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な
い
、
と
い
う
の
が
俄
ら
ぬ
感
懐
で
あ
る
。
貨
は
、
こ
れ
で
も
ま
だ
筆
を
抑
制

し
た

つ
も
り
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
書
い
た
よ
う
に
自
己
の
主
慨
に
偏
し、

著

者
の
民
意
を
誤
り
停
え
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
末
尾
な
が
ら
著
者
な
ら
び

に
読
者
の
御
寛
容
を
お
願
い
し
た
い
。

一
九
八

O
年

二

月

東

京

雄

山

閣

B
5
剣
六
四
二
民
文
部
省
助
成
金
出
版

0
2
M
2
4司
広
口
『再
三

(
虫凶
・)噂

同

4F町
内
a
S
F
Z
A古
河
町
宮
崎。
『
句
。
、
内

P
E
a
-
明、。
N
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S
司
?

同ご
た

a旬

開

門

町

吋

aa沼
阿
川
町
、

HhaRH・
九お
も
-
|
句
。
。
・
同
》

S
・同同・

ジ
ョ
ン

・
リ

『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
国
史
』
全
十
五
径
の
企
鐙
は
、
欧
米
、
阪
密
に
言
え

ば
英
語
閤
諸
図
の
中
園
史
皐
界
が
今
ま
で
着
手
し
た
、
も
っ
と
も
意
欲
的
な
、

ま
た
も
っ
と
も
意
義
の
深
い
事
業
と
も
言
え
よ
う
。
編
集
者
た
ち
も
言
っ

て
い

る
が
、
周
知
の
如
く
英
語
闘
で
は
、
ケ
ン
ブ
リ

ッ
ジ
大
厚
か
ら
出
さ
れ
る
斯
界

の
権
威
に
よ
り
若
わ
さ
れ
た
歴
史
阜
の
シ

リ
ー
ズ
も
の
が
、
一

世
紀
に
近
い
体

統
を
持
ち
な
が
ら
、
い
わ
ば
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
・
ワ
ー
ク
と
し
て
君
臨
し
て
い

る
。
更
に
そ
の
範
園
も
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
史
の
各
時
代
、
各
領
域
を
越
え
、
イ
ン

ド
、
イ
ス
ラ
ム
教
聞
、
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
ま
で
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る。

今
そ
こ
に
中
園
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
世
界
史
上
に
お
い
て
中
闘
の
持
つ
重

要
性
を
考
え
る
と
、
ま
こ
と
に
遅
き
に
失
し
た
感
が
あ
る
。
が、

一
方
、
欧
米

史
皐
界
の
日
の
浅
い
同
時
統
や
少
な
い
人
口
に
焦
が
附
く
と
、
名
設
に
ふ
さ
わ
し

い
重
厚
な
、
力
量
の
あ
る
著
作
が
本
嘗
に
期
待
で
き
る
の
か
、

一
抹
の
疑
い
が

起
る
の
も
隠
せ
な
い
事
寅
で
あ
る
。
シ
リ
ー
ズ
の
培
技
案
よ
り
質
現
に
い
た
る
ま

で
か
か
っ
た
意
外
に
長
い
時
間
は
、
こ
う
し
た
恐
れ
の
質
置
と
も
思
え
る
。
第

一
回
配
本
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
に
十
年
以
上
か
か
っ
た
。
完
結
ま
で
は
、
こ
の

上
と
の
く
ら
い
の
時
開
が
要
る
の
か
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。

さ
て
、

一
昨
昨
年
第
十
巻
の
清
末
編
上
冊
が
出
版
さ
れ
た
の
に
紛
い
て
、

今
度

は
第
三
径
の
陥
庖
編
上
冊
。
か
第
二
回
配
木
と
し
て
上
梓
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
清
末
編
が
最
初
に
な
っ
た
の
は
、
貧
弱
な
欧
米
中
園
史
象
界
で
も
こ
の
時

代
が
比
較
的
研
究
者
を
持
ち
、
目
ざ
ま
し
い
業
績
さ
え
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

む
し
ろ
賞
然
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し、

そ
の
次
が
陥
唐
編
だ
と
言
う
こ
と

は
、
相
笛
数
の
人
々
に
意
外
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
書
け
る
人
が
い
っ
た

い
幾
人
い
る
の
か
、

書
い
た
と
し
て
も
ど
の
ぐ
ら
い
の
水
準
を
期
待
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
少
し
で
も
質
情
を
知
る
者
な
ら
誰
で
も
こ
う
い
う
疑
問
を
投
じ
た
い

の
が
欧
米
陪
厨
史
隼
の
現
献
だ
か
ら
で
あ
る
。

欧
米
人
に
よ
る
陪
唐
研
究
の
歴
史
は
決
し
て
短
く
は
な
い
。
策
筆
を
誇

っ
た

陪
唐
世
界
帝
闘
は
、
そ
の
末
喬
た
る
中
闘
人
ゃ
、
自
闘
の
文
明
を
そ
れ
に
皐
ん

だ
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
「
絹
の
園
」
、
「
陶
磁
の
園
」
の
幻
影
を
追
っ
て
来
た

欧
米
人
に
も
同
じ
く
魅
力
あ
る
劉
象
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
早
く
は
明
清
の
頃
、

淡
土
を
踏
ん
だ
宣
教
師
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
数
盆
の
上
だ
け
で
は
恥
し
く
な

い
ほ
ど
の
著
作
が
残
さ
れ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
依

然
と
し
て
文
明
史
、
文
慈
史
、
東
西
交
渉
史
の
範
時
を
越
え
な
か
っ
た
。
ま

た、

彼
ら
の
幻
想
の
な
か
で
存
在
す
る
だ
け
の
陥
唐
像
を
描
い
た
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。

欧
米
、
特
に
英
語
圏
で
、
こ
う
し
た
奮
殻
か
ら
脱
皮
し
、
陪
唐
史
へ
の
新
し

-120ー
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い
ー

!
と
言
っ
て
も
ト
あ
く
ま
で
も
中
国
史
の
枠
の
う
ち
で
、
ま
た
そ
の
流
れ

の
な
か
で
階
唐
を
見
ょ
う
と
す
る
極
め
て
常
識
的
な
|
|
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み

よ
う
と
す
る
傾
向
が
現
わ
れ
始
め
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
新
し
い
陪
唐
史
皐
の
た
め
に
も
っ
と
も
活
躍
し
た
の
が
、
故

ア

l
サ

l
・
ラ
イ
ト
、
エ
ド
・
ワ
イ
ン

・
プ
l
リ
ブ
ラ
ン
ク
、
デ
ニ
ス

・
ト

ゥ
ィ

チ
ι

ッ
ト
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏
は
、
あ
る
い
は
制
度
史
、
あ
る
い
は

思
想
史
、
あ
る
い
は
経
済
史
と
、
そ
れ
ぞ
れ
活
滋
な
研
究
活
動
を
展
開
し
て
欧

米
隔
唐
史
率
の
水
準
に
大
き
な
向
上
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
後
進
の
養
成
に
も
護
力
し
、
そ
の
育
て
た
弟
子
た
ち
が
英
園
、
ア
メ
リ
カ
、

カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
活
躍
し
な
が
ら
英
語
閤
陪
唐
史
皐
の
主
軸

を
形
成
し
て
い
る
の
は
周
知
の
事
質
で
あ
る
。
ま
た
三
氏
が
日
本
間
息
子
界
の
優
れ

た
成
果
に
い
ち
早
く
注
目
し
、
日
本
で
の
研
掛
酬
を
通
じ
て
そ
れ
と
親
し
み
、
陪

唐
史
研
究
の
最
大
の
難
関
と
も
言
え
る
資
料
の
飲
乏
を
あ
る
程
度
克
服
し
得
た

の
も
特
記
す
べ
き
功
績
で
あ
る
。
そ
の
お
蔭
で
英
語
閤
の
陪
唐
史
皐
は
、
日
本

間
学
界
の
理
解
な
い
し
そ
の
成
果
の
利
用
と
い
う
面
で
は
ほ
か
の
ど
の
時
代
に
も

恥
か
し
く
な
い
よ
う
に
|
|
む
し
ろ
そ
れ
に
全
面
的
に
依
存
す
る
た
め
濁
創
性

が
乏
し
い
ほ
ど
に
|
l
B
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
質
情
か
ら
見
れ
ば
、
本
各
で
こ
の
一
一
一
氏
の
存
在
が
目
立
つ
の

