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【
注
意
事
項
】

　
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
は
「
ハ
ー
メ
ル
ン
」
で
掲
載
中
の
作
品
を
自
動
的
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
た
も
の
で

す
。

　
小
説
の
作
者
、「
ハ
ー
メ
ル
ン
」
の
運
営
者
に
無
断
で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
及
び
作
品
を
引
用
の
範
囲
を

超
え
る
形
で
転
載
・
改
変
・
再
配
布
・
販
売
す
る
こ
と
を
禁
じ
ま
す
。

　　【
あ
ら
す
じ
】

『
昔
の
政
治
は
恐
か
っ
た
?
　
政
治
学
の
古
典
で
す
。』

　
学
生
時
代
に
西
洋
史
か
政
治
史
の
講
座
で
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
が
見
つ
か
っ
た
の
で
、

　
新
訳
版
と
も
対
照
し
、
修
正
・
加
筆
し
た
う
え
で
投
稿
し
ま
す
。

　
当
時
と
今
の
、
変
わ
ら
ず
中
二
病
的
な
論
評
も
つ
い
て
い
ま
す
が
（
笑
）、

　
い
ま
勉
強
中
の
方
な
ど
の
参
考
に
な
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

　
今
と
な
っ
て
は
懐
か
し
い
、
学
生
時
代
の
思
い
出
に
…
…
。
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Ⅰ
　『
君
主
論
』
要
約

　　
１
　
君
主
国
の
種
類

　
国
々
は
君
主
国
と
共
和
国
に
分
か
れ
、

　
君
主
国
は
さ
ら
に
、
世
襲
君
主
国
と
新
興
君
主
国
に
分
か
れ
る
。

　
新
興
君
主
国
に
は
、
全
く
新
し
い
君
主
国
と
、

　
既
存
の
君
主
国
に
併
合
さ
れ
た
地
域
が
あ
る
。

　
新
興
君
主
国
に
は
、
元
君
主
国
か
元
共
和
国
か
、

　
獲
得
方
法
は
ど
う
だ
っ
た
か
な
ど
に
よ
る
区
分
も
あ
る
。

　　
２
　
世
襲
の
君
主
国

　
支
配
は
、
た
や
す
い
。
　
前
例
を
踏
襲
し
、
不
時
に
時
を
稼
げ
ば
よ
い
。

　
連
続
は
連
続
に
つ
な
が
り
、
変
革
は
変
革
を
呼
ぶ
。

　　
３
　
複
合
型
君
主
国

（
１
）　
一
般
に
、
併
合
し
た
地
域
を
治
め
る
の
は
難
し
い
。
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征
服
に
加
害
は
つ
き
も
の
だ
か
ら
、
恨
み
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　
歓
迎
し
た
も
の
も
、
必
ず
幻
滅
す
る
か
ら
扱
い
づ
ら
く
な
る
し
、

　
か
と
い
っ
て
む
げ
に
も
で
き
な
い
。

　
そ
れ
に
つ
け
て
も
住
民
の
支
持
は
必
要
だ
。

謀
反
む
ほ
ん

　
ま
た

は
、
い
っ
ぺ
ん
防
げ
ば
あ
と
楽
に
な
る
。

（
２
）　
言
語
風
習
が
同
じ
で
、

（
願
わ
く
ば
専
制
の
）
世
襲
君
主
国
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
ま
だ
よ
い
。

　
君
主
の
血
筋
を
根
絶
し
、
あ
と
同
じ
に
保
て
ば
よ
い
。

（
３
）　
言
語
風
習
が
違
う
と
大
変
だ
。

　
①
　
君
主
自
ら
出
向
い
て
治
め
る
か
、
移
民
兵
を
置
く
と
よ
い
。

　
自
分
が
住
め
ば
不
穏
な
動
き
も
す
ぐ
分
か
る
し
、
部
下
の
行
き
過
ぎ
も
防
げ
る
。

　
移
民
兵
な
ら
安
上
が
り
だ
し
、
被
害
を
受
け
る
者
は
少
な
く
、

　
い
て
も
追
い
出
さ
れ
て
貧
困
に
陥
る
し
、

免
ま
ぬ
が

　
被
害
を

れ
た
者
も
ほ
っ
と
す
る
や
ら
恐
い
や
ら
で
逆
ら
わ
な
い
。

　
②
　
強
い
外
部
勢
力
を
排
除
し
、
弱
い
国
々
を
従
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
弱
小
国
は
生
か
さ
ず
殺
さ
ず
、
つ
け
あ
が
ら
ぬ
よ
う
に
し
つ
つ
味
方
に
つ
け
、

