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本
書
の
著
者
で
あ
る
南
基
鶴
氏
は
︑
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
院
東
洋
史
学
科

で
修
士
課
程
を
修
了
し
た
後
︑
京
都
大
学
大
学
院
へ
留
学
し
︑
博
士
学
位
論

文
﹃
蒙
古
襲
来
と
鎌
倉
幕
府
﹄
を
一
九
九
六
年
に
臨
川
書
店
か
ら
刊
行
し
た
︒

現
在
は
大
韓
民
国
江
原
道
に
あ
る
翰
林
大
学
校
日
本
史
学
科
教
授
と
し
て
︑

韓
国
に
お
け
る
日
本
中
世
史
研
究
を
牽
引
さ
れ
て
い
る
︒

　
本
書
は
著
者
が
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
一
六
年
の
間
に
執
筆
し
た
十
五
本

の
論
文
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
︑
日
本
で
の
留
学
を
終
え
て
か
ら
現
在

ま
で
の
研
究
を
体
系
化
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
ま
ず
は
本
書
の
目
次
を
示
す

が
︑
外
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
︑
細
目
ま
で
記
す
︒

巻
頭
言
／
序
言
　

第
一
部
　
日
本
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
論

　
第
一
章
　 

鎌
倉
幕
府
論
の
学
説
史
的
検
討
（
は
じ
め
に
／
一
︑
戦
後
歴
史
学

の
鎌
倉
幕
府
論
︱
︱
在
地
領
主
制
論
／
二
︑
中
世
国
家
論
と
鎌
倉
幕

府
︱
︱
権
門
体
制
論
と
東
国
国
家
論
／
三
︑
新
し
い
武
士
論
・
戦
争

論
と
鎌
倉
幕
府
／
四
︑
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
鎌
倉
幕
府
／
五
︑
都
市

鎌
倉
論
と
幕
府
／
六
︑
鎌
倉
思
想
史
研
究
と
鎌
倉
幕
府
／
お
わ
り
に
）

　
第
二
章
　 

鎌
倉
幕
府
観
の
時
代
的
変
遷
（
は
じ
め
に
／
一
︑
中
世
の
鎌
倉
幕

府
観
／
二
︑
近
世
の
鎌
倉
幕
府
観
／
三
︑
近
代
の
鎌
倉
幕
府
観
／
お

わ
り
に
）

第
二
部
　
鎌
倉
幕
府
の
﹁
武
威
﹂
と
﹁
撫
民
﹂

　
第
一
章
　 ﹁
武
威
﹂
を
通
じ
て
み
た
鎌
倉
幕
府
の
成
立
（
は
じ
め
に
／
一
︑

武
士
の
成
長
と
﹁
武
威
﹂
の
自
負
／
1
武
士
の
成
長
過
程
／
2
﹁
武

威
﹂
の
認
定
と
自
負
／
二
︑
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
﹁
武
威
﹂
／
1
鎌

書 
評南

基
鶴

﹃ 

鎌
倉
幕
府
政
治
史
の
研
究
﹄

남
기
학
﹃
가
마
쿠
라 

막
부 

정
치
사
의 

연
구
﹄

近
藤
　
剛
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倉
幕
府
の
成
立
過
程
／
2
幕
府
成
立
期
の
﹁
武
威
﹂
／
3
武
芸
の
振

興
／
お
わ
り
に
︱
︱
鎌
倉
幕
府
成
立
の
歴
史
的
意
義
）

　
第
二
章
　 

承
久
の
乱
と
﹁
武
威
﹂
の
定
着
（
は
じ
め
に
／
一
︑
承
久
の
乱
に

至
る
ま
で
／
1
源
頼
朝
死
亡
後
の
政
治
情
勢
／
2
承
久
の
乱
の
経
緯

／
二
︑
承
久
の
乱
以
後
の
﹁
武
威
﹂
／
1
戦
後
処
理
／
2
幕
府
の
僧

兵
対
策
／
3
皇
位
継
承
の
問
題
／
4
社
会
意
識
と
し
て
の
﹁
武
威
﹂

／
お
わ
り
に
）

　
第
三
章
　 

モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
侵
略
と
﹁
武
威
﹂
の
高
揚
（
は
じ
め
に
／
一
︑

モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
侵
略
以
前
の
政
治
情
勢
／
二
︑
モ
ン
ゴ
ル
国
書
に

つ
い
て
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
／
1
モ
ン
ゴ
ル
国
書
の
到
来
／
2
朝
廷

と
幕
府
の
立
場
／
三
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
略
と
幕
府
の
応
戦
︱
︱
﹁
異

国
征
伐
﹂
計
画
を
中
心
に
／
お
わ
り
に
︱
︱
対
外
的
危
機
意
識
と

﹁
武
威
﹂
の
高
揚
）

　
第
四
章
　 

鎌
倉
幕
府
の
撫
民
思
想
の
展
開
（
は
じ
め
に
／
一
︑
幕
府
成
立
期

の
撫
民
思
想
／
二
︑
執
権
北
条
氏
の
撫
民
思
想
の
展
開
／
1
執
権
政

治
の
台
頭
と
﹁
撫
民
﹂
／
2
執
権
政
治
の
確
立
と
﹁
撫
民
﹂
／
3
北

条
氏
得
宗
の
専
制
化
と
﹁
撫
民
﹂
／
三
︑﹁
撫
民
﹂
と
地
方
社
会
／
お

わ
り
に
︱
︱
﹁
撫
民
﹂
と
﹁
武
威
﹂）

　﹇
補
論
﹈　 ﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
ど
の
よ
う
な
史
書
か
？
（
は
じ
め
に
／
一
︑
構
成

／
二
︑
編
纂
／
三
︑
特
徴
／
四
︑
主
題
／
お
わ
り
に
）

第
三
部
　
鎌
倉
幕
府
の
天
皇
観
と
国
家
意
識

　
第
一
章
　 

鎌
倉
幕
府
の
天
皇
観
（
は
じ
め
に
／
一
︑
源
頼
朝
の
天
皇
観
／
二
︑

承
久
の
乱
以
後
の
武
家
の
天
皇
観
／
三
︑
得
宗
と
天
皇
／
お
わ
り
に
）

　
第
二
章
　 

鎌
倉
幕
府
の
神
国
思
想
の
展
開
（
は
じ
め
に
／
一
︑
源
頼
朝
の
神

国
思
想
／
二
︑
承
久
の
乱
以
後
の
武
家
の
神
国
思
想
／
三
︑
モ
ン
ゴ

ル
の
日
本
侵
略
と
武
家
の
神
国
思
想
／
お
わ
り
に
）

　
第
三
章
　 

鎌
倉
時
代
の
国
家
意
識
と
し
て
の
﹁
武
威
﹂（
は
じ
め
に
／
一
︑

鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
﹁
武
威
﹂
の
自
覚
／
二
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
侵

略
と
以
後
の
﹁
武
威
﹂
の
高
揚
／
お
わ
り
に
︱
︱
﹁
武
威
﹂
と
﹁
神

国
﹂）

　
結
語
／
著
者
の
関
連
論
文
／
索
引

　﹁
序
言
﹂
で
は
︑
著
者
が
武
士
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
に
関
心
を
持
っ
た
背

景
と
し
て
︑
外
国
人
研
究
者
の
立
場
で
﹁
韓
国
史
や
中
国
史
と
異
な
る
日
本

史
独
自
の
側
面
を
明
確
に
発
見
﹂
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
︒
特
に
︑
幕
府

が
武
士
政
権
と
し
て
の
威
光
・
威
勢
を
国
家
の
中
で
主
張
・
確
保
し
よ
う
と

し
た
﹁
武
威
﹂
と
︑
中
国
古
代
の
儒
教
的
徳
治
思
想
に
由
来
す
る
普
遍
的
な

統
治
理
念
で
あ
る
﹁
撫
民
﹂
を
基
軸
と
し
て
︑
鎌
倉
幕
府
の
政
治
史
お
よ
び

政
治
思
想
史
︑
幕
府
と
朝
廷
の
関
係
︑
中
世
国
家
に
お
い
て
幕
府
が
占
め
る

位
置
と
役
割
を
よ
り
明
確
に
し
︑
鎌
倉
幕
府
の
新
た
な
歴
史
像
を
提
示
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

