
‐
「
日
本
歴
史
叢
書
妬
」
と
し
て
、
本
書
が
出
た

の
は
何
か
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
が
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
叢
書
、
「
印
章
」
喝
、
「
日
本
の
紙
」
皿
と

出
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
な
る
ほ
ど
と
も
思
わ

れ
た
。
な
お
、
こ
の
叢
書
の
刊
行
予
定
書
目
に
は

文
芸
、
芸
術
関
係
の
も
の
も
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
う
い
う
広
い
場
に
お
い
て
見
る
と
、

案
外
こ
れ
で
し
っ
く
り
ゆ
く
よ
う
で
も
あ
る
。
何

だ
か
、
日
本
歴
史
叢
書
の
編
集
批
評
を
や
っ
て
い

る
よ
う
で
お
か
し
い
が
、
何
し
ろ
こ
れ
が
、
わ
た

し
の
感
じ
た
第
一
印
象
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
仕
方

が
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
立
派
な
本
が
出

て
、
こ
の
道
に
い
さ
さ
か
の
か
か
わ
り
あ
い
を
も

つ
者
と
し
て
、
本
当
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
と
い
う

の
は
、
著
者
も
序
文
で
述
ゞ
へ
て
い
ら
れ
る
が
、
こ

の
種
の
本
は
福
井
久
蔵
著
「
連
歌
の
史
的
研
究
」

連
歌
の
世
界

聿
亘
詐
雨

伊
地
知
鉄
男
著

連
歌
の
世
界

「
日
本
歴
史
叢
書
妬
」

1

号（
昭
５
１
６
）
、
お
な
じ
く
「
連
歌
の
道
」
（
昭
妬
）
、

山
田
孝
雄
著
「
連
歌
概
説
」
（
昭
浬
、
｜
お
な
じ
く

「
連
歌
及
連
歌
史
」
（
岩
波
講
座
日
本
文
学
）
（
昭

７
）
が
あ
る
だ
け
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
本
は
、
し

か
る
、
へ
き
図
書
館
に
は
あ
っ
て
も
、
坊
間
こ
れ
を

購
入
し
よ
う
に
も
稀
れ
な
本
と
な
っ
て
見
か
け
る

こ
と
も
な
く
、
か
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
貧
書
生

に
は
高
価
で
手
が
出
な
い
。
学
生
諸
君
に
参
考
に

し
な
さ
い
と
い
っ
て
も
無
理
な
実
情
に
あ
っ
た
。

ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
横
道
に
そ
れ
る
と
、
連
歌
の
本

は
ど
う
し
て
こ
う
も
入
手
し
難
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
も
手
軽
に
買
え
そ
う
な
岩
波
文
庫
で
さ
え
、
こ

の
連
歌
で
は
こ
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
著

者
の
編
に
な
る
「
連
歌
論
集
」
上
下
で
、
未
刊
の

学
書
を
翻
刻
さ
れ
、
連
歌
研
究
に
は
必
携
の
言
と

思
わ
れ
る
が
、
岩
波
で
は
品
切
れ
と
称
し
て
、
害

岡
本
彦
一

＄

店
で
は
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
い
ま
入
手
し
や
す
い
連
歌
の

基
本
的
な
書
物
と
い
う
と
、
日
本
古
典
文
学
大
系

の
伊
地
知
鉄
男
校
注
「
連
歌
集
」
、
木
藤
才
蔵
校

注
「
連
歌
論
集
」
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う

い
う
と
き
に
、
本
書
が
出
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
あ

り
が
た
い
の
で
あ
る
。

本
書
は
そ
の
構
成
か
ら
い
っ
て
、
山
田
氏
の

「
連
歌
及
び
連
歌
史
」
を
つ
ぐ
も
の
と
思
え
る
。

つ
ま
り
は
じ
め
に
連
歌
の
何
で
あ
る
か
を
概
説
し
、

つ
ぎ
に
そ
の
歴
史
を
の
ゞ
へ
る
と
い
う
や
り
方
で
あ

る
。
本
書
で
は
「
第
一
連
歌
文
芸
」
、
「
第
二
連
歌

の
歴
史
」
の
二
部
に
分
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
第

一
が
簡
略
で
あ
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
著
者
も

序
文
で
「
叢
書
の
関
係
上
、
そ
の
解
説
さ
え
で
き

る
か
ぎ
り
省
略
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
な

っ
た
」
と
述
尋
へ
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
「
叢
書
の
関

係
上
」
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
ぬ
が
、

、
、

も
し
そ
れ
が
頁
数
の
こ
と
で
な
く
て
、
日
本
歴
史

、
、

に
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
が
文
学
だ
っ
た
ら
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
本
書
の

