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二
〇
一
六
年
度
の
史
学
会
大
会
で
は
「
近
世
近
代
移
行
期
の
海
域

世
界
と
国
家
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
、
冒
頭
に
、
弘
末
雅
士

氏
（
立
教
大
学
、
史
学
会
会
長
）
の
本
大
会
の
テ
ー
マ
の
趣
旨
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
世
・
近
代

移
行
期
（
一
九
世
紀
後
半
）
は
、複
数
の
「
世
界
」
が
一
つ
の
「
世
界
」

（
仮
に
「
資
本
主
義
的
世
界
」
と
呼
ぶ
）
に
包
摂
さ
れ
る
時
期
で
あ

る
。
そ
の
歴
史
的
過
程
で
、
①
歴
史
の
舞
台
か
ら
後
退
し
て
い
っ
た

境
界
的
な
存
在
を
取
り
上
げ
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
境
界

的
存
在
と
は
、
上
記
の
三
報
告
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
、
ア
ド
リ
ア
海

域
の
ウ
ス
コ
ク
・
コ
ル
セ
ア
な
ど
の
海
賊
（
越
村
報
告
）、
イ
ン
ド

洋
西
海
岸
の
奴
隷
（
鈴
木
報
告
）、
対
馬
藩
（
木
村
報
告
）
で
あ
る
。

②
そ
の
移
行
の
過
程
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
国
家
形
成
と
の
関
連

で
検
討
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
。

　
ま
ず
、
越
村
報
告
は
、
ア
ド
リ
ア
海
の
海
賊
ウ
ス
コ
ク
と
呼
ば
れ

る
海
賊
（
あ
る
い
は
略
奪
集
団
）
の
発
生
か
ら
消
滅
ま
で
の
経
緯
を

述
べ
、
そ
の
存
在
を
、「
最
初
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
「
近
世
帝
国
」

に
対
す
る
民
衆
の
反
抗
形
態
と
し
て
見
直
す
こ
と
を
意
図
し
た
労
作

―
あ
え
て
言
え
ば
冒
険
作
―
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
地
中
海
の
海
賊

に
は
、
ウ
ス
コ
ク
と
コ
ル
セ
ア
と
い
う
二
種
類
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、

コ
ル
セ
ア
が「
国
家
に
協
力
す
る
」エ
リ
ー
ト（
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
等
）

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ウ
ス
コ
ク
は
、
現
在
の
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
に
当

た
る
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
・
オ
ス
マ
ン
両
帝
国
の
国
境
地
帯
（
軍
政
国

境
地
帯
）
の
遊
牧
民
が
、
国
際
紛
争
や
厳
し
い
収
奪
か
ら
沿
岸
部
に

逃
れ
て
、生
活
の
た
め
に
海
賊
行
為
を
働
く
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、

非
エ
リ
ー
ト
集
団
と
さ
れ
る
。
コ
ル
セ
ア
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
ス
ペ

イ
ン
の
ア
ル
マ
ダ（
無
敵
艦
隊
）を
破
っ
た
英
国
の
船
団
の
中
心
だ
っ

た
私
掠
船
を
想
起
さ
せ
る
。
報
告
者
は
、
同
時
代
の
東
ア
ジ
ア
海
域

で
活
躍
し
た
（
あ
る
い
は
猛
威
を
振
る
っ
た
）、
い
わ
ゆ
る
後
期
倭

寇
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
と
西
で
同
時
期
に

起
き
た
類
似
の
歴
史
事
象
と
位
置
づ
け
、
ウ
ス
コ
ク
の
発
生
か
ら
消

滅
ま
で
を
検
討
さ
れ
た
。「
ウ
ス
コ
ク
＝
海
賊
＝
倭
寇
」
と
い
う
大

胆
な
図
式
、
前
提
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
越
村
氏
の
姿
勢
に
、
四
〇
年
来
近
世
日
本
の

国
際
関
係
の
実
態
と
そ
の
歴
史
的
意
味
を
提
示
し
て
き
た
私
自
身
の
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姿
勢
（
あ
る
い
は
視
点
）
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
当
日
は
お
ろ
か
、
数
日
前
に
こ
の
原
稿
を
書
き
始
め
た
時

に
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
氏
の
報
告
や
研
究
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
上
記
の
図
式
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
の
問
題
点
を
指

摘
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
倭
寇

≠

海
賊
と
い
う
立
場
か
ら
の
発
言
に

終
始
し
て
、
議
論
を
発
展
さ
せ
る
機
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
倭
寇
、

