
｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

-

文
学
と
し
て
の

『史
記
』
研
究
序
説
-

谷

口

洋

奈
良
女
子

大学

本
稿
の
題
目
は
'
ひ
ど
-
気
障
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
安
富
な

も
の
で
あ
る
か
否
か
は
'
話
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
と
し
て
'
あ
ま

-
に
も
大
上
段
に
振
-
か
ぶ
っ
た
副
題
に
つ
い
て
は
､
は
じ
め
に
い

さ
さ
か
の
梓
明
を
試
み
て
お
き
た
い
｡

近
年
､
『史
記
』
や
司
馬
遷
に
関
す
る
書
物
が
､
日
本
で
も
中
国

で
も
清
々
と
出
版
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
多
-
は
'
歴
史
畑
の
研
究
者

に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
背
景
に
は
､
相
次
ぐ
考
古
学
的
蔑
見
に

よ
っ
て
'
中
国
古
代
像
の
書
き
換
え
が
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
進
み
'

そ
の
中
で

『史
記
』
と
司
馬
遷
を
と
ら
え
直
そ
う
と
い
う
機
運
が
高

ま
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
『史
記
』
は
歴
史
で
あ
る
以
上
に
文
学
で
あ
る
､
と

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

は
よ
-
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
史
学
者
の
間
で
'
『史
記
』
を

と
ら
え
直
す
試
み
が
次
々
に
な
さ
れ
て
い
る
中
'
そ
の
成
果
に
も
目

を
配
-
つ
つ
'
文
学
研
究
の
立
場
か
ら

『史
記
』
を
謹
み
直
す
こ
と

も
'
ま
た
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

わ
れ
わ
れ
は

『史
記
』
を
謹
む
と
､
文
学
作
品
に
接
し
た
の
と
同

種
の
感
情
を
し
ば
し
ば
覚
え
る
｡
し
か
し
､
『史
記
』
が
初
め
か
ら

文
学
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
事
賓
で
あ
-
'

そ
の
よ
う
な

『史
記
』
の
ど
こ
が
'
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
文

学
で
あ
る
の
か
を
説
き
明
か
す
の
は
'
賓
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な

い
｡
答
え
が
わ
か
っ
た
よ
う
で
い
て
そ
の
章
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い

こ
の
問
い
に
､
い
ま

一
度
向
き
合
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
､
大
仰

な
副
題
に
こ
め
ら
れ
た
さ
さ
や
か
な
意
園
で
あ
る
｡

一

『史
記
』
は
司
馬
遷
の

｢作
品
｣
か
?

『史
記
』
の
文
学
性
の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
'
こ

れ
ま
で
に
も
多
く
の
言
説
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
｡
本
稿
は
文
学

①

と
し
て
の

『史
記
』
研
究
史
の
総
括

を

目
指
す
も
の
で
は
な
い
が
'

こ
れ
ま
で

『史
記
』
が
ど
の
よ
う
な
覗
鮎
か
ら
謹
ま
れ
て
き
た
か
と
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い
う
こ
と
は
'

や
は
-

一
瞥
し
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡

『史
記
』
は
百
三
十
巻
か
ら
な
る
浩
潮
な
書
で
あ
る
が
'
全
髄
を

貫
-
筋
が
あ
る
わ
け
で
は
な
-
､
必
ず
し
も
巻

一
か
ら
順
を
追
っ
て

謹
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
『史

記
』
の
謹
み
手
た
ち
は
'
呉
越
の
封
立
'
秦
の
盛
衰
､
楚
漠
の
抗
争

と
い
っ
た
個
別
の
話
を
､
濁
立
し
た
ひ
と
つ
の
ド
ラ
マ
と
し
て
味
わ

う
こ
と
の
方
が
普
通
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
中
で
'
夫
差
の
'
句

践
の
､
始
皇
帝
の
､
趨
高
の
'
項
羽
の
､
劉
邦
の
t

l
挙
手

一
投
足

に
'
あ
る
時
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
な
-
き
っ
て
感
嘆
の
聾
を
漏
ら

し
'
あ
る
時
は
傍
観
者
の
立
場
か
ら
論
評
を
加
え
て
き
た
の
だ
っ
た
｡

そ
れ
と
並
ん
で
'
古
-
か
ら
盛
ん
に
な
さ
れ
て
き
た
の
が
､
『史

記
』
の
文
章
を
論
評
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
唐
末
の
古
文
家
や
明
の

古
文
静
振
に
よ
っ
て
､
『史
記
』
は
文
章
の
規
範
の
一
つ
と
し
て
尊

崇
さ
れ
た
｡
『史
記
』
は
し
ば
し
ば

『漢
書
』
と
比
較
さ
れ
て
き
た

が
'
そ
の
際
､
史
書
と
し
て
の
腰
例
や
記
述
の
安
富
性
を
純
粋
に
史

学
史
的
な
立
場
か
ら
論
評
す
る
も
の
は
'
劉
知
幾

『史
通
』
な
ど
少

数
の
例
外
に
と
ど
ま
り
'
む
し
ろ
'
両
者
の
文
章
の
優
劣
を
論
ず
る

こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
｡
そ
し
て
そ
こ
で
は
多
-
の
場
合
'
『史
記
』

に
軍
配
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
｡

こ
の
よ
う
に
､
話
の
内
容
や
登
場
人
物
に
酎
す
る
感
興
を
述
べ
た

-
､
文
章
の
優
劣
を
品
評
し
た
-
す
る
と
い
う
の
は
､
今
日
的
な
税

鮎
か
ら
い
え
ば
､
封
象
を
文
学
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
｡
中
園
の
書
物
の
中
で
'
こ
の
よ
う
な
受
容
の
さ
れ
方
を

し
て
き
た
の
は
､
詩
や
散
文
な
ど
の
狭
義
の
文
学
作
品
を
除
け
ば
､

何
と
い
っ
て
も
歴
史
書
で
あ
-
'
そ
の
中
で
も
飛
び
抜
け
て
い
た
の

が

『史
記
』
と

『漢
書
』
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
'
明
代
に
入
っ
て
､

諸
家
の
論
評
を
集
め
た

『史
記
許
林
』
『漠
書
評
林
』
の
よ
う
な
書

物
が
編
ま
れ
た
こ
と
に
も
う
か
が
え
る
｡
許
林
本
の
眉
注
に
は
'
も

と
よ
り
訓
話
や
史
書
の
考
護
も
多
-
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
､
し
か

し
量
的
に
多
い
の
は
､
作
中
の
事
件
や
人
物
に
封
す
る
感
興
で
あ
-
'

司
馬
遷
や
班
閲
の
文
章
に
封
す
る
論
評
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
'
『史

記
』
『漢
書
』
を
研
究
封
象
と
し
て
見
る
者
に
と

っ
て
は
'
よ
け
い

な
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
う
は
い
っ
て
も
'
鴻
門
の
曾
'
李
陵
と

蘇
武
の
別
れ
と
い
っ
た
名
場
面
に
び
っ
し
り
と
書
き
込
ま
れ
た
批
語

は
､
『史
記
』
『漢
書
』
の
そ
れ
ら
の
場
面
が
､
文
学
と
し
て
謹
み
継

が
れ
て
き
た
こ
と
の
雄
粁
な
譜
接
で
あ
る
｡
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し
か
し
､
『史
記
』
に
つ
い
て
は
､
『漢
書
』
に
は
見
ら
れ
な
い
よ

う
な
ま
た
別
の
意
味
に
お
い
て
､
ひ
と
つ
の
文
学
と
し
て
謹
ま
れ
て

き
た
歴
史
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
『史
記
』
を

『水
前
借
』
な
ど
の
小

説
と
と
も
に

｢六
才
子
書
｣
の
ひ
と
つ
に
数
え
た
金
聖
款
の
よ
う
に
'

『史
記
』
を
､
司
馬
遷
が
自
ら
の
感
懐
を
ぶ
ち
ま
け
た

｢作
品
｣
と

し
て
と
ら
え
る
方
向
で
あ
る
｡
『史
記
』
の
文
章
を
許
し
た
-
､
各

場
面
に
お
け
る
事
件
や
人
物
の
措
寓
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
も
'

『史
記
』
を
司
馬
遷
の
作
品
と
し
て
見
て
い
る
と
は
い
え
る
｡
た
だ

そ
れ
ら
が
､
あ
く
ま
で
個
別
の
場
面
に
つ
い
て
､
圭
と
し
て
表
現
技

術
の
レ
ベ
ル
を
云
々
し
て
い
る
の
に
封
し
､
こ
こ
で
は
､
『史
記
』

の
全
鰹
が
'
作
者
司
馬
遷
の
心
情
表
現
と
し
て
'
ひ
と
つ
の
主
題
の

も
と
に
と
ら
え
ら
れ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
'
『史
記
』
の
中
か
ら
文

学
性
を
も
つ
個
別
の
箇
所
を
取
-
出
し
て
論
じ
る
の
で
は
な
-
､

『史
記
』
全
鰹
を
'
ひ
と
つ
の
文
学
作
品
と
し
て
統

一
的
に
見
よ
う

と
す
る
の
で
あ
-
､
『史
記
』
を
文
学
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
鮎

で
は
'
よ
-
徹
底
し
た
方
向
と
い
え
る
｡
さ
ら
に
'
こ
の
よ
う
な
作

者
の
心
情
表
現
と
し
て
の
謹
ま
れ
方
が
'
『漢
書
』
を
は
じ
め
と
す

る
他
の
史
書
に
お
い
て
は
ま
ず
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
'

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

こ
れ
こ
そ
が

『史
記
』
の
文
学
性
の
最
も
ユ
ニ
ー
ク
な
鮎
で
あ
-
'

『史
記
』
の
文
学
性
の
核
心
な
の
だ
､
と
い
う
考
え
に
も
ゆ
き
つ
-

で
あ
ろ
う
｡

中
国
の
古
典
に
封
し
て
も
､
近
代
的
な
文
学
研
究
の
光
が
首
て
ら

れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
､
『史
記
』
を
司
馬
遷
そ
の
人
の

｢作
品
｣
と

し
て
と
ら
え
る
立
場
か
ら
の
研
究
が
現
れ
る
の
は
､
上
に
述
べ
た

『史
記
』
受
容
の
あ
り
方
か
ら
考
え
れ
ば
､
必
然
の
成
-
行
き
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
魯
迅
が

『史
記
』
を

｢史
家
の
絶
唱
､
無
韻
の

②

離
騒

｣

と
呼
ん
だ
の
も
こ
の
流
れ
の
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
､

我
が
国
に
は
'
そ
の
方
向
を
徹
底
し
'
以
後
の

『史
記
』
研
究
に
さ

ま
ざ
ま
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
問
題
作
が
現
れ
た
｡
こ
こ
に
お
い
て

③

わ
れ
わ
れ
は
'
や
は
-
､
か
の
武
田
泰
淳
の

『司
馬
遷
』
に
ふ
れ
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

｢司
馬
遷
は
生
き
恥
さ
ら
し
た
男
で
あ
る
｣
-

こ
の
冒
頭
の
一

文
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
'
武
田
氏
の
論
は
､
『史
記
』
を
司
馬
遷

の

｢蔑
憤
｣
の
産
物
と
み
る
立
場
で
一
貫
し
て
い
る
｡
こ
の
書
の
第

一
篇
は

｢司
馬
遷
停
｣
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
こ
で
は
ま
ず
'

｢任
少
卿
に
報
ず
る
の
書
｣
の
自
由
な
現
代
語
諸
が
掲
げ
ら
れ
､
宮
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刑
に
虞
せ
ら
れ
た
司
馬
遷
の
絶
望
と
執
念
と
が
指
摘
さ
れ
る
｡
｢た

だ

1
つ
記
録
す
る
こ
と
.
他
は
忘
れ
は
て
た
｡
い
や
忘
れ
は
て
た
ふ

∵∵

-
を
し
た
｡
是
が
非
で
も
忘
れ
よ
う
と
必
死
で
あ
っ
た
｡
-
-
政
治

を
棄
て
去
-
'
倫
理
を
あ
き
ら
め
た
や
う
に
見
え
て
'
賓
は
こ
の
期

間
ほ
ど
司
馬
遷
が
'
政
治
と
倫
理
の
本
質
を
き
び
し
-
考

へ
つ
づ
け

④

た
事
は
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る

｡
｣

司
馬
遷
の

｢馨
憤
｣
か
ら

『史
記
』
を
と
ら
え
る
見
方
そ
れ
自
鰹

は
'
特
に
武
田
氏
の
濁
創
に
出
る
も
の
で
は
な
い
し
'
そ
も
そ
も
武

田
氏
の
書
そ
の
も
の
も
'
厳
密
な
学
術
研
究
と
い
う
よ
-
も
'
著
者

自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

｢歴
史
論
と
も
､
思
想
論
と
も
つ
か
ぬ
'

⑤

文
聾
評
論
風
の
風
の
字
つ
き
の
も
の
｣

で
あ
っ
た
｡
た
だ
､
武
田
氏

の
善
が
へ
司
馬
遷
の

｢沓
憤
｣
を
思
い
入
れ
た
っ
ぷ
-
に
語
る
ば
か

り
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
'
十
分
注
意
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡

｢司
馬
遷
が
'
き
び
し
-
な
っ
た
の
は
'
天
漠
二
年
'
李
陵
の
禍
に

よ
っ
て
獄
に
下
っ
て
か
ら
で
は
な
い
｡
少
年
時
代
､
青
年
時
代
か
ら

で
あ
る
｡
幼
年
時
代
か
ら
と
言
っ
て
も
'
良
い
か
も
知
れ
ぬ
｡
と
言

⑥

ふ
の
は
､
彼
が
歴
史
家
の
家
庭
に
生
れ
た
か
ら
で
あ
る

｡
｣

氏
は
こ

う
言

っ
て
'
司
馬
遷
の

｢執
念
｣
｢き
び
し
さ
｣
の
背
後
に
史
官
の

使
命
感
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
'
｢司
馬
遷
博
｣
と
い
う
表
題

と
は
う
ら
は
ら
に
'
も
っ
ぱ
ら
司
馬
遷
の
父
'
司
馬
談
を
論
じ
て
い

る
｡司

馬
談
は
'
太
史
令
と
し
て
'
武
帝
の
封
縄
と
い
う
盛
儀
に
開
輿

す
る
は
ず
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
帯
同
を
許
さ
れ
ず
､
｢馨

憤
し
て
且
に
死
な
ん
と
｣
し
た
｡
武
田
氏
は
'
司
馬
談
の

｢馨
憤
｣

の
背
後
に
､
封
稗
を
め
ぐ
る
儒
者
と
方
士
の
封
立
'
そ
し
て
儒
者
の

排
斥
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
､
そ
の
心
中
を
お
も
ん
ば
か
っ
て
い

う
｡
｢司
馬
談
が
諸
儒
と
同
意
見
で
は
な
か
つ
た
に
し
ろ
'
封
稗
の

現
代
化
'
神
仙
化
､
通
俗
化
に
は
反
射
し
て
ゐ
た
と
見
て
寓
誤
-
は

な
い
｡
-
-
問
題
は
封
椎
と
見
え
る
が
､
賓
は
漠
代
文
化
全
般
で
あ

る
｡
封
椎
は
そ
の
一
端
に
過
ぎ
ぬ
｡
司
馬
談
は
か
か
る
封
稗
を
生
ん

⑦

だ
漠
代
文
化
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
か
つ
た
で
あ
ら
う

｡
｣

太
史
令
を
継
い
だ
司
馬
遷
は
こ
の
無
念
を
受
け
纏
ぎ
'
歴
史
家
の

任
務
に
没
頭
し
て
い
た
｡
武
田
氏
は
'
太
史
公
自
序
に
引
か
れ
た
董

仲
野
の

｢天
子
を
乾
し
'
諸
侯
を
退
け
'
大
夫
を
討
じ
て
､
王
事
を

達
す
｣
と
い
う
言
葉
か
ら
'
『史
記
』
述
作
に
野
す
る
司
馬
遷
の
思

い
を
推
し
量

っ
て
い
う
｡
｢
こ
の
説
に
よ
れ
ば
､
記
録
者
は
､
記
録



が
目
的
で
は
な
い
｡
王
事
宣
明
が
目
的
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
記
録
者

は
､
批
判
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
-
-
己
の
生
活
す
る
現
賓
を
､

⑧

乱
世
な
-
と
､
観
ず
る
所
か
ら
出
費
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

｡
｣

と
こ
ろ
が
'

や
が
て
自
身
も
李
陵
の
禍
に
遭
い
､
宮
刑
に
庭
せ
ら
れ
る
｡
し
か
し

こ
の

｢重
い
､
深
い
､
致
命
的
な
傷
｣
こ
そ
'
司
馬
遷
が
偉
大
な
歴

史
家
と
し
て
生
ま
れ
愛
わ
る
契
機
と
な
っ
た
｡
｢今
や
､
彼
は
無
為

自
然
に
記
録
す
る
で
あ
ら
う
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
あ
ら
ゆ
る
事
を
な