　
第
一
部
は
︑
日
本
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
の
研
究
史
を
丹
念
に
跡
づ
け
る
︒
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第
一
章
で
は
︑
一
九
四
五
年
か
ら
今
日
に
至
る
鎌
倉
幕
府
に
関
す
る
学
説
史

を
整
理
し
て
い
る
︒
鎌
倉
幕
府
に
関
す
る
研
究
を
六
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
て

検
討
し
︑
今
後
の
研
究
方
法
と
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
特
に
︑
権
門
体
制

論
と
東
国
国
家
論
の
枠
に
縛
ら
れ
ず
に
幕
府
の
政
治
史
を
理
解
す
る
こ
と
や
︑

幕
府
の
政
治
思
想
を
︑
政
治
史
・
思
想
史
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
と
融
合
す
る
必

要
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
幕
府
の
成
立
や
発
展
を
︑
東
ア
ジ
ア
の

歴
史
の
中
で
位
置
づ
け
る
こ
と
の
重
要
性
も
述
べ
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
中
近
世
お
よ
び
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
鎌
倉
幕
府
観
の
変

遷
を
た
ど
る
︒
中
世
社
会
は
源
頼
朝
に
つ
い
て
概
ね
肯
定
的
に
評
価
し
︑
承

久
の
乱
以
降
︑
武
士
の
支
配
を
受
容
す
る
認
識
が
社
会
で
定
着
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
う
︒
近
世
に
な
る
と
︑
鎌
倉
幕
府
の
誕
生
を
日
本
の
歴
史
上
の
画
期

と
み
て
︑
頼
朝
に
つ
い
て
は
﹁
武
家
の
始
祖
﹂
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
政
治

家
と
し
て
の
能
力
を
高
く
評
価
し
た
︒
近
代
歴
史
学
が
成
立
す
る
と
︑
頼
朝

の
置
か
れ
た
時
代
的
状
況
を
重
視
し
つ
つ
︑
東
国
武
士
を
中
世
の
開
拓
者
と

し
て
位
置
づ
け
︑
幕
府
の
成
立
を
日
本
中
世
封
建
制
の
は
じ
ま
り
と
み
る
今

日
に
お
け
る
一
般
的
な
理
解
が
形
成
さ
れ
た
と
総
括
す
る
︒

　
第
二
部
で
は
︑﹁
武
威
﹂
の
検
討
を
通
じ
て
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
発
展
過
程

に
つ
い
て
論
じ
る
︒
第
一
章
で
は
︑﹁
武
威
﹂
の
創
出
と
い
う
観
点
か
ら
鎌
倉

幕
府
の
歴
史
的
意
義
を
検
討
し
︑
中
世
社
会
に
お
け
る
﹁
武
威
﹂
の
観
念
を

追
跡
す
る
︒
文
人
優
位
の
政
治
理
念
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
世
界
か

ら
み
る
と
︑
日
本
の
中
世
武
士
政
権
は
﹁
非
正
常
﹂
で
例
外
的
な
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
︑
武
士
は
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い

た
の
か
を
分
析
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
十
世
紀
以
降
に
武
士
が
出
現
し
て
以
来
︑

﹁
武
威
﹂
が
社
会
の
中
で
正
当
な
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
︑
武
士
の
成
長
と
と

も
に
﹁
武
威
﹂
に
対
す
る
自
負
が
生
ま
れ
た
と
い
う
︒
平
氏
政
権
の
成
立
に

よ
り
︑
武
士
は
事
実
上
公
家
と
対
等
な
地
位
を
獲
得
し
た
が
︑
そ
れ
は
朝
廷

の
支
配
体
制
に
依
存
す
る
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
い
た
︒
一
方
︑
源
頼
朝
は

幕
府
の
﹁
武
威
﹂
を
広
め
て
い
き
︑
朝
廷
と
全
国
の
武
士
た
ち
に
認
識
さ
せ

た
︒
頼
朝
の
﹁（
征
夷
）
大
将
軍
﹂
就
任
は
︑
軍
事
政
権
の
﹁
武
威
﹂
を
象
徴

す
る
地
位
を
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
鎌
倉
幕
府
成
立
の
最
大