　
強
い
ラ
イ
バ
ル
は
徹
底
的
に
叩
い
て
手
下
を
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
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そ
の
た
め
に
は
、
先
を
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

辞じ

　
先
読
み
の
結
果
必
要
と
あ
れ
ば
、
戦
争
も

し
て
は
な
ら
な
い
。

　　
４
　
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
没
後
の
ペ
ル
シ
ァ
で
、
反
乱
が
起
き
な
か
っ
た
理
由

　
ト
ル
コ
の
よ
う
な
専
制
君
主
国
家
は
、
ま
と
ま
っ
た
集
権
国
家
な
の
で
、

難か
た

易や
す

　
征
服
に

い
が
維
持
に

い
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
封
建
制
国
家
は
、
分
か
れ
た
分
権
制
国
家
な
の
で
、

　
征
服
に
易
い
が
維
持
に
難
い
。

　
ペ
ル
シ
ァ
は
、
前
者
だ
っ
た
。

　　
５
　
市
民
の
自
治
制
を
と
っ
て
い
た
、
被
占
領
地
の
治
め
か
た

　
君
主
の
支
配
下
に
あ
っ
た
都
市
や
地
方
な
ら
、

　
友
好
的
な
寡
頭
政
権
を
現
地
住
民
に
作
ら
せ
れ
ば
よ
い
が
、

　
自
由
な
暮
ら
し
を
し
て
き
た
共
和
制
都
市
な
ら
、

　
滅
ぼ
す
か
自
ら
治
め
る
し
か
な
い
。

　　
６
　
武
力
と
力
量
に
よ
る
新
君
主
国
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新
君
主
は
、
力
量
か
幸
運
に
よ
る
。

　
ど
ち
ら
か
だ
け
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、

　
力
量
に
よ
っ
た
ほ
う
が
、
苦
労
は
し
て
も
あ
と
安
泰
で
あ
る
。

　
新
秩
序
を
つ
く
る
際
に
は
、
旧
秩
序
の
受
益
者
が
敵
に
回
る
し
、

　
新
秩
序
の
支
持
者
も
、
畏
怖
心
と
猜
疑
心
を
も
つ
か
ら
、
難
し
い
。

　
や
は
り
他
力
本
願
は
駄
目
で
、

　
自
分
の
力
量
で
人
々
を
従
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　　
７
　
他
人
の
武
力
、
ま
た
は
幸
運
に
よ
る
新
君
主
国

　
他
人
の
力
や
幸
運
は
、
変
化
し
や
す
く
、
あ
て
に
な
ら
な
い
。

　
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
（
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
公
）
は
、

　
運
悪
く
失
敗
し
た
が
、
力
量
で
は
素
晴
ら
し
い
人
だ
っ
た
。

　　
８
　
非
道
に
よ
る
君
主

　
成
り
上
が
り
に
は
、
幸
運
や
力
量
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
に
、

　
非
道
に
よ
る
場
合
と
市
民
の
支
持
に
よ
る
場
合
が
あ
る
。

　
陰
謀
や
虐
殺
と
い
う
非
道
は
力
量
と
呼
べ
な
い
が
、
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そ
れ
で
も
そ
の
後
、
安
泰
だ
っ
た
例
は
あ
る
。

　
そ
の
理
由
と
は
、
必
要
な
非
道
を
決
然
と
行
っ
た
後
は
、

　
そ
れ
を
蒸
し
返
さ
ず
、
臣
下
の
利
益
も
図
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
加
害
行
為
は
一
気
に
行
い
、
恩
恵
は
小
出
し
に
与
え
る
べ
き
だ
。

　
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
油
断
は
禁
物
で
あ
る
。

　　
９
　
市
民
の
支
持
に
よ
る
君
主

　
貴
族
の
支
持
に
よ
る
と
き
と
、
民
衆
の
支
持
に
よ
る
と
き
が
あ
る
。

　
貴
族
は
高
慢
な
の
で
扱
い
づ
ら
い
し
、
少
数
な
の
で
恐
れ
る
に
足
り
な
い
が
、

　
民
衆
は
穏
当
な
の
で
扱
い
や
す
い
し
、
多
数
な
の
で
敵
に
回
す
と
恐
い
。

　
ど
ち
ら
の
支
持
で
立
っ
た
に
し
て
も
、

　
大
事
な
こ
と
は
、
民
衆
を
味
方
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　　
１
０
　
国
力

