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本
書
ば
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
七
八
年
ま
で
に
西
嶋
定
生
氏
が
作
成
・
公
表

さ
れ
た
論
文
を
ま
と
め
て
一
筋
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
基
本
は
中
園

古
代
園
家
の
構
造
と
そ
の
周
漫
諸
圏
と
の
園
際
関
係
と
に
関
連
す
る
も
の
で
あ

る
。
著
者
の
専
門
的
著
作
と
し
て
は
『
中
園
古
代
帝
園
の
形
成
と
構
造
l
一一十

等
倭
制
の
研
究
|
』
ハ
一
九
六
一
年
刊
〉
、
『
中
園
経
済
史
研
究
』
(
一
九
六
六
年

刊
)
に
つ
づ
く
第
三
作
に
な
る
。
本
書
は
中
園
古
代
園
家
の
法
的
身
分
の
構
造

と
そ
の
外
延
と
も
い
う
べ
き
中
園
の
東
ア
ジ
ア
諸
閣
へ
の
外
交
と
い
う
政
治
鐙

制
に
焦
黙
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
第
一
作
で
あ
る
『
中
園
古

代
帝
園
の
形
成
と
構
造
|
二
十
等
倭
制
の
研
究

i
』
と
内
容
的
に
密
接
な
関
連

性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
著
に
劃
し
て
、
政
治
撞
制
の
背
後
に
あ
る
祉
舎
経

済
史
的
な
中
園
の
褒
展
に
つ
い
て
は
第
二
作
に
お
い
て
分
析
か
加
え
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
一
こ
れ
ら
の
三
著
作
は
い
わ
ば
三
位
一
睦
を
な
し
て
い
て
、

本
書
が
皐
濁
に
孤
立
し
た
存
在
で
な
い
こ
と
は
、
最
初
に
留
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
た
だ
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
小
稿
は
西
嶋
史
皐
の
全
笹
に
わ
た
っ
て

論
ず
る
能
力
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
し
、
奥
え
ら
れ
た
課
題
で
も
な
い
の

で
、
本
書
の
内
容
に
ヱ
際
限
定
し
、
そ
の
紹
介
と
若
干
の
感
想
め
い
た
私
見
と

を
以
下
に
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
す
る
。

A

払

本
書
は
、
二
篇
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
末
尾
に
さ
ら
に
附
篤
二
論
文
を
牧
録

し
て
い
る
。
第
-
篇
は
「
中
園
古
代
園
家
の
構
造
」
と
し
て
、
七
篇
の
論
文
と

五
篇
の
附
載
論
文
か
ら
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
題
自
の
最
初
の
原
稿
裂
表
の
年

月
を
記
す
と
衣
の
遜
り
で
あ
る
。

一

序

説

|

中

園

古

代

一

帝

図

形

成

史

論

|

一

九

六

O
年

二
皇
帝
支
配
の
成
立

'

t

t

一
九
七

O
年

三

漢

代

に

お

け

る

卸

位

儀

薩

一

九

七

五

年

四

中

園

古

代

奴

稗

制

の

再

考

察

一

九

六

一

年

五

良

賎

制

の

性

格

と

系

譜

一

九

七

O
年

附

仁

井

困

陸

博

士

と

良

賎

制

研

究

一

九

七

三

年

六

嫁

義

の

鋭

に

つ

い

て

一

九

七

二

年

七

武

帝

の

死

一

九

六

五

年

附

載

一

、

中

園

古

代

脅

園

形

成

の

一

考

察

一

九

四

九

年

附

載

二

、

漢

代

の

主

地

所

有

制

一

九

四

九

年

附
載
三
、
古
代
園
家
の
権
力
構
造

、

l

u

J

一
九
五

O
年

附
載
四
、
中
園
古
代
社
禽
の
構
造
的
特
質
に
関
す
る
問
題
黙
一
九
五
七
年

賦

載

五

、

中

園

古

代

統

一

一

因

家

の

特

質

一

北

六

七

年

こ
れ
ら
の
論
考
の
う
ち
一
は
、
第
一
の
序
設
は
著
書
の
要
旨
が
示
さ
れ
て
お

り
、
二

i
七
の
論
考
に
劃
し
て
線
設
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
と
り
あ
っ
か
わ

れ
て
い
る
問
題
一は一
一郡
豚
制
、
と
く
に
初
鯨
の
設
置
を
め
ぐ
る
問
題
と
、
皇
帝
と

人
民
と
の
関
係
を
構
成
す
る
二
十
等
霞
制
H

躍
の
秩
序
の
問
題
と
で
あ
っ
て
、

こ
の
二
つ
の
問
題
を
基
礎
に
し
て
、
個
別
人
身
支
配
に
よ
る
古
代
一
帝
一
園
の
形
成

史
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
こ
と
三
と
は
か
か
る
中
園
古
代
一
帝
一
園
の
支
配
の
頂
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拡
に
立
つ
皇
一
帝
の
性
格
に
つ
い
て
の
分
析
で
、
秦
に
お
い
て
法
家
の
思
想
に
も

と
づ
く
「
皇
帝
」
が
成
立
、
そ
れ
が
前
漢
に
お
い
て
儒
家
の
思
想
に
も
と
づ
く

「
皇
帝
一
」
へ
と
綿
密
質
し
、
そ
れ
と
と
も
に
「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
と
が
分
離
し

た
と
す
る
。
こ
の
二
者
は
そ
れ
ぞ
れ
即
位
儀
躍
を
異
に
す
る
も
の
で
、
「
天
子
」

は
、
天
地
を
杷
る
呪
術
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
周
漫
諸
園
の
首
長
に
射
す
る
関
係

に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
四
と
五
は
、
良

賎
制
に
つ
い
て
の
検
討
に
あ
て
ら
れ
、
従
来
の
研
究
が
賎
民
の
範
閣
内
に
視
野

が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
に
劃
し
て
、
園
家
的
身
分
制
と
し
て
良
賎
制
を
一
括
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
中
園
古
代
薗
家
の
基
本
的