の
歴
史
的
意
義
は
︑﹁
武
威
﹂
に
よ
っ
て
国
家
に
正
当
性
を
持
た
せ
た
こ
と
に

あ
る
と
指
摘
す
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑﹁
武
威
﹂
の
展
開
に
お
い
て
承
久
の
乱
に
お
け
る
勝
利
が
重

要
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
幕
府
は
﹁
東
国
の
軍
事

政
権
﹂
と
い
う
本
来
の
性
格
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
朝
廷
の
軍
事
権
を

完
全
に
掌
握
し
た
︒
朝
廷
の
権
威
は
失
墜
し
︑
朝
幕
関
係
も
そ
れ
に
よ
り
規

定
さ
れ
て
い
き
︑
南
都
・
北
嶺
に
代
表
さ
れ
る
寺
院
の
武
装
勢
力
も
︑
幕
府

の
﹁
武
威
﹂
に
屈
服
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
︒
つ
い
で
︑﹁
武
威
﹂
の

定
着
の
契
機
と
し
て
﹃
御
成
敗
式
目
﹄
を
取
り
上
げ
る
︒
制
定
の
背
景
に
は
︑

承
久
の
乱
後
に
圧
倒
的
優
位
と
な
っ
た
幕
府
の
﹁
武
威
﹂
が
あ
る
と
い
う
︒

﹃
御
成
敗
式
目
﹄
に
立
脚
し
て
︑
幕
府
は
荘
園
領
主
と
地
方
領
主
の
対
立
を
調

停
す
る
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
︑
さ
ら
に
は
﹁
武
威
﹂
を
基
礎
と
し
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た
幕
府
の
国
政
上
の
権
限
は
︑
制
限
的
で
は
あ
る
も
の
の
統
治
権
的
地
位
に

ま
で
到
達
し
た
と
述
べ
る
︒

　
第
三
章
で
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来
と
い
う
対
外
的
危
機
に
際
し
て
︑
幕
府

の
﹁
武
威
﹂
が
ど
の
よ
う
に
発
揚
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
検
討
す
る
︒
北
条
得

宗
権
力
は
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
の
圧
力
に
対
し
︑
一
貫
し
て
強
硬
策
を
採
っ
て
い

た
が
︑
そ
の
背
景
に
は
︑
原
則
上
外
交
権
を
持
っ
た
朝
廷
と
の
関
係
や
︑
御

家
人
支
配
の
正
統
性
を
欠
如
し
た
得
宗
の
身
分
上
の
限
界
と
い
う
国
内
的
な

要
因
が
介
在
し
て
い
た
︒
著
者
は
︑
幕
府
が
モ
ン
ゴ
ル
の
脅
威
と
侵
略
に
対

し
て
﹁
武
威
﹂
を
内
外
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
根
本
的
な
理
由
を

こ
こ
に
み
る
︒

　
第
四
章
で
は
︑
幕
府
支
配
の
重
要
な
政
治
思
想
で
あ
る
﹁
撫
民
﹂
に
つ
い

て
︑
執
権
政
治
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
考
察
す
る
︒
著
者
は
﹁
撫
民
﹂
が
北

条
氏
固
有
の
も
の
と
す
る
日
本
の
通
説
的
理
解
は
採
ら
ず
︑
源
頼
朝
や
朝
廷

も
﹁
撫
民
﹂
の
統
治
理
念
を
有
し
て
い
た
と
す
る
︒
源
氏
将
軍
の
簒さ
ん

奪だ
つ

者
で

あ
っ
た
北
条
氏
は
︑
政
権
存
立
の
根
拠
と
正
当
性
を
獲
得
す
る
必
要
か
ら
︑

頼
朝
の
善
政
・
撫
民
思
想
を
継
承
し
た
︒
北
条
泰
時
の
時
代
に
な
る
と
︑﹁
撫

民
﹂
は
積
極
的
に
主
張
さ
れ
︑
北
条
時
頼
の
代
に
絶
頂
に
達
し
た
︒
そ
し
て
︑

武
士
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
の
支
配
理
念
に
お
い
て
﹁
武
威
﹂
は
不
可
欠
な