　
十
分
な
軍
隊
を
持
て
な
い
君
主
は
、
城
市
の
守
り
を
固
め
、

　
民
衆
の
支
持
だ
け
を
つ
か
ん
で
い
れ
ば
よ
い
。

　
そ
の
よ
う
な
民
衆
は
、
攻
め
ら
れ
て
も
士
気
が
高
い
し
、
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醒
め
た
時
に
は
、
あ
と
へ
引
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　　
１
１
　
教
会
君
主
国

　
力
量
か
幸
運
で
手
に
入
れ
て
し
ま
え
ば
、

　
あ
と
は
信
仰
と
伝
統
が
あ
る
の
で
安
泰
。

　
た
だ
し
ロ
ー
マ
教
皇
は
、
武
力
に
よ
っ
て
今
の
世
俗
的
繁
栄
を
得
た
。

　
願
わ
く
ば
今
後
は
徳
性
に
よ
り
、
栄
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　　
１
２
　
武
力
の
種
類
、
な
か
で
も
傭
兵
軍

　
武
力
に
は
、
自
国
軍
、
傭
兵
軍
、
外
国
の
援
軍
、
混
成
群
が
あ
る
。

　
傭
兵
軍
は
、
あ
て
に
な
ら
な
い
。

　
し
ょ
せ
ん
は
金
目
当
て
な
の
で
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
逃
げ
や
す
く
、

　
勝
て
ば
さ
ら
な
る
欲
の
た
め
、
勝
手
に
暴
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
や
っ
ぱ
り
自
国
軍
が
よ
い
。

　
イ
タ
リ
ア
は
、
傭
兵
に
頼
っ
た
せ
い
で
没
落
し
た
。

　　
１
３
　
外
国
支
援
軍
、
混
成
群
、
自
国
軍
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外
国
か
ら
の
援
軍
は
、
な
お
た
ち
が
悪
い
。

　
勝
っ
た
ら
、
次
は
自
分
が
や
ら
れ
る
。

　
や
は
り
、
自
国
軍
が
よ
い
。

　
混
成
群
は
、
中
ぐ
ら
い
に
悪
い
。

　　
１
４
　
軍
隊
に
関
す
る
君
主
の
任
務

　
君
主
の
唯
一
の
任
務
は
、
軍
備
で
あ
る
。

　
軍
備
に
よ
っ
て
、
国
は
建
て
ら
れ
、
保
た
れ
る
。

　
実
地
や
思
考
の
訓
練
も
、
大
事
で
あ
る
。

　　
１
５
　
君
主
が
賞
賛
、
ま
た
は
非
難
さ
れ
る
原
因

　
事
実
を
離
れ
て
当
為
を
論
ず
る
君
主
は
、
破
滅
す
る
。

　
身
を
守
る
た
め
、
地
位
に
関
わ
る
汚
名
は
避
け
る
べ
き
だ
が
、

　
必
要
な
時
は
、
そ
れ
も
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

鷹
揚
お
う
よ
う

吝
嗇

り
ん
し
ょ
く

　
１
６
　

さ
と

　
君
主
は
、
け
ち
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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蔑
さ
げ
す

　
鷹
揚
に
し
て
い
て
み
、
自
分
の
も
の
を
失
っ
て

ま
れ
る
か
、

　
他
人
の
も
の
ま
で
取
り
上
げ
て
恨
み
を
買
い
、
民
衆
の
支
持
を
失
う
だ
け
だ
。

　
け
ち
だ
と
言
わ
れ
て
も
、
国
が
豊
か
で
強
く
な
れ
ば
、

自お
の

ず
と
評
判
は
高
ま
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
か
ら
君
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
は
、

　
鷹
揚
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
軍
隊
が
他
国
で
略
奪
で
き
る
と
き
は
、
大
い
に
鷹
揚
に
す
べ
き
だ
。

　　
１
７
　
冷
酷
さ
と
憐
れ
み
ぶ
か
さ
、
恐
れ
ら
れ
る
こ
と
と
愛
さ
れ
る
こ
と

　
君
主
は
、
憐
れ
み
ぶ
か
い
と
評
さ
れ
る
ほ
う
が
良
い
が
、

　
新
君
主
な
ど
は
特
に
、
必
要
と
あ
れ
ば
冷
酷
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
冷
酷
さ
が
国
を
守
り
、
憐
れ
み
が
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
も
あ
る
。

　
ま
た
君
主
に
と
っ
て
は
、
愛
さ
れ
る
よ
り
恐
れ
ら
れ
る
ほ
う
が
安
全
だ
。

　
人
間
な
ん
て
、
自
分
勝
手
な
も
の
だ
か
ら
だ
。

　
た
だ
し
、
理
由
も
な
し
に
国
民
の
財
産
な
ど
を
奪
っ
た
り
し
て
、

　
恨
み
を
買
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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１
８
　
君
主
と
信
義

　
君
主
は
、
不
信
義
も
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
君
主
は
、
人
間
の
法
と
野
獣
の
力
を
使
い
分
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
人
間
自
体
が
、
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
だ
。

　
た
だ
、
信
義
深
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
大
多
数
の
者
に
そ
う
思
わ
せ
れ
ば
よ
く
、

　
あ
と
は
ひ
た
す
ら
手
段
を
選
ば
ず
、
国
を
維
持
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
。

　　
１
９
　
軽
蔑
と
憎
悪
を
避
け
る
法

　
多
数
人
の
名
誉
や
財
産
を
奪
わ
な
い
。
　
弱
み
を
見
せ
な
い
。

　
民
衆
の
支
持
が
あ
れ
ば
、
内
憂
も
外
患
も
恐
く
な
い
だ
ろ
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
民
衆
も
貴
族
も
ひ
い
き
し
な
い
よ
う
、

　
高
等
法
院
の
よ
う
な
裁
定
役
を
他
に
作
る
の
も
よ
い
。

　
昔
の
ロ
ー
マ
は
強
欲
な
軍
隊
が
あ
っ
た
た
め
、

　
皇
帝
達
は
善
良
で
も
消
さ
れ
、
残
酷
で
も
そ
れ
ゆ
え
に

　
非
業
の
死
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
今
で
は
、
ト
ル
コ
・
エ
ジ
プ
ト
以
外
は
ど
こ
で
も
、

9



　
軍
隊
よ
り
民
衆
の
力
が
大
き
い
の
で
、
そ
う
い
う
難
し
さ
は
な
い
。

　　
２
０
　
城
塞
そ
の
他
の
有
益
性

　
一
般
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。

　
新
し
く
建
て
た
国
は
、
武
装
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
併
合
し
た
地
域
は
、
武
装
を
解
く
べ
き
で
あ
る
。

　
自
分
の
国
を
分
裂
さ
せ
て
治
め
る
と
、
外
敵
に
や
ら
れ
る
の
で
よ
く
な
い
。

　
新
君
主
は
、
進
ん
で
敵
を
作
り
、
倒
し
て
で
も
、

　
勢
力
を
拡
大
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
。

　
新
体
制
に
疑
い
を
持
つ
者
達
は
懐
柔
し
、

　
旧
体
制
を
裏
切
っ
た
者
達
は
信
じ
る
な
。

　
城
を
作
る
の
も
よ
い
が
、
民
衆
が
外
敵
に
つ
け
ば
役
立
た
な
い
の
で
、

　
そ
れ
よ
り
民
衆
を
味
方
に
つ
け
る
べ
き
だ
。

　　
２
１
　
尊
敬
さ
れ
る
法

（
１
）　
大
事
業
（
戦
争
）
を
行
い
、
優
れ
た
手
腕
を
示
す
。

（
２
）　
他
者
が
争
っ
て
い
る
と
き
は
、
敵
味
方
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
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当
事
国
が
強
け
れ
ば
、
勝
者
の
感
謝
を
得
て
、
敗
者
の
恨
み
を
は
ね
返
せ
る
。

　
当
事
国
が
弱
け
れ
ば
、
勝
者
を
従
わ
せ
、
敗
者
を
滅
ぼ
せ
る
。

　
自
分
よ
り
強
い
相
手
と
は
組
ま
な
い
方
が
よ
い
が
、
や
む
を
得
ぬ
場
合
も
あ
る
。

（
３
）　
君
主
の
威
厳
を
保
ち
つ
つ
、
功
労
者
を
顕
彰
し
、
市
民
を
鼓
舞
し
、

　
様
々
な
集
団
に
配
慮
し
、
会
合
を
持
っ
て
人
間
味
と
広
い
度
量
を
示
す
と
よ
い
。

　　
２
２
　
君
主
の
側
近
た
る
秘
書
官

　
君
主
は
、
自
分
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
も
、

　
他
人
が
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
見
分
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
側
近
を
見
分
け
、
自
分
で
な
く
君
主
を
思
う
人
物
を
、

