
奥
魏
殊
に
刷
物
吏
魏
の
批
判
と
髪
癖
的
吏
魏
の
提
唱
（
牧
）

第
十
山
ハ
巻
　
　
納
鍋
三
號
　
　
　
三
九
〇

　
　
　
　
　
　
史
槻
殊
に
唯
物
史
槻
の
批
判
と
科
學
的

　
　
　
　
　
　
史
槻
の
提
唱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
　
　
　
健
　
　
二

　
近
時
我
國
に
於
て
．
も
、
吏
観
と
い
ふ
も
の
が
學
界
の
注
意
を
引
き
、
殊
に
唯
物
史
槻
を
歴
史
研
究
の
根
本
見
地
と
な

せ
よ
と
い
ふ
見
解
が
あ
る
。
史
観
反
省
の
此
の
傾
向
は
吏
學
の
登
達
の
爲
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
唯
物
臭

槻
を
取
る
と
否
と
に
依
り
て
、
歴
史
研
究
の
着
眼
黙
や
問
題
の
取
扱
方
は
、
勿
論
一
大
墾
化
を
生
す
古
き
も
の
で
あ
る

が
、
果
し
て
こ
れ
を
取
る
薄
き
も
の
か
、
否
か
。
固
よ
う
か
や
う
な
膚
畳
さ
れ
π
置
去
な
く
と
も
歴
史
が
書
け
る
。
又

書
史
學
界
は
之
に
志
し
て
一
般
に
沈
黙
的
で
あ
る
け
れ
共
、
歴
史
家
と
し
て
は
是
非
共
一
丁
考
へ
て
見
る
可
き
事
だ
。

否
．
歴
史
家
こ
そ
は
歴
史
槻
を
雲
霧
に
論
ず
る
こ
と
を
得
べ
き
第
一
有
資
格
者
だ
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
予
は

こ
、
に
少
し
く
之
に
塾
す
る
所
見
を
述
べ
て
見
る
が
、
何
分
問
題
が
大
き
い
し
、
予
は
史
槻
の
諸
學
説
に
謁
し
て
知
見

の
淺
い
者
で
あ
る
か
ら
、
此
慮
に
述
ぶ
る
所
も
術
ほ
意
に
満
た
濾
も
の
が
な
い
で
は
な
い
。
が
、
卒
直
に
卑
見
を
述
べ

て
批
鋼
を
仰
ぎ
、
夏
に
今
後
の
討
究
を
…
進
め
度
い
Q

　
史
槻
の
問
題
は
從
來
は
殆
ど
全
く
古
製
学
芸
の
問
題
と
し
て
の
み
考
へ
ら
れ
て
湿
た
の
で
あ
る
が
、
既
に
そ
れ
が
歴

史
に
聾
す
る
見
解
で
あ
る
以
上
は
、
歴
史
家
こ
そ
は
之
に
縦
し
て
最
大
の
關
心
を
有
す
べ
き
筈
の
も
の
だ
。
法
理
が
甚

（　r」o　）



だ
し
く
歴
史
研
究
を
離
れ
て
v
主
と
し
て
直
観
的
に
、
思
辮
的
に
、
叉
は
論
理
的
に
考
察
せ
ら
る
可
き
も
の
で
な
い
の

は
勿
論
で
あ
る
。
然
る
に
從
來
暴
露
を
も
つ
て
殆
ん
ど
全
く
哲
學
者
又
は
一
部
舌
癌
者
の
み
の
問
題
と
し
て
、
歴
史
家

は
遮
れ
を
傍
無
し
、
爲
さ
る
、
が
ま
、
に
放
任
し
て
居
っ
た
と
い
ふ
事
が
、
抑
史
槻
に
園
す
る
從
來
の
研
究
の
不
完
全

さ
の
最
大
の
原
因
を
な
し
、
歴
史
學
並
に
於
會
科
學
の
一
大
欠
陥
を
な
し
て
み
る
。
此
事
は
史
観
研
究
の
胃
頭
に
吊
り

切
言
を
要
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
普
通
に
歴
史
家
は
、
過
去
の
事
實
の
研
究
に
没
頭
し
、
殊
に
考
謹
的
な
方
面
に
多

く
の
興
昧
を
有
し
、
そ
の
眼
界
が
甚
だ
局
限
せ
ら
れ
て
る
る
か
ら
、
歴
史
全
便
の
本
質
と
い
ひ
、
歴
史
成
立
の
原
力
と

い
ふ
が
如
き
大
問
題
は
、
殆
ど
之
を
考
へ
て
見
な
い
。
又
之
を
考
へ
て
も
、
到
底
深
い
も
の
に
は
な
り
得
な
い
標
な
傾

向
を
示
し
て
居
る
。
そ
こ
で
、
斯
く
の
如
き
大
問
題
に
な
る
と
、
古
画
之
を
哲
學
者
等
に
委
ね
て
、
歴
史
家
は
哲
忍
者

等
の
見
解
に
依
っ
て
指
導
せ
ら
る
、
と
い
ふ
標
な
事
に
な
っ
て
居
る
。
直
接
哲
學
者
等
の
史
論
に
盲
從
し
な
い
迄
も
、

間
接
的
に
青
る
哲
學
者
等
に
依
っ
て
最
も
徹
底
的
に
主
張
せ
ら
れ
て
居
る
思
想
に
動
か
さ
れ
て
、
歴
更
を
見
る
と
い
ふ

の
が
通
例
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
よ
く
考
へ
て
見
れ
ば
、
歴
吏
を
三
際
研
究
し
て
居
る
者
が
、
不
漁
の
究
極
の
掘
方
に
就

い
て
、
歴
墨
家
以
外
の
三
曲
者
や
古
京
者
の
指
導
を
受
け
て
裕
然
と
し
て
み
る
と
い
ふ
が
如
き
事
は
、
其
事
自
燈
が
一

の
奇
槻
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
一
つ
史
魏
研
究
の
出
狡
黙
に
顧
て
、
大
に
反
省
す
賢
き
と
こ
ろ
が
あ
る
乏

思
ふ
。

　
そ
の
反
省
と
い
ふ
の
は
外
で
も
な
い
。
史
槻
は
次
の
二
つ
の
黙
に
於
て
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
漁
Q
一
つ
の
反
省
す
べ

　
　
　
　
吏
観
殊
に
唯
物
吏
槻
の
批
判
と
科
學
的
吏
槻
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
第
三
號
　
　
三
九
一
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史
槻
砥
に
唯
物
軸
壁
の
批
判
と
学
士
的
史
魏
の
提
哨
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
三
號
　
　
三
九
二

き
瓢
は
史
槻
に
あ
る
。
郎
ち
歴
史
事
業
の
研
究
に
基
く
史
槻
の
批
判
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
歴
史
家
は
歴
史
事
實
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
大
な
り
小
な
り
、
ど
も
か
．
↑
忠
實
に
研
究
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
研
究
の
素
朴
な
態
度
と
歴
史
研
究
の

結
果
と
を
顧
み
る
こ
と
に
依
っ
て
、
史
槻
を
批
判
す
・
る
と
い
ふ
事
は
、
之
は
必
ず
や
行
は
る
旨
き
事
で
あ
る
。
蓋
し
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

槻
や
思
辮
や
推
理
は
假
倉
其
れ
自
膿
の
仕
方
に
於
て
は
間
然
す
る
所
が
な
く
て
も
、
歴
史
を
理
解
す
る
が
爲
の
槻
方
と

し
て
は
、
歴
史
家
の
素
朴
な
研
究
態
度
に
照
し
て
み
て
、
容
す
こ
と
の
上
輿
澱
機
器
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
又
、
史

槻
で
説
か
ん
と
す
る
所
は
、
歴
史
研
究
の
結
果
に
よ
っ
て
實
謹
さ
る
、
こ
と
も
あ
る
が
、
否
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
澱
こ
と

も
あ
り
う
る
か
ら
、
此
等
の
黙
が
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
他
の
反
省
す
べ
き
黙
は
歴
史
家
に
あ
る
。
即
ち
史
槻
は
歴

史
家
が
批
即
し
得
る
に
も
拘
ら
す
、
歴
史
研
究
上
輕
親
し
難
き
贋
値
を
有
す
る
事
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
歴
史
家
は

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ね

其
の
黙
を
一
つ
大
に
反
省
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
之
に
は
先
づ
直
観
的
、
抽
象
的
又
は
理
論
的
な
思
惟
の
飛
躍
と
言
ふ
者
の

便
値
を
思
ふ
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
家
は
兎
角
、
史
興
の
有
無
の
割
断
に
長
所
を
有
す
る
も
、
惜
む
ら
く
は
思
惟
に
拙
劣

だ
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
此
く
の
如
き
欠
陥
を
有
す
る
事
が
、
歴
史
家
は
折
角
貴
重
な
人
生
血
涙
の
跡
と
民
族
興
亡
の
途

と
を
辿
り
つ
、
思
想
的
に
は
偉
大
な
も
の
を
這
出
し
得
す
し
て
、
軍
純
な
る
事
墨
家
た
る
に
焦
る
と
言
ふ
憐
れ
む
べ
き

結
果
を
生
む
の
で
あ
る
。
此
の
黙
は
歴
史
家
の
特
に
反
省
す
遅
き
所
で
あ
る
。
事
實
を
如
何
に
多
く
知
っ
た
か
ら
と
て

史
槻
の
反
省
が
結
晶
し
て
光
輝
を
放
つ
に
至
る
こ
と
は
な
い
Q
形
を
整
へ
た
転
註
を
得
る
が
爲
め
に
は
、
是
非
と
も
、

思
惟
の
飛
躍
を
敢
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
考
謹
を
重
ん
ず
る
事
實
第
一
主
義
の
歴
史
家
“
、
所
謂
史
槻
な
る
者
に
於

（り替）



て
見
る
と
こ
ろ
の
飛
躍
的
な
考
へ
方
に
接
し
て
、
何
と
な
く
安
心
し
な
い
様
な
氣
持
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
氣
持

を
起
す
大
な
る
原
因
と
し
て
は
史
槻
そ
の
も
の
、
眞
實
性
を
疑
ふ
の
に
も
よ
る
が
、
　
一
つ
は
右
に
言
ふ
事
實
奪
重
の
、

否
偏
重
の
歴
更
家
的
性
癖
と
、
之
に
件
ふ
思
惟
の
不
熟
練
と
い
ふ
こ
と
に
基
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
此
の
瓢
を
反
省
し

て
、
歴
史
家
が
現
に
探
っ
て
み
る
所
の
研
究
態
度
を
、
理
論
的
に
充
分
推
し
進
め
て
見
る
時
に
は
、
其
の
結
果
が
如
何

に
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
ふ
此
の
黙
を
考
へ
な
い
限
り
は
、
輕
々
し
く
興
銀
の
史
観
を
排
斥
し
た
り
、
又
は
探
用

し
た
b
す
る
事
が
許
さ
れ
な
い
○
然
る
に
今
日
我
國
に
撃
て
行
は
れ
て
る
る
史
槻
に
沖
す
る
論
議
を
見
る
と
、
以
上
二

つ
の
反
省
の
何
れ
に
於
て
も
、
甚
だ
歓
く
る
所
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
或
者
は
世
に
謂
ふ
所
の
礎
槻
に

盲
黙
せ
ん
と
し
、
他
は
之
に
就
て
一
考
を
輿
へ
る
だ
も
惜
む
。
吏
槻
に
關
す
る
論
孚
が
兎
角
水
掛
論
に
絡
り
易
い
の

は
、
全
く
右
の
二
種
の
反
省
を
旧
い
で
る
る
が
爲
め
で
あ
る
。

　
抑
史
観
叉
は
歴
史
槻
と
い
ふ
概
念
自
膿
が
、
そ
ん
な
に
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
特
に
怪
し
て
史
糊
と
名
づ
け
ら
る

る
も
の
は
鯨
程
程
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
が
、
若
し
急
く
史
槻
と
い
、
ふ
時
に
は
、
史
風
の
問
題
と
相
反
映
せ
し
め
て
考

ふ
曳
き
も
の
で
あ
る
。
我
等
が
史
風
を
云
ふ
時
に
は
、
必
ず
や
其
の
史
風
に
固
有
な
歴
史
の
撃
方
を
想
定
す
る
も
の
で

あ
る
。
歴
史
家
が
統
一
的
に
歴
史
現
象
を
把
握
せ
ん
と
す
る
以
上
は
、
必
ず
や
何
か
之
を
把
握
す
る
が
爲
の
主
掘
的
な

立
場
を
有
す
る
筈
の
も
の
で
、
其
の
立
場
の
相
違
に
よ
っ
て
史
風
の
差
別
を
生
す
る
。
假
倉
、
飽
く
迄
客
槻
的
な
立
場

を
採
っ
て
鳥
撃
に
有
b
の
儘
の
事
實
を
研
究
す
る
と
云
っ
て
居
る
場
合
に
も
、
其
の
歴
史
家
は
必
ず
や
或
る
古
方
に
從

　
　
　
　
史
槻
殊
に
唾
物
史
槻
の
批
鋼
と
中
墨
的
史
概
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
六
巻
　
第
三
號
　
　
遷
九
三
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史
南
面
に
嘔
物
史
糊
の
批
判
と
上
灘
的
史
槻
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
箪
＋
六
巻
第
三
號
　
三
九
画

ふ
て
歴
史
を
観
て
居
る
者
で
あ
る
。
郎
ち
彼
の
生
息
し
て
居
る
時
代
の
思
潮
に
乗
じ
、
彼
の
敢
養
と
生
活
と
に
支
配
せ

ら
れ
て
居
る
爲
め
、
自
ら
彼
猫
特
の
牛
方
を
爲
さ
や
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
、
に
彼
濁
特
の
史
風
が
あ
る
。
其
の

史
風
の
存
す
る
所
に
轟
く
之
を
言
へ
ば
史
槻
が
あ
る
と
云
ひ
得
る
Q
假
命
そ
れ
は
歴
史
の
究
極
の
根
底
は
謀
れ
だ
と
云

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
を
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

ふ
が
如
く
に
、
つ
き
つ
め
た
も
の
を
主
張
せ
な
い
に
し
て
も
、
無
意
識
的
に
で
も
或
種
の
歴
史
槻
を
抱
い
て
歴
史
を
掘

る
と
云
ふ
其
の
態
度
の
存
在
は
、
如
何
に
も
之
を
否
認
し
難
い
。
例
ぺ
ば
今
田
我
國
で
流
行
的
な
唯
物
岩
槻
に
就
て
見

て
も
、
此
の
指
事
に
依
る
面
し
と
主
張
す
る
者
は
、
勿
論
極
め
て
鮮
か
に
此
の
史
観
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば

之
を
排
斥
す
る
者
．
は
如
何
に
と
云
ふ
に
、
之
を
排
斥
す
る
所
に
夫
れ
聖
寿
の
史
観
の
存
在
を
論
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

然
ら
ば
之
に
賛
同
も
せ
す
反
謝
も
せ
ざ
る
者
は
如
何
と
い
ふ
に
、
恰
も
彼
は
史
槻
を
有
せ
ざ
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
然

ら
ば
全
く
之
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
實
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
と
錐
も
史
掘
を
持
っ
て
居
る
。
例
へ
ば

時
代
の
無
業
の
進
行
を
窺
て
、
「
蓋
し
自
然
の
成
行
な
り
」
と
云
っ
た
り
す
る
歴
史
家
の
常
套
語
は
、
歴
吏
の
狡
達
に
何