要
素
で
あ
る
が
︑﹁
撫
民
﹂
と
い
う
普
遍
的
な
統
治
理
念
が
伴
っ
て
は
じ
め
て

完
結
す
る
と
主
張
す
る
︒

　﹇
補
論
﹈
は
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
史
料
論
で
あ
る
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
東
国
を
基
盤

と
し
た
武
家
が
自
身
の
歴
史
を
記
録
・
編
纂
し
た
最
初
の
歴
史
書
で
あ
る
点

で
︑
そ
の
意
義
は
非
常
に
大
き
い
︒
こ
の
史
書
は
中
国
や
韓
国
の
正
史
の
よ

う
な
︑
一
王
朝
や
政
権
が
滅
亡
し
た
後
に
前
代
の
歴
史
を
記
録
し
て
評
価
す

る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
一
定
の
原
則
と
手
続
き
の
下
で
体
系
的

に
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
︑
本
来
の
書
名
や
︑
こ
の
史
書
が
完

成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
か
し

﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
︑
武
士
政
権
の
政
治
的
・
思
想
的
立
場
が
投
影
さ
れ
た
こ
と
は

間
違
い
な
く
︑
編
纂
の
目
的
は
︑
得
宗
政
権
が
確
保
し
た
支
配
の
正
当
性
を

主
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
将
軍
の
後
見
と
し
て
源
頼
朝
の
政
策
を

正
統
に
継
承
し
︑
武
士
政
権
の
﹁
武
威
﹂
を
確
立
す
る
と
同
時
に
︑
世
間
の

人
々
の
た
め
に
善
政
と
し
て
の
﹁
撫
民
﹂
を
行
う
と
い
う
主
張
に
要
約
さ
れ

る
と
す
る
︒

　
第
三
部
で
は
︑
鎌
倉
幕
府
の
天
皇
観
と
国
家
意
識
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
第

一
章
で
は
︑
幕
府
が
朝
廷
（
天
皇
）
の
権
威
と
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し

た
の
か
を
検
討
す
る
︒
代
々
朝
廷
に
仕
え
た
河
内
源
氏
の
嫡
流
で
︑﹁
朝
廷
の

大
将
軍
﹂
に
な
ろ
う
と
し
た
源
頼
朝
に
と
っ
て
︑
天
皇
の
神
聖
性
と
絶
対
性

は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
幕
府
は
そ
の
後
︑
摂
家
将
軍
お
よ
び
皇
族
将
軍

の
存
在
と
は
関
係
な
く
︑﹁
源
氏
将
軍
観
﹂
が
武
家
社
会
の
正
統
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
存
続
し
た
︒
一
方
︑
鎌
倉
時
代
の
武
士
も
天
皇
に
対
す
る
尊
崇

意
識
を
持
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
軽
重
や
具
体
的
内
容
は
時
期
に
よ
っ
て
変
化

し
た
︒
一
つ
は
承
久
の
乱
に
よ
り
︑
天
皇
の
神
聖
性
と
絶
対
性
が
大
き
く
損
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な
わ
れ
︑
朝
敵
は
滅
亡
す
る
と
い
う
古
代
的
観
念
が
現
実
の
中
で
妥
当
性
を

失
っ
た
と
い
う
︒
時
頼
以
降
に
な
る
と
︑
得
宗
は
究
極
的
に
は
天
皇
の
支
配

の
正
統
性
と
権
威
を
認
め
て
は
い
た
が
︑
換
言
す
れ
ば
自
身
の
権
力
を
国
家

体
制
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
る
︒

得
宗
と
い
う
存
在
は
︑
ど
こ
ま
で
も
﹁
将
軍
の
後
見
﹂
と
い
う
立
場
で
あ
っ

た
が
︑
さ
ら
に
進
ん
で
幕
府
だ
け
で
な
く
︑
朝
廷
に
対
す
る
統
治
も
志
向
し

た
と
指
摘
す
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
神
国
思
想
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

朝
廷
を
守
護
す
る
幕
府
は
︑﹁
神
明
の
加
護
﹂・﹁
国
土
の
宗
教
的
神
聖
視
﹂・

﹁
神
孫
為
君
﹂
を
構
成
要
素
と
す
る
伝
統
的
な
神
国
思
想
を
受
容
し
て
お
り
︑

特
に
頼
朝
は
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
深
い
崇
拝
と
信
仰
を
持
っ
て
い
た
︒
承
久