⑨

す
で
あ
ら
う
｡
記
録
者
は
､
起
ち
上
っ
た
の
で
あ
る

｡
｣

氏
の

｢司
馬
遷
博
｣
は
､
｢記
録
者
｣
の
決
起
を
述
べ
た
と
こ
ろ

で
終
わ
-
､
こ
の
書
の
残
-
四
分
の
三
は
'
｢
『史
記
』
の
世
界
構

想
｣
と
名
づ
け
ら
れ
た
第
二
篇
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
､

司
馬
遷
の

｢馨
憤
｣
そ
の
も
の
は
背
後
に
退
き
､
｢記
録
者
｣
に
徹

し
'
世
界
を
措
き
蓋
-
そ
う
と
す
る
そ
の
冷
静
な
意
志
と
'
そ
こ
に

描
か
れ
る
世
界
の
巨
大
さ
と
が
強
調
さ
れ
る
｡

第
二
簾
に
お
い
て
'
武
田
氏
の
態
度
が
よ
-
客
観
的
な
も
の
に
な

っ
た
と
み
る
こ
と
は
'
も
ち
ろ
ん
あ
た
ら
な
い
｡
氏
を
し
て
､
司
馬

遷
の

｢饗
憤
｣
と
'
そ
の
結
果
と
し
て
の

｢き
び
し
き
｣
と
に
封
す

る
関
心
を
抱
か
せ
た
の
は
､
自
身
の
戦
地
の
膿
験
と
､
い
よ
い
よ
混

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

⑲

迷
の
度
を
深
め
る
戦
局
で
あ
っ
た

｡

後
記
に
お
い
て
数
多
-
の
研
究

書
を
論
許
し
､
諸
家
の
司
馬
遷
年
譜
の
封
照
表
ま
で
作
っ
て
は
い
る

も
の
の
､
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
は
､
も
と
よ
-
そ
の
志
向
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
戦
時
中
と
い
う
特
殊
な
状
況
も
手
侍
っ
て
か
'

武
田
氏
は
'
軍
に
司
馬
遷
の

｢費
憤
｣
に
共
鳴
し
､
と
も
に
慨
嘆
す

る
の
み
な
ら
ず
､
む
し
ろ
司
馬
遷
が
､
｢無
為
自
然
の
記
録
者
｣
と

な
っ
て
い
っ
た
過
程
と
､
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
結
果
と
に
寄
-

添
お
う
と
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
氏
は
'
｢馨
憤
｣
の
内
容
を
'

自
ら
を
宮
刑
に
庭
し
た
漠
武
帝
へ
の
個
人
的
怨
恨
に
局
限
す
る
こ
と

は
し
て
い
な
い
L
t
『史
記
』
の
個
別
の
記
述
を
､
安
易
に

｢聾
憤
｣

に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
｡
司
馬
遷
の
心
情
に
封
す
る
深

い
共
感
に
始
ま
っ
た
こ
の
書
は
､
か
え
っ
て
そ
の
ゆ
え
に
'
結
果
と

し
て
､
｢馨
憤
｣
を
熟
-
語
る
よ
-
も
'
記
録
そ
の
も
の
の
冷
徹
さ

に
多
-
筆
を
割
-
こ
と
に
な
っ
た
｡
論
の
封
象
は
'

一
般
に
好
ん
で

敬
-
あ
げ
ら
れ
る
列
侍
や

一
部
の
本
紀
に
と
ど
ま
ら
ず
'

一
見
文
学

と
は
無
縁
と
も
思
え
る
表
に
ま
で
及
び
､
こ
の
数
字
の
羅
列
の
中
に
'

⑪

｢史
記
的
世
界
の
絶
封
的
持
績
｣
を
謹
み
と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る

｡
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そ
れ
は
ま
た
'

個
々
の
巻
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
に
流
さ
れ
て
全
健

を
見
失
う
こ
と
な
-
'
〟作
者
″

司
馬
遷
の

｢無
為
自
然
の
記
録
者
｣

と
い
う
立
場
か
ら
'
『史
記
』
の

全
佳
像
を
見
据
え
る
覗
座
を
手
に

入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
視
座
は
､
近
代
的
な

文
学
研
究
の
あ
り
方
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
｡

む
し
ろ
う
『史
記
』
を
近
代
的
税
鮎
か
ら
の
文
学
研
究
の
封
象
と
し

て
扱
お
う
と
考
え
る
研
究
者
に
と
っ
て
､
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
を
提
供

し
た
と
す
ら
言
い
得
る
の
で
あ
る
｡
加
え
て
､
の
ち
に
作
家
と
し
て

名
を
成
す
氏
な
ら
で
は
の
鋭
い
指
摘
と
､
各
巻
の
細
部
か
ら
全
書
の

構
成
に
至
る
ま
で
を
論
じ
た
視
野
の
大
き
さ
と
は
､
『史
記
』
の
研

究
者
に
も
稗
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
｡
昔
時
の
文
壇
に
波
紋
を

投
げ
か
け
た
の
み
な
ら
ず
､
戦
後
に
も
讃
み
継
が
れ
'
武
田
泰
淳
の

代
表
作
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
書
が
､
研
究
者
に
も
大
き
な
影
響
を
輿

え
'
『史
記
』
研
究
史
上
に
お
い
て
も
確
固
た
る
足
跡
を
残
し
た
の

は
､
決
し
て
放
な
い
こ
と
で
は
な
い
｡

と
は
い
え
､
戦
後
の
我
が
国
の
学
界
に
お
い
て
は
､
武
田
泰
淳
の

よ
う
に

『史
記
』
の
全
膿
を

1
つ
の
文
学
と
し
て
と
ら
え
た
著
作
は
'

す
ぐ
に
は
現
れ
な
か
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
'
そ
れ
は
決
し
て

『史
記
』

に
封
す
る
文
学
者
の
関
心
が
低
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
｡
む
し
ろ
そ
の
逆
に
､

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け

て
､
『史
記
』
の
諾
注
や
解
説
書
は
盛
ん
に
出
版
さ
れ
'
そ
の
中
に

㊨

は
文
学
畑
の
研
究
者
に
よ
る
も
の
が
少
な
-
な
か
っ
た

｡

個
別
の
問

題
に
関
す
る
論
文
も
､
少
な
か
ら
ず
蓉
表
さ
れ
て
い
る
｡
に
も
か
か

わ
ら
ず
､
『史
記
』
の
全
膿
像
を
論
じ
た
本
格
的
な
専
論
と
し
て
は
､

季
長
之
や
バ
ー
ト
ン

･
ワ
ト
ソ
ン
と
い
っ
た
海
外
の
学
者
に
よ
る
著

⑬作
の

ほ
う
が
ま
ず
想
起
さ
れ
､
日
本
に
お
い
て
同
様
の
書
物
を
兄
い

だ
す
の
は
難
し
い
｡
そ
の
理
由
を
考
え
る
に
'
武
田
泰
淳
の
衝
撃
が

あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
'

そ
れ
以
上
に
､
『史
記
』
の
内
容
と
ス
タ
イ
ル
が
き
わ
め
て
多
様
で

あ
る
た
め
に
'
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
文
筆
的
統

一
鰭
と
し
て
論
じ
る
の

が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
'
よ
-
本
質
的
な
理
由
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
｡

『史
記
』
を
文
学
と
し
て
謹
む
際
の
一
つ
の
問
題
は
'
巻
に
よ
っ

て
筆
致
が
極
端
に
違
う
こ
と
で
あ
る
｡
さ
な
が
ら
芝
居
を
見
る
よ
う

な
臨
場
感
豊
か
な
巻
も
あ
れ
ば
'
砂
を
噛
む
よ
う
な
無
味
乾
燥
な
箇

所
も
あ
る
｡
『史
記
』
に
は
小
説
的

･
戯
曲
的
な
箇
所
も
多
-
あ
る

- ∂ -



が
､
司
馬
遷
は
も
ち
ろ
ん
小
説
や
戯
曲
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
｡

そ

⑩

彼
自
ら
｢
蕨

れ
六
経
の
異
博
を
協
せ
､
百
家
の
難
語
を
整
斉
す
｣
と

言
い
'
班
国
が

｢司
馬
遷
は

『左
氏
』
『囲
語
』
に
擦
-
'
『世
本
』

⑮

『戦
国
策
』
を
宋
-
､
『楚
漠
春
秋
』
を
述
ぶ

｣

と
言
う
よ
う
に
､

『史
記
』
は
'
先
行
す
る
多
-
の
文
献
を
利
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
｡

そ
れ
ら
の
文
献
の
う
ち
現
存
す
る
も
の
を

『史
記
』
と
突
き
合
わ
せ

る
と
､
お
お
む
ね

一
致
し
て
お
-
､
司
馬
遷
が
､
決
し
て
勝
手
に
原

史
料
を
改
親
し
た
り
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
う
し
た
典
籍

以
外
に
も
､
『史
記
』
に
は
年
代
記
や
詔
勅

･
上
書
な
ど
の
お
堅
い

政
治
文
書
が
延
々
績
-
巻
も
あ
る
が
､
そ
れ
ら
も
や
は
-
､
朝
廷
に

⑬

保
存
さ
れ
て
い
た

｢石
室
金
匿
の
書

｣

に
基
づ
-
の
で
あ
ろ
う
｡

『史
記
』
の
あ
る
部
分
を
謹
ん
で
わ
れ
わ
れ
が
文
学
的
感
興
を
感
じ

る
か
否
か
は
'
畢
克
､
司
馬
遷
が
基
づ
い
た
史
料
そ
の
も
の
が
'
文

学
性
豊
か
な
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ

る
な
ら
､
『史
記
』
を
司
馬
遷
の
作
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
-
扱

う
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
の
は
首
然
で
あ
ろ
う
｡

も
ち
ろ
ん
､
『史
記
』
が
先
行
文
献
に
依
稼
し
て
い
る
か
ら
と
い

っ
て
'
司
馬
遷
の
猫
創
性
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

な
い
｡
田
中
謙
二
氏
は
､
こ
の
時
期
に

『史
記
』
に
関
す
る
い
-
つ

か
の
論
文
を
馨
表
し
て
い
る
が
､
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ

｢史
記
に
お

⑩

け
る
人
間
措
寓

｣

で
は
､
ま
さ
に
司
馬
遷
が
多
-
の
先
行
史
料
を
用

い
て
い
る
鮎
に
注
意
し
､
そ
こ
か
ら
司
馬
遷
の

｢秘
密
の
部
屋
｣
を

の
ぞ
-
こ
と
は
､
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
不
可
能
で
は
な
い
と
述
べ
る
｡

そ
の
賓
例
と
し
て
晋
世
家
を
と
-
あ
げ
へ
司
馬
遷
が
依
操
し
た
と
思

わ
れ
る

『春
秋
左
氏
博
』
『国
語
』
と
の
差
異
を
丹
念
に
槍
謹
す
る
｡

そ
し
て
､
司
馬
遷
が
､
｢眼
前
の
資
料
に
暫
し
消
極
的
に
は
選
樺
を

加
え
'
積
極
的
に
は
書
き
か
え
ー

一
種
の
創
造
-

を
敢
行
し

て
｣
『史
記
』
の
世
界
を
構
築
し
た
と
い
う
結
論
を
導
-
0

そ
の
方
法
が
研
究
と
し
て
の
手
堅
さ
を
備
え
て
い
る
の
は
普
然
の

こ
と
と
し
て
'
こ
こ
で
は
､
『史
記
』
に
お
け
る
司
馬
遷
の
役
割
が
､

武
田
泰
淳
の
場
合
と
は
大
き
-
違
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
｡
武
田
氏
の
描
-
司
馬
遷
は
､
『史
記
』
の
世
界

の
す
べ
て
を
創
-
出
し
'
そ
の
す
み
ず
み
に
ま
で
自
ら
の
意
志
を
ゆ

き
わ
た
ら
せ
よ
う
と
す
る
､
造
物
者
と
も
よ
ぶ
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
｡

む
ろ
ん
武
田
氏
と
て
'
司
馬
遷
が
小
説
家
の
よ
う
な
意
味
で
創
作
し

た
の
で
は
な
い
こ
と
は
わ
き
ま
え
て
い
る
｡
彼
は
た
だ

｢無
為
自

ー 7 -
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然
｣
に
記
録
し
た
に
す
ぎ
な
い
し
､
な
お
か
つ
､
｢司
馬
遷
は
'
史

記
的
世
界
を
創
-
出
し
た
が
'
そ
の
結
果
､
そ
の
中
心
が
信
じ
ら
れ

⑬

な
く
な
-
､
人
間
不
信
に
陥
っ
た

｣

の
で
あ
っ
て
'
自
ら
が
措
い
た

世
界
の
上
に
泰
然
と
君
臨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
う
は

い
っ
て
も
'
｢無
為
自
然
に
記
録
す
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て

｢あ
ら
ゆ

る
こ
と
を
な
す
｣
と
い
う
の
は
､
や
は
-
司
馬
遷
を
造
物
者
に
比
す

べ
き
存
在
と
し
て
見
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
射
し
'
田
中
氏
の

と
ら
え
る
司
馬
遷
は
'
時
に
は
書
き
換
え
さ
え
行
う
も
の
の
､
基
本

的
に
は
晩
成
の
材
料
を
自
ら
の
意
園
に
沿

っ
て
選
揮
し
排
列
す
る
'

い
っ
て
み
れ
ば
雑
誌
の
編
集
長
の
よ
う
な
立
場
で
あ
-
'
『史
記
』

に
野
す
る
司
馬
連
の
地
位
は
､
ず
い
ぶ
ん
軽
-
な
っ
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
｡
賓
際
に
司
馬
遷
が
し
た
こ
と
に
近
い
の
は
､
む
ろ

ん
後
者
の
方
で
あ
ろ
う
｡

た

だ

､
『史
記
』
の
す
べ
て
が
司
馬
遷
の
意
志
と
感
情
の
投
影
で

あ
る

か

の
よ
う
見
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
､
十
二
本

紀

･
十
表

･
八
書

･
三
十
世
家

･
七
十
列
博
と
い
う
構
成
は
司
馬
遷

の
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
-
'
そ
の
構
成
に
何
ら
か
の
意
固
を
謹
み

と
ろ
う
と
し
た
武
田
氏
の
試
み
そ
れ
自
健
は
'
決
し
て
見
首
は
ず
れ

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
田
中
氏
は
'
具
僅
的
に
個
々

の
巻
を
先
行
文
献
と
比
較
す
る
と
い
う
道
を
選
ん
だ
た
め
に
'
そ
の

研
究
は
む
し
ろ
'
『史
記
』
の
個
々
の
表
現
の
意
味
を
探
求
し
､
そ

こ
に
司
馬
遷
の
意
園
を
兄
い
だ
そ
う
と
す
る
方
向

へ
と
向
か
っ
た
｡

む
ろ
ん
氏
は
'
『史
記
』
の
個
々
の
表
現
の
背
後
に
､
司
馬
遷
の

｢永
遠
の
人
間
の
典
型
を
描
-
立
場
｣
が
あ
っ
た
こ
と
を
力
説
し
て

は
い
る
｡
し
か
し
氏
の
方
法
に
よ
る
限
-
､
そ
の

｢永
遠
の
人
間
の

典
型
を
措
-
立
場
｣
は
'
史
料
操
作
と
文
章
表
現
の
レ
ベ
ル
に
お
い

て
し
か
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
｡
こ
こ
に
'
『史
記
』
を
文
学
と
し

て
研
究
す
る
こ
と
の
難
し
さ
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡

『史
記
』
は
歴
史
で
あ
る
以
上
に
文
学
で
あ
る
､
と
い
う
言
い
方

が
さ
れ
る
と
き
'
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
個
々
の
話
に
つ
い
て
そ

う
で
あ
る
ば
か
-
で
は
な
-
'
『史
記
』
全
鰹
に
通
ず
る
ひ
と
つ
の

ト
ー
ン
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
'
そ
れ
と
な
-
感
じ
と
ら
れ
て
い

る
の
だ
｡
し
か
し
､
そ
れ
が
何
で
あ
っ
て
'
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
の
か
を
説
き
明
か
す
の
は
'
賓
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
｡



二

『史
記
』
は
史
料
集
か
'
物
語
集
か
-

『史
記
』
を
司
馬
遷
の
手
に
よ
る
'
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
作
品

と
し
て
見
る
態
度
と
封
極
に
あ
る
の
が
､
近
代
歴
史
学
の
立
場
で
あ

ろ
う
｡
そ
こ
で
は
'
『史
記
』
は
あ
-
ま
で
中
国
古
代
史
の
史
料
と

し
て
扱
わ
れ
､
｢作
者
｣
司
馬
遷
の
個
人
的
境
遇
や
感
情
は
顧
慮
さ

れ
な
い
｡
ま
た
'
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る

一
つ
一
つ
の
事
賓
こ
そ
が

重
要
な
の
で
あ

っ
て
'
『史
記
』
全
膿
の
主
題
な
ど
は
問
題
に
さ
れ

な
い
｡
こ
こ
で
の
司
馬
遷
は
'
単
な
る
史
料
蒐
集
者
で
し
か
な
い
｡

も
ち
ろ
ん
､
史
学
者
た
ち
も
'
司
馬
遷
に
つ
い
て
'
『史
記
』
全
健

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
あ
る
が
､
そ
れ
は
も
は
や
'
史
学
史
と
い
う

別
の
学
問
分
野
に
屠
す
る
事
柄
な
の
で
あ
る
｡

も

っ
と
も
'
『史
記
』
が
そ
の
ま
ま
で
は
史
料
と
し
て
使
え
な
い

こ
と
は
'
首
の
史
学
者
た
ち
が
誰
よ
-
も
よ
-
知
っ
て
い
た
｡
近
代

歴
史
学
の
史
料
批
判
が
'
『史
記
』
の
史
料
と
し
て
使
え
な
い
部
分

を
明
ら
か
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'
そ
れ
は
か
え

っ
て
､
『史
記
』
の

文
学
と
し
て
の
側
面
を
あ
ぶ
-
出
す
こ
と
に
な
っ
た
｡
宮
崎
市
走
氏

の
研
究
の
中
に
'
そ
の
よ
い
例
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
氏
は
'

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

⑲

論
文

｢身
振
-
と
文
学
-

史
記
成
立
に
つ
い
て
の
l
試
論
-

｣

に
お
い
て
'
項
羽
本
紀
の

｢鴻
門
の
曾
｣
を
は
じ
め
と
す
る
劇
的
な

場
面
が
'
｢語
｣
｢偶
語
｣
と
稀
さ
れ
る

1
種
の
語
-
物
か
ら
と
ら
れ

た
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
ら
は
本
来
漢
代
の
都
市
の
市
に
お
い
て
上
演