　
ル
　
セ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
し

か
必
然
的
な
も
の
を
想
ふ
て
居
る
か
ら
斯
く
の
如
く
云
ふ
の
で
あ
る
。
其
の
必
然
的
な
も
の
に
繁
し
て
何
が
必
然
的
な

も
の
か
と
い
ふ
事
は
、
彼
に
於
て
は
劃
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
け
れ
共
、
兎
も
角
無
意
識
的
に
歴
史
の
必
然
的
な
過
程

を
豫
漏
し
て
歴
史
を
槻
て
居
る
Q
そ
こ
に
彼
の
歴
史
槻
が
あ
る
。
尤
も
普
通
に
は
か
、
る
低
度
の
も
の
を
家
畜
と
は
言

は
漁
が
、
彼
が
若
し
此
の
畠
然
的
な
歴
史
の
過
程
と
い
ふ
事
を
よ
く
反
省
し
て
見
た
な
ら
ば
、
高
度
の
歴
史
槻
に
到
達

す
着
き
素
地
は
、
饒
に
早
く
よ
ゲ
素
朴
な
る
彼
の
歴
史
研
究
法
の
中
に
伏
在
し
て
み
た
こ
と
を
自
認
せ
ざ
る
を
得
な
い

（　，一，　．i　）



の
で
あ
る
。
た
い
次
の
模
な
事
が
之
を
妨
げ
て
居
る
。
歴
史
現
象
が
極
め
て
複
雑
で
あ
っ
て
、
ど
こ
が
中
心
黙
な
の
か
、

何
が
根
底
な
の
か
、
容
易
に
之
を
明
ら
か
に
し
難
い
上
に
、
前
に
云
っ
た
歴
史
家
に
通
有
的
な
思
惟
の
不
熟
練
の
爲
め

に
、
考
察
を
深
く
…
進
め
る
事
が
出
　
來
な
い
事
に
な
っ
て
居
る
。

　
右
の
如
く
考
へ
る
な
ら
ぽ
、
史
風
と
い
ひ
、
史
話
と
い
ふ
も
の
は
、
實
は
歴
史
家
各
個
人
に
自
ら
定
ま
っ
た
も
の
が

あ
る
Q
そ
れ
が
な
く
て
は
、
歴
史
を
書
く
事
も
ど
う
す
る
事
も
出
來
ぬ
。
そ
し
て
歴
史
の
研
究
や
叙
述
の
優
劣
は
、
史

風
と
史
凱
と
の
優
劣
に
か
、
っ
て
み
る
所
が
多
い
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
Q
之
は
個
人
の
場
合
で
あ
る
が
、
響
く
或
種

の
歴
史
家
は
綴
金
の
史
風
を
有
し
、
或
特
定
の
時
代
は
其
の
時
代
に
流
行
し
だ
史
風
が
あ
っ
た
と
云
ふ
榛
に
、
隠
居
に

於
て
も
、
子
種
の
史
槻
を
奉
ず
る
一
團
の
學
者
と
、
他
の
史
論
を
奉
ず
る
一
群
の
學
者
と
が
醤
立
し
π
う
、
又
は
或
な

時
代
を
風
靡
す
る
…
定
の
史
槻
の
登
生
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
乍
ら
、
履
く
現
代
の
歴
史
家
が
、
共
通
に
是
認
し
て
居
る
歴
史
霊
的
方
法
と
い
ふ
が
如
き
も
の
は
、
こ
、
に
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　

掘
と
し
て
癒
せ
ら
る
可
き
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
例
へ
ば
、
現
代
の
史
學
で
は
、
歴
史
事
象
の
登
蓬
を
研
究
す
る
と
い

ふ
事
は
歴
史
家
た
る
以
上
は
當
然
署
す
浅
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
叉
歴
史
學
的
な
槻
方
は
、
自
然
科
學
と
異
な
っ
て
、

　
　
　

個
性
的
な
観
方
で
あ
る
と
い
ふ
事
も
、
一
般
に
是
認
せ
ら
れ
て
居
る
事
で
あ
る
。
斯
の
如
き
事
で
も
．
實
は
學
問
的
考

察
が
登
達
し
た
結
果
、
今
日
一
般
的
に
是
認
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
け
れ
共
、
こ
れ
は
歴
史
そ
の
も
の
、
成
立
と
登

　
　
ヘ
　
　
へ

達
の
本
質
を
如
何
な
る
も
の
と
観
る
か
と
い
ふ
、
歴
史
其
者
の
理
解
に
閣
係
の
な
い
事
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
史
槻
の

　
　
　
　
迦
咄
観
轟
郷
に
r
唯
物
史
二
一
の
批
判
と
科
學
的
史
概
の
提
唱
踊
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肋
弟
十
山
ハ
巻
　

第
【
三
軍
　
　
　
一
二
九
五

（　；“）g）　）



　
　
　
　
更
獅
田
紳
郷
に
．
唯
物
四
由
綿
騨
階
の
日
鋼
と
科
胤
甲
的
魚
瀧
観
の
提
喝
　
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
乱
丁
山
口
療
〕
　
第
一
二
號
　
　
　
三
九
轟
ハ

問
題
で
は
な
い
。
實
に
立
標
な
、
一
般
的
性
質
を
有
す
る
歴
史
學
に
撃
て
、
研
究
の
白
露
と
な
れ
る
歴
史
事
實
を
究
極
す

る
所
如
何
な
る
本
質
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
と
掘
る
か
、
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
歴
史
が
如
何
な
る
原
動
力
に
よ
っ
て
動
が

さ
れ
、
次
に
如
何
に
し
て
成
立
し
、
成
立
せ
る
歴
史
は
如
何
な
る
意
昧
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
槻
る
か
。
其
の
事
が
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
の
　
　
　
　

槻
の
冊
題
で
あ
る
。
殊
に
全
歴
史
の
成
立
の
原
動
力
が
今
日
の
史
槻
の
問
題
と
し
て
孚
は
れ
て
る
る
所
で
あ
る
。

　
そ
し
て
か
の
漠
然
と
し
て
把
捉
し
難
い
様
な
、
普
蓮
の
歴
史
家
に
見
る
落
付
の
な
い
、
否
よ
く
肖
畳
さ
れ
て
る
な
い

ウ
プ生

な
歌
碑
の
吏
槻
の
如
き
も
、
之
を
推
し
進
め
て
行
く
と
ど
う
な
る
か
と
い
ふ
が
如
き
事
は
、
史
槻
の
研
究
に
於
て
は

實
は
最
も
興
昧
あ
る
問
題
な
の
で
あ
乃
。
、
世
の
史
親
を
論
ず
る
者
は
、
へ
ー
ゲ
〃
の
宮
由
意
思
の
里
勝
を
説
く
見
解
と

か
、
マ
ル
ク
ス
の
経
濟
的
生
産
力
を
根
底
と
す
る
写
方
と
か
、
其
他
進
化
論
的
な
史
槻
や
、
宗
敏
的
な
吏
槻
や
、
心
理

學
逸
史
槻
な
ど
と
い
ふ
が
如
き
、
定
ま
っ
た
形
式
を
探
れ
る
高
度
に
撃
茎
し
た
史
槻
に
潤
て
論
ず
る
の
が
普
通
で
あ
る

け
れ
共
、
斯
の
如
き
は
歴
史
研
究
に
盆
す
る
所
の
、
・
豫
期
せ
ら
る
、
築
三
く
大
な
る
蒋
で
は
な
い
。
我
等
は
い
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ブ

よ
く
自
今
さ
れ
て
居
な
い
素
朴
な
る
歴
史
家
の
有
す
る
生
な
歴
史
凱
と
い
ふ
も
の
を
却
っ
て
多
く
問
題
と
す
尽
き
で
あ

る
。
斯
の
如
き
も
の
は
、
勿
論
男
衆
と
去
ふ
に
値
し
な
い
程
低
級
な
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
乍
ら
賊
塁
め
問
題
を
そ
こ
迄

掘
り
下
げ
て
來
な
い
以
上
は
、
史
観
が
書
く
客
量
的
眞
實
性
を
獲
得
し
得
る
程
の
者
と
な
っ
て
來
な
い
の
で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
史
掘
が
廣
く
｝
般
の
歴
史
家
の
考
へ
方
を
も
反
省
し
な
い
以
上
は
、
實
は
歴
史
の
本
質
を
捉
へ
る
所
の
其
の

機
微
な
る
呼
吸
と
言
ふ
も
の
に
は
鰯
れ
て
來
な
い
か
ら
で
あ
る
。
史
槻
は
重
壁
の
歴
史
家
や
叉
は
あ
ま
り
歴
史
を
知
ら

（56）



な
い
留
鳥
者
や
科
學
者
達
の
高
級
な
思
惟
の
問
題
に
止
っ
て
み
て
は
な
ら
な
い
。
廣
く
総
て
の
歴
史
家
を
動
員
し
て
其

の
反
省
を
促
す
旧
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
今
日
史
槻
を
論
ず
る
に
就
い
て
は
、
實
は
最
早
試
験
濟
と
な
っ
て
居
る
宗
漱
的
史
槻
や
、
…
進
化
論
的
史
槻
や
、
倫
理

的
史
掘
や
、
自
由
意
思
の
登
展
を
説
く
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
吏
観
等
を
、
く
ど
く
し
く
論
ず
る
事
を
要
し
な
い
。
現
代
の

H
本
人
が
最
も
多
く
…
關
心
を
有
す
る
問
題
は
、
歴
史
の
全
面
的
墓
礎
を
経
濟
力
に
在
る
と
主
張
す
る
唯
物
史
観
な
る
も

の
で
あ
る
Q
今
日
我
國
に
於
て
は
、
此
の
史
掘
が
黒
く
肚
會
科
學
の
上
に
深
黒
に
影
響
を
輿
へ
て
、
之
に
依
る
も
の
を

新
興
の
翠
黛
科
學
で
あ
る
と
云
ひ
、
新
興
経
濟
學
と
か
、
新
興
歴
史
學
と
か
、
新
興
法
律
學
新
興
教
育
學
を
説
く
は
も

と
よ
り
、
新
興
文
學
だ
と
か
、
新
興
藝
術
だ
と
か
云
ふ
が
如
き
も
の
迄
が
、
唯
物
史
興
と
大
な
り
小
な
う
の
閣
係
を
持

つ
た
も
の
に
な
っ
て
居
る
。
此
の
唯
物
史
槻
は
歓
米
の
學
界
で
は
今
日
急
撃
に
於
け
る
程
尊
重
せ
ら
れ
す
、
史
概
と
し

て
も
之
を
批
判
し
た
も
の
が
追
々
現
は
れ
て
居
る
が
、
併
し
現
代
の
史
槻
と
し
て
は
、
唯
物
史
槻
が
未
だ
決
し
て
よ
く

克
服
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
は
な
く
、
肚
會
科
學
の
學
徒
は
是
非
と
も
一
度
は
之
を
反
省
せ
な
け
れ
ば
な
ら
訟
も
の
と
な

っ
て
居
る
。
尤
も
之
を
主
張
す
る
論
者
が
常
に
必
ず
し
も
學
問
的
良
心
か
ら
之
を
主
張
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
或
は

流
行
に
從
ひ
、
或
は
其
の
當
否
は
別
と
し
で
普
通
に
は
之
を
以
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
め
階
級
的
史
槻
で
あ
る
と
云
ふ

が
如
く
に
見
て
、
實
用
的
の
立
場
か
ら
郎
ち
批
會
主
義
運
動
に
於
け
る
理
論
圖
孚
の
武
器
と
し
て
之
を
奉
ず
る
者
も
少

く
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
唯
物
吏
槻
が
今
日
見
る
が
如
き
盛
大
を
致
し
た
所
以
の
も
の
は
、
其
の
内
に
相
當
の
與

　
　
　
　
吏
瀧
殊
に
唯
物
史
槻
の
批
判
と
科
素
的
史
翔
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
第
三
號
　
三
九
七

（　57・　）



　
　
　
　
旧
説
妹
に
唯
物
史
親
の
批
甥
と
科
學
的
史
観
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
六
巷
　
策
三
競
　
　
三
九
八

理
性
を
含
ん
で
居
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
兵
理
性
あ
れ
ば
こ
そ
人
心
を
吸
引
し
、
人
心
を
吸
引
す
れ
ば
こ
そ
励
會
主
義
運

動
の
武
器
と
し
て
之
を
使
用
す
る
事
が
忠
來
る
の
で
あ
る
。

　
史
槻
の
有
す
る
吸
引
力
と
い
ふ
も
の
が
、
・
今
日
我
國
の
青
年
藁
葺
に
於
て
現
に
見
る
が
如
く
強
ズ
働
き
か
け
て
居
る

と
い
ふ
事
は
、
實
に
虚
血
な
る
も
の
＼
優
越
せ
る
債
値
を
現
實
に
見
せ
つ
け
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
家
は
右
京
何

千
年
の
歴
史
の
事
實
に
通
じ
て
み
て
も
、
現
代
生
活
に
介
し
て
、
殆
ど
何
等
力
の
あ
る
事
が
云
へ
な
い
の
に
甥
し
て
、

唯
物
史
槻
の
現
代
生
活
に
於
け
る
偉
大
な
る
貢
献
を
見
よ
。
其
の
史
槻
の
前
に
は
多
数
の
亡
者
を
煩
悶
せ
し
め
、
無
数

の
青
年
を
心
逸
せ
し
め
、
現
代
資
本
主
義
國
家
の
政
治
家
を
し
て
、
深
く
此
の
史
窺
の
細
る
可
き
事
を
思
は
し
め
て
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
イ
ン
　
　
　
ゾ
ル
レ
ン

る
で
は
な
い
か
。
實
に
史
親
こ
そ
は
、
事
實
と
規
範
と
の
橋
渡
し
の
役
を
勤
め
る
も
の
で
、
古
意
史
掘
と
名
の
付
く
が

如
き
も
の
は
、
　
｝
度
は
其
の
時
代
を
風
靡
し
た
も
の
だ
。
之
を
離
れ
て
歴
史
や
、
法
律
や
、
経
濟
や
、
政
治
や
レ
宗
激

や
、
軸
簾
や
乃
至
仁
術
の
如
き
も
の
を
も
、
考
へ
る
事
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
に
目
前
に
唯
物
史
観
の

偉
大
な
る
戚
化
力
を
見
る
以
上
は
、
虚
血
の
問
題
が
如
何
に
重
大
な
問
題
で
あ
っ
て
、
現
代
に
於
て
は
唯
物
史
記
の
問

題
が
眞
に
反
省
さ
る
可
き
．
大
問
題
で
あ
る
事
を
深
く
深
く
沈
思
せ
し
め
す
ん
ば
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　
歴
吏
學
以
外
の
魁
會
科
學
に
於
け
る
史
槻
の
問
題
に
干
て
説
く
が
如
き
は
、
も
と
よ
り
こ
、
に
問
題
で
は
な
い
。
今

歴
史
家
の
立
場
か
ら
唯
物
立
塩
を
見
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
ふ
に
、
今
日
の
歴
史
家
が
大
な
り
小
な
り
此
の
遠
雷
の
影

響
激
化
を
受
け
て
居
る
事
は
明
自
な
虚
器
だ
と
云
へ
や
う
。
蓋
し
経
量
的
生
産
力
が
瀧
會
生
活
に
於
て
有
す
る
カ
を
、