な
支
配
・
被
支
配
関
係
は
皇
帝
|
良
民
の
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
関
係
は

麓
の
秩
序
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
奴
稗
は
こ
の
曜
の
秩
序
か
ら
基

本
的
に
除
外
さ
れ
た
身
分
で
あ
っ
て
、
生
産
関
係
に
お
け
る
奴
隷
と
は
一
藤
次

元
の
こ
と
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。
六
と
七
と
は
そ
れ
ぞ
れ
具
鐙
的

な
政
治
事
件
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
六
は
前
二
三
八
年
に
お
こ
っ

た
嫁
穫
の
観
に
つ
い
て
の
分
析
で
、
こ
の
飢
を
契
機
に
秦
王
の
性
格
が
法
家
思

想
に
よ
る
濁
裁
君
主
に
設
展
す
る
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
七
は
、
武
帝
の
死

と
と
も
に
前
漠
王
朝
の
支
配
鐙
制
が
大
き
く
祭
賞
し
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
。

以
上
の
論
考
が
、
一
九
六
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
西
嶋
氏
の
第
一
番
目
の
著
作

以
後
に
執
筆
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
針
し
て
、
附
載
の
論
考
は
、
第
五

の
論
考
を
除
い
て
は
、
六
一
年
以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
西
嶋
氏
が
緒
言

で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
氏
の
嘗
設
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
附
載
一
は
漢
の

高
祖
と
そ
の
功
臣
と
の
関
係
を
家
父
長
制
的
な
も
の
と
指
摘
し
た
も
の
。
附
載

二
は
名
田
・
占
田
の
分
析
を
基
礎
に
、
名
田
を
家
父
長
制
的
家
族
の
完
成
に
と

も
な
う
土
地
所
有
形
態
と
し
て
い
る
。
附
載
三
は
中
園
の
奴
隷
制
を
家
父
長
的

家
内
奴
曲
線
制
で
あ
る
!と
す
る
考
え
を
基
礎
に
、
附
載
一
、
二
の
分
析
を
ふ
ま
え

て
、
漢
王
朝
の
形
成
集
園
も
、
豪
族
の
土
地
所
有
に
も
そ
の
基
底
に
家
父
長
的

家
内
奴
隷
制
が
あ
っ
た
と
し
、
小
農
民
は
小
作
人
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
し

た
。
附
載
四
は
、
い
わ
ば
醤
設
か
ら
新
設
へ
の
展
開
の
遁
程
を
示
し
て
い
る
も

の
で
、
奮
設
に
糾
問
す
る
増
淵
龍
夫
『
中
園
古
代
の
祉
舎
と
園
家
』
、
守
屋
美
都

雄
『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
等
の
批
剣
に
答
え
る
形
を
と
り
つ
つ
、
秦
漢

祉
舎
の
理
解
に
つ
い
て
二
つ
の
問
題
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
は
家
父

長
的
な
権
力
愛
生
の
基
盤
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
黙
で
あ
り
、
第
二
は
函
家
権

力
と
一
般
農
民
と
の
関
係
を
ど
う
把
握
す
る
の
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
附
載
五

は
一
九
六
一
年
の
第
一
の
著
書
で
展
開
さ
れ
た
皇
帝
一
|
良
民
の
関
係
を
躍
の
秩

序
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
関
係
を
秦
漢
吐
舎
の
基
本
と
み
る
所
設
を
ま
と
め

た
も
の
で
、
本
書
の
第
一
篇
の
一
の
論
考
の
考
え
方
を
更
に
検
討
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
中
園
古
代
の
政
治
鐙
制
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
第
二
篇
で

は
、
中
園
の
古
代
園
家
が
そ
の
周
漫
諸
園
家
で
あ
る
東
ア
ジ
ア
諸
園
と
ど
の
よ

う
な
園
際
的
関
係
を
と
り
む
す
び
、
ど
の
よ
う
な
園
際
的
世
界
を
構
成
し
た
の

か
が
論
黙
の
中
心
と
な
る
。
日
本
古
代
史
と
い
う
周
溢
諸
園
の
歴
史
を
専
攻
す

る
私
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
関
心
を
も
っ
て
奔
讃
し
て
き
た
論
考
が
牧
録
さ

れ
て
い
る
。
第
二
篇
は
第
一
一
部
と
第
二
部
に
わ
か
れ
て
、
以
下
の
よ
う
な
構
成

に
な
っ
て
い
る
。

第
一
部

一

序

説

|

東

ア

ジ

ア

世

界

の

形

成

|

一

九

七

O
年

二

東

ア

ジ

ア

世

界

と

加

封

値

制

一

九

六

二

年

=
一
親
貌
倭
王
般
封
に
至
る
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
一
九
七
八
年

四

草

薙

剣

と

斬

蛇

剣

一

九

七

七

年

五
中
園
・
朝
鮮
・
日
本
に
お
け
る
十
二
支
像
の
繁
還
に
つ
い
て
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一
九
七
八
年

第
二
部

六

東

ア

ジ

ア

世

界

と

日

本

史

一

九

七

五

年

七
古
墳
と
大
和
政
権

-

一
九
六
四
年

こ
れ
ら
の
論
考
の
う
ち
、
最
初
の
一

l
一
-
一
は
、
中
園
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た

筋
封
強
制
と
い
う
場
を
通
じ
て
園
際
関
係
が
規
定
さ
れ
渡
展
し
た
と
い
う
西
嶋

氏
粗
鋼
良
の
脱
出
封
位
制
論
を
兵
種
的
に
展
開
じ
た
も
の
で
あ
る
。
固
と
五
と
は
か

か
蚤
婿
封
鐙
制
を
場
と
す
る
東
ア
ジ
ア
で
の
文
物
の
惇
播
と
受
容
の
あ
り
方
を

検
討
し
た
も
の
。
六
は
前
近
代
日
本
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係
を
全
種
的