さ
れ
た
垂
能
で
あ
っ
た
と
の
想
定
を
示
し
た
｡
ま
た

｢史
記
李
斯
列

⑳

侍
を
謹
む

｣

に
お
い
て
は
'
こ
の
巻
の
構
成
上
の
不
統

一
に
注
目
し
'

そ
れ
が
本
来
'
李
斯
以
外
の
人
物
を
主
人
公
と
し
た
複
数
の
材
料
か

ら
再
構
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
｡
す
な
わ
ち
'
前
半
の
上
書
は
､
後

人
が
擬
作
し
た
政
策
例
文
集
､
後
半
は
撞
高
と
始
皇
帝

･
二
世
皇
帝

を
め
ぐ
る
物
語
'
さ
ら
に
､
出
世
を
め
ざ
し
萄
子
の
も
と
を
離
れ
'

最
後
に
破
滅
す
る
と
い
う
全
鰹
の
大
枠
は
､
萄
子
の
弟
子
た
ち
を
比

較
し
て
名
著
欲
や
権
勢
欲
を
批
判
す
る
民
間
の
説
話
に
取
材
し
た
と

い
う
｡
そ
し
て
後
二
者
に
つ
い
て
は
､
｢身
振
-
と
文
学
｣
で
論
じ

た
と
こ
ろ
の

｢語
｣
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
｡

宮
崎
氏
の
こ
れ
ら
の
研
究
は
､
『史
記
』
を
い
-
つ
も
の
物
語
に

分
解
し
'
そ
れ
ら
を
小
説

･
戯
曲
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

そ
れ
は
'
『史
記
』
の
史
料
批
判
と
い
う
本
来
の
意
園
と
は
別
に
､

『史
記
』
を
､
司
馬
遷
の
作
品
と
す
る
見
方
と
は
全
-
別
の
次
元
で
､
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近
代
的
な
文
学
研
究
の
封
象
と
す
る
方
向
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
い

え
る
｡
｢身
振
-
と
文
学
｣
が

『中
囲
文
学
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
こ

と
は
､
こ
の
論
文
の
意
義
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
『史
記
』

を
司
馬
遷
の
作
品
と
し
て
見
る
立
場
は
'
音
譜
性
を
追
求
す
る
過
程

で
､
『史
記
』
を
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
分
解
せ
ざ
る
を
得
ず
､
『史

記
』
全
鰹
を
統

一
膿
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
本
来
の
意
園
に
照
ら

せ
ば
､
や
や
行
き
詰
ま
-
を
呈
し
た
感
が
な
い
で
は
な
い
｡
そ
れ
に

野
L
t
近
代
歴
史
学
は
'
は
じ
め
か
ら

『史
記
』
を
史
料
の
集
積
に

分
解
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
り
'
そ
の
手
法
は
､
そ
の

ま
ま
'
『史
記
』
を
物
語
の
集
成
に
還
元
し
､
そ
れ
を
小
説
史

･
戯

曲
史
の
近
代
的
研
究
の
素
材
と
し
て
利
用
す
る
道
を
開
い
た
の
で
あ

る
｡
さ
ら
に
'
文
学
研
究
に
お
い
て
､
作
品
を
単
純
に
作
者
の
感
情

の
反
映
と
見
る
方
法
論

へ
の
反
省
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
､
『史

記
』
を
､
む
し
ろ
素
材
の
集
積
と
し
て
見
る
こ
と
を
促
し
た
で
あ
ろ

1つ
0そ

う
し
た
中
で
､
『史
記
』
と
は
何
か
'
司
馬
遷
は

『史
記
』
に

お
い
て
何
を
な
し
た
の
か
t
と
い
う
問
い
に
正
面
か
ら
向
き
合

っ
た

の
は
'
少
な
-
と
も
我
が
国
に
お
い
て
は
､
む
し
ろ
史
学
界
の
側
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
『史
記
』
の
ど
こ
ま
で
が
史
料
と
し
て
使

え
る
の
か
と
い
う
問
い
は
､
出
費
鮎
と
し
て
は
､
『史
記
』
の
各
部

分
に
つ
い
て
の
個
別
の
史
料
批
判
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
る
が
､
や

が
て
は
'
そ
も
そ
も

『史
記
』
と
は
い
か
な
る
性
質
の
文
献
な
の
か

を
問
う
こ
と
に
ゆ
き
つ
-
は
ず
だ
｡
ま
し
て
や
'
『史
記
』
は
'
中

囲
古
代
史
研
究
に
お
け
る
基
本
的
文
献
な
の
だ
か
ら
'
そ
の
素
性
を

突
き
と
め
る
こ
と
は
'
史
学
者
に
と
っ
て
焦
眉
の
急
と
な
っ
た
｡
も

し
宮
崎
氏
の
論
の
通
-
で
あ
れ
ば
'
李
斯
列
侍
は
､
後
人
の
擬
作
し

た
文
書
と
民
間
の
語
-
物
と
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
史
料

的
債
値
は
全
-
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
李
斯
列
博
だ
け
な
ら
そ

れ
で
も
よ
か
ろ
う
が
'
も
し

『史
記
』
の
全
健
が
物
語
の
集
積
だ
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
､
中
囲
古
代
史
研
究
は
'
大
き
な
制
約
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

『史
記
』
を
､
物
語
と
し
て
で
は
な
-
'
周
連
の
事
賓
の
賓
詔
的

研
究
の
中
で
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
史
学
者
た
ち
に
と
っ
て
有
利
に

働
い
た
の
は
'
二
十
世
紀
に
相
次
い
だ
考
古
学
的
尊
兄
で
あ
る
｡
古

-
は
'
股
嘘
の
甲
骨
文
に
よ
っ
て
'
股
本
紀
に
記
さ
れ
た
商
王
朝
の

系
譜
の
正
し
さ
が
謹
明
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
､
近
年
に
お
い
て
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は
へ
馬
王
堆
畠
書

『戦
国
縦
横
家
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
戦
国
期
の

簡
吊
を
用
い
'
と
か
-
問
題
の
多
い

『史
記
』
の
戦
国
期
の
記
述
に

つ
い
て
'
そ
の
史
料
的
債
値
を
再
検
討
す
る
試
み
が
地
道
に
行
わ
れ

⑪

て
い
る

｡

ま
た
'
楚
系
文
字
資
料
や
戦
囲
各
園
の
白
書
な
ど
'
戦
囲

期
史
料
の
多
様
性
を
示
す
尊
兄
は
､
『史
記
』
研
究
に
も
新
た
な
展

開
を
も
た
ら
し
た
｡
平
勢
隆
郎
氏
は
'
謀
-
の
多
い
こ
と
で
歴
代
の

史
家
を
悩
ま
せ
て
き
た

『史
記
』
六
囲
年
表
に
つ
い
て
'
戦
国
期
に

は
各
国
で
紀
元
法
や
暦
法
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
､
す
べ

て
の
記
事
に
わ
た
っ
て
矛
盾
な
-
排
列
し
直
し
た
｡
す
な
わ
ち
'
戦

囲
諸
国
に
お
い
て
､
あ
る
時
期
ま
で
は
､
王
が
即
位
す
れ
ば
年
の
改

ま
る
の
を
待
た
ず
直
ち
に
改
元
し
て
い
た
こ
と
'
各
園
で
暦
法
が
異

な
る
た
め
に
年
の
初
め
も
異
な
っ
た
こ
と
'
武
烈
王

･
威
烈
王
と
い

っ
た
二
字
の
註
鋸
が
普
通
に
存
在
し
た
こ
と
､
司
馬
遷
が
こ
れ
ら
の

事
賓
に
封
す
る
知
識
を
放
い
て
い
た
た
め
に
､
原
史
料
を
誤
っ
て
解

揮
し
た
結
果
が
六
囲
年
表
の
矛
盾
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
-
､
彼
が

誤
っ
た
過
程
を
逆
に
た
ど
れ
ば
'
す
べ
て
の
記
述
を
本
来
の
位
置
に

⑳

戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る

｡

こ
の
よ
う
に
'
『史
記
』

を
史
料
集
と
し
て
と
ら
え
'
そ
の
債
値
を
再
評
慣
す
る
研
究
は
'
近

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

年
こ
と
に
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
｡

さ
ら
に
平
勢
氏
は
､
こ
う
し
た
史
料
操
作
の
問
題
か
ら

一
歩
踏
み

込
ん
で
､
『史
記
』
と
い
う
書
物
の
意
味
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
｡

戦
国
諸
国
に
お
い
て
は
'
史
書
の
膿
我
を
採
-
つ
つ
自
ら
の
正
統
性

を
示
す
書
物
が
多
-
編
ま
れ
た
｡
た
と
え
ば

『春
秋
』
や

『公
羊

博
』
は
斉
の
正
統
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
-
､
魂
で
は

『竹
書
紀

年
』
'
韓
で
は

『左
俸
』
､
中
山
で
は

『穀
梁
博
』
が
そ
の
役
割
を
掩

っ
た
｡
そ
れ
と
同
様
に
'
『史
記
』
も
'
漠
王
朝
'
な
か
ん
づ
-
読

帝
の
治
世
を
記
念
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
あ
-
'
十
二
本
紀
の

㊨

構
成
を
は
じ
め
､
随
所
に
そ
の
意
識
が
見
ら
れ
る
と
い
う
｡

た
し
か
に
､
司
馬
談
の
遺
言
で
は
'
封
椎
に
参
輿
で
き
な
い
こ
と

を
嘆
-
と
と
も
に
､
｢明
圭
賢
君
'
忠
臣
死
義
之
士
｣
を
論
載
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
武
田
泰
淳
は
'
司
馬
談
が
自
ら
の

時
代
に
封
し
批
判
的
な
見
方
を
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
が
'

司
馬
談
は

l
方
で
'
武
帝
の
封
稀
に
時
代
を
董
す
る
意
義
を
見
出
し
､

そ
の
記
念
す
べ
き
世
を
記
録
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

-
､
さ
れ
ば
こ
そ
封
椎
か
ら
の
排
除
が
'
死
を
招
-
ほ
ど
の

｢馨

憤
｣
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
司
馬
遷
が
太
史
令
と
な
-
'
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封
椎
と
な
ら
ん
で
新
た
な
時
代
を
書
一す
る
で
き
ご
と
で
あ

っ
た
太
初

暦
の
制
定
に
か
か
わ
っ
た
際
も
､
父
の
言
葉
を
思
い
出
し
､
『史
記
』

執
筆

へ
の
志
を
新
た
に
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
鮎
か
ら
見
て
'
『史

記
』
が
本
来
漠
武
帝
の
治
世
を
記
念
す
る
書
で
あ

っ
た
と
す
る
の
は
､

説
得
力
の
あ
る
論
で
あ
る
と
は
い
え
る
｡
た
だ
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
は
､
李
陵
の
相
と
い
う
'
司
馬
遷
の
個
人
的
鰻
験
の
も
つ
意
味
に

注
意
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
｡

そ
も
そ
も
'
司
馬
遷
に
と

っ
て
､
李
陵
の
鯛
と
は
何
だ

っ
た
の
か
｡

こ
の
問

い
に
封
し
て
も
､
史
学
者
た
ち
は
'
｢太
史
公
自
序
｣
や

｢任
少
卿
に
報
ず
る
書
｣
に
お
け
る
司
馬
遷
自
ら
の
述
懐
だ
け
に
頼

る
こ
と
な
-
'
そ
の
前
後
の
司
馬
遷
の
状
況
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う

な
指
摘
を
ふ
ま
え
た
上
で
論
じ
る
こ
と
に
な
る
｡
司
馬
遷
が
腐
刑
に

虞
さ
れ
た
の
は
'
李
陵
を
梓
護
し
た
こ
と
が
武
帝
の
意
に
染
ま
ず
､

そ
の
怒
-
を
招
い
た
か
ら
と
い
う
単
純
な
理
由
で
は
な
く
'
李
陵
を

稗
護
す
る
こ
と
が
'
同
じ
時
期
に
旬
奴
に
出
兵
し
て
い
た
武
師
将
軍

李
贋
利
を
お
と
し
め
る
誕
告
罪
に
あ
た
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ

㊨る
｡

ま
た
'
常
時
の
制
度
か
ら
い
っ
て
､
刑
罰
は
更
に
議
を
下
し
て

決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
-
､
上
申
さ
れ
て
き
た
量
刑
に
封
し
て
は
'

･･J+

皇
帝
と
い
え
ど
も
異
議
を
差
し
挟
む
こ
と
は
な
か
っ
た

｡

司
馬
遷
に

封
す
る
厳
し
い
判
決
は
､
武
帝
の
意
に
お
も
ね

っ
た
公
卿
大
夫
た
ち

の
意
向
に
よ
る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
-
､
な
ら
ば
'
李
陵
の
禍
は
､

し
ば
し
ば
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
､
武
帝
と
司
馬
遷
と
の
間
の
正
面

切

っ
た
確
執
で
は
決
し
て
な
-
'
む
し
ろ
公
卿
大
夫
ら
に
よ
る
政
治

的
陰
謀
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
｡
さ
ら
に
､
腐
刑
に
廃
さ
れ
た
の
ち

も
､
司
馬
遷
は
中
書
令
と
し
て
重
用
さ
れ
'
『史
記
』
執
筆
に
必
要⑳

な
資
料
の
閲
覧
に
際
L
t
特
段
の
配
慮
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
う
し
た
鮎
に
照
ら
せ
ば
､
李
陵
の
相
が

『史
記
』
の
執
筆
に
ど
の

よ
う
に
影
響
し
た
か
､
あ
る
い
は
影
響
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と

は
'
改
め
て
考
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

む
ろ
ん
史
学
者
の
中
に
も
､
佐
藤
武
敏
氏
の
よ
う
に
､
季
長
之
ら

の
論
を
批
判
的
に
継
承
L
t
李
陵
の
禍
が

『史
記
』
の
内
容
に
大
き

な
影
響
を
輿
え
た
と
見
る
学
者
は
い
る
｡
氏
は
､
『史
記
』
の
各
編

⑳

を
執
筆
年
代
に
よ
っ
て
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
季
長
之
の
論

を

批
判
し
､
李
陵
の
鯛
以
前
と
李
陵
の
禍
以
後
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ

と
を
提
案
し
て
い
る
が
'
そ
の
判
断
規
準
の

一
つ
と
し
て
､
｢た
と

え
ば
人
間
'
歴
史
､
天
な
ど
に
封
す
る
見
方
が
､
李
陵
の
桐
を
境
に

- 12-



㊧

し
て
ど
う
撃

っ
て
き
て
い
る
か
｣
を
重
視
し
て
い
る

｡

た
だ
そ
の
場

合
も
､
『史
記
』
の
執
筆
が
す
で
に
父

･
司
馬
談
の
時
に
始
ま
-
'

⑳

李
陵
の
硝
以
前
に
か
な
-
進
行
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
し

'

武
田
泰

淳
の
よ
う
に
'
司
馬
遷
の

｢生
き
恥
｣
か
ら
出
費
し
て

『史
記
』
を

考
え
る
と
い
う
立
場
に
は
決
し
て
立
た
な
い
の
で
あ
る
｡

『史
記
』
は
本
来
､
中
国
古
典
の

｢文
史
不
分
｣
の
俸
枕
を
も

っ

と
も
典
型
的
に
示
す
書
物
で
あ

っ
た
｡
か
つ
て
は
'
中
囲
の
み
な
ら

ず
我
が
国
に
お
い
て
も
'
『史
記
』
は
'
歴
史
の
書
で
あ
る
だ
け
で

な
-
'
文
章
の
模
範
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
｡
歴
史
と
し
て
謹
む
場
合

も
'
過
去
の
事
件
を
通
し
て
人
生
の
教
訓
を
得
る
思
想
の
書
と
し
て

の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
L
t
歴
史
的
局
面
に
お
け
る
人
間
の
さ

ま
ざ
ま
な
姿
を
味
わ
う
文
学
と
し
て
の
機
能
を
も
果
た
し
て
い
た
｡

そ
れ
は
ま
さ
し
-
'
司
馬
遷
自
身
が
宣
言
す
る
と
お
-
､
｢
一
家
の

㊨言
｣

な
の
で
あ
っ
た
｡
優
れ
た
古
典
が
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､

『史
記
』
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
人
生
の
あ
-
さ
ま
を
描
き
出
し
､

人
々
は
何
度
と
な
-
嘆
息
し
な
が
ら
'
そ
こ
に
世
界
の
異
理
を
謹
み

と
り
'
人
生
の
指
針
を
得
て
き
た
｡
こ
れ
ら
が
組
合
さ
れ
て
'
『史

記
』
の
古
典
と
し
て
の
債
値
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

し
か
し
､
近
代
歴
史
学
の
角
度
か
ら
､
『史
記
』
を
史
料
と
し
て

謹
む
と
な
る
と
､
そ
こ
に
含
ま
れ
る
物
語
的
な
記
述
は
'
史
料
的
債

値
の
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
逆
に
文
学
と
し

て
見
れ
ば
'
そ
の
物
語
性
に
こ
そ

『史
記
』
の
魅
力
が
あ
る
と
い
え

る
｡
同
じ
文
学
の
立
場
で
も
､
個
別
の
巻
を
物
語
と
し
て
味
わ
う
方

向
と
別
に
､
作
者
司
馬
遷
の
境
遇
に
注
目
し
､
『史
記
』
を
そ
の
心

情
の
吐
露
さ
れ
た
作
品
と
見
る
と
ら
え
方
も
あ
る
｡
近
代
に
入
-
'

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
研
究
は
め
ざ
ま
し
い
費
展
を
遂
げ
た
が
'

し
か
し
各
々
の
学
問
分
野
は
い
よ
い
よ
細
分
化
の
度
を
深
め
て
い
っ

た
｡
そ
の
結
果
､
『史
記
』
の
債
値
を
支
え
て
い
た
多
様
な
側
面
は

分
離
L
t
と
き
に
は
互
い
に
矛
盾
さ
え
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
状
況
は
'
『史
記
』
そ
の
も
の
に
と

っ
て

は
､
あ
る
い
は
不
幸
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡

も
ち
ろ
ん
'
本
文
の
趣
旨
は
､
こ
の
よ
う
な
状
況
を
い
た
ず
ら
に

咲
-
こ
と
に
存
す
る
の
で
は
な
い
｡
た
だ
'
司
馬
遷
と

『史
記
』
に

関
す
る
賓
護
的
研
究
が
進
む
に
つ
れ
､
武
田
泰
淳
の
よ
う
な
謹
み
方

が
成
-
立
ち
が
た
-
な
っ
て
い
る
の
は
事
賓
で
あ
-
'
そ
の
こ
と
は
'

『史
記
』
を
文
学
と
し
て
研
究
し
ょ
う
と
す
る
際
に
も
､
認
め
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

三

｢物
語
の
星
雲
｣
と
し
て
の

『史
記
』

で
は
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
､
『史
記
』
を
文
学
と
し
て
謹

む
と
い
う
の
は
､
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
｡

ま
ず
､
『史
記
』
の
文
学
性
の
根
源
は
､
そ
の
豊
か
な
物
語
性
に

あ
る
と
い
う
鮎
は
､
承
認
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
は
じ

め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
､
『史
記
』
の
謹
み
手
た
ち
は
'
そ
こ
に
収
め

ら
れ
た
個
別
の
話
を
､
猫
立
し
た
ド
ラ
マ
と
し
て
味
わ
っ
て
き
た
｡

『史
記
』
に
物
語
的
記
述
が
多

い
こ
と
は
､
誰
し
も
認
め
る
こ
と
で

あ
-
､
宮
崎
市
走
氏
の
な
し
た
よ
う
な
研
究
を
､
よ
-
贋
範
に
､
精

微
に
進
め
て
ゆ
-
こ
と
で
､
今
後
さ
ら
に
多
-
の
物
語
が

『史
記
』

か
ら
馨
掘
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
.