（　r）s　）



偉
大
な
も
の
と
し
て
現
代
人
が
注
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
現
代
の
資
本
主
義
経
濟
の
登
展
の
裏
芸
め
結
果
で
あ
る

と
共
に
、
叉
近
代
に
於
け
る
科
學
的
な
思
考
方
法
の
普
及
の
結
果
で
あ
っ
て
、
熱
型
と
樺
威
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
現
代

入
に
と
っ
て
は
、
至
悪
生
活
が
全
く
む
き
出
し
の
姿
に
於
て
、
其
の
眼
に
映
す
る
事
と
な
っ
て
來
π
。
唯
物
史
槻
と
い

ふ
が
如
き
も
の
に
從
は
な
い
で
も
現
代
人
で
あ
る
以
上
は
、
人
間
生
活
に
於
け
る
経
濟
の
力
を
到
底
輕
製
す
る
事
は
男

茎
な
い
Q
之
を
輕
饗
す
る
標
な
事
で
は
、
問
題
の
捉
へ
方
と
其
の
取
扱
方
と
が
、
到
底
現
代
人
の
要
求
に
全
癒
し
た
も

の
と
は
な
ら
澱
。
そ
れ
故
に
現
代
に
於
け
る
歴
史
研
究
も
亦
其
の
共
通
的
な
色
彩
と
し
て
、
靴
型
に
於
け
る
経
濟
生
活

の
方
面
を
重
ん
じ
、
経
濟
に
何
等
の
關
係
の
な
い
榛
に
見
ゆ
る
方
面
の
交
化
現
象
と
錐
も
、
何
と
か
し
て
其
の
纒
濟
的

警
標
を
見
毘
さ
う
と
努
め
る
。
此
の
時
に
罵
り
唯
物
史
槻
の
如
く
に
経
濟
的
に
徹
底
し
た
見
解
を
示
し
た
史
観
が
、
歴

史
研
究
に
大
い
な
る
影
響
と
威
化
と
を
與
へ
て
居
る
の
は
當
然
の
事
だ
。

　
然
る
に
歴
史
研
究
に
於
て
現
に
見
る
所
の
事
實
は
、
右
の
如
き
経
濟
奪
重
の
事
實
あ
る
に
拘
ら
す
、
歴
史
家
は
一
般

的
に
は
、
唯
物
史
観
其
者
に
謝
し
て
常
に
懐
疑
的
だ
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
経
濟
事
象
を
重
く
槻
て
居
る
に
拘
ら
す
、
豫

め
唯
物
史
槻
と
い
ふ
特
定
の
史
槻
に
從
ふ
て
歴
史
を
研
究
す
る
と
い
ふ
事
は
し
な
い
Q
否
却
っ
て
素
朴
を
愛
す
る
歴
史

家
の
多
く
か
ら
は
、
さ
う
い
ふ
吏
槻
に
從
ふ
事
を
以
て
、
濁
断
的
で
あ
る
と
云
ふ
聲
を
す
ら
聞
く
。
歴
史
の
客
槻
的
研

究
が
之
に
依
っ
て
害
は
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
尤
も
客
素
的
と
い
ふ
て
も
、
前
に
も
云
っ
た
如
く
，
主
槻
を
離
れ
て
歴

史
を
観
る
も
の
で
も
な
く
、
從
っ
て
又
結
局
は
全
然
史
槻
を
有
し
な
い
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
唯
物
史
掘
と
い

　
　
　
　
史
獅
訟
鯨
に
唯
物
史
棚
晒
の
批
甥
と
耕
P
霊
的
・
犯
糊
階
の
提
唱
　
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静
崇
十
轟
ハ
巻
　
　
第
三
號
　
　
　
三
九
九

（59）



　
　
　
　
史
駕
雌
然
に
唯
物
吏
翻
陥
の
刀
剣
と
科
撃
蘭
円
史
粥
酬
の
提
唱
　
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
轟
日
照
　
　
第
【
一
二
號
　
　
　
四
〇
〇

ふ
が
如
き
高
度
の
聖
職
と
な
る
と
、
観
方
が
一
方
に
偏
し
て
、
其
の
結
果
歴
史
早
瀬
の
捉
へ
方
が
歪
め
ら
れ
た
も
の
に
な

る
と
考
へ
ら
れ
易
い
。
こ
れ
は
果
し
て
素
撲
史
家
が
學
問
的
に
時
代
煎
れ
だ
か
ら
で
あ
ら
う
か
。
或
は
今
揺
の
情
勢
が

ブ
ロ
ン
タ
ア
時
代
に
な
っ
て
み
な
い
が
爲
で
あ
ら
う
か
。
兎
も
角
唯
物
史
槻
に
劃
す
る
批
鋼
の
第
一
問
題
は
、
素
朴
な

「
般
歴
史
家
に
依
っ
て
此
の
史
槻
が
懐
疑
を
以
て
迎
へ
ら
れ
易
い
と
言
ふ
鮎
に
就
て
起
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
尤
も
歴
吏
家
の
中
に
は
、
唯
物
吏
槻
に
依
る
と
は
明
言
せ
す
、
否
寧
ろ
、
若
し
問
は
れ
た
な
ら
ば
、
そ
ん
な
も
の
に

從
ふ
て
居
な
い
と
云
ふ
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
仁
者
に
し
て
、
實
は
常
に
経
濟
現
象
を
以
て
歴
史
現
象
の
根
底
に
置
き
、

経
濟
生
活
の
推
移
に
つ
れ
て
．
歴
史
が
帥
ち
各
種
の
文
化
現
象
が
推
移
し
た
と
云
ふ
根
本
的
見
解
を
探
っ
て
居
る
者
は

今
口
に
於
て
決
し
て
少
し
と
せ
な
い
や
う
で
あ
る
◎
そ
し
て
又
、
唯
物
吏
掘
に
於
て
術
語
と
し
て
用
ひ
て
居
る
生
産
力

生
産
藁
葺
、
階
級
闘
爾
、
下
履
建
築
、
上
船
建
築
、
等
々
の
用
語
を
、
此
の
史
概
で
使
用
し
て
居
る
暇
な
仕
方
に
於
て

使
用
し
て
居
る
歴
史
家
も
決
し
て
之
な
し
と
せ
な
い
の
で
あ
る
。
然
も
彼
は
、
此
の
史
槻
に
擦
っ
て
居
る
の
か
と
問
は

れ
る
と
、
否
と
答
へ
易
い
の
で
あ
る
が
、
此
慮
に
到
る
と
此
の
歴
史
家
の
態
度
に
虚
し
て
．
甚
だ
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を

得
な
く
な
る
も
の
が
あ
る
。
彼
は
愚
輩
の
根
底
を
ひ
ど
へ
に
経
濟
的
に
の
み
理
解
す
る
態
度
を
探
り
つ
～
、
何
故
唯
物

史
概
に
依
る
と
云
は
な
い
の
で
あ
る
か
。
殊
に
何
故
に
事
々
し
く
唯
物
史
槻
の
術
語
を
唯
物
史
槻
の
如
く
に
使
用
し
つ

、
此
の
史
槻
に
依
っ
て
み
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
。
之
は
甚
だ
疑
問
と
す
黒
き
所
で
あ
る
が
、
此
庭
に
到
る
と
、
確
か

に
歴
史
家
が
史
槻
に
就
い
て
反
省
的
で
な
い
と
い
ふ
欠
階
を
暴
露
し
て
居
る
事
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
は
現
代
の

（60）



思
想
を
呼
吸
す
る
の
で
、
研
究
の
醤
象
も
、
其
の
取
扱
方
も
、
無
派
的
方
面
に
傾
く
の
で
あ
る
が
、
史
槻
と
い
ふ
も
の

を
よ
く
反
省
し
て
み
な
い
か
ら
、
其
の
黙
を
問
題
に
さ
れ
る
と
、
自
己
の
研
究
態
度
に
明
か
に
矛
盾
し
た
事
を
、
隠
然

と
し
て
答
へ
て
揮
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
今
一
っ
の
鮎
は
前
に
も
言
ふ
た
襟
に
、
歴
史
家
は
普
通
に
は
論
理
的
思
惟
の

飛
躍
と
い
ふ
事
を
よ
く
心
得
て
み
な
い
。
そ
れ
故
に
、
面
白
の
探
れ
る
研
究
方
法
を
推
し
進
め
て
行
く
，
と
途
に
は
そ
こ

に
到
る
可
き
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
そ
こ
迄
推
究
し
な
い
で
、
途
中
で
止
め
て
居
る
場
合
が
甚
だ
多
い
Q
唯
物
史
槻

の
如
き
も
其
の
適
切
な
實
例
で
、
若
し
右
に
云
へ
る
が
如
き
種
類
の
歴
史
家
が
、
推
理
を
充
分
推
し
進
め
て
行
っ
た
な

ら
ば
、
彼
は
恐
ら
く
は
唯
物
史
槻
に
到
達
す
狡
き
筈
の
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
幸
か
不
幸
か
否
不
幸
に
し
て
、
彼
の
推
理

の
不
足
の
爲
め
に
、
或
は
推
理
を
排
斥
す
る
が
爲
め
に
、
唯
物
史
槻
の
是
認
に
迄
進
ま
す
し
て
．
否
唯
物
妙
齢
を
排
斥
し

つ
㌧
、
實
は
唯
物
史
槻
と
同
じ
槻
方
で
歴
吏
を
研
究
し
て
居
る
と
云
ふ
が
如
き
矛
盾
し
だ
事
を
や
っ
て
居
る
の
で
あ
る
、

　
併
し
乍
ら
歴
史
家
の
中
に
は
、
唯
物
腿
骨
を
正
西
か
ら
排
斥
し
て
、
唯
心
頭
越
槻
を
採
ら
ん
と
す
る
者
す
ら
あ
る
。

予
が
後
に
説
く
所
に
依
っ
て
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
様
な
理
由
に
依
り
、
唯
心
的
な
槻
方
は
唯
物
的
な
槻
方
よ
り
も
、

哲
學
的
野
槻
と
し
て
幼
稚
な
も
の
だ
と
思
ふ
け
れ
共
、
併
し
兎
も
角
、
前
に
言
っ
た
や
う
に
此
の
史
観
を
疑
ひ
、
又
は

甥
立
的
に
精
選
的
な
掘
方
が
起
る
と
い
ふ
事
は
、
之
を
疑
は
し
め
る
だ
け
の
余
地
が
ま
だ
唯
物
史
官
に
残
っ
て
み
て
、

史
官
と
し
て
は
誰
く
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
何
等
か
の
黙
が
あ
る
が
爲
に
、
か
く
の
如
く
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
ふ
。
實
際
、
唯
物
史
観
を
否
難
ず
る
槻
方
は
、
此
の
史
槻
が
精
細
生
活
を
無
堕
す
る
に
非
ん
ば
甚
だ
輕
親
し
て

　
　
　
　
史
槻
妹
に
唯
物
隔
壁
の
批
甥
と
学
士
的
吏
観
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
纂
十
六
巻
第
三
號
　
開
〇
一

（61）



　
　
　
　
　
史
蒲
陥
殊
に
喉
物
龍
骨
肺
の
口
無
と
非
訟
的
史
彌
瓶
の
提
唱
…
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
ふ
ハ
巷
　

第
三
號
　
　
　
圃
【
〇
二

居
る
と
か
、
人
間
と
い
ふ
も
の
が
、
よ
く
正
當
に
其
の
償
値
を
認
め
ら
れ
て
み
な
い
と
か
、
そ
ん
な
黙
に
於
て
、
兎
角

問
題
を
生
じ
易
く
、
其
邊
に
な
る
と
此
の
史
槻
が
充
分
入
を
心
服
せ
し
む
お
だ
け
の
カ
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
然
る

に
、
之
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
論
者
は
、
從
來
決
し
て
致
命
的
な
攻
撃
を
之
に
糊
し
て
與
へ
る
事
が
出
來
な
か
っ
た
。
唯

物
と
か
、
唯
心
と
か
と
云
ふ
が
如
き
、
一
元
的
な
槻
方
に
饗
し
て
、
複
合
的
な
見
地
を
と
る
者
も
あ
る
が
之
は
な
ほ
問

題
を
獲
す
も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
吏
槻
と
し
て
の
精
細
さ
を
歓
い
で
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
で

　
然
ら
ば
何
故
に
、
入
々
は
何
と
な
く
落
付
か
ぬ
思
ひ
を
し
つ
、
、
、
唯
物
史
観
に
代
り
得
可
き
、
即
ち
之
に
｝
歩
を
進

も
　
　
り
　
　
も

め
た
る
史
槻
を
立
て
得
な
い
の
で
あ
る
か
。
其
の
理
由
は
蓋
し
次
の
黙
に
あ
る
と
思
ふ
。
即
ち
、
從
來
唯
物
史
槻
に
甥

し
て
立
て
ら
れ
た
史
掘
を
見
る
に
、
何
れ
も
歴
史
現
象
に
現
は
れ
た
事
實
の
槻
察
を
斑
登
黙
と
な
し
τ
、
或
は
形
而
上

黒
黒
に
之
を
立
て
、
或
は
部
分
科
學
の
見
地
か
ら
之
が
打
立
て
ら
れ
て
み
る
の
で
、
詳
覧
、
唯
物
史
槻
と
大
同
小
異
の

思
考
方
法
を
探
用
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
其
の
結
果
は
新
史
槻
な
る
者
が
、
唯
物
史
槻
と
水
掛
論
を
や
る
に
非
す
ん
ば
、
唯

物
撃
墜
が
現
代
生
活
に
即
し
て
み
る
の
と
其
の
一
面
に
予
て
有
す
る
科
學
昔
人
方
の
特
徴
の
存
在
と
の
嘗
め
に
駆
倒
せ

ら
れ
て
．
か
へ
っ
て
藪
蛇
に
絡
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
Q
要
す
る
に
歴
史
現
象
に
槻
察
を
加
へ
、
思
索
し
て
抽
象
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

立
て
ら
れ
た
嫁
鑑
の
評
言
で
は
、
と
て
も
車
越
し
た
も
の
を
望
み
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
み
る
。
其
等
は
歴
史
を
全
角

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
把
握
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
全
点
的
な
現
象
考
察
を
要
件
と
し
て
み
る
素
朴
歴
史
家
を
満
足
せ
し
め
な
い
の

を
加
へ
、
思
索
し
て
抽
象
的
に
は
轟
然
で
あ
っ
て
、
從
來
の
如
き
方
法
を
何
稗
繰
返
し
て
も
、
決
し
て
根
本
的
に
新
た

（　6u）　）
蜜



な
る
寒
心
が
立
て
ら
る
貫
き
蓮
理
は
な
い
。
そ
ん
な
次
第
で
史
槻
の
問
題
は
、
今
日
に
於
て
は
實
の
虚
行
き
つ
ま
っ
た

も
の
と
な
っ
て
居
る
。

　
然
ら
ば
此
の
行
き
つ
・
ず
ひ
り
を
打
開
す
る
方
法
は
何
で
あ
る
か
。
予
は
乏
を
考
へ
て
要
す
る
慮
、
形
而
上
學
的
な
槻
方

の
徹
底
的
排
斥
に
あ
る
と
信
ず
る
Q
言
ひ
換
へ
る
と
、
史
観
の
科
學
的
建
設
を
砲
く
迄
純
正
な
も
の
に
推
し
進
め
て
行