　
分
を
わ
き
ま
え
さ
せ
た
う
え
で
、
と
り
た
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

追
従

つ
い
し
ょ
う

　
２
３
　

者
を
避
け
る
法

騙だ
ま

　
追
従
者
に

さ
れ
た
り
、

　
臣
下
か
ら
甘
く
見
ら
れ
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
に
は
、

　
選
ば
れ
た
賢
者
だ
け
に
、
こ
ち
ら
か
ら
尋
ね
た
時
に
だ
け
、

　
自
由
に
意
見
を
言
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
、
側
近
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
君
主
自
身
が
判
断
し
、

　
決
め
た
ら
そ
れ
を
守
り
通
す
べ
き
で
あ
る
。

　　
２
４
　
イ
タ
リ
ア
君
主
達
の
失
地
の
理
由

　
新
君
主
が
国
を
栄
え
さ
せ
る
の
は
、
二
重
の
栄
光
。

　
世
襲
君
主
が
国
を
失
う
の
は
、
二
重
の
不
面
目
。

　
イ
タ
リ
ア
の
君
主
達
は
民
衆
か
貴
族
の
支
持
を
失
い
、

　
自
国
軍
も
な
か
っ
た
た
め
、
国
を
失
っ
た
。

　
そ
れ
は
幸
運
に
頼
り
、
力
量
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　　
２
５
　
運
命
に
つ
い
て

　
運
命
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
が
、

　
君
主
の
成
功
不
成
功
は
、
そ
れ
だ
け
に
は
か
か
ら
な
い
。

　
運
命
の
変
化
に
応
じ
て
や
り
方
を
変
え
、

　
運
命
を
力
量
で
切
り
開
い
て
い
く
君
主
は
、
成
功
し
や
す
い
。

　　
２
６
　
イ
タ
リ
ア
を
外
敵
か
ら
解
放
す
る
た
め
の
す
す
め
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イ
タ
リ
ア
は
今
ひ
ど
い
状
態
に
あ
り
、

　
そ
こ
か
ら
救
い
出
し
て
く
れ
る
君
主
を
必
要
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
君
主
は
、
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
し
か
い
な
い
。

　
常
備
軍
さ
え
整
え
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
は
統
一
で
き
る
。
　

　
頑
張
れ
、
メ
デ
ィ
チ
!
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Ⅱ
　『
君
主
論
』
感
想

　　
１
　
昔
の
感
想

「
君
主
論
」
は
、

「
君
主
に
は
手
段
を
選
べ
ぬ
時
も
あ
る
」
と
い
う
内
容
で
知
ら
れ
る
が
、

　
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
人
間
中
心
主
義
を
あ
ら
わ
す
著
作
と
し
て
も
必
ず
挙
げ
ら
れ
る
。

　
人
間
性
と
は
何
だ
ろ
う
か
?

　
人
間
の
欲
求
は
、
他
の
動
物
よ
り
質
的
に
も
量
的
に
も
無
制
限
的
で
あ
り
、

　
そ
れ
こ
そ
が
人
間
性
の
本
質
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
善
な
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
悪
な
る
も
の
も
含
ん
で
お
り
、

　
人
間
の
歴
史
は
、
善
悪
両
面
に
お
け
る
発
達
史
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
神
と
悪
魔
が
ど
ち
ら
も
、
人
間
が
も
つ
二
側
面
の
象
徴
だ
と
す
れ
ば
、

　
現
代
こ
そ
は
ま
さ
に
、
人
々
の
心
の
中
で
最
大
の
、

　
も
し
か
し
た
ら
最
後
の
戦
い
を
行
う
、

　
黙
示
録
の
時
代
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
現
在
の
筆
者
注
：
今
と
変
わ
ら
ぬ
中
二
病
で
す
が
﹇
笑
﹈、
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当
時
は
今
よ
り
核
戦
争
が
心
配
な
、
冷
戦
時
代
末
期
で
し
た
）

　
こ
の
よ
う
な
時
代
に
は
な
お
の
こ
と
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
が
行
っ
た
、

