
紹
　
介

ア
ー
サ
：
・
F
・
ラ
イ
ト
著

布
目
潮
楓
・
中
川
努
訳

『
晴
　
代
　
史
』

　
近
年
、
欧
米
学
者
に
よ
る
ア
ジ
ア
史
研
究
書
の

臼
訳
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
大
体
は
、
日
本

史
関
係
で
あ
る
が
、
た
ま
に
中
国
史
関
係
の
書
物

も
見
え
る
。
布
目
潮
楓
、
中
川
努
の
里
馬
に
よ
っ

て
翻
訳
さ
れ
、
ぬ
陣
年
上
梓
さ
れ
た
、
故
ア
サ
・
ラ

イ
ト
遺
著
の
『
晴
代
史
』
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
一
九
七
六
年
六
十
三
歳
で
死
会
し
た
、
元
エ
ー

ル
大
学
教
授
の
故
ア
サ
・
ラ
イ
ト
氏
は
、
生
前
研

究
、
教
学
、
組
織
の
諸
方
面
に
お
い
て
欧
米
に
お

け
る
中
国
史
学
の
昌
達
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
。

氏
は
、
幅
広
い
研
究
活
動
を
行
い
、
数
多
い
論
著

を
残
し
た
が
、
そ
の
う
ち
『
中
国
史
に
お
け
る
仏

教
』
な
ど
が
す
で
に
臼
訳
さ
れ
、
日
本
に
も
そ
の

名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
氏
が
生
前
深
い

関
心
を
持
っ
て
い
た
の
が
階
で
あ
る
。
そ
し
て
何

編
か
の
論
文
を
発
表
し
た
が
、
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク

と
し
て
企
劃
し
た
晴
一
代
の
通
史
は
、
茂
の
急
逝

の
た
め
遂
に
完
成
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
幸

い
氏
の
高
足
の
ミ
ズ
ー
リ
大
学
助
教
授
の
ロ
バ
ー

ト
・
ソ
マ
ズ
氏
が
遣
稿
を
整
理
し
た
う
え
自
ら
結

論
を
加
え
、
一
九
七
八
年
ア
メ
リ
カ
の
大
手
出
版

祉
ア
ル
フ
レ
ヅ
ト
・
A
・
ノ
ブ
が
上
梓
し
た
の
が

本
書
で
あ
る
。

　
従
来
、
晴
は
、
南
北
朝
の
最
終
的
段
階
、
あ
る

い
は
、
晴
唐
と
い
う
言
葉
が
示
す
通
り
唐
の
前
奏

に
す
ぎ
な
い
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
来
た
。
従

っ
て
、
階
を
独
立
し
た
単
位
と
し
て
検
討
し
、
そ

の
功
過
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
余
り
に

も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
数
多
い
南
北
朝
、

あ
る
い
は
、
舎
営
の
通
史
の
な
か
で
階
一
代
の
通

史
だ
け
が
今
ま
で
な
か
っ
た
現
実
が
こ
の
こ
と
を

よ
く
語
っ
て
く
れ
る
。

　
こ
う
い
う
学
界
の
現
況
か
ら
見
れ
ば
、
本
書
の

出
現
は
、
実
に
劃
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
一
応
そ

の
価
値
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
れ
ば
、

ラ
イ
ト
氏
は
、
本
書
で
ど
の
よ
う
な
従
来
と
は
違

っ
た
解
釈
を
試
み
て
い
る
の
か
。
氏
の
階
史
理
解

の
根
本
と
な
る
の
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
の

冒
頭
で
氏
は
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
い
か
な
る
文
明
史
に
お
い
て
も
、
比
較
的
安