く
事
に
あ
る
と
思
ふ
。
實
に
唯
物
史
観
が
現
代
人
を
吸
引
す
る
カ
を
有
す
る
根
本
的
な
理
由
の
一
つ
は
、
其
の
科
蛮
的

立
場
を
有
す
る
黙
に
あ
る
。
現
代
の
資
本
主
義
繁
藤
の
機
構
が
、
生
産
力
獲
展
の
論
理
に
依
っ
て
科
學
的
に
説
明
せ
ら

れ
、
現
代
胤
會
の
矛
盾
が
之
に
依
っ
て
如
何
に
も
尤
も
ら
し
く
鮮
明
に
暴
露
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
事
は
、
此
の
確
認
の
威

嚴
を
営
々
の
間
に
華
や
か
に
誇
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
又
古
筆
の
歴
史
に
就
て
も
、
之
に
依
っ
て
の
み
眞
に
根

本
的
に
理
解
せ
ら
る
、
と
ま
で
に
信
せ
ら
れ
る
の
は
、
蓋
し
無
理
か
ら
望
事
で
あ
る
。
實
に
此
の
唯
物
史
槻
の
科
學
的

方
面
こ
そ
は
、
從
來
の
如
何
な
る
史
槻
に
も
優
り
て
、
長
所
と
認
め
ら
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
此
の
黙
は
、
充
分
高
く

評
指
せ
ら
れ
て
然
る
可
き
こ
と
で
あ
る
。
實
に
唯
物
史
槻
以
前
の
歴
史
観
が
、
極
度
に
形
而
上
學
的
で
あ
っ
た
と
い
ふ

事
は
、
今
日
彼
等
が
根
本
的
な
不
信
用
を
招
い
て
み
る
原
因
と
な
っ
て
居
る
。
形
而
上
學
的
で
あ
る
以
上
は
、
史
糊
が

軍
純
な
思
辮
の
産
物
と
な
り
、
全
然
抽
象
的
な
も
の
と
塗
り
重
る
。
そ
の
史
槻
が
假
倉
如
何
程
眞
理
性
を
持
つ
た
様
に

見
え
て
も
、
究
極
す
る
慮
、
科
心
的
に
畳
醒
し
た
も
の
を
動
か
す
カ
に
於
て
乏
し
い
。
古
山
隠
槻
を
以
て
、
何
等
か
形

而
上
學
的
な
立
脚
地
か
ら
の
み
懸
る
べ
き
も
の
、
如
く
思
は
れ
て
る
た
の
は
、
抑
、
甚
だ
迷
蒙
の
脱
し
難
い
所
な
の
で

　
　
　
　
吏
擬
蘇
に
唯
物
史
競
の
批
剣
と
科
素
的
吏
魏
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
第
三
號
　
四
〇
三

（63）



　
　
　
　
吏
親
殊
に
唾
物
奥
槻
の
批
剣
と
半
漁
的
皮
槻
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
　
第
三
號
　
　
四
〇
四

あ
る
。
唯
物
史
概
が
科
學
的
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
兜
掘
で
あ
る
と
云
ふ
事
は
、
現
代
的
な
兜
掘
と
し
て
カ
を
有
す

る
根
本
的
な
理
由
を
な
し
て
み
る
の
に
相
違
な
い
。

　
然
る
に
唯
物
史
槻
は
、
右
の
長
所
あ
る
に
拘
ら
す
、
他
方
面
に
煮
て
、
充
分
現
代
的
と
な
り
き
れ
な
い
も
の
を
有
っ

て
居
る
。
と
い
ふ
の
は
、
未
だ
そ
れ
は
十
八
世
紀
的
な
形
而
上
學
の
残
焔
を
捨
て
が
ね
た
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
事
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

今
日
唯
物
史
観
は
科
學
的
な
方
面
を
盆
々
褒
諭
せ
し
め
た
が
、
其
の
蘇
れ
る
初
め
に
於
て
、
歴
史
現
象
の
中
か
ら
特
に

生
産
力
を
抽
象
し
騰
り
、
之
に
歴
史
登
展
の
全
般
的
原
動
力
と
言
ふ
重
大
な
任
務
を
負
は
し
め
た
る
者
な
る
と
共
に
、

其
の
論
理
構
成
に
於
て
は
、
唯
心
的
弊
無
法
に
醤
し
唯
物
的
な
弊
謹
法
を
探
嘉
し
て
み
る
と
云
ふ
事
は
、
今
日
に
あ
っ

て
は
此
の
史
掘
に
於
け
る
寧
ろ
迷
惑
な
る
形
而
上
學
的
残
澤
と
な
っ
て
居
る
。
唯
物
史
観
は
科
學
的
史
槻
た
る
趣
き
を

多
分
に
有
す
る
と
は
云
へ
、
其
れ
は
外
観
に
す
ぎ
ぬ
。
本
質
に
於
て
、
そ
れ
に
は
ま
だ
極
め
て
蕾
式
な
形
而
上
學
的
史

親
な
の
で
あ
る
。
そ
の
立
論
の
核
心
に
於
て
形
而
上
學
的
な
も
の
を
許
し
て
居
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
の
部
分
は
、
い
っ

簸
た
つ
て
も
古
り
、
途
に
瓦
窯
的
に
な
り
き
る
事
は
瓦
焼
な
い
と
言
ふ
悲
し
き
運
命
を
脊
負
ふ
て
居
る
。
現
代
の
素
朴

な
る
歴
史
家
は
も
と
よ
り
、
文
化
科
學
の
研
究
者
が
、
今
若
し
唯
物
史
槻
に
從
へ
よ
と
言
は
れ
だ
と
し
て
、
彼
等
が
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

何
に
し
て
も
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
黙
の
最
大
な
る
者
は
、
何
故
嵐
究
極
す
る
庭
天
降
り
的
に
経
濟
暦
学
方
と
い
ふ

も
の
が
提
供
せ
ら
れ
て
、
其
れ
に
從
は
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
云
ふ
方
法
論
的
な
疑
惑
に
あ
る
の
だ
。
唯
物
史
槻
の
論
者
に
し

て
見
れ
ば
、
此
の
瓢
に
湿
て
、
弊
謹
法
の
哲
學
と
科
學
と
の
結
合
を
説
い
て
、
色
々
言
ひ
分
け
を
立
て
や
う
と
す
る
で
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あ
ら
う
が
、
畢
寛
徒
勢
に
早
る
こ
と
に
相
違
が
な
い
。
唯
物
史
瀧
の
方
が
唯
心
史
槻
よ
り
も
史
槻
と
し
て
後
に
起
つ
た

だ
け
歴
史
現
象
に
叛
し
て
反
省
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
之
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
然
も
此
の
史
擬
’

に
於
て
人
々
を
し
て
一
抹
の
不
安
を
曝
せ
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
む
る
所
以
の
も
の
は
、
そ
の
形
而
上
學
的
方
法
の
捨
て
去

り
が
た
き
存
在
に
あ
る
の
だ
。
實
を
い
へ
ば
此
の
方
法
の
存
在
の
爲
め
に
唯
物
史
掘
が
甚
だ
鏡
利
な
双
と
な
っ
て
居
る

事
は
事
實
で
あ
る
が
、
同
時
に
此
の
及
に
依
っ
て
唯
物
史
概
自
身
が
傷
付
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
居
る
。
彼

は
常
に
槻
念
論
を
攻
撃
す
る
に
拘
ら
す
、
彼
自
ら
槻
、
念
論
を
奉
じ
て
居
る
。
凡
そ
払
腰
が
眞
に
現
代
的
と
な
る
が
爲
め

に
は
、
形
而
上
學
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
ふ
所
以
は
此
膿
に
其
の
ヒ
ン
ト
を
得
べ
き
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
予
は
唯
物
史
観
は
、
経
濟
的
研
究
の
側
面
に
於
け
る
其
の
科
學
的
方
法
の
黙
に
於
て
は
多
大
の
長
所
を
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

有
す
る
に
拘
ら
す
、
形
而
上
懸
場
基
礎
付
け
の
黙
が
致
命
的
な
欠
黙
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
欠
隔
は
時
代
の

…
進
行
と
共
に
、
愈
々
鮮
か
に
其
の
姿
を
現
は
し
つ
、
あ
る
。
此
の
史
槻
に
於
て
科
蒼
蝿
と
い
ふ
の
は
、
歴
史
現
象
の
中

か
ら
生
産
力
を
捉
へ
た
と
言
ふ
蜜
欝
㌫
未
だ
甚
だ
不
完
全
な
方
法
と
、
生
産
力
茎
と
す
る
そ
の
経
管
學
的
理

論
の
黙
に
あ
る
が
、
然
る
に
か
、
る
経
濟
學
的
な
理
論
そ
の
も
の
を
、
史
槻
と
し
て
用
ひ
て
行
く
根
底
は
如
何
と
い
ふ

に
、
元
謀
其
れ
は
、
右
に
言
ふ
如
く
歴
吏
現
象
の
中
か
ら
特
に
生
産
力
を
抽
象
し
た
も
の
で
あ
り
、
唯
物
辮
謹
法
の
狡

展
に
よ
っ
て
論
理
構
成
を
進
む
る
も
の
で
あ
っ
て
、
唯
物
史
槻
成
立
の
根
底
に
遡
れ
ば
、
不
可
避
的
に
形
而
上
學
的
な

考
へ
方
が
存
在
し
て
居
る
。
實
を
言
へ
ば
唯
物
論
も
唯
心
論
も
形
而
上
學
た
る
瓢
で
は
一
つ
で
あ
る
が
、
、
唯
物
史
親
に

　
　
　
　
　
史
槻
蘇
に
唯
物
夏
槻
の
批
剣
と
科
學
酌
奥
凝
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
鑛
三
號
　
　
四
〇
五



　
　
　
　
・
更
佃
観
月
鉢
に
．
唯
物
亦
四
灘
晒
の
批
剣
と
中
止
学
的
史
蒲
晒
の
提
唱
N
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
・
山
ハ
巻
　

焔
弟
一
一
糊
就
　
　
　
M
闘
○
山
ハ

嘗
て
は
生
産
力
が
現
象
た
る
の
故
を
以
て
唯
心
史
槻
の
純
に
凝
念
的
に
見
ら
る
、
蒋
と
こ
と
な
り
、
之
が
實
讃
的
な
経

濟
學
に
結
び
付
い
て
、
科
學
的
な
史
槻
の
内
容
を
託
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
注
意
す
べ
き
は
唯
物
史
掘
は
此
の

寧
ろ
第
二
次
的
に
實
讃
的
研
究
に
な
っ
た
瓢
に
於
て
或
程
度
の
下
滝
的
正
確
さ
を
示
し
、
縮
れ
に
依
っ
て
現
代
人
の
科

學
的
な
思
惟
慾
を
満
足
せ
し
め
つ
、
あ
る
の
だ
と
云
ふ
事
は
、
皮
肉
に
も
興
味
あ
る
事
で
は
な
い
か
。
然
る
に
翻
っ
て

そ
の
論
理
で
あ
る
唯
・
情
義
書
法
と
い
ふ
瓢
に
到
る
と
、
唯
物
史
観
は
商
始
め
之
を
形
而
上
學
で
は
な
く
哲
學
だ
と
し
て

許
し
た
の
で
あ
る
が
、
歴
史
を
見
る
こ
と
余
り
に
も
輩
純
な
の
で
、
懐
疑
に
堪
へ
な
い
も
の
が
あ
る
。
素
朴
な
る
歴
史

家
が
此
の
史
槻
の
カ
を
戚
じ
つ
、
、
然
も
其
の
捕
虜
と
な
ら
澱
や
う
に
警
戒
す
る
理
由
は
實
に
此
庭
に
在
る
。

　
以
上
論
述
し
た
所
に
依
り
て
知
ら
る
、
が
如
く
に
、
唯
物
史
槻
と
錐
も
形
而
上
學
的
な
掘
方
を
根
室
と
し
て
居
る
の

で
あ
る
が
、
而
も
そ
れ
が
現
代
に
於
て
｝
面
魂
だ
信
用
を
得
て
居
る
と
い
ふ
理
由
は
、
此
の
史
槻
が
科
學
的
な
史
糊
の

如
き
外
座
を
呈
し
て
居
る
と
い
ふ
黙
に
あ
る
の
だ
。
此
の
事
は
史
槻
の
研
究
に
於
て
最
も
反
省
せ
ら
る
省
き
所
で
あ
る
。

從
來
史
槻
と
い
へ
ば
形
而
上
學
的
な
要
素
を
油
然
に
含
ん
だ
も
の
、
如
く
に
考
へ
て
來
た
の
は
、
實
に
過
つ
た
考
だ
と

言
は
ざ
る
を
得
な
い
Q
形
而
上
學
で
あ
る
以
上
は
、
科
學
の
味
を
知
っ
た
現
代
入
は
そ
の
史
冊
に
聾
し
て
根
本
的
な
疑

を
抱
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
人
を
し
て
其
の
正
確
さ
を
疑
は
し
め
な
い
史
槻
の
根
糠
と
い
ふ
も
の
は
、
是
非
と
も
科

學
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
從
來
と
錐
も
史
槻
よ
り
形
而
上
學
を
捨
て
、
、
科
學
的
に
考
へ
ん
と
す
る
努
力
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
リ
ユ
　

全
く
な
い
で
は
な
い
。
例
へ
ば
マ
ム
ト
の
言
っ
た
實
謹
主
義
的
な
歴
史
掘
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
っ
て
、
環
境
を
奪
重
し
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て
居
る
と
い
ふ
事
は
、
　
一
の
科
學
的
な
槻
方
だ
と
も
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
、
此
の
學
説
の
根
本
的
な
歓
黙

は
馬
環
境
と
い
ふ
が
如
き
も
の
は
極
め
て
漠
然
た
る
も
の
で
、
其
の
内
に
は
窟
然
現
象
も
あ
れ
ば
、
交
化
現
象
も
あ
り

ま
だ
一
越
學
的
に
其
の
根
底
を
吟
味
せ
ら
る
辛
き
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
購
に
あ
る
。
こ
、
に
到
れ
ば
、
唯
物
史
槻
の

如
き
は
、
其
の
霞
登
黙
と
推
理
方
法
は
兎
も
角
と
し
て
、
経
濟
的
理
解
と
い
ふ
確
乎
た
る
も
の
を
持
っ
て
居
る
の
で
、

科
學
的
（
？
・
）
に
も
そ
こ
に
強
み
の
あ
る
事
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
此
慮
に
至
っ
て
、
史
槻
の
優
劣
を
批
即
す
る
が
爲
の
標
準
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
轍
ふ
に
歴
史
糊
は
人
の
思
考
方

法
の
発
達
に
俘
ふ
て
推
移
し
た
者
で
、
思
考
力
の
未
だ
開
け
ざ
る
時
代
に
は
紳
秘
の
雲
が
入
智
を
つ
、
み
、
歴
史
を
淋

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
　

の
仕
業
と
な
し
、
宗
激
的
な
薩
概
的
な
槻
方
で
歴
史
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
恐
き
進
む
に
及
ん
で
、
其
の
時
代
の
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
ゆ

的
な
顯
藩
な
事
象
に
基
い
て
歴
史
を
考
察
し
、
薙
に
形
而
上
學
的
な
思
弊
的
な
史
観
が
超
つ
た
。
然
る
に
近
代
以
理
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　

學
の
急
蓮
な
る
撃
壌
の
爲
に
、
入
智
は
大
に
開
け
．
鶏
來
得
る
限
り
形
而
上
學
か
ら
遠
去
っ
て
、
製
麺
的
な
愛
護
的
な

研
究
を
奪
撮
す
る
事
と
な
つ
π
。
そ
し
て
思
考
方
法
の
此
の
褒
達
史
は
諭
理
的
に
も
次
第
に
進
歩
の
途
を
辿
っ
た
も
の

な
の
で
あ
る
。
從
っ
て
宗
学
的
津
浪
は
勿
論
の
こ
と
、
唯
心
史
槻
が
今
日
で
は
殆
ん
ど
全
く
入
氣
を
失
ひ
、
唯
物
史
槻

に
於
て
も
形
而
上
學
的
な
部
分
は
懐
疑
の
的
と
な
っ
て
、
た
“
彼
の
科
學
的
な
部
分
が
信
用
を
博
す
る
最
大
理
由
と
な

っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
入
智
の
登
達
の
此
の
必
然
的
な
流
向
を
以
て
考
ふ
る
に
、
歴
史
槻
の
今
後
の
嚢
展

は
、
是
非
と
も
形
而
上
學
の
古
い
衣
を
脱
ぎ
捨
て
、
、
断
然
科
學
的
に
新
に
堅
實
に
之
れ
を
建
設
す
る
と
い
ふ
立
場
を

　
　
　
　
史
魏
殊
に
嘔
物
史
記
の
批
朔
と
科
学
的
吏
翻
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
纂
三
里
　
　
四
〇
七

〈 ｛5’i　）



　
　
　
　
更
槻
殊
に
忌
物
史
観
の
批
判
と
科
挙
的
奥
魏
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
第
＋
六
趣
第
三
號
　
四
〇
八

採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
濾
と
思
ふ
。
今
舞
に
於
け
る
更
概
の
行
き
づ
ま
り
の
駿
態
は
、
全
く
吏
槻
が
形
而
上
學
の
古
き
衣

よ
り
脱
け
出
で
兼
ね
て
居
る
と
い
ふ
職
に
あ
る
。

　
澄
の
胚
史
家
に
は
史
掘
の
問
題
を
甚
だ
不
用
意
に
考
へ
て
る
る
者
が
な
い
で
は
な
い
。
歴
史
に
於
け
る
意
識
の
挺
界

は
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
良
案
で
ま
と
め
、
意
識
成
立
の
過
程
は
マ
ル
ク
ス
流
に
成
立
の
経
濟
的
奏
者
を
考
へ
る
の
が
、
唯
物

更
槻
な
ど
よ
夢
一
節
…
進
ん
だ
歴
更
の
掘
方
で
あ
る
か
の
如
く
思
ふ
て
る
る
向
も
な
い
で
は
な
い
や
う
だ
が
、
こ
れ
こ
そ

こ
の
頃
の
流
行
語
の
一
つ
で
あ
る
雑
炊
臨
な
や
り
方
で
あ
る
Q
左
楼
な
論
理
を
無
覗
し
た
機
械
酌
な
寄
せ
集
め
が
有
く
㌦

も
史
観
に
於
て
出
來
る
と
思
ふ
の
が
、
抑
タ
の
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
　
へ
ー
ゲ
川
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ
と
…
進
ん
だ
史
麹
獲
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陽

の
過
程
と
い
ふ
も
の
は
、
史
書
が
奮
然
辿
っ
て
來
た
右
に
一
言
し
た
思
考
方
法
の
狡
達
の
方
向
に
焦
し
た
も
の
に
外
な
　
σ

ら
な
い
の
で
あ
る
。
宗
薮
的
信
仰
よ
り
形
而
上
學
潜
思
弊
に
進
み
、
形
而
面
構
笠
寺
辮
よ
り
科
學
的
理
論
に
進
み
行
く

歴
史
把
握
の
態
度
が
、
今
尚
唯
物
史
槻
に
於
て
其
の
形
而
上
學
時
代
の
絡
末
に
近
づ
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
精

紳
的
観
方
と
か
物
質
的
占
方
と
か
言
ふ
が
如
き
、
抽
出
し
て
把
へ
ら
れ
た
歴
史
事
象
の
差
異
に
琵
琶
係
が
あ
る
が
、
よ

り
根
本
的
に
重
要
な
の
は
、
形
而
上
學
と
科
學
と
の
斎
蔵
に
於
け
る
現
は
れ
方
が
、
へ
ー
ゲ
〃
と
マ
川
ク
ス
と
に
於
て

如
何
に
異
な
っ
て
み
る
か
と
言
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
Q
へ
ー
ゲ
〃
と
マ
ル
ク
ス
と
の
止
揚
と
言
ふ
や
う
な
こ
と
が
出
偏
る

か
ど
う
か
Q
た
と
ひ
毘
來
て
も
、
そ
れ
を
彼
等
と
同
じ
く
形
而
上
學
の
古
い
方
法
で
や
ら
う
と
し
た
っ
て
、
其
の
實
現

は
古
來
言
ひ
ふ
る
し
た
諺
に
あ
る
木
に
叢
っ
て
魚
を
求
む
る
よ
り
も
難
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
若
し
精
帥
的
と
物
質
的



と
の
爾
方
面
を
見
遁
さ
な
い
や
う
な
、
こ
れ
迄
よ
り
も
一
二
高
い
平
癒
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
　
そ
れ
は
再
び
形
而
上

學
へ
逆
縛
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
折
角
形
而
上
學
よ
り
科
學
へ
進
み
つ
、
あ
る
史
責
紐
展
の
動
向
を
推
し
進
め
て

科
學
的
史
槻
を
あ
く
ま
で
純
正
な
も
の
と
し
て
、
形
而
上
学
に
よ
ら
な
い
新
史
観
を
立
て
る
こ
と
に
依
っ
て
の
み
、
其

の
目
的
が
實
現
さ
れ
う
る
で
あ
ら
う
。

　
右
の
主
張
は
勿
論
専
断
的
に
言
ふ
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
理
論
的
に
明
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
だ
Q
其
庭
で
先

づ
問
題
は
、
何
が
丘
上
的
史
観
で
あ
る
か
と
言
ふ
こ
と
に
7
3
い
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
入
る
宛
て
は
、
先
づ
以
て
唯
物
史

槻
の
科
學
的
方
面
が
最
も
墾
考
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
諏
。
十
九
世
紀
の
實
謹
主
義
的
史
観
な
る
者
は
、
科
學
絢
史
槻
の

豫
備
的
な
前
行
的
な
者
で
あ
る
が
、
其
の
生
物
學
的
史
槻
で
も
、
…
進
化
論
的
史
観
で
も
、
慮
然
現
象
に
於
け
る
研
究
か

ら
比
喩
的
に
入
類
の
歴
史
を
魏
て
る
る
の
で
、
こ
れ
は
實
は
眞
に
歴
史
を
見
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
○
實
謹
哲
學
を
書

い
た
コ
ム
｝
は
思
考
方
法
の
獲
達
史
が
、
紳
學
酌
考
へ
方
分
段
階
よ
り
形
而
上
學
的
の
段
階
に
…
進
み
、
近
代
に
至
っ
て

最
高
の
實
謹
的
の
段
階
に
進
ん
で
、
こ
れ
が
最
高
の
段
階
で
あ
る
と
言
っ
て
居
る
。
實
を
言
へ
ば
、
予
は
コ
ム
ト
が
こ

ん
な
こ
と
を
言
っ
て
み
る
と
言
ふ
こ
と
を
、
前
述
の
思
考
方
法
獲
展
史
を
考
へ
た
後
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
第
一

の
紳
學
的
は
廣
く
宗
敏
的
と
言
ふ
の
が
一
履
よ
い
と
思
ふ
し
、
最
後
の
實
謹
的
と
言
ふ
の
も
、
形
而
上
學
に
輪
軸
せ
し

む
る
近
代
的
學
問
の
性
贋
を
盤
さ
な
い
者
で
．
是
非
共
之
は
無
熱
的
と
遵
ふ
べ
き
所
で
あ
る
。
こ
ん
な
繹
で
彼
に
あ
っ

℃
は
科
學
的
な
史
槻
と
な
る
に
は
、
ま
だ
一
事
明
か
に
演
畳
さ
れ
て
る
な
い
も
の
が
あ
る
。
彼
禽
身
も
言
へ
る
が
如
く

　
　
　
　
上
一
型
晒
殊
に
唯
物
市
汎
土
日
の
揚
州
乃
と
十
一
県
的
孟
杷
鱒
晒
の
提
一
哨
　
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儒
濯
十
山
ハ
巷
　
　
餓
浬
一
二
號
　
　
　
四
〇
九

（6｛）



　
　
　
　
史
魏
殊
に
唾
物
史
槻
の
血
判
と
科
學
的
史
凝
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
　
第
三
號
　
　
四
｝
○

彼
の
時
代
は
形
而
上
學
的
段
階
か
ら
實
謹
的
段
階
へ
の
過
渡
期
に
濾
し
て
み
る
の
で
、
彼
の
見
解
は
惜
む
ら
く
は
、
充

分
實
誰
的
に
狡
擁
し
た
史
槻
に
ま
で
到
達
し
な
か
っ
た
。
彼
が
舐
會
心
理
學
の
開
租
で
あ
っ
て
、
雄
蜂
は
丈
化
獲
達
の

規
定
者
で
は
な
く
、
心
理
的
要
素
が
之
を
規
定
す
る
と
し
み
る
の
は
、
鞘
堂
的
に
は
唯
物
史
槻
の
険
難
を
う
け
ね
ば
な

ら
漁
し
，
又
前
に
一
言
し
た
や
う
に
其
め
概
念
の
甚
だ
漠
然
と
し
た
、
文
化
現
象
も
率
然
現
象
も
混
在
し
て
み
る
環
境

と
い
ふ
が
如
き
者
の
影
響
を
重
要
視
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
之
等
の
も
の
に
比
す
る
と
き
は
、
唯
物
史
槻
は
た
し
か

に
、
歴
史
成
立
の
根
原
に
つ
い
て
、
科
學
的
に
、
即
ち
経
緯
學
的
に
或
は
魔
會
科
學
的
に
、
一
鞭
つ
き
つ
め
た
溝
を
と

ら
へ
て
、
意
識
が
規
定
せ
ら
る
、
所
以
を
一
層
賜
か
に
把
握
し
た
蒋
で
あ
る
。

　
さ
て
此
庭
に
聖
主
と
せ
ら
る
べ
き
は
、
現
代
の
歴
史
家
の
間
に
曳
く
行
は
れ
て
る
る
文
化
奥
で
あ
る
。
從
來
交
化
史

と
古
せ
ら
れ
て
る
る
史
風
に
於
て
鳳
、
理
念
と
か
精
紳
と
か
言
ふ
が
如
き
者
を
、
癌
化
の
統
一
者
と
し
て
眺
め
て
み
る

所
に
、
形
而
上
學
的
な
歴
吏
哲
學
の
残
影
を
見
る
。
文
化
史
家
は
固
よ
り
理
念
や
精
淋
を
事
實
の
中
に
求
め
て
、
忠
實

に
科
學
的
に
歴
史
を
研
究
し
て
み
る
の
だ
が
、
酒
や
う
な
丈
化
吏
に
於
て
な
ほ
嫌
ら
ぬ
所
は
、
文
化
史
で
は
文
化
と
し

て
成
立
し
た
者
に
就
て
歴
史
の
意
昧
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
努
力
す
る
が
、
文
化
が
如
何
に
し
て
成
立
す
る
か
と
言
ふ

方
面
に
な
る
と
甚
だ
疎
略
で
、
よ
く
根
本
的
に
之
を
明
か
な
ら
し
む
る
こ
と
が
璃
來
ぬ
と
言
ふ
敏
階
を
も
っ
て
み
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
で
あ
る
Q
文
化
の
嚢
展
望
で
は
あ
る
が
、
文
化
の
成
立
史
と
し
て
不
充
分
だ
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

然
る
に
今
日
採
薬
史
に
証
し
て
、
か
や
う
な
歓
陥
あ
る
こ
と
に
就
て
反
省
を
な
さ
し
む
る
所
以
の
者
は
、
外
で
も
な
い
。

（　”to　）



唯
物
史
槻
の
虫
張
す
る
構
成
史
的
な
歴
史
の
槻
方
よ
り
言
ふ
時
は
、
丈
化
史
は
途
に
文
化
の
歴
史
だ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
歴

史
研
究
其
者
と
し
て
は
ま
だ
残
さ
れ
た
者
を
も
つ
て
み
る
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
Q

　
此
庭
に
至
っ
て
、
切
に
史
學
者
の
批
剣
を
仰
ぎ
元
き
卑
見
が
あ
る
Q
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
思
考
方
法
の
三
段
の
登
展
に

俘
っ
て
越
る
三
段
の
歴
史
槻
の
展
開
な
る
も
の
に
随
ひ
、
予
は
歴
史
記
述
の
形
式
に
就
て
も
、
こ
れ
亦
三
段
の
展
開
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

る
こ
と
を
思
ふ
も
の
で
あ
る
。
帥
ち
田
舞
的
思
考
法
に
よ
れ
る
直
槻
的
な
宗
激
的
吏
槻
始
に
超
り
、
次
に
形
而
上
學
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
り
　
む

思
考
法
に
ま
れ
る
思
辮
的
な
形
而
上
學
的
史
槻
來
り
、
而
し
て
科
學
的
思
考
法
の
下
達
の
爲
に
、
實
謹
的
な
科
學
的
史

む槻
が
、
實
は
管
見
の
範
園
で
は
糞
痴
よ
く
自
答
せ
ら
れ
て
は
み
な
か
っ
た
が
、
今
や
其
の
成
立
の
時
期
に
入
り
來
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ

と
言
ふ
、
此
の
三
段
の
史
槻
に
凱
慮
し
て
、
歴
史
を
直
槻
的
に
紳
力
に
よ
っ
て
登
現
し
た
者
と
考
へ
る
嚢
現
史
先
づ
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
の
　
ゆ

り
、
次
に
は
思
辮
的
に
歴
史
を
あ
る
槻
念
例
へ
ば
自
由
と
言
ふ
が
如
き
も
の
、
螢
展
で
あ
る
と
考
ふ
る
登
展
吏
が
起
っ

て
來
た
の
で
あ
っ
て
、
最
後
に
今
日
で
は
ま
だ
完
全
に
向
畳
さ
れ
て
は
み
な
い
が
、
歴
史
を
其
の
成
立
の
根
源
よ
り
翼
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ

必
然
的
量
定
の
現
象
と
し
て
考
へ
る
所
の
成
立
史
と
い
ふ
者
が
起
り
つ
、
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
科
學
的
史

親
と
成
立
史
と
は
、
實
に
予
が
此
の
論
文
の
結
論
と
し
て
主
張
せ
ん
と
す
る
者
あ
る
。
歴
史
家
は
吏
槻
に
就
て
は
寧
ろ

無
意
識
的
で
あ
る
の
を
常
と
す
る
が
、
思
考
法
の
流
れ
に
從
う
て
、
か
や
う
に
三
つ
の
形
騰
の
歴
史
記
述
法
が
次
第
に

展
開
し
て
來
た
。
そ
し
て
最
後
に
唯
物
史
槻
を
と
り
入
れ
た
歴
史
記
述
法
は
、
形
而
上
學
的
な
狡
青
史
の
段
階
か
ら
、

