知
さ
れ
る
。
冨
O
門
岡
国
ロ
の
著
作
は
一
世
の
名

著
で
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
貴
重
な
資
料
が
盛
ら
れ
て
い
る
が
、

今
日
の
皐
界
で
は
ま
さ
し
く
古
典
的
存
在
で
あ
り
、
そ
の
所
設
を
不
用
意
に
援

用
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
貧
詮
的
な
皐
界
で
は
、
歓
迎
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
o

m
z
m
g
の

=
ω
o
n
E
O
G自
民
主
芯
ロ
ェ
は
三
十
敏
年
前
の
著
作
で
あ
り
、

必
ず
し
も
古
い
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
現
役
的
な
位
置
に
あ
る
と

は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
先
賓
の
皐
読
に
糾
問
す
る
現
代
皐
界
の
不
満
と

批
判
が
、
そ
の
ま
ま
に
そ
れ
を
キ
タ
イ
祉
舎
に
援
用
さ
れ
た
本
書
に
劃
す
る
不

満
と
批
判
に
置
き
か
え
ら
れ
る
の
も
止
む
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
爾
書
の
何
よ

り
の
魅
力
は
、
論
理
的
に
出
来
て
居
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
特
に
冨
O
『
問
自

の
そ
れ
は
寅
設
を
越
え
て
、
ま
こ
と
に
あ
ざ
や
か
な
、
護
展
的
園
式
を
理
論
的

に
構
成
し
て
い
る
貼
に
あ
る
。
彼
の
後
の
一
世
紀
近
い
皐
界
は
、
彼
の
勝
れ
た

5
2ミ
に
心
ひ
か
れ
な
が
ら
も
、
科
事
的
な
立
場
か
ら
反
詮
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
愛
宕
氏
が
示
さ
れ
た
理
論
的

な
設
述
は
、
特
に
第
二
篇
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
貼
に
卓
抜

し
た
能
力
を
持
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
よ
る
こ
と
な
が
ら
、
設
展
的
園
式
を

-218ー
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援
用
さ
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
史
料
の
不
足
を
理
論
で
補

う
こ
と
は
誰
し
も
試
み
る
こ
と
で
あ
る
が
、
私
自
身
そ
れ
を
や
り
過
ぎ
た
時
の

不
安
、
時
に
は
自
己
嫌
悪
さ
え
舞
え
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
ん
な
時
に
は
腹
の
底

を
つ
つ
ま
ず
に
、
お
互
い
に
話
し
合
う
相
手
が
ほ
し
い
と
し
み
じ
み
思
う
の
で

あ
る
。

‘

次
に
他
の
人
文
諸
科
血
中
の
準
設
を
歴
史
事
の
上
に
援
用
す
る
こ
と
は
|
|
そ

れ
に
よ
っ
て
歴
史
皐
が
如
何
に
進
歩
し
て
来
た
か
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
ー
ー

興
味
の
あ
る
、
か
つ
ま
た
有
効
な
研
究
法
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
単
な
る

感
用
で
あ
っ
た
り
、
受
身
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
歴
史
上
の
あ
る
特
定

種
族
を
封
象
と
し
て
、
そ
の
日
庇
舎
制
度
を
究
明
し
よ
う
と
い
う
歴
史
撃
の
立
場

に
於
い
て
は
、
特
殊
へ
の
関
心
が
重
要
な
だ
け
に
、
か
か
る
原
則
論
一
方
的
な

判
断
は
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
六

O
頁
)
と
、
著
者
は
そ
の
方
法

を
一
ホ
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
本
書
の
寅
際
が
こ
の
方
法
を
充
足
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
。
民
族
祉
曾
事
の
拳
設
を
利
用
す
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史

皐
の
立
場
か
ら
輿
え
る
も
の
げ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
進
化
褒
展
段
階
的
な
歴

史
観
は
勿
論
で
あ
る
が
、
賓
設
的
な
歴
史
事
涯
に
お
い
て
も
、
そ
の
道
の
皐
徒

は
、
卒
面
的
な
民
族
誌
的
資
料
を
分
析
し
、
そ
の
歴
史
を
再
構
成
す
る
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
書
か
れ
'た
る
歴
史
を
持
っ
て
い
な
い
民
族
の
歴
史
を
再
構
成
す
る
と

い
う
道
を
歩
ん
で
来
、
す
ぐ
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
来
た
と
同
時
に
、
一
方
に
於

い
て
多
く
の
弱
貼
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
歴
史
家
は
不
完
全

な
史
料
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
一
民
族
に
関
す
る
長
期
に
亘
る
、
遁
時
的
な
史

料
を
以
て
、
推
論
的
に
で
は
な
く
し
て
賞
設
的
に
民
族
の
歴
史
を
考
詮
し
得
る

立
場
に
あ
る
。
褒
遠
の
歴
史
に
闘
す
る
限
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
本
命
で
あ

り
、
そ
う
し
た
立
場
に
於
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
民
族
皐
の
示
す
褒
展
史
を
黙
検

し
、
検
査
役
を
つ
と
め
、
そ
の
誤
謬
や
行
き
過
ぎ
を
一
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
数

え
ら
れ
つ
つ
輿
え
る
こ
と
‘
そ
れ
が
二
つ
の
拳
問
分
野
の
協
力
で
あ
り
、
相
補

作
業
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
来
た
私
は
、
本
書
の

結
論
よ
り
も
方
法
論
と
そ
の
寅
際
作
業
に
関
心
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
本
書
を
諌
ん
で
行
っ
て
、
若
干
の
困
惑
を
先
え
た
の
は
用
語
で
あ
る
。

例
え
ば
人
種
・
民
族
・
種
族
・
部
族
・
氏
世
駄
な
ど
の
用
語
の
概
念
規
定
で
あ
る
。

そ
れ
が
明
瞭
で
な
か
っ
た
り
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
の
は
私
の
不
明

の
た
め
か
も
知
れ
な
い
が
、
著
者
の
使
用
さ
れ
た
玄
O
『
宮
ロ
の
邦
詩
書
と
リ

ヴ
ァ

l
ス
の
邦
謬
書
の
誇
誇
の
不
一
致
な
ど
に
も
原
因
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
欧
米
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
特
に
日
本
の
拳
界
で
民
族
皐
用
語
|
|
謬
語

。l
sが
除
り
に
も
不
統
一
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
正
確
な
議
論
が
出
来
な
い
と
、

私
は
卒
由
来
し
み
じ
み
不
便
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
一
日
も
早
く
お
互
い

に
話
し
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
焦
眉
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
が
少
く
と
も
各
自
で
出

来
る
こ
と
は
、
各
自
の
使
用
す
る
用
語
だ
け
で
も
、
簡
単
に
定
義
乃
至
設
明
し

て
置
き
た
い
と
思
う
。
例
え
ば
小
さ
な
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
の
著
者
は
フ
ラ

ト
リ
ー
な
げ

S
Hミ
)
と
い
う
言
葉
を
主
と
し
て
使
用
さ
れ
、
時
に
同
義
的
に

ョ
。
芯
々
を
併
用
さ
れ
て
い
る
。
司
官
主
ミ
は
冨
O
吋
問
自
が
使
用
し
た
語
で

あ
る
が
、
現
在
の
皐
術
用
語
で
は
、
内
凶

g-O『間
g
s
E
oロ
の
場
合
は

5
2
m々

が
遁
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
私
は
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
ま
た
唱
宵
包
ミ
は

双
分
の
場
合
に
限
ら
ず
三
分
以
上
の
時
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

蓄
用
語
匂
可
巳
弓
を
特
に
好
ん
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
著
作
の
尚
古
趣
味

か
も
知
れ
な
い
。

-219-

第
一
篇
「
キ
タ
イ
共
同
社
舎
の
静
態
的
構
園
」
、
本
篇
は
本
書
中
最
も
興
味

深
い
所
論
で
あ
る
。
そ
の
巧
み
な
推
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
到
達
黙
は
、
ま
た



460 

本
書
全
篇
に
遁
ず
る
原
理
と
も
な
っ
て
い
る
。

「
遼
代
の
キ
タ
イ
族
社
舎
を
特

徴
づ
け
る
重
要
な
現
象
は
云
う
ま
で
も
な
く
耶
律
・
務
二
姓
の
、
し
か
も
た
だ
こ

の
二
姓
の
み
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
」
と
し
、
澄
代
の
こ
の
雨
姓
を
本
来
的
に
フ

ラ
ト
リ
l
組
織
に
於
け
る
牢
族

(gam々
)
な
り
と
推
断
し
、
ま
ず
爾
姓
の
起

原
と
沿
革
を
迫
求
す
る
と
い
う
本
書
の
基
本
的
な
見
解
が
最
も
明
瞭
に
提
示
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
爾
姓
を

g
s
m
Q
と
し
て
採
上
げ
ら
れ
た
卓
見
は
、
何
人

も
反
射
し
得
な
い
断
案
で
あ
り
、
識
者
を
し
て
曾
心
の
微
笑
を
促
さ
ず
に
置
か

な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
撃
者
の
聞
に
解
穣
を
異
に
し
て
来
た
多
く
の
文
献
を
こ

う
し
た
立
場
か
ら
次
々
と
明
断
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

耶
律
は
』
白
百
・
円
(
馬
)

に
由
来
し
、
移
刺
と
も
音
寓
さ
れ
、
中
園
風
に
劉
氏
と
な
っ
た
。
ま
た
審
密
は

卵
白
『
'
自
己
(
牛
)
に
由
来
し
、
石
抹
・
揖
畑
氏
と
な
る
。
双
分
組
織
の
第
一
の
機
能

は
結
婚
規
制
で
あ
り
、
こ
の
黙
か
ら
遜
皇
帝
一
家
を
は
じ
め
遼
貴
族
の
婚
姻
関

係
を
僅
少
な
史
料
を
善
用
し
て
族
外
婚
の
原
則
に
よ
っ
て
解
脅
し
、
特
に
遼
帝

図
の
政
治
権
力
に
よ
る
枇
禽
組
織
の
複
雑
な
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ご
し
て
い
る
。

ま
た
双
分
組
織
の
宗
儀
や
習
俗
に
闘
す
る
機
能
の
例
と
し
て
、
同
門
重
酎
(
招
待

の
時
)
・
再
生
儀
・
柴
冊
儀
が
設
明
さ
れ
て
い
る
貼
も
甚
だ
興
味
深
い
。

な
お

キ
タ
イ
婚
姻
形
態
と
図
輿
族
の
系
譜
に
隣
す
る
研
究
は
譲
史
家
に
好
参
考
と
な

る
。
本
篇
第
二
章
は
、
キ
タ
イ
入
部
の
構
造
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
そ
の
結

論
を
著
者
は

「私
は
八
部
キ
タ
イ
の
部
族
制
を
究
明
し
て
来
た
。
先
ず
耶
律
・

審
密
の
雨
姓
を
採
り
上
げ
て
、
そ
の
起
源
・
治
草
を
論
じ
、
そ
の
機
能
を
迫
求

し
、
そ
れ
が
正
し
く
フ
ラ
ト
リ
1

に
相
掛
曲
す
る
集
圏
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
と
共
に
、
他
面
キ
タ
イ
八
部
の
性
格
を
論
じ
て
、
そ
こ
に
氏
族
の
本
質
を
指

摘
し
、
遂
に
八
氏
族
・
二
フ
ラ
ト
リ
ー
の
合
成
陸
と
し
て
の
キ
タ
イ
部
族
を
結

論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
」
と
し
、
次
篇
以
下
の
歴
史
的
考
察
へ
讃
者
を
導

い
て
行
く
c

第
二
篇
は
「
キ
タ
イ
氏
族
制
の
起
源
と
ト
l
テ
ミ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

静
態
的
な
研
究
か
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
研
究
に
入
る
の
で

あ
る
。
ま
ず
ト
l
テ
ミ
ズ
ム
の
概
念
か
ら
始
ま
り
、
契
丹
と
閥
係
深
い
諸
民
族

の
間
に
お
け
る
ト
l
テ
ミ
ズ
ム
の
考
察
を
準
備
と
し
、
つ
い
で
キ
タ
イ
部
族
の

ト
l
テ
ミ
ズ
ム
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
審
密
姓
を
仰
向
・
段
門
(
牝
牛
)
に
嘗
て
、

耶
律
を

B
S
F
C
(
馬
を
調
練
す
る
)
に
蛍
て
て
語
義
的
に
ト

I
テ
ミ
ズ
ム
と

結
び
つ
け
、
進
ん
で
か
の
白
馬
青
牛
設
話
に
論
及
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に

「
キ
タ
イ
族
の
ト

l
テ
ミ
ズ
ム
、
特
に
フ
ラ
ト
リ
l

l
ト
l
テ
ミ
ズ
ム
の
存
在

を
牡
馬

B
E
-官

l
耶
律
フ
ラ
ト
リ
l
と
牝
牛
仰
向
・
自
己

1
審
密
フ
ラ
ト
リ

ー
の
形
で
承
認
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
解
し
、
「
蓋
し
フ
ラ
ト
リ
ー
と

は
、
幾
つ
か
の
民
族
が
そ
こ
か
ら
出
来
し
き
た
っ
た
所
の
原
始
的
ト
ー
テ
ム
集

圏
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
二
次
的
な
氏
族
の
多
数
を
包
括
す
る
線
謹
集
固

で
あ
る
」
と
そ
の
蕨
史
的
由
来
を
原
理
的
に
読
明
さ
れ
て
い
る
。

第
一
一
樹
及
び
第
二
編
を
譲
み
来
っ
て
、
著
者
の
双
分
組
織
の
歴
史
的
設
展
過

程
に
関
す
る
考
え
方
が
明
示
さ
れ
て
居
り
、
そ
れ
は
ト

1
テ
ミ
ズ
ム
、
族
外
婚

的
氏
族
、
そ
の
分
裂
に
よ
る
双
分
組
織
の
形
成
と
い
う
整
然
た
る
公
式
的
理
解

で
あ
る
二
宮
O
「間同
P
担〈
R
P
U
R
r
v
g
g
に
よ
る
限
り
そ
う
な
る
で
あ
ろ

う
。
だ
が
し
か
し
、

B
0
5
Q
と
民
族
の
構
成
史
的
関
係
は
問
・
戸
円
、
。
三
刊

が
い
う
よ
う
に
、
抽
象
的
に
い
え
ば
、
一
つ
の
牟
族
は
一
血
縁
集
圏
の
分
岐
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
か
、
多
く
の
氏
族
が
二
大
群
に
集
結
し
た
も
の
か
、
歎
個

の
氏
族
の
聞
か
ら
二
者
の
み
が
残
っ
た
も
の
か
そ
の
他
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
て

F
O
耳
お
は
そ
の
何
れ
の
場
合
を
も
示
す
明
確
な
デ
ー
タ
を
そ
れ
ぞ

れ
提
示
し
て
、
こ
の
祉
舎
組
織
の
成
立
が
多
源
的
で
あ
る
こ
と
を
賓
覆
し
て
い
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る
。
分
岐
説
的
愛
展
段
階
の
公
式
に
よ
っ
て
キ
タ
イ
氏
族
社
舎
の
双
分
組
織
の

歴
史
を
解
律
す
る
だ
け
の
勇
気
を
私
は
持
っ
て
い
な
い
。
私
も
こ
の
様
な
奮
設

を
信
仰
出
来
れ
ば
よ
い
の
だ
け
れ
ど
も
。
但
し
そ
う
し
た
公
式
的
歴
史
解
擦
を

諌
む
こ
と
は
何
と
い
っ
て
も
興
味
深
い
し
、
ま
た
氏
の
勢
作
に
は
敬
意
を
表
す

る
も
の
で
あ
る
。
私
見
を
そ
え
れ
ば
、
キ
タ
イ
族
の
双
分
組
織
は
上
記

F
O耳目巾

が
寅
詮
し
て
い
る
第
三
の
ケ
l
ス
に
よ
り
多
く
該
蛍
す
る
も
の
、
乃
至
は
そ
れ

に
近
い
歴
史
過
程
を
経
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
歴
史
。

の
質
鐙
的
研
究
は
既
存
の
吾

gミ
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
を

検
査
し
、
訂
正
し
、
特
定
の
印

o
n
E
Z
E
Z
Z《
)
ロ
の
歴
史
を
具
体
的
に
解
明

す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
い
つ
も
自
分
に
い
い
聞
か
せ
て
い
る
。

四
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第
三
篇
は
「
古
代
キ
タ
イ
祉
舎
の
歴
史
的
考
察
」
で
あ
る
。
本
書
の
中
核
を

な
す
、
ま
た
す
ぐ
れ
た
考
震
に
富
む
雄
篇
で
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多

い
研
究
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
史
料
に
劃
す
る
す
る
ど
い
分
析
と
批
判
で
あ
り
、

第
二
は
言
語
率
的
な
解
懇
で
あ
る
。
特
に
キ
タ
イ
・
蒙
古
語
に
不
案
内
な
私
に

は
蛍
否
は
分
ら
な
い
が
、
非
常
な
勉
強
に
な
ワ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
。
分

析
さ
れ
批
判
さ
れ
た
史
料
を
再
構
成
す
る
と
こ
ろ
に
な
る
と
、
上
記
の
公
式
が

玉
機
的
に
支
配
権
を
振
っ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
る
の
は
私
だ
け
な
の
だ
ろ
う

か
。
色
々
と
教
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
う
し
た
史
料
を
私
な
り
に
組
立
て
餐
え
た

り
解
圃
押
し
た
り
し

τ、
品
早
か
ら
章
へ
と
た
ど
つ
で
行
っ
た
。
こ
れ
は
著
者
に
は

失
躍
な
譲
み
方
で
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

さ
て
第
三
編
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
著
者
に
も
讃
者
に
も
満
足
の
行
く

よ
う
に
紹
介
す
る
こ
と
は
、
僅
か
な
紙
面
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
怠

慢
の
叱
り
を
受
け
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
最
も
捷
径
な
紹
介
と
し
て
章
節
の
項
目

を
掲
げ
て
置
こ
う
。

第
一
章
部
族
名
キ
タ
イ

1
契
丹
語
源
考

第
二
章
北
朝
期
の
キ
タ
イ
族
|
|
氏
族
単
位
の
時
代

第
一
節
キ
タ
イ
史
の
繁
明

第
二
節
氏
族
と
フ
-ラ
ト
リ
ー
の
動
向

第
三
節
莫
賀
弗
と
辱
総
主

第
三
章
唐
代
に
於
け
る
キ
タ
イ
族

i
大
賀
キ
タ
イ
l
l
フ
ラ
ト
リ
l
封
立

の
時
期

第
一
節
李
姓
キ
タ
イ
と
孫
姓
キ
タ
イ

第
二
節
李
姓
キ
タ
イ
の
編
成
1

1
所
調
る
松
漠
都
督
府
の
八
部
に
就
い

て
第
三
節
大
賀
氏
キ
タ
イ

第
四
章
唐
代
に
於
け
る
キ
タ
イ
族

1
迄
輩
氏
キ
タ
イ
|
|
統
一
部
族
の
時

代
第
一
節
無
上
可
汗
の
EEF仲
間
色
関

Z
Bロ
李
蓋
忠
に
よ
る
キ
タ
イ
族
濁

立
の
試
み

第
二
節
李
失
活
に
よ
る
大
賀
氏
キ
タ
イ
の
一
時
的
復
活

第
三
筒
キ
タ
イ
部
族
の
結
成
と
阻
午
可
汗

第
四
節
迄
議
氏
キ
タ
イ
の
本
質

第
五
節
迄
登
氏
キ
タ
イ

第
五
章
キ
タ
イ
部
族
制
園
家

第
一
節
部
族
を
構
成
す
る
内
部
統
一
組
織
|
|
阻
午
可
汗
の
入
部

第
二
節
部
族
成
員
を
結
合
せ
し
め
る
統
一
意
識

l
lキ
タ
イ
八
部
同
源

設
話
の
成
立

第
三
節
部
族
長
の
地
位
l
l
|
遊
撃
氏
九
帳
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盟
守
田
な
内
容
の
内
か
ら
、
議
後
感
的
に
二
三
の
黙
を
附
記
し
て
置
こ
う
。
第

一
章
、
第
二
章
の
中
で
、
契
丹
わ
さ
'
S
F
E
S
『
を
「
笑
人
の
中
に
住
む

(
人
々
)
」
と
諾
揮
し
、
北
朝
期
か
ら
唐
初
に
出
て
来
る
キ
タ
イ
族
の
首
領
を
現

わ
す
稿
践
で
あ
る
、
莫
賀
弗

(σ
々
a
z
p
E
昨日
l
l勇
者
の
意
)
と
辱
絃
主

(ロ巳問
E
刊
巾
E
|
|
親
戚
の
者
の
意
)
の
二
者
を
モ
ル
ガ
ン
の
示
し
た
イ
ロ
ク

オ
イ
族
に
見
ら
れ
る
目
u
g
n巾
口
町
一
色
と
宅
問

n
Eえ
に
相
賞
す
る
も
の
と
解

し
、
い
わ
ゆ
る
分
治
的
歯
長
の
シ
ス
テ
ム
を
設
明
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
し
ば

ら
く
書
物
を
投
じ
て
、
そ
の
巧
妙
か
つ
明
断
な
卓
見
を
心
ゆ
く
ま
で
味
わ
っ
た

の
で
あ
る
。
南
北
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
7

ン
の
部
族
の
中
に
は
、
イ
ロ
グ
オ
イ
の

そ
れ
よ
り
も
キ
タ
イ
に
比
較
し
得
る
好
例
は
他
に
も
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自

分
で
色
々
と
楽
し
ん
だ
こ
と
で
も
あ
る
。
第
三
章
と
第
四
章
は
本
篇
の
核
心
を

な
す
と
こ
ろ
で
、
唐
朝
期
文
献
に
断
片
的
に
出
て
来
る
史
料
を
駆
使
し
て
、
キ

タ
イ
図
家
形
成
ま
で
の
部
族
権
威
史
を
再
生
さ
れ
た
も
の
で
、
中
心
問
題
で
あ

る
大
賀
氏
と
迄
讃
氏
に
つ
い
て
、
「
大
賀
氏
キ
タ
イ
と
は
唐
へ
の
内
属
に
甘
ん

ず
る
政
治
的
立
場
、
迄
議
氏
キ
タ
イ
と
は
こ
れ
に
反
射
し
て
自
由
な
溺
立
を
志

す
立
場
で
あ
り
、
こ
の
限
り
嘗
然
な
が
ら
世
系
と
は
全
く
無
関
係
な
も
の
、
む
し

ろ
キ
タ
イ
族
吐
舎
の
設
展
と
連
関
す
る
|
|
フ

ラ
ト
リ
ー
の
封
立
す
る
不
統
一

の
キ
タ
イ
族
か
ら
、
部
族
の
結
成
が
な
し
逐
げ
ら
れ
た
統
一
キ
タ
イ
へ
の
進
展

に
平
行
し
て
、
大
勢
は
大
賀
氏
キ
タ
イ
か
ら
辛
抱
章
氏
キ
タ
イ
に
推
移
す
る

l
l

事
象
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
高
設

に
導
か
れ
つ
つ
、
な
お
疑
問
な
き
を
得
な
い
節
々
が
あ
る
。
ま
ず
李
姓
と
孫
姓

を
フ
ラ
ト
リ
l

(g
o
E
可
の
意
で
あ
ろ
う
)
と
す
る
理
由
は
不
充
分
で
あ
り
、

こ
の
二
者
は
ヨ
0
5々

を
代
表
す
る
特
定
氏
族
、
或
い
は
E
宮
内
の
特
定
優

族
(
そ
れ
は
分
岐
し
た
り
、
他
を
吸
収
し
た
り
す
る
が
)
と
解
し
た
方
が
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
フ
ラ
ト
リ
ー
を
徐
り
に
政
治
的
に
樹
立
さ
せ
て
考
え

過
ぎ
て
い
る
節
は
な
い
か
。
早
期
批
舎
に
お
け
る
政
治
的
活
動
は
ヨ
0
5々

を

皐
位
と
す
る
場
合
よ
り
も
、
そ
の
内
の
特
定
後
族
が
、
フ
ラ
ト
リ
l
組
織
と
は

関
係
な
し
に
、
活
動
す
る
例
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
一
定
期
間
だ
け
に
し
て

も
フ
ラ
ト
リ
ー
の
牢
族
の
み
が
政
治
的
地
域
的
に
集
園
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
は
、
双
分
組
織
の
本
来
か
ら
い
っ
て
も
理
解
し
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

語
り
合
っ
て
見
た
い
節
々
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
木
葉
山
の
白
馬
車
円
牛
の
傍
設
の
成
立
期
を
部
族
構
成
の
成
立
過

程
に
連
欄
さ
せ
て
考
察
し
、
最
後
に
遼
朝
期
の
制
度
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
章
は
い
わ
ば
終
曲
的
絞
述
で
あ
り
、
緊
張
と
感
激
を
解
い
て
静
か
に
読
み
終

っ
た
。

五
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本
書
は
キ
タ
イ
部
族
の
歴
史
を
フ
ラ
ト
リ
ー
に
よ
る
品

E
-
R聞
き
一
町
民
5
ロ

の
興
亡
獲
遜
の
過
程
に
お
い
て
設
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
根
本
概
念

で
あ
る
フ
ラ
ト
リ
!
の
本
質
・
機
能
お
よ
び
愛
生
過
程
を
、
著
者
が
ど
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
臨
応
用
の
態
度
な
ど
に
焦
駄
を
置
い
て
紹
介

し
た
の
で
あ
る
。
文
献
資
料
の
考
設
と
解
縛
に
開
し
で
は
、
他
に
す
ぐ
れ
た
紹

介
者
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
燭
れ
な
か
っ
た
。
近
頃
の
快
著
に
接
し
、
多
く
の

教
示
を
得
た
こ
と
を
感
謝
し
て
こ
の
紹
介
文
を
結
ぶ
。
(
三
品
彰
英
)