特
に
後
期
倭
寇
が
い
わ
ゆ
る
海
賊
で
は
な
く
、
シ
ナ
海
の
華
人
の
交

易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ベ
ー
ス
に
し
た
密
貿
易
集
団
で
あ
る
こ
と
は
定

説
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
後
期
倭
寇
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
私

が
三
〇
年
前
に
提
示
し
た
「
倭
寇
的
状
況
」
論
も
徐
々
に
定
着
し
つ

つ
あ
る
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
の
氏

の
論
点
の
脱
構
築
を
望
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
シ
ン
ポ
当
日

に
あ
の
よ
う
な
発
言
を
繰
り
返
し
た
こ
と
を
述
べ
て
、
お
詫
び
の
か

わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
次
の
鈴
木
報
告
は
、
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
に
つ
い
て
「
近
代
」
研

究
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
、
そ
の
理
由
を
同
時
代
（
一
七
五
〇
年

代
以
降
）
に
こ
の
世
界
は
「
崩
壊
」
し
た
と
す
る
言
説
が
支
配
的
だ
っ

た
こ
と
に
求
め
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
言
説
を
乗
り
越
え
る
た
め
の

素
材
と
し
て
、「
変
化
」
し
た
が
「
崩
壊
」
は
し
な
か
っ
た
イ
ン
ド

洋
西
海
岸
周
辺
地
域
の
奴
隷
と
奴
隷
貿
易
を
選
ぶ
。
ま
ず
そ
の
多
様

な
実
態
を
示
し
、
次
い
で
、
一
九
世
紀
の
前
半
に
は
英
仏
の
植
民
地

に
お
い
て
奴
隷
制
廃
止
が
制
度
化
さ
れ
る
一
方
で
、
植
民
地
な
ど
の

プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
世
界
製
品
（
砂
糖
・
ク
ロ
ー
ブ
・
真
珠
な

ど
の
世
界
を
市
場
と
す
る
商
品
）
の
生
産
拡
大
が
、
生
産
現
場
で
の

奴
隷
制
に
似
た
労
働
事
情
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
奴
隷
貿
易
時
代
よ

り
も
広
範
な
地
域
を
奴
隷
の
供
給
地
と
す
る
と
い
う
構
造
的
な
矛
盾

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
歴
史
的
背
景
は
、
欧
米
世
界
の
産
業
革
命

と
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
市
民
生
活
の
向
上
と
生
活
革
命
で
あ
り
、

そ
の
関
係
性
は
現
代
世
界
の
基
本
構
造
で
も
あ
る
。「
奴
隷
制
は
死

に
絶
え
た
の
か
」
と
い
う
結
び
は
、
報
告
者
の
ま
な
ざ
し
が
、
現
代

世
界
の
各
国
・
各
地
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
過
労
死
」
が
多
発
し
、

「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」
な
ど
と
い
う
奇
怪
な
言
葉
が
流
布
す
る
現
代
日

本
の
労
働
事
情
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
私
は
鈴
木
氏
の
言
う
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
の
「
崩
壊
」
言
説
に
、

ご
く
最
近
ま
で
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
中
国
・
韓
国
人
や
欧
米
人
な

ど
も
縛
っ
て
い
た
「
鎖
国
」
言
説
と
同
質
の
も
の
を
感
じ
る
。
氏
に

よ
れ
ば
、
上
記
の
「
崩
壊
」
言
説
が
イ
ン
ド
海
域
世
界
の
「
近
代
」

を
語
る
の
を
妨
げ
て
い
た
。
同
様
の
事
例
を
、「
名
著
」
と
さ
れ
る

和
辻
哲
郎
『
鎖
国
―
日
本
の
悲
劇
―
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
〇
年
）

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
は
、戦
国
時
代
ま
で
の
「
南
蛮
貿
易
」

時
代
を
熱
く
語
り
な
が
ら
、
秀
吉
の
登
場
で
叙
述
を
切
り
上
げ
て
い

る
。「
日
本
の
悲
劇
」
と
い
う
副
題
ま
で
つ
け
な
が
ら
、「
鎖
国
」
そ

の
も
の
に
は
一
言
も
触
れ
な
い
、
あ
ま
り
に
も
「
文
学
的
」
な
書
物

だ
。
著
者
は
、「
鎖
国
」
は
わ
ざ
わ
ざ
語
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
周
知
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の
こ
と
で
、
語
る
意
味
も
な
い
、
そ
れ
よ
り
も
そ
れ
以
前
の
輝
か
し

