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は
じ
め
に

　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
は
、
日
本
で
最
初
に
作
ら
れ
た
中
国
書

の
総
合
的
目
録
書
で
す
。
こ
の
目
録
書
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
か

ら
『
隋
書
』「
経
籍
志
」
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
全

体
的
な
解
明
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
隋
書
経
籍

志
（
以
下
隋
志
と
略
す
（
が
、
日
本
国
見
在
書
目
録
（
以
下
見
在
書

目
録
と
略
す
（
の
編
纂
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
の
か
、
こ
の
こ

と
は
、
見
在
書
目
録
に
著
録
さ
れ
る
書
物
が
、
す
べ
て
当
時
の
日
本

に
存
在
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
も
か
か
わ
っ
て
き
ま

す
。
そ
う
し
た
問
題
を
中
心
に
お
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
見
在
書
目
録
と
の
出
会
い
で
す
。
わ
た
し
が
ま
だ
学

部
学
生
の
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
神
保
町
の
小
宮
山
書
店
で
買
っ
た
の

が
、
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
小
長
谷
恵
吉
『
日
本
国
見
在
書
目
録
解

説
稿
』（
小
宮
山
書
店
刊　

昭
和
三
一
年
一
二
月
。
購
入
本
は
、「
三

〇
〇
部
印
行
の
限
定
出
版
に
し
て
本
書
は
八
十
二
番
也
」
定
価
五
百

円
（
で
し
た
。
こ
の
本
は
ず
っ
と
手
元
に
置
い
て
、
必
要
に
迫
ら
れ

て
見
て
は
い
た
の
で
す
が
、
き
ち
ん
と
読
む
こ
と
も
な
い
ま
ま
過
ぎ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
も
、
必
要
に
応
じ
て
見
在
書
目
録
を
引
き
、

資
料
の
日
本
伝
存
の
有
無
を
論
証
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
自

分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
利
用
す
る
ば
か
り
で
、
見
在
書
目
録
に
正
面

か
ら
向
き
あ
う
こ
と
を
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と
え
ば
『
論
語

鄭
玄
注
』
が
日
本
に
伝
来
し
て
い
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、

避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
が
二
点
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
点

は
、『
律
令
』「
学
令
」
に
「
凡
そ
正
業
教
へ
授
け
む
こ
と
は
…
…
論

語
に
は
鄭
玄
、
何
晏
が
注
」
と
、
大
学
で
論
語
鄭
玄
注
が
読
ま
れ
て

い
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
、
も
う
一
点
は
、『
日
本
国
見
在
書
目
録
』

「
論
語
家
」
に
「
何
晏
集
解
」
な
ど
と
一
緒
に
、「
論
語
十
巻
鄭
玄
注
」

が
著
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
学
令
に
つ
い
て
は
、『
令
集
解
』

 　
　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
の
基
軸

　
　
　
　
　　

―
そ
の
編
纂
過
程
を
め
ぐ
っ
て
―

高
　
橋
　
　
　
均　
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に
引
か
れ
る
「
穴
記
」
の
説
に
よ
っ
て
、
当
時
の
大
学
で
読
ま
れ
て

い
た
論
語
鄭
玄
注
と
は
、
何
晏
の
『
論
語
集
解
』
に
引
か
れ
る
鄭
玄

注
を
指
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
論
証
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
見
在
書
目
録
の
論
語
鄭
玄
注
の
著
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
記
述

を
否
定
す
る
方
法
が
ど
う
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
で
す
。

　

今
日
は
、
こ
の
機
会
を
借
り
て
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
見
在
書

目
録
に
つ
い
て
、
わ
た
し
の
考
え
た
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

〔
付
記
１
〕
日
本
国
見
在
書
目
録
一
巻
、
一
名
『
本
朝
見
在
書
目

録
』、
編
者
は
藤
原
佐
世
、
貞
観
一
七
年
（
八
七
五
（
か
ら
寛
平

三
年
（
八
九
一
（
こ
ろ
に
撰
述
。
貞
観
一
七
年
、
宮
中
の
秘
閣
冷

然
院
の
火
災
に
よ
り
多
く
の
典
籍
が
焼
失
し
た
こ
と
が
目
録
の
編

纂
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
安
井
息
軒
の
説
で
、
以

後
こ
の
説
が
多
く
の
人
に
支
持
さ
れ
て
き
た
。

〔
付
記
２
〕
主
と
し
て
参
考
し
た
の
は
、
以
下
の
論
著
で
あ
る
。

　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
解
説
稿
』
小
長
谷
恵
吉　

小
宮
山
書
店　

昭
和
三
一
年
一
二
月

　
『
日
本
国
見
在
書
目
録

－

集
証
と
研
究

－

』
矢
島
玄
亮　

汲
古
書

院
昭
和
五
九
年
九
月

　
「
日
本
国
見
在
書
目
録
に
就
い
て
」
狩
野
直
喜　
『
支
那
学
文
藪
』

所
収　

み
す
ず
書
房
一
九
七
三
年

　
「
日
本
国
見
在
書
目
録　

解
題
」
太
田
晶
二
郎　
『
太
田
晶
二
郎
著

作
集
』
第
二
巻
所
収　

吉
川
弘
文
館
一
九
九
一
年　

　
「
日
本
漢
籍
史
札
記
（
一
（
日
本
国
見
在
書
目
録
編
纂
の
精
神
」

太
田
晶
二
郎　

同
上

　
『
隋
書
経
籍
志
詳
考
』
興
膳
宏　

川
合
康
三　

汲
古
書
院
一
九
九

五
年

１　
『
隋
書
』「
経
籍
志
」
の
日
本
伝
来
と
そ
の
意
義

　

中
国
で
書
目
編
纂
の
理
由
と
し
て
経
籍
志
が
多
く
挙
げ
て
い
る
の

は
、
王
朝
が
代
わ
る
ご
と
の
戦
乱
に
よ
る
書
籍
の
焼
失
で
す
。
で
す

か
ら
安
井
息
軒
が
出
し
た
、
冷
然
院
火
災
に
よ
る
蔵
書
の
焼
失
が
見

在
書
目
録
編
纂
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
う
説
は
、
多
く
の
人
に

支
持
さ
れ
て
、
半
ば
定
説
の
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
息
軒
の
説

は
、
見
在
書
目
録
の
識
語
と
し
て
、
そ
の
目
録
の
巻
末
に
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

書
現
在
書
目
後

右
目
中
所
収
、
為
部
千
五
百
七
十
九
、
為
巻
一
萬
六
千
七
百
九

十
、
分
為
四
十
家
、
七
緯
不
着
巻
数
。
又
在
此
外
據
頭
銜
、
盖
寛

平
中
佐
世
在
奥
所
輯
、
距
今
九
百
六
十

年
。
按
史
先
是
貞
観
乙

未
、
冷
泉
院
火
圖
書
蕩
然
、
盖
此
目
所
因
而
作
、
而
所
以
有
現
在

之
稱
也
。
後
復
数
経
兵
火
、
著
録
者
十
不
存
一
、
良
可
惜
也
。
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（
後
略
（

嘉
永
辛
亥
（
四
年
一
八
五
一
（
臘
月
十
日　

飫
肥　

安
井
衡

そ
の
根
拠
と
な
っ
た
冷
然
院
の
火
災
は
、『
三
代
実
録
』
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
ま
す
。

貞
觀
十
七
年
（
八
七
五
（
正
月
廿
八
日
壬
子
、
夜
、
冷
然
院
火
。

延
燒
舍
五
十
四
宇
。
秘
閣
収
藏
圖
籍
文
書
爲
灰
燼
。
自
餘
財
寳
無

有
孑
遺
。

こ
こ
に
は
冷
然
院
の
火
災
に
よ
っ
て
、
秘
閣
の
収
蔵
図
書
が
焼
失
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
生
々
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
わ
た
し

は
、
冷
然
院
の
火
災
と
い
う
偶
発
的
な
事
由
を
、
そ
の
ま
ま
見
在
書

目
録
編
纂
の
き
っ
か
け
と
み
る
こ
と
に
ど
う
も
納
得
が
い
き
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
お
い
て
も
、
所
蔵
さ
れ
る
図
書
が
火
災
に
あ

い
、
そ
れ
が
目
録
編
纂
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
見
在
書
目
録
は
、
当
時
作
ら
れ
て
い
た
通
常
の
蔵
書
目

録
と
違
っ
て
、
後
で
も
触
れ
ま
す
が
、
学
問
的
な
体
系
を
備
え
た
総

合
的
図
書
目
録
で
、
そ
れ
が
作
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ま
で
と
は

違
っ
た
知
識
が
要
求
さ
れ
た
は
ず
で
す
。
そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
隋

志
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
隋
志
は
、
見
在
書
目
録
が
作
ら
れ
る
た

め
の
ま
さ
に
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で

す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
当
時
の
日
本
に
は
す
で
に
目
録
に
編
纂
し

う
る
ほ
ど
、
あ
る
い
は
目
録
に
編
纂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の

書
物
が
存
在
し
て
い
て
、
総
合
的
目
録
の
編
纂
が
可
能
な
状
況
に

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
書
物
や
文
物
は
、
命
を
か
け
て
中

国
に
渡
り
、
国
づ
く
り
に
有
用
な
資
料
を
中
国
で
探
し
、
日
本
に
持

ち
帰
っ
た
人
々
の
賜
物
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
伝
存
す
る
書
物
に

は
、
持
ち
帰
っ
た
人
た
ち
の
苦
難
の
記
録
、
あ
る
い
は
伝
承
が
残
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
れ
が
目
録
編
纂
を
促
す
力
と
な
り
、
そ
し
て

隋
志
に
学
ん
で
編
纂
さ
れ
た
の
が
、
お
よ
そ
千
五
百
部
の
書
物
を
著

録
す
る
日
本
国
見
在
書
目
録
一
巻
で
あ
る
、
と
わ
た
し
は
推
測
し
ま

す
。

２
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
の
「
見
在
」
と
い
う
語
を
通
し

て
明
ら
か
に
な
る
こ
と　

　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』、
あ
る
い
は
『
本
朝
見
在
書
目
録
』
と
い

う
書
名
は
、
当
時
の
人
名
や
所
蔵
さ
れ
る
場
所
名
に
「
目
録
」
と
つ

け
た
書
名
か
ら
み
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
近
代
的
と
い
う
か
時
代
を
超
え

て
い
る
書
名
だ
と
感
じ
る
の
は
、
わ
た
し
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　

見
在
書
目
録
の
性
格
、
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し

て
、「
見
在
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
、
そ
の
用
法
を
見
在
書
目

録
と
明
ら
か
な
か
か
わ
り
を
も
つ
隋
志
に
探
し
て
み
ま
す
。
す
る
と

隋
志
の
「
総
序
」
に
、
唐
・
高
祖
の
武
徳
五
年
（
六
二
二
（
に
偽
鄭

を
滅
ぼ
し
、
そ
の
図
書
を
都
に
運
ぶ
船
が
、
黄
河
の
難
所
底
柱
で
多

く
の
書
物
を
失
い
、
そ
の
目
録
も
水
浸
し
に
な
り
、
欠
損
し
た
。
そ
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こ
に
「
今
考
見
存
、
分
爲
四
部
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
見
存
」
と

は
、「
か
ろ
う
じ
て
残
存
し
て
い
る
書
物
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
、

そ
こ
で
残
存
す
る
書
物
を
な
ん
と
か
四
部
に
分
類
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
は
「
見
存
」
の
例
で
す
が
、
隋
志
「
経
籍
二
」
の
史
部
に
は
、

分
部
ご
と
の
解
題
に
「
見
在
」「
見
存
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
八
例

見
え
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
三
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

①

朱
之
亂
、
並
皆
散
亡
。
今
擧
其
見
在
、
謂
之
覇
史
。　

����������������������

②
然
亦
隨
代
遺
失
。
今
據
其
見
存
、
謂
之
舊
事
篇
。�����

③
不
足
可
紀
、
可
刪
。
其
見
存
可
觀
者
、
編
爲
職
官
篇
。�����

「
見
在
」「
見
存
」
は
ほ
ぼ
同
じ
用
法
で
使
わ
れ
て
い
て
、
い
ず
れ
も

時
間
の
経
過
や
戦
乱
な
ど
に
よ
っ
て
書
物
の
多
く
が
散
佚
し
て
し
ま

い
、「
か
ろ
う
じ
て
残
存
し
て
い
る
書
物
」
を
指
す
の
で
し
ょ
う
。

　

わ
た
し
が
時
代
を
超
え
て
い
る
と
感
じ
た
、『
日
本
国
見
在
書
目

録
』
と
い
う
書
名
の
「
見
在
」
と
い
う
語
は
、
隋
志
と
の
関
連
か
ら
、

そ
こ
か
ら
の
借
用
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
時
の

日
本
に
伝
存
す
る
書
物
の
総
合
的
目
録
に
ふ
さ
わ
し
い
書
名
と
し

て
、
隋
志
に
見
え
る
こ
の
「
見
在
」
と
い
う
こ
と
ば
を
探
し
あ
て
、

借
用
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
書

名
の
「
日
本
国
見
在
書
」
即
ち
「
日
本
に
現
存
す
る
書
物
」
と
い
う

こ
と
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
ん
な
こ

と
を
考
え
て
い
ま
す
が
、
こ
の
点
は
後
で
ま
た
触
れ
る
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。３

『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
記
さ
れ
る
「
注
」
が
明
か
す

こ
と

　

見
在
書
目
録
が
、
隋
志
に
倣
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
る
、
そ
の

た
め
の
手
が
か
り
が
、
見
在
書
目
録
の
「
正
史
家
」
に
著
録
さ
れ
る

「
東
観
漢
記
百
卌
三
巻
」
の
「
注
」
に
あ
る
よ
う
で
す
。

　

そ
の
注
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
見
在
書
目
録
に
著
録
さ
れ
て
い
た

東
観
漢
記
の
巻
数
は
一
四
二
巻
で
、
吉
備
真
備
の
将
来
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
当
時
、
吉
備
真
備
将
来
の
東
観
漢
記
一
四

二
巻
本
が
伝
存
し
て
い
て
、
見
在
書
目
録
は
そ
れ
を
著
録
し
た
の
で

し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
隋
志
記
載
の
東
観
漢
記
は
一
四
三
巻
で
あ
っ
た

の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
巻
数
を
改
め
た
と
注
は
記
し
ま
す
。
今
見
在

書
目
録
に
記
載
さ
れ
る
東
観
漢
記
は
、
た
し
か
に
隋
志
と
同
じ
く
一

四
三
巻
で
す
。
こ
れ
は
「
後
魏
書
百
巻
」
に
も
同
じ
よ
う
な
注
が
あ

り
ま
し
て
、
も
と
も
と
見
在
書
目
録
に
著
録
さ
れ
て
い
た
後
魏
書
は

六
十
巻
で
あ
っ
た
が
、
隋
志
に
よ
っ
て
百
巻
に
改
め
た
と
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
注
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
を
明
か
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
見
在
書
目
録
が
、
当
時
の
日
本
に
現
存
す
る
書
物
の
書
誌
記

述
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
な
が
ら
、
後
に
隋
志
に
よ
っ
て
修
改
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。
隋
志
に
よ
っ
て
修
改
さ
れ
た
の
が
、
た
ん
に
巻

数
だ
け
な
の
か
ど
う
か
、
こ
の
点
は
後
か
ら
問
題
と
し
ま
す
。
い
ず
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れ
に
し
て
も
隋
志
は
、
見
在
書
目
録
を
編
纂
し
た
人
に
と
っ
て
、
ま

さ
に
規
範
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
隋
志
に
倣
っ
て
目
録
を

作
ろ
う
と
し
た
と
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
中
国
舶
載
の
も
の
を
規
範
と
す
る
こ
と
は
、
時
代
は
下
が
り
ま

す
が
、
中
国
か
ら
摺
本
（
版
本
（
が
伝
わ
る
と
、
そ
れ
ま
で
日
本
に

残
っ
て
い
た
六
朝
・
唐
系
写
本
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
現
象
と
共
通

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ま
た
「
春
秋
家
」
の
「
閫
外
春
秋
三
巻
」
の
注
に
は
、「
冷
然
院

本
十
巻
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
見
在
書
目
録
に
著
録
さ
れ
た
閫
外

春
秋
は
三
巻
で
あ
る
こ
と
、
た
だ
こ
の
閫
外
春
秋
な
る
書
物
は
隋
志

に
著
録
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
先
の
吉
備
真
備
将
来
本
の
よ
う
な
隋

志
に
よ
る
修
改
も
隋
志
と
の
か
か
わ
り
も
注
記
さ
れ
ず
、
冷
然
院
所

蔵
本
が
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
だ
け
が
注
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
同
じ
よ
う
に
「
土
地
家
」
の
「
括
地
志
一
」
の
注
に
は
、「
元

数
六
百
巻
、
図
書
録
只
蔵
第
一
巻
」、「
礼
家
」
の
「
御
刪
定
礼
記
月

令
一
巻
」
の
注
に
は
、「
冷
然
院
録
云
、
一
巻
第
一
巻
」
と
記
さ
れ

ま
す
。
括
地
志
一
、
御
刪
定
礼
記
月
令
一
巻
な
ど
も
、
日
本
に
伝
存

す
る
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
い
た
書
誌
記
述
で
し
ょ
う
が
、
い
ず
れ
も

隋
志
に
見
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
図
書
録
」
あ
る
い
は

「
冷
然
院
録
」
と
い
う
日
本
で
作
ら
れ
た
目
録
の
書
誌
事
項
が
注
と

し
て
引
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
わ
た
し
は
考
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
「
易
家
」
に
、「
周
易
三
巻
冷
然
院
、
周
易
譔
論
一
巻
冷
然

院
、
周
易
譯
名
十
二
巻
冷
然
院
、
周
易
集
音
一
巻
冷
然
院
」
と
あ
り

ま
す
。
注
の
「
冷
然
院
」
と
は
、
冷
然
院
に
所
蔵
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
吉
備
真
備
将
来
本
の
よ
う
な
隋

志
に
よ
る
修
改
の
注
記
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
こ
れ

ら
の
テ
キ
ス
ト
も
隋
志
に
見
え
ま
せ
ん
の
で
、
隋
志
に
よ
る
修
改
は

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
見
在
書
目
録
に
は

た
し
か
に
当
時
の
日
本
に
伝
存
し
て
い
た
書
物
が
著
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
注
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
見
在
書
目
録
の
記
述
が

当
時
の
日
本
に
伝
存
す
る
書
物
を
著
録
し
な
が
ら
も
、
隋
志
と
異
な

り
が
あ
る
場
合
は
隋
志
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
隋
志
に

記
載
が
見
え
な
い
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
る
が
、
も
し
日
本
の

目
録
や
冷
然
院
所
蔵
本
な
ど
に
異
本
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
異
同

が
注
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
み
て
、

見
在
書
目
録
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
記
述
が
混
在
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

４
『
隋
志
』
に
倣
っ
た
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
の
分
類

　

見
在
書
目
録
の
構
成
は
、「
易
家
」「
尚
書
家
」「
詩
家
」
の
よ
う

に
四
十
家
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
が
経
・
史
・
子
・
集
の
順
で
記
さ
れ
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て
い
ま
す
。
こ
の
四
十
と
い
う
分
類
は
、
隋
志
の
分
類
数
と
ま
っ
た

く
一
致
し
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
も
隋
志
と
の
密
接
な
関
連
を
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
隋
志
の
体
系
に
も
と
づ
い
て
見
在
書

目
録
は
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
問
題
は
、
隋
志
は
目
録
中
に
分
類
の
名
称
を
立
て
て
い

な
い
こ
と
で
す
。
隋
志
の
分
類
は
、
同
類
の
書
目
の
解
題
の
は
じ

め
、
あ
る
い
は
末
尾
に
内
容
を
概
括
す
る
用
語
を
記
し
て
分
類
の
名

称
に
代
え
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
関
連
を
見
る
た
め
に
、
隋
書
経
籍
志
（
六
一
八
年
（

を
軸
に
し
て
、『
七
録
』（
五
二
〇
―
五
二
七
（、『
旧
唐
書
』「
経
籍

志
」（
五
代
劉
昫
八
八
八
―
九
四
五
・
毋
煚
『
古
今
書
録
』（、
日
本

国
見
在
書
目
録
（
八
七
五
―
八
九
一
（
間
の
分
類
項
目
の
経
の
一
部

を
比
べ
た
の
が
次
で
す
。

「
隋
志
」

「
七
録
」

「
旧
唐
書
」

「
見
在
書
目
録
」

經
籍
一　

經

�
�

�

故
取
貫
於
周
易

之
首

易
部

易
類

易
家

故
附
尙
書
之
末
尙
書
部

書
類

尚
書
家

詩
者

詩
部

詩
類

詩
家

自
大
衜
既
隱

禮
部

禮
類

礼
家

樂
者

樂
部

樂
類

樂
家

春
秋
者

春
秋
部

春
秋
類

春
秋
家

夫
孝
者
／
故
作

孝
經

孝
經
部
（
後
（
孝
經
類

孝

家

論
語
者

論
語
部
（
先
（
論
語
類

論
語
家

列
于
六
經
之

下
、
以
備
異
說
緯
讖
部

讖
緯
類

異
説
家

附
於
此
篇
、
以

備
小
學

小
學
部

經
解
類
、
詁
訓

類
、
小
學
類

小
學
家

こ
の
一
覧
表
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
見
在
書
目
録

が
、
分
類
は
隋
志
と
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
隋
志
が
立
て
て
い
な
い

分
類
名
称
を
「
易
家
」「
尚
書
家
」
の
よ
う
に
立
て
て
い
る
こ
と
で
、

こ
れ
は
あ
る
い
は
七
録
あ
た
り
を
参
考
し
た
可
能
性
を
考
え
て
い
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
一
点
、
見
在
書
目
録
は
、
七
録
の
「
○

○
部
」、
旧
唐
書
の
「
○
○
類
」
と
違
っ
て
、「
○
○
家
」
と
い
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
「
家
」
と
い
う
用
語
が
、
中
国
の
書
目
に
は
見
当
た

り
ま
せ
ん
。
時
代
は
後
れ
ま
す
が
、
藤
原
頼
長
の
『
台
記
』
の
読
書

記
録
の
分
類
に
も
「
経
家
」「
史
家
」「
雜
家
」
と
「
家
」
が
使
わ
れ

て
い
て
、
用
法
が
共
通
し
ま
す
の
で
、
あ
る
い
は
日
本
に
独
特
の
用

法
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、
見
在
書
目
録
は
、
先
に
も
触
れ
ま
し
た
が

経
・
史
・
子
・
集
の
順
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
隋
志
の
よ
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う
に
四
部
に
分
け
な
い
で
、
目
録
全
体
を
「
四
十
家
」
と
し
て
ま
と

め
て
い
る
こ
と
で
す
。
隋
志
の
構
成
を
こ
こ
ま
で
踏
襲
し
な
が
ら
、

な
ぜ
四
部
分
類
を
採
り
い
れ
な
か
っ
た
の
か
、
当
時
の
日
本
に
四
部

分
類
を
採
り
い
れ
る
だ
け
の
学
問
的
な
素
地
が
な
か
っ
た
か
ら
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
四
部
分
類
と
し
て
そ
ろ
え
る
だ
け
の
書
物
が

存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
見
在
書
目
録
の
全
体
的
な
構
成
と

分
類
項
目
は
隋
志
に
そ
の
ま
ま
従
い
な
が
ら
、
部
分
的
に
は
他
の
書

目
を
も
参
考
と
し
、
ま
た
日
本
の
用
語
を
用
い
て
改
め
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
見
在
書
目
録
が
何
よ
り
評
価
に
値
す
る
の
は
、
当

時
日
本
で
作
ら
れ
て
い
た
目
録
、
た
と
え
ば
『
通
憲
入
道
蔵
書
目

録
』『
仙
洞
御
文
書
目
録
』
な
ど
が
、
書
物
を
収
め
た
容
器
を
単
位

と
し
た
目
録
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
隋
志
に
倣
っ
て
、
学
問
体
系
に

則
っ
た
総
合
的
図
書
目
録
を
構
想
し
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。５

『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
記
さ
れ
る
目
録
の
書
誌
記
述

の
レ
ベ
ル

　

見
在
書
目
録
の
構
成
と
分
類
項
目
が
ほ
ぼ
隋
志
に
よ
っ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
、
書
誌
記
述
の
各
条
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
見
在
書

目
録
の
中
か
ら
何
例
か
を
択
ん
で
、
隋
志
、
日
本
の
資
料
と
し
て

『
弘
決
外
典
抄
』（
九
九
一
年
（、『
全
経
大
意
』（
一
二
九
六
年
（、

『
台
記
』（
一
一
四
三
年
（
な
ど
と
比
べ
て
み
ま
す
。

易
家
『
周
易
』

隋
志
：
周
易
十
卷
魏
尙
書
郎
王
弼
注
六
十
四
卦
六
卷
、
韓
康
伯
注
繋
辭

以
下
三
卷
。
王
弼
又
撰
易
略
例
一
卷
。

*

見
在
：
周
易
十
巻
魏
尚
書
郎
王
弼
注
六
十
四
卦
六
巻
、
韓
康
伯
注
繋
辞

以
下
三
巻
。
王
弼
又
撰
易
略
例
一
巻
。

弘
決
：
周
易
十
巻
鄭
玄
王
弼
各
注

全
経
：
周
易
十
巻　

王
弼
魏
代
人
注

台
記
：
周
易
十
巻

尚
書
家
『
古
文
尚
書
』

隋
志
：
古
文
尙
書
十
三
卷
漢
臨
淮
太
守
孔
安
國
傳

*

見
在
：
古
文
尚
書
十
三
巻
漢
臨
淮
太
守
孔
安
国
注

弘
決
：
尚
書
十
三
巻
漢
鄭
玄
臨
淮
太
守
孔
安
国
注

全
経
：
尚
書
十
三
巻
五
十
八
篇　

孔
安
國
漢
代
人
注

台
記
：
尚
書
正
義
二
十
巻

正
史
家
『
漢
書
』

隋
志
：
漢
書
一
百
一
十
五
卷
漢
護
軍
班
固
撰
、
太
山
太
守
應
劭
集
解

*
見
在
：
漢
書
百
十
五
巻
漢
護
軍
班
固
撰
、
太
山
守
應
劭
集
解

弘
決
：
漢
書
百
二
十
巻
漢
護
軍
班
固
撰
、
顔
師
古
注

全
経
：
な
し
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台
記
：
漢
書
九
十
二
巻

通
憲
：
漢
書
伝
一
帙

見
在
書
目
録
全
体
か
ら
す
れ
ば
ご
く
わ
ず
か
の
例
で
す
が
、
日
本
の

書
目
で
書
名
・
巻
数
・
注
者
官
名
・
注
者
名
ま
で
を
も
記
す
の
は
見

在
書
目
録
だ
け
で
、
こ
の
書
誌
記
述
は
、
他
の
日
本
の
目
録
と
比
べ

る
と
明
ら
か
に
異
質
で
す
。
こ
こ
に
引
い
た
例
か
ら
、
当
時
の
日
本

の
目
録
の
書
誌
記
述
は
、
①
隋
志
と
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
の
記
述
、
②

簡
略
化
さ
れ
た
レ
ベ
ル
の
記
述　

と
に
分
か
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
こ

で
は
隋
志
と
日
本
の
書
目
を
対
比
し
ま
し
た
が
、
注
目
し
た
い
の

は
、
見
在
書
目
録
中
に
は
隋
志
に
見
え
な
い
書
物
の
著
録
も
多
く
、

そ
れ
ら
の
書
誌
記
述
の
多
く
は
い
ず
れ
も
簡
略
な
の
で
す
。
先
に
見

在
書
目
録
に
は
隋
志
に
よ
っ
て
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
点
が
あ
る
と

い
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
周
易
や
古
文
尚
書
な
ど
の
よ
う
な

隋
志
と
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
で
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
隋
志
に

よ
っ
て
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
隋
志
か
ら
そ
の

ま
ま
借
用
し
て
い
る
可
能
性
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
の
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
見
在
書
目
録
か
ら
ど
の
よ
う
に
し

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

６
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
見
え
る
重
複
し
た
記
述

　

見
在
書
目
録
に
は
、
類
似
し
た
書
名
が
複
数
著
録
さ
れ
て
い
る
個

所
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
書
誌
記
述
を
し
ら
べ
て
み
る
と
、
隋

志
に
見
え
る
も
の
と
、
隋
志
に
見
え
な
い
も
の
と
に
分
か
れ
る
よ
う

で
す
。
例
を
「
礼
家
」
の
『
周
礼
』
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

周
官
礼
十
二
巻
鄭
玄
注
（
Ａ
（　

周
礼
義
疏
十
四
巻
（
Ｃ
（　

周

官
礼
抄
二
巻
（
Ｃ
（

周
礼
義
疏
六
巻
冷
然
院
（
Ｃ
（　

周
官
礼
義
疏
卌
巻
汴
重
撰

（
Ａ
（　

周
官
礼
義
疏
十
巻
（
Ａ
（　

周
官
礼
義
疏
九
巻
（
Ａ
（　�

周
礼
疏
五
十
巻
唐
賈
公
彦
撰
（
Ｂ
（　

周
礼
音
一
巻
（
Ｂ
（�

周
礼
圖
十
五
巻
（
Ａ
（周
礼
圖
十
巻
（
Ｃ
（

書
名
の
後
に
（
Ａ
（
と
し
た
の
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
書
名
を
隋
志
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、（
Ｂ
（
は
隋
志
に
は
著
録
さ
れ
な
い
が
、

旧
唐
書
な
ど
に
見
え
る
も
の
、（
Ｃ
（
は
隋
志
、
旧
唐
書
な
ど
に
見

え
な
い
も
の
で
す
。
こ
こ
で
（
Ａ
（（
Ｃ
（
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た

書
名
を
比
べ
て
み
ま
す
。
隋
志
に
見
え
る
（
Ａ
（
の
周
官
礼
十
二

巻
鄭
玄
注
に
対
し
て
、
隋
志
に
見
え
な
い
周
官
礼
抄
二
巻
（
Ｃ
（

は
、
同
じ
書
名
な
が
ら
巻
数
が
異
な
り
、
注
者
名
も
な
く
、
し
か
も

「
抄
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
（
Ａ
（
の
周
官
礼
義
疏
卌
巻
汴
重
撰
、

周
官
礼
義
疏
十
巻
、
周
官
礼
義
疏
九
巻
の
三
点
は
、
書
名
・
巻
数
、

さ
ら
に
記
述
の
次
序
ま
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
記
述
が
隋
志
に
見
え
る

の
に
対
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
書
名
な
が
ら
巻
数
が
異
な
る
周
礼

義
疏
十
四
巻
（
Ｃ
（、
周
礼
義
疏
六
巻
冷
然
院
（
Ｃ
（
の
二
点
は
、
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隋
志
に
見
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
周
礼
義
疏
六
巻
に
は
「
冷
然
院
」
と

注
記
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
時
冷
然
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の

を
目
録
に
著
録
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
周
礼
図
十
五
巻

（
Ａ
（
は
隋
志
に
見
え
ま
す
が
、
同
じ
書
名
で
巻
数
の
異
な
る
周
礼

図
十
巻
（
Ｃ
（
は
隋
志
に
見
え
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
な

書
名
の
も
の
が
複
数
著
録
さ
れ
、
そ
の
内
の
隋
志
と
ほ
ぼ
同
じ
記
述

の
も
の
、
あ
る
い
は
記
述
の
順
序
ま
で
も
同
じ
も
の
は
、
一
致
度
の

高
さ
か
ら
隋
志
に
よ
っ
て
修
改
さ
れ
た
か
、
隋
志
か
ら
そ
の
ま
ま
借

用
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
（
Ａ
（
で
す
。
そ
し
て

（
Ｃ
（
は
、
巻
数
が
少
な
い
な
ど
の
点
か
ら
日
本
で
節
略
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
、
そ
れ
が
目
録
に
採
り
い
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ま
た
（
Ｂ
（
の
周
礼
疏
五
十
巻
唐
賈
公
彦
撰
、
周
礼
音
一
巻

は
、
旧
唐
書
に
ほ
ぼ
同
じ
周
礼
疏
五
十
巻
唐
賈
公
彦
撰
、
周
礼
音
三

巻
が
著
録
さ
れ
ま
す
の
で
、（
Ａ
（（
Ｃ
（
と
は
由
来
の
異
な
る
グ

ル
ー
プ
と
み
ま
す
。

　

以
上
、
見
在
書
目
録
の
重
複
し
た
記
述
か
ら
、
①
隋
志
に
よ
っ

て
修
改
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
隋
志
の
記
述
を
借
用
し
た
も
の

＝
（
Ａ
（、
②
当
時
日
本
に
伝
存
し
て
い
た
書
物
を
目
録
化
し
た

も
の
＝
（
Ｃ
（、
③
日
本
で
作
ら
れ
た
目
録
に
由
来
す
る
も
の
＝

（
Ｃ
（、
④
伝
来
時
期
も
遅
れ
て
当
時
の
日
本
に
存
在
し
て
い
た
も
の

＝
（
Ｂ
（、
と
い
う
よ
う
に
分
類
で
き
、
こ
の
よ
う
に
由
来
の
異
な

る
デ
ー
タ
が
、
見
在
書
目
録
に
は
混
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
同
じ
よ
う
な
書
名
の
も
の
が
複
数

著
録
さ
れ
て
い
る
個
所
が
、
見
在
書
目
録
に
は
見
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

７
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
中
の
「
楽
家
」
の
記
述

　

今
重
複
記
述
を
手
が
か
り
に
目
録
を
分
析
し
て
み
ま
し
た
が
、
著

録
さ
れ
る
書
物
の
性
質
に
よ
っ
て
も
目
録
の
成
り
立
ち
に
違
い
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
視
点
で
見
在
書
目
録
を
見
て
み

る
と
、
技
術
書
、
学
習
書
な
ど
実
用
書
に
な
に
か
共
通
点
が
あ
る
よ

う
な
の
で
す
。
こ
こ
で
は
「
楽
家
」
を
取
り
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
楽
家

は
経
書
に
入
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
は
異
質
で
す
。
楽
家
に
は
、
二

三
部
二
〇
七
巻
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
隋
志
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
古
今
樂
録
十
三
巻
、
樂
書
要
録
十
巻
、
琴

経
一
巻
、
琴
操
三
巻
」
な
ど
と
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
そ
れ
ら
を
除

く
と
隋
志
に
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
見
え
な
い
も
の

に
、「
琴
録
一
巻
、
琴
徳
譜
五
巻
、
琴
用
手
法
一
巻
、
雜
琴
譜
百
廿

巻
、
彈
琴
用
手
法
一
巻
、
雅
琴
録
一
巻
、
院
咸

一
巻
、
彈
琴
手
勢

法
一
巻
、

笆
譜
十
一
巻
、
横
笛
十
八
巻
、
尺
八
図
一
巻
、
律
呂
施

宮
図
一
巻
、
十
二
律
相
生
図
一
巻
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

中
に
は
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
文
献
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
多
く
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は
書
名
か
ら
み
て
、
日
本
で
当
時
行
な
わ
れ
て
い
る
琴
、
笛
、
尺
八

な
ど
の
演
奏
技
法
を
記
し
た
文
献
の
よ
う
で
す
。
こ
こ
か
ら
楽
家
の

構
成
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
当
時
日
本
に
伝
存
す
る
書
物

で
、
他
の
経
書
な
ど
と
比
べ
る
と
隋
志
と
の
か
か
わ
り
は
明
ら
か
に

希
薄
で
す
。

　

隋
志
と
の
か
か
わ
り
で
、「
楽
家
」
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
示
す

の
が
、「
小
学
家
」「
天
文
家
」「
暦
数
家
」「
五
行
家
」「
医
方
家
」

な
ど
技
術
書
、
学
習
書
的
性
格
の
書
物
で
、
こ
れ
ら
の
実
用
書
は
後

進
国
家
の
国
づ
く
り
に
有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
早
い
段
階
か
ら

日
本
化
し
て
い
る
書
物
が
多
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。

８
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
中
の
「
別
集
家
」
の
記
述

　

見
在
書
目
録
で
も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
別
集
家
」
の

記
述
で
す
。
別
集
家
は
、
そ
の
多
く
が
隋
志
に
も
見
え
る
の
で
す

が
、
書
誌
記
述
に
こ
れ
ま
で
触
れ
た
も
の
と
明
ら
か
な
異
な
り
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
別
集
家
の
中
か
ら
い
く
つ
か
択
ん
で
、
隋
志
、
旧

唐
書
の
記
述
と
比
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

「
見
在
書
目
録
」
「
隋
志
」

「
旧
唐
書
」

陶
潜
集
十

宋
徵
士
陶
潛
集
九
卷

陶
淵
明
集
五
卷

阮
嗣
宗
集
五

魏
步
兵
校
尉
阮
籍
集
十
卷

阮
籍
集
五
卷

謝
吏
集
一

齊
吏
部
郎
謝
朓
集
十
二
卷

謝
朓
集
十
卷

庾
信
集
二
十

後
周
開
府
儀
同
庾
信
集
二

十
一
卷

庾
信
集
二
十
卷

何
遜
集
八

梁
仁
威
記
室
何
遜
集
七
卷

何
遜
集
八
卷

孔
雅
珪
集
十

齊
金
紫
光
祿
大
夫
孔
稚
珪

集
十
卷

孔
稚
珪
集
十
卷

劉
豫
帝
集
十
五

宋
武
帝
集
十
二
卷　

梁
二

十
卷

宋
武
帝
集
二
十
卷

張
華
集
十

晉
司
空
張
華
集
十
卷　

録

一
卷

張
華
集
十
卷

別
集
家
の
記
述
を
み
て
ゆ
く
と
、
見
在
書
目
録
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

書
名
と
巻
数
を
記
す
だ
け
で
す
。
隋
志
に
比
べ
簡
略
化
さ
れ
た
記
述

で
す
し
、
巻
数
な
ど
に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
惣
集
家
」

に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
そ
う
で
す
。
こ
こ
に

は
な
ぜ
か
「
巻
」
字
が
略
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
点
は
触
れ
ま
せ

ん
。
こ
れ
ら
別
集
家
に
は
、
こ
れ
ま
で
易
家
や
尚
書
家
で
見
た
よ
う

な
、
隋
志
に
近
い
記
述
、
そ
れ
は
隋
志
か
ら
の
修
改
や
借
用
の
跡
で

す
が
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
見
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
わ
た
し
の
推
測

は
、
こ
れ
ら
の
別
集
は
早
く
に
日
本
に
将
来
さ
れ
広
く
読
ま
れ
て
い

て
、
す
っ
か
り
日
本
の
風
土
に
な
じ
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
す
で
に

通
行
し
て
い
る
書
名
巻
数
を
そ
の
ま
ま
目
録
化
し
た
も
の
で
す
か
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ら
、
も
は
や
隋
志
に
よ
る
修
改
の
手
が
は
い
る
余
地
が
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
の
か
。
そ
の
結
果
、
見
在
書
目
録
は
こ
の
よ
う
な
簡
略
レ

ベ
ル
の
書
名
で
著
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ま
す
。

ま
と
め

　

わ
た
し
に
と
っ
て
見
在
書
目
録
は
、
そ
こ
に
著
録
さ
れ
る
書
物

が
、
当
時
の
日
本
に
将
来
さ
れ
存
在
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
が
大
き

な
問
題
で
し
た
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
試
み
た
の
が
、
隋

志
と
の
か
か
わ
り
で
す
。
す
る
と
見
在
書
目
録
に
見
え
る
注
か
ら
、

日
本
に
伝
存
し
た
書
物
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
た
目
録
の
巻
数

が
、
隋
志
に
見
え
る
も
の
と
異
な
る
場
合
に
は
、
隋
志
に
よ
っ
て
修

改
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
わ
か
っ
て
き
た

の
が
、
隋
志
を
規
範
と
し
て
目
録
の
編
纂
が
企
て
ら
れ
た
の
で
は
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
見
在
書
目
録
の
「
見
在
」
と
い
う
書

名
、
四
十
家
と
い
う
分
類
ま
で
も
す
べ
て
隋
志
に
よ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
巻
数
だ
け
で
は
な

く
て
、
書
誌
記
述
も
改
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
え
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
見
在
書
目
録
に
は
、
由
来
の
異
な
る
さ
ま

ざ
ま
な
書
誌
記
述
が
含
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
見
在
書

目
録
の
も
と
に
な
っ
た
日
本
に
伝
存
し
た
書
物
の
書
誌
記
述
、
こ
こ

に
は
日
本
で
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
目
録
か
ら
の
借
用
も
含
ま
れ
ま

す
。
そ
れ
と
隋
志
に
よ
っ
て
修
改
さ
れ
た
書
誌
記
述
、
さ
ら
に
隋
志

か
ら
借
用
し
た
書
誌
記
述
、
こ
れ
ら
が
合
わ
さ
っ
て
今
わ
た
し
た
ち

が
見
る
見
在
書
目
録
は
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想

定
で
す
。

　

見
在
書
目
録
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

ま
と
め
て
み
ま
し
た
。　

①
隋
志
の
体
系
を
受
容
で
き
る
レ
ベ
ル
ま
で
日
本
に
書
物
の
蓄
積

が
達
し
て
い
た
こ
と
。

②
人
名
や
場
所
名
を
目
録
名
と
す
る
の
に
対
し
て
、「
見
在
」
と

い
う
用
語
を
隋
志
か
ら
借
り
、『
日
本
国
（
本
朝
（
見
在
書
目
録
』

と
い
う
書
名
を
作
り
だ
し
た
こ
と
。

③
隋
志
か
ら
目
録
の
分
類
項
目
を
借
用
し
な
が
ら
も
、
日
本
仕
様

に
改
め
て
見
在
書
目
録
四
十
家
の
目
録
を
作
り
あ
げ
た
こ
と
。

④
書
物
を
収
め
る
容
器
を
単
位
と
し
た
レ
ベ
ル
の
個
別
的
目
録
か

ら
、
学
問
的
体
系
に
則
っ
た
総
合
的
図
書
目
録
を
作
り
え
た
こ
と
。

わ
た
し
は
見
在
書
目
録
中
に
隋
志
か
ら
の
借
用
が
あ
る
と
み
ま
し
た

が
、
そ
の
こ
と
が
十
分
に
論
証
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ

る
い
は
当
時
の
日
本
に
伝
存
し
て
い
る
書
物
だ
け
で
は
、
隋
志
を
モ

デ
ル
と
し
た
よ
う
な
目
録
を
作
る
の
に
十
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

隋
志
の
記
述
を
借
用
し
て
体
系
を
整
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
見
在
書
目
録
を
眺
め
て
い
る
と
、
当
時
の
中
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国
研
究
者
の
営
為
の
諸
相
が
さ
ま
ざ
ま
に
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
、
も
う
す
こ
し
確
信
を
持
っ
た
報
告
が
で
き

る
よ
う
し
た
い
も
の
で
す
。
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