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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
〆画、

、.〆

口

順

柴

序わ
が
国
に
お
い
て
、
歴
史
小
説
に
関
す
る
問
題
を
最
も
持
続
的
に
考
え
た
の
は
大
岡
昇
平
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
結
果
と
し
て
最
も
す

ぐ
れ
た
歴
史
小
説
論
を
書
い
た
の
も
大
岡
昇
平
で
あ
る
。

歴
史
小
説
に
関
す
る
論
は
、
近
代
文
学
発
生
と
ほ
ぼ
同
時
に
現
わ
れ
た
歴
史
小
説
と
と
も
に
現
わ
れ
た
。
日
本
で
最
初
の
小
説
論
『
小

説
神
髄
』
に
、
「
時
代
小
説
の
脚
色
」
と
い
う
一
項
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
以
後
、
歴
史
小
説
が
連
綿
と
書
き

続
け
ら
れ
る
と
と
も
に
そ
れ
は
書
き
続
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
、
単
な
る
感
想
の
域
を
出
な
い
い
わ
ば
随
筆
程
度

の
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら
の
論
の
素
朴
さ
、

い
っ
そ
無
邪
気
と
い
っ
て
よ
い
素
朴
さ
は
驚
く
ば
か
り
で

あ
る
。
そ
の
数
は
極
め
て
多
く
、

ほ
ぽ
時
代
的
な
流
行
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
絶
え
ず
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
に
、

そ
の
感
は

い
っ
そ
う
深
い
。

む
ろ
ん
、

そ
れ
を
持
続
的
に
考
え
た
人
も
い
な
か
っ
た
。
ま
と
ま
っ
た
歴
史
小
説
論
と
い
え
る
一
書
が
編
ま
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
大
岡
以
前
に
わ
れ
わ
れ
は
、
岩
上
順
一
の
『
歴
史
文
学
論
』
(
中
央
公
論
社
、
位
・

3
)
た
だ
一
書

北
大
文
学
部
紀
要

141 



大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

し
か
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
岩
上
の
論
は
、
日
本
の
歴
史
小
説
を
あ
る
程
度
大
系
的
に
論
じ
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
画
期
的
な
も

の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
理
論
は
明
ら
か
に
ル
カ

l
チ
の
『
歴
史
文
学
論
』
(
山
村
房
次
訳
、
三
笠
書
房
、
犯
・
日
)
に
負
っ
て
い
た
、

ル
カ

l
チ
の
理
論
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
日
本
の
歴
史
小
説
に
当
て
は
め
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
しユ

う
よ
り
は
、

大
岡
昇
平
は
、
そ
れ
ま
で
の
未
解
決
の
多
く
の
問
題
を
ほ
と
ん
ど
一
手
に
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
実
際
大
岡
の
論
は
、

そ
れ
ら
を
よ
く
担
い
得
た
論
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
大
岡
は
そ
れ
を
自
前
の
理
論
で
よ
く
考
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
意
味

で
、
大
岡
を
待
つ
て
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
は
本
当
の
意
味
で
の
歴
史
小
説
論
を
持
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
大
岡
昇
平
は
そ
れ
と
並
行
し
て
多
く
の
歴
史
小
説
を
書
い
て
い
る
。
し
か
も
重
要
な
の
は
、

そ
れ
ら
の
作
品
が

い
ず
れ
も
、
明
ら
か
に
歴
史
小
説
に
対
す
る
強
烈
な
問
題
意
識
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
で
大
岡
の
歴
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史
小
説
は
、
歴
史
小
説
論
と
し
て
も
読
め
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
。
他
の
歴
史
小
説
作
家
ゃ
い
わ
ゆ
る
時
代
小
説
作
家
も
作
品

そ
れ
ら
の
多
く
は
自
作
の
解
説
や
弁
護
、
あ

を
書
く
か
た
わ
ら
、
好
ん
で
よ
く
歴
史
小
説
に
関
す
る
発
言
を
行
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

る
い
は
作
品
製
作
の
楽
屋
話
し
に
終
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
歴
史
小
説
論
を
書
く
と
と
も
に
、
様
々
な
問
題
性
を
持
っ
た
作

品
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
書
い
た
人
は
、
大
岡
昇
平
を
お
い
て
は
い
な
い
。

大
岡
の
問
題
意
識
は
要
す
る
に
歴
史
と
小
説
、
あ
る
い
は
歴
史
と
文
学
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
れ
は
つ
ま

る
と
こ
ろ
歴
史
の
問
題
で
あ
っ
た
。

で
な
け
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
歴
史
小
説
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
岡
の
作
品

の
多
く
が
、
歴
史
小
説
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
歴
史
記
述
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
も
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
む
ろ

ん
、
大
岡
の
歴
史
小
説
論
も
結
局
は
歴
史
あ
る
い
は
歴
史
記
述
と
い
う
問
題
意
識
に
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て

そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
大
岡
は
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
仕
事
を
行
な
っ
て
い
る
。
だ
れ
し
も
が
そ
れ
ぞ
れ
最
も
詳
し
い
歴
史
の
記
述
、
す
な



わ
ち
自
伝
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
大
岡
は
独
自
の
方
法
意
識
を
持
っ
た
独
自
な
自
伝
を
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
を
、
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
論
の
目
論
見
で
あ
る
。
そ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
結
局
、
歴
史
記
述
と
歴
史
小
説
に
関
す
る
問
題
の
今
日
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
達
成
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
今
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
何
な
の
か
、

そ
の
問
題
の
所
在
を
も
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
大
聞
が
歴
史
あ
る
い
は
歴
史
小
説
へ
の
関
心
を
持
っ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
井
上
靖
と
の
い
わ
ゆ
る

『
蒼
き
狼
』
論
争
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
(
第
一
章
)
。
続
い
て
、
そ
の
数
年
後
に
書
か
れ
る
一
連
の
歴
史
小
説
論
を
検
討
す
る
(
第
二

章
)
。
大
岡
の
歴
史
小
説
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
が
こ
こ
で
開
陳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
更
に
十
年
後
、
菊
地
昌

典
の
歴
史
小
説
論
発
表
を
き
っ
か
け
と
し
て
書
か
れ
た
「
歴
史
小
説
の
問
題
」
を
見
る
こ
と
に
な
る
(
第
三
章
)
。
以
上
、
三
章
に
わ
た
っ
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て
大
岡
の
論
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
岡
の
理
論
的
推
移
な
い
し
は
発
展
の
様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ま
で
の
歴
史
小
説
論
の
緒
相
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
同
の
論
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
の
論
に
対
す
る
批
判
的
前
提
の

上
に
成
り
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
森
鴎
外
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
(
論
)
に
対
す
る
根
本
的
な
再
検
討
は
、
単
に
鴎
外
評

価
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
、
鴎
外
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
(
論
)
は
ま
さ
に
歴
史
小
説
(
論
)
の
規

範
と
し
て
仰
が
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
第
四
章
以
降
は
主
と
し
て
そ
の
作
品
を
検
討
す
る
。
ま
ず
は
、

ち
ょ
う
ど
一
連
の
歴
史
小
説
論
執
筆
中
に
書
か
れ
た
『
天
諒
組
』

と
、
そ
の
後
数
年
を
経
て
書
か
れ
る
『
レ
イ
テ
戦
記
』
を
取
り
あ
げ
、

そ
の
歴
史
小
説
あ
る
い
は
歴
史
記
述
と
し
て
の
方
法
を
考
え
る
(
第

四
章
)
。
続
い
て
、
『
幼
年
』
『
少
年
』

に
お
け
る
自
伝
の
方
法
を
、
歴
史
記
述
の
方
法
そ
の
他
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
(
第
五
章
)
。

そ
し
て
最
後
に
、
死
に
よ
っ
て
未
完
に
終
っ
た
最
後
の
作
品
『
堺
港
撰
夷
始
末
』
を
、
森
鴎
外
の
『
堺
事
件
』
批
判
の
論
と
合
わ
せ
考
え

北
大
文
学
部
紀
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
(
第
六
章
)
。

第
一
章

『
蒼
き
狼
』

論
争

論
争
の
輪
郭
と
問
題
の
所
在

い
わ
ゆ
る
『
蒼
き
狼
』
論
争
は
、
大
岡
の
「
「
蒼
き
狼
」
は
歴
史
小
説
か
」
(
『
群
像
』
、
日
・

1
)
と
い
う
論
に
は
じ
ま
る
。
大
岡
は
一

九
六
一
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
『
群
像
』
に
「
常
識
的
文
学
論
」
と
副
題
を
付
し
た
連
載
を
行
な
う
が
、
そ
れ
は
そ
の
第
一
回
で
あ
り
、

そ
こ
で
井
上
靖
の
『
蒼
き
狼
』
(
『
文
芸
春
秋
』
、
日

-miω
・
7
)
を
取
り
上
げ
徹
底
的
な
批
判
を
行
な
っ
た
。
大
岡
が
こ
の
作
品
を
取

り
上
げ
た
動
機
は
、
明
ら
か
に
こ
の
作
品
に
対
す
る
批
評
家
の
絶
賛
と
い
っ
て
よ
い
評
価
に
対
す
る
反
発
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
二
、
三

の
論
を
や
り
玉
に
あ
げ
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
か
ら
論
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
批
評
家
の
賞
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賛
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
文
章
は
書
か
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
井
上
靖
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
の
よ
う
な
批
評
家
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
批
評
家
の
論
を
批
判
し
た
上
で
大
岡
昇
平
は
ま
ず
、
『
蒼
き
狼
』
の
記
述
を
そ
の
主
資
料
で
あ
る
『
元
朝
秘
史
』
の
記
述
と
比
較

す
る
と
い
う
作
業
か
ら
は
じ
め
て
い
く
。

い
く
つ
か
の
原
典
と
の
不
一
致
を
指
摘
し
て
い
い
た
か
っ
た
こ
と
は
結
局
、
『
元
朝
秘
史
』
を
読

ん
で
も
、
『
蒼
き
狼
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
出
生
の
秘
密
か
ら
民
族
の
伝
承
に
あ
る
蒼
き
狼
に
な
ろ
う
と
志
し
た
、
す
な
わ
ち
大
岡
の

い
い
方
で
い
え
ば
「
「
狼
L

の
原
理
L

か
ら
成
吉
思
汗
が
行
動
し
た
と
い
う
こ
と
は
読
み
込
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
実
際
歴
史



的
な
事
実
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
結
論
と
し
て
「
「
蒼
き
狼
L

一
篇
が
、

番
よ
く
似
て
い
る
も
の
は
、
「
十
戒
」
か
ら
「
ベ
ン
・
ハ

l
」
に
い
た
る
ア
メ
リ
カ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
映
画
で
あ
る
。
」
と
い
う
酷
評
に
な

る。
こ
の
論
に
お
い
て
も
う
ひ
と
つ
見
逃
が
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
井
上
の
一
連
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
に
対
す
る
見
方
で
あ
る
。
大
聞
は

『
楼
蘭
』
(
『
文
芸
春
秋
』
、
日
・

7
)
、
『
洪
水
』
(
『
声
』
、
回
・

7
)
を
評
価
し
、
そ
れ
に
対
し
て
『
敦
埠
』
(
『
群
像
』
、
回
・

1
1
5
)
を

『
蒼
き
狼
』
と
同
種
の
作
品
と
し
て
否
定
す
る
。
前
の
二
作
を
評
価
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
空
想
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
空
想

が
意
外
と
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
井
上
氏
は
元
来
瞬
間
的
な
持
情
的
な
イ
マ

1
ジ
ュ
の
発
明
に
す
ぐ
れ
た
作
家

で
あ
る
。
」
と
大
同
は
い
う
。
『
楼
蘭
』
や
『
洪
水
』

の
よ
う
に
「
瞬
間
的
な
持
情
的
な
イ
マ

l
ジ
ユ
」
を
描
い
て
い
る
う
ち
は
よ
い
が
、

が
大
岡
の
見
方
で
あ
る
。
そ
し
て
『
敦
煙
』
『
蒼
き
狼
』
ラ
イ
ン
を
「
危
険
な
道
」
と
断
定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
井
上
の
文
学
上
の
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『
敦
煙
』
や
『
蒼
き
狼
』
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
、

い
わ
ば
歴
史
的
背
景
を
無
視
で
き
な
い
作
品
に
な
る
と
だ
め
に
な
る
と
い
う
の

発
展
に
お
い
て
と
い
う
意
味
ば
か
り
で
な
く
、
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
危
険
な
道
」
な
の
だ
と
い
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

井
上
靖
は
翌
二
月
同
じ
『
群
像
』
に
、
「
自
作
「
蒼
き
狼
」
に
つ
い
て
|
|
大
岡
氏
の
「
常
識
的
文
学
論
」
を
読
ん
で
1

1
」
を
書
い
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
大
岡
に
対
す
る
反
論
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
実
際
は
大
岡
の
疑
問
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
反
論
に
は
な
っ

て
お
ら
ず
、
以
前
に
発
表
し
た
自
作
に
つ
い
て
の
解
説
「
「
蒼
い
狼
L

の
周
囲

成
吉
思
汗
を
書
く
苦
心
あ
れ
こ
れ
」
(
『
別
冊
文
芸
春
秋
』
、

印
・

6
)
を
大
量
に
引
用
し
な
が
ら
、
自
分
は
ど
の
よ
う
な
つ
も
り
で
書
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
そ
の
主
張
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

歴
史
小
説
の
問
題
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
う
て
い
大
岡
の
論
争
の
相
手
で
は
な
い
と
い
う
感
は
否
め
ず
、
後
に
大
岡
も
「
組

北
大
文
学
部
紀
要



大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
二

雑
」
あ
る
い
は
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
反
論
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
お
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

為、、
A

O

ナ，一
-u大

岡
は
「
常
識
的
文
学
論
」
の
第
三
回
、
「
成
吉
思
汗
の
秘
密
」
(
『
群
像
』
、
白
・

3
)
に
お
い
て
た
だ
ち
に
反
論
を
行
な
う
。
大
岡
は

井
上
の
反
論
を
四
点
に
整
理
し
、
先
の
論
で
の
主
張
を
確
認
し
な
が
ら
井
上
の
論
を
ほ
と
ん
ど
完
膚
な
き
ま
で
に
論
破
し
つ
く
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
井
上
が
再
反
論
を
行
な
わ
な
か
っ
た
の
は
、
大
岡
と
の
す
れ
ち
が
い
あ
る
い
は
平
行
線
を
い
ち
早
く
感
じ
と
り
、
論
争

の
不
毛
を
回
避
す
る
た
め
で
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
論
争
に
は
他
に
山
本
健
吉
や
福
田
宏
年
ら
も
加
わ
る
が
、
そ
の
中
心
は
や
は
り
大
岡
|
|
井
上
|
|
大
岡
と
い
う
一
往
復
の
や
り

と
り
に
つ
き
る
。
論
争
の
、
あ
く
ま
で
論
争
と
し
て
の
成
果
と
い
う
点
で
は
否
定
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
論
争
は
そ
れ

問
題
の
展
開
と
し
て
は
大
き
な
そ
し
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
な
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
と
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な
り
に
意
義
あ
る
論
争
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
と
が
歴
史
小
説
を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る
歴
史
と
文
学
と
い
う
、
そ
の

呼
べ
る
よ
う
な
論
争
が
実
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
政
治
と
文
学
を
め
ぐ
る
論
争
と
比
較
し
て
み
れ
ば

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
後
の
大
岡
昇
平
の
一
連
の
歴
史
小
説
論
を
生
む
い
わ
ば
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
後
の
大
岡
の
歴
史
小
説
論
の
達
成
ゃ
あ
る
い
は
実
作
で
あ
る
『
天
諒
組
』
、
『
レ
イ
テ
戦
記
』

等
に
お
け
る
方
法
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
論
争
に
は
そ
れ
な
り
に
意
味
づ
け
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
争
を
豊
か
に
あ
る
い
は
生
産
的

に
読
む
た
め
に
は
、

そ
の
よ
う
に
遡
及
的
に
位
置
づ
け
る
し
か
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
や
り
方
は
ひ
と
つ
の

論
争
を
論
争
と
し
て
評
価
す
る
方
法
と
し
て
は
や
は
り
正
当
と
は
い
え
ず
、

ま
た
大
岡
論
と
し
て
み
て
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
現
に
そ
の
よ
う
な
や
り
方
が
あ
る
意
味
で
は
こ
の
論
争
を
、

ひ
と
つ
の
論
争
そ
れ
自
体
と
し
て
は
卑
小
化
し
て
し
ま
う
結
果
と



な
り
、

そ
こ
か
ら
問
題
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
芽
を
議
み
取
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、
大
関
が
そ
の
議
瑳

牲
に
お
い
て
一
陸
部
的
な
優
位
を
示
し
て
い
た
あ
ま
り
、
そ
の
細
か
な
論
証

お
こ
た
り
、

そ
の
た
め
に
や
や
遇
剰
に
嬢
穀
悦
を
強

調
す
る
こ
と
で
終
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
ぞ
れ
は
一
方
の
井
上
を
必
要
以
上
に
お
と
し
め
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

吋
一
芸
朝
秘
史
」
と
そ
の
議
み

の
主
資
料
で
あ
る
コ
主
戦
秘
史
』
の
記
述
の
設
置
を
一
一

一
は
、
「
殺
し
か
三
山
犬
」
に
変
え
た
点
で
あ
る
。
作
品
は
じ
め
の
方
、
成
吉
患
、
汗
(
鉄
水
球

ル
を
殺
し
た
の
を
、
母
親
の
ホ
ヱ
ル
ン
が
識
し
く
怒
る
場
一
阪
で
、
原
典
引
に
は
ホ
エ
ル
ン
の
叱
賓
の
こ

の
如
く
し
と
あ
る
が
、
井
上
は
そ
の

最
初
の
論
で
大
国
間
昇
平
は
、

て
い
る
。
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ts 
カ
サ

しノレ
てと
「と
風も
雷に
に異
第ょ母
り 弟
頭べ
日ク
を テ

を
「
山
犬
」

て
し
ま
っ
た
ど
い
う
の
で
あ
る
。
因
に
、
大
聞
は
ベ
ク
テ
ル
を

「

ベ

ル

グ

タ

イ

」

と

い

っ

て

い

る

が

あ

や

ま

り

。

こ

れ

む

・

1
)
所
攻
の
際
に
改
め
て
い
る
が
、
「
ベ
ル
テ
ル
」
と
再
び
あ
や
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
あ
や
ま
り
は
守
護
史
小
説
の
開
題
』
(
文
芸