　
彼
自
身
の
こ
と
も
含
め
た
人
間
性
暴
露
の
鋭
さ
が
実
感
さ
れ
る
。

　
し
か
し
「
君
主
論
」
は
、
歴
史
上
の
事
実
を
書
い
た
歴
史
学
書
で
も
あ
る
。

　
歴
史
学
と
は
何
か
。
　「
君
主
論
」
は
そ
こ
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

　
第
一
に
、
歴
史
学
は
物
語
や
宗
教
で
は
な
く
科
学
な
の
で
、

　
あ
く
ま
で
も
事
実
を
基
礎
と
す
る
。

　
マ
キ
ャ
ベ
リ
が
神
そ
の
他
の
、

　
事
実
以
外
の
も
の
を
持
ち
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
優
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
歴
史
学
は
事
実
の
一
般
化
を
行
い
、

　
法
則
性
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
。

「
君
主
論
」
は
こ
の
点
で
も
ま
こ
と
に
実
用
的
な
、

　
歴
史
の
教
訓
の
宝
庫
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
歴
史
学
は
「
ど
う
す
べ
き
か
」
と
い
う
意
思
決
定
で
は
な
く
、

「
ど
う
な
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
事
実
認
識
を
行
う
学
問
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
無
数
の
事
実
か
ら
、
あ
る
価
値
観
で
重
要
な
事
実
を
選
ば
ね
ば
、

　
単
な
る
古
記
録
収
集
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
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し
か
し
重
心
は
、
あ
く
ま
で
も
事
実
に
あ
る
。

歪ゆ
が

　
価
値
が
事
実
を

め
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
歴
史
小
説
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
価
値
に
反
す
る
事
実
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
宣
伝
文
書
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
人
々
が
歴
史
学
に
求
め
る
も
の
は
、
他
人
の
判
断
で
な
く
、

　
自
分
で
判
断
す
る
た
め
の
材
料
と
な
る
事
実
で
あ
ろ
う
。

勝ま
さ

　
価
値
が
事
実
に

っ
た
の
で
は
信
用
さ
れ
な
い
し
、

　
事
実
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
選
ん
だ
価
値
も
信
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
歴
史
学
で
は
や
は
り
、
事
実
が
勝
負
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
政
治
家
と
歴
史
家
の
兼
業
も
あ
り
う
る
。

　
知
識
提
供
を
食
材
販
売
、
政
治
活
動
を
調
理
と
す
れ
ば
、

　
名
コ
ッ
ク
は
良
い
食
材
を
選
ぶ
こ
と
も
上
手
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
調
理
は
自
分
で
し
た
い
と
い
う
、

　
意
見
を
も
っ
た
人
々
の
気
持
ち
も
尊
重
し
た
い
。

　
第
三
の
基
準
か
ら
す
る
と
、「
君
主
論
」
は
政
治
的
文
書
で
あ
り
、

　
純
粋
な
歴
史
学
書
で
は
な
い
。
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マ
キ
ャ
ベ
リ
は
、
活
き
の
よ
い
素
材
を
、

　
目
の
前
で
調
理
し
て
出
し
て
見
せ
た
。

　
ま
た
、
手
段
を
選
ば
ぬ
君
主
に
よ
る
統
治
と
い
う
価
値
判
断
に
は
、

　
ゲ
テ
モ
ノ
料
理
の
観
も
あ
る
。

　
そ
の
材
料
と
な
っ
た
人
間
性
の
数
々
に
は
、

　
と
て
も
好
ま
し
い
と
言
え
な
い
も
の
も
多
い
。

　
だ
が
そ
の
料
理
に
は
、
現
実
的
手
段
に
よ
る
国
家
統
一
と
い
う
、

　
大
事
な
栄
養
素
も
含
ま
れ
て
い
た
。

　
ま
た
人
間
性
が
悪
を
も
含
ん
で
い
る
以
上
、

　
そ
の
材
料
は
他
の
料
理
に
も
不
可
欠
な
素
材
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
し
て
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
料
理
が
、

　
後
に
実
際
の
イ
タ
リ
ア
統
一
と
い
う
形
で
食
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

　
少
な
く
と
も
即
効
性
の
猛
毒
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
し
、

　
そ
の
食
材
は
以
後
も
各
国
で
同
様
の
料
理
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
歴
史
学
の
成
果
は
、
未
来
へ
の
貢
献
に
よ
り
判
断
さ
れ
、

　
ま
さ
に
歴
史
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
が
、

　
そ
れ
は
一
方
で
「
食
べ
て
み
な
け
り
ゃ
わ
か
ら
な
い
」
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と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