　
　
潤
し
た
蒔
期
と
比
較
的
静
止
し
た
時
期
が
出

　
　
現
す
る
。
ま
た
急
速
な
転
換
期
と
重
大
な
革

　
　
新
点
が
史
料
を
通
じ
て
散
見
さ
れ
る
。
こ
の

　
　
よ
う
な
時
期
に
は
、
旧
制
度
が
排
除
さ
れ
、

　
　
古
く
て
手
に
負
え
な
く
な
っ
た
問
題
に
つ
い

　
　
て
の
新
た
な
解
決
法
が
発
見
さ
れ
、
実
施
に

　
　
移
さ
れ
る
。
歴
史
家
が
そ
の
時
代
の
文
明
の

　
　
記
録
全
…
体
に
ざ
っ
と
目
を
と
お
す
と
、
こ
の

　
　
よ
う
な
晴
代
こ
そ
、
そ
の
文
現
の
型
を
は
っ

　
　
き
り
さ
せ
る
上
に
決
定
的
な
力
を
持
っ
た
の

　
　
だ
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
中
国
文
明
史
家
に

　
　
と
っ
て
、
五
八
一
年
か
ら
六
一
七
年
に
い
た

　
　
る
晴
代
は
そ
の
よ
う
な
時
代
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
（
一
頁
）

　
即
ち
氏
は
、
晴
を
分
裂
と
沈
滞
の
時
期
に
終
止

符
を
打
ち
、
統
一
を
成
し
遂
げ
た
う
え
、
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
に
富
む
文
化
を
創
り
出
し
た
王
朝
と
し
て

評
価
し
て
い
る
。
氏
は
、
階
を
南
北
朝
の
一
部
分

と
も
思
わ
な
け
れ
ば
単
な
る
唐
へ
の
前
奏
と
も
見

て
い
な
い
。
氏
に
と
っ
て
晴
は
、
中
国
史
に
お
け

る
偉
大
な
創
造
的
な
王
朝
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
氏
は
、
南
北
朝
が
す
で
に
中
国
を
い
く

つ
か
の
そ
れ
ぞ
れ
違
う
魍
に
分
裂
さ
せ
る
可
能
性

を
孕
ん
で
い
た
と
前
芸
し
、
中
国
が
そ
れ
以
後
千

年
も
以
上
、
統
一
を
維
持
し
得
た
力
の
源
こ
そ
階

で
あ
る
の
だ
と
、
所
論
を
進
め
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
見
方
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
な
お
晴

が
果
し
て
氏
の
い
う
通
り
の
存
在
で
あ
っ
た
か
は
、
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い
ず
れ
論
難
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
本
稿

で
は
、
よ
り
範
囲
を
狭
く
し
て
本
書
の
内
容
が
氏

の
論
旨
を
十
分
支
え
て
い
る
か
の
問
題
を
中
心
に

ふ
れ
て
見
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
章
構
成
よ
り
見
て
見
よ
う
。
本
書
は
、
合

わ
せ
て
十
章
に
な
っ
て
い
る
。
各
章
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
「
階
の
挑
戦
」
、
「
六
世
紀
の
中
国
」
、
「
楊
堅

の
興
起
」
、
　
「
再
統
一
」
、
　
「
文
化
的
指
導
権
の
復

活
」
、
「
南
朝
征
服
」
、
「
第
二
代
皇
帝
－
揚
帝
」
、

「
階
朝
の
極
盛
期
」
、
「
軍
事
的
惨
敗
と
政
治
的
崩

壊
」
、
「
階
の
遺
産
」
と
い
う
名
が
付
け
ら
れ
て
い

る
。
ソ
マ
ー
ズ
氏
に
よ
る
第
十
章
を
除
い
て
は
す

ぺ
て
ラ
イ
ト
氏
の
遺
稿
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
階
の
性
格
及
び
晴
の
功
過
に
対
す

る
氏
の
理
解
が
ひ
れ
き
さ
れ
、
第
二
章
・
で
は
、
晴

が
出
現
し
た
と
き
の
環
境
や
そ
こ
ま
で
の
歴
史
の

経
過
が
略
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
諸
章
は
、

大
体
年
代
順
に
従
っ
て
晴
の
興
亡
を
語
る
。

　
本
書
で
一
番
優
れ
た
章
を
選
ぶ
な
ら
ば
、
私
見

で
は
、
第
五
章
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
、

ま
た
本
書
で
｝
番
重
要
な
章
で
も
あ
る
。
ラ
イ
ト

氏
は
、
章
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　
中
華
帝
国
の
歴
史
を
通
じ
て
、
万
人
が
遵
奉