の
反
論
に
も
指
摘
が
あ
り
、
単
行
本
吋
常
識
的
文
学
論
』

春
歌
、
引
け

-
g〉
を

は

じ

(

岩

被

護

活

、

M
M

・
9
)
に
至
る
ま

井
上
が
そ
の
よ
う
に
変
え
た
理
由
を
「
こ
れ
は
あ
ま
り
さ
っ
そ
う
た
る
数
で
は
な
い
」
か
ら
だ

か
ら

れ
て
い
る
。
大
部
は
、

ぺ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
井
上
は
、

「
恐
ら
く
狼
と
養
く
よ
り
グ
山
犬
d

い
た
方
が
、
議
乱
を
訪
ぎ
得
る
と
い

か
ら
か
山
出
犬
e

い
た
の
に
違
い
な
い

と
しユ

さ
さ
か
醤
切
れ
の
惑
い
弁
務
を
し
て
い
る
が
、
大
聞
は
再
論
で
更
に
轍
臨
し
た
批
判
そ
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
省
略
す
る
が
、
た
だ
再
議

北
山
人
文
学
部
紀
要



大
岡
昇
平
に
お
げ
る
歴
史
(
一
)

に
お
げ
る
次
の
発
言
に
つ
い
て
は
一
言
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

な
お
ま
さ
か
と
思
っ
て
い
ま
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
氏
は
「
頭
口
を
害
う
狼
L

を
滑
稽
に
も
「
頭
を
害
う
山
犬
」
と
書
い
て

い
た
。
頭
口
は
明
初
の
俗
語
で
、
牲
口
即
ち
家
畜
で
「
頭
」
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
こ
う
か
ん
違
い
し
て
い
て
は
無
視
す
る
の
は

当
然
で
、
文
句
を
つ
げ
た
私
が
野
暮
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
初
出
『
文
芸
春
秋
』
で
は
「
頭
口
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
頭
」
と
あ
る
の
は
連
載
終
了
後
間
も
な
く
上
梓
さ
れ
た
単
行
本
『
蒼

き
狼
』
(
文
芸
春
秋
新
社
、
印

-m)
に
お
い
て
で
あ
り
、
大
岡
は
こ
ち
ら
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
正
確
に
何
版
か
ら
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
後
に
単
行
本
も
改
め
ら
れ
そ
の
後
新
潮
文
庫
(
新
潮
社
、
山
田
・

6
)
を
は
じ
め
全
て
「
頭
口
」
と
な
っ
て
い
る
。
初
出

が
寸
一
顕
口
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
単
行
本
初
版
以
下
数
版
は
単
純
な
誤
植
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
を
別
と
し
て
、
大
岡
の
指
摘
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
、
井
上
が
ま
と
も
な
反
論
を
行
な
え
な
か
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
変
え
た
理
由
を
、
あ
ま
り
さ
っ
そ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
の
は
や
や
的
を
射
そ
こ
な
っ
た
指
摘
で
あ
っ
た

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
ば
は
母
親
ホ
エ
ル
ン
が
ベ
ク
テ
ル
を
殺
し
た
成
吉
思
汗
と
カ
サ
ル
を
叱
責
す
る
こ

え

な

か

か

っ

さ

る

い

ぬ

ご

と

が

け

っ

か

ぶ

ら

ん

ご

と

い

か

お

き

あ

た

し

し

ご

と

と
ば
で
、
原
典
に
は
そ
の
他
に
、
「
胞
衣
を
暁
む
合
撤
児
の
狗
の
如
く
、
崖
を
衝
く
合
ト
闘
の
如
く
、
怒
り
を
抑
ふ
る
能
は
ざ
る
獅
子
の
如

い

の

い

を

ろ

ち

ご

と

お

の

か

げ

っ

か

い

せ

い

ご

と

こ

ゑ

な

の

ち

ゆ

ら

か

ご

と

こ

ら

く

だ

あ

と

あ

し

く
、
活
き
た
る
を
呑
む
と
云
ふ
障
の
如
く
、
己
が
影
を
衝
く
海
清
の
如
く
、
声
無
し
に
て
呑
む
出
耐
合
の
如
く
、
そ
の
子
酪
舵
を
後
眼
よ

と

お

こ

く

ら

を

し

E
り

ご

と

ふ

し

ど

り
岐
む
酪
舵
の
如
く
、
(
次
に
狼
が
く
る
ー
ー
ー
引
用
者
注
。
)
そ
の
子
ど
も
を
追
ひ
か
ね
て
そ
の
子
ど
も
を
喫
ふ
鴛
驚
の
如
く
、
そ
の
臥
処

う

ご

た

う

ご

さ

い

ら

う

ご

と

と

ら

た

め

ら

と

ら

ご

と

み

だ

り

っ

ぱ

る

1
す

ご

と

を
動
か
せ
ば
党
護
す
る
射
狼
の
知
く
、
撃
へ
て
猶
予
は
ざ
る
虎
の
如
く
、
妄
に
衝
く
巴
噌
思
の
知
く
」
と
、

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

多
く
の
動
物
を
ひ
き
あ
い
に



出
し
、
こ
れ
ら
残
虐
な
動
物
た
ち
の
よ
う
に
お
ま
え
た
ち
は
兄
弟
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
諭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
ま

り
さ
っ
そ
う
と
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、

そ
れ
ら
も
ろ
も
ろ
の
残
虐
な
動
物
た
ち
と
同
じ
動
物
と
し
て
ホ
エ
ル
ン
が
狼
を
あ
げ

る
こ
と
は
、
当
然
都
合
が
悪
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
井
上
は
原
典
に
あ
る
以
上
全
て
の
動
物
の
記
述
を
、
順
番
も
そ
の

ま
ま
に
作
品
に
と
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
岡
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
か
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
、
『
大
岡
昇
平
集
M
』
に
お
い

て
、
先
に
引
い
た
再
論
に
お
け
る
「
頭
口
」
云
々
の
発
言
に
大
幅
な
加
筆
を
行
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
氏
が
こ
こ
だ
け
山
犬
と
書
き
替
え
た
「
象
徴
的
」
な
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
こ
こ
で
頭
で
な
く
「
頭
口
L

と
す
る
の
は
、
現
代
の
読
者
に
は
意
味
不
明
に
な
る
。
「
家
畜
」
と
書
き
替
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
る
と
文
章
は
「
家
畜
を
害
う
狼
」
と
な
っ

て
、
成
吉
思
汗
が
攻
撃
精
神
の
旗
印
と
し
た
狼
が
、
蒙
古
人
に
と
っ
て
大
事
に
財
産
た
る
「
家
畜
を
害
う
狼
」
と
し
て
、
本
文
に
明
ら

か
に
、
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
「
頭
口
」
を
寸
頭
」
に
、
「
狼
」
を
日
本
的
な
「
山
犬
」
と
室
聞
き
替
え
て
、
意
味
不
明
の
「
象
徴
的
」
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な
文
章
に
し
た
の
だ
。
こ
の
辺
の
氏
の
投
滑
な
詐
術
は
弁
護
の
余
地
な
き
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
大
岡
は
「
頭
」
を
踏
襲
し
て
い
る
が
そ
れ
は
と
も
か
く
、
原
典
ど
お
り
「
頭
口
を
害
う
狼
」
と
し
た
場
合
、
「
曲
家
古
人
に
と
っ

て
大
事
に
財
産
た
る
「
家
畜
を
害
う
狼
L

」
と
な
り
都
合
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
な
ら
ば
、

「狼
L

を
「
山
犬
」
に
変
え
る
だ
け
で
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
大
岡
は
や
は
り
寸
頭
」
に
少
々
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
お
、
最
初
の
論
に
お
け
る
「
あ
ま
り
さ
っ
そ
う
た
る
狼
で
は
な
い
」
と
い
う
い
い
方
は
こ
こ
で
も
訂
正
さ
れ
て
は
い
な
い
。

ふ

し

ど

う

ご

た

う

ど

さ

い

ら

う

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
い
た
原
典
の
記
述
の
中
で
少
々
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
そ
の
臥
処
を
動
か
せ
ば
党
護
す
る
封
狼
の

北
大
文
学
部
紀
要



大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

さ
い
ら
う

如
く
L

と
い
う
記
述
で
、
井
上
も
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
だ
が
、
何
故
こ
の
「
針
狼
」

の
方
を
変
え
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
岡
も
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
「
狼
」
を
「
山
犬
」
に
変
更
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
な
ら
ば
当
然
こ

さ
い
ら
う

ち
ら
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
言
及
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
財
狼
」
と
は
ま
さ
に
山
犬
と
狼
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

を
り

第
二
の
改
震
は
、
原
典
の
「
多
き
羊
を
狼
の
(
ナ
シ
)
追
ひ
て
圏
に
到
る
ま
で
追
ひ
て
来
る
が
如
き
は
、
こ
れ
ら
は
い
か
な
る
人
か
か
く

追
ひ
〔
て
〕
来
〔
ぬ
〕
る
」
と
い
う
記
述
が
、
作
品
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
大
岡
は
、
「
こ
れ
は
ナ
イ
マ
ン
の
将
が
成
吉
思

汗
の
軍
を
見
て
言
う
言
葉
だ
か
ら
、
狼
が
深
追
い
し
て
捕
え
ら
れ
る
愚
か
な
獣
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、

都
合
の
悪
い
狼
の
記
述
を
こ
と
さ
ら
落
し
た
の
だ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
井
上
靖
は
、
ー
も
と
も
と
私
に
と
っ
て
、
「
蒼

き
狼
L

と
い
う
全
く
別
種
の
象
徴
さ
れ
た
狼
だ
け
が
作
品
の
主
題
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
蒼
く
な
い
狼
に
つ
い

て
「
元
朝
秘
史
」
に
ど
の
よ
う
に
記
述
が
あ
ろ
う
と
、

た
い
し
て
関
心
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
と
つ
っ
ぱ
ね
て
い
る
。
こ
こ
で
の
井
上
の
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反
論
は
一
理
な
し
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
は
狼
に
関
す
る
記
述
で
あ
り
、
井
上
が
い
う
「
作
品
の
主
題
」
に
関
わ
る
狼
で
あ
る
以

上
、
原
典
に
数
少
な
い
狼
の
記
述
を
自
分
の
考
え
る
「
蒼
き
狼
」
と
は
関
係
が
な
い
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
は
、
恋
意
以
外
の
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
再
論
に
お
い
て
大
闘
が
、
「
ナ
イ
マ
ン
と
の
合
戦
の
場
面
の
原
文
を
、
も
う
一
度
思
い
出
し
て
く
れ
〉
ば
い
〉
の
で

あ
る
。
」
と
こ
と
ば
少
な
に
一
種
あ
き
ら
め
と
い
っ
て
よ
い
対
応
を
し
て
い
る
の
も
、
け
だ
し
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
大
岡
の
も
の
い
い
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
先
の
原
典
の
記
述
は
、
大
岡
も
い
う
よ
う
に
ナ
イ
マ
ン
の
将

タ
ヤ
ン
・
カ
ン
の
こ
と
ば
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
そ
の
場
に
た
ま
た
ま
来
あ
わ
せ
た
ジ
ャ
ム
カ
と
い
う
人
物
に
、
あ
の
成
吉
思
汗
の
軍
は
ど

の
よ
う
な
や
つ
ら
な
の
か
と
尋
ね
て
い
る
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ム
カ
は
成
吉
思
汗
の
幼
な
友
達
で
、

か
つ
て
は
と
も
に
メ
ル
キ
ト

族
を
討
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
の
後
は
長
く
敵
対
関
係
に
あ
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
あ
た
り
、
原
典
で
は
タ
ヤ
ン
・
カ
ン
が
成



吉
思
汗
の
軍
を
恐
れ
、

か
な
り
お
び
え
て
い
る
様
子
が
あ
り
あ
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
の
少
し
前
に
は
、
お
じ
け
づ
い
た
タ
ヤ

を

み

な

た

ゃ

ん

こ

〉

ろ

お

ン
・
カ
ン
に
対
し
子
の
グ
チ
ュ
ル
ク
は
「
婦
人
塔
陽
は
、
心
怖
ぢ
て
L

云
々
と
い
う
よ
う
に
子
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
ば
を
吐
き
、
ま
た
部

あ

あ

を

ぢ

な

た

ゃ

ん

お

く

び

ゃ

う

ご

と

下
の
ゴ
リ
・
ス
ベ
チ
は
「
鳴
呼
、
儒
き
塔
陽
、
臆
病
の
如
く
の
み
あ
り
」
と
嘆
息
し
、
タ
ヤ
ン
・
カ
ン
の
も
と
を
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う

あ
り
さ
ま
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
タ
ヤ
ン
・
カ
ン
が
成
吉
思
汗
の
軍
を
「
深
追
い
し
て
捕
え
ら
れ
る
愚
か
な
獣
」
と

し
て
捉
え
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
読
め
ず
、
「
多
き
羊
」
を
狼
が
圏
に
ま
で
追
い
つ
め
る
と
い
う
ま
さ
し
く
さ
っ
そ
う
た
る
姿
と
と
れ
な
く

も
な
い
の
で
あ
る
。
タ
ヤ
ン
・
カ
ン
に
問
わ
れ
た
ジ
ャ
ム
カ
は
そ
の
勇
猛
さ
を
こ
と
細
か
に
説
明
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
聞
い
た
タ
ヤ
ン
・

た

立

し

も

び

と

と

ほ

た

ま

た

し

ぎ

や

ま

の

ぽ

た

カ
ン
は
「
但
し
か
あ
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
下
人
よ
り
遠
く
立
た
ん
」
と
い
い
、
「
又
退
り
山
に
登
り
立

τり
」
と
い
う
よ
う
に
後
退
戦
を
演
じ

タ
ヤ
ン
・
カ
ン
が
申
す
に
は
」
と
し
て
〔

る
の
で
あ
る
。
因
に
、
村
上
正
二
訳
注
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
2
』
(
平
凡
社
、

η
・
4
)
で
は
こ
の
部
分
、
「
〔
い
よ
い
よ
臆
病
風
に
吹
か
れ
た
〕

)
の
部
分
を
補
っ
て
訳
し
て
あ
る
。
大
岡
も
後
に
や
や
不
適
切
な
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
『
常
識
的
文
学
論
』
所
収
の
際
に
は
、
「
深
追
い
し
て
捕
え
ら
れ
る
愚
か
な
獣
」
を
「
困
っ
た
獣
」
と
書
き
変
え
て

い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
変
え
て
も
基
本
的
な
読
み
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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以
上
二
点
の
指
摘
は
、
原
典
に
あ
る
「
狼
」

の
記
述
の
い
く
つ
か
の
う
ち
例
と
し
て
こ
っ
た
ま
た
ま
引
か
れ
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
大
岡
は
あ
ら
か
じ
め
「
私
の
気
が
つ
い
た
限
り
、
「
元
朝
秘
史
」
に
狼
が
で
て
来
る
の
は
、
ほ
か
に
二
ヵ
所
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い

み
こ
と
、

た
。
二
箇
所
の
ほ
か
の
も
う
ひ
と
つ
は
『
元
朝
秘
史
』
冒
頭
の
「
上
天
の
(
よ
り
)
命
に
よ
り
(
あ
り
)
て
生
れ
た
る
蒼
き
狼
あ
り
き
。
そ
の

な
ま
じ
ろ

妻
な
る
惨
白
き
牝
鹿
あ
り
き
。
L

で
、
井
上
も
作
品
は
じ
め
の
方
で
、
集
会
の
際
に
古
老
た
ち
が
唱
和
す
る
伝
承
と
し
て
ほ
と
ん
ど
原
典
の

記
述
の
ま
ま
記
し
て
い
る
。
大
岡
は
自
分
の
気
が
つ
い
た
限
り
こ
れ
を
加
え
全
部
で
三
箇
所
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
は
も

う
二
箇
所
会
一
つ
)
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
成
吉
思
汗
の
遠
い
祖
先
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
ボ
ド
ン
チ
ヤ
ル
と
い
う
人
物
が
兄
弟
た
ち
に

北
大
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見
捨
て
ら
れ
一
人
苦
難
の
生
活
を
送
る
部
分
の
記
述
に
あ
る
。

く

く

ひ

も

申

す

お

ほ

か

み

さ

り

ぎ

し

と

り

ま

け

だ

も

の

う

か

交

い

こ

ろ

く

あ

お

ほ

か

み

く

ひ

ろ

く

喫
ふ
食
物
な
く
住
め
る
に
は
、
狼
の
崖
に
て
取
巻
げ
る
獣
を
窺
ひ
て
射
て
殺
し
て
喫
ひ
合
ひ
、
狼
の
喫
へ
る
を
拾
ひ
て
喫
ひ
、

お

の

れ

の

ど

ま

た

わ

か

た

か

ゃ

し

な

あ

と

し

す

己
の
喉
を
又
黄
鷹
を
養
ひ
合
ひ
、
そ
の
年
過
ぎ
た
り
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
成
吉
思
汗
が
全
蒙
古
を
統
一
し
カ
ン
の
地
位
に
つ
い
た
際
、
勲
功
の
あ
っ
た
者
に
対
し
て
次
々
と
褒
賞
を
与
え
る
記

述
の
部
分
で
、

ク
ナ
ン
と
い
う
人
物
の
勲
功
を
た
た
え
る
成
吉
思
汗
の
こ
と
ば
に
あ
る
。

く

な

ん

く

ろ

よ

る

を

お

ほ

か

み

あ

か

る

ひ

る

く

ろ

や

ま

が

ら

す

こ
の
忽
難
、
黒
き
夜
は
雄
狼
、
明
き
昼
は
黒
き
老
鳴
と
な
り
て
、

。

作
品
に
は
む
ろ
ん
こ
の
二
つ
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、
こ
こ
で
の
狼
は
い
ず
れ
も
井
上
に
と
っ
て
は
特
に
都
合
の
悪
い
狼
で
は
な
い
。

だ
と
し
た
ら
、
大
岡
が
こ
の
部
分
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
単
な
る
見
落
し
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
邪
推
さ
れ
る
。

さ
て
第
三
の
改
鼠
だ
が
、
こ
れ
は
第
一
の
場
合
と
ち
ょ
う
ど
反
対
の
ケ

l
ス
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
原
典
の
「
狗
」
、
「
馬
L

を
そ
れ
ぞ

れ
「
狼
L

に
変
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
も
先
と
同
じ
ナ
イ
マ
ン
と
の
戦
闘
場
面
で
、
作
品
に
は
成
吉
思
汗
の
こ
と
ば
と
し
て
「
あ
〉
(
あ
)
、

〔
モ
ン
ゴ
ル
の
〕
四
頭
の
狼
が
行
く
」
と
あ
る
が
原
典
で
は
っ
狗
」
で
あ
り
、
ま
た
「
あ
〉
(
あ
)
、
走
り
廻
っ
て
い
る
。
(
句
点
は
ノ
)
朝
早

く
放
た
(
ナ
シ
)
れ
た
狼
の
子
が
、
母
の
乳
を
吸
っ
て
、
(
読
点
ナ
シ
)
そ
の
周
囲
を
走
り
廻
っ
て
い
る
よ
う
に
(
だ
)
L

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
馬
」

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
原
典
で
は
「
馬
L

で
は
な
く
「
駒
」
で
あ
る
。
「
「
朝
早
く
放
た
れ
た
狼
の
子
」
が
す
で
に
ナ
ン
セ
ン



ス
だ
が
、
戦
場
で
母
の
乳
を
慕
う
知
く
、
走
り
廻
る
の
は
、
自
殺
行
為
で
あ
ろ
う
。
原
文
で
は
こ
れ
も
敵
将
の
言
で
あ
る
か
ら
、
モ
ン
ゴ

ル
の
軍
に
素
早
く
迂
廻
さ
れ
た
恐
怖
を
表
わ
し
て
、
自
然
で
あ
る
。
」
と
大
岡
は
述
べ
、
井
上
の
改
変
を
「
意
味
不
明
L

と
一
蹴
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
井
上
は
ほ
と
ん
ど
弁
明
ら
し
い
弁
明
を
行
な
わ
ず
、
「
こ
れ
も
「
元
朝
秘
史
」
と
い
う
書
物
の
性
格
か
ら
し
て
、
問
題
に
な
ら

ぬ
こ
と
だ
と
思
う
。
私
は
も
う
一
度
書
き
直
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
狗
と
は
書
か
な
い
で
狼
と
書
く
に
違
い
な
い
と
思
う
。
L

と
態
度
を

硬
化
さ
せ
る
。
大
岡
は
再
論
で
、
「
氏
は
ナ
イ
マ
ン
と
の
合
戦
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
狼
描
写
が
ほ
し
か
っ
た
。
そ
の
要
望
は
「
狗
」
を
「
狼
」

に
替
え
、

さ
ら
に
寸
馬
」
も
「
狼
」
に
し
て
L

し
ま
っ
た
の
だ
と
再
び
厳
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
大
岡
の
指
摘
は
ほ
ぼ
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
少
々
細
か
な
難
避
を
つ
け
て
お
く
な
ら
ば
、
原
典
の
文
を
敵
将
の
言
で
あ

よ

い

ぬ

る
と
い
っ
て
い
る
の
は
あ
や
ま
り
で
は
な
い
が
、
原
典
の
「
四
つ
の
狗
L

と
い
う
こ
と
ば
は
、
先
と
同
様
タ
ヤ
ン
・
カ
ン
に
問
わ
れ
た
ジ
ヤ

よ

い

ぬ

た

れ

た

れ

そ
れ
を
聞
い
た
タ
ヤ
ン
・
カ
ン
が
そ
れ
を
受
け
て
「
そ
れ
ら
四
つ
の
狗
、
誰
誰
は
そ
れ
ら
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ム
カ
の
答
え
に
は
じ
め
て
で
て
く
る
も
の
で
、

か
」
と
再
び
尋
ね
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。

以
上
、
三
点
に
わ
た
る
大
岡
の
指
摘
を
見
て
き
た
。
改
憲
の
事
実
そ
れ
自
体
の
指
摘
に
あ
や
ま
り
は
な
い
。
が
、
そ
の
理
由
の
推
測
は
、

『
元
朝
秘
史
』
の
読
み
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
引
用
の
は
な
は
だ
し
い
不
正
確

さ
は
、
論
争
を
行
な
う
者
の
態
度
と
し
て
は
杜
撰
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
引
用
の
不
正
確
を
指
摘
す
る
こ
と
は
と
も
か
く
、

井
上
は
大
岡
の
『
元
朝
秘
史
』

の
読
み
に
対
す
る
反
論
は
で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
ら
ば
、
自
己
の
改
憲
を
積
極
的
に
弁
護

は
で
き
な
い
ま
で
も
、
大
岡
の
推
論
、
あ
る
い
は
邪
推
と
も
い
え
る
大
聞
の
論
を
あ
る
程
度
反
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
る
。
井

上
が
そ
れ
を
行
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
大
岡
の
再
論
は
も
っ
と
ち
が
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
、

そ
こ
か
ら
『
元
朝
秘
史
』

の
呈味立

証IL

み
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
論
争
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
も
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
責
任
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
は
ど
の
よ

北
大
文
学
部
紀
要



大
岡
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う
な
つ
も
り
で
書
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
く
り
か
え
す
の
に
忙
し
か
っ
た
井
上
に
あ
る
。
し
か
し
、
大
同
に
も
そ
の
責
任
の
一
端
は
あ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
元
朝
秘
史
』
の
読
み
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
実
は
井
上
へ
の
ほ
と
ん
ど
破
壊
的
な
批
判
に
な
り
得
る
点
を
大
岡
は
読
み

と
り
そ
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

そ
も
そ
も
成
吉
思
汗
が
蒼
き
狼
の
血
を
引
い
て
い
る
か
否
か
に
悩
む
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
大
岡
は
、
成
吉
思
汗
が
そ
の
よ
う
に
悩
む
こ
と
も
ま
た
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
み
ず
か
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
狼
で
あ
る

こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
、
『
元
朝
秘
史
』
に
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
た
が
、

そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

そ
も

そ
も
そ
の
よ
う
な
発
想
を
す
る
は
ず
の
な
い
こ
と
が
、
『
元
朝
秘
史
』
を
読
め
ば
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
成
吉
思
汗
は
現
に
蒼

な
ま

U
ろ

ま
た
彼
自
身
も
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
元
朝
秘
史
』
は
冒
頭
、
蒼
き
狼
と
惨
白
き
牝

き
狼
の
血
を
引
い
て
は
お
ら
ず
、

鹿
か
ら
生
ま
れ
た
初
代
パ
タ
チ
カ
ン
の
誕
生
か
ら
は
じ
ま
り
、
以
下
え
ん
え
ん
と
直
系
の
血
筋
を
た
ど
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
一
代

の
ド
ブ
ン
・
メ
ル
ゲ
ン
の
代
に
至
り
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
る
。

わ
け
で
あ
る
。

ド
ブ
ン
・
メ
ル
ゲ
ン
は
二
人
の
子
を
残
し
や
が
て
死
ぬ
が
、
そ
の
妻
ア

よ

ひ

か

き

い

ろ

ひ

と

へ

や

そ
の
辺
の
事
情
を
『
元
朝
秘
史
』
は
、
「
夜
ご
と
に
光
る
黄
色
の
人
、
房

ひ

か

り

わ

は

ら

う

ち

と

ほ

い

ひ

っ

き

ひ

か

り

そ
の
光
は
我
が
腹
の
内
に
透
る
な
り
き
。
出
づ
る
に
は
、
日
月
の
光
に
て
、

ひ

っ

き

ひ

か

り

ア
ラ
ン
・
ゴ
ア
は
「
日
月
の
光
」
と
交
わ
り
三
人
の
子
供
を
生
ん
だ

ひ

っ

き

ひ

か

り

「
日
月
の
光
」
と
の
あ
い
だ
に
で
き
た
三
番
目
の
子
ボ

ラ
ン
・
ゴ
ア
は
そ
の
後
三
人
の
子
を
夫
な
し
で
生
む
の
で
あ
る
。

そ

ら

ま

ど

と

ぐ

ち

あ

る

る

み

い

わ

は

ら

さ

す

の
天
窓
の
戸
口
の
明
処
よ
り
入
り
て
、
我
が
腹
を
摩
り
て
、

き

い

ぬ

ご

と

は

い

黄
狗
の
如
く
胞
ひ
て
出
づ
る
な
り
き
。
」
と
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

そ
し
て
成
吉
思
汗
に
続
く
ボ
ル
ジ
ギ
ン
氏
族
へ
と
続
く
の
は
そ
の

ド
ン
チ
ヤ
ル
・
モ
ン
カ
ク
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
成
吉
思
汗
は
蒼
き
狼
の
血
は
引
い
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ド
ブ
ン
・
メ
ル
ゲ
ン

と
の
あ
い
だ
に
で
き
た
二
人
の
子
だ
け
が
そ
の
血
を
引
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
た
別
な
氏
族
を
つ
く
っ
て

ひ

っ

き

ひ

か

り

い
く
。
こ
の
「
日
月
の
光
」
の
話
し
は
、
蒼
き
狼
の
話
し
と
と
も
に
モ
ン
ゴ
ル
部
族
に
伝
わ
る
い
わ
ば
二
つ
の
始
祖
神
話
な
わ
け
だ
が
、
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ひ

っ

き

ひ

か

り

成
吉
思
汗
が
意
識
す
る
と
す
る
な
ら
当
然
こ
の
「
日
月
の
光
」
の
神
話
の
方
に
な
る
は
ず
で
、
も
と
も
と
血
を
引
い
て
な
い
蒼
き
狼
を
意

識
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
実
は
『
元
朝
秘
史
』
を
わ
ざ
わ
ざ
繕
い
て
は
じ
め
て
わ
か
る
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
作
品
『
蒼
き

狼
』
に
お
い
て
井
上
は
、

そ
の
こ
と
を
ほ
ぼ
原
典
ど
お
り
に
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
だ
鉄
木
真
で
あ
っ
た
七
歳
の
と
き
は
じ
め
て

成
吉
思
汗
は
、
ブ
ル
テ
チ
ュ
・
パ
ガ
ト
ル
と
い
う
古
老
か
ら
そ
の
話
し
を
聞
く
。
も
ち
ろ
ん
、

パ
タ
チ
カ
ン
か
ら
は
じ
ま
り
歴
代
の
祖
先

の
話
し
の
ひ
と
つ
と
し
て
そ
れ
を
聞
い
た
わ
け
だ
が
、
作
品
で
は
こ
の
老
人
の
話
し
は
ア
ラ
ン
・
ゴ
ア
の
話
し
で
切
れ
て
い
る
。
そ
の
最

後
に
老
人
は
、
「
ボ
ド
ン
チ
ャ
ル
・
モ
ン
カ
ク
の
流
れ
を
汲
む
わ
れ
わ
れ
ボ
ル
ジ
ギ
ン
氏
族
の
者
の
鉢
に
は
、
だ
か
ら
、
美
女
ア
ラ
ン
の
血

と
天
の
光
が
入
り
混
じ
っ
て
は
い
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
」
と
強
調
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
成
吉
思
汗
は
そ
れ
に
興
味
を
持
た

な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
語
り
手
が
誇
り
や
か
に
話
す
そ
の
話
も
狼
と
牝
鹿
の
話
に
較
べ
れ
ば
、
遥
か
に
つ
ま
ら
な
い
光
の
な
い
も
の

し
か
し
そ
こ
か
ら
、
自
分
が
は
た
し
て
蒼
き
狼
の
血
を
引
い
て
い
る
か
否
か
に
悩
む
こ
と
は
絶
対
に
起

に
思
わ
れ
た
。
」
か
ら
で
あ
る
が
、
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こ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
岡
昇
平
は
、

い
わ
ば
こ
の
作
品
の
欠
陥
を
も
読
み
と
り
そ
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
大
岡
昇
平
は
や
や
噴
末
な
語
句
の
変
更
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
井
上
に
と
っ
て
は
強
く
そ
う
感
じ
た
は

ず
で
、
も
と
も
と

『
元
朝
秘
史
』

の
記
述
を
忠
実
に
作
品
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
作
品
の
ご
く
一
部
の
語
句
の
変
更
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と

は
、
実
に
些
細
で
噴
末
な
こ
と
に
思
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
岡
の
い
い
た
か
っ
た
こ
と
は
む
ろ
ん
単
な
る
語
句
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
変

更
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
井
上
の
『
元
朝
秘
史
』

の
読
み
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
岡
自
身
の
そ
れ
も
必
ず

し
も
妥
当
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
狼
に
関
す
る
記
述
を
変
更
す
る
こ
と
で
井
上
は
、
結
局
『
元
朝
秘
史
』

に
量
百
か
れ

て
い
る
こ
と
を
も
ゆ
が
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
の
が
、
大
岡
の
い
い
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
更
に
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
同
時
に
歴
史
的
事
実
を
も
ゆ
が
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
大
岡

の
や
り
方
に
も
ま
た
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

い
わ
ゆ
る
歴
史
的
事
実
の
方
を
大
間
は
結
局
「
わ
れ
わ
れ
の
歴

史
的
常
識
」
、
井
上
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
ど
の
歴
史
教
科
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
説
明
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

彼
の
統
一
は
「
狼
」
の
原
理
に
忠
実
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
く
、
氏
族
連
合
体
を
、
専
制
君
主
制
に
よ
る
軍
事
国
家
に
編
成
替
え
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。
遊
牧
を
掠
奪
と
い
う
よ
り
手
取
り
早
い
生
産
様
式
に
代
え
た
こ
と
で
あ
る
。

大
岡
の
説
明
は
む
ろ
ん
ま
ち
が
い
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
「
歴
史
的
常
識
」
か
ら
だ
け
で
も
確
か
に
、
『
蒼
き
狼
』
は
お
か
し
い
の
だ
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も
示
す
と
お
り
、
大
岡
の
あ
え
て
選
ん
だ
方
法
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

と
い
う
こ
と
を
い
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
「
常
識
」
を
も
っ
て
批
判
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
連
載
の
副
題

い
わ
ゆ
る
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
他

の
歴
史
的
資
料
を
用
い
、
あ
る
程
度
の
歴
史
学
的
手
続
き
を
踏
ん
で
説
明
す
る
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
論
を
見
る
限
り
、
大
岡
は
ド
l
ソ
ン

の
『
蒙
古
史
』
と
小
林
高
四
郎
の
『
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
』
く
ら
い
し
か
読
ん
で
い
な
い
。
因
に
前
者
は
早
く
か
ら
岩
波
文
庫
に
入
っ
て
お
り
、

後
者
は
岩
波
新
書
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
は
井
上
靖
の
方
が
は
る
か
に
多
く
の
も
の
を
読
ん
で
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
井
上

の
前
掲
論
「
「
蒼
い
狼
」
の
周
囲

成
吉
思
汗
を
書
く
苦
心
あ
れ
こ
れ
」
に
は
、
ド

1
ソ
ン
『
蒙
古
史
』
を
は
じ
め
多
く
の
書
が
あ
げ
ら
れ
、

更
に
は
『
長
春
真
人
西
遊
記
』
、
耶
律
楚
材
『
湛
然
居
士
集
』
と
い
っ
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
長
春
真
人
と
耶
律
楚
材
は
『
元
朝
秘

史
』
に
は
登
場
せ
ず
、
主
と
し
て
こ
の
二
著
に
よ
っ
て
井
上
は
『
蒼
き
狼
』
に
二
人
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。



森
鴎
外
の
歴
史
小
説
(
論
)
理
解

井
上
靖
の
一
連
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
に
対
し
て
大
岡
は
、
『
楼
蘭
』
と
『
洪
水
』
を
評
価
し
、
『
敦
煙
』
を
『
蒼
き
狼
』
と
同
種
の
作

品
と
し
て
否
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
井
上
は
、
「
「
楼
蘭
L

は
歴
史
そ
の
も
の
を
書
き
た
か
っ
た
の
で
、
あ
の
よ
う
に
史
実
を
並
べ
た
書

一
人
の
小
説
家
と
し
て
の
想
像
で
埋
め
よ
う
と
試
み
た
作
品
L

で
あ
る
と
説

明
し
、
更
に
は
森
鴎
外
の
『
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
』
に
お
け
る
も
の
い
い
を
借
り
て
、
「
「
楼
蘭
」
は
汐
歴
史
そ
の
ま
ま
。
の
作
品
で
あ

き
方
を
し
た
の
で
あ
り
、
「
敦
撞
」
は
歴
史
の
ブ
ラ
ン
ク
を
、

り
、
「
敦
埠
」
は
あ
る
意
味
で
か
歴
史
離
れ
。
の
作
品
で
あ
る
。
L

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
井
上
の
発
言
は
ま
さ
に
驚
き
と
い
う
外
は
な
い
。

『
敦
煙
』
を
寸
歴
史
離
れ
」
と
す
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
認
め
る
と
し
て
も
、
『
楼
蘭
』
を
「
歴
史
其
憧
」
と
す
る
の
は
、
「
歴
史
其
憧
」
と
い

周
知
の
よ
う
に
、
『
敦
煙
』
は
千
仏
洞
か
ら
発
見
さ
れ
た
お
び
た
だ
し
い
経
巻
類
が
ど
う
し
て
こ
こ
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か

う
い
い
方
を
い
か
に
控
え
め
に
解
釈
し
た
と
こ
ろ
で
と
う
て
い
首
肯
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

と
い
う
そ
の
成
り
行
き
を
、
超
行
徳
そ
の
他
の
架
空
の
人
物
を
設
定
し
て
描
い
た
作
品
で
、
ま
さ
に
「
歴
史
の
ブ
ラ
ン
ク
L

を
「
想
像
で

埋
め
よ
う
L

と
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
の
は
一
応
う
な
ず
げ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
楼
蘭
』
は
、
そ
の
よ
う
な
架
空
の
人
物
を
設
定
す

ヘ
デ
ィ
ン
の
『
初
僅
え
る
湖
』
を
も
と
に
し
て
へ
デ
ィ
ン
の
謎
解
き
に
そ
っ
て
確
か
に
歴
史
的
事
実
、
時
間
の
枠
組
み
に

る
こ
と
な
く
、

そ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
る
わ
け
だ
が
、
「
史
実
を
並
べ
た
書
き
方
L

と
は
ど
う
考
え
て
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
大
岡
も
再
論
に
お
い
て
、
「
「
楼
蘭
し
が
歴
史
そ
の
ま
〉
だ
な
ん
て
、

ま
っ
た
く
お
笑
い
草
だ
が
、

い
わ
ば
「
歴
史
的
感
覚
」

が
欠
け
て
い
る
か
ら
、
「
敦
煙
L

が
「
歴
史
離
れ
の
し
た
歴
史
小
説
」
だ
な
ん
て
、
ナ
ン
セ
ン
ス
が
平
気
で
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
」
と
辛

掠
な
こ
と
ば
を
あ
び
せ
て
い
る
。
更
に
、
井
上
が
森
鴎
外
の
言
を
借
り
て
述
べ
て
い
た
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
「
鴎
外
の
文
章
は
歴
史
を
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

離
れ
よ
う
と
し
て
も
離
れ
ら
れ
な
い
苦
衷
に
満
ち
て
い
て
、

そ
の
後
彼
が
史
伝
に
深
入
り
し
て
行
っ
た
の
も
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
」
と

述
べ
、
井
上
が
そ
の
よ
う
な
鴎
外
の
「
苦
衷
」
を
全
〈
意
に
介
し
て
い
な
い
こ
と
を
暗
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

大
岡
の
指
摘
は
基
本
的
に
は
あ
や
ま
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
鴎
外
を
持
ち
出
し
て
の
こ
こ
で
の
も
の
い
い
は
ど
こ
か
高
飛
車
な
姿
勢

を
感
じ
さ
せ
な
く
も
な
い
。
『
歴
史
其
僅
と
歴
史
離
れ
』
に
お
い
て
鴎
外
は
、
「
歴
史
を
離
れ
よ
う
と
し
て
も
離
れ
ら
れ
な
い
苦
衷
L

を
述

む
ろ
ん
大
岡
の
独
創

べ
、
そ
の
後
そ
の
よ
う
な
「
苦
衷
」
か
ら
脱
す
る
た
め
に
い
わ
ゆ
る
史
伝
へ
進
ん
で
い
っ
た
の
だ
と
す
る
見
方
は
、

で
は
な
く
、
当
時
の
一
般
的
な
通
説
で
あ
る
。
そ
し
て
井
上
と
て
も
そ
の
通
説
を
、

ま
さ
し
く
そ
の
通
説
の
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
井
上
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
鴎
外
の
「
歴
史
そ
の
ま
ま
L

と
「
歴
史
離
れ
L

の
作

用
は
、
歴
史
小
説
を
書
い
て
い
る
作
家
の
心
の
中
に
い
つ
も
交
互
に
現
れ
て
来
る
こ
と
か
と
思
う
。
L

と
。
だ
か
ら
、
大
岡
も
井
上
も
鴎
外

お
そ
ら
く
、

そ
の
こ
と
を
大
岡
自
身
わ
き
ま
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
大
岡
も
鴎
外
の
い
わ
ゆ
る
権
威
か
ら
完
全
に
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理
解
と
い
う
点
で
は
そ
れ
ほ
ど
へ
だ
た
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
岡
の
も
の
い
い
に
ど
ご
か
高
飛
車
な
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は

自
由
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
論
争
の
大
岡
の
発
言
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
は
な
り

得
な
い
し
、
ま
し
て
や
限
界
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
限
界
と
い
う
べ
き
も
の
を
指
摘
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ

は
大
岡
の
鴎
外
理
解
が
井
上
と
と
も
に
当
時
の
通
説
を
出
て
い
な
か
っ
た
点
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
を
限
界

と
す
る
の
は
や
は
り
酷
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
の
通
説
は
現
在
も
基
本
的
に
は
な
お
通
説
で
あ
り
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
鴎
外
に
関
す
る
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
筒
、
単
で
は
な
く
、
通
説
は
根
本
的
に
検
討
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ポ
イ

ン
ト
の
ひ
と
つ
は
、
鴎
外
の
い
う
「
歴
史
L

と
は
何
を
指
し
て
い
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
こ
れ
ま
で
の
歴

史
小
説
と
史
伝
と
い
う
区
分
は
は
た
し
て
有
効
か
と
い
う
こ
と
、
以
上
二
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。



さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
お
さ
え
た
上
で
先
の
大
岡
の
再
論
に
戻
る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
最
も
重
要
な
指
摘
は
次
の
点
に

な
る
。
『
楼
蘭
』
が
寸
歴
史
其
偉
」
で
あ
る
と
い
う
の
を
「
ま
っ
た
く
お
笑
草
」
と
否
定
す
る
と
同
時
に
、
『
敦
煙
』
が
「
歴
史
離
れ
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
も
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
敦
埠
』
を
「
歴
史
離
れ
L

で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
も

大
聞
が
否
定
す
る
の
は
、
架
空
の
人
物
を
設
定
し
て
い
わ
ゆ
る
歴
史
の
秘
密
を
解
く
と
い
っ
た
作
品
な
ど
そ
も
そ
も
「
歴
史
」
か
ら
離
れ

る
か
否
か
と
い
っ
た
次
元
に
は
な
く
、
そ
れ
は
寸
歴
史
L

云
々
を
問
題
に
す
る
以
前
の
こ
と
だ
と
い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
歴
史
其
憧
」

と
「
歴
史
離
れ
L

を
両
極
と
し
て
、

そ
の
聞
に
い
わ
ば
無
数
の
歴
史
小
説
が
存
在
す
る
、

ど
こ
を
と
っ
て
も
歴
史
小
説
に
は
変
わ
り
あ
る

ま
い
と
い
っ
た
井
上
の
発
想
か
ら
は
、

そ
も
そ
も
歴
史
小
説
の
問
題
、
歴
史
と
文
学
と
い
っ
た
問
題
な
ど
生
ま
れ
る
わ
け
は
な
い
の
だ
と

い
う
の
が
大
岡
の
根
本
的
な
聞
い
で
あ
っ
た
。
大
岡
は
先
の
指
摘
に
す
ぐ
続
け
て
、
「
歴
史
が
ジ
ュ
ー
ス
み
た
い
に
、
量
的
に
加
減
出
来
る

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
異
と
す
る
に
足
り
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
く
ら
水
で
薄
め
て
も
ジ
ュ
ー
ス
は
ジ
ュ
ー
ス
だ
と
い
っ

た
発
想
で
は
歴
史
小
説
の
問
題
は
解
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捕
撒
的
な
比
輸
に
、
井
上
を
す
で
に
ま
と
も
な
論

争
相
手
と
し
て
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
あ
き
ら
め
に
近
い
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。
「
歴
史
小
説
は
歴
史
か
ら
離
れ
な
く
て
は
書

け
な
い
。
し
か
し
、
逆
説
め
い
て
恐
縮
だ
が
、
人
は
歴
史
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
歴
史
か
ら
離
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
の
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
し
め
く
く
り
の
こ
と
ば
だ
が
、

む
ろ
ん
こ
れ
は
逆
説
で
も
な
く
、
「
逆
説
め
い
て
」
も
い
な
い
。

以
上
の
点
が
、

お
そ
ら
く
大
岡
昇
平
の
発
言
に
お
け
る
、

そ
し
て
同
時
に
こ
の
論
争
に
お
け
る
最
も
重
要
な
指
摘
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
み
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
は
じ
め
の
論
で
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
た
『
楼
蘭
』
や
『
洪
水
』
と
い
っ
た
作
品
を
、
大

岡
は
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『
敦
埋
』
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
確
か
に
大
岡
は
そ
れ
ら
の
作
品
を
歴
史

小
説
だ
と
は
一
言
も
い
っ
て
お
ら
ず
、

か
な
り
こ
と
ば
を
選
び
な
が
ら
、
『
楼
蘭
』
を
「
遺
跡
が
あ
る
だ
げ
で
歴
史
は
な
く
、
氏
の
空
想
は

北
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

つ
〉
ま
し
や
か
に
、
し
か
し
大
変
現
実
的
に
飛
期
し
て
い
る
。
」
と
い
い
、
『
洪
水
』

の
方
は
「
フ
ァ
ン
タ
ス
チ
ッ
ク
な
自
然
と
の
戦
い
の

描
写
で
、
氏
の
空
想
は
意
外
に
レ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
岡
の
歴
史
小
説
に
対
す
る
見
方
、
歴
史
と
文

学
に
関
す
る
見
方
が
こ
こ
に
も
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
再
論
に
お
け
る
鴎
外
に
関
す
る
発
言
に
も
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
。

鴎
外
が
「
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
」
を
書
い
た
の
は
大
正
四
年
の
「
山
根
大
夫
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
、
伝

説
を
小
説
に
し
た
も
の
で
、
鴎
外
は
そ
れ
を
歴
史
小
説
と
呼
ぽ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

大
岡
は
こ
こ
で
、
『
山
根
大
夫
』
を
歴
史
小
説
で
な
い
と
い
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
の
は
、
『
楼
蘭
』
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や
『
洪
水
』
を
歴
史
小
説
で
は
な
い
と
い
う
の
と
同
じ
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
揚
げ
足
と
り
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
『
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
』
に
お
い
て
鴎
外
は
確
か
に
『
山
槻
大
夫
』
を
「
歴
史
小
説
と
呼
ぼ
う
と
は
し
て
い
な
い
L

が
、
歴
史
小

説
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
お
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
大
岡
は
『
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
』
を
や
や
過
剰
に
意
味

づ
け
て
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
が
、

し
か
し
、
大
聞
が
鴎
外
の
歴
史
小
説
、
史
伝
に
関
す
る
当
時
の
通
説
を
越
え
出
る
可

そ
の
突
破
口
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
山
棋
大
夫
』
が
歴
史
小

説
で
な
い
こ
と
を
、
他
の
鴎
外
の
歴
史
小
説
や
史
伝
の
表
現
を
そ
れ
ぞ
れ
の
依
拠
資
料
と
比
較
し
な
が
ら
一
度
改
め
て
分
析
し
、
そ
れ
ら

能
性
が
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
鴎
外
自
身
そ
う
考
え
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
れ
を
他
の
鴎
外

の
発
言
を
も
考
え
な
が
ら
そ
れ
ら
と
実
際
の
作
品
の
表
現
と
を
合
わ
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

そ



の
論
証
は
お
そ
ら
く
失
敗
し
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
新
た
な
見
方
が
も
し
生
ま
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
そ
の
過
程
に
お

い
て
生
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
大
岡
が
一
度
そ
の
失
敗
を
し
て
み
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
の
こ
と
が
や
が
て
一
連
の
歴
史
小
説
論
に
お
い
て

よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

伊
東
二
章
a

一
連
の
歴
史
小
説
論

歴
史
小
説
論
執
筆
の
モ
チ
ー
フ

『
蒼
き
狼
』
批
判
に
は
じ
ま
っ
た
「
常
識
的
文
学
論
」
は
そ
の
年
い
っ
ぱ
い
続
く
が
、

そ
の
翌
々
年
一
九
六
三
年
六
月
か
ら
大
岡
昇
平
は
、

『
文
学
界
』
に
「
現
代
小
説
作
法
L

と
い
う
副
題
を
付
し
た
連
載
を
行
な
う
。
そ
れ
は
次
の
年
の
十
一
月
ま
で
断
続
的
に
十
三
田
に
わ
た
っ

た
が
、
最
後
の
六
回
を
大
岡
は
歴
史
小
説
を
論
じ
る
こ
と
に
当
て
て
い
る
。
『
蒼
き
狼
』
論
争
で
問
題
に
し
た
歴
史
小
説
の
問
題
を
、
こ
こ

で
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
論
争
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど
完
膚
な
き
ま
で
に
論
破
し
て
い
た
、

少
な
く
と
も
自
身
は
そ
う
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
大
岡
が
改
め
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
な
お
う
と
し
た
の
は
、

む
ろ
ん
か
つ
て
の
考
え

の
不
十
分
さ
や
行
き
届
か
な
か
っ
た
部
分
を
反
省
し
た
た
め
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
の
と
き
大
岡
に
と
っ
て
そ
れ
が
と
り
わ
け
重
要

な
問
題
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
大
岡
個
人
の
い
わ
ば
内
発
的
モ
チ
ー
フ
と
い
っ

た
よ
う
な
何
も
の
か
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
連
載
の
期
間
中
に
大
岡
は
『
天
誌
組
』
(
『
産
経
新
聞
』
、
臼
・

1
・
m
i引で

た
と
え
ば
後
の
『
わ
が
文
学
生
活
』

と
、
そ
れ
と
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
こ
、

三
の
単
品
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
加
え
、

北
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

(
中
央
公
論
社
、
目
・

1
)
に
お
け
る
、
「
井
上
靖
さ
ん
と
論
争
を
始
め
た
時
に
は
準
備
し
て
い
た
ん
で
す
。
『
天
訣
組
』
は
四
八
年
に
保
田

与
重
郎
が
注
し
た
『
南
山
踏
雲
録
』
を
『
作
品
』
の
編
集
者
の
八
木
岡
英
治
か
ら
貰
っ
た
時
か
ら
、
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
。
」
「
そ
の
前
に

戦
争
中
の
菊
池
寛
の
『
天
諒
組
罷
り
通
る
』
を
読
ん
だ
時
か
ら
興
味
を
持
っ
て
い
た
ん
で
す
。
L

と
い
う
発
言
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、

そ
こ

に
大
岡
の
い
わ
ば
内
的
な
歴
史
と
い
っ
た
も
の
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
天
訴
組
と
い
う
い
わ
ゆ
る
歴
史
に
興
味
を
持

つ
こ
と
と
、
『
天
諒
組
』
と
い
う
歴
史
小
説
を
書
く
こ
と
と
、
歴
史
小
説
一
般
を
論
じ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
別
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
何

ら
か
の
内
的
関
連
を
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
物
語
り
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
天
諒
組
に

興
味
を
持
て
ば
『
天
諒
組
』
が
書
か
れ
る
わ
げ
で
は
決
し
て
な
く
、
歴
史
小
説
『
天
諒
組
』
を
書
く
に
は
歴
史
小
説
論
が
必
要
な
わ
け
で

も
ま
た
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

大
岡
昇
平
に
と
っ
て
そ
の
と
き
、
歴
史
小
説
に
つ
い
て
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
、
論
争
に
お
い
て
提
出

162-

し
た
問
題
が
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
全
く
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
論
争
時
の
や
や
的
は
ず
れ
な
い
く
つ
か
の
論
を

除
い
て
そ
の
後
三
年
の
あ
い
だ
、
こ
の
論
争
を
ま
と
も
に
取
り
上
げ
論
じ
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
丹
念
に
探
し

て
み
る
と
わ
か
る
が
、
実
は
歴
史
小
説
あ
る
い
は
歴
史
と
文
学
に
関
す
る
論
自
体
は
少
な
か
ら
ず
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
こ
で
も
こ

の
論
争
に
触
れ
る
こ
と
さ
え
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
、
大
岡
が
故
意
に
無
視
さ
れ
た
と
思
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
一
人
ょ
が

り
の
思
い
込
み
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
過
去
の
歴
史
小
説
論
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
大
岡
は
、

ル
カ

i
チ
と
岩
上
順
一
以
来
ま
と
ま
っ
た
歴

史
小
説
論
と
呼
べ
る
も
の
が
な
い
こ
と
に
改
め
て
気
が
つ
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

い
ま
こ
こ
で
歴
史
小
説
の
問
題
を
史
的
か
っ

理
論
的
に
整
理
し
論
じ
る
こ
と
の
、

い
わ
ば
客
観
的
な
意
義
を
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ル
カ

l
チ
と
岩
上
の
は
、

と
も
に
今
日



で
も
決
し
て
無
視
で
き
な
い
重
要
な
指
摘
を
持
つ
論
だ
が
、

や
は
り
時
代
的
な
制
約
あ
る
い
は
偏
向
を
ま
ぬ
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ
し
て
結
果
と
し
て
、
大
岡
の
歴
史
小
説
論
は
そ
の
意
義
を
達
成
し
、

か
つ
最
も
す
ぐ
れ
た
水
準
を
達
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り

わ
け
そ
の
理
論
的
あ
る
い
は
本
質
的
な
発
想
の
点
に
お
い
て
、
そ
し
て
日
本
の
歴
史
小
説
の
新
た
な
捉
え
方
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

『
歴
史
小
説
の
問
題
』

の
「
あ
と
が
き
L

で
大
岡
は
、
「
勉
強
を
兼
ね
、

ノ
ー
ト
代
り
に
書
い
た
エ
ッ
セ
ー
」
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、

そ
れ

を
エ
ッ
セ
ー
と
呼
ぶ
に
は
い
さ
さ
か
高
級
で
あ
っ
た
と
い
う
外
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
い
は
、

ま
さ
し
く
エ
ッ
セ
ー
と
し
か
い
い
よ
う
の

な
い
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
論
に
対
す
る
イ
ロ
ニ
ー
を
含
ま
せ
た
い
い
方
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
「
勉
強
を
兼
ね
、
ノ
ー
ト
代
り
に

書
い
た
」
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
そ
の
と
お
り
で
、
大
岡
の
論
は
決

L
て
系
統
的
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
く
り
か
え
し
も
多
く

微
妙
に
主
張
が
ゆ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
大
岡
自
身
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
終
回
の
最
後
に
十
二
項
目
に
わ
た
っ

て
自
論
の
ま
と
め
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
大
岡
の
考
え
方
の
お
お
よ
そ
の
発
想
と
そ
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
の
ま
と
め
自
体
、
実
は
決
し
て
う
ま
い
ま
と
め
方
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

大
岡
の
論
は
、

や
や
断
片
的
に
な
る
が
そ
の
重
要
な
指
摘
を
拾
い
な
が
ら
見
て
い
っ
た
方
が
簡
便
か
つ
要
領
よ
い
ま
と
め
に
な
ろ
う
。

史
的
・
理
論
的
考
察

最
初
に
注
目
し
た
い
の
は
、
歴
史
小
説
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
何
故
重
要
な
の
か
と
い
っ
た
い
わ
ば
根
本
的
な
問
題
で
あ

る
。
歴
史
小
説
を
論
じ
る
際
に
一
番
問
題
化
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

い
わ
ゆ
る
事
実
(
史
実
)
の
問
題
で
あ
る
。
『
蒼
き
狼
』
論
争
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史

も
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
他
の
歴
史
小
説
を
め
ぐ
る
議
論
も
そ
れ
が
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
の
議
論
の
中
心
に
な
る

の
は
こ
れ
ま
た
い
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
小
説
は
事
実
(
史
実
)
を
ど
の
程
度
変
え
て
も
よ
い
の
か
あ
る
い
は
悪
い
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
何
故
事
実
(
史
実
)
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
ま
と
も
に
論
じ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
歴
史
小
説
は
何
ら
か
の
事
実
(
史
実
)
を
も
と

に
し
て
童
聞
か
れ
る
か
ら
ま
さ
に
歴
史
小
説
な
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
小
説
に
お
い
て
何
故
事
実
(
史
実
)
が
問
題
に
な
る
の
か
と
い
う
聞
い
は
、

一
見
ト

1
ト
ロ
ジ
カ
ル
な
聞
い
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
歴
史
小
説
を
論
じ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
な
が
る
重
要
な
聞
い
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
想
を
見
出
し
た
の
が
、
十
九
世
紀
と
い
う
、

わ
れ
わ
れ
に
身
近
な
世
紀
で
あ
る
た
め
、

わ
れ
わ
れ
は
歴

史
小
説
に
お
い
て
、
史
実
が
気
に
な
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
も
小
説
も
、
常
に
過
去
形
で
語
ら
れ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て

い
る
。
虚
構
の
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
作
者
の
想
像
力
の
統
制
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た
通
り
だ
、
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
、

小
説
的
感
銘
が
一
層
強
く
な
る
、
と
い
う
事
情
が
生
じ
る
。

歴
史
と
小
説
が
も
と
向
語
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
つ
ま
り
厳
密
な
事
実
と
虚
構
が
対
立
す
る
も
の
と

い
う
意
識
が
生
れ
る
の
は
、
空
談
に
だ
ま
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
社
会
的
必
要
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
の
起
源
に

つ
い
て
、
或
い
は
事
件
に
つ
い
て
、
正
し
い
報
道
が
、
政
治
的
方
針
を
き
め
る
に
つ
い
て
、
必
要
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
、
歴
史
が
作
ら

れ
る
。
(
「
歴
史
其
偉
と
歴
史
離
れ
」
)



前
半
は
文
学
論
的
あ
る
い
は
文
学
史
的
な
面
で
の
、
後
半
は
功
利
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
面
で
の
指
摘
と
い
え
よ
う
が
、
特
に
注
目
す

が
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
成
立
し
た
の
は
十
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
あ
り
、

ぺ
き
な
の
は
、
歴
史
小
説
に
お
け
る
事
実
(
史
実
)
の
問
題
を
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
関
連
で
捉
え
た
前
半
で
あ
ろ
う
。
大
岡
に
は
、
歴
史
小
説

そ
れ
は
何
度
も
く
り
か
え
し
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
も
と
も
と
の
発
想
は
ル
カ
l
チ
に
よ
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
い
わ
ば
政
治
主
義
の

文
学
理
論
か
ら
捉
え
て
い
た
ル
カ

1
チ
に
対
し
て
大
岡
は
、

パ
ル
ザ
ッ
ク
、

ス
タ
ン
ダ
l
ル
か
ら
ゾ
ラ
、

フ
ロ
ベ
ー
ル
へ
と
つ
な
が
る
十

九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
、

い
わ
ゆ
る
手
法
の
視
点
か
ら
捉
え
た
の
で
あ
る
。
近
代
歴
史
小
説
の
発
生
は
ま
さ
に
リ
ア
リ
ズ
ム

の
誕
生
と
同
時
期
で
あ
り
、

そ
れ
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
、
歴
史
小
説
に
お
い
て
事
実
(
史
実
)
が
問
題
に
な
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る

と
い
う
考
え
は
極
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
単
に
そ
の
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
引
用
の
後

半
に
お
け
る
指
摘
も
合
わ
せ
述
べ
て
い
た
点
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
こ
面
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
に
な
っ
て
い
た
点
で
あ

ろ
う
。
歴
史
小
説
を
論
じ
る
こ
と
の
難
か
し
さ
も
ま
さ
し
く
こ
の
二
菌
性
に
あ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
大
岡
の
歴
史
小
説
論
は
、
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お
お
よ
そ
こ
の
二
つ
の
面
か
ら
発
想
さ
れ
そ
れ
ら
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

苦
行
僧
の
よ
う
な
節
制
と
い
っ
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
文
学
的
活
動
は
人
間
の
行
為
で
あ
る
以
上
、
思
想
的
動
機
と
同
時
に
、
快
感
充
足
の
原
理
に
従
う
。
苦
心
の
制
作
と
か
、

そ
こ
に
秘
密
の
喜
び
が
な
け
れ
ば
、
作
家
は
創
作
と
い
う
不
自
然
な
行
為
を
続
け
ら
れ
は
し
な

しh。
従
っ
て
歴
史
小
説
は
特
定
な
作
者
が
、
特
定
の
歴
史
的
題
材
に
取
り
か
か
っ
た
主
体
的
動
機
と
、
作
品
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
歴
史

の
客
観
的
成
果
の
両
面
に
お
い
て
観
察
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
「
現
代
史
と
し
て
の
歴
史
小
説
」
)
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

こ
れ
は
ご
く
当
り
前
の
指
摘
で
、
こ
と
さ
ら
取
り
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ま
で
の
歴
史
小
説

評
価
、

そ
し
て
そ
れ
以
後
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
史
小
説
評
価
の
多
く
が
、
作
者
の
「
主
体
的
動
機
L

か
作
品
に
お
け
る
「
歴
史
の
客
観

的
成
果
」
の
い
ず
れ
か
に
大
き
く
傾
い
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
岡
の
指
摘
は
今
な
お
重
要
か
つ
有
効
な
視
点
た
り
得
て
い
る
と
い

え
る
。
た
と
え
ば
、
『
蒼
き
狼
』
論
争
に
お
け
る
井
上
靖
は
極
端
に
前
者
に
傾
斜
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
主
体
的
動
機
」
の
方
に
傾

斜
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
主
と
し
て
い
わ
ゆ
る
大
衆
時
代
小
説
作
家
と
国
文
学
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
、

寸
歴
史
の
客
観
的
成
果
」
の
方
に
傾
斜
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
文
学
系
の
作
家
批
評
家
と
歴
史
家
の
一

部
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
歴
史
家
の
一
部
と
い
っ
た
の
は
、
ご
く
少
数
の
人
々
を
除
い
て
一
般
に
歴
史
家
は
歴
史
小
説
を
論
じ
る
こ
と
は

し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
一
言
い
っ
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
ど
ち
ら
か
一
方
に
片
寄
ら
ざ
る
を
得
な
い
作
品
が
現
実
に
多

と
こ
ろ
で
、
『
蒼
き
狼
』
論
争
に
お
げ
る
大
岡
昇
平
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
や
は
り
後
者
に
傾
い
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
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か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

を
得
な
い
。
た
だ
、
大
岡
は
典
拠
資
料
と
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
結
果
的
に
井
上
の
い
わ
ば
「
主
体
的
動
機
」
に
も
触
れ
、
し
か
も
そ

れ
を
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
前
者
の
方
か
ら
も
論
じ
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
大
岡
は
、

そ
れ

を
否
定
的
媒
介
と
し
な
が
ら
結
局
は
「
歴
史
の
客
観
的
成
果
」

の
点
か
ら
『
蒼
き
狼
』
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
少
な
く
と

も
、
井
上
や
、
大
岡
に
批
判
さ
れ
た
批
判
家
を
は
じ
め
と
す
る
少
な
く
な
い
人
々
は
、
大
岡
の
論
を
極
端
に
後
者
に
傾
い
た
も
の
と
捉
え

て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
大
岡
も
む
ろ
ん
そ
の
こ
と
を
感
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
大
聞
が
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
発
言
を
行
な
っ

て
い
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
誤
解
、

し
か
し
あ
る
程
度
は
正
解
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
い
わ
ば
過
度
の
あ
る
い
は
必
要
以
上
の
誤
解
に

対
し
て
そ
れ
を
解
こ
う
と
す
る
意
図
、
な
い
し
は
自
己
弁
護
の
意
味
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
自
己
の
や
や



後
者
に
片
寄
っ
た
あ
り
方
に
対
す
る
反
省
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
先
の
引
用
の
前
半
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ

こ
で
は
明
ら
か
に
「
主
体
的
動
機
」
の
方
を
強
調
し
た
い
い
方
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
引
用
の
前
に
は
、
た
と
え
ば
ど
ん
な
に
過

去
の
再
現
と
い
う
「
学
究
的
意
図
」
で
書
か
れ
た
作
品
で
も
、

た
だ
そ
れ
だ
け
で
成
立
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
女
王
の
衣
裳
や
祭
儀
の
細
目
に
関
す
る
詳
細
な
追
求
」
も
、
「
過
去
の
事
物
に
対
す
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
な
噌
好
」
な
し
に
は
考

え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
更
に
引
用
の
後
に
は
、
歴
史
小
説
に
つ
い
て
の
批
判
が
「
歴
史
的
記
述
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
L

の
指
摘

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
木
下
藤
吉
郎
は
矢
矧
の
橋
で
蜂
須
賀
小
六
に
見
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
矢

矧
川
に
は
橋
が
な
か
っ
た
と
か
、
『
サ
ラ
ン
ボ
1
』
に
は
カ
ル
タ
ゴ
の
水
道
を
破
壊
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
水
道
は
後
代
の
建
造
物
で
あ
る

と
か
い
う
の
は
、
「
重
大
な
欠
陥
で
あ
る
が
、
本
質
的
な
欠
陥
で
は
な
い
L

と
い
う
の
で
あ
る
。

的
動
機
L

に
も
触
れ
、

し
か
も
作
品
に
お
け
る
「
歴
史
の
客
観
的
成
果
」
の
方
も
、

い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
文
学
系
の
人
々
に
あ
り
が
ち
な
、
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『
蒼
き
狼
』
論
争
に
お
け
る
大
岡
昇
平
に
、
そ
の
よ
う
な
視
点
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
述
べ
た
よ
う
に
、
作
者
の
「
主
体

作
品
か
ら
ま
さ
に
そ
れ
だ
け
を
イ
デ
オ
ロ
ジ
カ
ル
に
切
り
取
っ
た
り
切
り
捨
て
た
り
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
表
現
と
し
て
の
ひ

と
つ
の
作
品
と
し
て
分
析
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
井
上
靖
の
『
楼
蘭
』
や
『
洪
水
』
を
ま
た
別
な
視
点
か
ら
評
価
で
き
た
の
も
そ
の
た
め

に
外
な
ら
な
い
。
『
蒼
き
狼
』
論
争
に
お
け
る
大
闘
が
こ
の
と
き
と
ち
が
っ
て
い
た
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
特
定
の
対
象
を
攻
撃
す

る
た
め
の
時
評
文
、
論
争
文
と
し
て
そ
れ
が
か
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
く
る
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
大
岡
の
歴
史
小
説
論
の
中
で
お
そ
ら
く
最
も
よ
く
引
か
れ
る
の
は
、
次
の
部
分
で
あ
ろ
う
。

歴
史
に
死
ん
だ
子
を
惜
し
む
母
親
の
歎
き
を
見
る
の
は
正
し
く
、
司
馬
遷
の
歴
史
意
識
に
、
宮
刑
を
受
け
た
者
の
汚
濁
の
意
識
を
見
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修
史
家
の
地
下
作
業
、
過
去
な
詳
細
桝
に
知
り
た
い
と
い
う
岳
然
の
要
求
を
燕
模
す
る
こ
と
に
な
る
。

き
て
い
た
ら
、
纏
実
に
亡
び
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

る
の
も
、
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
惑
簿
的
現
出
か
ら
、
蜜
史
全
体
を
律
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
幾
世
紀
に
わ
た
る

民
族
が
母
親
の
感
情
だ
防
で
生

こ
う
い
う
暁
代
の
歴
史
主
義
の
偏
在
の
た
め
に
、
震
史
小
説
家
や
壁
史
離
の
作
家
は
、
感
情
的
理
由
に
よ
っ
て
読
者
の
興
味
を
繋
ぐ

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
歴
史
変
更
の
自
治
ま
で
も
享
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
歴
史
小
説
家
の
資
佳
は
本
当
は
重
い

の
で
あ
る
。
(
「
現
代
史
と
し
て
の
一
歴
史
小
説
乙

正
確
に
い

よ
く
引
か
れ
る
の
は
前
半
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
小
株
秀
雄
の

つ
い
て
L

iJ宝

私
iJぎ

官干
し 5
た)

いや
の
は
主
と
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し

(
『
改
造
ヘ

u・
3
、

4
)
に
お
け
る
発
替
を
念
顕
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め

の
指
摘
で
あ
る

0

・
大
階
昇
平
は
、

し=

つ
のも
監の
じが
や環
英代
雄に
のい
生か
鰹?こ
に毛畏
限 強
らく
れ存
る在
も し
ので
でい
もる
b か
日を
れ指
ば摘
、T

庶る
民 o

引
用
の

少
し
訴
に
は
、
「
援
史
と
は
一
般
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、

や
経
済
の
中
に
だ
け
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代
人
の
認
識
の
パ
タ
ー
ン
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
一
言
で
は
あ
る
ま
い
。
」
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、

そ
も
そ
も
護
史
小
説
が
成
り
立
ち
縛
る
の
も
こ

お
か
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
関
の
発
想
の
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
の
は
津
田
左
在
吉
の
「
日
本
の
文
学
史
に
於
け
る
麓
史
文
学
」

日

-m)

一
点
の
い
ず
れ
か
を
そ
の
主
と
し
た
動
機
と
し
て
作
ら
れ
て

で
あ
っ
た
。
津
田
在
右
吉
は
そ
こ

い
わ
ゆ
る
近
代
の
牒
史
小
説
は
次
の

い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ぞ
れ
は
、
「
昔
の
或
る
人
物
と
そ
の
事
践
と
の
何
の
点
か
に
、
詩
代
の
ち
が
ひ
を
超
越
し
た
替
選
な
人
生
と
そ

そ
れ
を
捕
か
う
と
す
る
の
か
ヘ
あ
る
い
は
「
現
代
と
は
違
っ
た
昔
の
時
《
の
入
、
む
な
り
世
相
な
り
に
興
味
を
も
っ
て
、

味
と
を
認
め
て
、



そ
れ
を
写
さ
う
と
す
る
の
か
」
で
あ
る
。
そ
し
て
津
田
は
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
そ
れ
は
結
局
、
寸
人
の
生
活
な
り
世
の
姿
な
り
に
歴
史
的
変

化
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
根
拠
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
津
田
の
指
摘
す
る
二
つ
の
動
機
と
は
、

つ
ず
め
て
い
え
ば
過
去
と

現
在
の
共
通
点
に
注
目
す
る
の
か
相
異
点
に
注
目
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、

そ
の
い
ず
れ
も
実
は
歴
史
的
変
化
と
い
う
こ
と
を
認
め

る
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
の
共
通
点
に
注
目
す
る
こ
と
も
要
す
る
に
変
化

を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
変
化
の
な
い
い
わ
ば
全
く
同
じ
こ
と
に
こ
と
さ
ら
共
通
点
を
見
出
そ
う
と
す
る

え
方
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ご
く
当
り
前
の
こ
と
、

こ
と
な
ど
あ
り
得
ま
い
。
大
岡
の
い
う
歴
史
主
義
と
は
、
歴
史
に
は
歴
史
的
変
化
が
あ
る
、
要
す
る
に
歴
史
は
変
化
す
る
と
い
う
こ
の
考

と
い
う
よ
り
は
何
か
も
と
の
木
阿
弥
と
い
っ
た
感
を
否
め
な
い
。
だ
が

そ
う
感
じ
る
の
は
、
大
岡
が
い
う
よ
う
に
、

そ
れ
ほ
ど
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
主
義
に
浸
り
き
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
津
田

も
先
の
指
摘
に
続
け
て
「
昔
は
さ
う
い
ふ
こ
と
が
明
ら
か
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
は

じ
め
ら
れ
た
の
は
明
治
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
さ
に
近
代
の
歴
史
小
説
の
は
じ
ま
り
と
符
合
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
歴
史
主
義
と
い
う
の
は
極
め
て
広
い
意
味
を
包
括
し
得
る
、
い
っ
て
み
れ
ば
か
な
り
暖
昧
な
概
念
で
も
あ
る
。
歴
史
は
変
化

た
と
え
ば
時
は
過
ぎ
ゆ
く
あ
る
い
は
昔
は
戻
ら
な
い
と
い
っ
た
感
慨
と
お
そ
ら
く
は
ひ
と
続
き
で
あ
ろ
う
。
先
の

す
る
と
い
う
考
え
は
、

引
用
に
お
い
て
大
岡
が
「
感
情
的
理
由
に
よ
っ
て
」
と
い
う
一
句
を
付
け
加
え
て
い
た
の
は
、
歴
史
主
義
の
そ
の
よ
う
な
側
面
を
考
え
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
は
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
い
方
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
よ
く
引
か
れ
る
前
半
部
分
も
、

む
ろ
ん
同
じ
発
想
か
ら
の
も
の
い
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大
岡
は
、
歴
史
変
更
の

自
由
を
享
受
で
き
る
の
も
ま
た
歴
史
主
義
の
お
か
げ
に
外
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
た
。
単
に
「
感
情
的
」
に
歴
史
は
変
化
す
る
と
い
っ

た
意
識
の
も
と
で
は
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
歴
史
の
変
更
な
ど
問
題
に
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
岡
が
歴
史
哲
学
を
や
は
り
否
定
的
な

北
大
文
学
部
紀
要



大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

契
機
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
た
の
も
同
じ
理
由
に
よ
る
。
歴
史
が
変
化
す
る
な
ら
当
然
、

そ
の
変
化
の
仕
方
に
関
し
様
々
な
立
場
か
ら

の
様
々
な
議
論
が
起
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

政
治
的
或
い
は
思
弁
的
理
由
に
よ
り
、
自
由
と
必
然
、
合
目
的
性
と
不
条
理
、
歴
史
に
目
標
あ
り
や
終
末
あ
り
や
等
へ
の
無
限
の
「
歴

史
哲
学
」
の
論
議
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
(
「
現
代
史
と
し
て
の
歴
史
小
説
」
)

人
類
の
世
界
史
だ
け
を
対
象
と
す
る
限
り
、
歴
史
哲
学
が
混
乱
す
る
の
は
当
然
で
、
政
治
的
偏
見
と
党
派
心
に
よ
っ
て
、
醜
悪
な
空

論
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
向
)

大
岡
が
、
歴
史
小
説
を
論
じ
る
上
で
は
か
な
り
便
利
な
あ
る
こ
と
ば
を
、

お
そ
ら
く
は
意
識
的
に
避
け
て
い
た
の
も
や
は
り
同
じ
理
由

に
よ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
史
観
と
い
う
こ
と
ぼ
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
大
聞
は
か
つ
て
そ
れ
を
相
手
を
攻
撃
す
る
た
め
に
肯
定
的
な
意
味
で

使
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
蒼
き
狼
』
論
争
の
際
で
あ
る
。
二
つ
の
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
度
ず
つ
大
岡
は
そ
の
こ
と
ば
を
用
い
て

、A
-
F
-
O

L
v
中
I
H

井
上
氏
は
「
蒼
き
狼
」
の
安
易
な
心
理
的
理
由
づ
け
と
切
り
張
り
細
工
を
や
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
よ
り
も
ま
ず
歴
史
を
知
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
史
実
を
探
る
だ
け
で
な
く
、
史
観
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
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小
説
家
で
な
く
て
も
話
の
う
ま
い
人
は
い
る
し
、

よ
い
歴
史
の
本
が
物
語
の
よ
う
に
、
や
さ
し
く
面
白
い
の
は
、
高
柳
光
書
氏
「
山

崎
の
戦
L

に
例
が
あ
る
。
や
さ
し
い
の
は
使
っ
て
い
る
史
料
の
調
和
が
取
れ
て
い
る
か
ら
だ
し
、
面
白
い
の
は
歴
史
に
対
す
る
愛
情
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
史
観
と
い
う
も
の
で
、

む
ず
か
し
い
こ
と
を
要
求
し
て
る
わ
け
で
は
な
い
。

て
も
た
だ
一
度
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

以
後
大
岡
は
、
史
観
と
い
う
こ
と
ば
を
、
少
な
く
と
も
肯
定
的
な
意
味
で
は
全
く
使
わ
な
く
な
る
。
こ
の
一
連
の
歴
史
小
説
論
に
お
い

む
ろ
ん
否
定
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
哲
学
と
並
称
さ
れ
て
で
て
く
る
。

「
歴
史
と
は
常
に
現
在
か
ら
見
ら
れ
た
過
去
で
あ
る
か
ら
、
時
代
の
変
遷
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
書
き
替
え
ら
れ
る
。
数
多
く
の
史
観
或
い
は

と
こ
ろ
で
、
先
に
津
田
左
右
吉
が
歴
史
小
説
を
作
る
主
な
動
機
と
し
て
述
べ
て
い
た
二
つ
は
、

そ
の
作
品
を
評
価
す
る
際
の
い
わ
ば
対
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歴
史
哲
学
が
争
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
(
「
歴
史
其
偉
と
歴
史
離
れ
」
)
と

立
す
る
二
つ
の
見
方
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
過
去
と
現
在
の
共
通
点
を
描
い
た
作
品
か
、
相
異
点
を
描
い
た
作
品
か
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
場
合
、

一
般
に
後
者
の
方
が
評
価
は
高
か
っ
た
。
過
去
、

ま
さ
に
現
在
と
は
ち
が
う
と
い
う
意
味
で
の
過
去
を
描
く
の
が
、
歴
史

小
説
の
歴
史
小
説
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
評
価
は
、

お
お
む
ね
過
去
そ
の
ま
ま
と
か
過
去

の
あ
り
の
ま
ま
と
い
っ
た
と
こ
ろ
へ
向
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
前
者
は
、

お
お
か
た
過
去
の
背
景
だ
け
を
借
り
て
結
局
は
現
代
を
描

い
て
い
る
と
い
う
評
価
の
方
向
へ
向
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
何
故
な

ら
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
過
去
と
現
在
の
あ
い
だ
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
共
通
点
は
お
お
む
ね
歴
史
学
的
な
考
察
を
経

た
も
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
窓
意
的
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
共
通
し
な
い
他
の
相
異
部
分
に
お
け
る
記
述
も
ま
た
い
い

北
大
文
学
部
紀
要



大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

か
げ
ん
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
厳
密
に
い
え
ば
こ
れ
は
津
田
の
い
っ
て
い
た
よ
う
な
作
品
で
は
な
く
、
実
は
先
の
二
つ
の
外

に
付
髄
的
に
述
べ
て
い
た
、
「
古
人
の
心
事
や
行
動
に
新
解
釈
を
施
さ
う
と
す
る
動
機
か
ら
出
た
も
の
L

に
近
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
の

基
本
的
な
二
つ
の
分
類
の
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
や
は
り
前
者
の
部
類
と
い
え
る
。

何
故
こ
の
よ
う
な
ね
じ
れ
な
い
し
偏
向
が
起
っ
て
い
た
の
か
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
津
田
の
い
う
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
共
通
点
を
描
い
た

い
わ
ゆ
る
過
去
と
現
在
の
相
異
点
を
描
い
た
作
品
の
方
も
、
実
は
ど
れ
だ
け
歴

史
学
的
な
手
続
き
を
と
っ
た
上
で
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
は
は
な
は
だ
疑
問
な
作
品
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
た
ち

作
品
、
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

が
悪
い
こ
と
に
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
の
作
者
自
身
、
過
去
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
い
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
を
自
負
も
し
、

し
ば
し
ば

広
言
も
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

い
い
か
げ
ん
だ
っ
た
の
は
何
も
先
の
よ
う
な
作
品
の
作
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
も
っ
と
い
い
か
げ
ん
だ
っ
た
の
は
、

そ
れ
ら
の
作
品
を
論
じ
た
批
評
家
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
歴
史
学
的
な
考
察
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
作
品
の
典
拠
と
し
た
資
料
さ
え
読
ま
ず
に
、
気
楽
に
過
去
そ
の
ま
ま
と
か
過
去
の
あ
り
の
ま
ま
と
い
っ
た
評
価
を
一
方

に
与
え
、

か
た
や
一
方
を
歴
史
小
説
に
あ
ら
ず
と
一
蹴
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
蒼
き
狼
』
論
争
に
お
け
る
大
岡
の
出
発
点
と
な
っ
て
い

た
発
想
も
そ
の
よ
う
な
在
り
方
に
対
す
る
批
判
に
外
な
ら
な
い
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
い
っ
て
お
く
が
、
私
は
歴
史
小
説
は
す
べ
か
ら
く
歴
史
学
的
な
手
続
き
と
考
察
に
よ
っ
て
評
価
す
べ
き
だ
と
い
っ

て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
、
津
田
左
右
吉
の
い
う
よ
う
な
過
去
と
現
在
の
共
通
点
や
相
違
点
を
描
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
視

点
で
作
品
を
見
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
し
て
過
去
そ
の
ま
ま
と
か
過
去
の
あ
り
の
ま
ま
と
い
っ
た
評
価
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
最
低
限
の
前
提
と
な
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
歴
史
小
説
の
評
価
は
そ
れ
の
み
で
は
で
き
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
他
の
様
々
な
視
点
か
ら
も
見
る
な
ら
ば
、

い
わ
ゆ
る
過
去
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
い
て
い
な
い
か
ら
歴
史



小
説
に
あ
ら
ず
と
一
蹴
す
る
よ
う
な
評
価
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

『
歴
史
其
偉
と
歴
史
離
れ
』
の
解
釈

大
岡
昇
平
の
歴
史
小
説
論
の
す
ぐ
れ
た
点
は
、

そ
の
理
論
的
あ
る
い
は
本
質
的
発
想
の
点
、
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
具
体
的
な

の
評
価
で
あ

や
は
り
江
馬
修
『
山
の
民
』

作
品
評
価
の
点
で
も
注
目
す
べ
き
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、

ろ
う
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
『
蒼
き
狼
』
論
争
で
の
発
言
と
の
関
連
と
い
う
意
味
で
、

ま
ず
は
森
鴎
外
に
関
す
る
発
言
を
見
て
お
き
た
い
。

む
ろ
ん
、
鴎
外
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

し
か
も
そ
れ
が
大
岡
の
論
の
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
こ
と
は

『
蒼
き
狼
』
論
争
で
触
れ
て
い
た
の
は
『
歴
史
其
偉
と
歴
史
離
れ
』

で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
大
岡
は
、
「
鴎
外
の
権
威
と
寸
歴
史
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い
う
ま
で
も
な
い
。

其
憧
と
歴
史
離
れ
」
と
い
う
問
題
の
設
定
の
持
つ
奇
妙
な
「
現
場
性
」
に
よ
っ
て
、
多
く
そ
の
後
の
日
本
の
歴
史
小
説
家
の
活
動
を
束
縛

し
た
。
或
い
は
逆
に
「
歴
史
離
れ
L

の
美
名
に
よ
っ
て
、
恋
意
的
な
歴
史
製
造
の
口
実
を
与
え
た
。
」
(
「
歴
史
其
偉
と
歴
史
離
れ
」
)
と
述

べ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
こ
の
発
言
は
当
時
ほ
ど
の
衝
撃
力
は
お
そ
ら
く
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
寸
鴎
外
の
権
威
L

は
相
対
的
に
低
下
し
、
ま

た
「
奇
妙
な
「
現
場
性
L

」
だ
げ
に
し
が
み
つ
く
こ
と
の
無
邪
気
さ
も
少
し
は
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
や
は

り
同
様
な
衝
撃
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
く
ら
い
ま
で
に
は
「
鴎
外
の
権
威
し
は
今
な
お
権
威
と
し
て
の
力
を
持
っ
て
い
る
し
、

ま
た
寸
奇

妙
な
「
現
場
性
」
」
に
よ
り
か
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
改
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
作
『
山
根
太

夫
』
の
解
説
、
と
い
う
よ
り
は
い
わ
ば
製
作
苦
労
話
し
と
い
っ
て
よ
い

『
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
』
を
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
歴
史
小
説
論
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

の
見
本
の
ご
と
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
や
、
今
な
お
大
岡
以
前
の
歴
史
小
説
論
議
を
く
り
か
え
し
て
や
ま
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
大
岡
の
発
言
は
、
鴎
外
の
も
の
い
い
を
都
合
の
い
い
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
強
烈
な
批
判
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
鴎
外
の
も
の
い
い
自
体
に
対
し
て
は
大
聞
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
言
で
い
え
ば
、

そ
れ
は
鴎
外
の
発
言
の

暖
昧
な
部
分
を
十
分
に
追
求
し
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
せ
ず
、

い
わ
ば
暖
昧
な
ま
ま
に
ほ
ぼ
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
と
い
う
側
面
が

つ
ま
り
、
鴎
外
の
発
言
を
十
分
に
相
対
化
す
る
視
点
を
持
ち
得
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

強
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
史
料
を
調
べ
て
見
て
、
其
中
に
窺
は
れ
る
「
自
然
」
を
尊
重
す
る
念
を
発
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
摂
に
変
更
す
る
の
が

厭
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
一
つ
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
又
現
存
の
人
が
自
家
の
生
活
を
あ
り
の
憧
に
書
く
の
を
見
て
、
現
在
が
あ
り
の
憧

に
書
い
て
好
い
な
ら
、
過
去
も
書
い
て
好
い
筈
だ
と
思
っ
た
。
こ
れ
が
二
つ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
大
岡
も
い
う
よ
う
に
「
す
で
に
多
く
の
鴎
外
研
究
家
に
よ
っ
て
使
い
古
さ
れ
た
」
、
『
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
』
(
『
心
の
花
』
、

日
・

1
)
の
一
節
だ
が
、
大
岡
も
「
念
の
た
め
に
引
用
し
て
L

い
た
の
で
、
こ
こ
で
も
一
応
引
い
て
お
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
大
岡
は
、

「
鴎
外
が
自
然
を
か
っ
こ
で
く
く
っ
て
い
る
の
は
、
無
論
自
然
主
義
に
対
す
る
あ
て
こ
す
り
で
あ
る
。
L

「
こ
の
宣
言
に
は
「
自
然
」
を
自
然

主
義
者
か
ら
取
返
そ
う
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
ろ
う
。
」
(
「
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
L
)

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
は
、
寸
た
だ
、

こ
の
場
合
の
「
自
然
」
に
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
場
合
の
よ
う
に
、
対
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
と
い
う
技
法
的
問
題
意
識
が
な
か
っ
た
。
」
と

述
べ
て
い
る
。
鴎
外
が
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
を
ど
の
よ
う
な
意
図
で
用
い
て
い
た
の
か
、

ま
た
そ
こ
に
欠
け
て
い
た
問
題
意
識
は
何



で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
大
岡
の
指
摘
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

で
は
鴎
外
の
い
う
「
自
然
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味

な
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
が
歴
史
小
説
を
論
ず
る
上
で
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

も
か
か
わ
ら
ず
、
大
岡
は
そ
れ
を
意
味
あ
り
げ
に
し
か
も
自
己
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
重
要
な
部
分
で
用
い
て
い
た
。

創
造
と
事
実
と
の
関
係
、
歴
史
の
中
の
「
自
然
L

は
、
鴎
外
に
よ
っ
て
始
め
て
意
識
さ
れ
た
。
彼
の
最
初
の
歴
史
小
説
「
興
津
弥
五

右
衛
門
の
遺
書
」
が
、
乃
木
大
将
の
殉
死
を
動
機
に
生
じ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
と
関
係
な
く
、
鴎
外
の
歴
史
小
説
は
、
歴
史
と

事
実
の
間
の
問
題
意
識
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
(
寸
日
本
の
歴
史
小
説
」
)

濯
江
抽
斎
か
ら
北
条
霞
序
ま
で
、

ま
す
ま
す
徹
底
的
に
対
象
と
自
我
の
縮
小
過
程
を
辿
り
、
遂
に
は
鴎
外
自
身
、

ま
た
は
幕
末
の
漢
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方
医
と
そ
の
子
孫
の
辿
る
運
命
に
興
味
の
な
い
者
に
は
、
読
む
に
堪
え
な
い
噴
細
主
義
に
陥
る
。

し
か
し
こ
こ
に
は
明
治
的
書
生
文
学
に
は
な
い
豊
か
な
社
会
的
地
平
線
の
拡
が
り
が
生
じ
た
。
歴
史
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
の
最
も

意
識
的
な
作
家
が
、
そ
の
実
行
の
結
果
に
お
い
て
、
最
も
広
い
社
会
的
展
望
を
聞
い
た
。

し
か
し
そ
の
結
果
は
、
こ
こ
に
鴎
外
の
日
記
述
し
た
人
間
の
群
像
が
、
果
し
て
そ
の
事
実
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
、

と
い
う
歴
史
叙
述
自

身
の
中
に
あ
る
、
古
い
歴
史
と
事
実
と
の
矛
盾
が
再
び
現
わ
れ
た
。

(
同
)

わ
か
る
よ
う
に
、
寸
自
然
」
は
決
し
て
否
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
大
岡
は
、
鴎
外
の
い
う
「
自
然
」
の
意
味
と
そ
し
て

そ
の
意
義
を
追
求
す
る
こ
と
な
く
い
わ
ば
無
批
判
的
に
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
「
自
然
L

と
い
う
こ
と
ば
に
、
あ
る
深
淵
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

な
意
味
を
仮
構
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
』
を
読
む
限
り
、
深
淵
と
い
わ
ず
と
も

あ
る
問
題
を
含
ん
だ
何
ら
か
の
意
味
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

ま
た
歴
史
小
説
を
論
ず
る
上
で
も
、

そ
れ
は
何
ら
か
の
新

た
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
概
念
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
場
所
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
く

り
か
え
さ
な
い
。
『
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
』
に
お
い
て
問
題
に
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
歴
史
」
の
方
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
鴎
外
の
い
う
「
歴
史
」
と
は
何
を
さ
し
て
い
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
の
引
用
部
分
で
大
岡
は
、
「
歴
史
の
中
の
寸
自
然
」
」
、
あ
る
い
は
「
歴
史
の
「
自
然
L

」
と
い
う
い
い
方
を
し
て
い
た
が
、

大
岡
も
引
い
て
い
た
鴎
外
の
こ
と
ば
は
、
「
史
料
」
の
中
に
「
窺
は
れ
る
「
自
然
」
」
と
い
う
い
い
方
で
あ
っ
た
。

そ
の
斗
聞
に

つ
ま
り
、
「
歴
史
L

で
は

な
く
「
史
料
」
と
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
鴎
外
は
別
に
「
歴
史
の
寸
自
然
」
」
と
い
う
い
い
方
も
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
こ

と
自
体
に
は
何
も
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
で
は
何
故
大
岡
は
そ
の
発
言
の
部
分
を
引
用
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し
て
何
故
寸
歴
史
の
(
中
の
)

「
自
然
」
」
と
だ
け
い
い
、
「
史
料
の
(
中
の
)
「
自
然
」
」
と
い
っ
た
い
い
方
を
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
更
に
は
、
鴎
外
は
何
故
「
歴
史
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の
「
自
然
L
L

と
い
う
い
い
方
の
外
に
、
寸
史
料
」
の
中
に
「
窺
は
れ
る
「
自
然
」
」
と
い
っ
た
い
い
方
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
先
と
同
じ
と
こ
ろ

で
す
で
に
論
じ
た
が
、
結
論
を
い
え
ば
、
『
歴
史
其
僅
と
歴
史
離
れ
』

に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
存
在
と
し
て
の
過
去
の
事
実
(
出
来
事
)

と
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
の
資
料
(
史
料
)
と
を
明
確
に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
歴
史
」
と
「
史

料
」
も
特
に
区
別
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
鴎
外
の
い
う
「
歴
史
L

と
は
そ
の
い
ず
れ
と
も
取
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
い
っ
て
お
く
が
、
私
は
鴎
外
が
そ
の
二
つ
の
区
別
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
こ
の
文
章
で
は
そ
れ
は
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
一
度
だ
け
明
確
に
「
史



料
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
が
実
は
そ
の
混
乱
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

大
岡
昇
平
は
お
そ
ら
く
そ
の
混
乱
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
大
岡
は
、
鴎
外
が
い
っ
て
い
た
の
は
あ
く
ま
で
も
史
料
で
は
な
く
い
わ
ゆ

る
歴
史
の
方
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
度
だ
け
だ
が
「
史
料
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
大
岡
は
見
落
し

て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
身
で
引
用
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
ほ
ど
に
、
鴎
外
は
歴
史
の
こ
と
を
い
っ

て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
少
々
気
に
な
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
大
岡
は
次
の
よ
う
な
い
い
方
も
し
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
鴎
外
の
歴
史
小
説
は
、
歴
史
と
事
実
の
聞
の
問
題
意
識
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
」
と
。
更
に
は
鴎
外
の
い
わ
ゆ

そ
こ
に
は
「
歴
史
叙
述
自
身
の
中
に
あ
る
、
古
い
歴
史
と
事
実
と
の
矛
盾
が
再
び
現
わ
れ
た
。
」
と
。
こ
れ
ら
は
、
大

岡
の
論
全
体
の
中
で
も
い
ま
一
つ
肺
に
落
ち
な
い
部
分
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
岡
は
こ
こ
で
何
故
想
像
(
創
造
)
と
事
実
、
あ
る
い
は

虚
構
(
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
)
と
事
実
と
い
わ
ず
に
寸
歴
史
と
事
実
」
と
い
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
岡
は
他
の
と
こ
ろ

る
史
伝
に
つ
い
て
、

で
は
多
く
そ
の
よ
う
な
い
い
方
を
し
て
い
る
し
、
先
の
引
用
の
回
目
頭
に
は
「
創
造
と
事
実
と
の
関
係
」
は
「
鴎
外
に
よ
っ
て
始
め
て
意
識
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さ
れ
た
L

と
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
歴
史
と
事
実
」
と
い
う
問
題
設
定
自
体
は
決
し
て
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
く
、

む
し

ろ
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
過
去
の
事
実
、
も
う
少
し
簡
単
に
い

え
ば
要
す
る
に
歴
史
記
述
と
歴
史
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
岡
の
論
は
全
体
と
し
て
そ
の
よ
う
な
問
題
設
定
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
決

し
て
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
部
分
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
は
読
め
な
い
の
で
あ
る
。
鴎
外
の
歴
史
小
説
が
、
歴
史

記
述
と
歴
史
「
の
聞
の
問
題
意
識
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
L

と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
は
「
創
造
と

事
実
と
の
関
係
」
と
い
う
す
ぐ
前
の
こ
と
ば
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
鴎
外
の
い
わ
ゆ
る
史
伝
に
「
歴
史
叙
述
自
身
の
中
に
あ

る
、
古
い
」
歴
史
記
述
と
歴
史
「
の
矛
盾
が
再
び
現
わ
れ
た
L

と
は
、

ほ
と
ん
ど
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
意
味
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
か

北
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岡
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ら
で
あ
る
。

た
だ
、
寸
歴
史
と
事
実
」
を
強
い
て
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

も
う
ひ
と
つ
次
の
よ
う
な
い
い
か
え
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
先

た
と
え
ば
史
料
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

ほ
ど
の
史
料
と
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
岡
は
史
料
と
事
実
を
か
な
り
は
っ
き
り
と
区
別
し
、

に
述
べ
て
い
た
。

史
料
と
い
う
も
の
は
、
或
る
行
為
が
わ
れ
わ
れ
の
目
前
で
行
な
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が
行
為
者
で
あ
る
場
合
ほ
ど
、

た
し
か
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
に
文
書
の
形
で
残
さ
れ
、
文
書
作
成
者
の
主
観
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
、
事
実
の
変
更
が
加
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
(
「
歴
史
其
憧
と
歴
史
離
れ
」
)

鴎
外
が
い
っ
て
い
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
歴
史
の
方
だ
と
考
え
て
い
た
の
も
、

お
そ
ら
く
史
料
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
た
た

め
で
あ
ろ
う
。

江
馬
修
『
山
の
民
』
の
評
価

江
馬
修
の
'
『
山
の
民
』
は
大
岡
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

い
わ
ば
埋
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
大
同
に

よ
っ
て
ま
さ
に
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
、
が
い
わ
ゆ
る
文
壇
で
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
の
は
主
と
し
て

政
治
的
な
理
由
に
よ
る
と
大
聞
は
述
べ
て
い
る
。
江
馬
修
は
戦
前
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
に
加
入
し
、
戦
後
共
産
党
に
入
党
、

一
九
五
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O
年
新
日
本
文
学
会
分
裂
の
際
に
は
『
人
民
文
学
』

の
幹
部
と
な
る
と
い
う
経
歴
を
経
た
人
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ

は
大
岡
の
い
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

そ
れ
だ
け
の
理
由
な
ら
、

た
と
え
ば
ナ
ッ
プ
の
初
代
委
員
長
で
あ
り
、
戦
後
や
は
り
共
産
党

の
幹
部
に
な
っ
た
藤
森
成
吉
の
『
渡
辺
畢
山
』
(
『
改
造
へ
お
・

7
1叩
)
が
、
少
な
く
と
も

『
山
の
民
』
に
比
べ
れ
ば
多
く
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
『
山
の
民
』
が
読
ま
れ
な
か
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は

に
入
り
、
後
江
馬
と
同
じ
く
『
人
民
文
学
』

お
そ
ら
く
、
そ
れ
が
歴
史
上
の
い
わ
ば
有
名
な
人
物
を
描
い
た
作
品
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
飛
騨
高
山
に
起
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
青
山
騒
動
と
梅
村
騒
動
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
百
姓
一
撲
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。
更
に
は
、
こ
の
作
品
が
は
じ
め
自
費
出
版

で
出
た
た
め
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
岩
上
順
一

『
歴
史
文
学
論
』
巻
末
の
「
歴
史
文
学

年
表
」
に
も
載
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
も
あ
る
い
は
こ
の
作
品
が
長
く
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
一
九
七
六
年
、
尾
崎
秀
樹
『
歴
史
文
学
論
|
l
変
革
期
の
視
座
|
|
』
(
勤
草
書
房
、
河
・

8
)
に
お
け
る
詳
細
な
年
表
が
出

る
ま
で
、
岩
上
の
が
唯
一
の
歴
史
文
学
年
表
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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大
岡
昇
平
は
こ
の
作
品
に
、
「
恐
ら
く
こ
れ
ま
で
に
わ
が
国
で
書
か
れ
た
最
も
す
ぐ
れ
た
歴
史
小
説
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
」
(
「
江
馬
修

寸
山
の
民
」
」
)
る
、
と
最
高
級
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
う
評
価
す
る
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
大
岡
は
、

J
局
山
盆
地
の
農
民
と
、
本
郷
、

白
川
な
ど
山
中
の
農
民
と
の
相
違
が
、
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
新
し
い
政
府
の
地
役
人
、
郡
中
会
所
、
町
年
寄
、
庄
屋
な
ど
、
各

階
層
の
関
係
が
、
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
『
夜
明
け
前
』
を
引
き
あ
い
に
出
し
、
こ

の
作
品
で
は
小
作
人
に
つ
い
て
は
何
ら
記
さ
れ
ず
、

ま
た
本
陣
庄
屋
、
問
屋
と
い
う
身
分
あ
る
い
は
国
学
に
つ
い
て
の
知
識
が
恐
ろ
し
く

な
い
点
を
指
摘
し
、
『
山
の
民
』
は
そ
れ
と
は
「
比
較
に
な
ら
な
い
知
識
と
探
求
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
歴
史
小
説
評
価
の
際
に
行
な
う
べ
き
両
側
面
と
し
て
先
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
、
「
作
品
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
歴
史
の
客
観
的
成
果
」

北
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の
方
と
い
え
よ
う
が
、
大
岡
が
述
べ
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
も
う
一
方
の
「
特
定
の
歴
史
的
題
材
に
取
り
か
か
っ
た
」
作
者
の
「
主

体
的
動
機
」
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、

一
言
で
い
え
ば
度
重
な
る
改
作
過
程
に
お
け
る
そ
の
慎
重
さ
と
執
念
で
あ
る
。
『
山
の
民
』
は
、
大

岡
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
二
度
大
幅
な
改
作
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
細
か
な
そ
れ
を
含
め
る
と
更
に
数
度
に
及
ん
で
い
る
。
は
じ
め
に

自
家
版
三
部
作
と
し
て
出
た
の
は
大
戦
前
の
一
九
三
八
年
か
ら
四

O
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
最
初
の
大
幅
な
改
作
は
戦
後
の
一
九
四
九
年

か
ら
五

O
年
に
か
げ
て
出
版
さ
れ
た
冬
芽
書
房
版
三
部
作
に
お
い
て
で
あ
る
。
自
家
版
約
千
枚
に
五
百
枚
を
加
え
千
五
百
枚
に
改
作
さ
れ

た
と
い
う
。
二
度
目
は
一
九
五
八
年
に
出
版
さ
れ
た
理
論
社
版
四
部
作
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の
と
き
更
に
千
枚
を
加
え
、
合
わ
せ
て
二

千
五
百
枚
に
改
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
異
常
と
も
い
え
る
書
き
か
え
を
大
岡
は
、
戦
後
の
維
新
史
研
究
の
進
歩
や
、
た
と
え
ば
五
八

年
の
改
作
は
「
内
容
を
読
み
易
く
し
、
形
象
化
す
る
と
い
う
中
国
風
の
「
大
衆
路
線
」
」
の
影
響
に
も
み
て
い
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
「
大

正
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
的
精
進
の
結
果
L

で
も
あ
り
、
そ
の
「
作
者
の
努
力
に
敬
礼
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て

大
岡
は
、
い
く
つ
か
の
改
作
の
例
を
あ
げ
た
後
、
全
て
に
わ
た
る
本
文
と
異
聞
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
「
一
人
の
作
家
に
お
け
る
思
想
と
技

巧
の
成
長
に
つ
い
て
、
教
訓
的
な
結
果
が
得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
」
と
結
ん
で
い
る
。

し
か
し
大
岡
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
欠
点
を
も
指
摘
す
る
。
こ
れ
も
先
と
同
じ
両
側
面
か
ら
の
指
摘
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
大
岡
は
、
農

民
が
地
域
的
に
よ
く
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
が
、

し
か
し
「
水
呑
百
姓
以
下
に
な
る
と
、

そ
の
垂
直
の
階
層
は
十
分
に
書

か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
寸
小
前
百
姓
は
す
べ
て
、
善
意
に
充
ち
た
被
虐
者
と
し
て

し
か
描
か
れ
」
ず
、
「
愛
婿
の
あ
る
保
守
性
と
か
、
悪
が
し
こ
さ
ぐ
ら
い
ま
で
は
書
か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
善
良
に
転
ず
る
。
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
「
こ
の
小
説
が
そ
の
す
ぐ
れ
た
主
体
性
に
拘
ら
ず
、
底
辺
に
お
い
て
、
単
調
な
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
」
と
大
岡
は
述

べ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
作
品
が
作
者
自
身
の
父
親
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。
江
馬
修
の
父
親



は
い
わ
ゆ
る
梅
村
騒
動
に
お
い
て
圧
制
者
の
側
に
立
っ
た
人
物
で
、
作
品
に
お
い
て
も
江
馬
弥
平
と
い
う
実
名
で
登
場
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
先
に
大
岡
が
評
価
し
て
い
た
度
重
な
る
改
作
過
程
に
お
け
る
慎
重
さ
と
執
念
の
拠
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、

る
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
大
岡
も
、
「
人
間
の
一
番
詳
し
い
の
が
、
自
分
の
家
の
こ
と
で
あ
る
の
は
当
然
で
」
あ
り
、 一

概
に
欠
点
に
な

そ
れ
は
「
大

抵
よ
い
作
品
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
同
時
に
、
家
門
の
見
栄
と
誇
り
か
ら
、
偽
り
の
入
り
込
む
す
き
が
生
じ
る
の
も
避
け

ら
れ
な
い
。
」
圧
制
者
梅
村
速
水
の
描
き
方
に
つ
い
て
大
岡
は
、
「
細
部
に
つ
い
て
幾
分
作
者
は
強
弁
に
陥
り
、
梅
村
の
性
格
が
分
裂
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
大
岡
の
『
山
の
民
』
評
価
の
論
点
を
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
の
欠
点
の
方

が
目
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
少
な
く
と
も
「
わ
が
国
で
書
か
れ
た
最
も
す
ぐ
れ
た
歴
史
小
説
L

と
い
う
わ

そ
の
評
価
点
が
論
じ
足
り
な
い
と
い
う
感
を
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
印
象
風
に
い
え
ば
要
す
る
に
迫
力
が
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
、
今
見
て
き
た
大
岡
の
も
の
い
い
を
少
し
子
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
や
や
好
意
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
水
呑
百

り
に
は
、

181-

姓
以
下
の
人
々
が
「
十
分
に
書
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
の
は
、

い
わ
ば
「
十
分
」
で
は
な
い
が
そ
の
よ
う
な
最
下
層
の
人
々

も
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
あ
る
い
は
、
百
姓
は
「
す
べ
て
、
善
意
に
充
ち
た
被
虐
者
と
し
て
し
か
描
か

れ
な
い
L

と
い
っ
て
い
る
が
、

そ
の
す
ぐ
後
に
は
「
愛
嬬
の
あ
る
保
守
性
や
悪
が
し
こ
さ
ぐ
ら
い
ま
で
は
書
か
れ
」
て
い
る
と
い
っ
て
い

た
わ
け
で
、
百
姓
は
い
わ
ば
善
意
の
か
た
ま
り
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
評
価
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る

の
で
あ
る
。

『
山
の
民
』
で
は
農
民
は
確
か
に
善
意
の
か
た
ま
り
と
し
て
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

い
や
、
こ
の
作
品
を
読
ん
で
感
じ
る
の
は
、

む
し

ろ
農
民
の
無
知
と
自
分
た
ち
だ
け
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
投
滑
さ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仮
に
「
善
意
に
充
ち
た
被
虐
者
と
し
て
し
か
描
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岡
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か
れ
」
ず
、
全
て
は
一
「
結
局
善
意
に
転
」
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
描
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ

う
な
農
民
に
い
わ
ば
全
的
に
同
情
を
寄
せ
共
感
を
持
っ
て
読
む
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
農
民
が
か
わ
い
そ
う
で
な
い
か
ら
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
農
民
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
善
意
に
満
ち
な
が
ら
も
し
か
し
ま
た
そ

れ
ゆ
え
に
無
知
で
校
滑
で
も
あ
る
農
民
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
作
品
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

ま
さ
に
そ
の
よ
う
で
し
か

あ
り
得
な
か
っ
た
農
民
の
あ
り
よ
う
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
の
み
農
民
は
い
わ
ば
よ
く
描
か

れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
じ
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
最
も
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
人

物
は
圧
制
者
の
方
の
梅
村
速
水
で
は
な
か
っ
た
か
。

梅
村
は
い
わ
ゆ
る
急
進
的
改
革
派
の
人
物
で
、
塩
や
味
噌
そ
の
他
の
物
資
を
専
売
制
に
し
た
り
、
頻
繁
に
起
こ
る
洪
水
対
策
と
し
て
大

規
模
な
堤
防
工
事
を
行
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
農
地
の
拡
大
政
策
を
立
て
た
り
し
て
い
る
。
現
在
か
ら
見
れ
ば
い
ず
れ
も
長
期
的
展
望
に

立
っ
た
重
要
な
改
革
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

む
ろ
ん
農
民
に
と
っ
て
は
負
担
以
外
の
も
の
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
し
だ
い

に
不
満
が
つ
の
っ
て
く
る
。
し
か
も
、
前
任
の
鎮
撫
使
竹
沢
寛
三
郎
は
無
責
任
に
年
貢
半
減
、
諸
運
上
金
の
軽
減
を
約
束
し
て
い
た
。
む

ろ
ん
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
現
す
べ
く
も
な
く
、
ま
た
新
政
府
の
方
針
で
も
な
か
っ
た
。
約
束
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
反
故
の
形
と
な
り
、

し
た
が
っ
て
農
民
た
ち
に
と
っ
て
は
、
梅
村
に
変
っ
て
か
ら
ろ
く
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
過
程
が
、
作
品
で
は
主
と
し
て
農
民
の
側
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
梅
村
の
視
点
で
描
か
れ
る
部
分
も
少
な
く
な
く
、

そ
の
描
写
は
む
ろ
ん
梅
村
の
内
面
に
も
及
ぶ
。
そ
こ
で
は
、
大
岡
の
い
う
よ
う
に
「
細
部
に
つ
い
て
幾
分
」
「
強
弁
に
陥
」
っ
て
い
る
と
こ

ま
た
「
梅
村
の
性
格
が
分
裂
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
L

と
こ
ろ
も
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、

圧
制
者
の
論
理
が
あ
り
、
こ
こ
で
梅
村
は
決
し
て
悪
代
官
的
な
悪
玉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ろ
も
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
圧
制
者
に
は
ま
た