に
見
と
お
し
た
も
の
。
七
は
日
本
の
古
墳
時
代
の
政
治
秩
序
を
、
そ
の
身
分
制

と
古
墳
の
形
態
と
の
封
臆
関
係
の
も
と
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
本
書
の
意
義
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以
上
の
よ
う
な
本
書
の
内
容
が
中
園
史
研
究
に
と
っ
て
も
、
ま
た
日
本
を
ふ

く
め
て
東
ア
ジ
ア
諸
園
の
歴
史
の
研
究
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
大
き
な
影
響

を
あ
た
え
、
各
部
門
で
の
歴
史
研
究
に
新
し
い
覗
黙
を
切
り
ひ
ら
い
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
周
知
の
遜
ち
で
あ
る
。
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
花
、
第

一
篇
に
お
け
る
中
園
古
代
図
家
の
構
造
の
問
題
は
、
部
分
的
な
批
剣
を
含
み
つ

つ
も
尾
形
勇
『
中
園
古
代
の
「
家
」
と
園
家
』
な
ど
に
よ
っ
て
継
承
・
愛
展
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
は
西
嶋
設
に
反
劃
す
る
立
場
の
準
設
も
数
多
い

が
、
ぞ
れ
は
西
嶋
氏
の
業
績
が
秦
漢
園
家
論
と
し
て
劃
期
的
な
意
義
を
も
っ
て

い
た
こ
と
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
西
嶋
氏
に
お
け
る
嘗
設
か
ら
新

設
へ
の
穂
換
が
も
っ
て
い
た
積
極
的
意
義
と
し
て
は
、
奮
設
が
、
家
父
長
的
家

内
奴
議
制
論
と
い
う
世
界
史
的
普
遍
性
を
も
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
関
連
で
、

中
園
古
代
園
家
を
世
界
史
的
視
野
に
ひ
ろ
げ
る
方
向
で
進
め
ら
れ
た
の
に
到
し

て
、
新
脅
か
秦
漢
園
家
を
身
分
制
を
中
心
に
そ
の
具
鐙
的
特
殊
性
の
下
に
分
析

さ
れ
た
と
と
ろ
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
結
果
、
そ
の
後
の
西
嶋
読
を
め

ぐ
る
論
争
は
具
値
的
な
歴
史
像
の
構
築
と
理
論
的
視
野
と
を
ひ
と
し
く
雨
側
面

に
わ
た
っ
て
検
討
し
つ
つ
も
、
事
責
の
理
解
に
即
し
て
進
行
し
て
き
た
も
の
と

い
え
よ
う
。

こ
れ
に
謝
し
て
、
第
二
篇
に
牧
録
さ
れ
た
論
考
は
中
園
と
東
ア
ジ
ア

i
日
本

を
ふ
く
め
た
ー
と
の
関
係
が
主
要
な
論
燃
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
中
園
史
研

究
者
の
み
な
ら
ず
、
日
本
史
研
究
者
、
朝
鮮
史
研
究
者
等
の
庚
汎
な
分
野
に
大

き
な
影
響
を
奥
え
た
こ
と
は
周
知
の
逼
り
で
あ
る
。
こ
の
中
園
と
東
ア
ジ
ア
と

の
関
係
に
つ
い
て
の
西
嶋
氏
の
分
析
は
、
瓜
刷
封
値
制
と
い
う
政
治
的
構
造
様
式

の
上
に
東
ア
ジ
ア
的
世
界
を
措
定
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
中
園
と
周
溢
諸
園

と
の
関
係
を
、
中
園
を
世
界
一
帝
園
論
と
把
擾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う

と
し
て
き
た
方
向
(
代
表
的
に
は
歴
史
皐
研
究
曾
『
世
界
史
の
基
本
法
則
』
〉
を

克
服
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
勲
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
即
ち
、
世
界

一
一
帝
園
論
|
秦
漢
と
な
ら
べ
て
、
ロ
ー
マ
一
帝
園
や
フ
ラ
ン
ク
王
図
が
同
列
に
議
論

さ
れ
た
ー
と
い
う
世
界
史
的
、
普
通
史
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
歴
史
を
把
握
し
よ

う
と
す
る
方
向
か
ら
、
よ
り
一
一
層
兵
鐙
的
な
諸
関
係
の
中
で
、
中
園
と
東
ア
ジ

ア
諸
園
と
の
か
か
わ
り
を
検
討
す
る
方
向
へ
と
樽
換
さ
せ
、
そ
の
具
程
的
な
場

と
し
て
茄
封
僅
制
を
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
中
園
を
中
心
と

す
る
東
ア
ジ
ア
諸
園
の
圏
際
関
係
は
燭
封
睡
制
と
い
う
特
殊
形
態
と
し
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
西
嶋
氏
の
茄
封
盤
制
論
の
提
唱

は
、
加
封
関
係
自
値
の
詳
細
な
分
析
と
し
て
は
、
坂
元
義
種
『
古
代
東
ア
ジ
ア

の
日
本
と
朝
鮮
』
な
ど
の
成
果
を
生
み
だ
し
た
。
さ
ら
に
日
本
古
代
の
園
際
関

係
の
分
析
に
お
い
て
も
、
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
。
こ

の
よ
う
な
西
嶋
氏
の
提
唱
は
、
古
代
中
園
の
政
治
構
造
の
理
解
の
視
黙
を
家
父
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長
的
家
内
奴
隷
制
と
い
う
普
遍
的
概
念
か
ら
躍
の
秩
序
に
よ
る
身
分
制
と
い
う