「
君
主
論
」
を
ど
う
評
価
す
る
に
せ
よ
、
最
終
的
な
当
否
の
判
定
は
、

　
今
後
我
々
が
い
か
な
る
社
会
を
築
い
て
ゆ
け
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
歴
史
学
の
成
果
が
必
ず
や
人
類
の
自
己
制
御
に
役
立
ち
、

　
そ
の
永
き
反
映
と
幸
福
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
願
い
た
い
。

　　
２
　
今
の
感
想

『
君
主
論
』
は
戦
乱
時
代
の
本
な
の
で
、
恐
い
記
述
も
あ
り
ま
す
が
、

　
近
代
的
か
つ
現
実
主
義
的
な
政
治
理
論
を
初
め
て
記
し
た
、
名
著
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
権
力
と
正
当
性
（
強
制
力
と
支
持
）
は
政
治
の
両
輪
』
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

力
量

ヴ
ィ
ル
ト
ゥ

　
マ
キ
ャ
ベ
リ
は
こ
れ
ら
を

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

力
量

ヴ
ィ
ル
ト
ゥ

　
こ
の

と
は
人
々
を
動
か
す
統
治
技
術
、
あ
る
い
は
統
治
技
術
の
活
用
政
策
と
、

　
人
々
か
ら
支
持
を
得
る
統
治
政
策
の
内
容
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

運

命

フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ

　
一
方
、
彼
が
言
う

と
は
、
統
治
の
成
否
に
影
響
す
る
、

　
技
術
や
政
策
で
も
制
御
し
き
れ
な
い
自
然
・
社
会
環
境
を
指
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
こ
の
本
は
、
イ
タ
リ
ア
の
国
家
統
一
を
、

　
そ
の
政
治
理
論
に
よ
り
解
決
す
べ
き
主
題
と
し
て
あ
げ
て
い
ま
す
。
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確
か
に
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
半
島
国
家
は
、
独
自
文
化
を
持
ち
う
る
反
面
、

　
常
に
大
陸
か
ら
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
、
時
に
は
対
岸
と
の
板
挟
み
に
も
あ
っ
て
、

連
続
的
変
化

グ

ラ

デ
ー

シ
ョ

ン

　
政
治
的
な

が
つ
い
て
し
ま
う
た
め
、

　
国
家
統
一
が
比
較
的
に
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
も
っ
と
も
そ
の
分
、
半
島
に
は
大
き
な
国
家
に
頼
ら
ぬ
独
立
の
気
風
も
あ
り
、

　
こ
の
本
に
も
あ
る
よ
う
に
、
個
人
が
優
秀
な
才
能
を
発
揮
し
た
り
、

　
地
域
に
活
力
が
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
長
所
が
み
ら
れ
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
体
が
巨
大
な
半
島
と
み
る
こ
と
が
で
き
、

　
そ
の
地
域
間
競
争
の
活
力
が
近
代
文
明
の
発
展
を
可
能
に
し
た
と
い
う
、

　
有
力
な
説
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
当
時
か
ら
現
在
ま
で
に
、
科
学
・
技
術
が
発
達
し
、

　
経
済
・
社
会
活
動
ひ
い
て
は
制
度
・
政
策
は
変
化
し
て
き
ま
し
た
。

　
特
に
工
業
時
代
に
お
い
て
は
、
イ
タ
リ
ア
を
含
む
多
く
の
大
国
で
、

　
国
民
国
家
の
設
立
や
民
主
化
が
達
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
農
耕
〜
工
業
時
代
に
は
灌
漑
や
、
こ
の
本
で
も
多
く
書
か
れ
た
軍
事
な
ど
、

　
富
の
安
全
を
含
む
生
産
に
関
わ
る
、
技
術
的
政
策
が
主
な
政
策
で
し
た
が
、

　
工
業
〜
情
報
時
代
に
か
け
て
は
、
産
業
立
国
や
福
祉
国
家
の
よ
う
に
、
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富
の
再
投
資
を
含
む
分
配
に
関
わ
る
、
経
済
・
社
会
政
策
も
発
達
し
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
私
達
は
ま
だ
、
様
々
な
国
家
間
の
紛
争
や
、

　
資
源
・
環
境
問
題
、
不
況
、
貧
困
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
加
え
て
私
達
は
、
少
子
高
齢
化
な
ど
に
よ
る
経
年
・
経
代
的
な
健
康
水
準
の
低
下
や
、