い
時
代
こ
そ
語
る
意
味
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
そ

れ
が
詭
弁
と
し
か
思
え
な
い
程
度
に
は
、
近
世
日
本
の
国
際
関
係
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
仕
事
を
し
て
き
た
し
、
そ
の
結
果
「
わ
ざ
わ

ざ
語
る
必
要
」
が
十
分
に
あ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
て

き
て
い
る
と
信
じ
る
。

　
な
お
、
イ
ン
ド
西
海
域
と
そ
の
周
辺
地
域
の
多
様
な
奴
隷
制
（
雇

用
形
態
）
の
提
示
は
、「
奴
隷
制
＝
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
」

と
い
う
図
式
の
言
説
性
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
付
け

加
え
て
お
き
た
い
。
私
は
か
つ
て
、
一
七
世
紀
初
頭
の
平
戸
イ
ギ
リ

ス
商
館
に
雇
用
さ
れ
た
男
女
の
使
用
人
た
ち
（
商
館
員
の
身
の
回
り

の
世
話
を
し
た
日
本
人
女
性
も
ふ
く
む
）の
実
態
を
分
析
し
た
折
に
、

本
報
告
と
よ
く
似
た
事
例
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
奴
隷

制
の
世
界
的
な
存
在
や
現
状
な
ど
も
踏
ま
え
て
、
奴
隷
概
念
を
脱
構

築
す
る
―
「
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
定
義
を
得
る
」
―
仕
事
も
鈴
木
氏

に
は
期
待
し
た
い
。

　
木
村
報
告
は
、
中
世
以
来
日
朝
関
係
の
仲
介
役
を
「
家
業
」
と
し

て
き
た
対
馬
宗
氏
・
対
馬
藩
が
、
近
世
日
朝
通
交
シ
ス
テ
ム
に
お
い

て
果
た
し
た
役
割
が
近
世
初
頭
に
成
立
し
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
を

経
る
中
で
解
体
さ
れ
、
明
治
政
府
の
近
代
的
外
交
体
制
に
「
包
摂
」

さ
れ
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
を
、
史
実
を
着
実
に
踏
ま
え
な
が
ら
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
と
九
州
の
中
間
に
位
置
し
、
古
代

以
来
―
具
体
的
に
は
「
白
村
江
」
の
敗
戦
後
―
「
国
境
」
の
島
・「
国

防
の
要
衝
」
と
さ
れ
、
山
が
ち
で
農
業
生
産
に
乏
し
い
こ
と
か
ら
、

生
計
を
貿
易
な
ど
朝
鮮
と
の
関
係
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

中
世
以
来
朝
鮮
と
の
関
係
性
は
強
ま
り
、
対
馬
は
、「
国
家
・
民
族

を
超
え
た
「
境
界
」」
と
し
て
、
対
朝
鮮
関
係
の
政
治
・
経
済
・
文

化
の
分
野
で
の
最
前
線
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
国
家
の
「
周
辺
・

周
縁
」・「
辺
境
」
と
い
う
性
格
を
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ

以
後
現
在
ま
で
、「
両
者
の
性
格
を
併
せ
も
ち
な
が
ら
、
対
馬
が
主

体
的
に
自
ら
の
生
存
と
繁
栄
を
」
図
っ
て
き
た
、
と
さ
れ
る
。
近
世

に
お
い
て
は
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
戦
争
、「
柳
川
一
件
」（
国
書

改
竄
事
件
）
を
乗
り
越
え
て
、
日
朝
間
の
通
交
（
外
交
・
貿
易
）
を

「
家
役
」（
朝
鮮
押
え
の
役
、
と
呼
ば
れ
る
軍
役
）
と
し
て
勤
め
る
地

位
を
確
保
し
、
幕
末
維
新
期
ま
で
そ
の
地
位
を
保
っ
た
。
維
新
政
府

の
外
務
省
設
置
に
伴
い
、
日
朝
関
係
も
そ
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た

が
、
高
圧
的
な
新
政
府
の
姿
勢
は
朝
鮮
側
に
拒
否
さ
れ
、
日
朝
政
府

間
の
新
た
な
関
係
が
結
ば
れ
る
の
は
、
江
華
島
事
件
後
の
日
朝
修
好

条
規
の
締
結
（
一
八
七
六
年
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
間
に
日
本