よ
り
具
種
的
か
つ
特
殊
な
概
念
に
移
行
さ
せ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
と
稽
さ
れ
る
園
際
関
係
を
よ

り
兵
種
的
な
問
題
と
し
て
把
撞
す
る
方
向
へ
と
問
題
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
い

え
る
。
ま
た
、
七
の
論
考
は
、
そ
の
針
象
が
古
墳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
日

本
の
考
古
屋
・
に
影
響
を
輿
え
、
甘
粕
健
「
前
方
後
園
墳
の
性
格
に
関
す
る
一
考

察
」
ハ
『
日
本
考
古
撃
の
諸
問
題
』
所
牧
〉
な
ど
が
西
嶋
氏
の
方
法
を
縫
承
し
て
、

具
鐙
的
分
析
を
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
第
一
篇
、
第
二
篇
を
通
じ
て
の
西
嶋
氏
の
諸
論
考
は
、
一
九
六

O
年
以
降
の
中
園
古
代
薗
家
論
研
究
と
、
中
園
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
園
際
関
係
論
と
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
、
特
に
後
者
は
日
本
古
代
史
の
研

究
に
も
重
要
な
問
題
を
提
起
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
新
し

い
研
究
方
向
は
、
従
来
の
歴
史
分
析
が
特
殊
具
陸
性
よ
り
も
、
世
界
史
的
普
遍

性
が
一
面
的
に
強
-
調
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
こ
と
へ
の
反
省
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も

の
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
最
後
の
附
篇
と
し
て
牧
録
さ
れ
た
論
文

「
歴
史
的
省
察
の
方
法
に
つ
い
て
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
奮
設
か

ら
新
設
へ
の
鶴
換
の
鍵
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
論
考
で
は
歴
史
の
特
殊
兵
種
的

な
追
求
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
同
時
に
普
遍
的
法
則
性
の
追
求
と
な
る
こ

と
が
主
張
さ
れ
、
本
書
の
分
析
の
立
場
を
端
的
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
へ
の
批
剣
的
感
想

本
書
は
、
第
一
篇
の
、
い
わ
ゆ
る
嘗
設
に
廃
す
る
附
載
論
文
一

l
四
を
除
け

ば
、
全
世
と
し
て
完
成
度
の
高
い
一
貫
し
た
論
理
的
整
合
性
を
も
っ
て
お
り
、

第
一
篇
と
第
二
篤
と
を
通
じ
て
、
古
代
中
園
園
家
の
特
質
を
種
的
身
分
の
親
黙

か
ら
槍
討
し
、
そ
れ
に
も
と
.
つ
い
て
躍
的
身
分
の
外
延
と
し
て
成
立
す
る
知
封

笹
制
が
設
明
さ
れ
る
と
い
う
連
関
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
本
書
所

放
の
論
考
、
と
く
に
第
一
篇
の
諸
論
考
と
前
著
『
中
園
古
代
脅
園
の
形
成
と
構

造
』
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
多
く
の
批
創
刊
が
、
中
園
史
研
究
者
か
ら
提
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
詳
細
な
勲
に
つ
い
て
は

門
外
漢
で
あ
る
私
に
は
論
評
す
る
能
力
に
か
け
て
い
る
が
第
一
篇
、
第
二
篇
を

通
じ
て
、
私
が
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
諸
黙
を
以
下
に
述
べ
て
、
著
者
な
ら

び
に
讃
者
の
御
教
示
と
御
批
剣
を
受
け
た
い
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
篇
に
つ
い
て
、
気
に
な
る
こ
と
の
第
一
黙
は
、
秦
漢
一
帝
一
園
の
矛
盾

が
皇
一
一
帝
|
良
民
関
係
で
あ
る
と
い
う
所
設
を
、
は
た
し
て
安
定
し
た
準
設
と
し

て
認
め
得
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
こ
の
皇
帝
|
良
民
関
係
を
基

本
と
み
る
本
書
の
所
設
は
、
秦
漢
管
園
に
お
け
る
法
的
な
身
分
秩
序
の
次
元
に

お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
、
全
社
曾
史
的
な
経

済
的
再
生
産
構
造
の
分
析
の
結
果
と
し
て
、
具
程
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
黙
が
、
多
国
凋
介
「
中
園
古
代
史

研
究
究
書
」
(
『
史
州
』
一
一
一
統
)
の
よ
う
に
本
書
と
は
こ
と
な
っ
た
覗
黙
を
提

起
さ
せ
る
品
跡
地
を
残
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
二
黙
は
第
一
黙

と
も
関
連
す
る
が
、
西
嶋
氏
が
、
中
園
の
特
殊
具
種
的
な
歴
史
分
析
と
し
て
設

定
さ
れ
た
問
題
か
、
穫
の
秩
序
に
よ
る
良
賎
制
と
い
う
身
分
制
で
あ
っ
た
た
め

に
、
附
載
一

1
四
の
論
考
で
は
、
か
な
り
分
析
に
重
黙
が
お
か
れ
て
い
た
生
産

力
の
設
展
や
祉
舎
経
済
史
的
な
検
討
が
背
後
に
後
退
す
る
傾
向
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
西
嶋
氏
は
身
分
を
通
し
て
階
級
関
係
を
析
出
さ
せ
る
と

し
な
が
ら
も
、
事
質
上
は
、
身
分
制
と
生
産
関
係
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
生
産

関
係
か
ら
み
た
(
し
た
が
っ
て
階
級
関
係
か
ら
み
た
)
身
分
制
の
あ
り
方
と
い

う
も
う
一
つ
の
側
面
の
分
析
が
ゆ
る
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し

た
が
っ
て
身
分
制
の
検
討
が
、
か
な
ら
ず
し
も
、
階
級
関
係
を
明
示
し
な
い
結
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果
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
〈
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
再
び
後
述
す

る)。第
二
篇
に
つ
い
て
の
問
題
熟
も
二
つ
あ
る
。
第
一
は
古
代
の
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
、
中
園
の
茄
封
値
制
が
ど
の
程
度
ま
で
規
定
的
な
役
割
を
は
た
し
た
の
か

は
疑
問
で
は
な
い
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
嶋
氏
が
も
っ
と
も
加
封

値
制
が
貫
徹
し
た
と
さ
れ
る
階
唐
帯
園
の
場
合
で
も
、
階
や
唐
が
高
句
麗
征
討

へ
ふ
み
き
っ
た
原
因
は
、
西
嶋
氏
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
園
際
的
躍
の
秩
序
を

高
句
麗
が
み
だ
し
た
た
め
に
設
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。
唐
の
太
宗
は
泉
蓋
蘇

文
の
ク
ー
デ
タ
ー
(
六
四
二
年
〉
を
知
っ
た
後
で
も
、
な
お
朝
鮮
=
一
園
の
抗
争

を
調
停
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
(
六
四
三
年
〉
た
だ
ち
に
高
句
麗
の
征
討
に
ふ

み
き
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
六
四
四
年
の

ー「
討
高
麗
の
詔
」
で
は
蓋

蘇
文
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
理
由
に
あ
げ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
口
貸
に
す
ぎ
な

い
。
む
し
ろ
惰
唐
一
帝
園
の
封
高
句
麗
と
の
戟
争
は
突
阪
を
ふ
く
め
た
北
方
諸
部

族
と
よ
中
園
と
の
針
抗
関
係
の
中
で
把
握
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

肪
封
健
制
は
中
園
側
の
名
分
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
要
素
が
色
濃
く
し
み
こ

ん
で
お
り
、
そ
れ
が
園
際
関
係
と
し
て
意
義
を
も
っ
た
場
合
も
も
ち
ろ
ん
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
周
漫
諸
園
の
側
で
の
中
園
に
加
封
を
求
め
る
主
陸

的
行
動
が
あ
っ
た
場
合
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
く
な
く

と
も
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
園
際
関
係
は
、
諸
圏
の
内
包
す
る
階
級
的
矛
盾
と
諸
園

開
の
劉
抗
す
る
力
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
く
、
加

封
鐙
制
は
そ
れ
ら
の
諸
関
係
の
上
に
、
中
園
側
で
つ
く
ら
れ
た
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー

的
表
現
な
い
し
秩
序
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
秩
序
が
寅
際
の
園
際
関
係
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
と
も
あ
り
得
る
。

私
も
、
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
園
際
関
係
に
つ
い
て
拙
文
を
作
成
し
た

こ
と
が
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
、
高
句
麗
と
日
本
と
は
知
封
関
係
に
よ
っ
て

そ
の
政
治
的
方
向
を
規
制
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
、
そ
の
外
交
方
針
は
か
な
り
溺
自
な
も
の
を
も
ち
、
圏
内
的
な
支
配
秩

序
も
、
高
句
麗
に
つ
い
て
は
そ
の
末
期
ま
で
、
日
本
に
つ
い
て
は
白
村
江
の
敗

戦
ま
で
笹
系
だ
っ
た
中
園
か
ら
の
諸
制
度
の
受
容
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た

高
句
麗
も
日
本
も
|
西
嶋
氏
も
論
文
穴
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
|
新
羅
-

百
済
に
謝
し
て
は
中
園
の
般
封
関
係
と
同
じ
よ
う
な
名
分
的
な
支
配

・
隷
属
関

係
・
朝
貢
関
係
を
展
開
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
西
嶋
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
な
中
園

の
般
封
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
で
小
勝
封
関
係
が
行
わ
れ
る
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
と
く
に
六
世
紀
以
後
、
中
園
の
畑
封
を
受
け
な
か
っ
た
日
本
に
典

型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
猫
自
の
園
際
的
な
支
配
隷
属
関
係
を
成
立
さ
せ
て

い
た
。
ま
た
、
西
嶋
氏
は
遁
惰
使
な
ど
を
例
詮
に
、
日
本
は
新
封
位
制
に
は
く

み
こ
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
逆
説
的
に
で
は
あ
る
が
、
か
え
っ
て
茄

封
鐙
制
と
の
関
連
を
日
本
が
要
請
し
、
中
園
の
園
際
的
な
身
分
秩
序
と
の
連
闘

の
中
に
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

i
論
文
二
等
ー
が
、
こ
れ
は
中
園
側
か
ら

み
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
本
古
代
史
に
と
っ
て
遁
惰
使
の
汲
建
か
ど
の
よ
う

な
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
別
の
問
題

で
あ
る
。
む
し
ろ
問
題
は
、
高
句
麗
・
日
本
以
外
の
周
漫
諸
函
の
動
向
も
ふ
く

め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
・
部
族
の
主
鐙
的
設
展
の
要
素
に
親
黙
を
あ
わ
せ
る

こ
と
が
研
究
方
向
と
し
て
は
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
く
に
前
述

し
た
よ
う
な
高
句
麗
・
日
本
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
百
済
・
新
羅
へ
の
大
図
主

義
的
方
針
が
な
ぜ
生
起
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
周
漫
諸
園
の
内
在
的
な
問
題

と
し
て
解
明
す
る
こ
と
が
課
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
の
黙
は
、
中
園
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
世
界
と
い
う
も
の
が
存
在
し

た
の
か
ど
う
か
、
存
在
し
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
形
態
に
お
い
て
あ
り
得
た

の
か
と
い
う
戦
'
で
あ
る
。
漢
字
、
併
敬
雄
一
ぜ
た
し
か
に
中
園
を
先
進
閣
と
す
る
東
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ア
ジ
ア
全
盛
に
ひ
ろ
が
る
文
物
が
あ
り
、
そ
の
範
留
を
一
つ
の
東
ア
ジ
ア
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
園
以
外
の
諸
民
族
や
部
族