　
社
会
の
複
雑
化
に
よ
る
教
育
難
度
の
上
昇
と
い
っ
た
問
題
に
も
直
面
し
て
い
ま
す
。

　
情
報
時
代
〜
Ａ
Ｉ
時
代
に
は
、
産
業
の
変
化
に
応
じ
た
人
材
育
成
や
、

　
介
護
・
疾
病
予
防
、
教
育
困
難
の
解
消
の
よ
う
に
、

　
富
を
作
っ
て
分
け
る
人
間
自
身
の
向
上
に
関
わ
る
、

　
人
的
資
源
政
策
も
可
能
、
か
つ
必
要
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
実
は
昔
か
ら
、
文
明
が
発
達
す
る
と
人
間
は
衰
え
る
と
い
う

逆

説

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

『
文
明
の

』（
立
花
隆
）
は
存
在
し
、

　
そ
れ
は
災
害
や
疫
病
、
そ
し
て
こ
の
本
に
も
書
か
れ
た
戦
争
な
ど
の

　
淘
汰
に
よ
っ
て
〝
解
決
〞
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

費
用
コ
ス
ト

危
険
リ
ス
ク

　
し
か
し
今
で
は
犠
牲
や

、

が
大
き
す
ぎ
、
何
よ
り
も
非
人
道
的
で
す
。

　
人
間
の
理
想
や
欲
望
は
、
そ
う
し
た
〝
無
駄
〞
を
許
せ
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　
富
の
生
産
と
分
配
に
加
え
、
人
間
自
身
の
維
持
・
向
上
を
可
能
に
す
る
、

　
新
た
な
技
術
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
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人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
を
中
心
と
し
た
知
能
ロ
ボ
ッ
ト
、

　
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
処
理
、
新
素
材
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

生
物
工
学

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

生
体
工
学

バ
イ
オ
ニ
ク
ス

／

、
先
進
医
療
・
教
育
な
ど
の
、

　
次
世
代
技
術
で
す
。

　
そ
れ
は
人
体
な
ど
自
然
物
と
、
機
械
な
ど
人
工
物
の
間
の

　
障
壁
を
取
り
除
い
て
双
方
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
、

　
体
内
環
境
を
含
む
自
然
・
社
会
環
境
に
優
し
い
技
術
で
あ
り
、

　
持
続
可
能
技
術
、
環
境
親
和
技
術
と
も
い
う
べ
き
技
術
で
す
。

　
技
術
が
進
め
ば
、
経
済
・
社
会
活
動
は
拡
大
・
複
雑
・
加
速
化
す
る
の
で
、

　
制
度
・
政
策
も
ま
た
、
必
要
と
あ
れ
ば
大
勢
が
動
く
が
衆
知
も
活
か
せ
る
よ
う
、

全
球
統
治

グ
ロ
ー
バ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス

　
国
際
化
・

な
ど
巨
大
化
と
共
に
、

　
民
主
化
・
自
由
化
・
地
方
分
権
な
ど
分
権
化
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
そ
れ
が
今
後
も
進
ん
で
ゆ
け
ば
、
世
界
規
模
の
平
和
と
共
生
が
可
能
と
な
り
、

　
活
力
あ
る
半
島
も
、
ま
と
ま
り
の
よ
い
島
国
も
、
規
模
の
利
益
が
あ
る
大
陸
も
、

　
各
自
の
短
所
を
補
い
合
い
つ
つ
、
長
所
を
活
か
し
て
建
設
的
に
競
争
し
、

　
共
に
発
展
し
て
ゆ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　
Ａ
Ｉ
な
ど
の
次
世
代
技
術
と
、
そ
れ
を
活
用
す
る
人
間
的
政
策
に
よ
り
、
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マ
キ
ャ
ベ
リ
が
正
し
く
描
い
た
人
間
性
の
、
負
の
側
面
を
抑
え
つ
つ
、

　
正
の
側
面
を
発
揮
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、

　
文
明
の
持
続
可
能
性
が
実
現
で
き
る
よ
う
期
待
し
ま
す
。

　
あ
あ
っ
、
す
み
ま
せ
ん
!
　
私
も
努
力
し
ま
す
の
で
…
…
。

（
　
→
　
も
は
や
中
高
年
と
な
り
、
健
康
診
断
で
要
指
導
の
中
二
病
オ
タ
ク
﹇
苦
笑
﹈）
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