で
征
韓
論
が
盛
り
上
が
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
発

想
は
対
馬
藩
の
献
策
に
あ
り
、
そ
こ
に
も
新
し
い
情
勢
の
中
で
も
自

藩
の
「
生
存
」
を
図
ろ
う
と
す
る
し
た
た
か
な
計
算
が
う
か
が
わ
れ

る
。
し
か
し
日
朝
関
係
の
再
開
前
に
対
馬
藩
そ
の
も
の
が
廃
藩
置
県

（
一
八
七
一
年
）
で
解
体
さ
れ
、
朝
鮮
釜
山
の
倭
館
も
外
務
省
に
接
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収
さ
れ
、
日
朝
関
係
も
新
政
府
（
外
務
省
）
の
直
接
の
管
轄
下
に
置

か
れ
た
。
か
つ
て
私
は
こ
の
過
程
を
、
日
朝
外
交
ル
ー
ト
の
「
一
元

化
」
と
呼
ん
だ
が
、木
村
氏
は
「
包
摂
」
と
い
う
表
現
に
変
え
て
い
る
。

　
全
体
と
し
て
、
中
世
か
ら
近
代
初
頭
ま
で
の
日
朝
関
係
に
お
い
て

対
馬
藩
が
果
た
し
た
役
割
が
、
ま
る
で
教
科
書
の
よ
う
に
、
史
実
が

淡
々
と
並
べ
ら
れ
た
印
象
が
強
く
、
そ
れ
ら
の
史
実
に
ど
の
よ
う
な

問
題
や
矛
盾
が
孕
ま
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
、
あ
る
い

は
克
服
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
次
の
時
期
の
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
る

の
か
と
い
う
よ
う
な
類
い
の
問
題
意
識
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
、
私

に
は
感
じ
ら
れ
る
。

　
そ
の
姿
勢
は
、
個
々
の
事
例
の
取
り
上
げ
方
に
も
う
か
が
わ
れ
、

そ
の
よ
う
な
例
に
出
会
う
度
に
、
何
や
ら
い
た
た
ま
れ
な
い
思
い
に

駆
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
日
朝
外
交
の
実
務
が
維
新

政
府
に
接
収
さ
れ
る
過
程
も
あ
っ
さ
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
私

が
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
時
（
約
四
〇
年
前
）
に
は
、
具
体
的
な

検
討
も
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、外
務
省
の
設
置
（
一
八
六
九
年
）
に
よ
っ

て
接
収
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
あ
ら
た
め
て
調
べ
て
み
る

と
、
廃
藩
置
県
（
一
八
七
一
年
）
で
同
藩
が
解
体
さ
れ
る
ま
で
は
、

交
渉
の
実
務
は
対
馬
藩
が
担
っ
て
い
た
こ
と
が
解
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
藩
が
担
っ
て
い
た
役
割
、
つ
ま
り
、
日
朝
関
係
の
実
務
管
理
権

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
歴
史
的
性
格
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
検
討

せ
ざ
る
を
え
ず
、
結
局
「
朝
鮮
押
え
の
役
」
と
呼
ば
れ
る
軍
役
の
一

種
と
い
う
結
論
を
得
た
。
す
な
わ
ち
、
一
般
の
領
主
（
大
名
）
が
与

え
ら
れ
た
領
地
を
「
押
え
る
」（
平
穏
を
維
持
す
る
）
義
務
を
負
う

と
同
時
に
、
そ
の
土
地
か
ら
得
ら
れ
る
「
所
務
」（
諸
利
益
）、
の
独

占
を
「
知
行
同
然
」
に
認
め
ら
れ
る
。
他
の
大
名
の
領
内
で
一
揆
な

ど
が
起
き
る
（「
押
え
」
ら
れ
な
い
）
と
幕
府
か
ら
責
任
を
問
わ
れ

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、朝
鮮
と
の
関
係
を
平
穏
に
収
め
ら
れ
な
い
か
、

朝
鮮
人
参
な
ど
の
非
自
給
物
資
の
輸
入
が
途
絶
え
る
な
ど
し
た
場
合

な
ど
に
は
、
幕
府
か
ら
責
任
を
問
わ
れ
る
（
具
体
的
に
は
、
参
勤
交

代
の
参
府
例
の
差
し
止
め
等
が
あ
る
）、
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い