も
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
に
主
程
的
な
歴
史
護
展
の
要
素
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
ら

そ
わ
れ
な
い
事
寅
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
今
日
の
日
本
歴
史
研
究
者
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
歴
史
意
識
や
問
題
関
心
に
も
と
づ
い
て
歴
史
分
析
へ
向
っ
た
ら
よ
い

の
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
分
析
の
方
法
と
し
て
は
、
東
ア
ジ
ア
世

界
と
い
う
場
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、
各
諸
園
の
支
配
者
層

が
、
自
圏
の
内
部
矛
盾
に
規
定
さ
れ
つ
つ
と
り
む
す
ぷ
園
際
的
諸
関
係
の
線
鐙

と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
園
際
的
諸
関
係

が
そ
れ
ぞ
れ
の
園
々
の
歴
史
的
運
命
に
規
定
的
役
割
を
は
た
す
場
合
に
は
、
そ

こ
に
一
定
の
園
際
的
政
治
世
界
の
場
が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
常

に
加
封
僅
制
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
そ
の
園
際
関
係
の
内
貨
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
六
世
紀
末
で
は
北
方
部
族
と
の
関
連
で
階

と
高
句
麗
と
は
東
北
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
緊
張
し
た
園
際
関
係
を
も
っ

て
お

り
、
新
羅
、
百
済
も
ま
た
高
句
麗
と
朝
鮮
内
部
の
抗
争
を
つ
づ
け
て
い
た
の
で

こ
れ
ら
の
諸
薗
は
一
つ
の
園
際
的
政
治
世
界
の
場
を
構
成
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
六
世
紀
末
の
日
本
は
新
羅
、
百
済
と
は
任
那
の
調
を

め
ぐ
っ
て
一
つ
の
園
際
的
政
治
世
界
を
構
成
し
て
い
た
が
、
連
動
す
る
可
能
性

は
ひ
め
て
は
い
る
も
の
の
前
述
し
た
隔
・
高
句
麗
の
世
界
と
は
別
の
世
界
を
形

成
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
、
白
村
江
の
戦
の
時
貼
で

の
唐

・
新
経
、
百
済
・
高
句
麗
、
日
本
は
全
種
と
し
て
園
際
的
政
治
世
界
の
場

に
と
り
こ
ま
れ
て
い
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

圏
際
的
政
治
世
界
は
披
大
・
縮
少
を
く
り
か
え
し
、
多
極
化
を
も
ふ
く
め
た
多

様
で
流
動
的
な
存
在
と
し
て
み
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
第
二
篇
の
第
二
部
で
は
、

日
本
史
に
直
接
関
連
す
る
論
考
が
お
さ
め
ら

れ
、
特
に
七
の
古
墳
と
大
和
政
権
は
、
前
方
後
園
墳
を
、
大
和
政
権
を
中
心
と

す
る
カ
パ
ネ
的
身
分
秩
序
と
の
関
連
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う

な
分
析
方
法
は
大
和
政
権
と
地
方
の
族
長
と
の
あ
い
だ
の
身
分
関
係
を
把
握
す

る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
各
地
域
社
舎
で
の
族
長
の
地
位
の
問
題
は
つ
か
み
き

れ
な
い
。
こ
こ
で
も
西
嶋
氏
の
方
法
は
下
部
構
造
的
硯
黙
が
う
す
め
ら
れ
る
よ

う
な
気
が
す
る
。

以
上
、
第
一
篇
、
第
二
篇
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
私
の
理
解
し
に
く
か
っ
た

と
こ
ろ
を
問
題
黙
と
し
て
略
述
し
た
。
さ
ら
に
第
一
篇
と
第
二
篇
と
を
逼
じ
て

問
題
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
は
次
の
黙
で
あ
る
。
本
書
が
五

0
年
代
ま
で
の
東

ア
ジ
ア
史
、
中
園
史
研
究
の
動
向
を
克
服
し
、
大
き
く
歴
史
研
究
を
前
進
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
て
第
一
篇
に
つ
い
て
も
第
二

篇
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
古
代
中
薗
の
園
家
構
造
、
東
ア
ジ
ア
諸
圏
と
の

関
係
に

つ
い
て
、
特
殊
具
値
的
な
分
析
が
深
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
中
圏
内

外
に
お
け
る
躍
的
秩
序
の
質
現
と
い
う
貼
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、

こ
の
こ
と
は
中
園
を
中
心
と
す
る
特
殊
具
鐙
的
な
歴
史
の
分
析
を
前
進
さ
せ
た

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
方
で
は
、
西
嶋
氏
の
嘗
設
か
ら
新
設
へ
の
穂
換
の
積

極
的
な
側
面
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
西
嶋
氏
個
人
の
歴
史
研
究

の
軌
跡
に
つ
い
て
の
み
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
五

0
年
代
初
頭
ま
で
、
日
本

に
お
け
る
歴
史
研
究
の
新
し
い
方
向
は
、
世
界
史
的
基
本
法
則
に
い
か
に
し
て

日
本
・
中
園
・
朝
鮮
の
歴
史
が
合
致
し
て
い
た
の
か
と
い
う
黙
に
の
み
追
求
の

目
が
む
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
謝
し
て
、
そ
の
後
の
研
究
方
向
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
分
野
で
の
特
殊
兵
種
的
研
究
の
方
向
を
と
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
西
嶋
氏
の
蒼
裁
か
ら
新
設
へ
の
縛
換
の
も
っ
て
い
る
意
味

-148ー
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除、
一
患
に
西
嶋
拳
設
個
有
の
問
題
で
は
な
く
、
現
代
に
お
け
る
史
皐
史
的
普
遍

性
を
も
包
ん
で
い
る
屯
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
、
西
嶋
氏
の
場
合
の
マ
イ
ナ

ス
の
側
面
と
し
て
一指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
、
歴
史
の
普
遍