も
ち
ろ
ん
､
『史
記
』
を
あ
ま
-
に
物
語
に
引
き
寄
せ
て
､
理
解

を
誤
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
か
つ
て
マ
ス
ベ
ロ
は
､

『史
記
』
蘇
秦
列
博
に
物
語
的
な
誇
張
が
多
-
､
そ
こ
に
述
べ
ら
れ

る
事
件
の
年
代
に
も
矛
盾
が
あ
る
こ
と
か
ら
'
蘇
秦
の
事
蹟
を
虚
構

∵1

の
小
説
と
考
え

､

学
界
に
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
が
'
そ
の
見
解
は

今
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
｡
『史
記
』
に
は
年
代
の
諜
-
や
蘇
秦

･

蘇
代
の
兄
弟
の
取
-
違
え
な
ど
が
あ
る
が
'
蘇
葉
と
い
う
人
物
が
賓

在
L
t
戟
囲
諸
国
の
外
交
で
手
腕
を
ふ
る
っ
た
の
は
事
賓
で
あ
-
､

高
書

『戦
囲
縦
横
家
書
』
の
尊
兄
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る
｡

と
は
い
え
､
古
代
に
お
い
て
､
歴
史
的
事
件
が
物
語
の
形
式
で
博

承
さ
れ
る
の
は
あ
た
-
ま
え
の
こ
と
で
あ
り
､
『史
記
』
が
史
料
に

基
づ
き
史
賓
を
述
べ
る
こ
と
と
､
そ
の
表
現
が
物
語
性
に
富
む
こ
と

と
は
､
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
史
学
者
が
'
『史
記
』
の

史
書
性
に
つ
い
て
新
た
な
成
果
を
績
々
と
出
し
て
い
る
昨
今
に
あ

っ

て
は
'
む
し
ろ
､
文
学
研
究
者
も
'
『史
記
』
の
物
語
的
側
面
の
研

究
を
い
っ
そ
う
進
め
る
べ
き
で
あ
る
し
'
そ
の
た
め
の
候
件
も
整

っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

『史
記
』
は
古
来
名
文
の
代
表
と
さ
れ
'
後
世
の
散
文
に
も
巨
大

な
影
響
を
輿
え
て
き
た
｡
し
た
が

っ
て
'
文
学
史
に
お
い
て

『史

記
』
に
言
及
す
る
際
､
そ
の
文
鰹
に
も
十
分
な
注
意
を
沸
う
の
は
昔

然
の
こ
と
で
あ
る
｡
た
だ
'
そ
う
し
た
文
学
史
的
親
鮎
を
離
れ
'

『史
記
』
そ
の
も
の
の
文
学
性
に
目
を
向
け
る
な
ら
'
『史
記
』
の

文
章
の
妙
と
は
､
多
-
の
場
合
､
物
語
的
な
内
容
を
生
き
生
き
と
表
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現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
'
ま
ず
問
題
に
す
べ
き
は
'

そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
物
語
の
方
な
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
『史

記
』
の
論
賓
も
'
古
来
名
文
と
た
た
え
ら
れ
'
史
書
は
採
ら
ぬ
の
が

建
前
の

『文
選
』
な
ど
も
'
論
質
は
例
外
的
に
収
め
て
い
る
｡
と
は

い
え
'
論
質
は
'
量
的
に
見
て
も

『史
記
』
の
1
部
で
し
か
な
い
し
'

内
容
か
ら
言
っ
て
も
'
本
文
が
あ
っ
て
こ
そ
の
存
在
で
あ
る
｡
と
な

れ
ば
'
『史
記
』
の
文
学
性
の
研
究
は
'
や
は
-
本
文
の
､
物
語
性

の
豊
か
な
部
分
か
ら
始
め
る
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
｡

『史
記
』
の
う
ち
の
物
語
的
な
部
分
に
は
'
晋
文
公
垂
耳
の
物
語

が

『左
博
』
『囲
語
』
を
材
料
と
し
､
蘇
秦
と
張
儀
の
話
柄
が
今
本

『戦
囲
策
』
と
ほ
ぼ
重
な
る
よ
う
に
､
司
馬
遷
が
基
づ
い
た
史
料
を

ほ
ぼ
特
定
し
う
る
も
の
も
あ
れ
ば
'
項
羽
と
劉
邦
の
ド
ラ
マ
に
お
け

る

『楚
漠
春
秋
』
と
の
関
係
の
よ
う
に
'
な
お
今
後
の
解
明
に
待
た

れ
る
も
の
､
さ
ら
に
司
馬
遷
と
同
時
代
の
人
物
の
場
合
の
よ
う
に
､

司
馬
遷
の
段
階
で
は
ま
だ
文
献
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る

も
の
な
ど
､
語
ら
れ
た
時
代
も
史
料
の
性
格
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

混
在
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
ま
ず
'
個
々
の
物
語
に
つ
い
て
の
研
究

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
'
『史
記
』
を

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

司
馬
遷
の

｢作
品
｣
と
し
て
で
は
な
-
､
司
馬
遷
に
よ
っ
て
集
め
ら

れ
た
物
語
の
集
成
と
し
て
見
る
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
は
意
味
す
る
｡

と
は
い
え
､
個
別
の
物
語
を
問
題
に
し
て
い
る
だ
け
で
は
､
『史

記
』
を
､
中
囲
古
代
の
物
語
の
資
料
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
に
し
か

な
ら
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
､
『史
記
』
に
は
そ
う
し
た
側
面
も
あ
る
の

だ
が
､
『史
記
』
を
文
学
と
し
て
讃
む
と
い
う
こ
と
は
'
最
後
に
は
'

『史
記
』
の
全
腰
を
ひ
と
つ
の
文
学
的
統

1
鰹
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
を
め
ざ
す
も
の
で
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
し
､
そ
の
よ
う
な
試
み
に

わ
れ
わ
れ
を
騒
-
立
て
る
も
の
が
'
『史
記
』
に
は
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
た
だ
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
'
そ
の
際
す
ぐ
に
問
題
と

な
る
の
は
'
『史
記
』
の
す
べ
て
の
部
分
が
物
語
的
性
格
を
も
つ
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
'
至
極
単
純
な
事
賓
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
こ
と
を
'
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が
'
こ
の
鮎
を
視
野
に
入
れ
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
｡
田
中
謙
二
氏
は
'
『史
記
』
の
記
述
に

｢物
語
健
｣
と

｢記
録
腔
｣
の
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
､
後
者
に

お
い
て
は
'
過
去
の
史
官
の
記
録
で
あ
る
原
史
料
を

｢ほ
と
ん
ど
み

ず
か
ら
の
筆
を
加
え
ず
に
樽
寓
｣
し
た
と
す
る
｡
し
か
し
そ
の
際
'
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司
馬
遷
は

｢全
-
同

一
か
或
る
い
は
同

一
方
向
を
も
つ
事
態
や
言
動

を
反
覆
す
る
｣
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
､
何
か
を
描
き
出
し
た
と
い

う
｡
た
と
え
ば
､
秦
始
皇
本
紀
に
お
い
て
'
六
園
を
滅
ぼ
し
て
天
下

を
統

一
す
る
過
程
に
お
い
て
は
､
天
象
の
異
奨

･
天
災
の
発
生

･
侵

略
戦
争
の
戦
果

･
王
侯
貴
族
や
重
臣
洛
軍
の
死
亡
記
事
の
四
種
の
記

事
が
繰
-
返
し
記
載
さ
れ
る
と
し
'
｢そ
こ
に
は
偉
業
の
輝
か
し
さ

な
ど
み
じ
ん
も
な
-
､
か
え
っ
て
暗
黒
時
代
の
到
来
を
'
讃
者
に
ひ

し
ひ
し
と
感
ぜ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て
'

天
下
統

1
後
の
始
皇
帝
に
つ
い
て
は
'
巡
狩
の
折
に
立
て
た
六
個
の

碑
石
の
内
容
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
克
明
に
轄
寓
す
る
こ
と
で
､
｢猫
裁

皇
帝
の
演
ず
る
道
化
芝
居
は
'
い
よ
い
よ
空
虚
さ
が
強
調
さ
れ
る
｣

⑫

と
い
う
の
で
あ
る

｡

『史
記
』
は
複
雑
な
構
成
を
も
つ
大
部
な
書
で
あ
り
'
そ
れ
を
文

学
と
し
て
論
ず
る
際
'
必
ず
し
も
隅
々
に
ま
で
目
が
配
ら
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
｡
田
中
氏
の
こ
の
よ
う
な
謹
み
は
､

一
般
に
あ
ま
り

顧
み
ら
れ
な
い

｢記
録
牒
｣
の
部
分
に
も
文
学
性
を
認
め
よ
う
と
す

る
試
み
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
武
田
泰
淳
が
'
表
の
中
に

｢史
記
的
世

界
の
絶
封
持
積
｣
を
謹
み
と
ろ
う
と
し
た
姿
勢
に
も
通
ず
る
も
の
で

あ
る
｡

田
中
氏
の
試
み
は
確
か
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
､
司
馬

遷
が
反
覆
の
手
法
に
よ
っ
て
史
料
を
羅
列
す
る
こ
と
で
､
何
か
を
描

き
出
そ
う
と
し
た
と
す
る
見
解
に
は
､
直
ち
に
は
同
意
し
か
ね
る
｡

ま
ず
司
馬
遷
が
そ
の
よ
う
な
意
園
を
持

っ
て
史
料
操
作
を
行

っ
た
か

ど
う
か
が
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
し
､
何
と
い
っ
て
も
'
｢記
録
鰭
｣

の
部
分
が
､
『史
記
』
に
文
学
性
を
求
め
る
場
合
'
｢讃
者
に
と
っ
て

は
最
も
た
い
-
つ
な
部
分
｣
で
あ
る
こ
と
は
'
田
中
氏
も
認
め
ざ
る

を
得
な
い
草
葉
で
あ
る
｡

で
は
､
そ
の
よ
う
に
物
語
的
で
な
い
部
分
に
も
'
文
学
と
し
て
の

内
容
を
謹
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
｡
そ
れ

は
'
た
と
え
ば
秦
始
皇
本
紀
の
例
で
言
え
ば
'
後
半
で
示
さ
れ
る
よ

う
な
､
両
仙
に
入
れ
あ
げ
不
老
長
寿
に
あ
こ
が
れ
る
'
弱
-
愚
か
な

始
皇
帝
'
そ
し
て
始
皇
帝
の
死
後
'
趨
高
の
思
う
ま
ま
に
あ
や
つ
ら

れ
'
帝
国
の
滅
亡
を
招
い
た
二
世
-

田
中
氏
も
指
摘
す
る
通
-
'

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は

｢記
録
膿
｣
で
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
-

と
の
封
比
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
史
料
を
見
て
い
る
か
ら
に
は

か
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
成
功
と
破
滅
の
物
語
と
し
て
の
秦
始
皇

Jd



本
紀
と
い
う
枠
組
み
の
中
で

｢記
録
膿
｣
の
部
分
を
解
揮
し
た
と
き

に
は
じ
め
て
'
田
中
氏
の
よ
う
な
讃
解
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
言
う
と
､
田
中
氏
の
解
稗
は
'
自
ら
が
設
定
し
た
枠
組

に
テ
キ
ス
ト
を
首
て
は
め
た
だ
け
の
､
何
の
根
接
も
な
い
懇
意
的
な

も
の
と
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
話
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
｡

始
皇
帝
と
そ
の
帝
国
の
物
語
は
'
始
皇
帝
本
紀
の
中
だ
け
で
閉
じ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
呂
不
幸
列
侍
で
は
､
始
皇
帝
の
出
生
に
ま

つ
わ
る
秘
話
が
語
ら
れ
る
｡
呂
不
幸
は
'
子
楚

(の
ち
の
荘
塞
王
で
あ

-
､
始
皇
帝
の
父
に
あ
た
る
)
が
牌
来
王
位
に
つ
-
べ
き
人
物
で
あ
る

と
み
て
､
自
分
の
お
気
に
入
-
の
耶
邸
の
歌
姫
を
'
求
め
ら
れ
る
ま

ま
に
差
し
出
し
た
｡
と
こ
ろ
が
賓
は
こ
の
女
は
す
で
に
妊
娠
し
て
お

り
'
そ
の
子
が
政
'
す
な
わ
ち
の
ち
の
始
皇
帝
で
あ
る
と
い
う
｡
ま

た
､
李
斯
列
侍
や
表
情
列
侍
は
'
始
皇
帝
の
も
と
で
腕
を
ふ
る
っ
た

文
官
と
武
官
の
代
表
を
扱
っ
た
も
の
だ
が
､
そ
こ
で
は
､
主
役
で
あ

る
は
ず
の
李
斯
や
豪
情
を
押
し
の
け
る
ほ
ど
の
存
在
感
で
'
在
官
趨

高
の
専
横
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
い
か
に
も
物
語
的
な
ス

タ
イ
ル
で
あ
り
'
秦
始
皇
本
紀
と
合
わ
せ
見
る
と
き
､
そ
こ
に

一
つ

の
筋
書
き
が
浮
か
び
上
が
る
｡
-
-
1
秦
王
政
は
､
出
生
の
秘
密
を
抱

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

え
つ
つ
も
'
天
下
統

l
の
偉
業
を
成
し
遂
げ
る
が
'
彼
の
死
後
､

l

介
の
官
官
で
あ
る
趨
高
に
よ
っ
て
､
そ
の
帝
国
は
も
ろ
く
も
破
滅
に

追
い
や
ら
れ
る
｡
-

思
う
に
'
司
馬
遷
の
前
に
あ
っ
た
秦
帝
園
の

物
語
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
-
'
始
皇
帝
本
紀
に
お

い
て
は
'
お
そ
ら
-
は
天
下
統

一
の
偉
業
の
意
義
を
博
え
る
た
め
に
'

こ
と
さ
ら
に
そ
う
し
た
物
語
的
な
史
料
を
排
除
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

私
が
田
中
氏
の
解
樺
に
直
ち
に
従
え
な
い
の
は
'
司
馬
遷
の
史
料
操

作
の
意
園
に
封
す
る
氏
の
説
明
に
賛
成
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

た
だ
'
司
馬
遷
の
意
園
を
離
れ
て
､
『史
記
』
の
全
髄
を
ひ
と
つ

の
言
語
世
界
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
に
は
､
始
皇
帝
本
紀
の
無
味
乾

燥
な
記
録
の
羅
列
に
不
気
味
さ
と
空
虚
さ
と
を
謹
み
と
る
の
も
'
ま

た
ひ
と
つ
の
有
効
な
謹
み
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
た
だ
し
そ
れ

は
､
司
馬
遷
が
意
園
し
て
そ
の
よ
う
な
世
界
を
創
作
し
た
と
い
う
よ

-
は
､
『史
記
』
の
随
所
に
散
在
す
る
始
皇
帝
を
め
ぐ
る
物
語
を
練

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
結
果
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
も
の

⑳

で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う

｡

こ
こ
で
も
､
『史
記
』
を
司
馬
遷

の

｢作
品
｣
と
す
る
硯
難
は
'
慣
重
に
遠
ざ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
｡
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『史
記
』
に
は
多
-
の
物
語
が
含
ま
れ
て
い
る
が
'
全
鰹
は
物
語

と
し
て
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
-
'
す
べ
て
の
部
分
が
物
語
性
を
も

つ
わ
け
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
､
い
っ
て
み
れ
ば
物
語
の
星
雲
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
｡
星
雲
は
'
ひ
と

つ
の
ま
と
ま

っ
た
光
の
塊
の
よ
う

に
見
え
る
が
､
賓
際
に
は
小
さ
な
星
の
集
ま
-
で
あ

っ
て
'
す
べ
て

の
部
分
が
輝

い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
星
の

光
は
互
い
に
絡
ま
り
合

い
､
全
膿
と
し
て
は
'
あ
た
か
も
ひ
と

つ
の

尊
光
濃
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
｡
『史
記
』
を
文
学

と
し
て
と
ら
え
る
際
に
も
､
『史
記
』

の
す
べ
て
の
巻
の

一
字

一
句

に
至
る
ま
で
を
文
学
と
し
て
讃
も
う
と
す
る
必
要
は
な
い
｡
そ
れ
は

徒
労
で
あ
る
ば
か
-
か
､
懇
意
的
な
あ
る
い
は
誤

っ
た
謹
み
に
至
る

お
そ
れ
が
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
が
な
す
べ
き
は
'
『史
記
』
に
見
ら
れ

る
ひ
と

つ
ひ
と

つ
の
物
語
の
性
質
を
理
解
し
'
数
多
-
の
物
語
が
ど

の
よ
う
に
絡
ま
-
合

っ
て
い
る
か
を
考
え
､
そ
の
絡
ま
-
合

い
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
か
を
見
て
ゆ
-
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
よ
う
に
し
て
､
古
代
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
の
集
成
と
し
て

の

『史
記
』
は
､
古
代
中
国
の
物
語
世
界
の
集
大
成
と
し
て
と
ら
え

直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

こ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
､
司
馬
遷
が

『史
記
』
の

｢作
者
｣
で
あ

る
と
い
う
硯
鮎
を

い
っ
た
ん
拒
否
し
'
あ
-
ま
で
物
語
そ
の
も
の
に

即
し
て
謹
む
姿
勢
を
と
-

つ
づ
け
て
き
た
｡
で
は
､
わ
れ
わ
れ
は
も

は
や
司
馬
遷
を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡
も
ち
ろ
ん
そ

ん
な
こ
と
は
な

い
｡
『史
記
』
は
単
な
る
寄
せ
集
め
で
は
な
-
'
全

倍
の
構
成
t
と
-
わ
け
誰
の
た
め
に
博
を
立
て
る
か
と
い
う
鮎
に
は
'

司
馬
遷
の
意
園
が
強
力
に
作
用
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
各
巻
に
つ
け

ら
れ
た
論
賓
に
は
､
単
な
る
歴
史
批
評
の
域
を
超
え
'
自
ら
の
言
葉

で
各
巻
の
物
語
に
封
す
る
感
慨
を
語

っ
た
箇
所
が
少
な
-
な
い
｡
伯

夷
列
侍
の
よ
う
に
､
博
記
を
記
述
す
る
こ
と
よ
-
も
'
自
ら
の
運
命

論
を
述
べ
る
こ
と
が
先
行
し
た
よ
う
な
巻
さ
え
あ
る
｡

司
馬
遷
は
､
あ
る
時
に
は
物
語
の
中
の
人
物
に
封
し
て
深
い
同
情

を
表
明
し
て
い
る
｡
伯
夷
列
博
で
は
'
伯
夷

･
叔
斉
が
武
力
革
命
に

反
対
し
っ
つ
餓
死
し
た
悲
劇
に
つ
い
て
'
｢仁
を
求
め
て
仁
を
得
た

り
'
又
何
を
か
怨
み
ん
｣
｢
天
道
は
親
無
し
'
常
に
善
人
に
興
す
｣

と

い
っ
た
先
賢
の
言
葉
に
疑
問
を
呈
し
､

つ
い
に
は

｢所
謂
天
道
は

是
か
非
か
｣
と
叫
び
を
あ
げ
る
に
至
る
｡

し
か
し

1
方
で
､
司
馬
遷
は
彼
に
前
に
あ
る
物
語
を
受
容
せ
ず
'

18



そ
れ
を
分
解
し
ょ
う
と
試
み
る
こ
と
も
あ
る
｡
た
と
え
ば
趨
高
は
､

始
皇
帝
本
紀
や
李
斯
列
俸
な
ど
で
は
'
秦
帝
国
の
瓦
解
を
引
き
起
こ

す
人
物
と
し
て
､
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
｡
遷
高
が
'

秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
適
の
末
商
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
'
そ
こ
に

㊨

は
撞
高
を
主
人
公
と
し
た
復
讐
譜
の
存
在
が
想
定
で
き
る

の
だ
が
'

『史
記
』
で
は
彼
の
た
め
に
侍
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
､
物

語
と
し
て
の
首
尾
を
失

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
逆
に
張
良
や
粛
何
の

生
涯
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
物
語
的
要
素
は
な
-
､
劉
邦
侍
説
の
脇
役

で
し
か
な
い
存
在
な
の
だ
が
､
司
馬
遷
は
彼
ら
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ

世
家
を
書
い
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
､
こ
れ
ら
の
人
物
に
関
す
る
公
的

な
記
録
文
書
の
ほ
か
に
､
劉
邦
の
物
語
か
ら
切
-
取
ら
れ
た
と
お
ぼ

⑳

し
き
断
片
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

｡

彼
は
ま
た
'
物
語
の
原
型
は
保
存
し
た
上
で
'
そ
れ
に
封
す
る
批

判
を
加
え
る
こ
と
も
あ
る
｡
た
と
え
ば
項
羽
本
紀
で
は
'
項
羽
の
興

起
を
述
べ
な
が
ら
も
'
｢休
猫
に
し
て
冠
す
｣
と
い
わ
れ
た
倣
慢
さ

や
残
忍
さ
を
描
-
の
だ
が
'
後
に
は
四
面
楚
歌
の
状
況
で
虞
美
人
と

別
れ
る
悲
劇
が
訪
れ
､
そ
の
落
差
が
讃
者
に
感
慨
を
輿
え
る
｡
と
こ

ろ
が
司
馬
遷
は
'
論
質
の
中
で
は
､
は
じ
め
に
項
羽
の
速
や
か
な
興

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

起
を
た
た
え
､
｢近
古
以
来
末
だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
な
-
｣
と
ま
で
い

う
の
だ
が
､
彼
の
末
路
に
封
し
て
は
､
｢卒
に
其
の
園
を
亡
い
'
身

⑮

は
東
城
に
死
す
も
､
尚
覚
悟
せ
ず
し
て
自
ら
責
過
せ
ず
､
乃
ち

『天

の
我
を
亡
ぼ
す
､
用
兵
の
罪
に
非
ざ
る
な
り
』
を
引
く
'
豊
に
謬
ら

ず
や
｣
と
酷
評
し
て
お
り
'
本
文
の
筆
致
と
全
-
反
射
に
な
っ
て
い

る
｡こ

れ
ま
で
の

『史
記
』
の
讃
者
た
ち
は
'
あ
る
時
は
司
馬
遷
と

一

緒
に
な
っ
て
'
伯
夷

･
叔
斉
の
た
め
に
涙
を
流
し
'
ま
た
あ
る
時
は

司
馬
遷
の
こ
と
は
忘
れ
て
'
趨
高
の
人
品
や
項
羽
の
戦
術
を
論
評
し

て
き
た
の
だ
が
'
司
馬
遷
が
'
彼
の
前
に
あ
る
物
語
に
野
し
て
共
鳴

し
た
り
反
馨
し
た
り
し
な
が
ら
'
そ
の
と
き
ど
き
で
臣
離
の
取
-
方

を
襲
え
て
い
る
と
い
う
鮎
に
は
､
必
ず
し
も
注
意
し
て
こ
な
か
っ
た

よ
う
だ
｡
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
､
司
馬
遷
を
'
『史
記
』
の
世
界
の

造
物
主
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
さ
-
と
て
'
彼
は
単
な

る
史
科
蒐
集
者
で
は
決
し
て
な
い
｡
司
馬
遷
が
ど
の
よ
う
に
彼
の
目

の
前
の
物
語
世
界
と
向
き
合
い
'
ど
の
よ
う
に

『史
記
』
の
世
界
を

つ
-
-
あ
げ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
､
や
は
-

『史
記
』
の
文

学
を
研
究
す
る
上
で
の
一
大
課
題
で
あ
-
績
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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四

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
司
馬
遷
の
使
命
感

司
馬
遷
が
集
め
た
大
量
の
物
語
は
'
司
馬
遷
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー

を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
､
『史
記
』
の
世
界
を
か
た

ち
づ
-
る
も
の
と
な
っ
た
｡
司
馬
遷
は
'
自
ら
の
意
園
に
従

っ
て
材

料
を
選
別
し
排
列
し
て
ゆ
-
こ
と
で
'
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
世
界

を
築
き
あ
げ
る
､
有
能
な
編
集
者
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
言
い
方

な
ら
ば
'
説
話
を
集
め
て
自
ら
の
主
張
の
助
け
と
す
る
諸
子
百
家
や
'

『左
俸
』
『国
語
』
の
よ
う
な
歴
史
説
話
集
'
さ
ら
に
は

『漢
書
』

を
は
じ
め
と
す
る
後
世
の
史
書
の
著
者
に
つ
い
て
も
'
同
じ
よ
う
に

あ
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
｡
た
だ

『史
記
』
に
お
け
る
司
馬
遷
の

物
語
世
界
と
の
交
渉
は
､
他
の
書
に
類
を
見
な
い
複
雑
か
つ
密
接
な

も
の
で
あ
る
｡

司
馬
遷
は
､
物
語
を
史
料
と
し
て
丁
重
に
扱
い
'
切
り
取
-
貼
り

合
わ
せ
る
以
上
の
改
饗
は
し
な
い
一
方
'
論
質
に
お
い
て
は
'
理
性

的
な
判
断
を
越
え
て
'
自
ら
の
感
情
を
し
ば
し
ば
表
出
し
て
い
る
｡

そ
れ
は
､
諸
子
の
書
物
が
'
物
語
を
自
己
の
主
張
に
服
属
さ
せ
､
も

っ
ぱ
ら
道
具
と
し
て
用
い
る
の
と
異
な
る
し
'
他
の
史
書
が
､
物
語

の
内
容
を
､
第
三
者
的
な
地
鮎
か
ら
論
評
す
る
の
と
も
異
な
る
｡

『史
記
』
に
は
'
｢編
集
者
｣
と
い
う
言
葉
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う

な
'
素
材
と
の
安
定
し
た
関
係
が
放
け
て
い
る
｡
物
語
の
星
雲
を
前

に
し
た
司
馬
遷
が
'
驚
き
へ
戸
惑
い
､
憤
-
'
悲
し
み
'
人
格
の
す

べ
て
を
さ
ら
け
出
し
て
の
た
う
ち
回
っ
て
い
る
さ
ま
が
'
そ
の
ま
ま

映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

本
稿
で
は
､
『史
記
』
の
文
学
性
の
根
源
は
そ
の
物
語
性
に
あ
る
'

言
い
換
え
れ
ば
そ
の
素
材
に
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
'
こ
こ
ま
で
の

考
察
を
進
め
て
き
た
｡
し
か
し
'
『史
記
』
に
司
馬
遷
そ
の
人
の
人

間
性
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
鮎
も
ま
た
､
『史
記
』
の
文
学

性
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
側
面
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
｡

ど
う
や
ら
わ
れ
わ
れ
も
'
司
馬
遷
そ
の
人
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
た
よ
う
だ
｡
幸
い
'
司
馬
遷
は
､
『史
記
』

の
最
終
巻
で
あ
る
太
史
公
自
序
に
お
い
て
､
自
ら
が

『史
記
』
を
書

-
に
至
る
ま
で
の
道
の
-
を
､
遠
-
司
馬
氏
の
先
租
に
ま
つ
わ
る
博

説
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
｡
司
馬
遷
は
'
単
に
物
語
を
蒐
集
し
編

集
し
た
だ
け
で
は
な
-
､
自
ら
も
ま
た
物
語
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ

-
'
そ
し
て
そ
れ
は
'
単
な
る
編
集
後
記
に
と
ど
ま
ら
ず
'
『史
記
』

- 2()-



の
内
容
と
複
雑
に
絡
み
合

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

太
史
公
自
序
か
ら
司
馬
遷
を
考
え
る
と
い
う
の
は
'
か
つ
て
武
田

泰
淳
が
通

っ
た
の
と
同
じ
道
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し

か
し
'
武
田
氏
が
'
そ
の
歩
み
を
こ
こ
か
ら
始
め
､
『史
記
』
の
内

容
の
考
察
に
向
か
っ
た
の
に
暫
し
､
わ
れ
わ
れ
は
'
物
語
の
星
雲
を

-
ぐ
-
抜
け
､
武
田
氏
と
は
逆
向
き
に
こ
の
道
を
行
-
の
で
あ
る
｡

同
じ
道
で
あ

っ
て
も
､
通
る
向
き
が
逆
で
あ
れ
ば
'
そ
こ
か
ら
見
え

る
風
景
は
､
普
然
違

っ
た
も
の
に
な
る
は
ず
だ
｡

『史
記
』
の
全
髄
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
太
史
公
自
序
も
'
必

ず
し
も
全
篇
に
わ
た

っ
て
物
語
的
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
｡
し
か
し
そ
の
よ
う
な
中
に
も
､
司
馬
氏
t
と
-
わ
け
司
馬

談

･
司
馬
遷
父
子
を
め
ぐ
る
濃
密
な
物
語
が
ち
-
ば
め
ら
れ
て
い
る
｡

冒
頭
で
は
､
瀬
項
帝
の
時
に
天
地
を
司

っ
た
と
い
う
重
要
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
-
'
司
馬
氏
の
輝
か
し
い
出
自
が
語
ら
れ
る
｡
こ
の

一
節

は
'
い
ま

『国
語
』
楚
語
下
に
み
ら
れ
る
も
の
と
ほ
ぼ
重
な
る
が
､

太
史
公
自
序
で
は
､
『国
語

』
に
な
い

一
句
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い

る
｡
｢司
馬
氏
世
々
周
史
を
典
る
｡
｣

こ
の

一
句
に
よ
-
'
司
馬
氏
が

歴
史
を
書
-
べ
き
者
で
あ
る
こ
と
が
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
る
の
で
あ

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

る
｡こ

の
誇
ら
し
い
宣
言
が
'
司
馬
遷
自
身
の
こ
と
と
し
て
再
定
義
さ

れ
る
の
が
'
こ
れ
ま
で
に
も
ふ
れ
て
き
た
司
馬
談
臨
終
の
場
面
で
あ

る
.
談
の
遺
命
は
'
周
室
の
太
史
で
あ

っ
た
司
馬
氏
の
博
枕
を
縄
げ

と
い
う
こ
と
'
孔
子
の

『春
秋
』
以
来
衰
微
し
て
い
る

｢天
下
の
史

文
｣
を
再
興
せ
よ
と
い
う
こ
と
の
二
鮎
に
要
約
で
き
る
｡
『春
秋
』

を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
か
ら
も
､
司
馬
談
に
普
世
に
封
す
る
批
判
的
税

鮎
が
あ

っ
た
の
は
確
か
だ
が
､
そ
れ
も
'
こ
の
時
代
の
栄
光
を
記
録

せ
よ
と
い
う
使
命
感
あ

っ
て
の
も
の
で
あ
る
｡
｢今
漠
興
り
て
'
海

内

一
統
す
｡
明
圭
賢
君
忠
臣
死
義
の
士
'
余

太
史
た
-
て
論
載
せ

ず
'
天
下
の
史
文
を
慶
す
る
は
､
余

甚
だ
催
る
､
汝
其
れ
念
え

や
｡｣
司
馬
談
の
使
命
感
は
､
こ
の
最
期
の
言
葉
に
凝
縮
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
｡
息
子
も
､
｢首
を
傭
け
沸
を
流
し
て
｣
'
父
の
使
命

感
と
､
そ
れ
を
な
し
と
げ
ら
れ
ぬ
無
念
と
を
､
ふ
た
つ
な
が
ら
受
け

取

っ
た
の
で
あ

っ
た
｡

司
馬
遷
は
そ
の
後
自
ら
が
太
史
令
と
な
り
'
太
初
暦
の
制
定
に
か

か
わ

っ
た
際
に
も
､
孔
子
か
ら
五
百
年
が
た
ち
､
｢能
-
明
世
を
紹

ぎ
'
易
博
を
正
し
､
春
秋
を
継
ぎ
､
詩
書
穫
楽
に
本
づ
-
の
際
有
ら
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ん
｣
と
言

っ
た
父
の
言
葉
を
思
い
出
し
'
父
か
ら
承
け
た
使
命
を
自

ら
の
も
の
と
し
て
再
認
識
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
つ
づ
-
壷
逐
と
の
問

答
で
は
'
そ
の
使
命
を
､
司
馬
遷
が
自
ら
の
言
葉
で
語
っ
て
い
る
｡

太
史
公
自
序
の
前
半
は
'
司
馬
遷
が
､
父
の
遺
命
を
通
し
て
'
司
馬

氏
の
使
命
を
内
面
化
し
て
ゆ
-
過
程
と
し
て
謹
み
解
-
こ
と
が
で
き

る
｡
李
陵
の
鯛
が
'
こ
う
し
た
使
命
感
を
暗
持
さ
せ
る
の
は
'
さ
ら

に
数
年
後
の
こ
と
で
あ
る
｡

漠
朝
の
盛
儀
を
記
念
し
､
『春
秋
』
を
纏
ぐ
と
い
う
使
命
感
の
産

物
と
し
て

『史
記
』
を
見
る
な
ら
､
そ
の
編
集
の
基
準
は
'
確
か
に

わ
か
-
や
す
い
｡
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
'
張
良
や
粛
何
の

功
績
を
顕
彰
す
る
の
も
'
項
羽
が
覇
を
唱
え
た
い
き
さ
つ
と
敗
れ
去

っ
た
所
以
を
評
論
す
る
の
も
､
伯
夷

･
叔
斉
の
高
潔
な
人
品
を
讃
美

す
る
の
も
'
み
な
太
史
公
と
し
て
な
す
べ
き
崇
高
な
任
務
な
の
で
あ

り
､
そ
れ
に
封
L
t
秦
朝
瓦
解
の
原
因
を
つ
-
つ
た
趨
高
な
ど
は
､

全
-
取
-
あ
げ
る
慣
値
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

『史
記
』
は
五
帝
か
ら
同
時
代
ま
で
の
通
史
と
い
う
膿
我
を
と
っ

て
い
る
が
'
篇
幅
の
大
半
を
占
め
る
の
は
'
そ
の
後
半
'
す
な
わ
ち

戦
国
か
ら
漠
武
帝
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
中
国
が
分

裂
か
ら
統

一
へ
と
向
か
う
道
の
-
で
あ
る
｡
『史
記
』
が
､
漠
武
帝

の
時
代
の
董
期
的
な
意
義
を
記
念
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
な
ら
'
司
馬
遷
は
'
彼
が
集
め
た
史
料
を
'
分
裂
か
ら
統