　
　
し
享
有
す
る
普
遍
的
な
文
化
規
範
に
よ
っ
て

　
　
支
え
ら
れ
る
と
き
に
だ
け
、
政
治
支
配
が
成

　
　
呈
し
、
そ
れ
が
継
続
で
き
る
と
い
う
こ
と
は

　
　
自
明
の
理
で
あ
る
。
　
（
｝
三
五
頁
）

　
氏
の
歴
史
観
の
片
鱗
が
見
ら
れ
、
ま
た
史
家
と

し
て
の
氏
の
面
貌
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
言

葉
で
あ
る
。
な
お
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
晴
に
対
す

る
氏
の
高
い
評
価
の
底
に
は
、
「
文
化
的
指
導
権
」

（
o
巳
け
霞
巴
冨
臓
①
日
o
p
団
）
の
再
確
立
と
い
う
も
の

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ラ
イ
ト
疵
は
、
階
の
行
っ
た
種
々
の
政
策
を

「
文
化
的
指
導
権
の
復
活
」
の
枠
の
な
か
で
取
り

上
げ
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
呉
体
的
に
は
、
律

令
の
制
定
、
教
育
・
選
挙
・
文
体
の
改
革
、
国
家

の
指
導
理
念
と
し
て
の
宗
教
の
利
用
を
指
摘
し
て

い
る
。
氏
に
よ
る
と
こ
れ
ら
諸
政
策
は
、
す
べ
て

が
「
最
高
の
儀
式
精
逓
察
」
、
　
「
道
徳
律
授
与
者
」

と
し
て
の
君
主
の
威
信
を
高
め
、
統
一
王
朝
の
基

盤
を
輩
固
に
す
る
た
め
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
政

策
の
成
功
に
よ
っ
て
こ
そ
晴
は
、
名
実
相
符
な
統

一
を
成
し
遂
げ
、
新
し
い
蒔
代
を
導
く
こ
と
が
で

き
た
と
、
氏
は
論
ず
る
。

　
社
会
や
制
度
を
論
ず
る
と
き
い
わ
ば
文
明
史
的
、

精
神
史
的
ア
プ
ロ
チ
を
取
る
こ
と
は
、
日
本
で
も

欧
米
で
も
、
今
は
、
ほ
ぼ
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
社
会
に
し
ろ
制
度
に
し
ろ
、
入
間
の
創
り

出
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
精
神
的
要
素
を
も

軽
視
し
て
は
い
け
な
い
。
あ
る
時
代
に
は
、
そ
の

時
代
を
指
導
す
る
精
神
が
あ
り
、
あ
る
集
団
に
は
、

そ
の
集
団
を
支
配
す
る
価
値
観
が
あ
る
と
思
う
か

ら
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
ラ
イ
ト
氏
の
立
っ

た
立
場
に
も
一
理
が
あ
る
。
新
し
い
精
神
が
新
し

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
に
な
り
、
新
し
い
秩
序
を
造

り
出
し
た
例
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
よ
く
あ

る
。
問
題
は
、
晴
の
精
神
が
ど
こ
ま
で
新
し
い
精

神
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ラ
イ
ト
氏
は
、
晴
の
行
っ
た
諸
政
策
が
ま
る
で

階
で
始
め
て
で
き
た
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
し
か

し
、
律
令
の
制
定
に
し
ろ
そ
の
他
の
政
策
に
し
ろ
、

北
朝
だ
け
に
限
っ
て
も
い
く
ら
で
も
先
例
が
あ
る
。

統
一
へ
の
意
志
が
階
に
な
っ
て
い
き
な
り
現
わ
れ

た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
統
一
へ
の
作
業
も
同
様
で

は
な
い
。

　
ラ
イ
ト
氏
が
南
北
朝
に
お
け
る
歴
史
の
展
開
を

理
解
す
る
こ
と
が
晴
を
正
し
く
評
価
す
る
の
に
持

つ
重
要
性
を
全
く
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
第

二
章
こ
そ
そ
う
い
う
目
的
の
た
め
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
表
さ
れ
た
氏
の
南
北

朝
史
の
理
解
は
、
現
在
の
研
究
水
準
か
ら
見
れ
ば
、

非
常
に
皮
相
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
た
ま
に
史
実

よ
り
遙
か
に
離
れ
た
記
述
さ
え
見
え
る
。
だ
い
い
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介紹