的
な
問
題
と
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
重
視
さ
れ
な
く
な
っ
た
生
産
関
係
や
、
生

産
様
式
の
問
題
、
世
界
一
帝
園
の
問
題
等
は
、
そ
の
意
固
と
し
て
は
特
殊
具
鐙
的

な
開
題
を
遁
じ
て
昇
華
・
止
揚
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
そ
れ
は

は
た
し
て
正
じ
い
意
味
で
止
揚
さ
れ
得
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
貼
で
あ
る
。
一

九
六
0
年
代
以
後
に
は
じ
ま
っ
た
、
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
論
争
、
石
母
国
正

氏
の
提
起
し
た
古
代
の
帯
園
主
義
の
問
題
は
、
一
度
、
特
殊
具
盤
的
な
分
析
へ

と
歩
を
進
め
た
歴
史
皐
を
再
度
、
新
し
い
段
階
で
の
歴
史
分
析
の
方
法
的
設
展

を
う
な
が
す
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
塵
界
欽
況
か
ら
も
、
今
日
で

は
も
う
一
度
西
嶋
氏
の
所
設
に
お
け
る
奮
設
か
ら
新
設
へ
の
跨
換
に
つ
い
て
も

正
・
負
南
側
面
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
嶋
氏

の
鶴
換
は
階
級
関
係
と
か
生
産
様
式
と
い
っ
た
下
部
構
造
の
問
題
、
つ
ま
り
歴

史
的
本
質
に
か
か
わ
る
閉
題
か
ら
、
身
分
制
や
穫
の
秩
序
と
い
う
現
象
形
態
へ

の
問
題
へ
と
分
析
針
象
を
移
行
さ
せ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
巌
密
な
意
味
で
の
賓
設

の
皐
と
し
て
の
歴
史
研
究
を
前
進
さ
せ
た
の
だ
が
、
逆
に
い
え
ば
歴
史
分
析
が

特
殊
具
鐙
的
と
稽
さ
れ
る
現
象
の
内
部
に
と
ど
め
ら
れ
、
歴
史
の
愛
展
の
合
法

則
性
の
問
題
を
聞
い
に
く
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
日
の

段
階
で
は
、
も
う
一
度
、
歴
史
祉
曾
の
下
部
構
造
、
生
産
力
と
生
産
様
式
と
を

ふ
く
め
て
郎
物
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
階
級
関
係
の
問
題
や
歴
史
の
渓

展
法
則
の
問
題
へ
と
接
近
し
て
い
く
方
法
が
と
ら
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
恩
わ
れ

る
。
少
く
と
も
身
分
制
の
上
か
ら
階
級
関
係
へ
の
接
近
は
、
事
賃
上
あ
ま
り
有

数
で
は
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
確
か
に
歴
史
分
析
は
具
種
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
歴
史
事
象
の
個
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も

重
要
な
乙
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
個
性
は
歴
史
事
象
の
特
殊
具
佳
性
を
直
接
分

析
し
よ
う
と
し
て
、
た
だ
ち
に
世
界
史
的
普
遍
性
が
認
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
構
造
と
運
動
法
則
と
は
、
た
だ
一
つ
の
中

園
の
特
殊
な
針
外
政
策
で
あ
る
加
封
健
制
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
あ
る
時
代
的
段
階
で
の
東
ア
ジ
ア
世
界
の
個
性
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸

圏
内
の
階
級
関
係
の
特
殊
性
と
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
つ
つ
外
園
と
の
利
害
関
係

に
規
定
さ
れ
る
支
配
者
層
相
互
の
具
盤
的
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
の

か
ぎ
り
で
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
階
級
関
係
、
即
ち
奴
隷
制
、
農
奴

制
と
いい
う
世
界
史
上
の
共
通
項
に
概
括
さ
れ
得
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
西
嶋

氏
が
附
篇
の
第
一
論
文
で
示
さ
れ
た
よ
ろ
な
歴
史
の
特
殊
兵
慢
性
を
通
じ
て
普

遍
性
へ
と
い
う
道
程
で
は
な
く
、
制
到
象
に
針
し
て
そ
の
普
遍
性
と
特
殊
性
の
隻

方
か
ら
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
性
を
解
明
す
る
方
向
が
遁
求
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

-149ー

以
上
で
西
嶋
定
生
著
『
中
園
古
代
園
家
と
東
ア
ジ
ア
』
に
つ
い
て
の
蕪
雑
な

書
評
を
お
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
い
。
筆
者
は
文
中
に
も
記
し
た
よ

う
に
日
本
古
代
史
を
皐
ぶ
者
の
一
人
と
し
て
、
中
園
史
、
朝
鮮
史
等
の
東
ナ
ジ

ア
史
へ
の
関
心
b
z
も
ち
、
そ
の
中
で
日
本
古
代
史
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
き

た
。
そ
の
過
程
で
、
ー
い
く
つ
か
試
み
に
作
成
じ
た
拙
交
に
は
西
嶋
氏
の
'所
設
に

敬
一
示
を
得
た
と
こ
ろ
も
大
き
い
し
、
ま
た
同
時
に
克
服
す
べ
き
犬
き
な
目
標
で

も
あ
っ
た
。

こ
の
熱
に
つ
い
て
は
今
後
も
餐
わ
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
が
、
そ

う
い
っ
た
皐
恩
へ
の
謝
意
も
ふ
く
め
て
、
あ
え
て
中
園
史
の
専
門
家
で
も
な
い

の
に
書
評
の
筆
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
文
中
、
著
書
へ
の
誤
解
等
も
多
く
、

著
者
へ
の
穫
を
依
い
た
黙
も
多
々
あ
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
賂
に
つ
い

て
は
著
者
な
ら
び
に
讃
者
諸
兄
に
深
く
お
わ
び
す
る
と
と
も
に
御
叱
正
を
得
ら
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れ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
八
月
東
京
大
皐
出
版
舎