い
や
、

む
し
ろ
一
個
の
人



聞
の
内
的
論
理
と
し
て
は
十
分
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
視
点
を
そ
れ
は
確
か
に
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
り
得
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
善
意
に
充
ち
た
L

農
民
を
相
対
化
し
て
く
れ

む
ろ
ん
梅
村
と
い
う
一
人
の
人
物
の
内
面
に
記
述
が
及
ん

で
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
農
民
の
方
は
、
当
然
個
々
の
内
面
を
描
き
得
、
ず
、

お
お
よ
そ
集
団
的
な
描
か
れ
方
が
さ
れ
て
い

や
は
り
作
者
江
馬
修
の
父
親
弥
平
が
梅
村
の
側
近
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の

作
品
に
は
、
梅
村
並
び
に
父
親
弥
平
の
い
わ
ば
寛
を
雪
ご
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
大
岡
の
い
う
よ
う
に
寸
家

門
の
見
栄
と
誇
り
か
ら
、
偽
り
の
入
り
込
L

ん
で
い
た
部
分
は
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
決
し
て
梅
村
や
弥
平

の
弁
護
に
終
始
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
述
べ
た
よ
う
な
記
述
方
法
に
加
え
て
、
「
人
聞
の
一
番
詳
し
い
」
「
自

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、

分
の
家
の
こ
と
」
と
、
『
夜
明
け
前
』
に
は
比
較
に
な
ら
な
い

「
幕
末
維
新
の
地
方
生
活
に
つ
い
て
」

の
、
「
知
識
と
探
求
」
に
よ
る
「
裏
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打
ち
」
に
も
よ
っ
て
、

よ
く
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
保
ち
得
た
措
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
あ
れ
ほ
ど
の
賛
辞
を
呈
し
て
い
た
『
山
の
民
』
を
、
大
岡
は
何
故
十
分
に
論
じ
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
作
品
に
費
や
し
た
紙
数
は
最
も
多
く
、
連
載
の
ほ
ぼ
一
回
分
を
使
う
と
い
う
や
や
度
を
越
し
た
力
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
作
品
が
、
農
民
を
い
わ
ゆ
る
大
衆
と
し
て
十
分
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
き
得

ま
た
大
岡
自
身
そ
の
よ
う
な
大
衆
を
ま
さ
に
大
衆
と
し
て
描
く
自
前
の
方
法
論
を
お
そ
ら
く
は
持
っ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
を
評
価
す
る
際
に
、
大
岡
が
岩
上
順
一
と
服
部
之
纏
の
『
夜
明
け
前
』
論
に
多
く
拠
ら
ざ
る
を
得

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

な
か
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
『
山
の
民
』
に
次
い
で
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
『
夜
明
け
前
』
だ
が
、

そ
れ
が
主
に
論
じ
ら
れ

て
い
た
の
は
こ
の
『
山
の
民
』
論
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
主
と
し
て

『
山
の
民
』
と
の
比
較
上
、
し
か
も
そ
の
否

定
的
な
契
機
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
大
岡
の
『
山
の
民
』
評
価
は
、
岩
上
と
服
部
の
『
夜
明
け
前
』
論
の
視
点
を

北
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大
湾
問
持
取
に
お
け
る
歴
史
〈
一
)

族
介
と
し
な
が
ら
、

お
お
よ
そ
『
夜
明
け
欝
b

の
一
合
定
面
の
克
態
と
い
う
方
向
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

の
は
、

ほ
ぽ
同
時

弐
の
作
品
で
あ
る
『
夜
明
け
前
恥
を
、
そ
れ
ま
で
の
競
史
小
説
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
た
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
の
本
務
的
な
吋
夜
明
け
前
』

論
で
あ
り
、
如
臓
器
の
は
戦
後
の
維
新
史
研
究
を
ふ
ま
え
た
歴
史
学
者
に
よ
る
磁
期
的
な
論
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
大
衆
を
ま
さ

し
て
描
く
方
法
と
い
っ
た
こ
と

か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
で
大
関
を
責
め
る
の
は
お
そ
ら
く
酷
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
は
、
も
と
も
と
無
理
な
注
文
、
そ
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
街
放
な
ら
、
大
関
も
関
の
と
こ
ろ
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
小
説
が
個
人
約
文
学
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
衆

の
腔
史
小
説
」
)
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
大
衆
は
「
せ

い
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
わ
せ
る
」

い
ぜ
い
理
細
部
的
指
導
者
の
意
識
を
通
じ
て
、
典
裂
的
瞬
間
関
に
典
識
的
な
裁
き
を
す
る
力
と
し
て
し
か
描
か
れ
L

ず
、
あ
る
い
は
「
「
期
L

な
ど
比
喰
に
よ
っ
て
、

に
語
ら
れ

で
は
な
か
っ
た
か
。
大
陪
の
い
う
よ
う
に
、

ぞ
れ
は
小
説
と
い
う
形
式
が
お
の
ず
か
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つ
説
摂
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
大
関
は
そ
れ
を
「
信
人
的
文
学
形
式
」
と
い
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
要
す
る

物
が
「
人
間
化
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

歴
史
に
州
却
す
る
興
味
と
毘
持
に

に
対
す
る
興
味
L

か

ら
生
ま
れ
た
も
お
で
あ
り
、

そ
れ

「
「
人
間
」
の
立
壌
か
ら
の
歴
史
の
書
き
替
え

っ
た
。
」
と
大
岡
は
述
べ
て
い
る
。

綿
々
の
「
人
間
関
L

に
は
ち
が
い
な
い
が
「
人
間
」
で
は
な
く
、

そ
れ
を

し
よ
う
と
す
れ
ば
も
は
や
大
衆
で
は

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
小
説
に
と
っ
て
大
衆
と
は
い
わ
ば
矛
錯
概
念
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
大
認
の
疑
問
で
あ
っ

味
で
こ
れ
は
恐
ろ
し
く
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
考
え
方
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
厳
犠
か
っ
禁
欲
的
な
考
え
方
が
あ
っ
て
は

あ
る
意

じ
め
て
根
本
的
な
鐙
史
小
説
へ
の
関
い

れ
て
き
た
と
い
え
る
し
、
ま
た
『
出

に
註
自
す
る
こ
と
も
で
き
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
「
鍍
人
的
文
学
務
式
L

の
小
説
明
、
だ
め
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
小
説
の
概
念
愛
犬
轄
に
変
え
た
新
し
い
小
説
の
形
式
か
、



あ
る
い
は
全
く
異
な
る
形
式
に
お
い
て
、
大
衆
を
表
現
す
る
方
法
を
考
え
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
大
岡
が
そ
の
よ
う
な
何

ら
か
の
方
法
を
思
い
描
い
て
い
た
か
ど
う
か
、
大
岡
の
論
を
読
む
限
り
少
な
く
と
も
そ
の
具
体
的
方
法
を
感
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
、

ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
が
や
や
加
速
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
大
岡
の
論
は
終
わ
っ
て
い
る
。
最
後
に
十
二
項
目
に
わ
た
っ
て

行
な
わ
れ
た
自
論
の
ま
と
め
の
最
後
で
、
大
岡
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

人
聞
は
歴
史
に
関
与
す
る
時
、
大
抵
は
歎
か
れ
る
。
史
料
に
欺
か
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
関
与
の
仕
方
に
お
い
て
も
欺
か
れ
る
。

人
聞
は
自
分
が
ど
う
い
う
風
に
、
歴
史
と
交
渉
し
て
い
る
か
、
自
ら
意
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
う
時
が
あ
る
。

(
「
現
代
史
と
し
て
の
歴
史
小
説
」
)
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た
だ
、
ょ
う
く
考
え
れ
ば
こ
れ
も
大
岡
の
い
う
と
お
り
に
ち
が
い
な
い
。
亀
井
秀
雄
が
い
う
よ
う
に
、
「
も
と
も
と
人
聞
は
歴
史
に
関
与

な
ど
し
な
い
。
た
だ
か
れ
が
巻
き
込
ま
れ
た
具
体
的
な
事
件
に
関
与
す
る
だ
け
」
(
『
個
我
の
集
合
性
|
|
大
岡
昇
平
論
』
)
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
れ
も
大
岡
の
根
本
的
か
つ
厳
密
な
思
考
力
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
だ
が
、
た
だ
こ
う
述
べ
た
後
、
本
庄
陸
男
の
『
石

狩
川
』
に
触
れ
て
終
わ
る
そ
こ
で
の
も
の
い
い
を
見
る
に
、
そ
こ
に
は
や
は
り
新
し
い
方
法
論
を
未
だ
見
極
め
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る

文
字
ど
お
り
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
大
岡
の
い
ら
だ
ち
と
苦
渋
を
見
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
『
石
狩
川
』
は
『
山
の
民
』
、
『
夜
明
け

前
』
に
次
い
で
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
作
品
の
ひ
と
つ
だ
が
、
や
や
具
体
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
最
後
に
お
い
て
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
こ
で
は
今
ま
で
の
分
析
的
な
論
の
は
こ
び
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
「
歴
史
小
説
家
は
、
歴
史
の
重
さ
と
か
、
弁
証
法
的
発
展
と
か

口
走
っ
て
い
る
時
は
愚
劣
だ
が
、
自
ら
意
識
し
な
い
そ
の
姿
勢
が
作
品
に
出
て
い
る
時
が
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
文
体
に
現
わ
れ
る
。
」
と
述

北
大
文
学
部
紀
要



大
岡
昇
平
に
お
げ
る
歴
史
(
一
)

べ
、
た
だ
作
品
の
園
田
頭
を
長
々
と
引
用
し
て
く
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
連
の
歴

史
小
説
論
の
最
後
の
こ
と
ば
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
は
英
雄
が
い
る
。
「
山
の
民
」
寸
秩
父
困
民
党
L

な
ど
が
、
歴
史
的
真
実
の
把
握
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
成
果
を
あ
げ
な
が
ら
、

例
と
い
え
る
。

な
ん
と
な
く
魅
力
が
な
い
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
「
石
狩
川
L

は
未
完
で
あ
っ
た
た
め
に
、
即
発
的
な
魅
力
を
保
持
し
て
い
る
珍
ら
し
い

大
岡
昇
平
は
、
そ
の
後
も
い
く
つ
か
歴
史
小
説
に
関
す
る
発
言
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
以
前
の
発
言
の
く
り
か
え
し
に

に
お
い
て
で
あ
る
。

す
ぎ
な
い
。
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
の
は
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
年
、
「
歴
史
小
説
の
問
題
」
(
『
文
学
界
』
、
九
・

6
)

i主
山
本
健
吉
・
三
浦
朱
門
・
村
松
剛
「
座
談
会
・
現
代
的
英
雄
叙
事
詩

|
|
「
蒼
き
狼
」
論
」
(
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
、

ω
・
日
・

6
)
。

手
塚
富
雄
「
井
上
文
学
の
新
し
い
形
式
へ
の
試
み
」
(
『
週
刊
読
書
人
』
、

ω
・
日

-
M
)
。

中
村
光
夫
「
「
歴
史
小
説
」
に
新
生
面
井
上
靖
氏
の
『
蒼
き
狼
』
(
文

芸
時
評
)
」
(
『
朝
日
新
聞
へ

ω
・
6
-
m
)
。

(
2
)

以
下
、
『
蒼
き
狼
』
論
争
に
お
け
る
大
岡
、
井
上
の
発
言
は
い
ず
れ
も

1 

初
出
本
文
に
よ
る
。
特
に
大
岡
の
場
合
、
後
に
単
行
本
『
常
識
的
文
学

論
』
(
講
談
社
、
日
・

2
)
及
び
『
大
岡
昇
平
集
日
比
』
(
岩
波
書
底
、

m-

9
)
に
収
め
る
際
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
か
な
り
の
加
筆
訂
正
を
行
な
っ

て
い
る
の
で
、
論
争
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
そ
れ
ら
は
不
適
切
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
吾
言
及
部
分
に
お
い
て
そ
れ
が
問
題
に
な
る
場
合
は
そ
の
都

度
触
れ
る
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

(3)

山
本
健
士
口
「
歴
史
と
小
説
L

(

守
読
売
新
聞
』
、
日
・

1
-
m
)。



同
「
再
び
歴
史
と
小
説
に
つ
い
て
|
|
大
岡
昇
平
氏
に
答
え
る
|
|
」

(
『
読
売
新
聞
』
、
臼
・

1
・訂)。

福
田
宏
年
「
歴
史
小
説
の
ぷ
具
実
性
。
と
は
?
|
|
『
蒼
き
狼
』
論
争

へ
の
私
見

l
l」
(
『
図
書
新
聞
』
、

m
-
2
・お)。

(
4
)

こ
の
書
は
、
明
治
四
十
年
一
月
(
大
岡
の
再
論
で
は
明
治
四
十
一
年

と
な
っ
て
い
る
が
あ
や
ま
り
)
大
日
本
図
書
か
ら
、
那
珂
通
世
訳
注
で

『
成
吉
思
汗
実
録
』
と
い
う
書
名
で
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
が
、
大
岡
も
井

上
も
『
元
朝
秘
史
』
の
名
で
呼
ん
で
い
る
の
で
本
論
に
お
い
て
も
そ
れ

に
し
た
が
う
。
ま
た
、
大
岡
、
井
上
が
見
て
い
た
も
の
は
と
も
に
昭
和

十
八
年
九
月
、
筑
摩
書
房
か
ら
出
さ
れ
た
再
版
本
で
、
し
た
が
っ
て
本

論
に
お
い
て
も
そ
れ
を
用
い
る
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

(
5
)

以
下
、
大
岡
の
『
元
朝
秘
史
』
か
ら
の
引
用
は
全
て
大
岡
に
よ
る
表

記
に
し
た
が
う
。
ま
た
『
蒼
き
狼
』
か
ら
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
大
岡
の
引
用
は
全
般
的
に
か
な
り
不
正
確
で
、
そ
の
あ
や

ま
り
は
や
は
り
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
や
ま
り
の
部
分
に
は
傍
点
を
付
し
、
(
)
で
正
す
。
ま
た
補
足
部
分

は
〔
〕
で
記
す
。

(
6
)

初
出
は
『
潮
』
ロ
月
号
(
引
け

-
U
)
。

(
7
)

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
二
つ
の
歴
史
小
説
論
の
意
味
|
|
ル

カ
1
チ
と
岩
上
順
一

l
l」
(
『
異
徒
』
第
9
号
、
川
出
・
日
)
。

(
8
)

初
出
の
標
題
は
「
政
治
と
歴
史
小
説
」
。
以
下
、
一
連
の
大
岡
の
発
言

は
『
歴
史
小
説
の
問
題
』
(
文
芸
春
秋
、
引
け
・

8
)
所
載
本
文
に
よ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

こ
こ
で
も
大
岡
は
、
初
出
に
か
な
り
の
加
筆
訂
正
を
行
な
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
主
と
し
て
そ
の
理
論
的
達
成
を
問
題
に
し
た
い
の
で
そ
れ
を

用
い
る
。
な
お
、
先
と
同
様
言
及
部
分
に
お
い
て
そ
れ
が
問
題
に
な
る

場
合
は
そ
の
都
度
触
れ
る
。

(
9
)

初
出
の
標
題
は
「
歴
史
小
説
と
批
評
L

。

(
日
)
乙
の
前
半
部
分
は
初
出
と
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、
初
出
で
は
小
林

秀
雄
に
対
す
る
批
判
的
口
調
が
や
や
弱
い
と
い
え
る
。

な
お
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
亀
井
秀
雄
『
個
我
の
集
合
性
|
|
大

岡
昇
平
論
』
(
講
談
社
、

η
・
5
0
初
出
は
『
群
像
』
、

mm
・
7
1
η
・

2
)
に
最
も
本
質
的
な
分
析
が
あ
る
。

(
日
)
津
田
の
論
の
引
用
に
つ
い
て
も
不
正
確
な
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

正
し
て
あ
る
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

(
ロ
)
拙
稿
「
〈
歴
史
其
健
〉
と
〈
歴
史
離
れ
〉
、
ま
た
は
「
歴
史
小
説
」
と

「
史
伝
」
」
(
『
異
徒
』
第
8
号
、
∞
∞
・

4
)
。

(
日
)
初
出
の
標
題
は
「
歴
史
小
説
に
現
わ
れ
た
農
民
」
。

(
U
)

一
九
八
五
年
十
一
月
、
春
秋
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
山
の
民
』
の
「
後

記
」
で
天
児
直
美
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
弥
平
は
梅
村
の
身
近

に
い
て
、
そ
の
人
と
な
り
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
き
た
人
で
あ
り
、
梅
村
知

事
の
や
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
早
す
ぎ
た
だ
け
で
、
本
当
は
正
し

か
っ
た
と
し
て
、
梅
村
の
死
後
そ
の
寛
罪
を
晴
ら
す
た
め
に
奔
走
し
て

い
る
。
修
は
こ
の
父
の
遺
言
を
果
た
す
よ
う
な
気
持
ち
で
書
い
た
と
話

し
て
い
た
。
L
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大
岡
昇
平
に
お
け
る
歴
史
(
一
)

(
日
)
大
岡
昇
平
「
歴
史
小
説
の
現
代
的
意
味
(
上
)

る
新
鮮
さ
」
(
『
朝
日
新
聞
へ
白
・

3
・
8
)
。

同
「
歴
史
小
説
の
現
代
的
意
味
(
下
)
教
科
書
的
歴
史
へ
の
反
抗
修

正
」
(
『
朝
日
新
聞
へ
白
・

3
・
9
)
0

同
「
歴
史
小
説
と
は
な
に
か
」
(
『
産
経
新
聞
』
、
日
・

1
・
4
)
。

同
「
歴
史
小
説
論
」
(
『
全
集
・
現
代
文
学
の
発
見
第
十
二
巻
歴
史

小
説
へ
の
視
点
』
(
学
芸
書
林
、
四
∞
・

8
)
所
収
)
。

個
人
的
真
実
を
伝
え
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