科
學
的
な
成
立
史
の
段
階
に
進
み
行
く
境
目
に
立
て
る
者
な
の
で
あ
る
。
何
故
に
そ
れ
を
言
ふ
か
に
就
て
は
、
再
び
叢

　
　
　
　
・
礎
騨
卵
殊
［
に
唾
旧
史
…
観
の
伽
蜘
鋼
と
科
…
学
晶
囲
史
湘
慨
の
提
唱
　
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
工
1
』
ハ
巷
　
　
第
二
一
號
　
　
　
四
一
　
一

（71）



　
　
　
　
史
競
殊
に
唯
物
史
書
の
批
甥
と
上
諭
的
斑
概
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
　
第
三
號
　
　
四
一
二

に
唯
物
史
槻
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
實
に
下
物
受
勲
に
よ
る
歴
史
は
、
因
果
閥
係
の
研
究
と
言
ふ
黙
に
於
て
は
、
文
化
史
よ
り
も
総
締
と
し
て
は
】
歩
前

進
し
た
者
で
あ
る
。
其
黙
が
一
つ
の
着
眼
黙
だ
と
思
ふ
。
抑
々
歴
史
が
偏
に
右
に
述
べ
だ
獲
展
史
で
あ
る
問
は
、
其
の

歴
史
は
ど
う
見
て
も
ま
だ
興
に
歴
史
學
の
使
命
に
忠
な
る
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
歴
史
學
の
使
命
の
最
大
な
る
も
の
の

「
つ
は
因
果
關
係
を
究
明
す
る
こ
と
に
在
る
が
、
登
展
史
に
あ
っ
て
は
洛
革
を
明
か
に
す
る
に
は
面
輔
で
あ
っ
た
が
、

原
因
を
探
る
段
に
な
る
と
不
十
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
或
る
交
化
の
由
摩
を
た
ど
り
た
ど
っ
て
其
の
置
生
の
古
に
培

う
、
又
は
点
る
文
化
の
流
動
を
下
り
下
っ
て
其
の
末
に
至
る
こ
と
の
如
き
は
、
今
日
で
は
最
早
時
代
後
れ
と
な
り
つ
、

あ
る
幡
羅
家
の
試
み
る
所
と
な
っ
て
終
っ
た
。
歴
史
が
か
く
の
如
き
浩
革
の
研
究
で
あ
る
間
は
、
曲
譜
は
後
展
史
た
る

に
止
ま
っ
て
「
成
立
史
」
で
は
あ
り
得
澱
。
歴
史
の
成
立
原
因
を
考
へ
て
も
、
ま
だ
淺
は
か
な
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
Q
例

へ
ば
輔
鮮
征
伐
は
國
内
暫
定
の
結
果
だ
と
言
ふ
標
に
、
事
態
の
獲
展
を
以
て
因
果
の
關
係
と
誤
解
し
た
り
し
て
み
る
。

尤
も
か
く
の
如
き
藤
展
史
と
錐
も
、
歴
史
學
の
原
始
議
事
で
あ
る
獲
現
業
よ
ヶ
優
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も

な
い
Q
予
の
言
ふ
所
の
登
現
史
は
宗
激
的
黒
黒
に
雁
脚
ふ
る
も
の
だ
。
其
の
最
も
ナ
イ
ー
ブ
な
形
「
は
歴
史
は
紳
意
に
よ
っ

て
鞍
現
し
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
っ
て
、
奮
約
創
世
記
や
羅
馬
の
建
國
史
や
我
國
の
古
事
記
に
見
る
や
う
t
、
、
諸
國
の

起
源
史
は
か
く
の
如
き
歴
史
の
叙
述
か
ら
始
ま
っ
て
み
て
、
其
慮
に
紳
意
を
讃
、
仰
す
る
嚢
現
史
が
あ
る
。
そ
し
て
褒
野

史
の
最
も
最
後
的
な
残
影
と
し
て
は
、
英
雄
的
歴
史
の
或
者
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
と
冨
は
ざ
る
を
得
な
い
Q
黒
影
を

（　rt　2）



付
せ
ら
る
、
や
う
な
取
入
の
業
績
を
中
心
と
す
る
政
治
史
の
中
に
は
、
實
に
此
の
意
味
か
ら
甚
だ
奮
式
な
の
が
あ
る
。

こ
ん
な
も
の
に
比
べ
た
な
ら
、
登
展
史
は
進
歩
し
た
酪
農
の
形
膿
で
あ
る
。
尤
も
之
に
も
幼
稚
な
も
の
か
ら
登
達
し
た

も
の
へ
と
段
々
差
別
は
あ
る
が
、
此
の
藩
邸
史
に
至
っ
て
、
歴
史
は
亡
弟
的
饗
現
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
由
っ
て
來

る
所
の
あ
る
も
の
な
る
こ
と
が
、
郎
ち
由
來
な
る
も
の
が
明
か
に
せ
ら
れ
だ
Q
そ
し
て
槻
念
的
な
涛
が
永
績
的
で
あ
り

登
展
的
で
あ
る
こ
と
は
先
づ
着
目
せ
ら
れ
た
所
で
あ
っ
て
、
形
而
上
學
的
史
槻
に
相
癒
す
る
楼
展
史
に
あ
っ
て
は
、
無

念
的
な
者
が
褒
展
す
る
と
言
ふ
や
う
に
、
歴
・
史
を
槻
念
的
に
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
〃
の
歴
史
哲
學
に

於
け
る
一
寸
意
志
の
狡
展
と
い
ふ
が
如
き
者
が
、
其
の
最
も
轟
轟
型
的
な
形
式
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
か
、
る

種
類
の
、
響
理
念
と
か
精
騨
と
か
を
忠
と
し
ヂ
、
考
へ
る
歴
史
の
最
も
進
歩
し
た
、
と
　
・
ふ
の
は
槻
念
的
薯
の
と
の

り
方
を
實
質
的
に
行
ふ
て
・
其
の
黙
で
は
科
學
と
し
て
完
全
な
形
膿
は
・
今
日
で
は
、
文
化
史
な
る
も
の
に
な
っ
て
ゐ
σ

る
次
第
で
あ
る
。
郎
ち
其
庭
に
文
化
史
の
本
質
が
あ
っ
て
、
文
化
史
家
は
中
心
槻
念
を
捉
へ
そ
の
獲
展
史
を
作
り
上
げ

た
時
に
、
最
も
紅
潮
し
て
勇
ま
し
く
な
る
の
で
あ
る
Q

　
然
る
に
薙
に
唯
物
史
槻
的
歴
史
に
至
る
と
．
文
化
史
の
や
う
な
登
軍
吏
で
は
満
足
し
て
み
な
い
。
唯
物
史
槻
は
歴
史

の
原
因
を
考
へ
る
上
に
於
て
、
文
化
史
よ
り
も
遙
か
に
奨
劒
で
あ
る
。
帥
ち
彼
は
歴
史
の
成
立
の
根
祇
を
考
へ
て
必
然

的
な
者
に
至
っ
た
と
揚
言
す
る
者
で
あ
っ
て
、
其
の
根
祇
を
経
濟
的
生
産
力
に
置
く
者
で
あ
る
。
縷
濟
に
根
を
も
た
な

い
専
念
と
か
意
識
と
か
理
念
と
か
言
ふ
が
如
き
も
の
は
、
唯
物
史
掘
で
は
一
個
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
塞
事
た
る
イ

　
　
　
　
吏
観
場
に
唯
物
史
齪
の
批
剣
と
科
學
的
史
魏
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
三
號
　
　
四
一
三



　
　
　
　
更
襯
殊
に
唯
物
拠
醗
の
批
判
と
科
學
的
隻
翔
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
第
三
號
　
四
一
四

デ
ォ
η
初
産
で
あ
る
。
此
の
概
方
其
者
の
當
否
は
兎
も
角
と
し
て
、
此
の
必
然
的
原
因
を
考
べ
た
と
言
ふ
黙
は
、
確
か

に
歴
史
學
の
最
大
使
命
で
あ
る
因
果
閣
係
の
究
明
と
言
、
霜
こ
と
に
就
て
、
唯
物
史
槻
が
文
化
史
的
史
観
よ
り
も
漸
然
進

歩
し
た
者
で
あ
る
と
畜
ひ
う
る
所
以
で
あ
る
。
之
に
比
す
れ
ば
文
化
吏
で
原
因
と
考
へ
た
所
の
者
は
、
必
然
に
泡
考
へ

至
ら
な
い
薪
で
相
甥
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
文
化
史
と
錐
も
、
歴
史
學
で
あ
る
か
ら
に
は
、
勿
論
原
因
を
考
へ
て
る

た
が
、
其
の
療
因
の
考
へ
方
が
深
さ
を
映
い
で
る
た
。
實
は
洛
革
に
過
ぎ
な
い
者
を
原
因
だ
と
思
っ
た
り
し
て
み
た
。

文
化
史
は
畢
寛
狡
展
史
煎
る
こ
と
を
以
て
特
色
と
し
て
居
る
。
之
に
比
す
る
と
、
唯
物
史
槻
は
、
何
が
翼
の
原
因
か
と

い
ふ
こ
と
に
就
て
、
文
化
史
よ
り
も
」
一
層
眞
劒
に
な
っ
て
、
つ
き
つ
め
て
考
へ
て
る
る
の
で
あ
る
。

　
唯
物
史
槻
の
儂
値
の
認
む
べ
き
こ
と
は
右
の
如
く
で
あ
る
。
が
然
ら
ば
歴
史
學
は
唯
物
史
槻
で
よ
い
か
と
言
へ
ば
ど

う
し
て
左
楼
で
は
な
い
。
之
は
ま
だ
成
立
史
と
し
て
純
な
る
者
を
有
つ
に
至
ら
な
い
者
だ
。
漸
く
其
の
端
緒
で
あ
る
Q

此
の
史
槻
の
由
來
が
形
而
上
學
的
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
槻
念
的
な
登
展
と
言
ふ
が
如
き
者
を
、
全
く
脱
却
し
去
っ

た
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
が
如
何
な
る
基
礎
の
上
に
成
立
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
か
と
吉
ふ
黙
が
、
充
分
正
當

に
見
詰
め
ら
れ
て
み
な
い
。
こ
れ
は
最
も
注
意
す
べ
き
事
な
の
だ
が
、
こ
の
事
は
唯
物
吏
槻
に
言
ふ
所
の
歴
史
の
構
成

的
な
捌
方
な
る
も
の
を
吟
味
す
れ
ば
、
直
ち
に
羽
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
唯
物
公
庫
で
は
歴
史
狡
達
の
最
後
の
原
動
力
と
し
て
生
産
力
あ
る
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
げ
に
生
産
す
る
カ
ニ
そ

は
推
進
す
る
カ
で
あ
る
か
ら
、
生
産
力
を
歴
史
成
立
の
動
力
と
考
へ
た
の
は
面
厳
い
。
唯
物
更
槻
が
生
産
力
を
持
ち
掛

（7り



し
た
と
言
ふ
こ
と
ば
、
登
展
史
と
し
て
も
此
の
史
槻
の
最
大
の
強
み
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
此
の
生
産
力
の
上
に

生
産
關
係
が
成
立
す
る
。
生
産
と
分
配
と
の
關
係
は
証
會
階
級
を
規
定
す
る
。
各
種
の
文
化
現
象
が
か
～
る
就
會
に
於

て
成
立
す
る
。
か
や
う
に
し
て
此
の
史
概
に
基
く
歴
史
の
掘
方
が
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
生
産
力
を
基
礎
と

す
る
限
り
、
ま
こ
と
に
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
き
膿
系
を
備
へ
た
理
論
と
な
る
。
そ
し
て
経
濟
的
方
面
か
ら
の
み
歴
吏
を

掘
る
以
上
は
”
生
産
力
を
重
大
す
る
此
の
槻
方
は
、
最
も
有
力
な
者
と
な
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
、
薙
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

起
る
所
の
疑
問
は
、
生
産
力
は
果
し
て
究
極
的
な
歴
史
推
進
の
原
動
力
で
あ
る
か
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
之
に

就
て
は
、
虚
器
否
と
答
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
生
産
力
は
決
し
て
究
極
的
な
者
で
は
な
く
て
、
生
産
力
の
依
っ
て
罷
る
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
の
　
ゆ
　
　
の

は
入
谷
の
貴
紳
力
を
無
饗
す
る
こ
と
の
出
癖
滋
者
で
あ
る
。
人
類
と
目
然
と
の
關
係
に
ま
で
遡
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
勿
論
唯
物
鹿
槻
と
錐
も
此
の
最
後
の
關
係
を
考
へ
な
い
で
は
な
い
で
あ
ら
う
が
、
生
産
力
を
こ
れ
だ
け
は

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
や

絡
始
動
か
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
要
す
る
に
之
を
基
本
せ
す
ん
ば
止
ま
ざ
る
以
上
は
、
「
最
後
的
の
所
ま
で
推
及
せ
ざ
る

も
の
で
あ
る
。
脚
ち
ま
だ
よ
く
其
の
目
的
を
達
し
た
者
と
言
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
。
生
産
力
の
櫨
っ
て
以
て
成
立
す
る

根
元
で
あ
る
人
類
と
自
然
と
の
開
係
を
、
豫
断
を
辛
く
こ
と
な
く
し
て
研
究
し
、
其
の
地
盤
の
上
に
歴
史
を
考
へ
る
の

で
な
け
れ
ば
、
か
の
有
名
な
下
履
建
築
の
幕
礎
工
事
が
全
く
以
て
千
慮
喜
雨
な
も
の
だ
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。

　
卒
直
に
所
見
を
蓮
ぶ
れ
ば
、
唯
物
史
槻
が
上
層
建
築
の
文
化
に
織
し
て
下
層
建
築
の
経
濟
を
置
く
と
言
ふ
こ
と
は
、

ま
だ
割
り
切
る
、
こ
と
の
出
船
う
る
生
産
力
を
、
割
り
切
れ
ざ
る
者
の
如
く
扱
ふ
て
る
る
厨
に
、
根
本
的
な
過
ち
を
犯

　
　
　
　
史
翻
嫁
に
喉
物
吏
齪
の
批
判
と
干
瓢
的
史
槻
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
第
三
號
　
四
一
五
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史
学
蘇
に
唯
物
史
槻
の
疵
判
と
科
學
的
史
の
擬
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
第
三
號
　
四
＝
ハ

し
て
居
る
と
言
ひ
得
る
。
唯
物
史
槻
は
、
正
し
く
此
の
一
事
を
念
頭
に
於
て
、
其
の
科
學
的
償
値
を
評
債
さ
る
べ
き
性

質
の
者
で
あ
る
。
唯
物
史
槻
は
法
律
や
宗
澱
や
學
藝
等
を
上
暦
建
築
に
す
ぎ
ぬ
と
言
ふ
け
れ
ど
も
、
生
産
力
に
し
て
嗣

り
切
れ
る
者
で
あ
り
、
更
に
其
の
墓
礎
と
な
る
者
の
あ
る
こ
と
を
思
へ
ば
、
経
濟
と
錐
も
上
雇
建
築
の
一
種
で
は
な
い

か
Q
之
も
亦
覆
面
で
あ
り
上
履
建
築
で
あ
る
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
。
人
或
は
法
律
や
宗
敏
な
ど
に
比
べ

る
と
、
経
濟
の
方
が
下
下
だ
と
言
ふ
で
あ
ら
う
が
、
右
の
意
味
に
於
て
は
経
濟
も
亦
既
に
上
層
的
の
も
の
で
あ
る
と
す

る
と
、
そ
れ
電
法
律
や
宗
澱
な
ど
と
の
關
係
が
、
必
ず
考
へ
直
ざ
れ
ね
ば
な
ら
澱
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に

最
も
基
本
附
な
關
係
が
、
入
類
と
自
然
と
の
關
係
と
戸
口
ふ
所
に
あ
る
と
す
る
ど
、
た
と
ひ
経
濟
的
に
歴
史
を
考
へ
る
と

し
て
も
、
法
律
な
り
謡
講
な
り
學
問
な
り
藝
術
な
り
に
間
し
て
も
亦
、
必
ず
一
蓋
は
こ
の
基
本
的
な
關
係
に
潮
っ
て
其
の

成
立
を
考
へ
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
唯
物
史
槻
の
科
學
性
と
言
ふ
こ
と
は
、
此
庭
に
根
本
的
な
難
黙
を
嚴
し
て
み

る
と
謂
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
又
、
唯
物
史
槻
が
成
立
史
の
原
理
と
な
る
の
に
不
完
全
な
理
由
が
こ
、
に
存
す
る
。
そ
し

て
唯
物
史
凱
の
此
の
級
本
的
な
難
黙
と
不
完
全
と
が
生
じ
た
原
因
は
何
で
あ
る
か
と
言
ぺ
ば
、
其
れ
は
此
の
史
鶴
の
理

論
と
な
れ
る
形
而
上
學
的
な
思
弊
に
面
責
が
在
る
と
信
ず
る
者
で
あ
る
。
置
ハ
の
始
め
に
立
て
生
産
力
を
把
へ
の
で
あ
る

か
ら
し
て
、
此
の
史
槻
の
推
究
は
、
経
濟
的
推
進
力
で
あ
る
生
産
力
と
い
ふ
者
以
上
に
進
む
こ
と
が
串
來
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
、
に
は
明
か
に
生
産
力
の
更
に
根
源
と
な
る
べ
き
八
間
の
精
畜
力
の
甚
だ
し
き
輕
覗
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

其
れ
は
此
の
史
槻
之
し
て
は
償
ひ
難
き
心
意
で
あ
っ
て
、
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
幽
來
な
い
。
唯
物
吏
掘
の
科
心
性
と

（76）◎



言
ふ
者
が
、
實
は
第
二
次
酌
な
存
在
で
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
從
っ
て
此
の
史
槻
に
よ
る
成
立
史
は
未
熟
な
者
だ

と
い
ふ
こ
と
が
、
こ
、
に
、
至
っ
て
愈
，
明
か
に
な
る
。

　
意
識
と
言
ふ
瓢
を
考
へ
て
も
同
襟
で
あ
る
Q
意
識
と
生
産
力
と
の
開
渠
は
、
實
を
言
へ
ば
後
者
を
以
て
常
に
前
者
の

制
約
者
だ
と
は
言
へ
濾
。
登
達
し
た
文
化
に
於
け
る
意
識
を
考
へ
る
と
、
成
程
意
識
の
大
な
る
制
約
者
が
生
産
力
に
あ

る
や
う
だ
が
、
其
の
生
産
力
の
出
來
た
源
に
は
人
問
の
文
化
的
意
識
が
宿
っ
て
居
る
。
次
第
に
此
の
關
係
を
順
押
し
に

遡
っ
て
見
る
と
、
極
め
て
本
能
的
な
原
意
識
的
な
精
棘
力
が
、
最
初
の
生
産
力
の
置
生
に
與
っ
て
み
る
と
言
ふ
所
に
ま
で

進
む
。
そ
し
て
其
の
原
意
単
な
る
も
の
が
既
に
將
來
諸
方
面
に
分
岐
し
展
開
す
べ
き
複
雑
な
内
容
を
有
っ
て
み
る
。
生

産
力
を
故
意
に
或
程
度
以
上
の
も
の
に
止
め
な
い
限
り
、
生
産
力
が
根
底
的
だ
と
は
言
へ
な
い
。
そ
れ
．
に
も
拘
ら
す
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ
　
　
も
　
　
へ

物
史
要
が
、
意
識
に
封
ず
る
経
濟
的
制
約
を
必
然
的
に
前
提
的
な
も
の
だ
と
言
ふ
の
は
、
其
の
始
め
既
に
成
熟
し
た
歴

吏
生
活
を
眺
め
て
、
生
産
力
を
根
本
的
だ
と
見
て
作
ら
れ
た
此
の
史
槻
の
形
而
上
難
儀
断
定
の
爲
に
妨
げ
ら
れ
て
、
ど

う
し
て
も
左
機
に
言
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
Q
こ
、
に
此
の
史
槻
の
非
科
學
的
な
態
度
が
あ
る
と
思
ふ
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞

の
瓢
に
於
て
も
唯
物
史
槻
は
決
し
て
濃
着
た
る
生
氣
に
満
ち
た
も
の
だ
と
は
言
へ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
歴
史
學
が
獲
曇
霞
よ
り
成
立
史
に
進
む
と
言
ふ
契
機
は
、
唯
物
史
槻
に
育
て
見
ら
れ
、
其
黙
に
於
て
は
此
の
吏
概
の

卓
越
を
許
さ
や
る
を
得
な
い
の
に
拘
ら
す
、
此
の
史
槻
で
は
到
底
雁
黒
黒
を
し
て
、
翼
に
最
も
狡
達
し
た
る
詳
解
形
膿

で
あ
る
べ
き
成
立
史
た
ら
し
む
る
こ
と
が
出
來
な
い
と
言
ふ
理
由
が
、
右
に
述
べ
た
形
而
上
學
的
残
淳
の
存
在
に
於
て

　
　
　
　
史
槻
殊
に
唯
物
史
観
の
批
鋼
と
科
畢
的
奥
観
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
第
＋
六
巷
第
三
號
　
四
一
七



　
　
　
　
吏
槻
殊
に
唯
物
史
論
の
批
判
と
零
丁
的
斑
槻
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
第
三
號
　
四
一
八

見
ら
れ
る
。
唯
物
史
槻
は
「
成
立
史
」
の
史
慨
と
な
る
に
は
不
徹
底
な
も
の
で
あ
る
。
此
の
不
徹
底
さ
は
他
面
に
於
て
、

彼
が
登
第
史
を
本
領
と
し
て
み
る
黙
に
満
て
も
見
ら
る
＼
Q
見
よ
、
唯
物
史
掘
で
は
生
産
力
の
楼
展
と
か
、
生
産
關
係

の
登
展
と
か
と
言
ふ
こ
と
を
、
そ
れ
こ
そ
観
念
的
な
熟
心
さ
を
以
て
説
く
で
は
な
い
か
。
生
産
力
や
生
産
關
係
は
、
勿

論
か
の
自
由
と
か
善
と
か
悪
と
か
と
言
ふ
が
如
き
、
純
精
憩
的
な
槻
念
で
は
な
い
。
そ
の
血
膿
は
現
象
で
あ
る
に
粗
違

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ゆ
　
　
ヤ
　
　
へ

な
い
が
、
併
し
之
を
與
へ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
振
り
廻
す
と
き
に
は
、
．
之
を
観
る
所
の
態
度
に
於
て
確
か
に
観
念
的

だ
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
。
唯
物
史
観
は
槻
念
論
を
攻
撃
す
る
け
れ
ど
も
、
彼
富
身
論
議
的
な
掘
方
か
ら
脱
し
切
っ
た

者
で
は
な
い
。
然
ら
ば
其
の
原
因
は
何
で
あ
る
か
と
．
茜
へ
ば
、
前
に
言
っ
た
や
う
に
、
此
の
史
掘
が
形
而
上
學
を
足
場

と
し
て
居
る
か
ら
、
槻
念
が
實
は
先
に
立
ち
、
現
象
界
の
理
解
が
後
に
な
る
と
言
ふ
團
係
か
ら
超
つ
た
當
然
の
結
果
な

の
で
あ
る
。
實
に
此
黙
に
嘗
て
、
唯
物
史
観
は
科
學
的
研
究
の
郵
象
で
あ
る
現
象
を
内
容
に
盛
り
っ
、
形
而
上
學
的
な

外
穀
を
以
て
蔽
は
れ
た
と
冨
ふ
か
、
書
函
的
な
血
肉
を
有
す
る
が
形
而
上
學
的
な
骨
絡
を
有
す
る
と
言
ふ
か
、
と
も
角

未
だ
純
輝
に
科
學
的
な
も
の
と
な
り
切
っ
て
み
な
い
者
で
あ
り
、
叉
純
粋
に
科
學
釣
な
も
の
に
な
り
切
る
こ
と
の
出
　
來

痴
者
で
あ
乃
。
官
選
に
此
の
史
槻
の
最
大
の
な
や
み
の
あ
る
こ
と
を
否
定
し
難
い
。
客
槻
的
研
．
究
を
口
に
す
る
歴
史
家

が
唯
物
史
掘
の
長
所
を
認
め
つ
、
、
　
一
抹
の
不
安
を
禁
ず
る
能
は
ざ
る
所
以
が
こ
、
に
あ
る
Q

r
此
の
な
や
み
か
ら
脱
し
こ
の
不
安
を
の
ぞ
く
の
で
な
け
れ
ば
、
今
疑
の
史
槻
に
生
き
行
く
途
は
な
い
。
然
る
に
之
を

脱
し
之
を
除
く
と
な
る
と
、
唯
物
史
槻
は
亡
び
ざ
る
を
得
な
い
。
固
よ
り
凡
て
の
形
而
上
學
的
な
史
観
が
亡
ぶ
べ
き
最

（　7・S　）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
ゆ

後
の
時
だ
Q
か
く
て
形
而
上
學
の
残
物
が
全
く
す
て
ら
れ
て
、
野
望
的
に
歴
史
の
根
底
を
把
握
せ
ん
と
す
る
其
の
科
學
、

の
　
の
　
ゆ

的
史
槻
が
、
勇
ま
し
き
生
ぶ
盤
を
あ
げ
て
生
れ
譲
で
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
學
も
亦
此
の
時
同
時
に
、
獲
展
史
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の

本
領
と
す
る
こ
を
や
め
て
成
立
史
に
な
り
切
る
の
で
あ
る
。
今
後
の
歴
史
槻
は
眞
の
科
學
読
史
槻
穿
る
べ
く
、
今
後
の

歴
史
學
は
眞
の
成
立
史
で
な
け
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
然
ら
ば
蕪
に
提
唱
す
る
所
の
「
科
學
馬
面
槻
」
と
は
如
何
な
る
も
の
を
言
ふ
の
か
、
叉
「
成
立
史
」
の
歴
史
學
と
は
例
で

あ
る
か
、
と
言
ふ
質
問
が
直
ち
に
趙
さ
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
歴
史
成
立
め
原
動
力
に
關
し
て
予
の
有
す
る
腹
案
は
今
日

登
表
し
て
揮
ら
な
い
だ
け
熟
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
今
後
充
分
錬
っ
た
上
で
製
表
し
や
う
。
併
し
此
の
論
文
を
ま

と
ま
っ
た
者
に
す
る
爲
に
は
他
の
法
理
と
の
關
係
に
於
て
、
右
二
者
の
本
質
を
要
約
す
る
義
務
が
あ
る
と
思
ふ
。

　
予
が
既
遜
に
提
唱
す
る
所
の
「
新
宝
的
史
槻
」
は
、
唯
物
史
槻
と
か
、
唯
心
濾
胞
と
か
、
倫
理
的
史
槻
な
ど
、
言
ふ
が

如
き
種
類
の
更
槻
に
軍
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
等
を
包
括
せ
る
高
次
の
史
槻
で
あ
る
形
面
上
學
的
翠
雲
に
封
立
す

る
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
叉
、
形
而
上
學
的
災
槻
よ
り
古
き
史
槻
に
点
す
る
宗
敏
素
懐
槻
に
謝
湿
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

科
學
的
史
槻
の
特
色
を
な
す
べ
き
思
考
方
法
は
、
宗
敷
的
史
槻
の
産
槻
的
、
形
而
上
學
的
吏
槻
の
思
辮
的
な
る
に
封
し

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
、
實
黒
影
考
察
法
を
採
る
所
に
あ
る
。
紳
慮
の
天
を
仰
ぎ
又
は
導
管
の
淵
に
沈
む
も
の
と
異
な
り
、
現
象
の
雲
母
を

冷
静
に
歩
ま
ん
と
す
る
者
で
あ
る
。
固
よ
り
天
降
り
的
な
衷
概
を
極
度
に
排
斥
す
る
所
に
、
如
何
な
る
悲
史
概
と
も
漸

然
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
唯
物
史
掘
は
患
辮
的
な
推
理
と
科
學
的
な
考
察
と
を
不
可
分
的
に
結
合
し
て
み
る
か
ら
、
如

　
　
　
　
史
獺
㍑
殊
に
唯
物
史
幅
観
の
批
鋼
と
科
学
甲
的
史
伽
號
の
提
唱
　
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
晶
凝
望
　

第
三
號
　
　
　
照
門
｝
九

（　rl｛）　）



　
　
　
疎
　
由
舛
魏
六
郷
に
唯
物
史
醐
晒
の
批
鋼
と
科
…
挙
動
議
災
獅
晒
の
糧
四
唱
　
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
川
藻
⊥
ハ
巻
　
　
第
一
二
號
　
　
　
圃
一
二
〇

何
に
努
力
し
て
も
途
に
全
く
科
學
的
と
な
り
え
ざ
る
蓮
命
を
有
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
繰
返
し
説
く
が
如
く
で
あ

る
。
科
學
的
な
ら
ん
と
し
て
科
學
的
に
な
り
き
れ
な
い
所
に
、
唯
物
史
槻
の
煩
悶
が
あ
る
が
、
科
學
的
史
観
は
史
観
の

こ
の
陰
暢
よ
う
脱
し
て
、
理
論
の
透
明
な
る
世
界
に
出
で
た
も
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
更
に
科
學
的
史
槻
の
性
格
は
冷
静
で
反
省
的
な
所
に
あ
る
。
宗
澱
的
吏
槻
は
最
も
熟
情
的
で
あ
る
が
、
全
く
信
仰
的

で
批
剣
を
許
さ
や
る
者
で
あ
っ
た
。
次
に
起
つ
た
形
而
上
蛮
的
準
婚
は
梢
々
反
省
を
加
へ
て
、
其
の
結
果
、
學
説
の
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

超
と
な
っ
た
が
、
一
度
び
解
説
が
立
つ
と
、
彼
自
身
は
翌
旦
陶
厚
賞
ひ
あ
っ
て
、
途
に
は
鴬
大
不
遜
な
性
格
を
も
つ
に

至
る
も
の
す
ら
あ
る
。
文
化
史
の
如
き
も
明
か
に
陶
酔
的
な
史
興
で
、
浪
曼
的
な
も
の
と
な
る
素
質
を
有
す
る
が
、
唯

物
史
観
に
至
っ
て
は
、
此
の
傾
向
を
有
す
る
上
に
、
こ
れ
は
科
學
的
基
礎
に
足
場
を
も
つ
た
“
け
肖
信
あ
る
も
の
と
な

り
、
其
の
結
果
は
尊
大
不
遜
な
も
の
と
な
っ
て
居
る
。
紳
秘
的
信
仰
的
と
す
ら
な
ら
ん
と
し
て
み
る
。
實
に
性
格
納
に
言