は
、
何
も
粧
品
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ト
ゥ
ィ
チ

ェ
ッ
ト
氏
は
、
編
集
者
で

あ
り
な
が
ら
序
論
を
含
め
て
本
径
の
相
首
都
分
を
執
筆
し
た
し
、
ま
た
第
一
章

は
ラ
イ
ト
氏
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
五
人
の
執
筆
者
も
皆
そ
れ
ぞ

れ
の
縁
で
こ
の
三
氏
と
結
ば
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
ワ

l
ド

・
ウ

エ
ツ
ス
ラ

1
氏
と
ロ
バ

l
ト

・
ソ
マ

1
ズ
氏
と
は
、
二
人
と
も
ラ
イ
ト
氏
、
が
エ

ー
ル
大
皐
に
在
任
し
た
時
の
筆
生
で
あ
る
。
た
だ
執
筆
者
の
な
か
で
プ
l
リ
ブ

ラ
ン
ク
氏
の
名
前
が
見
え
な
い
の
が
一
見
奇
妙
だ
が
、
そ
れ
は
、
氏
の
関
心
が

す
で
に
繁
わ
り
、
最
近
で
は
古
代
中
園
語
の
探
究
に
心
血
を
注
い
で
い
る
こ
と

と
関
連
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

本
シ
リ
ー
ズ
の
隔
唐
編
は
上
・
下
二
冊
で
完
結
さ
れ
、
上
巻
は
政
治
史
、
下

谷
は
行
政
、
経
済
、
社
舎
の
諸
般
の
制
度
及
び
思
想
、
文
化
に
関
す
る
論
文
集

と
な
る
構
成
で
あ
る
。
従
っ
て
、
隔
朝
二
代
、
唐
朝
二
十
二
代
、
三
百
歓
年
に

わ
た
る
政
治
史
の
展
開
を
語
っ
て
く
れ
る
の
が
本
各
で
あ
る
が
、
そ
の
章
別
構

成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第

一

章

序

論

J

ア
ニ
ス

・
C
・
ト
ゥ
ィ
チ

ェ
ッ
ト

統
一
の
完
成
/
制
度
上
の
繁
化
/
経
済

・
社
曾
上
の
愛
化
/
陪
唐
時
代
の

中
園
と
そ
の
外
部
の
世
界
/
資
料
上
の
諸
問
題

第
二
章
隔
王
朝

-121 

故
ア

l
サ

1
・
F
・
ラ
イ
ト

六
世
紀
の
中
園
/
文
帝
と
そ
の
朝
廷
/
惰
王
朝
の
嘗
面
す
る
課
題
/
甥
帝

ー
ー
そ
の
人
閃
と
生
き
か
た
/
煽
帝
朝
の
諸
問
題

第
三
章
高
祖
と
唐
の
創
業

ハ
ワ
ー
ド
・

J
・
ウ
ェ
ッ
ス
ラ
l

政
権
の
掌
握
/
王
朝
権
力
の
全
園
化
/
内
政
上
の
政
策
/
東
突
阪
と
の
闘

係
/
玄
武
門
の
媛
と
政
権
の
移
譲

第
四
章
太
宗
と
王
朝
の
強
化

ハ
ワ
l
ド
・

J
・
ウ
ェ
ッ
ス
ラ
l

太
宗
の
大
臣
た
ち
/
朝
廷
に
お
け
る
地
域
集
闘
/
内
政
の
改
革
/
中
央
執

権
の
強
化
/
針
外
関
係
/
皇
位
縫
承
を
め
ぐ
る
闘
争

第
五
章
高
宗
と
則
天
武
后
1

1
相
綴
者
と
叶誠一奪
者

日
ア
ニ
ス
・

C
・
ト
ゥ
ィ
チ
ェ
ッ
ト
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ハ
ワ

l
ド
・

J
・
ウ
ェ
ッ
ス
ラ
l

武
后
の
登
場
/
武
后
の
親
権
/
高
宗
朝
の
内
政
/
針
外
関
係

第
六
章
武
后
、
中
宗
、
容
宗

リ
チ
ャ

1
ド

・
W
・
L
・
ギ
ソ
l

準
備
の
時
期
/
周
王
朝
/
中
宗
と
存
宗
/
統
制
附

第
七
章
玄
宗

デ
ニ
ス
・

C
・ト

ク
ィ
チ
占

ツ
ト

桃山
宗
・
宋
環
と
初
期
の
玄
宗
朝
/
中
期
の
玄
宗
朝
/
李
林
甫
の
拘
裁
/
楊

図
忠
の
濁
裁
/
玄
宗
朝
の
最
期

第
八
章
中
晩
唐
の
朝
廷
と
地
方

C
・
A
・J

ビ
!
タ

l
ソ
ン

東
北
退
院
/
徳
宗
/
九
世
紀
初
の
地
方
/
窓
宗
と
地
方
/
滋
宗
の
後
縫
者

た
ち
と
地
方
/
地
方
健
制
の
山
閉
鎖

第
九
掌
晩
厨
に
お
け
る
朝
廷

マ
イ
ケ
ル
・

T
・
ダ
ル
ビ
ー

安
史
の
乱
と
そ
の
徐
波
/
内
廷
の
登
場
/
怒
宗
靭
の
中
央
集
権
化
策

/
九

世
紀
中
山
十
の
朝
廷

第
十
掌

底

王
朝
の
最
期

ロパ

l
ト・

M
・
ソ
マ

l
ズ

財
政
上
の
諸
問
題
、
地
方
の
動
抗
、
民
衆
の
蜂
起
/
撚
宗
/
俗
宗
/
晩
唐

に
現
わ
れ
た
新
し
い
権
力
桝
造

目
次
を
見
る
と
、
本
径
の
扱
っ
て
い
る
範
闘
が
非
常
に
庚
い
こ
と
が
す
く
わ

か
る
だ
ろ
う
。

政
治
史
と
は
言
っ
て
も
、
政
治
上
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
同
じ

寸
ン
テ
ダ
ス

ト
の
な
か
で
な
ら
経
済
、
祉
合
、
軍
事
、
そ
し
て
針
外
関
係
に
も

解
闘
停
を
加
え
て
見
た
い
、
そ
し
て
歴
史
の
貧
相
を
な
る
べ
く
具
佳
的
に
提
示
し

て
見
た
い
、
と
言
う
の
が
執
筆
者
た
ち
の
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
ら
し
い
。
ま

た
唐
の
場
合
、
初
麿
に
重
黙
が
偏

っ
て
い
る
こ
と
に
気
附
く
が
、
そ
う
し
た
現

象
は
、
日
本
を
も
含
め
て
現
段
階
に
お
け
る
麿
史
研
究
に
共
湿
な
も
の
か
も
知

れ
な
い
。
で
は
、
各
章
の
内
容
を
、
で
き
る
限
り
批
評
を
加
え
な
が
ら
要
約
し

て
み
よ
う
。

ト
ゥ
ィ
チ
ェ
ッ
ト
氏
に
よ
る
第
一
掌
で
は
、
惰
唐
巾人
の
概
括
的
な
流
れ
と
合

わ
せ
て
惰
庖
史
理
解
へ
の
鍵
と
見
な
さ
れ
る
諸
貼
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
氏
の

抱
握
し
て
い
る
陪
唐
時
代
像
と
は
、
大
鐙
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
惰
唐
時

代
に
行
わ
れ
た
「
長
期
的
措
皮
革
(
一O
口問・
芯
『ヨ

ι
040
-
a
E
3
2
)
」
の
う
ち
、

後
位
へ
の
影
響
か
ら
見
て
も
っ
と
も
重
要
だ

っ
た
の
は
、
統

一
帝
国
の
再
建
と

社
舎
構
造
の
後
化
と
で
あ
っ
た
。
前
者
は

と
も
か
く
、
後
者
が
著
し
か
っ
た

の
は
中
庸
以
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
惰
及
び
初
厨
は
、
特
に
重
大
な
祉
禽

的
鑓
動
が
な
く
、
制
度
上
に
お
い
て
も
、
前
代
か
ら
の
遺
産
を
縫
承
し
な
が
ら

合
理
化
、
現
質
化
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
北
朝
に
そ
の
淵
源