A
5
版

八

三

二

頁

一

0
0
0
0園

中
国
史
研
究
曾
編

中
国
史
像
の
再
構
成

国
家
と
農
民

柳

回

節

戦
後
の
中
園
史
研
究
は
、
中
園
社
舎
停
滞
論
に
制
到
す
る
批
剣
か
ら
出
裂
し
た

と
も
い
え
よ
う
。
中
園
史
に
お
い
て
も
、
世
界
史
の
基
本
法
則
が
つ
ら
ぬ
か
れ

て
い
た
と
し
て
、
中
で
も
封
建
制
の
存
在
が
強
調
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
で

は
前
近
代
史
を
還
し
て
持
繍
し
た
専
制
支
配
を
、
封
建
制
概
念
と
理
論
的
に
矛

盾
な
く
理
解
し
得
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
久
し
い
。
本

書
は
、
そ
の
よ
う
な
戦
後
の
中
園
史
研
究
を
そ
の
出
妥
結
に
立
ち
も
ど
っ
て
再

検
討
し
、
あ
ら
た
な
座
標
軸
を
設
定
し
て
、
中
園
史
像
を
再
構
成
し
よ
う
と
す

る
、
す
ぐ
れ
て
理
論
的
、
且
つ
意
欲
的
な
論
文
集
で
あ
る
。
各
自
の
テ
l
マ
を

も
ち
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
よ
く
あ
る
論
文
集
で
は
な
い
。
熱
っ
ぽ
く
語
ら
れ
た

戦
後
の
停
滞
論
批
判
列
の
さ
な
か
に
中
園
史
に
足
を
ふ
み
込
ん
だ
私
に
と
っ
て

は
、
心
の
う
ず
き
を
感
じ
る
書
で
も
あ
る
。
研
究
の
起
黙
を
新
中
園
の
成
立
と

そ
の
後
の
社
曾
主
義
化
の
展
開
に
お
き
、
中
園
前
近
代
の
全
歴
史
を
遁
し
て
存

繍
し
た
専
制
支
配
と
、
そ
れ
を
支
え
て
き
た
庚
範
な
小
経
管
農
民
と
い
う
、
一
一

つ
の
軸
を
中
園
史
の
全
過
程
把
握
の
基
準
に
据
え
る
。
戦
園
期
以
降
、
現
代
祉

曾
主
義
社
曾
ま
で
を
通
し
て
、
小
経
替
生
産
様
式
の
と
る
諸
形
態
を
、
歴
史
的

子

設
展
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
共
通
認
識
に
た
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
共
同
研

究
の
成
果
を
世
に
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
共
通
認
識
の
理
論
的
基
盤
は
、

中
村
哲
氏
の
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
に
お
か
れ
て
い
る
と
み
て
差
支
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
中
心
的
課
題
に
据
え
ら
れ
た
小
経
営
農
民
と
は
何
か
。
渡
透
信
一
郎

氏
は
い
う
。
中
園
前
近
代
、
各
時
代
に
慮
じ
て
、
仮
作
農
民
・
傭
作
農
民
、
均

田
農
民
・
富
豪
層
・
部
曲
・
奴
稗
、
或
は
佃
戸
・
客
戸
、
傭
耕
・
奴
僕
・
富
農

等
々
、
ま
た
全
時
代
を
通
し
て
自
作
農
が
庚
範
に
存
在
し
た
。
か
か
る
多
様
な

「
歴
史
的
形
態
を
と
る
こ
れ
ら
直
接
生
産
者
か
ら
、
小
作
関
係
、
雇
傭
関
係
、
身

分
関
係
な
ど
の
形
態
規
定
を
と
り
除
け
ば
、
こ
れ
ら
農
民
に
は
、
奴
縛
を
除
い

て
共
通
す
る
一
般
的
規
定
が
残
る
」
。
こ
れ
が
小
経
営
農
民
、
正
確
に
は
小
経
営

生
産
様
式
な
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
の
弱
黙
は
、
直
接
生
産
者
の
特
殊
形
態

の
み
が
問
題
に
さ
れ
、
諸
形
態
に
共
通
す
る
一
般
的
範
時
に
ま
で
還
元
し
分
析

し
得
な
か
っ
た
所
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
統
一
的
な
護
展
的
理
解
を
不
可
能
に

し
て
き
た
の
だ
と
い
う
。

全
越
は
総
論
と
各
論
の
二
部
か
ら
成
る
。
線
論
で
は
、
前
近
代
中
園
の
理
解

に
、
何
故
に
小
経
営
生
産
様
式
を
設
定
す
る
か
、
そ
の
理
論
が
分
捲
執
筆
に
よ

っ
て
説
か
れ
る
。
上
述
、
渡
漫
氏
の
褒
言
は
そ
の
第
二
章
に
あ
た
る
。
各
論
は

小
経
営
生
産
様
式
に
つ
い
て
、
成
立
、
経
営
内
容
、
園
家
側
か
ら
の
掌
握
の
仕

方
等
を
通
し
て
、
そ
の
歴
史
的
設
展
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
寅
益
的
研
究

で
あ
る
。
私
が
史
料
的
に
確
認
し
得
る
時
代
は
限
ら
れ
て
い
て
、
誤
解
も
少
な

く
な
い
こ
と
と
恐
れ
な
が
ら
、
中
園
史
の
統
一
的
理
解
の
鍵
と
さ
れ
る
小
経
管

論
を
中
心
と
し
て
、
若
干
の
感
想
を
の
べ
る
に
と
ど
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
。
本
来
な
ら
ば
、
先
ず
総
論
か
ら
入
り
、
各
論
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

順
序
を
逆
に
、
あ
え
て
各
論
か
ら
入
る
こ
と
に
し
た
い
。
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