へ
ば
、
こ
の
奪
大
不
遜
の
態
度
こ
そ
は
、
唯
物
史
観
が
科
學
的
総
掘
と
な
る
こ
と
を
得
な
い
性
格
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

全
く
形
而
上
學
の
自
己
至
醇
の
程
度
の
昂
ま
っ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
之
に
鋼
比
す
る
と
き
は
昼
型
軍
需
概
は
常
に

反
省
的
で
あ
る
。
冷
静
に
現
象
の
研
究
を
行
ふ
上
に
鞭
て
熟
情
的
で
あ
る
べ
き
理
由
な
く
、
槻
念
に
捉
は
れ
て
陶
醇
的

と
な
り
實
謹
の
歩
を
止
め
る
が
如
き
こ
と
は
、
固
よ
り
其
の
性
格
と
な
し
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
予
が
「
成
立
史
」
と
繕
す
る
歴
史
の
形
膿
は
、
歴
史
現
象
成
立
の
因
果
累
累
を
必
然
的
因
果
耳
塞
に
於
て
把
握
し

其
上
に
歴
更
が
如
何
に
成
立
し
た
る
か
を
明
か
な
ら
し
む
る
も
の
を
言
ふ
Q
成
立
史
に
劉
諒
す
る
者
は
．
、
宗
激
的
信
仰

（ tse　）
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的
な
登
現
史
、
及
び
形
而
上
學
的
盛
事
的
な
獲
轟
轟
な
る
こ
と
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
登
現
業
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
は

成
立
し
た
る
者
に
濡
す
し
て
、
愚
慮
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
者
で
あ
る
か
ら
．
人
な
只
其
の
不
可
思
議
な
る
登
現
を
叙
述

す
る
こ
と
が
出
言
う
る
の
み
で
あ
っ
た
。
登
展
史
は
之
に
廻
し
、
歴
史
の
中
に
登
訳
し
行
く
者
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た

が
、
獲
展
し
行
く
者
と
し
て
は
、
思
素
的
に
成
る
べ
く
基
本
的
な
者
を
捉
ふ
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
支
那
で
は

渤
善
懲
悪
の
志
念
が
古
來
の
舌
風
の
指
導
者
と
な
っ
て
居
る
。
唯
物
史
槻
で
は
、
生
産
力
と
か
生
産
密
漁
と
か
言
ふ
が
如

き
も
の
が
信
念
化
せ
ら
れ
て
、
其
の
獲
展
が
歴
史
の
中
心
と
な
っ
て
居
る
。
然
る
に
登
展
史
の
史
風
で
は
、
如
何
な
る

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し

場
合
に
も
、
其
の
出
襲
黙
に
於
て
、
歴
史
現
象
を
生
む
所
の
も
の
を
、
無
類
と
畠
然
と
の
交
渉
の
始
に
遡
っ
て
研
究
し

た
の
で
は
な
く
、
成
立
し
π
歴
史
現
象
に
就
て
考
へ
て
、
或
は
槻
念
的
に
其
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
例
へ
ば
自
由
と
い

ふ
が
如
き
者
を
掴
み
、
或
は
現
象
中
の
最
有
力
な
る
も
の
、
例
へ
ば
生
産
力
と
い
ふ
が
如
き
者
を
捉
へ
て
、
此
等
を
基

．
本
と
し
て
其
の
要
脚
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
其
故
に
原
因
の
究
朗
が
徹
底
的
に
吟
味
せ
ら
る
、
こ
と
を
得
な
か
っ
た
。

唯
物
史
槻
に
よ
っ
て
、
軍
純
な
る
親
出
論
が
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
は
至
極
當
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
さ
う
言
ふ
唯
物
吏

槻
も
亦
茸
雲
、
槻
念
の
爲
に
捉
は
れ
て
、
科
學
的
に
附
場
に
原
因
の
原
因
を
探
究
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
居
る
。
併

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
　
へ

し
原
因
の
究
明
が
、
客
思
的
に
見
て
必
然
的
な
る
者
に
泡
掘
り
さ
げ
ら
れ
ね
ば
、
歴
史
現
學
の
研
究
は
完
成
し
た
者
と

は
言
ひ
得
な
い
。
唯
物
吏
槻
の
論
者
が
、
往
々
に
し
て
主
掘
的
な
槻
方
を
擁
護
し
、
叉
は
史
槻
の
時
代
性
を
強
調
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

り
す
る
の
ば
旭
此
の
史
槻
の
観
念
的
な
受
方
の
素
質
が
洩
れ
出
で
る
の
で
あ
る
。
叉
歴
史
的
に
成
立
し
た
現
象
の
中
か

　
　
　
　
　
吏
襯
蘇
に
唯
物
吏
観
の
批
判
と
科
斗
曲
史
概
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
第
三
號
　
四
一
＝

（81）



　
　
　
　
、
史
観
殊
に
唯
物
史
窺
の
批
封
と
科
學
的
史
槻
の
提
唱
　
（
牧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
三
號
　
　
四
二
二
　
　
　
　
　
“

ち
、
特
に
熊
野
（
生
産
力
）
を
捉
へ
た
と
言
ふ
其
の
出
登
黙
を
暴
露
す
る
者
で
あ
る
Q
之
に
反
し
て
暴
露
的
な
史
槻
と
な

　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も

れ
ば
素
撲
な
る
歴
吏
家
の
要
求
せ
る
客
観
的
な
全
面
的
な
歴
史
と
言
ふ
為
の
が
始
め
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
「
歴
三
家

は
始
め
客
槻
的
な
も
の
は
主
観
を
離
れ
て
捉
へ
が
た
い
の
で
、
意
識
的
又
は
無
意
識
的
に
主
槻
的
な
部
分
的
な
史
槻
に

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

支
配
せ
ら
れ
て
み
た
が
、
菰
に
至
っ
て
史
親
が
主
槻
よ
り
出
で
、
客
観
に
止
る
の
で
あ
る
し
部
分
的
槻
方
を
す
て
、
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ

全
面
的
掘
方
に
移
る
の
で
あ
る
。
予
の
言
ふ
成
立
史
の
形
騰
は
、
敵
営
的
史
槻
と
必
須
的
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
っ

て
、
客
槻
的
、
必
然
的
、
及
び
全
面
的
な
因
果
關
係
を
明
か
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
の
如
き
歴
史
で

あ
る
が
故
に
、
叢
に
始
め
て
歴
史
の
登
記
な
る
も
の
も
眞
の
意
昧
に
達
て
跡
づ
け
ら
れ
、
登
展
吏
の
目
的
も
亦
始
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

姦
に
至
っ
て
達
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
科
學
的
史
槻
仁
面
す
る
右
の
叙
述
は
、
此
の
更
槻
の
一
般
的
性
質
を
語
る
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
實
に
予
の
主
張
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　

ん
と
す
る
所
は
、
史
槻
の
成
立
が
、
始
め
よ
り
無
常
的
叉
は
思
慮
的
に
蓮
池
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
人
類
と
自
然
と

　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
閣
係
に
よ
っ
て
生
す
る
必
然
的
登
生
の
現
象
を
科
学
的
、
實
讃
的
に
研
究
し
、
此
の
研
究
を
基
礎
と
し
て
歴
，
史
の
成

立
を
説
く
の
で
な
け
れ
ば
．
眞
に
學
問
附
な
議
論
と
は
な
り
得
な
い
ご
と
を
主
張
す
る
に
あ
る
。
形
而
上
學
駅
売
槻
が

歴
史
現
象
の
側
面
か
ら
見
た
も
の
を
、
予
は
反
影
に
人
類
之
自
然
と
の
關
係
の
根
本
的
關
係
の
側
面
よ
り
見
ん
と
す
る

の
で
あ
る
Q
其
故
こ
の
研
究
の
爲
に
は
、
原
始
民
族
の
研
究
の
如
き
も
固
よ
り
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
な

の
は
、
入
類
學
と
地
理
學
と
心
理
學
と
経
濟
學
と
で
あ
る
。
も
し
哲
學
を
姿
考
す
る
と
せ
ば
、
現
象
を
扱
ふ
者
で
な
け



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

れ
ば
な
ら
澱
○
そ
し
て
三
選
に
至
っ
て
は
勿
論
最
も
多
く
墾
考
に
供
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
遽
か
に
其
中
よ
り

原
動
力
を
見
出
さ
う
と
は
し
て
は
な
ら
ぬ
。
歴
史
現
象
に
興
す
る
此
の
取
扱
ひ
を
非
捲
雲
的
だ
思
ふ
者
は
未
だ
歴
史
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

眞
に
知
ら
な
い
者
で
あ
る
。
史
槻
を
反
省
せ
し
む
る
歴
吏
研
究
の
秘
訣
は
、
事
實
を
全
膿
的
な
關
聯
に
総
て
見
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
予
が
形
而
上
學
焦
慮
鞘
管
言
へ
る
者
の
如
く
に
、
部
分
的
な
現
象
や
観
念
に
捉
は
れ
て
る
て
は
歴
更
の
眞

、
の
研
究
は
出
來
得
な
い
○
科
學
的
史
観
の
参
考
と
な
る
べ
き
歴
更
の
研
究
は
、
部
分
的
な
歴
吏
現
象
の
知
見
で
は
な
く

て
全
史
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
吏
観
に
於
け
る
歴
淫
欲
的
に
實
謹
的
な
方
面
は
」
實
に
こ
の
全
史
的
な
も
の
を
捉
へ
て
、

之
を
史
槻
に
生
か
す
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
自
然
と
人
類
と
の
義
理
に
於
け
る
必
然
的
螢
生
の
現
象
を
、
野
拙
の
出
登
黙

と
す
る
の
も
亦
、
全
一
か
や
う
茎
般
的
な
現
象
考
量
笙
に
章
が
爲
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
り

轡
屋
に
於
け
る
右
の
如
き
考
へ
方
は
・
畢
寛
・
歴
吏
現
象
の
種
子
と
も
　
一
二
べ
き
葉
的
現
象
を
・
人
類
と
良
然
と
6

の
交
渉
に
於
け
る
必
然
的
登
生
の
現
象
に
求
め
る
者
で
あ
り
、
又
か
く
の
如
き
基
本
的
現
象
の
研
究
を
な
す
所
の
科
學

を
歴
史
的
諸
科
學
の
墓
本
科
學
と
見
る
者
で
あ
る
。
史
槻
は
實
に
か
、
る
雲
華
の
豊
本
的
歴
当
科
學
の
中
心
問
題
な
の
「

で
あ
る
。
贋
大
な
る
文
化
筆
勢
の
新
た
な
る
膿
系
が
、
史
槻
を
基
礎
と
し
て
成
立
ル
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
更
に
科
學
的
史
観
の
長
所
は
、
此
の
史
槻
が
歴
史
學
の
個
性
的
理
解
の
方
法
に
調
和
す
る
こ
と
で
あ
る
。
始
め
宗
教

的
史
概
に
あ
っ
て
は
、
紳
は
國
ぐ
と
に
ヌ
は
地
方
ご
と
に
定
ま
っ
た
の
で
、
　
一
息
又
臆
一
地
方
の
歴
吏
の
特
性
に
合
致

す
る
様
に
獲
現
史
が
作
ら
れ
た
が
、
形
而
上
學
的
身
震
と
な
っ
て
、
　
…
方
に
は
國
民
精
紳
な
ど
を
説
い
た
も
の
も
あ
る

　
　
　
　
史
魏
殊
に
唯
物
史
槻
の
批
判
と
科
斗
的
吏
魏
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
　
第
＋
六
巻
策
三
號
．
哩
三



　
　
　
　
典
凝
殊
に
離
物
奥
槻
の
批
鋼
と
科
學
野
史
鋼
の
提
唱
（
牧
）
　
　
　
　
、
第
＋
六
巻
第
三
號
　
四
二
四

が
、
他
方
で
は
普
遍
的
槻
念
と
言
ふ
者
を
持
出
す
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
が
出
面
う
る
限
り
普
遍
的
に
考
へ
ら
る
、
こ
と

と
な
っ
た
。
殊
に
普
遍
史
こ
そ
は
唯
物
毒
魚
の
史
家
が
得
意
に
な
っ
て
ね
ぢ
ふ
所
で
あ
り
、
叉
此
許
を
以
て
趾
會
科
學

に
多
大
の
影
響
を
輿
へ
た
が
、
こ
れ
で
は
云
い
哉
、
各
國
の
特
殊
史
と
い
ふ
も
の
が
抹
殺
せ
ら
れ
る
。
唯
物
堂
堂
の
雁

用
、
殊
に
其
の
巧
妙
な
ら
諏
癒
用
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
諸
鐙
吏
が
如
何
に
方
式
的
で
あ
る
か
を
見
よ
。
唯
物
史
槻
の
本

質
か
ら
言
へ
ば
、
普
遍
史
に
は
或
程
度
迄
は
適
す
る
ガ
、
諸
寝
言
を
こ
れ
の
み
に
よ
っ
て
書
く
こ
と
が
、
抑
々
誤
り
な

の
で
あ
る
。
其
故
に
課
業
を
眞
に
考
へ
る
と
な
る
と
、
そ
の
普
遍
性
を
如
何
に
し
て
各
駅
史
の
．
個
性
に
調
和
せ
し
め
う

る
か
と
言
ふ
事
を
考
へ
ね
ば
な
ら
澱
の
で
あ
る
が
、
形
而
上
面
的
史
槻
は
其
瓢
に
於
て
不
完
全
で
あ
る
の
を
常
と
す
る
。

然
る
に
叢
に
古
血
的
史
槻
は
、
歴
史
成
立
の
原
動
力
を
歴
史
現
象
に
湿
て
求
め
す
し
て
、
逆
に
自
然
と
人
類
と
の
關
係

に
於
け
る
必
然
的
嚢
生
の
現
象
に
於
て
之
を
求
め
る
か
ら
し
て
、
此
の
率
然
と
人
類
と
を
如
何
に
考
へ
る
か
に
よ
っ
て
、

容
易
に
右
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
出
嫁
る
。
起
ち
廣
く
自
然
を
地
球
に
と
り
、
人
類
を
人
類
一
般
に
と
る
と
き
に

は
、
普
遍
史
の
史
掘
を
得
べ
き
で
あ
る
が
、
若
し
自
然
を
或
る
地
域
に
と
り
、
人
類
を
あ
る
民
族
に
と
る
と
き
に
は
、

特
定
の
國
民
の
歴
史
に
固
有
な
る
史
槻
を
考
へ
う
る
り
固
よ
り
ニ
の
場
合
に
は
民
族
の
性
格
と
能
力
と
を
考
量
し
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦
ざ
　
0
0
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
④
　
O
　
⑳

國
の
地
勢
、
風
土
、
位
置
、
賢
徳
、
地
質
等
を
忘
れ
な
い
。
帥
ち
普
遍
史
観
に
附
し
て
特
殊
史
槻
を
立
て
う
べ
く
、
又

之
を
立
て
な
け
れ
ば
止
さ
な
い
の
で
あ
る
。
前
者
は
個
よ
り
後
者
の
基
礎
付
け
と
な
る
が
、
前
者
の
み
で
絡
る
こ
ど
は

嫁
い
の
で
あ
る
Q
ハ
「
九
三
一
．
六
．
天
）
　
　
　
　
　
　
　
’
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