た
。朝
鮮
貿
易
の
不
調
で
十
分
な
利
益
が
見
こ
め
な
く
な
っ
た
折
に
、

同
藩
が
幕
府
に
貿
易
利
潤
は
「
知
行
同
然
」
と
し
て
、
そ
の
欠
損
に

つ
い
て
財
政
援
助
を
求
め
、
そ
れ
に
対
し
て
幕
府
も
乞
わ
れ
る
た
び

に
援
助
を
し
た
。
一
八
世
紀
に
入
る
と
他
藩
に
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど

の
頻
度
で
財
政
援
助
が
さ
れ
る
理
由
も
、
こ
こ
に
あ
る
。
今
の
と
こ

ろ
、
こ
の
論
理
を
踏
ま
え
た
議
論
（
賛
否
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
）
を

私
は
見
た
記
憶
が
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
私
の
寡
聞
（
勉
強
不
足
）

の
せ
い
で
あ
る
な
ら
ば
、
ぜ
ひ
教
え
て
ほ
し
い
。

　
意
図
し
て
か
否
か
は
問
わ
ず
、
氏
の
報
告
の
随
所
に
、
私
の
仕
事

の
問
題
点
に
は
で
き
る
だ
け
触
れ
な
い
で
お
こ
う
と
い
う
よ
う
な
配

慮
や
意
図
を
感
じ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
私
の
杞
憂
な
ら
を
お
許
し
願

い
た
い
。
他
の
若
い
研
究
者
―
特
に
私
の
ゼ
ミ
生
―
の
論
文
で
も
同

じ
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
、こ
の
機
会
に
、



－  145  －

史
苑
（
第
七
七
巻
第
二
号
）

一
言
書
い
て
お
き
た
い
。

　
実
は
、
恩
師
の
山
口
啓
二
先
生
の
『
鎖
国
と
開
国
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
）
の
文
庫
版
が
出
版
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
解
説

を
私
に
と
先
生
御
自
身
か
ら
指
名
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
、
私
は
改
め

て
、
先
生
が
「
鎖
国
・
開
国
」
論
者
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
、そ
の
事
実
か
ら
目
を
そ
ら
す
よ
う
に
し
て「
鎖

国
」
批
判
を
し
て
き
た
こ
と
に
、
気
づ
か
さ
れ
た
。
先
生
の
「
君
は

私
の
鎖
国
論
を
ど
う
考
え
て
い
る
ん
だ
ね
？
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え

て
く
る
よ
う
だ
っ
た
。
腰
が
引
け
が
ち
な
私
の
背
中
を
押
し
て
く
れ

た
の
は
、
文
庫
担
当
の
編
集
者
で
、
そ
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
私

は
辛
う
じ
て
、
蛮
勇
を
振
る
い
、
私
自
身
の
立
場
を
は
っ
き
り
と
書

く
こ
と
が
で
き
た
。
先
生
は
そ
の
解
説
を
大
変
喜
ん
で
く
だ
さ
り
、

私
の
恐
れ
は
杞
憂
に
終
わ
っ
た
。
果
た
し
て
こ
の
場
で
、
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
書
い
て
い
い
の
か
ど
う
か
判
断
に
苦
し
む
の
だ
が
、
ほ
か

な
ら
ぬ
四
〇
年
余
り
の
交
友
関
係
に
あ
る
木
村
氏
の
こ
と
だ
か
ら
、

あ
え
て
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
次
に
、「
宗
氏
の
朝
鮮
関
係
の
実
務
管
轄
権
＝
軍
役
」（
朝
鮮
押
え

の
役
）
論
に
つ
い
て
、
す
こ
し
書
い
て
お
き
た
い
。
こ
の
見
通
し
を

初
め
て
披
露
し
た
の
は
、
山
口
先
生
の
院
ゼ
ミ
で
の
報
告
で
、
修
士

論
文
を
準
備
し
な
が
ら
ま
だ
暗
中
模
索
の
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
報
告

を
聞
き
終
わ
っ
た
先
生
は
、
腕
組
み
を
し
て
し
ば
ら
く
左
右
に
首
を

ひ
ね
っ
て
思
案
さ
れ
る
風
だ
っ
た
が
、ほ
ど
な
く
ぽ
つ
ん
と
「
う
ん
、

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
」と
仰
っ
た
。
多
分
喜
び
す
ぎ
た
せ
い
だ
ろ
う
、