一
へ
と

い
う
シ
ナ
リ
オ
に
沿

っ
て
組
み
立
て
て
ゆ
き
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た

は
ず
だ
｡

し
か
し
'
わ
れ
わ
れ
が

『史
記
』
か
ら
受
け
取
る
印
象
と
い
う
の

は
'
こ
う
し
た
シ
ナ
リ
オ
と
は
か
な
-
異
な
る
も
の
で
あ
る
｡
『史

記
』
に
は
､
歴
史
の
轄
換
鮎
に
お
い
て
'

1
種
の
犠
牲
者
と
し
て
滅

び
て
ゆ
-
人
物
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
｡
最
も
典
型
的
な
の
は
'
亡
閥

の
悲
劇
を
背
負

っ
た
人
物
で
あ
る
｡
呉
の
滅
亡
を
諌
言
し
っ
つ
自
殺

し
た
伍
子
背
､
葉
が
郭
の
都
を
追
わ
れ
る
の
を
ま
の
あ
た
-
に
し
つ

つ
泊
経
に
沈
ん
だ
屈
原
'
燕
の
滅
亡
の
引
き
金
を
引
-
役
回
-
を
引

き
受
け
て
し
ま
っ
た
別
封
､
始
皇
帝
の
死
と
と
も
に
樽
落
へ
の
道
を

た
ど
っ
た
李
斯
'
つ
か
の
間
の
覇
王
に
終
わ
っ
た
項
羽
､
み
な
そ
う

で
あ
-
'
こ
れ
以
外
に
も
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
｡
『史
記
』
に
は
'

な
ぜ
か
-
も
滅
亡
の
悲
劇
が
充
ち
満
ち
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

『史
記
』
に
封
し
て
'
本
稿
の
前
半
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
さ
ま

ざ
ま
な
硯
鮎
が
あ
-
､
そ
れ
ら
が
時
に
封
立
さ
え
す
る
の
も
､
『史
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記
』
と
い
う
書
物
自
身
が
内
包
す
る
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
よ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
『史
記
』
を
文
学
と
し
て
謹
む
者
は
､
ま
ず
そ
こ

に
満
ち
あ
ふ
れ
る
悲
劇
に
目
を
奪
わ
れ
'
そ
の
暗
い
調
子
を
'
司
馬

遷
自
身
が
経
験
し
た
李
陵
の
鯛
と
い
う
悲
劇
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す

る
｡
し
か
し
'
『史
記
』
が
司
馬
遷
の
創
作
で
な
い
以
上
'
通
常
の

文
学
作
品
を
研
究
す
る
よ
う
な
や
-
方
で
両
者
の
結
び
つ
き
を
賓
諜

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
｡
『史
記
』
と
司
馬
遷
を
め
ぐ
る
薯
護
的
研

究
は
'
む
し
ろ
'
『史
記
』
が
'
漠
武
帝
の
世
を
記
念
す
る
書
で
あ

る
と
す
る
方
向
に
傾
-
｡
た
だ
､
そ
れ
で
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
そ
う
し
た
音
譜
的
研
究
は
'
太
史
公

自
序
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
-

そ
こ
に
は
純
粋
な
記

録
も
あ
れ
ば
'
司
馬
遷
の
思
い
が
吐
露
さ
れ
た

｢任
少
卿
に
報
ず
る

書
｣
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
t

を
､
『史
記
』
と
司
馬
遷
に
つ
い

て
の
事
案
を
知
る
た
め
の
史
料
と
し
て
用
い
て
い
る
に
過
ぎ
ず
'

『史
記
』
の
悲
劇
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
何
も
答
え
て
い
な
い
､

と
い
う
よ
り
'
は
じ
め
か
ら
関
心
を
示
し
て
い
な
い
か
ら
だ
｡

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
､
『史
記
』
が
漠
武
帝
の
世
を
記
念
す
る

も
の
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
と
'
そ
の
内
容
が
悲
劇
に
満
ち
て
い
る

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

こ
と
と
は
'
そ
も
そ
も
矛
盾
す
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
｡
戦
国
か
ら

大

一
統

へ
の
道
の
-
と
は
'
さ
な
が
ら
ト
ー
ナ
メ
ン
-
戦
の
よ
う
に
､

戦
い
の
中
か
ら
た
だ

一
人
の
勝
利
者
が
勝
ち
残
る
過
程
で
あ
-
､
そ

れ
は
言
い
換
え
れ
ば
'
た
だ

一
人
を
除
い
て
'
す
べ
て
の
者
が
敗
れ

ゆ
-
過
程
で
も
あ
っ
た
の
だ
.
項
羽
な
ど
は
'
こ
の
過
程
を

l
身
に

背
負

っ
た
人
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
.
楚
の
将
軍
の
家
に
生
ま
れ
'
楚

王
の
子
孫
を
接
ぎ
出
し
て
戦
い
'
最
後
に
は
自
ら
西
楚
覇
王
を
名
乗

っ
た
項
羽
が
'

1
介
の
平
民
た
る
劉
邦
に
敗
れ
去
る
と
い
う
の
は
､

戦
国
の
世
が
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
端
的
に

示
し
て
い
る
｡
項
羽
の
俸
説
は
､
た
だ
項
羽

l
人
の
み
を
俸
え
る
も

の
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
'

一
人
の
英
雄
の
悲
劇
に
借
-
て
､
押
し
と

ど
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
の
奔
流
を
描
き
出
し
'
も
は
や
締

っ

て
は
こ
な
い
過
去
を
哀
惜
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

漠
武
帝
に
至
る
統

一
の
過
程
'
言
い
換
え
れ
ば

『史
記
』
の
世
界

に
お
い
て
､
敗
れ
ゆ
-
の
は
､
な
に
も
武
器
を
取
っ
て
戦
っ
た
者
た

ち
ば
か
り
で
は
な
い
｡
た
だ

一
人
の
皇
帝
が
君
臨
す
る
専
制
統

一
帝

国
の
理
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
考
え
や
行
動
を
す
る
者
は
､
す
べ
て
が
敗

者
と
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
､
バ
ー

- 2j-
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ト
ン

･
ワ
-
ソ
ン
氏
の
以
下
の
文
章
に
ま
さ
る
も
の
を
'
私
は
知
ら

な
い

｡
し
か
し
自
分
の
時
代
に
封
し
て
抱
い
た
司
馬
遷
の
幻
滅
の
情

は
､
特
定
の
政
策
問
題
に
封
す
る
不
満
よ
-
も
'
さ
ら
に
深
い

も
の
で
あ

っ
た
｡
彼
は
過
去
に
異
常
な
ま
で
の
愛
情
と
共
感
を

も

っ
て
い
る
歴
史
家
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
生
涯
の
間
に
起

っ
た

愛
化
'
彼
が
も

っ
と
も
讃
美
し
た
過
去
の
理
想
の
多
-
が
死
滅

し
た
こ
と
を
'
鋭
敏
に
感
じ
と

っ
た
｡
自
分
の
能
力
に
よ
-
立

身
で
き
'
高

い
地
位
に
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
た
周
末
漠
初
の

日
々
に
'
彼
は
郷
愁
を
感
じ
て
い
た
｡
荒

っ
ぽ
い
直
線
的
な
や

-
方
'
君
臣
の
あ
い
だ
の
忠
誠
心
と
友
情
'
昔
の
政
治
顧
問
や

理
論
家
の
遠
慮
な
い
率
直
さ
､
部
下
と
と
も
に
困
難
を
分
か
ち

あ
う
優
れ
た
婿
軍
た
ち
の
率
先
ぶ
-
､
そ
れ
ら
を
彼
は
た
た
え

た
｡
彼
は
英
雄
崇
拝
者
で
あ

っ
た
か
ら
､
過
去
の
英
雄
を
措
-

こ
と
に
'
そ
の
生
涯
の
大
部
分
を
捧
げ
た
｡
そ
れ
に
反
し
自
分

の
時
代
に
つ
い
て
は
'
彼
は
'
古
代
の
自
由
､
昔
の
個
人
的
忠

誠
が
'
ま
す
ま
す
沓
展
す
る
官
僚
機
構
と
厳
密
な
法
網
と
に
よ

⑳

っ
て
消
え
去

っ
て
い
-
の
を
み
た

｡

た
だ

一
つ
つ
け
加
え
る
な
ら
'
ワ
ト
ソ
ン
氏
が
司
馬
遷
を
主
語
と

し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
､
賓
は
む
し
ろ
'
彼
の
前
に
あ

っ
た
物
語

の
博
承
者
た
ち
に
つ
い
て
'
よ
-
強
-
い
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
も
ち

ろ
ん
司
馬
遷
も
'
そ
う
し
た
債
値
観
に
強
-
共
鳴
し
て
い
る
箇
所
が

少
な
-
な
い
｡
た
だ
'
物
語
世
界
の
債
傍
観
と
司
馬
遷
の
債
値
観
と

の
間
に
は
'
埋
め
よ
う
の
な
い
大
き
な
断
絶
が

一
つ
あ
っ
た
｡
物
語

が
､
滅
び
ゆ
く
者
を
哀
惜
し
鎮
魂
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に

野
し
'
司
馬
遷
は
'
古
き
よ
き
債
値
を
背
負

っ
た
人
物
が
滅
び
ゆ
-

と
い
う
物
語
世
界
の
構
園
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
'
彼
ら
を
む

し
ろ
そ
こ
か
ら
救
い
出
し
'
永
遠
に
顕
彰
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
だ
｡

そ
の
こ
と
は
､
｢太
史
公
自
序
｣
と
な
ら
ん
で
'
『史
記
』
執
筆
の

意
園
を
よ
-
示
す
伯
夷
列
博
に
お
い
て
も
う
か
が
え
る
｡
司
馬
遷
は
､

伯
夷

･
叔
斉
の
事
跡
が
経
博
に
見
え
ぬ
こ
と
を
い
ぶ
か
し
み
'
そ
の

背
後
に
名
の
博
わ
ら
ぬ
名
士
が
無
数
に
い
る
こ
と
に
思
い
を
は
せ
､

｢巌
穴
の
士
､
趣
舎
時
有
る
こ
と
此
の
ご
と
-
な
る
も
'
類
名
埋
滅

し
て
稀
せ
ら
れ
ず
､
悲
し
き
か
な
｡
開
巻
の
人
'
行
い
を
砥
き
名
を

24



立
て
ん
と
欲
す
る
者
は
､
青
雲
の
士
に
附
く
に
非
ず
ん
ば
､
悪
-
ん

ぞ
能
く
後
世
に
施
さ
ん
や
｣
と
結
ぶ
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
'
『史
記
』
を
語
る
と
き
､
司
馬
遷
が
ど

の
よ
う
な
硯
賓
の
中
に
生
き
'
自
ら
の
､
そ
し
て
歴
史
上
の
現
葺
を

ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
と
い
う
鮎
に
ば
か
り
注
意
を
沸
っ
て
き
た
｡

そ
こ
に
は
､
歴
史
家
は
現
賓
を
記
録
し
'
文
学
者
は
現
賓
を
表
現
す

る
と
い
う
'
無
意
識
の
前
提
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
だ
が
'

司
馬
遷
が
､
何
よ
り
も
ま
ず
過
去
の
博
承
を
大
切
に
し
た
と
い
う
こ

と
を
認
め
る
な
ら
､
司
馬
遷
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
は
'
む
し
ろ
彼

自
身
の
目
的
と
'
彼
の
目
の
前
に
あ
っ
た
博
承
-

と
-
わ
け
物
語

的
博
承
-

と
の
間
の
'
深
刻
な
矛
盾
の
ほ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
｡

太
史
公
自
序
に
い
う
と
こ
ろ
を
す
な
お
に
受
け
取
る
な
ら
'
司
馬

遷
は
'
統

一
帝
国
を
完
成
の
域
に
導
い
た
武
帝
の
条
光
を
た
た
え
'

そ
こ
に
至
る
歴
史
の
道
の
-
に
位
置
､づ
け
る
べ
き
人
物
を
記
録
に
と

ど
め
る
た
め
に
'
『史
記
』
の
執
筆
を
開
始
し
た
は
ず
だ

っ
た
｡
し

か
し
'
史
料
を
集
め
れ
ば
集
め
る
ほ
ど
'
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
､
発

光
の
陰
で
滅
び
ゆ
く
者
た
ち
の
墓
碑
銘
ば
か
-
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

彼
の
前
に
あ
っ
た
の
は
'
い
-
ら
か
の
無
味
乾
燥
な
公
式
文
書
を
除

け
ば
'
過
去
を
惜
し
み
､
敗
者
を
鎮
魂
す
る
'
お
び
た
だ
し
い
悲
劇

の
巨
大
な
星
雲
に
は
か
な
ら
な
か

っ
た
｡
｢悲
劇
の
星
雲
｣
か
ら

｢忠
臣
死
義
の
士
｣
を
扱
い
出
す
こ
と
'
こ
れ
こ
そ
が
'
司
馬
遷
が

直
面
し
て
い
た
大
き
な
課
題
だ
っ
た
の
だ
｡

李
陵
の
鯛
が
司
馬
遷
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
も
､
こ
の
よ

う
な
角
度
か
ら
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
.
彼
は
な
ぜ
李
陵
を
斡
護

し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
父
の
遺
命
を
果
た
す
べ
-
'
日
々
歴
史
上
の

｢忠
臣
死
義
の
士
｣
を
馨
掘
し
て
い
る
司
馬
遷
に
し
て
み
れ
ば
､
李

陵
の
よ
う
な
人
物
は
'
ま
さ
に
現
代
の

｢忠
臣
死
義
の
士
｣
な
の
で

あ
-
'
そ
の
よ
う
な
人
物
が
､
旬
奴
に
降
伏
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

｢悲
劇
の
星
雲
｣
に
回
収
さ
れ
よ
う
と
し
て
ゆ
-
の
を
'
欺
っ
て
見

て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
と
こ
ろ
が
､
彼
の
行
動

は
､
｢明
圭
賢
君
｣
の
意
外
な
反
麿
を
引
き
起
こ
し
'
宮
刑
と
い
う

悲
惨
な
結
末
を
招
き
寄
せ
た
｡
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
'
自
己
の
使
命

の
犠
牲
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

李
陵
の
鍋
以
前
に
は
､
司
馬
遷
は
､
結
局
の
と
こ
ろ
'
安
全
な
高

み
に
立

っ
て
歴
史
を
評
論
す
る
傍
観
者
だ
っ
た
｡
今
や
彼
は
傍
観
者
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で
は
な
い
｡

自
ら
も
ま
た
古
人
と
同
様
に
歴
史
の
渦
中
に
い
る
こ
と

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
彼
は
'
｢蓉
憤
｣
の
果
て

に
著
作
に
生
涯
を
捧
げ
た
古
人
を
列
挙
L
t
自
ら
も
彼
ら
に
連
な
っ

て
い
る
こ
と
を
表
明
す
る
｡

退
き
て
深
-
惟
い
て
日
-
､
夫
れ
詩
書
の
隙
約
な
る
者
は
'

其
の
志
の
恩
を
遂
げ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
｡
昔
西
伯
は
美
里
に

杓
わ
れ
て
周
易
を
演
じ
'
孔
子
は
陳

･
葉
に
尼
せ
ら
れ
て
春
秋

を
作
-
'
屈
原
は
放
逐
せ
ら
れ
て
離
騒
を
著
し
'
左

丘
は
失
明

し
て
厭
れ
囲
語
有
-
'
孫
子
は
脚
を
願
せ
ら
れ
て
兵
法
を
論
じ
､

不
幸
は
葛
に
遷
-
て
世
に
呂
寛
を
博
え
､
韓
非
は
秦
に
囚
わ
れ

て
説
難

･
孤
憤
あ
-
｡
詩
三
百
篤
は
､
大
抵
賢
聖
登
憶
の
為
し

作
る
所
な
-
｡
此
れ
人
皆
意
に
欝
結
す
る
所
有
-
て
'
其
の
道

を
通
ず
る
を
得
ざ
る
な
り
､
故
に
往
事
を
述
べ
､
来
者
を
思
う
｡

こ
の

一
段
は
そ
っ
-
-

｢任
少
卿
に
報
ず
る
書
｣
の
引
用
で
あ
り
'

文
膿
も
整
え
ら
れ
て
い
て
､
前
後
の
文
と
は
明
ら
か
に
違

っ
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
'
司
馬
遷
の
述
べ
る
歴
史
上
の
著
述
者
が
､
『史
記
』
を

書
-
彼
自
身
の
姿
と
二
重
馨
し
に
な

っ
て
い
る
｡
父
の
遺
命
か
ら
始

ま

っ
た

『史
記
』
の
執
筆
は
､
今
や
彼
自
身
の
生
き
る
目
的
と
な
っ

た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
､
司
馬
遷
が
'
物
語
に
封
す
る
距
離
の
取
-
方
を
そ
の
と

き
ど
さ
で
襲
え
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
ょ
う
｡
佐
藤
武
敏
氏
は
'
論

質
に
お
け
る
司
馬
遷
の
態
度
が

一
様
で
な
い
こ
と
に
注
目
し
'
そ
こ

か
ら
'
執
筆
の
時
期
が
李
陵
の
桐
の
前
か
後
か
を
判
断
し
よ
う
と
す

る
｡
す
な
わ
ち
､
李
陵
の
相
以
前
に
お
い
て
は
､
挫
折
し
た
人
間
の

短
所

･
映
鮎
を
指
摘
し
､
き
び
し
-
突
き
は
な
す
書
き
方
を
し
て
い

る
の
に
野
L
t
李
陵
の
鯛
以
後
は
'
不
遇
な
人
物
に
封
し
て
悲
し
み

⑲

や
同
情
の
目
を
も

っ
て
見
つ
め
て
い
る
と
い
う

｡

こ
の
よ
う
な
基
準

で
執
筆
時
期
を
決
定
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
'
厳
密
な
意
味

で
の
論
詰
は
難
し
-
､
佐
藤
氏
も
認
め
る
よ
う
に
'
試
論
と
し
て
の

意
味
合
い
が
強
い
｡
と
は
い
え
'
司
馬
蓮
の
'
物
語
-

と
-
わ
け

悲
劇
-

に
封
す
る
態
度
に
'
距
離
を
置
い
た
も
の
と
同
情
的
な
も

の
と
が
あ
る
こ
と
は
事
賓
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
太
史
公
自
序
に
お
い

て
は
､
歴
史
を
第
三
者
の
高
み
に
お
い
て
裁
断
す
る
姿
勢
か
ら
'
歴

史
と
ひ
と
連
な
-
で
あ
る
自
己
を
意
識
し
っ
つ
書
-
姿
勢

へ
の
賛
化
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を
謹
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
太
史
公
自
序
の
こ
の
箇
所

は
､
司
馬
遷
が
､
李
陵
の
鯛
を
き
っ
か
け
に
､
自
ら
を
物
語
世
界
と

ひ
と
連
な
-
の
も
の
と
し
て
組
み
入
れ
た
こ
と
の
表
明
と
し
て
謹
み

解
-
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

も
ち
ろ
ん
､
彼
は
'
自
ら
を
'
そ
し
て
そ
の

『史
記
』
を
'
｢悲

劇
の
星
雲
｣
に
埋
没
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
｡
太
史
公
自
序

は
､
こ
の
あ
と
'
百
三
十
巻
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
'
そ
の
撰

述
の
意
園
を
述
べ
て
ゆ
-
｡
そ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
『史
記
』

に
お
い
て
は
'
顕
彰
す
る
債
値
が
あ
る
と
司
馬
遷
に
よ
っ
て
認
定
さ

れ
た
人
物
を
め
ぐ
っ
て
史
料
が
集
め
ら
れ
て
ゆ
き
'
そ
れ
以
前
に
あ

っ
た
物
語
は
､
必
要
に
廉
じ
切
り
取
ら
れ
'
貼
-
合
わ
さ
れ
る
｡
そ

の
よ
う
な
作
業
の
末
に
'
百
三
十
巻
か
ら
な
る

『史
記
』
の
全
膿
が
､

漠
武
帝
に
至
る
道
の
-
を
語
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
意
志
の
も
と
に
構

築
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

太
史
公
自
序
の
い
よ
い
よ
大
詰
め
'
太
史
公
自
序
そ
の
も
の
の
撰

述
意
園
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
'
改
め
て
'
漠
が
五
帝

･
三
代
を
継

ぐ
輝
か
し
い
王
朝
で
あ
る
こ
と
'
司
馬
氏
が
そ
れ
を
記
録
す
る
葉
巻

を
塘
う
こ
と
を
語
り
'
十
二
本
紀

･
十
表

･
八
書

･
三
十
世
家

･
七

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

十
列
博
の
趣
旨
を
説
き
'
｢之
を
名
山
に
親
し
'
副
は
京
師
に
在
-
'

後
世
の
聖
人
君
子
を
侯
つ
｣
と
結
ば
れ
る
｡
伯
夷
列
博
の

｢悪
-
ん

ぞ
能
-
後
世
に
施
さ
ん
や
｣
に
封
す
る
回
答
が
'
こ
こ
に
あ
る
｡

し
か
し

一
方
で
､
司
馬
遷
は
'
自
ら
の
意
園
に
沿
っ
て
物
語
を
書

き
改
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
｡
だ
か
ら
'
百
三
十
巻
の
大

伽
藍
の
そ
こ
か
し
こ
に
'
｢悲
劇
の
星
雲
｣
が
し
っ
ば
を
の
ぞ
か
せ

て
い
る
｡
司
馬
遷
は
'
趨
高
に
列
侍
の
主
人
公
の
地
位
を
輿
え
な
か

っ
た
が
､
趨
高
の
物
語
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
し
､
項
羽

を
ど
の
よ
う
に
論
許
し
ょ
う
と
も
'
項
羽
か
ら
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
と

し
て
の
色
彩
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
｡
彼
の
意
志
は
ど

う
あ
れ
､
結
果
と
し
て
'
司
馬
遷
は
､
上
古
の
悲
劇
的
世
界
の
埋
葬

人
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
れ
ば
か
-
か
'
最
後
に
は
'
彼

自
身
が
､
自
ら
の
使
命
感
に
殉
ず
る
形
で
'
悲
劇
の
主
人
公
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

だ
か
ら
'
後
世
に
あ
っ
て
は
､
司
馬
遷
と

『史
記
』
を
も

｢悲
劇

の
星
雲
｣
の
中
に
取
り
込
ん
で
解
樺
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
｡
太

史
公
自
序
集
解
に
引
-
衛
宏

『漢
書
奮
儀
注
』
で
は
'
｢司
馬
遷

景
帝
本
紀
を
作
る
に
､
其
の
短
及
び
武
帝
の
過
ち
を
極
言
し
､
武
帝
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怒
り
て
之
を
別
去
す
｡

後
に
李
陵
を
翠
ぐ
る
に
坐
し
､
陵

旬
奴
に

降
る
｡
故
に
達
を
窯
室
に
下
す
｡
怨
言
有
-
'
獄
に
下
-
て
死
す
｣

と
ま
で
い
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
司
馬
遷
の
批
判
に
武
帝
が
怒
-
'

逆
に
司
馬
遷
は
李
陵
の
桐
に
際
し
武
帝
に
怨
み
を
も
つ
と
い
う
､
怨

恨
の
連
鎖
の
中
で

『史
記
』
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
｡
班
国
が

『漢

書
』
司
馬
遷
博
を
書
-
に
あ
た
っ
て
､
太
史
公
自
序
の
ほ
か
に
'
宮

刑
に
庭
せ
ら
れ
た
後
の
心
情
を
吐
露
し
た

｢任
少
卿
に
報
ず
る
書
｣

を
主
な
材
料
と
し
て
用
い
た
の
も
'
常
時
す
で
に
こ
の
よ
う
な
理
解

⑲

が
あ
っ
た
か
ら

と

も
考
え
ら
れ
る
し
'
ま
た
'
司
馬
遷
の
俸
記
が
そ

の
よ
う
な
形
で
書
か
れ
た
こ
と
が
'
『史
記
』
を
怨
恨
の
書
と
す
る

見
方
を
い
っ
そ
う
補
強
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡

衛
宏
の
所
説
が
史
賓
に
合
わ
な

㊨し

こ

と
を
指
摘
す
る
の
は
た
や
す

い
L
t
こ
の
よ
う
な
理
解
は
､
お
そ
ら
-
'
司
馬
遷
の
本
意
で
も
な

か
ろ
う
｡
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
説
が
出
て
く
る
の
は
'
司
馬
遷
が
'

物
語
を
第
三
者
の
立
場
か
ら
切
り
貼
-
す
る
ば
か
-
で
は
な
-
へ
そ

の
世
界
の
中
に
深
-
立
ち
入
っ
て
お
-
'
さ
ら
に
自
ら
も
物
語
世
界

に
連
な
る
よ
う
な
経
験
を
徐
儀
な
-
さ
れ
た
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡

『史
記
』
に
お
け
る
司
馬
遷
は
'
単
な
る
史
料
蒐
集
者
で
は
な
-
､

編
集
者
と
い
う
の
で
も
な
い
｡
彼
と

『史
記
』
と
の
関
係
は
'
通
常

の
文
学
作
品
に
お
け
る
作
者
と
作
品
の
関
係
以
上
に
密
接
で
あ
る
｡

こ
の
鮎
こ
そ
'
『史
記
』
が
､
文
学
性
に
お
い
て
他
の
史
書
の
追
随

を
決
し
て
許
さ
な
い
所
以
な
の
で
あ
る
｡
厳
密
な
賓
誼
的
研
究
と
は

い
え
な
い
武
田
泰
淳
の
論
者
が
'
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
影
響
力
を
持

っ

た
の
も
'
『史
記
』
と
司
馬
遷
と
の
こ
う
し
た
密
接
不
可
分
な
関
係

に
立
脚
し
､
そ
の
立
場
を
貫
徹
し
て
､
『史
記
』
の
全
健
像
を
描
き

き

っ
た
と
い
う
面
を
も

っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡

た
だ
し
'
武
田
氏
は
､
｢作
者
｣
司
馬
遷
が
'
あ
た
か
も
小
説
作

品
の
よ
う
に
'
自
ら
の
費
憶
か
ら
出
費
し
て

『史
記
』
の
世
界
を
構

築
し
た
か
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
だ
が
'
司
馬
遷
と

『史
記
』
の
世

界
と
の
関
係
は
'
そ
の
よ
う
な

一
方
向
か
ら
の
理
解
に
収
ま
る
も
の

で
は
な
い
｡
司
馬
遷
は
'
目
の
前
の
巨
大
な

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
格

闘
L
t
自
ら
の
執
筆
理
念
に
照
ら
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
加
工

し
た
-
論
評
し
た
-
し
た
｡
そ
れ
は
形
の
上
で
は
成
功
し
た
か
ら
､

司
馬
遷
は
物
語
を
制
歴
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
｡
た
だ
'
司

馬
遷
は
'
物
語
自
膿
を
抹
殺
し
た
り
'
根
本
的
に
書
き
改
め
た
り
し

2g



た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
｡
さ
ら
に
'
執
筆
の
過
程
で
'
司
馬
遷
自

身
も
悲
劇
的
な
経
験
を
L
t
｢悲
劇
の
星
雲
｣
に
連
な
る
自
分
自
身

を
意
識
す
る
よ
う
に
な
-
､
お
そ
ら
-
そ
れ
に
よ
っ
て
'
物
語
に
野

す
る
態
度
も
愛
わ

っ
た
｡
あ
げ
-
に
は
'
司
馬
遷
自
身
ま
で
も
が

｢悲
劇
の
星
雲
｣
中
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
ゆ

-
の
で
あ
る
｡
『史
記
』
の
文
学
性
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
'
司
馬
遷
の

前
に
あ
っ
た
侍
承
の
厚
い
蓄
積
と
､
司
馬
遷
自
身
と
の
'
ど
ち
ら
が

勝
者
と
も
つ
か
ぬ
､
否
､
現
在
進
行
形
の
ま
ま
で
謹
者
の
前
に
投
げ

出
さ
れ
た
'
終
わ
-
な
き
戦
い
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡本

稿
は
'
『史
記
』
は
ど
の
よ
う
に
謹
ま
れ
て
き
た
か
と
い
う
問

い
か
ら
出
費
し
て
'
『史
記
』
を
文
学
と
し
て
ど
の
よ
う
に
見
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
駆
け
抜
け
た
｡
そ
の
間
に
位
置
す
べ
き
､
『史

記
』
の
具
髄
的
細
部
に
つ
い
て
の
考
察
を
放
い
て
い
る
｡
こ
う
し
た

文
章
は
､
本
来
､
『史
記
』
の
個
別
の
問
題
に
封
す
る
長
年
の
研
究

の
後
に
書
か
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
｡
た
だ
'
『史
記
』

と
い
う
巨
大
な
封
象
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
は
'
大
雑
把
で
あ
れ
全

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘
(谷
口
)

腰
の
見
取
-
園
を
手
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
､
自
ら
の
立
場
を
見
失

う
お
そ
れ
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
は
じ
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
､
史
学
の

立
場
か
ら

『史
記
』
を
見
直
す
試
み
が
次
々
に
な
さ
れ
て
い
る
中
'

そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
上
で
､
文
学
研
究
の
側
か
ら
も
尊
信
が
さ
れ
る

べ
き
時
期
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
『史
記
』
の
尊
家
で
も
な
い
私

が
'
こ
の
あ
ま
り
に
も
未
熟
な
考
察
を
､
あ
え
て
世
に
問
う
所
以
で

あ
る
｡註

①

こ
れ
ま
で
の

『史
記
』
研
究
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
'
園
内
で
は

池
田
四
郎
次
郎
著
'
池
田
英
雄
校
訂
･
槍
補

『史
記
研
究
書
目
解
題
』

(明
徳
出
版
社
'
一
九
七
八
)
を
は
じ
め
と
す
る
書
目
が
あ
っ
た
が
'

中
国
に
お
い
て
は
､
最
近

『史
記
研
究
集
成
』
全
一
四
巻

(二
〇
〇
五

年
､
華
文
出
版
社
)
が
出
版
さ
れ
た
｡
そ
の
第
九
巻

『史
記
文
学
研

究
』
(可
永
雪
著
)
で
は
'
『史
記
』
の
文
筆
的
側
面
の
主
要
な
研
究
成

果
が
主
題
別
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
第

一
三
巻
は
､
『史
記
研
究
史
及

史
記
研
究
家
』
(張
新
科
'
愈
樟
華
等
著
)
と
し
て
過
去
の
研
究
の
絶

括
に
あ
て
ら
れ
､
日
本
に
お
け
る
研
究
に
お
い
て
も
'
同
巻
中
編
第
二

章
に
､
藤
田
勝
久
氏
に
よ
る

｢日
本
封

『史
記
』
的
博
承
輿
研
究
｣

(孫
文
開
講
)
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
第
1
四
巻
は

『史
記
論
者

提
要
輿
論
文
索
引
』
で
あ
る
｡
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②

『漠
文
学
史
綱
要
』
第
十
篇

｢司
馬
相
如
輿
司
馬
遷
｣
に
'
｢恨
鵠

弄
臣
へ
寄
心
楕
墨
'
感
身
世
之
戟
辱
'
樽
崎
人
干
千
秋
､
雄
背
春
秋
之

義
'
固
不
失
鵠
史
家
之
絶
唱
へ
無
韻
之
離
騒
臭
｡｣

③

初
版
は

一
九
四
三
年
､
日
本
評
論
社
｡
以
後
多
-
の
版
を
重
ね
て
い

る
が
､
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
育
柿
堂
版

(
一
九
四
八
)
は
､
書
名
を

『史
記
の
世
界
』
と
改
め
た
ほ
か
'
内
容
の
1
部
が
改
愛
さ
れ
て
い
る
｡

詳
細
は

｢武
田
泰
淳
全
集
｣
(筑
摩
書
房
､

一
九
七

一
-
七
三
)
第

一

l
巻
の
古
林
伶
氏
の
解
題
を
参
照
｡
な
お
'
戦
後
尊
行
さ
れ
た
版
は
'

筑
摩
書
房
の
全
集
を
除
き
'
青
柿
堂
版
を
底
本
と
す
る
｡

④

『司
馬
遷
』

1
四
頁
｡
以
下
こ
の
書
の
引
用
は
初
版
本
に
よ
る
｡

⑤

同
書
､
自
序
'
三
頁
｡

⑥

同
書
､
二
1
-
二
二
頁
｡

⑦

同
書
'
三
八
頁
｡

⑧

同
書
'
四
〇
頁
｡

⑨

同
書
'
四

1
頁
.

⑲

｢は
げ
し
い
戦
地
生
活
を
送
る
う
ち
へ
長
い
年
月
生
き
の
び
た
古
典

の
強
さ
が
､
し
み
じ
み
と
身
に
し
み
て
来
て
'
漢
代
歴
史
の
世
界
が
'

現
代
の
こ
と
の
や
う
に
感
じ
ら
れ
た
｡｣
(同
書
'
自
序
'
二
頁
)
｢し

か
し
書
-
そ
ば
か
ら
考
へ
が
撃
-
､
三
年
間
'
自
分
の
位
置
を
定
め
る

こ
と
が
､
出
来
な
か
っ
た
｡
-
-
あ
の
日
以
来
'
心
が
カ
ラ
ッ
と
し
て
'

少
し
書
け
さ
う
に
な
っ
た
｡｣
(同
前
､
三
頁
)
｢あ
の
日
｣
と
は
昭
和

十
六
年
十
二
月
八
日
へ
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
日
を
さ
す
｡
な
お
引
用
中

の
最
後
の
一
文
は
'
戦
後
の
版
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
｡

⑬

同
書
第
二
篇
Ⅲ

｢
『表
』
に
つ
い
て
｣､

l
三
六
-
lE
]六
頁
｡

こ
の
時
期
に
は

『史
記
』
の
邦
謀
が
相
次
い
で
出
さ
れ
た
が
へ
そ
の

う
ち
文
学
研
究
者
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
に
は
'
野
口
定
男

･

近
藤
光
男

･
頼
惟
勤

･
吉
田
光
邦

『史
記
』
(平
凡
社

｢中
寓
古
典
文

学
全
集
｣
四

･
五
'

一
九
五
八
-
五
九
)へ
田
中
謙
二

･
1
海
知
義

『史
記
』
(朝
日
新
聞
社

｢中
国
古
典
選
｣
､
三
筋
､

一
九
五
八
-
六
四
'

新
訂
版

一
九
六
六
-
六
七
O
た
だ
し
､
初
版
が
訓
議
に
よ
る
の
に
封
し
､

新
訂
版
は
現
代
語
に
よ
る
解
程
と
鑑
賞
を
附
し
て
お
り
'
事
葉
上
の
新

語
で
あ
る
)､
小
川
環
樹

･
今
鷹
寅

･
福
島
吉
彦

『史
記
列
博
』
(筑
摩

書
房

｢世
界
古
典
文
学
全
集
｣
二
〇
㌧

1
九
六
九
)
な
ど
が
あ
る
｡
ち

な
み
に
同
時
期
に
史
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

『史
記
』
の
翻
詩
と
し

て
は
､
小
竹
文
夫

･
小
竹
武
夫

『現
代
語
詩
史
記
』
(弘
文
堂
'
八
冊
､

一
九
五
六
-
五
七
)､
貝
塚
茂
樹

･
川
勝
義
雄

『司
馬
遷
』
(列
俸
部
分

の
邦
諸
｡
中
央
公
論
融

｢世
界
の
名
著
｣

二

へ

1
九
六
八
)
が
挙
げ

ら
れ
る
｡

季
長
之

『司
馬
遷
之
人
格
輿
風
格
』
'
開
明
書
店
'

一
九
四
八
｡

Bu
rto
n
W
atso
n,
SS
U･
M
A
C
H
'ZE
N
･G
rand
H
LStOrian
of
C
hm
a
,

CoLum
bLa
Unl

V

e

r

Slty
P

re
ss,
1
9
5
8

太
史
公
自
序

｡
な
お
､
宮
崎
市
定

氏

は
､
こ
の
二
句
に
つ
い
て
'

｢蕨
れ
六
経

･
異
侍
を
協
せ
'
百
家

･
難
語
を
整
斉
す
｣
と
謹
む
説
を

立
て
て
い
る
｡
｢身
振
り
と
文
学
｣
(後
出
)
参
照
｡

『漢
書
』
六
二
司
馬
遷
俸
質
｡

太
史
公
自
序
に
'
｢連
番
太
史
令
'
細
史
記

･
石
室
金
匿
之
書
｣
｡

- 30-



⑰

初
出
は

『中
国
文
学
報
』
第

一
三
筋
'

一
九
六
〇
｡
『史
記
』
(前

掲
)
｢春
秋
戦
国
篇
｣
(
一
九
六
三
)
に
も
収
め
る
｡

⑲

『司
馬
連
』
第
二
篇
Ⅴ

｢結
語
｣
､
二

一
九
頁
｡
こ
れ
も
戦
後
の
版

で
削
除
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
｡

⑲

初
出
は

『中
国
文
学
報
』
第
二
〇
冊
､

一
九
六
五
｡

⑳

初
出
は

『東
洋
史
研
究
』
第
三
五
巻
第
四
競
'

1
九
七
七
.