の
乱
に
よ
り
﹁
神
孫
﹂
の
絶
対
性
と
神
聖
性
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
︑
北
条
氏

の
﹁
神
孫
﹂
に
関
す
る
態
度
は
政
治
的
・
作
為
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
︒

ま
た
︑
北
条
氏
は
伊
勢
神
宮
に
か
わ
り
八
幡
神
を
幕
府
の
守
護
神
と
す
る
性

格
を
強
化
し
つ
つ
︑
東
国
の
伝
統
的
な
神
祇
信
仰
も
重
視
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑

公
家
側
と
共
有
し
て
い
た
頼
朝
以
来
の
神
国
思
想
が
大
き
く
動
揺
し
︑
そ
こ

か
ら
独
立
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
と
み
る
︒
得
宗
専
制
政

治
を
開
い
た
北
条
時
頼
の
神
国
思
想
は
︑
頼
朝
の
そ
れ
と
は
相
当
に
異
な
る

も
の
で
あ
り
︑
天
下
の
統
治
者
を
自
任
す
る
意
識
が
投
影
さ
れ
て
い
た
と
い

う
︒
著
者
は
そ
れ
を
︑
得
宗
家
の
身
分
的
限
界
に
よ
り
︑
国
家
制
度
上
の
頂

点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
︑
既
存
の
支
配
体
制
の
な
か
に
自
身
を
結
び
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
頼
に
︑
神
孫
（
天
皇
）
を
中
心
と
す
る
神
国
思

想
の
選
択
は
不
可
避
で
あ
っ
た
た
め
と
す
る
︒
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
の
危

機
に
際
し
て
は
︑
全
国
各
地
で
異
国
降
伏
の
祈
願
を
行
い
︑
こ
れ
を
通
じ
て

神
国
思
想
が
大
幅
に
強
化
・
拡
散
さ
れ
た
と
い
う
︒
幕
府
は
軍
事
防
衛
体
制

を
構
築
す
る
一
方
︑
朝
廷
・
幕
府
・
諸
国
を
護
る
た
め
に
日
本
の
主
要
な
神

仏
の
力
を
全
て
借
り
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
中
で
伊
勢
神
宮
と
八
幡
神
に
は

﹁
聖
詔
﹂（
天
皇
・
朝
廷
）
を
守
護
す
る
宗
廟
神
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
た
が
︑

幕
府
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
国
家
に
お
け
る
唯
一
無
二
の
絶
対
的
な

価
値
を
認
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
︒

　
第
三
章
で
は
︑﹁
武
威
﹂
観
念
と
﹁
神
国
﹂
意
識
の
結
合
と
︑
後
の
時
代
に

お
け
る
日
本
の
国
家
意
識
と
対
外
意
識
の
あ
り
方
を
論
じ
る
︒
幕
府
草
創
期

の
﹁
武
威
﹂
に
は
︑
神
明
の
加
護
の
た
め
に
﹁
諸
蕃
﹂
を
支
配
す
る
力
が
あ

る
と
す
る
古
代
日
本
の
神
国
観
が
反
映
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
武
士
政
権

が
確
立
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
︑
単
純
に
﹁
神
国
﹂
で
あ
る
か
ら
強
い
と
い
う

観
念
は
薄
れ
︑
専
門
的
な
武
勇
集
団
で
あ
る
武
士
の
存
在
に
よ
り
︑
外
国
に

対
し
て
﹁
武
威
﹂
を
自
負
す
る
認
識
が
あ
ら
わ
れ
た
︒
そ
れ
が
モ
ン
ゴ
ル
襲

来
と
い
う
対
外
的
危
機
の
な
か
で
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
と
述
べ
る
︒