ち
氏
は
、
後
漢
宋
以
降
階
に
至
る
ま
で
何
と
も
刮

目
す
べ
き
変
化
が
な
か
っ
た
と
い
う
態
度
を
取
っ

て
い
る
。
中
国
社
会
が
四
百
年
も
超
え
る
間
に
何

の
変
化
も
見
せ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

停
滞
史
観
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

　
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た

の
か
。
氏
の
如
く
す
べ
て
の
歴
史
の
段
階
を
「
停

止
期
」
と
「
革
新
期
」
と
に
両
分
し
て
考
え
る
場

合
、
む
し
ろ
当
然
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
一
方
、
本
書
の
参
考
文
献
書
目
－
申
訳
で
は

省
略
さ
れ
た
一
を
見
る
と
氏
が
、
中
国
、
ま
た
は
、

日
本
で
な
さ
れ
た
、
南
北
朝
史
の
各
方
面
に
わ
た

る
優
れ
た
研
究
の
成
果
を
全
く
と
も
い
え
る
ほ
ど

参
考
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
文
、
ま
た

は
、
B
文
の
文
献
に
水
準
以
上
の
教
養
と
知
識
を

持
っ
て
い
た
氏
が
こ
れ
ら
研
究
の
存
在
を
知
ら
な

か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
氏
は
、
一

顧
の
価
値
も
な
い
も
の
と
し
て
一
蹴
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
著
者
が
す
で
に
故
人
に
な
っ
た
今
、
答

え
の
得
ら
れ
な
い
疑
問
で
あ
る
。

　
本
書
に
対
す
る
私
の
二
番
目
の
不
満
は
、
人
物

に
置
い
た
比
重
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
歴
史
を
動
か
す
力
が
人
に
あ
る
か
、
そ
れ
と

も
違
う
も
の
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
そ

れ
ぞ
れ
歴
史
を
見
る
目
に
よ
っ
て
見
解
が
異
な
る

だ
ろ
う
。
最
近
は
、
人
が
忌
避
さ
れ
、
環
境
や
構

造
に
専
ら
重
点
を
置
く
の
が
一
般
的
傾
向
ら
し
い

が
、
そ
う
な
る
と
、
決
定
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
恐

れ
が
十
分
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
史
学
に

お
け
る
「
入
間
の
復
活
」
が
切
実
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
人
間
を
復
権
さ
せ
る
の
だ

と
し
て
直
ち
に
人
物
本
位
史
観
に
向
っ
て
行
く
の

も
望
ま
し
く
は
な
い
。
人
間
の
思
考
や
行
動
は
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
自
然
・
人
工
の
環
境

の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人

間
と
環
境
と
の
複
雑
で
且
つ
微
妙
な
関
係
を
究
明

す
る
こ
と
こ
そ
史
学
の
本
領
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
晴
の
文
帝
や
蝪
帝
、
そ
し
て
そ
の
側
近
の
重
臣

た
ち
の
性
格
描
写
は
、
確
か
に
本
書
の
優
れ
た
一

面
で
あ
る
。
史
料
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
が
ら
資
料

を
集
め
た
う
え
で
行
な
わ
れ
た
綿
密
な
分
析
は
、

ラ
イ
ト
氏
の
鋭
利
な
眼
目
が
加
え
ら
れ
、
晴
と
い

う
時
代
を
い
っ
そ
う
生
々
し
く
親
近
感
の
あ
る
も

の
と
し
て
く
れ
る
。
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
成
敗

を
こ
れ
ら
人
物
の
性
格
や
行
為
の
せ
い
と
す
る
こ

と
は
、
正
し
い
と
思
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
少
な
く

と
も
、
旧
来
の
人
物
本
位
史
観
へ
の
後
退
に
す
ぎ

な
い
。

　
ラ
イ
ト
氏
の
叙
述
に
は
、
ま
た
人
物
を
時
代
の

一
所
産
と
し
て
抱
握
し
ょ
う
と
す
る
努
力
が
足
り

な
い
。
例
え
ば
文
帝
で
あ
る
が
、
文
帝
に
似
た
君

主
が
北
朝
で
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
偉
大

な
統
一
者
の
面
影
は
、
北
魏
の
孝
文
帝
に
も
北
周

の
武
帝
に
も
す
で
に
見
え
る
。
聖
帝
に
対
す
る
評

価
は
、
こ
れ
ら
君
主
と
の
比
較
の
う
え
で
行
わ
れ

る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
六
世
紀
に
お
け
る
中
里
の
再
統
一
と
そ
れ
に
伴

な
う
第
二
中
華
帝
国
の
成
立
は
、
中
国
史
の
一
大

事
変
で
あ
る
。
統
一
へ
の
過
程
を
究
明
し
よ
う
と

す
る
作
業
が
数
多
い
硯
究
者
の
手
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
来
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
わ
れ
ら
の
理
解
は
、

ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
恐
ら

く
今
ま
で
の
研
究
に
細
分
化
の
傾
向
が
支
配
的
で

あ
っ
て
、
時
代
の
全
体
像
を
描
こ
う
と
す
る
努
力

が
乏
し
か
っ
た
せ
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
本
書
は
、
そ
の
発
想
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
い
う

不
均
衡
を
是
正
し
、
中
国
の
再
統
一
に
対
す
る
わ

れ
ら
の
理
解
を
な
お
深
め
て
く
れ
る
素
質
を
持
っ

て
い
た
。
ラ
イ
ト
氏
自
身
や
は
り
同
じ
こ
と
を
期

待
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
結
果
的
に
そ
う
い
っ
た
期
待
に
十
分
応
じ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ト
氏
の
時

代
認
識
や
方
法
論
は
、
極
激
す
れ
ば
、
旧
態
依
然

　
　
ゆ

な
る
も
の
で
、
そ
の
結
果
で
き
た
内
容
は
、
現
段

階
の
研
究
水
準
よ
り
一
歩
後
退
と
い
っ
て
か
ま
わ
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な
い
。
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
に
翻
訳
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
よ
う
。
わ
か

り
や
す
く
て
原
文
に
忠
実
な
翻
訳
だ
と
思
う
。
ま

た
粗
末
で
簡
略
で
あ
っ
た
原
注
の
代
り
に
詳
し
い

考
証
を
加
え
た
訳
注
を
注
い
だ
の
も
非
常
に
役
に

立
つ
。

　
　
　
（
A
5
版
　
二
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四
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一
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八
二
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三
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〇
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・
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叢
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献
素
目
　
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

　
齎
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西
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人
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学
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要
　
特
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大
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文
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総
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二
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（
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島
大
学

　
文
学
部
）

歴
史
学
報
（
国
立
台
湾
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学
歴
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研
究
所
）

　
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監

晴
唐
仏
教
宗
派
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究
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国
立
台
湾
師
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大
学
歴
史

　
研
究
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）
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旧
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（
六
）
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尚
文
薯
【

囚
。
お
p
↓
o
儀
ρ
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（
朝
鮮
祉
会
科
学
院
）
一
九
八

　
二
年
i
二

西
洋
史
学
報
（
広
島
大
学
西
洋
史
学
研
究
会
）

　
復
刊
八

研
究
紀
要
（
尾
道
短
期
大
学
）
　
三
一
－
一

人
文
論
叢
（
福
岡
大
学
研
究
所
）
　
こ
ご
一
四

鹿
児
島
経
大
論
集
（
鹿
児
島
経
済
大
学
学
会
）

　
一
一
二
一
四

岡
綺
二
等
研
究
（
岡
崎
市
史
編
纂
委
員
会
）
　
四

国
史
談
話
会
雑
誌
（
東
北
大
学
文
学
部
国
史
談
話

　
会
）
　
二
三

社
会
科
学
（
朝
鮮
社
会
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学
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一
九
八
一
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－
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潤
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大
正
政
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ァ
書
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道
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日
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学
史
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M
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創
元

　
社
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山
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学
史
学
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集
　
二

∩
o
じ
コ
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↓
突
雪
ω
霊
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弓
愚
藷
　
同
Φ
。
。
b
。
占

人
文
科
学
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信
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大
瀞
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学
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一
六

札
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大
学
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養
部
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子
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期
大
学
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要
（
札

幌
大
学
）
　
一
八
、
一
九
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