を
も
っ
惰
庸
帝
圏
、か
、
比
較
的
に
簡
単
か
つ
後
進
的
で
あ
っ
た
北
朝
社
舎
で
創

出
さ
れ
た
諸
般
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
統

一
帝
図
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

に
、
惰

・
初
唐
社
舎
の
根
本
的
矛
盾
が
あ
っ
た
。
こ
の
矛
盾
は
、
そ
の
後
、
開

中
か
ら
江
准
へ
の
経
済
的
中
心
の
移
閥
、
そ
れ
に
従
う
人
口

の
南
進
、
王
朝
権

威
の
願
者
な
失
墜
な
ど
に
よ
り
ま
す
ま
す
深
刻
化
さ
れ
、
安
史
の
乱
と
い
う
歴

史
的
事
件
が
起
る
や
一
穆
に
燥
渡
し
た
。
そ
し
て
、
荘
園
及
び
市
場
経
済
の
登

場
、
地
方
の
動
揺
に
起
因
し
た
中
央
集
権
の
有
名
無
質
化
、
貴
族
制
に
基
づ

い

た
社
禽
機
迭
の
愛
質
等

、々

新
し
い
情
勢
は
既
存
位
制
を
厨

J

泌
さ
せ
、
そ
こ
に

蒙
古
侵
入
ま
で
綴
描
相
す
る
中
園
杜
舎
の
基
礎お
か
築
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
削
到

外
関
係
面
で
は
、
惰
及
び
初
唐
は
確
か
に
膨
脹
主
義
に
立
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

以
後
に
な
る
と
む
し
ろ
「
守
城
L

が
主
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
朝
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が
外
征
に
莫
大
な
人
的
・
物
的
資
源
を
投
入
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
ゆ
え
王
朝

滅
亡
の

一
要
因
を
つ
く
っ
た
こ
と
は
、
全
く
中
圏
外
部
の
状
況
饗
化
に
負
う
と

こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
隔
・
初
唐
の
頃
、
周
透
民
族
の
う
ち
で
中
園
に
比
肩
す
る

ほ
ど
の
文
化
水
準
や
中
原
を
脅
す
に
足
る
の
寅
カ
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
高
句

麗
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
後
、
突
版
、
ウ
イ
グ
ル
、
吐
蕃
、
激

海
、
契
丹
、
南
詔
等
々
、
農
耕
・
遊
牧
の
別
な
く
、
よ
く
組
織
さ
れ
、
か
な
り

の
文
化
を
享
有
し
た
園
家
が
相
次
い
で
出
現
し
、
中
園
に
寅
質

・
仮
想
の
爾
面

か
ら
の
脅
威
を
輿
え
た
の
で
あ
っ
た
。

氏
の
こ
う
い
う
解
擦
は
、
部
分
的
な
差
異
こ
そ
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
日

本
築
界
の
一
般
的
見
解
に
大
き
く
遠
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
序
論
と
し
て

書
か
れ
た
以
上
、
た
だ
氏
一
人
だ
け
で
な
く
、
本
巻
の
著
者
た
ち
に
共
通
す
る

見
方
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
各
章
の
著
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
捻
っ
た

時
期
の
歴
史
像
を
ど
の
よ
う
に
具
鐙
化
し
て
い
る
の
か
。

第
二
章
を
執
筆
し
た
故
ア
l
サ

l
・
ラ
イ
ト
氏
(
一
九
七
六
年
死
去
)
は
、

生
前
た
だ
一

人
と
も
言
え
る
英
語
圏
に
お
け
る
階
史
の
パ

イ
オ
ユ
ア
で
あ
っ

た
。
本
章
は
、
そ
う
し
た
氏
の
陪
史
理
解
の
結
晶
で
あ
る
。
本
章
で
ラ
イ
ト
氏

が
も
っ
と
も
力
説
す
る
の
は
、
簡
に
よ
る
中
央
集
権
の
成
功
で
あ
る
。
惰
の
行

な
っ
た
諸
般
の
改
革
、
例
え
ば
三
省
六
部
の
中
央
官
制
の
成
立
、
九
日
間
官
人
法

の
廃
止
、
地
方
行
政
の
改
革
、
均
田
・
府
兵
制
の
寅
施
な
ど
は
、
す
べ
て
そ
の

枠
の
な
か
で
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
氏
の
取
る
立
場
で
あ
る
。
中
央
集
権

は
、
ま
た
専
制
君
主
制
の
確
立
と
も
つ
な
が
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
つ
こ
そ
、
階

王
朝
が
中
園
史
に
開
演
し
た
最
大
の
遺
産
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
別
な
と
こ
ろ
で
階

と
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
と
を
比
べ

て
、
も
し
惰
の
成
功
が
な
か
っ
た
ら
中
園
は

ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
如
く
そ
れ
ぞ
れ
違
う
文
化
や
停
統
を
持
っ
た
幾
つ
か
の
小
園
に
分

れ
て
行
っ
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
も
言
っ
た
。
同
氏
著
『
惰
王
朝
1

1中
園
の
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統
一
(
五
八
一
|
六
一
七
〉
』
(
〉
三
E
司
司
・
当
z
m
r
p
叫
d
E
F帆
同

)

三

2
ミ
~

叫・4

と
門
、
君
、
円
。
足
。
活
。
Ha
の
ど
ヨ
p
h
-
U
-
M匂』|九日』
1
・
2
0宅
J

「

2
r
f
E
『『ぬ内田

〉
・
月
ハ
ロ

0
1・
H
S∞)
参
照
。

と
こ
ろ
で
、
氏
の
階
史
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
い
わ

ゆ
る
「
人
物
本
位
史
観

Q
3民
自

2

3
ヨ
g
n
r
g
Eえ
o
ミ
)
」
で
あ
る
。

即
ち
、
惰
の
文
帝
と
言
う
英
主
が
出
現
し
て
、
遠
大
な
る
理
想
と
果
敢
な
る
貧

践
力
を
持
ち
南
北
朝
数
百
年
の
積
弊
を
一
朝
に
掃
蕩
し
新
し
い
時
代
を
開
い
た

が
、
そ
の
後
縫
者
た
る
煽
帝
の
無
謀
な
行
震
に
よ
り
王
朝
の
滅
亡
を
自
ら
招
き

短
命
に
終
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
氏
の
み
な
ら
ず
、
古
今
の
史
家

の
聞
で
庚
く
行
わ
れ
た
極
め
て
一
般
的
な
解
稼
で
あ
ろ
う
。
氏
の
場
合
も
し
違

う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
燭
帝
に
針
す
る
一
評
僚
か
も
知
れ
な
い
。

彼
を
築
討
の
も
う
一
つ
の
典
型
と
し
て
見
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
氏
は
、

(
組
閣
帝
は
)
天
分
に
恵
ま
れ
、
父
皇
の
大
業
を
縫
承
設
展
す
る
資
質
を
十

二
分
に
持
っ
て
い
た
。
が
、
後
世
の
評
僚
に
つ
い
て
の
過
敏
さ
と
虚
楽
へ

の
執
着
と
が
、
彼
の
剣
断
力
の
径
格
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
:
:
:
高
句
麗

遠
征
は
、
敗
北
の
た
び
ご
と
に
強
迫
観
念
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
強
迫
観
念
は
、
紹
封
君
主
(
曲
名
『
m
B
o
g
s
n
E
C
た
る
彼
に
と
っ

て
も
彼
の
臣
民
に
と
っ
て
も
致
命
的
で
あ
っ
た
。

(
一
四
九
頁
)

と
し
て
、
彼
に
ず
い
ぶ
ん
好
意
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

長
年
に
わ
た
る
研
究
の
結
果
と
は
い
え
、
ラ
イ
ト
氏
の
所
論

に
は
、
現
代
歴
史
阿
部
チ
の
見
地
か
ら
は
同
意
し
が
た
い
黙
が
多
い
。
氏
の
行
論
に

前
提
が
多
す
ぎ
る
の
は
特
に
残
念
で
あ
る
。
諸
制
度
の
史
的
管
景
を
説
明
す
る

際
に
そ
れ
が
も
っ
と
も
著
し
く
見
ら
れ
た
の
は
、
氏
の
南
北
朝
史
理
解
が
柏
駅
落

し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

不
幸
に
も
氏
は
こ
の
世
を
す

で
に
去
っ
た
ゆ
え
、
こ
れ
以
上
の
成
果
は
期
待
で
き
ず
、
本
章
で
述
べ
ら
れ
た
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氏
の
論
出
国
は
そ
の
ま
ま
「
ラ

イ
ト
説
」
と
し
て
後
撃
に
停
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

陥
か
ら
脳
へ
の
泊
程

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
単
な
る
王
朝
の

交
替
に
す
ぎ

ず
、
何
ら
か
の
社
合
上
の
袋
革
を
伴
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
、

高
租
の
章

と
太
宗
の
章
を
書
い
た
ウ
ェ
ッ
ス
ラ
l
氏
は
論
じ
る
。
新

・
強
王
朝
の
政
権
を

拾
っ
た
人
々
が
お
お
む
ね
同
じ
身
分
階
層
、
つ
ま
り
貴
族
に
腐
し
た
こ
と
か
ら

そ
れ
が
も
っ

と
も
よ
く
わ
か
る
、
と
氏
は
畳
一
口
う
。
惰
に
比
べ
る
と
、

唐
は
貴
族

に
針
し
て
相
針
的
に
優
位
に
あ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
陥
の
推
進
し
た
中
央
集
権

が
成
果
を
あ
げ
、
彼
ら
の
地
盤
を
弱
化
さ
せ
た
か
ら
。
か
く
し
て
唐
は
、
前
王

朝
の
政
界
を
附
恥在
し
た
西
貌
・
北
周
系
の
籾
占
を
破
り
、

帝
図
の
各
地
域
か
ら

人
材
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
権
威
の
全
国
化
に
腐
心

し
た
新
王
朝
に
と
っ
て
大
き
く
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
唐
王
朝
の

劉
貴
族
政
策
は
、
一
貫
し
て
、
貴
族
を
限
落
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

彼
ら
を
王
朝
権
力
の
下
に
置
き
、

い
わ
ば
「
園
家
貴
族

(
E
Zo
E
-
釦『
平

時

0
2白円可
〉
」
へ
の
性
特
鞠
換
を
削
ろ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
氏
族
志
の
官

撰
は
、
こ
う
い
う
事
怖
を
明
か
に
反
映
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
粘
'

に
つ
い
て
は
、
ト
ゥ
ィ
チ
ェ
ッ

ト
氏
も
ほ
ぼ
同
じ
意
見
で
、
序
章
に
次
の
よ
う

に
奮
い
た
。

貴
族
は
地
方
に
基
盤
が
あ

っ
た
ゆ
え
、
南
北
朝
や
陪
唐
交
替
期
の
混
乱
か

ら
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
。
地
方
の
基
盤
は
ま
た
彼
ら
の
社
曾
的
地
位

と
経
済
的
安
定
を
保
障
す
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
唐
に
入
っ

て
か
ら
は
、
空
前
の
強
大
な
王
朝
機
力
に
威
服
一さ
れ
、
地
方
の
基
盤
を
放

棄
し
、
そ
の
王
朝
下
で
中
央
エ
リ
ー
ト
と
し
て
生
存
す
る
の
に
満
足
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
(
二
二
頁
)

出
身
地
域
を
異
に
す
る
人
k
が
大
血
相
官
界
に
進
出
し
た
こ
と
は
、
地
域
感
情

を
誘
設
さ
せ
、
官
僚
群
の
な
か
に

波
間
争
い
を
畷
成
す
る
恐
れ
が
あ
っ

た
c

が
、
内
治
外
征
に
多
忙
で
あ
っ
た
初
唐
の
朝
廷
に
は
そ
の
気
還
は
あ
ま
り
見
え

ず
、
羽
臣
た
ち
の
問
に
は
む
し
ろ
「
閥
股
梢
紳

(
2官
二

p
n
o
G
C」
が
満

ち
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
初
唐
政
府
の
成
功
が
私
的
な
利
欲
を

越
え
た
官
僚
群
の
姿
勢
に
負
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
一
方
、
こ
う

し
た
官
僚
た
ち
を
巧
み
に
調
整
し
た
初
唐
の
君
主
、
と
り
わ
け
太
宗
の
優
れ
た

能
力
も
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ゥ
ェ
ッ
ス
ラ
l
氏
は
、
太
宗
に
封
し
、
そ
の
政
治
家
と
し
て
の

卓
越
性
は
認
め
な
が
ら
も
、
従
来
の
評
僚
に
比
べ
る
と
讃
僻
に
乏
し
い
。
氏

は
、
ま
ず
説
大
雅
の
『
大
唐
創
業
起
居
注
』
な
ど
を
引
い
て
、

太
原
起
義
に
お

け
る
世
民
の
主
日制
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
「
貞
搬
の
治
」
さ
え
も
後
世
に
理

想
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
多
い
と
述
べ

る。

正
直
で
あ
り
、
友
好
的
で
あ
っ
た
君
臣
開
の
関
係
が
恐
怖
と
不
安
と
煎
清

に
置
き
か
え
ら
れ
た
武
后
の
治
下
で
、

太
宗
朝
こ
そ
は
再
現
す
べ
き
理
想

を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
極
め
て
弱
鐙
化
し
た
朝
廷
が
そ
の
生
存
の

た
め
種
々
の
非
常
手
段
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
ま
た
、
天
子
が
そ

の
下
僕
な
る
宣
官
た
ち
に
全
権
を
委
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
安
史
の
飢
以

後
に
あ
っ
て
、

太
宗
朝
こ
そ
は
想
像
を
越
え
る
強
盛
と
成
功
と
の
象
徴
で

あ
っ
た
。

(
二
四

O
頁
)

稀
代
の
明
君
と
し
て
極
め
て
迎
惣
化
さ
れ
た
太
宗
像
が
後
世
に
接
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、

太
宗
自
身
も
か
な
り
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
ウ
ェ

ッ
ス
ラ
l
氏
に
と
っ
て
太
宗
と
は
、
ラ
イ
ト
氏
に
と
っ
て
の
妨
惜
の
如
く
、
後

世
の
評
債
に
射
す
る
憂
慮
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
支
配
し
た
人
物
で
あ
る
。

従
っ
て
、
太
宗
は
史
書
の
編
纂
に
積
極
的
に
関
輿
し、

自
分
に
関
す
る
部
分
を

潤
色
し
た
。
が
、
場
帝
と
は
違
っ

て
太
宗
は
、
個
人
と
王
朝
と
を
区
別
す
る
こ
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と
の
で
き
る
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
自
分
が
野
望
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
を
許
す
ほ

ど
判
断
力
に
乏
し
い
人
物
で
も
な
か
っ
た
。
彼
の
成
功
の
秘
訣
は
お
そ
ら
く
こ

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
太
宗
の
死
か
ら
玄
宗
に
至
る
ま
で
の
底
王
朝
の
命
運
は
、
則
天
武
后

と
分
け
て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
総
く
二
つ
の
章
が
こ
の
非
凡

な
女
性
の
生
涯
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
武
后
政
権

に
つ
い
て
は
、
彼
女
を
あ
る
い
は
山
東
貴
族
の
代
表
と
し
、
あ
る
い
は
新
興

「庶
族
」
地
主
階
級
の
代
問
問
者
と
し
て
、
支
配
層
内
部
の
波
間
争
い
と
か
階
級

闘
争
と
か
の
産
物
と
見
な
し
た
の
が
、
従
来
の
主
な
解四揮
で
あ
っ
た
。
本
巻
の

著
者
た
ち
は
、
そ
う
い
う
解
得
に
懐
疑
を
表
わ
し、

武
(
塑
)
が
あ
る
特
定
な
権
力
集
闘
の
利
盆
を
推
進
し
た
と
は
思
え
な

い。

彼
女
が
何
ら
か
の
経
済
的
階
級
の
た
め
に
働
い
た
と
言
う
の
は
一
層

説
得
力
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
彼
女
が
常
に
自
分
を
最
高
層
の
貴
族
の一

員
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
。
彼
女
は
、
野
心
に
満
ち

た
中
開
層
の
官
僚
た
ち
を
自
分
の
た
め
に
利
用
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
彼
ら
を
利
用
し
議
し
た
後
、
開
問
。
路
な
く
粛
清
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(
二
五
一

頁
)

と
言
い
、
む
し
ろ
武
后
個
人
に
焦
黙
を
置
く
べ
き
だ
と
論
じ
る
。
武
后
の
時
代

が
政
治
上
の
激
動
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
的
に
は
寅
質
上
の
繁
化

を
見
な
か
っ
た
と
考
え
る
貼
で
、
三
人
の
著
者
は
一
致
す
る
。
園
初
の
諸
制
度

が
す
で
に
矛
盾
を
呈
し
て
い
た
の
に
、
改
革
・
が
伴
わ
な
か
っ
た
主
原
因
は
、
武

后
の
政
治
ス

タ
イ
ル
の
た
め
だ
と
、
ギ
ソ
l
氏
は
評
す
る
。

武
后
は
改
革
者
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
既
存
制
度

の
合
理
化
に
さ
え
失
敗
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
彼
女
の
行
な
っ
た
諸
政

策
こ
そ
:
:
:
既
存
制
度
の
脆
弱
な
黙
を
さ
ら
け
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
、
玄
宗
朝
に
至
っ
て
回
目
正
な
改
革
が
で
き
た
の
は
武
后
の

遺
産
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
(
二
九
四
頁
)

ギ
ソ
l
氏
は
、
行
政
上
の
失
敗
は
認
め
な
が
ら
も
、
政
治
家
と
し
て
の
武
后

を
や
や
高
く
評
債
し
て
い
る
。
か
の
悪
名
高
い
恐
怖
政
治
に
つ
い
て
も
、

武
后
は
恐
怖
統
治
の
罪
過
を
よ
く
わ
か
り
な
が
ら
も
そ
れ
を
歎
認
し
た
の

で
あ
っ
た
。
女
性
天
子
を
容
納
し
な
い
根
強
い
侍
統
を
破
る
た
め
に
は
脅

威
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
し
、
ま
た
彼
女
に
は
そ
れ
を
な
る
べ
く
最
少

限
で
止
め
る
自
信
が
あ
っ
た
。
・
:
(
李
敬
業
の
〉

叛
飢
を
支
持
し
た
の

は
、
朝
廷
大
官
で
あ
り
、
一
般
百
姓
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
武
后
は
記
憶

し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
恐
怖
統
治
の
針
象
に
な
っ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

前
者
の
み
で
あ
っ
た
。
〈
二
九
八
頁
)

と
あ
く
ま
で
も
擁
護
的
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
武
后
に
は
首
初
、
唐
王
朝
を

覆
す
意
志
が
な
か
っ
た
。
彼
女
の
纂
奪
は
、
自
分
こ
そ
唐
王
朝
を
滅
亡
か
ら
救

え
る
の
だ
と
い
う
自
信
か
ら
止
む
を
え
ず
敢
行
し
た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
周

王
朝
を
立
て
た
後
で
も
武
氏
を
皇
嗣
に
し
な
か
っ
た
こ
と
が
何
よ
り
も
そ
れ
を

寅
詮
し
て
く
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
周
は
武
后
の
王
朝
で
は
あ
っ
た
が
、
武

氏
の
王
朝
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
論
旨
だ
が
、
そ
の
居
間
僑
は
、
い
ず
れ
議
論
の

的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
七
章
、
玄
宗
の
章
は
、
本
各
で

一
番
長
い
。
唐
朝
歴
代
皇
帝
の
う
ち
、
玄

宗
が
も
っ
と
も
長
く
在
位
し
た
し
、
ま
た
そ
の
治
世
に
唐
王
朝
が
全
盛
か
ら
衰

退
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
そ
れ
は
蛍
然
な
こ
と
だ
ろ

う
。
ト
ゥ
ィ
チ
ェ
ッ
ト
氏
は
、
長
い
玄
宗
朝
を
三
つ
に
分
け
て
考
え
よ
う
と
す

る
。
第
一
期
は
、
関
元
八
年
(
七
二

O
)
の
頃
ま
で
で
、
い
わ
ば
「
積
極
行

政
公
立
Z
O
問。

2
5
E
g
φ
」
の
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
武
后
、

章
后
、
太
卒
公
主
ら
の
「
女
禍
」
に
よ
り
失
陰

τた
李
唐
皇
室
の
威
信
を
再
建
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す
る
こ
と
が
天
子
に
と
っ
て
の
急
務
で
あ
り
、
武
后
の
暴
政
の
下
で
侵
害
さ
れ

た
権
限
を
回
復
す
る
こ
と
が
官
僚
た
ち
の
嘗
面
す
る
課
題
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の

な
か
に
は
、
太
宗
朝
の
理
想
的
な
政
治
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
気
持
が
強
く、

呉
競
に
よ
る

「貞
翻
政
要
』
の
編
鋭
も
そ
の
一
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
期
の
朝

廷
の
大
臣
た
ち
は
武
后
の
治
下
で
官
界
に
入

っ
た
人
が
多
く
、
彼
ら
の
優
れ
た

資
質
は
武
后
の
人
事
行
政
の
卓
越
し
た

一
一闘
を
見
せ
て
く
れ
る
。
政
治
に
熱
心

で
あ
っ
た
即
位
嘗
初
の
玄
宗
と
朝
臣
た
ち
と
の
閲
の
固
減
な
協
力
は
、
多
方
面

に
わ
た
る
改
革
を
成
功
さ
せ
、
王
朝
の
面
白
を
一

新
し
た
の
で
あ
っ

た
。

天
資
改
元
の
頃
ま
で
の
第
二
期
に
は
「
積
極
行
政
」
が
繕
終
さ
れ
て
行
き
な

が
ら
も
、
そ
の
結
果
、
か
も
た
ら
し
た
種
々
の
問
題
鈷
が
ま
す
ま
す
深
刻
化
さ
れ

て
い
っ
た
。
そ
の
第
一
は
官
僚
機
の
扱
張
、
と
り
わ
け
宰
相
の
地
位
の
強
化
で

あ
っ
た
。
宰
相
に
輿
え
ら
れ
た
空
前
の
特
艇
は
、
必
然
的
に
朝
臣
同
士
の
競
争

を
悲
起
し
、
不
和
を
府
長
さ
せ
た
。
中
央
官
界
の
持
っ
た
か

つ
て
な
い
魅
力

は、

有
能
な
官
僚
た
ち
が
地
方
を
忌
避
す
る
瓜
糊
を
助
長
し
、
地
方
行
政
に
お

け
る
事
究
上
の
空
白
を
も
将
来
し
た
。
さ
ら
に
、
官
界
の
後
化
の
う
ち
で
注
目

す
べ
き
も
の
は
、
貴
族
出
身
者
と
科
怒
出
身
者
と
の
蕊
藤
で
あ
っ
た
。
武
后
の

治
下
で
数
を
惜
し
た
後
者
は
、
こ
の
頃
に
は
相
首
に
質
力
の
あ
る
存
在
と
な

り
、
前
者
と
の
針
立
が
ま
す
ま
す
鋭
く
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ

が
、
前
者
に
比
較
的
有
利
に
は
た
ら
い
た
の
は
、

皇
室
と
の
結
び
附
き
で
あ
っ

た
。
即
ち
、
李
・
加
皇
室
と
貴
族
た
ち
と
の
聞
で
常
に
行
わ
れ
た
通
婚
関
係
が
由
五

日
を
れ
ら
の
味
方
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
皇
室
が
政
争
に
巻

き
込
ま
れ
る
危
険
が
常
に
存
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。
こ
の
時
期
の
政
治
の

も
う
一
つ
の
問
題
黙
は
財
政
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
横
張
さ
れ
た
財
政
規
模
が
も

た
ら
し
た
必
然
的
結
果
で
あ

っ
た
が
、

骨回国
す
る
事
態
の
深
刻
さ
は
、
財
政
上

の
手
腕
を
出
世
へ
の
近
道
に
さ
せ
る
ま
で
に
至
っ
た
。
字
文
融
、
裳
耀
卿
、
張

九
齢
、
李
林
甫
ら
は
皆
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
第
一

の
支
出
源
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
軍
事
伎
で
あ
っ
た
。
玄
宗
の
針
外
政
策
は
決
し
て
膨
脹
に
重
黙
を
置
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
創
菜
以
来
の
披
張
に
よ
り
空
前
の
規
模
に
な
っ
た
領

土
を
新
興
阿
川雄
氏
族
か
ら
守
る
だ
け
で
も
、
莫
大
な
貸
用
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
逃
境
軍
幽
の
常
例
化
や
軍
人
の
職
業
化
は
、
支
出
の
必

要
性
を
更
に
大
き
く
し
た
で
あ
ろ
う
。

玄
宗
朝
が
末
期
に
入
る
と
、
こ
れ
ら
種
々
の
問
題
に
は
、

い
わ
ば

「政
治
不

在
」
の
現
象
に
よ
り
一
層
の
深
刻
さ
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
の
政
治
に
現

わ
れ
た
も
う
一
つ
の
現
象
は
、
一
人
の
宰
相
に
よ
る
獄
裁
と
言
う
崎
形
的
政
治

形
態
で
あ
っ
た
。
十字
林
甫
が
そ
の
殻
初
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
た
の
が
場
闘
忠

で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
現
象
を
も
た
ら
し
た
の
に
は
、
何
よ
り
も
玄
宗
の
政

治
的
関
心
の
喪
失
に
大
き
な
責
任
が
あ
っ
た
。
性
格
の
袋
化
と
か
、
一

身
上
の

理
由
と
か
、
説
明
は
い
ろ
い
ろ
で
き
る
だ
ろ
う
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
子
と

言
う
求
心
黙
の
質
質
上
の
不
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
や
葛
藤
を一

層
深
刻
化
す

る
だ
け
で
あ
っ
た
。
李
林
甫
の
死
後
は
、
事
態
は
す
で
に
破
局
に
向
っ
て
行
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

玄
宗
朝
は
、
そ
の
長
さ
と
重
要
性
の
わ
り
に
は
、
不
思
議
と
研
究
者
た
ち
の

関
心
を
引
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
日
本
に
さ
え
も
政
治
史
の
見
地
で
玄
宗
朝
を

扱
っ

た
論
者
は
桓
め
て
少
な
い
と
忠
わ
れ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
ト
ゥ
ィ
チ
ェ

ッ
ト
氏
が
木
章
の
末
尾
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
史
料
上
の
問
題
|
|
紋
乏
と
正

確
性

へ
の
疑
問
||
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
本
章
で
ト

ク
ィ
チ
ェ
ッ
ト
氏
が
描
く
玄
宗
朝
の
諸
相
は
、
ほ
ぼ
上
述
し
た
遁
り
で
あ
る。

木
章
を
讃
み
な
が
ら
一
つ
驚
嘆
し
た
の
は
、
叙
述
鐙
を
取
り
な
が
ら
も
適
切
な

と
こ
ろ
で
問
題
の
核
心
を
よ
く
指
摘
し
て
く
れ
た
黙
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
氏
の
よ
う
に
多
年
の
研
鍛
を
積
ん
で
一

家
言
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
場
合
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で
な
い
と
、
難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ト
す
イ
チ
エ

Y

ト
氏
は
、
玄
宗
朝
を
研

究
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
に
よ
い
突
を

一
つ
作
っ
て
く
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

安
史
の
鋭
に
つ
い
て
は
、
第
七
章
に
も
そ
の
経
過
が
書
か
れ
て
い
る
が
、

績

く
二
つ
の
章
で
そ
の
原
因
や
徐
波
が
詳
し
く
鰯
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の

章
は
、
い
ず
れ
も
安
史
の
飢
以
後
、
藩
銀
の
鐙
頭
な
ど
に
よ
り
名
目
だ
け
の
統

一
王
朝
に
縛
落
し
て
し
ま
っ
た
中
晩
唐
の
政
治
史
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
題

名
で
わ
か
る
よ
う
に
、
第
八
章
は
地
方
の
朕
況
を
、
第
九
章
は
朝
廷
の
推
移
を

中
心
に
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。
安
史
の
飢
を
働
時
抗
し
た
原
因
に
射
し
て
、
第

八
撃
の
著
者
ピ

l
タ

l
ソ
ン
氏
は
、
軍
事
的
側
面
を
強
調
し
て
、
玄
宗
朝
で
行

わ
れ
た
軍
制
改
革
、
即
ち
、
大
規
模
な
常
的
関
防
鐙
制
の
樹
立
と
、
そ
れ
に
従

う
軍
の
職
業
化
と
を
指
摘
す
る
。
氏
は
自
身
の
見
解
を
前
提
に
し
な
が
ら
、

叛
乱
は
基
本
的
に
、
政
治
色
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
異
民
族

に
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
し、

地
域
感
情
が
誘
設
し
た
も
の
で

も
な
か
っ
た
。
ま
た
粧
品
目
全
般
に
康
が
っ
た
あ
る
葛
藤
が
も
た
ら
し
た
も

の
で
も
な
か
っ
た
。
:
・
迭
境
守
備
睦
系
の
樹
立
や
そ
の
成
長
が
王
朝
に

濁
し
て
軍
事
的
脅
威
を
輿
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
確
か
だ
が
、

叛
蹴
を

可
能
に
し
た
の
は
、
む
し
ろ
唐
朝
支
配
層
の
一
員
と
は
考
え
ら
れ
な
い
人

人
が
こ
の
新
し
い
軍
事
秩
序
を
指
導
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
職
業
軍
人
で

あ
り
、
身
分
の
低
い
者
が
多
か
っ
た
彼
ら
は
、
正
規
官
僚
た
ち
と
は
明
ら

か
に
異
な
る
連
中
で
あ
っ
た
。
朝
廷
と
迭
境
の
軍
圏
と
の
開
の
こ
う
し
た

枇
曾
的
、
文
化
的
ギ
ャ
ッ
プ
は
必
ず
し
も
叛
乱
を
必
然
的
な
も
の
と
し
た

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
が
、
重
要
な
の
は
、
野
心
の
あ
る
指
揮
官
た
ち

が
遁
賞
な
口
寅
の
下
で
将
兵
を
糾
合
し
、
朝
廷
に
宣
戦
を
布
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
環
境
が
造
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

(
四
七
二
頁
)

と
述
べ
る
。
叛
乱
は
、
そ
れ
自
箆
よ
り
、
む
し
ろ
今
ま
で
累
積
さ
れ
た
あ
ら
ゆ

る
矛
盾
が
爆
砕
鉱
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
黙
に
、
よ
り
大
き
な
意
義
が
あ
ウ

た
。
叛
乱
の
も
っ
と
も
大
き
い
徐
波
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
地
方
の
牢
濁
立

欣
態
で
あ
ろ
う
。
安
史
の
鼠
以
後
、
衰
退
を
重
ね
る
中
央
の
権
威
を
鋭
回
す
る

た
め
朝
廷
が
試
み
た
種
々
の
政
策
や
行
動
は
、
氏
に
よ
る
と
、

結
局
す
べ
て
が

失
敗
に
終
り
、
唐
削
叩
が
統
一
王
朝
と
し
て
の
名
目
を
か
ろ
う
じ
て
維
持
し
得
た

の
は
、
そ
の
死
活
の
鍵
を
に
ぎ
る
四
つ
の
地
域
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
四
つ
の
地
域
と
は
、
王
朝
機
力
の
根
接
地
で
あ
っ

た
闘
中
、
そ
の
開
中
の
守
備
に
紹
射
不
可
散
な
西
北
川
雄
境
、

食
糧
源
で
あ
り
最

大
の
徴
税
源
で
も
あ
っ
た
江
准
、
そ
し
て
江
准
と
開
中
と
を
連
結
す
る
大
運
河

一
帯
で
あ
る
。
地
方
の
牢
獄
立
は
、
社
品
目
的
、
経
済
的
に
も
一
大
鎚
化
を
引
き

起
こ
し
た
。
節
度
使
が
そ
の
閣
内
で

の
人
事
権
を

掌
揮
し
た
こ
と
は
、
使
司

制
、
僻
召
制
等
々
の
形
を
通
じ
て
貴
族
制
度
を
山
岡
崎
掛
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
し
、
ま
た
徴
税
権
の
掌
握
は
、
富
の
蓄
積
を
容
易
に
し
、
土
豪
居
と
言
う
新

し
い
階
層
の
形
成
に
寄
興
し
た
。
中
晩
麿
期
は
、
農
業
生
産
の
増
加
、
市
場
経

済
の
設
展
な
ど
に
よ
り
経
済
的
に
大
き
く
成
長
し
た
時
期
で
あ
っ

た
が
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
富
の
偏
在
は
社
合
不
安
を
助
長
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
、

ピ
ー

タ

l
ソ

ン
氏
は
言
う
。

次
章
で
は
、
ダ
ル
ビ

l
氏
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
を
、
今
度
は
中
央
政
界
に
佐
川
黙

を
置
い
て
観
察
し
て
い
る
。
安
史
の
飢
直
後
の
中
央
政
界
に
現
わ
れ
た
新
し
い

局
面
は
、
官
官
の
出
国
頭
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
専
績
は
唐
朝
の
終
誌
に
至

る
ま
で
一
貫
し
た
の
で
あ
っ
て
、

彼
ら
を
ぬ
き
に
し
て
中
晩
唐
の
政
治
は
理
解

で
き
な
い
。
例
え
ば
、
一
冗
載
、
北
京一波
、
李
徳
裕
ら
優
れ
た
政
治
家
が
玄
宗
朝
の

よ
う
な
宰
相
濁
裁
の
樹
立
に
相
次
い
で
挫
折
を
味
わ
っ
た
の
は
、
以
前
に
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
政
治
上
の
新
し
い
要
素
、
即
ち
宣
官
の
存
在
に
よ
る
の
だ
と、

ダ
ル
ビ

l
氏
は
論
じ
る
。
時
間
的
に
遮
れ
て
出
て
来
る
も
う

一
つ
の
現
象
に
官
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僚
同
士
の
刈
争
が
あ
る
。
晩
唐
の
山活字
は
、
政
治
上
の
主
義
主
張
と
は
何
の
関

係
も
な
く
、
純
粋
に
個
人
の
利
害
に
基
づ

い
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
、
ダ
ル
ビ

ー
氏
は
主
張
す
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
否
秩
序
下
の
官
僚
機
構
に
内
在
し
、
ま

た
常
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「公
然
た
る
終局
干の
紛
行
に
と
っ
て
、
強

力
な
君
主
は
大
き
な
脅
威
と
な
っ
た
」
(
六
四
二
頁
)
と
氏
は
言
う
。
つ
ま
り
、

熊
争
が
あ
る
か
ど
う
か
は
君
主
が
強
力
で
あ
る
か
否
か
に
よ
る
こ
と
で
、
晩
唐

に
水
晶干が
若
し
か
っ
た
の
も
そ
の
時
期
の
特
殊
朕
況
に
起
因
し
た
の
で
は
な

く、

弱
い
天
子
が
山
捻
出
し
た
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
論
旨
だ
ろ
う
。
同
じ
晩
唐

で
も
比
較
的
決
断
力
の
あ
っ
た
慾
宗
の
治
下
で
は
{終
争
が
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
よ
い
例
と
し
て
氏
は
上
げ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
木
章
を
読
み
な
が
ら
評

者
は
、
氏
の
こ
う
い
う
解
俸
に
不
満
で
あ
っ
た
。
官
官
の
勢
力
獲
得
に
つ

い
て

も
説
明
が
未
熟
な
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
を
君
主
権
の
私
権
化
傾
向
と
い
う
側

面
か
ら
見
る
努
力
が
あ

っ
た
ら
、
と
惜
し
い
感
じ
が
し
た
。
し
か
し
、
ダ
ル
ビ

ー
氏
は
そ
の
文
章
が
非
常
に
流
麗
で
あ
り
、
評
者
に
は
木
掌
が
木
谷
で

一
番
読

み
や
す
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

最
後
の
第
十
章
で
は
、
唐
王
朝
の
終
駕
に
至
る
ま
で
の
状
況
が
ソ
マ
!
ズ
氏

に
よ
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
見
地
は
大
陸
上
記
ピ
ー

ク
l
ソ
ン
、
ダ
ル
ビ

ー
雨
氏
と
同
じ
で
あ
る
。
朝
廷
に
お
け
る
混
迷
の
連
総
、
富
の
偏
在
と
過
重
な

課
税
に
よ
る
農
村
の
鼠
境
、
そ
れ
に
従
っ
た
波
乱
と
盗
賊
の
狙
獄
、
叛
飢
の
指

納骨腐
と
し
て
の
土
去
の
訟
頭
、
そ
れ
ら
の
諸
現
象
は
す
べ
て
祉
曾
不
安
を
極
端

に
助
長
し
、
新
し
い
秩
序
の
胎
動
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
っ

た
。
晩
唐
に
現
わ

れ
た
も
っ
と
も
重
要
な
現
象
は
開
中
の
波
落
だ
と
、
氏
は
言
う。

唐
王
朝
最
後
の
二
十
年
閃
に
は
、
中
園
の
全
域
に
わ
た
っ
て
決
定
的
な
第

化
が
そ
れ
ぞ
れ
獅
立
し
た
形
で
現
わ
れ
た
。
開
中
で
は
、
西
暦
八
八

O
年

以
来
王
朝
の
命
運
を
支
え
て
来
た
諸
勢
力
、
即
ち
天
子
と
そ
の
個
人
的
支

持
者
た
ち
、
地
方
に
お
け
る
朝
廷
の
同
盟
勢
力
、
そ
し
て
異
民
族
の
傭
兵

な
ど
の
結
束
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
、
九

O
七
年
の
王
朝
の
滅
亡
を
将
来
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
も
っ
事
件

で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
そ
の
後
こ
の
地
域
は
、
唐
お
よ
び
そ
れ
以
前
の

何
百
年
も
の
開
享
有
し
た
政
治
の
中
心
と
し
て
の
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
、

二
度
と
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。
(
七
六
二

七

六
三
頁
)

た
だ
政
治
だ
け
で
な
く
、
す
べ

て
の
中
心
が
中
園
文
明
の
設
群
地
で
あ
っ
た

西
北
地
方
を
隊
れ
長
江
流
域
に
移
さ
れ
た
こ
と
は
、

唐
宋
同
皮
革
の
否
定
で
き
ぬ

一
面
で
あ
ろ
う
。
そ
の
過
程
に
お
け
る
十
園
の
役
割
を
重
視
す
べ
き
だ
と
、
ソ

マ
l
ズ
氏
は
論
じ
る
。

十
園
は
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
中
央
王
朝
を
建
て
る
に
至
ら
な
か

っ
た
が
、

宋
に
よ
り
完
成
さ
れ
た
政
治
の
統
一
化
に
、
こ
れ
ら
園
家
は
そ
れ
ぞ
れ
重

要
な
役
割
を
果
し
た
。

・:十
園
の
重
要
性
は
、
ま
た
政
治
上
の
問
題
に

限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
宋
王
朝
の
諸
特
徴
、
即
ち
長
江
流
域
に

お
け
る
急
激
な
経
済
的
成
長
、
華
南
沿
岸
を
接
結
と
す
る
海
上
貿
易
の
繁

策
、
東
南
部
に
そ
の
出
身
が
集
中
し
た
新
興
土
大
夫
階
層
の
鐙
頭
な
ど

は
、
す
べ
て
が
十
周
に
よ
り
成
就
さ
れ
た
牢
世
紀
に
わ
た
る
卒
和
と
安
定

に
起
因
し
た
の
で
あ
っ
た
。
(
七
八
九
頁
)

以
上、

粗
雑
な
が
ら
木
容
の
内
容
を
概
観
し
て
見
た
。
読
み
進
む
中
で
、
本

経
の
抱
い
て
い
る
問
題
貼
に
幾
っ
か
気
が
附
い
た
貼
が
あ
る
。
以
下
そ
れ
を
-
記

し
て
置
き
た
い
。

始
め
に
、
本
径
は
そ
の
扱

っ
て
い
る
ス
コ
ー
プ
が
大
き
す
ぎ
る
。

三
百
徐
年

と
言
う
時
間
的
に
短
く
な
い
聞
の
歴
史
を
、
政
治
、
経
済
、
社
舎
、
軍
事
、
封

外
関
係
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
光
を
あ
て
て
眺
め
る
と
言
う
こ
と
は
、
た
と

え
八
百
ペ
ー
ジ
を
越
え
る

E
冊
だ
と
し
て
も
、
な
か
な
か
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
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れ
ゆ
え
に
、
本
巻
は
論
文
集
と
い
う
よ
り
も
遁
史
に
近
い
印
象
を
輿
え
る
。
次

に
気
づ
い
た
の
は
、
本
巻
に
集
め
ら
れ
た
諸
論
文
が
長
年
に
わ
た
る
研
究
を
反

映
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
皐
界
へ
の
庭
女
作
と
言
う
べ
き
も
の
が

字
分
以
上
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
い
く
ら
優
れ
た
才
能

の
人
だ
と
し
て
も
、
立
汲
な
成
果
は
や
は
り
期
待
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
が
、
適

任
者
の
極
め
て
少
な
い
欧
米
惰
唐
史
皐
界
の
質
情
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仕
方

の
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
本
シ
リ
ー
ズ
の
惰
唐
篇
は
、
七

0
年
代
初
頭
頃
す
で

に
編
集
が
終
わ
っ
た
と
聞
い
た
。
上
冊
に
あ
た
る
本
各
が
出
版
さ
れ
た
の
が
一

昨
年
の
一
九
七
九
年
だ
か
ら
、
か
な
り
の
時
聞
が
か
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
編
集
終

了
の
後
、
内
容
に
は
極
め
て
部
分
的
な
訂
正
し
か
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
ゆ
え
、

闘
争
界
の
現
朕
を
充
分
に
反
映
し
て
く
れ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た

そ
の
閥
、
著
者
た
ち
に
よ
り
、
一
部
分
の
内
容
が
も
っ
と
ま
と
ま
っ
た
形
で
出

版
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
木
容
の
利
用
債
値
を
減
少
さ
せ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
ゥ
ェ
ッ
ス
ラ
l
氏
の
研
究
は
『
天
子
の
鑑
|
|
唐
太
宗
の
朝
廷
に
お

け
る
貌
徴
』
(
出
o
d
E
L
』
・
当
日

Z
-
F
叫
ぜ
ミ
守
芸
、
芯

H
E
F認
。
¥

F
S
S
H
手札
9
3
h
a
Hど
の

gミ
久
叫

dash
吋正
-HEWNh-zz

出

2
2
一
ペ
と
o
dロ
F
S
E
q
p
g♂
広
三
〉
、
ギ
ソ
l
氏
の
研
究
は
『
則

天
武
后
と
唐
代
中
園
に
お
け
る
正
統
政
治
』
(
担

n
E
L
巧
-
r
o
E
Z
P

司
R

吋
h
n

・Ha帆

s
g
h片
岡
宮
、
と
た
た
h

。
し
「
肘
嶋
崎
主
連
ね
た

S
な

叫

dgh判

。
玄

g・
4
〈

2
5ロ
当

g
r
z四件。ロ

C
E
S
E
q・
5
a
)
と
い
う
題
名
の

下
で
、
そ
れ
ぞ
れ
出
版
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
黙
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
富
初
持
っ
て
い
た
期
待
以
上
の
成

果
を
見
た
と
言
う
の
が
、
本
巻
を
讃
ん
だ
後
の
素
直
な
感
想
で
あ
る
。
ま
た

お
お
ぜ
い
の
人
々
が
私
と
同
感
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
園

史
』
を
以
て
欧
米
中
園
史
阜
の
「
成
年
宣
言
」
と
す
る
な
ら
ば
、

惰
唐
編
こ
そ
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そ
の
貧
惹
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
も
恩
わ
れ
る
。

欧
米
の
階
唐
史
研
究
が
日
本
間
学
界
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
は
、

累
々
言

及
し
た
。
日
本
人
の
説
者
な
ら
、
本
霊
園
-
評
で
紹
介
さ
れ
た
内
容
を
見
て
す
ぐ
そ

れ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
本
巻
の
各
章
に
附
け
ら
れ
た

注
を
見
る
と
、
宮
崎
市

定
、
仁
井
田
陸
、
合
我
部
静
雄
、
山
崎
宏
、
日
野
開
三
郎
、
布
目
湖
沼
、
築
山

治
三
郎
、
谷
川
道
雄
、
堀
敏
て
池
田
温
、
栗
原
盆
男
、
菊
池
英
夫
、
硝
波

護
、
松
井
秀
一
ら
諸
氏
の
研
究
が
庚
く
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
見
う
け
ら
れ

る
。
本
各
の
著
者
た
ち
が
白
木
製
界
の
業
績
に
か
な
り
の
理
解
を
持
ち
、
利
用

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
戦
後
日
本
惰
唐
皐
界
で一

番
の
争
黙
と
な
っ
た
問
題
は
、
惰
唐
時
代
を
中
図
史
に
お
い
て
ど
う
位
置
附
け

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
時
代
匡
分
論
争
こ
そ
そ
の
成
果
だ
ろ
う
。
で
は
、

欧
米
の
研
究
者
た
ち
は
こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
言
で

言
え
ば
、
時
代
医
分
論
は
、
そ
れ
ほ
ど
欧
米
の
中
園
史
皐
者
た
ち
の
興
味
を
刺

戟
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

英
諮
問
で
は
例
え
ば
、
ふ
つ
う
南
北
朝
階
麿
を

「
中
世
中
園
(
玄
包
芯

2
と
の

E
Eど
と
は
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
「
古
典
中
園

(
Q曲
目
芯
に
の

E
E
)」
と
「
中
華
帝
因
。
日
百
円
互
の

E
Eど
と
の
中
関

段
階
と
し
て
の
文
化
史
的
区
分
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
よ
う
に

思
想
色
の
濃
い
呼
び
方
で
は
な
い
。
欧
米
研
究
者
の
理
解
不
足
か
ら
だ
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
、
む
し
ろ
時
代
区
分
論
争
は
日
本
の
特
殊
環
境
に
起
因

す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
戦
後
の
時
代
医
分
論
争
が
停
滞
史
観
の
克
服
を

目
的
と
し
た
こ
と
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
停
滞
史

観
は
即
ち
、
日
本
帝
園
主
義
の
侵
略
性
を
正
特
同
化
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
日
本
と
歴
史
的
経
験
を
異
に
す
る
欧
米
の
謬
者
が

そ
れ
に
関
心
を
示
さ
な
い
の
は
、
む
し
ろ
蛍
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
・
下
雨
巻
で
構
成
さ
れ
た
本
を
上
巻
だ
け
を
も
っ
て
云
云
す
る
の
は
、
確
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「
文
物
』
一
九
八

O
年
第
六
期
に
「
洛
陽
東
漢
光
和
二
年
王
首
墓
買
地
鈴
努
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
文
面
は

「望
都
二
鋭
漢
墓
」
の
光
和
五
年
買
地
時
券

と
極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、
封
校
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
雨
券
に
は
と
も
に
「
墓
主
墓
由
主
基
伯
」
「
背
骨
死
人
」

(
骨
の
青
い
者
は
紳
と
な
る
こ
と
が
で
き

る。

『
捜一
柳
記
』
蒋
土
文
に
見
ゆ
。
)
「
固
有
丈
尺
、
券
書
明
白
、
故
立
四
角
封
界
」「
死
入
院
首
里
、
地
下
不
得
苛
止
、
他
姓
不
得
名
有
(
佑
ど
な
ど
の
語
が
あ

る
が
、
思
う
に
こ
れ
ら
は
蛍
時
の
常
套
語
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

光
和
二
年
券
に
見
え
る
「
友
田
」

(
す
な
わ
ち
「
般
田
」

「
愛
国
」
で
あ
る
)
と
「
田
本市田

奉
租
(
租
〉
回
」
(
俸
租
回
と
は
糠
回
の
類
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
用
例
は
甚
だ
早
い
)
と
に
は
、

特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
見
え
る
「
待
焦

↑

大
豆
生
、
銘
記
f

華
策、

鶏
子
之
鳴
」
は
、
い
ず
れ
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

焦
字
は
お
そ
ら
く
馬
字
で
あ
り、

馬
の
よ
う
に
大
き
な
大
豆
を
謂
う
の
で
あ
ろ

十

ぅ
。
光
和
五
年
券
で
は
鳥
と
四
押
し
て
い
る
が
、
や
は
り
馬
字
の
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。

券
の
長
さ
は
一
尺
六
寸
。
鈎
券
は
長
さ
四

0
・
五
セ

ン
チ
、
的
時券
は

↑

長
さ
三
八
セ
ン
チ
で
あ
り
、
ほ
ぼ
合
致
す
る
。

一

陸〕

一

764 

か
に
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
下
巻
が
出
る
の
を
待
っ
て
許
を
書
く
と
、
も
っ
と

よ
い
も
の
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
の
素
直
な
心
情
は、

今
か

ら
数
十
年
を
経
て
出
る
増
補
版
、
あ
る
い
は
改
訂
版

『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
園

史

・
陥
唐
編
』
を
待
ち
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
言
う
と
、
私
は
、
本

書
に
い
か
な
る
償
値
を
も
奥
え
た
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
む
し
ろ
現

段
階
に
お
け
る
欧
米
陥
唐
史
皐
界
で
本
書
の
持
つ
債
値
こ
そ
莫
大
で
あ
る
と
、

私
は
思
う
。
欧
米
の
研
究
者
は
、
本
書
に
よ
り
初
め
て
惰
唐
史
の
諸
相
を
も
っ

と
も
原
像
に
近
く
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
木
書
は
今
後
の
研
究

で
不
可
歓
の
突
に
な
る
だ
ろ
う
。
先
皐
の
業
績
を
継
承
し
な
が
ら
後
撃
を
感
蒙

光
和
二
年
五
年
買
地
券
抜

〔
鯵
自
録
〕

す
る
、
い
わ
ば

「
承
前
感
後」

の
使
命
を
蓋
せ
ば
、
そ
れ
以
上
の
債
値
を
採
し

得
る
だ
ろ
う
か
。

*
な
お
、

本
巻
の
編
集
者
、
デ
ニ
ス
・
ト
ゥ
ィ
チ

ェ
ッ
ト
氏
は
、
長
年
在

職
し
た
ケ

ン
ブ
リ

ッ
ジ
大
祭
を
僻
し、

八
O
年
九
月
附
け
で
ア
メ
リ
カ
の

プ
リ
ン

ス
ト
ン
大
息
子
教
授
に
就
任
さ
れ
た
。
附
言
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し

て
お
き
た
い
。
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