構
成
を
頁
数
で
み
る
と
、
「
第
一
連
歌
文
芸
」
だ

頁
、
「
第
二
連
歌
の
歴
史
」
い
ち
頁
、
年
表
・
書
目
・

四
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索
引
鱒
頁
と
な
る
。
な
お
山
田
氏
の
「
連
歌
及
び

連
歌
史
」
の
割
り
ふ
り
は
、
緒
言
・
結
論
を
の
ぞ

く
と
、
「
連
歌
の
解
説
」
配
頁
、
「
連
歌
の
略
史
」

”
頁
で
あ
っ
て
、
そ
の
比
率
は
本
書
と
ほ
ぼ
同
じ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
山
田
氏
の
は
「
岩
波
講
座

、
、

日
本
文
学
」
で
あ
っ
た
が
。
再
び
閑
話
休
題
。

本
書
の
「
第
一
連
歌
文
芸
」
に
お
け
る
連
歌
の

概
説
は
簡
で
あ
る
。
し
か
し
、
要
は
得
て
い
る
。

更
に
く
わ
し
く
知
り
た
い
人
は
こ
れ
を
基
礎
と
し

て
勉
強
す
る
と
い
う
手
順
で
あ
る
。
序
文
に
も
著

者
は
連
歌
が
何
か
「
わ
か
る
手
立
さ
え
も
わ
か
ら

な
い
ら
し
い
」
と
い
い
、
「
し
か
し
ま
た
そ
の
壁
、

を
自
分
で
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
意
欲
の
な
い
今
日

的
な
安
易
な
態
度
に
も
疑
問
が
あ
る
」
と
す
る
。

再
び
い
う
が
、
説
明
は
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る

の
で
あ
る
。
簡
と
い
っ
て
も
お
さ
え
る
と
こ
ろ
は

お
さ
え
て
あ
る
。
ま
ず
「
春
夏
す
ぎ
て
秋
に
こ
そ

な
れ
」
に
何
を
つ
け
る
か
の
説
明
か
ら
始
ま
り
、

短
連
歌
と
長
連
歌
、
百
韻
懐
紙
の
名
処
と
書
式
、

賦
物
、
式
目
に
つ
い
て
の
べ
、
連
歌
の
神
や
功
徳

の
話
に
転
じ
、
連
歌
張
行
の
実
際
、
発
句
・
脇
・

第
三
以
下
の
詠
み
よ
う
に
終
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
叙
述
は
極
め
て
厳
密
で
あ
る
。
あ
や
ふ
や
な