㊧

藤
田
勝
久

『史
記
戦
国
史
科
の
研
究
』
(東
京
大
学
出
版
合
､

一
九

九
七
)
は
'
そ
の
代
表
的
な
成
果
と
い
え
よ
う
｡

⑳

平
勢
隆
郎
編
著

『新
編
史
記
東
周
年
表
-

中
囲
古
代
紀
年
の
研
究

序
章
-

』
'
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
報
告
へ

一
九
九
五
｡

⑳

平
勢

『｢史
記
｣
二
二
〇
〇
年
の
虚
賓
-

年
代
矛
盾
の
謎
と
隠
さ

れ
た
正
統
観
』
(講
談
社
へ
二
〇
〇
〇
)
六
三
-
七
四
頁
に
か
け
て
'

項
羽
や
呂
后
に
本
紀
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
と
関
連
づ
け
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

㊧

『漢
書
』
五
四
季
陵
侍
に
'
｢初
め
'
上

武
師

(李
廉
利
)
を
遣

わす

わ
し
大
軍
も
て
出
だ
す
に
､
財

か
に
陵
を
し
て
助
兵
た
ら
し
む
る
の
み

な
る
に
'
陵
と
草
子
と
相
値
う
に
及
び
'
而
る
に
式
師

功
少
な
し
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

上
以
え
ら
-
､
連
は
評
岡
し
'
式
師
を
温
ま
ん
と
欲
し
'
陵
の
烏
に
済

課
す
と
｡
連
を
腐
刑
に
下
す
｣
､
『漢
書
』
六
二
司
馬
遷
侍
に
引
-

｢任

少
卿
に
報
ず
る
書
｣
に
も
'
｢明
圭
深
-
暁
ら
ず
､
以
為
ら
-
'
僕
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

式
師
を
汎
み
て
'
李
陵
の
馬
に
瀞
記
す
と
｡
遂
に
理
に
下
す
.
拳
拳
の

の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

忠
も
､
終
に
自
ら
列

ぶ
る
能
わ
ず
'
因
-
て

上

を
誕
う
る
と
為
し
､
卒

に
吏
の
議
に
従
う
｣
｡
漢
代
に
お
い
て

｢誕
岡
｣
が
重
罪
で
あ
っ
た
こ

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

と
へ
そ
し
て
そ
の
背
後
に
昔
時
の
裁
判
に
お
け
る
供
述
第

一
主
義
が
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
富
谷
至

『ゴ
ビ
に
生
き
た
男
た
ち
ー

李
陵

と
蘇
武
-

』
(自
帝
赦
､

1
九
九
四
)

l
三

l
-

1
三
四
頁
及
び
二

l
六
-
二
二

一
頁
に
詳
し
い
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

⑮

｢任
少
卿
に
報
ず
る
書
｣
に
'
｢遂
に
理
に
下
す
｣
｢卒
に
吏
の
議
に

ヽ
ヽ

従
う
｣
｡
伊
藤
徳
男

『｢史
記
｣
と
司
馬
遷
』
(山
川
出
版
社
､

一
九
九

六
)
二
三
三
-
二
三
E
]頁
に
'
普
時
の
他
の
例
を
も
挙
げ
て
論
じ
て
い

る
｡

⑳

『漢
書
』
司
馬
遷
侍
に
､
｢連
敗
に
刑
せ
ら
る
る
の
後
､
中
書
令
と

為
り
､
尊
寵
せ
ら
れ
て
職
に
任
ず
｣｡
伊
藤
､
前
掲
書
二
三
七
頁
以
下

で
は
'
特
に
こ
の
難
を
重
税
す
る
｡

⑳

季
長
之
'
前
掲
書
第
六
章

｢司
馬
遷
之
健
験
輿
創
作

(下
)
.
⊥
史

記
各
篇
著
作
先
後
之
可
能
的
推
測
｣
(
一
五

1
1
二
〇
六
頁
)｡

⑳

佐
藤
武
敏

『司
馬
遷
の
研
究
』
(汲
古
書
院
､

一
九
九
七
)
第
七
章

｢
『史
記
』
の
編
纂
過
程
｣
､
二
八
八
-
二
九

一
頁
｡

⑳

｢太
史
公
自
序
｣
に
よ
れ
ば
､
『史
記
』
の
述
作
は
司
馬
談
の
遭
命

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
､
い
-
つ
か
の
篇
は
へ
司
馬
談
に
よ
っ
て
す
で

に
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
｡
こ
の
期
の
具
膿
的
な
考
誼
は
'

D

･
ポ
ッ
デ
'
季
長
之
'
願
頴
剛
ら
多
-
の
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
お
り
'
佐
藤
氏
も
'
前
掲
書
第
二
幸
三

｢司
馬
談
作
史
考
｣
(七
〇

-
九
六
頁
)
に
お
い
て
自
説
を
述
べ
て
い
る
｡
氏
は
さ
ら
に
'
司
馬
遷

の
執
筆
と
見
ら
れ
る
篤
に
つ
い
て
も
'
内
容
上
父
の
遺
命
と
密
接
な
関

連
を
持
つ
巻
は
'
李
陵
の
鯛
以
前
の
執
筆
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
し
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第
七
十
冊

て
い
る

(同
書
第
七
章
へ
二
九
六
-
三
〇
〇
頁
)｡

⑳

｢太
史
公
自
序
｣
に

｢凡
そ
百
三
十
篇
､
五
十
二
寓
六
千
五
百
字
､

太
史
公
の
書
と
馬
す
｡
序
略
は
以
て
通
を
拾
い
薮
を
補
い
t

l
家
の
言

を
成
し
､
蕨
れ
六
経
の
異
侍
を
協
せ
'
百
家
の
難
語
を
整
斉
す
｡｣
｢報

任
少
卿
書
｣
に
も
'
｢凡
そ
百
三
十
篇
'
亦
た
以
て
天
人
の
際
を
究
め
､

古
今
の
壁
を
通
じ
､

l
家
の
言
を
成
さ
ん
と
欲
す
O｣

⑪
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⑫

『

史
記
』
(朝
日
新
聞
社

｢中
国
古
典
選
｣
)
初
版

｢漠
武
篇
｣
二

九
六
四
)､
｢解
説
-

『史
記
』
の
成
立
過
程
と
そ
の
叙
述
形
式
に
つ

い
て
-

｣
第
五
節
'
二
八

l
-
二
八
五
頁
｡
な
お
､
こ
の

｢解
説
｣

は
'
新
訂
版
で
は
'
副
題
を
取
-
ま
っ
て
､
｢春
秋
戦
国
篇
｣
の
巻
頭

に
移
さ
れ
､
字
句
に
も
若
干
の
修
改
が
あ
る

(該
首
箇
所
は

一
九
1
二

二
頁
)
0

同
様

の
趣
旨
は
'
こ
れ
に
先
立
つ

｢
『史
記
』
に
お
け
る
表
現
の
反

覆
｣
(初
出
は

｢東
方
学
報
｣
(京
都
)
二
七
'

1
九
五
七
)
に
お
い
て

も
'
焚
筋
膜
港
列
博
を
例
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
｢本
来
史
官
で
あ
る

司
馬
遷
は
'
か
れ
ら
武
人
の
俸
記
を
書
-
に
あ
た
っ
て
､
宮
廷
に
保
存

さ
れ
て
い
た
軍
功
簿
に
直
接
資
料
を
求
め
た
の
で
あ
る
｡
･-
‥
だ
が
､

ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
､
か
よ
う
な
叙
述
形
式
で
提
供
さ
れ
る
と
'
か
れ
ら

の
戦
功
の
事
項
が
い
か
に
多
-
て
も
､
た
と
え
ば
透
明
紙
に
印
刷
さ
れ

た
同
じ
文
字
を
幾
枚
重
ね
て
も
や
は
-

一
字
で
あ
る
よ
う
に
'
た
ち
ま

ち
単
純
化
さ
れ
て
'
代
-
に
そ
の
イ
ン
ク
の
色
は
い
や
増
す
よ
う
に
､

単

1
化
さ
れ
た
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
脳
裡
に
強
烈
に
焼
き
つ
け
ら
れ
る
o

･････要
す
る
に
こ
れ
ら
の
武
人
は
'
韓
信
や
彰
越
'
或
は
紫
布
の
よ
う

な
強
烈
な
自
我
を
具
有
せ
ぬ
､
た
だ
本
能
的
に
忠
勤
を
励
む
だ
け
の
､

ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
な

(猟
犬
的
人
間
)
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
感
ず
る
の

で
あ
る
｡｣
(引
用
は

『こ
と
ば
と
文
学
』
(汲
古
書
院
､

一
九
九
三
)

三
七
-
三
八
頁
に
よ
る
)

同
様
の
こ
と
を
契
筋
膜
港
列
博
に
つ
い
て
い
え
ば
'
こ
れ
ら
の
人
物

は
も
と
も
と
彼
ら
自
身
の
猪
立
し
た
物
語
を
も
た
ず
､
劉
邦
俸
説
の
脇

役
で
し
か
な
か
っ
た
た
め
に
'
そ
の
侍
記
は
無
味
乾
燥
な
公
式
記
録
の

羅
列
で
ほ
と
ん
ど
が
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
､
彼

ら
の
存
在
の
軽
さ
が
よ
-
明
白
に
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

～つ
0趨

高
の
生
い
立
ち
は
､
蒙
情
列
博
に
簡
単
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
｡

｢櫨
高
な
る
者
は
､
諸
櫨
の
疏
遠
の
屠
な
り
｡
撞
高
の
昆
弟
数
人
､
皆

生
ま
れ
な
が
ら
に
宮
に
隙
せ
ら
れ
､
そ
の
母
は
刑
侵
せ
ら
る
｡
世
世
卑

賎
な
-
o｣
｢生
隈
宮
｣
は
'
集
解
に
引
-
徐
贋
に

｢百
着
と
為
る
｣
と

い
う
｡
超
が
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
際
'
超
の
血
筋
を
残
さ
な
い
よ
う
に
'

生
ま
れ
て
ま
も
な
-
宮
刑
に
庭
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
な
お
､

秦
帝
国
の
物
語
と
趨
高
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
宮
崎
市
定

｢史
記
李
斯

列
侍
を
謹
む
｣
に
秀
逸
な
分
析
が
あ
る
｡

j2



⑮

た
と
え
ば
留
侯
世
家
に
は
､
晩
年
の
劉
邦
が
太
子
を
代
え
よ
う
と
し

て
'
四
時
の
説
得
に
よ
-
あ
き
ら
め
た
こ
と
を
載
せ
る
が
､
こ
れ
な
ど

は
明
ら
か
に
も
と
劉
邦
俸
説
の
一
括
話
だ
っ
た
の
で
あ
り
'
張
良
が
四

時
の
招
請
に
壷
力
し
た
た
め
に
へ
そ
の
俸
記
に
収
め
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
｡
逆
に
張
良
が
鴻
門
の
倉
に
参
加
し
た
折
の
こ
と
は
'
留
侯

世
家
で
は

｢語
は
項
羽
の
事
の
中
に
在
-
｣
と
し
て
'

1
切
省
略
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
｡

⑲

原
文

｢侍
不
覚
悟
而
不
自
責
過
莫
｣
｡
『漢
書
』
三

一
陳
勝
項
籍
博
質

は

｢過
臭
｣
を

｢過
失
｣
に
作
る
が
'
『史
記
合
法
考
讃
』
に

｢而
不

自
責
過
臭
の
六
字
は
連
な
-
て
1
句
に
作
る
O
過
も
亦
た
責
な
-
'
過

誤
の
過
に
非
ず
｣
と
い
う
の
に
従
っ
た
｡

㊨

バ
ー
-
ン
･
ワ
ー
ソ
ン
著
'
今
鷹
巣
詳
'
『司
馬
遷
』
(筑
摩
書
房
t

l
九
六
五
)
五
五
-
五
六
頁
o
原
文
は
注
⑬
前
掲
書
､
三
五
頁
｡

⑳

佐
藤
､
前
掲
書
'
三
六
三
頁
｡

⑳

衛
宏
は
､
『後
漢
書
』
儒
林
侍
下
に
'
光
武
帝
の
時
に
杜
林
か
ら
古

文
尚
書
の
撃
を
受
け
た
こ
と
'
議
郎
の
位
に
つ
い
た
こ
と
な
ど
を
載
せ

る
か
ら
､
明
帝

･
章
帝
期
に
活
躍
し
た
班
固
よ
り
や
や
年
長
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡

⑲

景
帝
本
紀
は
'
事
柄
の
み
を
記
す
大
事
記
の
牌
我
で
書
か
れ
て
お
り
'

皇
帝
批
判
に
結
び
つ
-
よ
う
な
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
｡
司
馬
遷
が
李

陵
を
推
馨
し
た
と
い
う
の
は
'
李
陵
が
旬
奴
に
降
っ
た
際
に
梓
護
し
た

と
い
う

『漢
書
』
司
馬
遷
侍
の
記
述
と
異
な
る
L
t
司
馬
遷
が
獄
死
し

た
と
い
う
の
も

『漢
書
』
に
は
見
え
な
い
｡

｢悲
劇
の
星
雲
｣
と
の
格
闘

(谷
口
)

な
お

『漢
書
』
司
馬
遷
侍
に
よ
れ
ば
'
『史
記
』
は

一
三
〇
巻
の
う

ち

一
〇
篇
が
､
目
録
の
み
で
本
文
が
放
け
て
い
た
と
さ
れ
'
張
妻
の
桂

に
よ
れ
ば
'
景
帝
本
紀
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
｡
『史
記
』
太
史
公
自
序

索
陰
は
こ
れ
を
引
い
た
上
で
'
｢景
紀
は
班
書
を
取
-
て
之
を
補
う
｣

と
い
う
｡
た
し
か
に
今
本
景
帝
本
紀
は
､
他
の
本
紀
と
比
べ
て
簡
略
な

も
の
で
は
あ
る
が
'
『漢
書
』
景
帝
本
紀
に
な
い
記
述
を
も
含
む
か
ら
､

通
説
は
索
陰
の
説
に
は
否
定
的
で
あ
り
'
『史
記
』
景
帝
本
紀
は
司
馬

遷
の
原
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

[附
記
]

本
稿
の
構
想
を
初
め
て
公
に
し
た
の
は
'
中
国
文
筆
曾
第

一
八

回
例
倉

(二
〇
〇
三
年
六
月
'
京
大
食
餌
)
に
お
い
て
'
｢
『史
記
』
と
漠

代
の
も
の
が
た
-
｣
と
題
し
て
講
述
し
た
際
に
さ
か
の
ぼ
る
｡
つ
い
で
翌

二
〇
〇
四
年
八
月
'
南
京
大
学
の
主
催
で
開
か
れ
た
中
開
古
代
文
学
文
献

学
園
際
学
術
研
討
倉
に
参
加
す
る
に
際
し
て
､
《
文
学
史
家
如
何
讃

(史

記
)
?
》
と
改
題
し
て
尊
表
し
た
｡
本
稿
は
'
南
京
で
の
尊
表
原
稿
を
ふ

ま
え
､
さ
ら
に
大
幅
に
加
筆
修
正
を
施
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の

間
､
中
国
文
学
合
に
お
い
て
今
鷹
異
教
授
の
御
示
教
を
受
け
た
の
を
は
じ

め
､
多
-
の
方
々
か
ら
励
ま
し
を
い
た
だ
い
た
｡
そ
れ
ら
な
し
に
は
'

遅
々
と
し
て
進
ま
ぬ
執
筆
を
績
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
こ
の

場
を
借
-
て
感
謝
申
し
上
げ
る
｡
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