そ
の
お
言
葉
を
聞
い
た
時
の
自
分
の
状
態
を
私
は
正
確
に
思
い
出
せ

な
い
。
そ
の
替
り
に
、
そ
の
時
の
思
案
さ
れ
る
先
生
の
ご
様
子
は
今

で
も
、
眼
前
に
見
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
脳
裏
に
浮
か
ぶ
。
六
月

初
め
頃
の
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
私
は
、
先
生
が
部
長
の
維
新
史
料
部

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
で
、
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
宗
家
文
書
を
読
み
始

め
た
。
先
の
見
通
し
の
例
証
と
な
る
史
料
群
に
出
会
っ
た
の
は
四
、

五
か
月
も
過
ぎ
た
晩
秋
の
頃
で
、
修
士
論
文
提
出
ま
で
も
う
一
か
月

ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
。

　
あ
る
史
実
や
理
論
の
裏
に
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
こ
の
よ
う
な
類

い
の
物
語
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
人
に
歴
史
あ
り
」
と

は
言
い
古
さ
れ
た
常
識
的
な
諺
だ
が
、
そ
れ
を
も
じ
っ
て
私
は
、「
歴

史
に
人
あ
り
」
と
い
う
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

史
実
は
そ
こ
か
し
こ
に
漫
然
と
転
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
発
見
し
、
叙
述
す
る
歴
史
家
の
努
力
の
賜
で
あ
り
、
そ
の
人
の

人
生
や
心
性
、
さ
ら
に
は
時
代
や
社
会
・
文
化
の
あ
り
様
な
ど
と
密

接
に
結
び
つ
い
て
も
い
る
。
そ
の
関
係
性
を
読
み
解
く
の
も
、
言
説

論
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
閑そ
れ
は
さ
て
お
き

話
休
題
。
史
学
会
会
長
（
弘
末
氏
）
の
問
題
提
起
と
、
三
本
の

報
告
に
つ
い
て
摘
記
す
る
う
ち
に
、
い
ず
れ
も
境
界
的
な
存
在
の
歴

史
的
役
割
が
、
様
々
な
角
度
か
ら
問
わ
れ
、
歴
史
叙
述
に
載
せ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
力
づ
け
ら
れ
た
。
そ
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コ
メ
ン
ト
（
荒
野
）

の
こ
と
を
私
の
専
門
分
野
で
あ
る
近
世
日
本
の
国
際
関
係
史
、
も
し

く
は
国
際
関
係
論
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
と
、
従
来
の
、
国
家
主
権
・

勢
力
均
衡
・
国
際
法
の
三
つ
の
要
素
を
基
本
と
す
る
欧
米
型
の
国
際

関
係
論
、
あ
る
い
は
国
際
関
係
史
の
定
義
の
見
直
し
に
通
じ
る
と
私

は
受
け
止
め
た
い
。
現
代
の
国
際
関
係
論
に
お
い
て
も
、
従
来
そ
の

客
体
と
し
か
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
人
臣
」（
国
王
以
外
の
臣

下
、
国
民
）
を
国
際
関
係
の
主
要
な
ア
ク
タ
ーactor

と
す
る
傾
向

に
あ
る
と
さ
れ
る
（
百
瀬
宏
『
国
際
関
係
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
五
年
）。
各
地
の
国
境
地
帯
で
頻
発
し
て
い
る
国
境
紛
争
も
、

そ
の
地
域
の
住
民
の
主
体
性
を
認
め
、
交
渉
の
一
員
に
加
え
て
、
慎

重
に
利
害
調
整
を
す
る
こ
と
で
円
満
に
解
決
し
、
平
和
が
回
復
さ
れ

た
事
例
も
あ
る
。
西
洋
の
「
国
王
大
権
」
と
し
て
の
「
外
交
」、
そ

れ
と
軌
を
一
に
す
る
古
代
以
来
の
東
ア
ジ
ア
国
際
社
会
で
も
一
般
的

だ
っ
た
「
人
臣
に
外
交
な
し
」
と
い
う
言
説
は
、国
家
の
成
立
以
来
、

「
人
臣
」
が
、
国
際
関
係
に
お
い
て
も
「
国
王
」
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
だ

っ
た
こ
と
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ウ
ス
コ

ク
も
、
奴
隷
も
、
藩
士
以
外
の
対
馬
人
も
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し

て
私
た
ち
の
歴
史
叙
述
に
正
式
に
登
場
願
う
時
期
が
来
て
い
る
こ
と

を
痛
感
す
る
。

（
本
学
名
誉
教
授
）