Ｌ
小
刈
上
・
止
宇
＆
Ｚ
ｒ
画
寺
峠

こ
と
は
何
も
書
い
て
な
い
。
書
い
て
あ
る
こ
と
は

皆
信
頼
で
き
る
。
引
用
文
は
す
筆
へ
て
出
典
が
、
百

韻
千
句
の
類
は
そ
の
所
在
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

「
わ
か
る
手
立
」
は
十
分
に
示
さ
れ
て
い
る
と
見

て
よ
い
。
思
う
に
著
者
の
最
も
得
意
と
さ
れ
る
と

こ
ろ
は
書
誌
的
考
察
で
あ
り
、
確
実
な
文
献
に
立

脚
し
た
発
言
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
す
み
ず
み

ま
で
、
こ
の
特
色
が
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
。
著
者

の
発
言
に
は
、
そ
の
裏
に
ぼ
う
大
な
資
料
の
裏
付

け
が
あ
る
わ
け
だ
。
従
っ
て
本
書
を
よ
ん
で
い
て

わ
た
し
が
最
も
う
れ
し
く
感
ず
る
の
は
、
わ
か
ら

な
い
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
に
不

明
で
あ
る
と
い
っ
て
も
ら
う
ほ
ど
安
心
で
き
る
こ

と
は
な
い
か
ら
だ
。

次
に
「
第
二
連
歌
の
歴
史
」
に
移
ろ
う
。
ま
ず
、

そ
の
構
成
か
ら
み
る
と
、
「
１
連
歌
発
生
の
基

盤
」
か
ら
始
ま
り
、
「
２
十
一
、
二
世
紀
の
一
句

連
歌
の
性
格
」
で
は
一
句
連
歌
か
ら
鎖
連
歌
へ
の

展
開
を
、
一
‐
３
十
三
世
紀
前
半
の
鎖
連
歌
」
で
は

新
古
今
時
代
の
堂
上
連
歌
を
、
「
４
十
三
世
紀
後

半
の
連
歌
」
で
は
堂
上
連
歌
・
地
下
連
歌
、
式
目

制
定
を
、
「
５
十
四
世
紀
前
半
の
地
下
連
歌
」
で

は
善
阿
を
主
と
し
、
順
覚
・
信
昭
・
良
阿
を
、

〃

「
６
十
四
世
紀
後
半
の
連
歌
」
で
は
二
条
良
基
を

中
心
に
救
済
、
周
阿
、
梵
灯
を
、
「
７
十
五
世
紀

前
半
の
連
歌
界
」
で
は
地
下
の
連
歌
師
層
、
宗
舸
、

心
敬
を
、
「
８
十
五
世
紀
後
半
の
連
歌
」
で
は
宗

祇
を
扱
い
、
「
９
結
び
」
で
は
宗
祇
ま
で
の
叙
述

を
要
約
し
、
さ
ら
に
宗
祇
以
後
の
展
望
を
与
え
て

い
る
。
構
成
は
以
上
で
あ
る
。

こ
の
連
歌
史
、
宗
祇
で
叙
述
が
終
っ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
序
文
に
「
と
く
に
あ
る
意
図
や

意
味
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
が
」
と
し
て
い

ら
れ
る
が
、
や
は
り
こ
こ
に
著
者
の
連
歌
史
に
つ

い
て
の
考
え
が
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は

宗
阿
・
心
敬
の
時
代
に
連
歌
の
文
芸
性
は
確
立
さ
‐

れ
、
宗
祇
・
兼
載
の
時
代
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ

り
、
宗
祇
の
弟
子
た
ち
の
時
代
に
な
る
と
連
歌
は

階
層
的
な
広
が
り
は
持
つ
も
の
の
、
固
定
化
し
、

下
降
線
を
た
ど
る
。
連
歌
の
文
芸
史
的
意
義
は
そ

の
最
高
潮
の
時
代
ま
で
を
叙
す
る
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
次
は
俳
譜

興
隆
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
意
義
を
認
め

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
各
項
を
読
ん
で
感
じ
た
と
こ

ろ
を
述
べ
よ
う
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
に
、

汐
、
ト
一
助
も
＃ 四
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ま
た
い
さ
さ
か
横
道
に
入
ろ
う
。
そ
も
そ
も
評
論

を
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
自
己
を
語
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
も
、
小
林
秀
雄
の
批
評
文
学
の

よ
う
に
高
い
程
度
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
、

わ
た
し
が
本
書
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、

わ
た
し
の
無
学
と
無
見
識
を
暴
露
す
る
と
い
う
低

い
程
度
に
お
い
て
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
が
。
で
は

そ
ん
な
恥
か
し
い
、
得
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
を
何
故

あ
え
て
す
る
か
。
そ
れ
は
、
本
を
読
ん
で
得
た
学

恩
に
対
し
感
謝
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
た
い
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
以
下
述
べ
る
こ
と
も
、
対
等
乃

至
は
高
い
立
場
に
立
っ
て
裁
断
す
る
の
で
は
さ
ら

さ
ら
な
い
。
そ
う
い
う
実
力
の
持
ち
合
わ
せ
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と

わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

「
１
連
歌
発
生
の
基
盤
」
、
こ
れ
は
「
和
歌
に

関
連
し
て
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
る
。
か
っ

て
わ
た
し
は
「
連
歌
付
合
の
意
識
」
と
い
う
一
文

を
草
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
わ
た
し
が

問
題
と
感
じ
て
い
た
こ
と
は
連
歌
付
合
に
お
け
る

和
歌
的
発
想
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
上
句
か
ら
下
句

へ
よ
み
つ
づ
け
て
和
歌
と
す
る
の
か
、
に
な
る
の

か
、
と
い
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い

連
歌
の
世
界

計

は
そ
れ
が
本
質
か
、
一
つ
の
技
巧
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
本
書
は
発
生
に
お
い
て
特

に
和
歌
に
関
連
し
て
説
か
れ
た
こ
と
は
当
然
と
は

い
え
、
本
害
の
終
り
ま
で
連
歌
と
和
歌
と
の
関
連

の
う
え
に
把
握
し
、
連
歌
と
和
歌
と
の
ち
が
い
を
、

一
貫
し
て
連
歌
に
お
け
る
上
句
、
下
句
の
対
立
関

係
に
認
め
て
い
ら
れ
る
の
は
ま
こ
と
に
適
切
で
あ

つ
《
に
Ｏ「

２
十
一
、
二
世
紀
の
一
句
連
歌
の
性
格
」
に

は
．
句
連
歌
か
ら
鎖
連
歌
へ
」
と
い
う
副
題
が

つ
い
て
い
る
。
こ
の
２
の
項
は
本
書
の
な
か
で
も

力
作
で
あ
る
と
思
う
。
一
句
連
歌
の
性
格
の
あ
ら

ゆ
る
要
素
を
さ
ぐ
り
、
連
歌
が
文
芸
性
を
も
つ
に

至
っ
た
こ
と
を
時
間
的
に
即
座
に
つ
け
る
即
興
性

か
ら
、
時
間
の
制
約
を
無
視
し
て
技
巧
的
な
面
が

重
視
さ
れ
、
そ
こ
に
文
芸
性
が
は
ぐ
く
ま
れ
て
く

る
過
程
を
説
き
、
さ
ら
に
二
人
唱
和
と
い
う
連
歌

の
根
本
原
則
か
ら
独
吟
、
三
吟
が
派
生
し
て
来
る

次
第
を
見
、
そ
れ
も
和
歌
の
上
句
下
句
の
付
合
で

な
く
、
種
々
な
連
接
が
あ
っ
た
変
則
的
な
例
を
さ

ぐ
り
、
つ
い
で
和
歌
の
三
人
贈
答
、
四
首
一
連
の

贈
答
歌
の
な
か
に
連
歌
の
客
・
主
・
相
伴
の
付
合
、

主
題
展
開
の
原
型
を
認
め
ら
れ
た
。
つ
づ
い
て
一

い
Ｉ

１

■
配
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
釦
叩
■
・

号
■
日
■

〉

句
連
歌
の
な
か
の
寄
合
、
物
名
か
ら
賦
物
が
生
成

し
て
く
る
順
が
説
か
れ
る
。
こ
う
し
た
叙
述
に
著

者
は
つ
ね
に
、
史
的
展
開
の
相
で
捉
え
る
こ
と
に

留
意
し
、
い
く
つ
か
の
関
連
の
な
さ
そ
う
な
、
ま

た
次
々
と
現
わ
れ
て
く
る
事
実
は
、
著
者
の
手
に

か
か
る
と
み
ご
と
に
史
的
展
開
に
お
け
る
必
然
的

な
位
置
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

「
３
十
三
世
紀
前
半
の
鎖
連
歌
」
に
お
い
て
は
、

新
古
今
と
連
歌
と
の
関
係
を
考
察
し
、
新
古
今
の

三
句
切
れ
、
体
言
止
め
な
ど
の
技
巧
が
連
歌
の
発

想
、
修
辞
の
影
響
の
も
と
に
生
れ
た
こ
と
を
述
べ

ら
れ
た
段
を
お
も
し
ろ
く
読
ん
だ
。
ま
た
、
当
時

の
堂
上
連
歌
が
は
な
は
だ
和
歌
的
性
格
を
帯
び
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
句
と
し
て
の

独
立
性
の
な
い
も
の
が
特
に
長
句
に
多
く
、
つ
ま

り
短
句
と
合
し
て
一
首
の
和
歌
と
な
る
よ
う
な
表

現
を
と
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
の
叙
述
も
お
も
し

ろ
く
読
ん
だ
。
と
い
う
の
は
こ
の
和
歌
的
性
格
は

連
歌
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
最
後
ま
で
つ
づ
く
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
連
歌
と
和
歌
と
の
関

係
は
連
歌
の
本
質
の
一
部
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の

と
理
解
し
、
歴
史
的
に
消
長
し
て
ゆ
く
過
程
を
把

握
す
る
よ
り
説
明
の
仕
方
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
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思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
４
十
三
世
紀
後
半
の
連
歌
」
は
、
堂
上
連
歌

の
風
体
と
し
て
為
氏
、
為
世
を
、
地
下
連
歌
の
風

体
と
し
て
道
生
、
寂
忍
ら
の
作
を
解
釈
鑑
賞
し
て

説
い
て
あ
る
が
、
こ
の
項
で
は
式
目
制
定
の
史
的

叙
述
に
わ
た
し
は
興
味
が
あ
っ
た
。

「
５
十
四
世
紀
前
半
の
地
下
連
歌
」
、
こ
こ
で

は
善
阿
、
順
覚
、
信
昭
、
良
阿
に
つ
い
て
、
具
体

的
に
作
品
を
解
釈
、
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
史
的
位
置
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、

善
阿
の
叙
述
と
順
覚
・
信
昭
・
良
阿
三
人
の
叙
述

と
は
、
ほ
ぼ
等
量
の
頁
数
が
さ
か
れ
て
い
る
。

こ
の
へ
ん
で
各
項
に
割
り
あ
て
ら
れ
た
頁
数
を

見
る
と
、
１
は
７
頁
で
あ
り
、
２
に
つ
い
て
は
“

頁
を
費
し
て
い
る
が
、
３
は
”
頁
、
４
は
肥
頁
、

５
は
弼
頁
で
あ
る
。
６
は
郎
頁
、
７
は
鎚
頁
、
８

は
昭
頁
で
あ
る
。
６
は
救
済
、
良
基
、
周
阿
、
梵

灯
の
叙
述
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
救
済
は
辿
頁
、

良
基
は
連
歌
歴
、
連
歌
観
、
風
体
と
細
分
さ
れ
て

塑
頁
、
７
の
宗
剛
は
生
涯
と
著
述
、
風
体
と
細
分

さ
れ
て
謁
頁
、
心
敬
は
生
涯
と
著
述
、
古
人
批
判
、

仏
道
歌
道
一
如
観
、
作
風
と
細
分
さ
れ
て
調
頁
、
，

８
の
宗
祇
は
生
涯
、
百
韻
・
千
句
等
、
古
典
の
理由
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解
と
鑑
賞
、
連
歌
観
、
作
風
と
細
分
さ
れ
て
い
る
。

な
お
宗
祇
は
作
品
目
録
・
解
題
が
詔
頁
に
及
ん
で

お
り
、
宗
舸
、
心
敬
に
つ
い
て
は
生
涯
の
叙
述
が

作
品
目
録
・
解
説
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う

こ
と
を
考
え
の
な
か
に
入
れ
て
み
て
も
、
こ
の
頁

数
の
割
り
宛
て
は
連
歌
の
史
的
叙
述
に
お
け
る
、

著
者
の
評
価
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。

こ
う
い
う
が
っ
ち
り
し
た
構
成
を
み
る
と
、
百
韻

連
歌
に
お
け
る
作
者
の
句
数
が
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。

句
数
の
多
寡
は
一
座
の
連
衆
の
連
歌
的
実
力
評
価

が
そ
の
ま
ま
数
字
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
。

と
に
か
く
み
ご
と
な
頁
数
の
割
り
ふ
り
で
あ
る
。

書
い
て
い
く
う
ち
に
自
然
と
こ
う
な
っ
た
と
い
う

も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
れ
か
ら
あ
と
、
す
な
わ
ち
６
．
７
．
８
が
著

者
の
力
を
そ
そ
が
れ
た
所
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、

わ
た
し
の
方
は
、
逆
に
は
し
折
っ
て
進
む
こ
と
に

な
る
。さ

き
に
も
述
、
へ
た
こ
と
て
あ
る
が
、
作
品
の
解

釈
と
鑑
賞
に
よ
っ
て
説
得
し
て
ゆ
く
方
法
は
実
に

力
強
い
、
こ
れ
ま
で
こ
の
種
の
史
的
叙
述
に
は
、

例
句
と
し
て
引
用
さ
れ
て
は
い
て
も
説
明
が
な
い

の
で
、
読
者
の
方
で
は
あ
る
い
は
理
解
が
行
き
と

、

I
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ど
か
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
間
違
っ
た
理
解
を

し
て
、
そ
の
ま
ま
す
ま
せ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
で
は
実
に
正
確
に

解
釈
し
、
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
は
す
で
に

日
本
古
典
文
学
大
系
の
「
連
歌
集
」
と
い
う
業
績

ｆ

が
あ
る
。
書
誌
的
操
作
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
正

確
な
解
釈
が
な
く
て
は
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な

い
は
ず
。
し
か
も
、
連
歌
の
解
釈
ほ
ど
窓
意
の
入

る
余
地
が
多
く
て
、
困
難
な
も
の
は
な
い
。
し
か

し
、
著
者
の
解
釈
と
鑑
賞
に
は
信
を
お
こ
さ
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
著
者
が
連
歌
を
広
く
眺

め
わ
た
し
て
い
る
こ
と
、
自
注
、
古
注
の
あ
る
も

の
は
そ
れ
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
著
者
に

は
練
り
あ
げ
ら
れ
た
す
る
ど
い
直
観
力
が
あ
る
こ

と
な
ど
の
条
件
が
揃
っ
て
い
る
か
ら
て
あ
ろ
う
。

さ
り
な
が
ら
、
卒
爾
に
読
ん
だ
う
ち
で
疑
問
に
も

な
ら
ぬ
よ
う
な
一
、
二
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
こ
こ

に
記
し
て
お
こ
う
。

画
Ｅ
頁
の
「
あ
り
し
よ
の
契
い
か
に
と
た
ど
ら

れ
て
」
の
「
あ
り
し
よ
の
契
」
は
「
今
は
思
い
出

の
み
に
生
き
る
か
っ
て
の
二
人
の
逢
瀬
」
と
し
て

い
ら
れ
る
が
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
「
連
歌

集
」
で
は
「
彼
の
人
の
生
前
、
二
人
の
逢
瀬
に
」

五
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は
「
前
夜
契
り
か
は
し
た
」
と
あ
り
、
ま
た
「
あ

り
し
世
」
と
あ
る
藤
井
本
・
学
習
院
本
に
よ
る
と
、

「
前
世
の
因
縁
如
何
と
た
ど
ら
れ
る
」
と
も
書
い

て
あ
る
。
こ
の
「
前
世
に
お
け
る
因
縁
」
の
方
が

よ
り
ふ
さ
わ
し
く
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、

ど
う
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
単
な
る
臆
説
に

す
ぎ
ぬ
が
、
い
鴎
頁
の
「
親
子
の
契
い
か
及
結
び

し
」
に
対
す
る
「
夕
顔
の
葉
末
の
露
の
玉
か
づ

ら
」
の
付
合
に
お
い
て
、
「
契
り
を
再
会
と
み
て
、

源
氏
と
夕
顔
の
子
玉
鬘
と
の
再
会
を
連
想
し
て
の

付
合
で
あ
る
」
と
あ
る
し
、
日
本
古
典
文
学
大
系

「
連
歌
集
」
に
は
「
再
会
と
か
確
認
と
か
の
」
と

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
、
親
子
の
契
の
「
い
か
が

結
び
し
」
は
源
氏
と
玉
鬘
と
の
親
子
の
間
柄
で
も

な
い
、
恋
人
同
志
で
も
な
い
状
況
を
い
っ
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
生
き
て
く
る
と
思
う
が
。

す
で
に
、
さ
き
に
も
記
し
た
が
、
著
者
は
何
を

書
い
て
い
て
も
史
的
展
開
と
い
う
こ
と
を
心
に
と

り
も
ち
、
こ
れ
を
離
ざ
な
い
。
そ
の
苦
心
の
あ
ら

わ
れ
の
一
つ
は
宗
祇
の
作
品
の
位
置
に
つ
い
て
の

連
歌
の
世
界

本
古
典
全
書
の
福
井
久
蔵
校
注
「
菟
玖
波
集
」
に

L

一
あ
っ
て
こ
の
方
は
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
日

4

4

Ｊ
‐
裸

旦叙
述
で
あ
る
。
著
者
は
宗
祇
以
前
の
連
歌
到
達
点

を
、
地
下
連
歌
の
正
統
を
つ
ぎ
、
修
辞
的
技
巧
、

付
合
・
連
想
に
お
け
る
機
知
、
執
成
し
の
巧
級
さ

に
特
色
を
も
つ
宗
剛
流
と
正
徹
の
流
れ
を
く
み
、

前
句
と
付
句
と
を
情
趣
的
に
統
一
し
よ
う
と
し
た

Ｉ

心
敬
流
と
の
二
つ
に
認
め
た
。
そ
し
て
、
宗
祇
は

宗
剛
流
を
、
兼
載
は
心
敬
流
を
つ
い
だ
と
述
べ
、

ま
た
一
方
で
は
宗
祗
の
生
得
の
才
能
は
宗
靭
流
で

あ
っ
た
が
、
古
典
の
も
つ
風
雅
の
深
究
の
結
果
そ

の
精
神
を
学
ん
だ
と
し
て
宗
舸
流
に
心
敬
流
を
統

合
し
た
よ
う
に
も
説
い
て
い
る
。
い
さ
さ
か
矛
盾

め
い
て
は
い
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
宗

祇
の
古
典
研
究
の
努
力
を
高
く
評
価
す
る
な
ら
、

生
得
の
宗
卿
流
の
才
能
に
ど
こ
ま
で
心
敬
流
の
修

行
稽
古
を
持
ち
こ
ん
だ
か
は
連
歌
の
歴
史
と
し
て

最
も
興
味
深
い
場
合
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て

こ
う
し
た
叙
述
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
本
書
の
叙
述
を
さ
さ
え
た
三
本
の
柱
と

し
て
以
下
の
条
件
を
挙
げ
た
い
。
す
で
に
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
豊
富
な
資
料
に
よ
る
書
誌
的

な
裏
付
け
、
実
作
に
対
す
る
透
徹
し
た
文
芸
的
理

解
、
そ
し
て
、
次
々
現
わ
れ
て
く
る
諸
要
因
の
歴

史
的
展
開
の
相
の
下
に
お
け
る
整
理
で
あ
る
。

最
後
に
ミ
ス
プ
リ
シ
ト
。
画
喝
頁
堀
部
正
三
’

二
、
画
紹
頁
信
水
ｌ
永
。
画
糧
頁
仏
籍
祖
室
は
仏
離

祖
室
か
。
な
お
、
臼
②
頁
「
東
常
縁
に
「
道
の
零

落
よ
」
と
評
さ
れ
た
若
い
こ
ろ
の
心
敬
」
は
、
表

現
と
し
て
は
行
き
す
ぎ
で
、
忠
②
頁
「
『
東
野
州
間

書
』
に
道
の
零
落
よ
と
嘆
か
し
め
た
心
敬
生
得
の
」

の
方
が
お
だ
や
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
野
州
が

い
っ
た
の
で
は
な
く
、
正
徹
の
言
の
聞
き
書
き
な

の
で
あ
る
か
ら
。

見
当
は
ず
れ
の
こ
と
を
、
く
だ
く
だ
し
く
書
い

た
か
も
知
れ
な
い
。
妄
言
多
謝
。

（
昭
和
四
十
二
年
八
月
一
日
刊
四
六
三
頁
吉
川

弘
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円
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