　
一
方
︑
対
外
的
危
機
意
識
の
な
か
で
︑
異
国
降
伏
の
祈
禱
を
行
っ
た
寺
社

側
は
︑﹁
神
国
﹂
日
本
の
加
護
を
主
唱
し
つ
つ
︑
日
本
の
﹁
武
威
﹂
に
み
え
る

幕
府
の
存
在
意
義
を
積
極
的
に
認
め
て
お
り
︑
そ
の
﹁
武
威
﹂
の
発
現
を
神

の
意
思
で
あ
る
と
説
明
し
た
︒
そ
し
て
﹁
武
威
﹂
と
﹁
神
国
﹂
は
︑
後
代
の
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日
本
の
国
家
意
識
や
対
外
意
識
の
基
底
を
成
す
観
念
と
し
て
互
い
に
分
か
ち

が
た
く
結
び
付
き
継
承
さ
れ
て
い
く
と
す
る
︒
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
﹁
神

国
﹂
思
想
と
﹁
武
威
﹂
観
念
が
結
合
さ
れ
て
生
じ
る
対
外
認
識
に
つ
い
て
は
︑

﹁
神
国
﹂
の
威
勢
を
高
揚
す
る
た
め
に
︑
他
国
を
畜
生
に
卑
下
す
る
露
骨
な
蔑

視
観
や
夷い

狄て
き

観
が
生
ま
れ
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
略
を
歴
史
的
契
機
と
し
て
︑
日

本
の
﹁
武
威
﹂
観
念
は
日
本
社
会
の
深
層
に
潜
在
し
続
け
た
︒
そ
し
て
︑
後

の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
侵
略
の
際
に
︑﹁
神
国
﹂
意
識
と
と
も
に
再
度
喚

起
・
鼓
吹
さ
れ
︑
日
本
の
武
断
的
侵
略
主
義
と
い
う
態
度
を
養
成
し
て
い
っ

た
と
結
論
づ
け
る
︒

　﹁
結
語
﹂
で
は
︑
多
少
一
般
論
的
な
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
結
論
に

対
す
る
具
体
的
な
事
例
研
究
を
積
む
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
述
べ
る
︒

　
韓
国
で
は
主
と
し
て
﹁
韓
日
関
係
史
﹂
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
︑
外
交
や

戦
争
・
仏
教
な
ど
に
関
す
る
著
書
・
論
文
集
・
史
料
集
が
こ
れ
ま
で
も
刊
行

さ
れ
て
き
た
︒
著
者
に
も
そ
の
よ
う
な
論
文
は
多
数
見
ら
れ
る（

1
）

が
︑
著
者
の

研
究
の
視
座
と
し
て
は
︑
二
度
に
わ
た
る
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
や
︑
そ
の
後
日
本

が
朝
鮮
半
島
に
行
っ
た
侵
攻
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
思
想
的
根

拠
（
武
断
的
侵
略
主
義
）
を
︑
日
本
史
上
は
じ
め
て
武
士
が
政
権
を
握
っ
た
鎌

倉
幕
府
の
支
配
理
念
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

　
ま
た
本
書
は
︑
全
編
に
わ
た
り
日
本
の
最
新
の
研
究
成
果
を
十
分
に
盛
り

込
ん
で
叙
述
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
︑
目
次
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
︑
鎌
倉
幕
府
の
政
治
史
を
中
心
と
し
た
概
説
書
と
し
て
の
役
割
も
果

た
し
て
い
る
︒
韓
国
で
は
鎌
倉
時
代
だ
け
で
な
く
日
本
中
世
史
の
入
門
書
の

存
在
が
皆
無
で
あ
る
た
め
︑
中
世
前
期
を
学
ぶ
際
に
は
ま
ず
参
照
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
必
読
書
と
し
て
の
価
値
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

注（
1
）  

例
え
ば
︑﹁
一
〇
～
一
三
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
と
日
本
・
高
麗
﹂（﹃
人
文
学
研
究
﹄
九
︑ 

二
〇
〇
二
年
）︑﹁
中
世
高
麗
︑
日
本
関
係
の
争
点
︱
︱
モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
侵
略
と
倭

寇
﹂（﹃
日
本
歴
史
研
究
﹄
一
七
︑ 

二
〇
〇
三
年
）
な
ど
︒

　
付
記 

：
本
稿
は
二
〇
一
九
年
度
学
校
法
人
開
成
学
園
ペ
ン
剣
基
金
よ
り
交
付
を
受
け
て

行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒




