
渡
辺
澄
夫
著

『
源
平
の
雄
　
緒
方
三
郎
惟
栄
』

は
じ
め
に

『
歴
史
家
は
文
学
者
に
も
お
と
ら
ぬ
文
章
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
中
略
)
何
故
な
ら
歴
史
と
は
「
人
間
を
措
く
」
行
為
だ
か
ら
だ
。
人

間
を
措
く
こ
と
に
お
い
て
魅
力
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
魅

力
と
は
説
得
力
の
こ
と
で
あ
る
㌔
文
芸
評
論
家
亀
井
勝
一
郎
は
、
か
っ

て
こ
の
よ
う
に
歴
史
家
の
条
件
を
の
べ
、
歴
史
に
お
け
る
柔
軟
な
思
考

と
、
歴
史
上
の
人
物
と
、
「
遊
近
」
で
き
る
人
物
描
写
を
求
め
た
こ
と

(
1
)

が
あ
る
。

そ
の
後
、
亀
井
勝
一
郎
の
提
言
を
め
ぐ
っ
て
、
歴
史
学
に
お
け
る
叙

述
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
論
争
(
昭
和
史
論
争
)
や
、
歴
史
教
育
に
お

け
る
内
容
論
と
し
て
の
、
人
物
学
習
の
在
り
方
が
論
議
さ
れ
た
。
そ
の

西
別
府
　
　
元

日

お

　

つ

ぷ

過
程
で
、
安
易
な
人
物
学
習
が
、
人
間
の
個
性
を
圧
し
漬
し
、
あ
る
価

値
観
を
う
え
つ
け
る
危
険
が
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
総
合
的
・
歴
史
的
存
在
と
し
て
の

人
物
を
、
い
か
に
説
得
力
を
も
ち
な
が
ら
、
時
代
の
全
的
状
況
と
あ
わ

せ
て
措
き
き
る
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
常
に
試
練
の
場
に
立
た
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
困
杜
な
作
業
の
前
に
立
た
さ
れ
た
と
き
」
人
物
伝
の
あ

る
べ
き
方
向
を
さ
し
し
め
し
、
研
究
方
法
や
叙
述
・
実
証
法
な
ど
の
面

で
も
っ
と
も
参
考
に
な
る
の
は
、
本
会
会
長
で
あ
る
渡
辺
澄
夫
先
生
が

一
九
八
一
年
(
昭
和
五
六
)
に
刊
行
さ
れ
た
『
源
平
の
雄
　
緒
方
三
郎
惟

栄
』
　
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
書
物
は
、
出
版
元
の
事
情
な
ど
に
よ
り
、

長
年
品
切
れ
の
状
態
が
つ
づ
き
、
そ
の
再
版
を
も
と
め
る
声
が
あ
が
っ



て
い
た
。
今
回
、
こ
の
よ
う
な
熱
望
の
声
に
こ
た
え
ら
れ
、
で
き
る
だ
.

け
旧
版
の
ま
ま
と
い
う
前
提
な
が
ら
も
、
こ
の
一
〇
年
の
大
分
県
の
歴

史
研
究
の
成
果
を
お
り
こ
ま
れ
な
が
ら
、
増
補
新
訂
版
が
刊
行
さ
れ
た

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
う
れ
し
い
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。

こ
の
増
補
新
訂
版
『
緒
方
三
郎
惟
栄
L
　
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤

(
2
)

蒲
洋
先
生
が
全
体
的
な
紹
介
を
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
ひ
ご
ろ
渡
辺

先
生
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
学
恩
を
う
け
て
い
る
が
、
今
回
は
、
こ
の

r
緒
方
三
郎
惟
栄
』
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
わ
せ
て
今
後
の
筆

者
自
身
の
研
究
の
方
向
を
さ
ぐ
る
桟
会
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

①
「
現
代
歴
史
家
へ
の
提
言
」
　
(
「
文
芸
春
秋
L
第
三
四
巻
三
号
一
九
五
六

年
三
月
)

②
大
分
合
同
新
開
一
九
九
〇
年
五
月
一
〇
日
付
夕
刊

一
、
本
書
の
構
成
と
概
要

本
吉
は
、
一
五
の
章
と
付
録
「
大
神
系
図
」
(
筑
後
山
門
郡
太
田
吉
蔵
本
)

か
ら
構
成
さ
れ
る
。
以
下
各
章
毎
に
概
要
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

「
一
緒
方
荘
」
は
、
惟
栄
の
政
治
的
・
経
済
的
基
盤
で
あ
る
緒
方
荘

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
緒
方
荘
は
、
宇
佐
富
領
の
い
わ
ゆ
る
一
〇
郷

三
箇
荘
に
属
す
る
が
、
こ
の
封
郷
か
ら
荘
園
へ
の
変
質
を
わ
か
り
や
す

く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
緒
方
荘
の
名
、
そ
の
支
配
機
構
な
ど
に
ふ

れ
な
が
ら
、
緒
方
惟
栄
が
名
主
の
中
の
有
力
者
で
、
そ
の
武
力
の
背
景

に
大
野
・
直
入
の
狩
猟
を
生
業
と
す
る
人
々
の
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
全
体
に
安
当
な
説
明
と
考
え
る
が
、
緒
方
惟
栄
を

名
主
と
さ
れ
、
そ
の
前
提
の
上
に
荘
司
へ
の
任
命
を
考
え
て
お
ら
れ
る

点
に
、
少
し
疑
問
が
残
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ
る
。

「
二
姥
山
獄
伝
説
」
　
で
は
、
『
平
家
物
語
』
　
『
源
平
盛
衰
記
』
　
に
み
え
る

豊
後
片
山
盟
の
娘
と
祖
母
山
獄
大
明
神
と
の
婚
姻
説
話
を
紹
介
さ
れ
な
が

ら
、
諸
家
の
豊
後
大
神
系
図
な
ど
で
は
こ
の
婚
姻
説
話
を
前
提
に
、
母

の
出
自
を
歴
史
上
の
人
物
に
む
す
び
つ
け
る
傾
向
が
う
ま
れ
、
そ
れ
は

江
戸
時
代
の
　
『
大
友
興
廃
記
』
　
な
ど
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

「
三
出
自
」
で
は
、
大
神
是
基
の
父
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
①
大
神

良
臣
の
子
庶
幾
を
惟
基
の
父
に
想
l
疋
す
る
立
場
(
盛
後
国
志
』
な
ど
)
②

宇
佐
氏
と
宇
佐
宮
の
大
富
司
を
あ
ら
そ
っ
て
敗
れ
た
大
神
氏
が
、
言
外

に
出
て
土
着
し
た
と
す
る
立
場
③
三
輪
高
富
系
図
に
み
え
る
庶
幾
と
そ

の
子
諸
任
の
そ
れ
ぞ
れ
「
是
豊
後
大
神
朝
臣
の
祖
」
「
大
弥
太
」
と
い

う
注
記
な
ど
に
注
目
し
、
庶
幾
を
父
と
す
る
立
場
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
③
の
説
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が
有
力
な
こ
と
、
姥
山
獄
伝
説
は
大
三
輪
伝
説
を
改
変
し
た
民
衆
支
配
の

精
神
的
支
柱
と
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
四
一
族
発
展
」
で
は
、
善
本
の
系
図
と
さ
れ
る
筑
後
太
田
書
蔵
蔵

本
「
大
神
系
図
」
　
(
巻
末
付
録
)
を
も
と
に
、
是
基
の
子
で
あ
る
三
田
井

高
知
保
・
阿
南
惟
季
・
植
田
季
定
・
大
野
基
平
と
そ
れ
ぞ
れ
の
子
孫
に

つ
い
て
略
述
さ
れ
、
つ
い
で
惟
栄
ら
の
祖
・
惟
盛
の
本
姓
を
、
臼
杵
姓

と
す
べ
き
こ
と
、
こ
の
臼
杵
氏
と
臼
杵
石
仏
と
は
深
い
関
係
が
あ
っ
た

と
想
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
緒
方
惟
栄
と
、

日
田
大
蔵
氏
と
の
姻
戚
関
係
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
惟
栄
の

強
勢
は
歴
史
的
事
実
と
い
え
る
こ
と
。
さ
ら
に
豊
後
大
神
一
族
は
二
一

世
紀
ご
ろ
か
ら
豊
後
の
中
南
部
に
土
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
る
。

「
五
惟
栄
挙
兵
」
で
は
、
養
和
元
年
(
一
一
八
二
の
惟
栄
の
挙
兵
の

原
因
と
、
そ
の
背
景
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
　
に
よ
れ
ば
、

惟
栄
の
挙
兵
は
知
行
国
主
藤
原
頼
柿
の
指
令
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
・
る

が
、
実
際
は
平
家
・
宇
佐
富
に
よ
る
大
事
府
・
国
街
の
掌
握
と
、
緒
方

惟
栄
ら
の
領
主
的
発
展
の
方
向
と
の
対
立
が
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
旧
版
で
は
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、

豊
後
国
街
と
惟
栄
ら
豊
後
大
神
一
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
補
説
さ
れ
、

六
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惟
栄
ら
の
挙
兵
が
、
平
家
一
門
な
い
し
は
こ
れ
に
与
同
す
る
勢
力
を
豊

後
国
街
か
ら
一
掃
す
る
戦
い
で
あ
り
、
頼
楯
勢
力
の
排
除
で
は
な
い
こ

と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
、
惟
栄
ら
と
東
城
と
の
和

解
・
連
携
の
う
え
に
、
大
神
一
族
の
活
躍
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

「
六
鼻
豊
後
」
で
は
、
惟
栄
ら
と
連
携
し
た
知
行
国
主
藤
原
頼
輔
の

支
配
の
来
歴
、
竹
田
津
荘
・
伊
美
荘
な
ど
浦
部
一
五
ケ
荘
を
め
ぐ
る
宇

佐
宮
・
弥
勒
寺
と
の
対
立
な
ど
か
ら
反
平
氏
の
旗
色
を
鮮
明
に
し
た
頼

輔
と
、
惟
栄
ら
と
の
提
携
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
七
平
氏
追
い
落
と
し
」
で
は
、
源
氏
に
京
都
を
追
わ
れ
た
平
家
一

門
が
、
九
州
に
反
撃
の
拠
点
を
築
こ
う
と
し
た
の
に
た
い
し
、
「
昔
は
昔
、

今
は
今
」
と
旧
恩
を
否
定
し
、
平
家
一
門
を
九
州
か
ら
お
い
だ
す
惟
栄

ら
の
行
動
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
詰
書
を
検
討
さ
れ
、
平
家
追
い
落
と

し
の
主
役
が
惟
栄
ら
豊
後
大
神
一
族
と
日
田
氏
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
、

平
家
敗
走
の
経
路
な
ど
が
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

「
八
今
木
城
合
戦
」
で
は
、
『
平
家
物
語
」
な
ど
に
み
え
る
緒
方
惟
栄
ら

の
備
前
今
木
城
へ
の
進
出
の
可
能
性
を
検
討
さ
れ
、
進
出
し
た
城
を
豊

前
国
技
木
と
す
る
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
九
宇
佐
宮
焼
き
討
ち
」
で
は
、
焼
き
討
ち
の
原
因
と
、
投
書
状
況
・



朝
廷
の
対
応
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
焼
き
討
ち
の
原
因
に
つ
い
て

は
、
「
元
暦
文
治
記
」
に
み
え
る
、
治
承
四
年
(
二
八
〇
)
の
緒
方
荘
の

年
貢
を
め
ぐ
る
対
立
の
ほ
か
に
、
壽
永
二
年
(
二
八
三
)
か
ら
元
暦
元

年
(
二
八
四
)
に
か
け
て
の
平
家
の
一
時
的
優
位
に
威
を
え
た
宇
佐

富
・
弥
勒
寺
の
巻
き
返
し
へ
の
、
頼
輯
・
惟
栄
勢
力
の
先
制
攻
撃
的
側

面
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
半
で
は
、
前
代
未
聞
の
焼
き
討

ち
に
、
周
章
狼
狽
す
る
朝
廷
の
様
子
と
文
治
二
年
(
一
一
八
六
)
の
神
宝

奉
納
ま
で
の
過
程
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
焼
き
討
ち
で
不
明
と

な
っ
た
神
宝
の
内
の
、
黄
金
二
接
に
つ
い
て
の
「
元
暦
文
治
記
」
　
の
記

事
を
補
注
で
紹
介
さ
れ
、
関
係
者
だ
け
が
知
り
う
る
事
実
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
注
目
す
べ
き
史
料
で
あ
る
こ
と
を
新
し
く
付
け
加
え
ら
れ
て

い
る
。「

一
〇
兵
船
八
十
二
倍
」
で
は
、
平
氏
を
最
終
的
に
討
滅
さ
せ
た
、

壇
ノ
浦
の
合
戦
の
前
史
で
あ
る
源
氏
の
九
州
渡
海
に
つ
い
て
論
述
さ
れ

る
。
屋
島
の
合
戦
で
四
国
を
追
わ
れ
た
平
氏
が
、
壇
ノ
浦
に
追
い
こ
め

ら
れ
て
、
勝
算
す
く
な
い
戦
い
に
一
族
の
命
運
を
た
く
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
、
源
氏
の
九
州
へ
の
渡
海
・
制
圧
が
原
因
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
を
領
導
し
た
の
が
、
緒
方
惟
栄
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
大
神

一
族
の
軍
事
力
・
制
海
権
を
、
海
老
沢
衷
氏
の
提
起
さ
れ
た
国
街
領
分

布
論
と
、
近
年
に
お
け
る
国
街
機
構
研
究
の
成
果
を
も
と
に
論
述
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
知
行
国
主
藤
原
頼
輔
と
、
緒
方
惟
栄
ら
大
神
一
族

と
の
提
携
の
上
で
の
行
動
と
い
う
視
点
が
貰
か
れ
て
い
る
。

「
十
一
義
経
先
導
」
で
は
、
藤
原
頼
輔
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
惟
栄
ら

が
、
義
経
と
頼
朝
と
の
対
立
に
巻
き
込
ま
れ
、
没
落
す
る
過
程
が
措
か

れ
る
。
こ
の
過
程
で
、
い
っ
た
ん
決
定
し
て
い
た
宇
佐
宮
焼
き
討
ち
に

対
す
る
惟
栄
ら
の
処
分
が
、
後
白
河
上
皇
ら
の
政
治
的
思
惑
に
よ
っ
て
、

赦
免
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
極
め
て

高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
十
二
関
東
御
分
国
」
　
で
は
、
義
経
事
件
の
処
理
と
、
そ
の
過
程
で

の
豊
後
国
の
関
東
御
分
国
化
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
義
経
に
く

み
し
た
豊
後
知
行
国
主
藤
原
頼
輔
、
頼
輔
と
連
携
し
豊
後
国
街
を
領
導

す
る
惟
栄
ら
、
大
神
一
族
の
影
響
力
を
一
掃
す
る
た
め
に
、
源
頼
朝
が

豊
後
国
街
の
直
接
的
掌
握
を
朝
廷
に
承
認
さ
せ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て

い
る
。
頼
朝
の
関
東
を
中
心
と
し
た
知
行
国
の
中
で
、
豊
後
ひ
と
つ
だ

け
が
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
の
意
味
が
明
解
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
。「

十
三
上
州
配
流
」
で
は
、
大
物
浦
で
の
遭
杜
後
、
幕
府
に
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
緒
方
惟
栄
ら
の
処
罰
を
め
ぐ
る
朝
廷
で
の
動
き
、
上
野
国

六
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沼
田
荘
へ
の
配
流
、
赦
免
の
可
能
性
な
ど
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

兄
臼
杵
惟
隆
・
弟
佐
賀
惟
憲
ら
の
配
流
、
源
義
経
へ
の
与
同
を
理
由
と

し
た
大
野
泰
基
や
直
入
民
ら
の
追
討
な
ど
に
よ
っ
て
、
大
神
一
族
の
所

領
の
多
く
が
、
守
護
大
友
氏
に
あ
つ
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。「

十
四
余
流
」
で
は
、
惟
栄
が
赦
免
後
佐
伯
荘
に
住
み
、
そ
の
子
孫

が
佐
伯
氏
と
な
っ
た
と
す
る
「
大
神
姓
佐
伯
氏
系
図
」
に
つ
い
て
、

「
神
原
文
書
」
な
ど
を
も
と
に
考
察
さ
れ
、
佐
伯
氏
の
祖
惟
家
を
惟
栄

の
孫
と
す
る
こ
の
系
図
は
信
じ
が
た
い
こ
と
、
惟
栄
の
佐
伯
荘
帰
任
説

も
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
を
論
証
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
梓
原
文
書
」

か
ら
確
認
さ
れ
る
惟
家
-
惟
頼
-
惟
綱
-
惟
永
と
い
う
系
譜
と
、
「
筑

後
太
田
本
」
な
ど
信
頼
す
べ
き
大
神
系
図
な
ど
に
み
え
る
惟
家
-
惟
康

-
惟
頼
-
惟
綱
-
惟
永
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
旧
版
で
は
、
惟
頬
と
惟

康
を
兄
弟
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
増
補
版
で
は
、
惟
家
と
惟
廉
を
同

一
人
物
で
は
な
い
か
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
伯
氏
以
外
の
、

「
大
神
姓
佐
伯
氏
系
図
」
に
み
え
る
惟
栄
の
後
裔
を
検
討
さ
れ
、
豊
後
の

み
な
ら
ず
全
国
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
緒
方
一
族
の
一
端
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。「

十
五
遺
跡
・
伝
承
地
」
で
は
、
宇
田
姫
神
社
、
萩
塚
、
穴
森
社
、

六
六

小
松
社
、
緒
方
惟
栄
館
跡
、
元
宮
、
緒
方
〓
呂
・
二
宮
・
三
宮
八
幡
社
、

三
反
畑
板
碑
、
岡
城
跡
な
ど
、
そ
の
由
来
・
信
仰
・
緒
方
惟
栄
に
ま
つ

わ
る
伝
説
な
ど
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
日
本
歴
史
上
に
正

し
い
位
置
を
与
え
る
」
た
め
に
は
、
緒
方
惟
栄
を
「
神
話
・
伝
説
の
神

秘
の
世
界
か
ら
引
き
出
し
て
、
歴
史
の
舞
台
に
蘇
生
さ
せ
る
」
こ
と
、

す
な
わ
ち
伝
説
と
歴
史
と
を
混
同
さ
せ
な
い
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
強
調
さ
れ
て
、
む
す
び
と
さ
れ
て
い
る
。

二
、
増
補
新
訂
の
部
分
と
若
干
の
質
問

佐
藤
浦
洋
先
生
も
紹
介
さ
れ
た
ご
と
く
、
今
回
の
『
緒
方
三
郎
惟
栄
』

は
新
し
い
資
史
料
・
研
究
成
果
を
加
え
ら
れ
て
、
文
字
ど
お
り
の
増
補

新
訂
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
構
成
と
概
要
」
　
の
前

節
で
も
一
部
紹
介
し
た
が
、
紹
介
し
残
し
て
い
る
点
も
あ
る
の
で
、
す

こ
し
整
理
し
て
お
き
た
い
。

大
分
の
誇
る
文
化
財
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
臼
杵
の
磨
崖

仏
で
あ
ろ
う
。
こ
の
磨
崖
仏
の
造
営
に
臼
杵
氏
が
関
係
し
て
い
た
こ
と

は
、
渡
辺
先
生
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
中
野
権
能
先
生
は
、

こ
の
磨
崖
仏
の
地
を
宇
佐
宮
領
丹
生
津
留
畠
と
考
え
、
臼
杵
氏
と
そ
の

(
1
)

先
祖
が
宇
佐
宮
神
官
大
神
氏
に
関
連
す
る
と
い
う
説
を
提
起
さ
れ
た
。



こ
の
点
に
つ
い
て
、
増
補
新
訂
版
の
第
三
章
で
は
、
丹
生
津
留
畠
を
大

分
市
松
間
に
比
定
す
る
r
大
分
市
史
・
上
巻
」
　
の
説
を
支
持
さ
れ
、
豊

後
大
神
氏
を
宇
佐
大
神
氏
の
出
身
と
す
る
考
え
方
に
疑
問
を
投
げ
か
け

て
お
ら
れ
る
。
旧
版
で
も
こ
の
疑
問
虻
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後

の
研
究
を
ふ
ま
え
補
強
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
豊
後
大
神
氏
に
か
ん
し
て
は
祖
惟
基
と
、
藤
原
純
友
の
乱
に

参
加
し
日
向
で
捕
ら
え
ら
れ
た
佐
伯
是
基
と
の
関
係
が
重
要
な
課
題
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
旧
版
で
は
、
「
年
代
的
に
も
両
者

が
十
世
紀
中
葉
の
人
物
と
し
て
不
合
理
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、

増
補
新
訂
版
で
は
「
年
代
的
に
も
両
者
が
十
一
世
紀
中
葉
の
人
物
と
し

て
不
合
理
は
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
藤
原
純
友
の
乱
は
一
〇
世
紀
中

葉
で
あ
る
の
で
、
誤
植
で
あ
ろ
う
か
。

緒
方
惟
栄
が
、
旧
主
家
で
あ
る
平
家
打
倒
の
兵
を
あ
げ
た
原
田
は
『
平

家
物
語
』
　
に
よ
る
と
、
知
行
国
主
藤
原
頼
楯
の
指
令
に
よ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
惟
栄
ら
は
、
そ
の
頼
輔
の
任
命
す
右
国
司
の
日
代
を
追
放
す

る
と
い
う
行
動
で
、
歴
史
の
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
矛

盾
に
つ
い
て
、
旧
版
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
増
補
新
訂
版

で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
頬
輔
が
知
行
国
主
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
頼

輔
は
平
家
の
専
制
支
配
に
追
随
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
街
支
配
に
は

平
家
の
息
の
か
か
っ
た
者
が
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

さ
れ
、
惟
栄
ら
の
反
国
街
闘
争
は
、
国
街
か
ら
の
親
平
家
勢
力
の
一
掃

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
第
一
〇
章
で
も
、
船
所
な
ど
国
街
機
構
を
新
た
に
問
題
に
さ
れ

て
論
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
増
補
新
訂
版
で
は
、
国
街
の
機
構
・

枯
力
関
係
に
ふ
み
こ
ま
れ
た
記
述
が
増
え
て
い
る
。
源
平
の
合
戦
は
、

単
に
源
氏
と
平
氏
の
戦
い
で
は
な
く
、
そ
の
基
底
に
は
、
全
国
の
在
地

領
主
層
に
よ
る
反
国
街
闘
争
が
あ
る
と
い
う
、
近
年
の
研
究
動
向
を
ふ

ま
え
ら
れ
た
提
言
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
今
後
、
た
と
え
ば
「
梓
原
文

書
」
な
ど
を
も
と
に
し
た
、
豊
後
国
街
の
丹
念
な
研
究
が
課
題
で
は
な

か
ろ
う
か
。

緒
方
惟
栄
ら
の
宇
佐
宮
焼
き
討
ち
は
、
彼
ら
の
没
落
の
大
き
な
原
因

の
一
つ
に
な
る
が
、
増
補
新
訂
版
で
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
史
料

の
再
吟
味
の
結
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
「
元
暦
文

治
記
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
焼
き
討
ち
で
不
明
に
な
っ
た
神
宝
の

内
、
黄
金
二
挺
が
、
佐
賀
惟
意
の
手
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
旧
版
で
は
、
佐
賀
惟
意
の
宇
佐
宮
焼
き
討
ち
の
か
か
わ
り
が
、

い
ま
ひ
と
つ
暖
味
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
佐
賀
惟
憲
も
事
件
に
大

き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

六
七



こ
れ
ら
以
外
に
、
源
氏
勢
力
の
豊
後
上
陸
の
意
味
、
豊
後
国
に
お
け

る
荘
園
公
領
制
の
問
題
、
佐
伯
荘
と
佐
伯
氏
の
分
立
、
豊
後
国
に
と
っ

て
各
事
件
の
も
っ
て
い
た
意
味
づ
け
な
ど
、
あ
ま
り
紙
数
は
割
か
れ
て

い
な
い
が
、
改
稲
・
補
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
旧
版
の
ま
ま
」
と
い

う
制
約
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
先
生
の
お
考
え
が
十
二
分

に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
厳
し
い
制
約
の
中
で
も
、
か
な
り
の
改
訂
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
を
続
け
て
い
く
上
で
、
幾
つ
か

の
疑
問
点
や
、
先
生
の
お
考
え
を
お
聞
き
し
た
い
点
も
残
っ
て
い
る
。

以
下
、
そ
の
点
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
に
気
に
な
る
こ
と
は
、
豊
後
大
神
二
族
の
所
領
と
、
国
指

定
史
跡
と
な
っ
て
い
る
緒
方
・
菅
尾
・
臼
杵
の
各
磨
崖
仏
と
が
か
さ

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
臼
杵
氏
と
磨
崖
仏
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
中
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
緒
方
磨
崖

仏
と
緒
方
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
口
絵
の
リ
ー
ド
に
ふ
れ
ら
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
大
野
川
流
域
・
臼
杵
地
区
の
磨
崖
仏
は
如
来
を
主
体

と
す
る
上
記
の
三
群
と
、
不
動
明
王
を
主
体
と
す
る
も
の
に
わ
け
ら
れ

る
が
、
如
来
系
の
磨
崖
仏
と
大
神
一
族
な
い
し
、
臼
杵
氏
(
惟
隆
以
前
の
)

の
所
領
と
が
関
係
が
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

六
八

第
二
の
点
は
、
緒
方
荘
の
成
立
に
つ
い
て
で
あ
る
。
最
近
、
一
〇
・

二
世
紀
以
後
の
封
戸
・
封
郷
の
問
題
が
論
議
さ
れ
て
′
い
る
が
、
そ
の

場
合
、
国
街
の
役
割
が
大
き
く
な
る
よ
う
に
感
じ
る
。
も
し
緒
方
荘
を

宇
佐
宮
の
封
郷
の
延
長
で
考
え
る
と
き
、
国
街
の
役
割
、
国
街
と
大
神

一
族
の
関
係
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
生
は
、
緒
方

荘
は
「
便
補
」
　
の
結
果
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
普
通
の
寄

進
地
系
荘
園
と
は
異
な
る
人
間
支
配
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
点
、
も
う
少
し
説
明
が
あ
れ
ば
と
考
え
る
。

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
緒
方
一
族
と
緒
方
荘
と
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
っ
た
。
そ
れ
は
、
緒
方
荘
司
に
つ
い

て
「
荘
司
は
名
主
中
の
有
力
者
か
ら
任
じ
ら
れ
た
が
、
当
荘
で
は
緒
方

惟
栄
が
そ
れ
で
あ
っ
た
」
(
九
頁
)
と
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
章
で
は
「
分

割
譲
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
緒
方
荘
司
現
を
本
領
と
す
る
緒
方
氏

が
成
立
し
(
中
略
)
惟
栄
の
時
代
に
至
っ
て
は
じ
め
て
緒
方
荘
と
の
間
借

が
現
れ
」
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
者
の
表
現
で
は
、
緒
方
惟

栄
は
い
わ
ゆ
る
開
発
領
主
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
後
者
の
記
竃
か

ら
す
る
と
、
緒
方
氏
は
い
わ
ゆ
る
開
発
領
主
に
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
も

と
れ
る
。
筆
者
は
単
位
所
領
と
し
て
の
緒
方
憲
(
な
い
し
は
荘
)
は
、
大

神
一
族
の
根
本
所
領
で
は
な
く
、
国
街
と
の
関
係
で
惟
盛
時
代
こ
ろ
に



給
付
さ
れ
兼
管
す
る
よ
う
に
な
っ
た
所
領
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の

で
、
後
者
の
記
述
の
方
向
で
統
一
さ
れ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

大
神
一
族
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
い
つ
も
疑
問
に
思
う
の
は
、
な

ぜ
惟
基
の
子
孫
は
、
ま
た
た
ノ
ヽ
ま
に
豊
後
の
各
地
に
勢
力
を
築
き
え
た

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
生
も
第
四
章
で
、
阿
南
・
大
野
・
臼
杵
・
植

田
な
ど
の
各
氏
に
つ
い
て
、
系
図
初
代
か
ら
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て

い
る
が
、
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
そ
の
地
を
各
字
の
地
と
な
し
え
た

基
盤
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
近
年
は
、
各
地
の
有
力
な
農
民
の
家
へ

の
、
武
勇
の
士
(
国
街
∵
国
司
に
つ
か
え
る
)
や
狩
猟
の
民
の
婿
入
り
な
ど

か
ら
、
武
士
の
成
立
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
動
向
も
あ
る
が
、
こ

の
点
も
含
め
、
大
神
一
族
分
立
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い

か
、
そ
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
た
。

最
後
に
、
先
生
ご
自
身
は
、
す
で
に
別
稿
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、
旧
版
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ

れ
は
、
第
四
章
の
日
田
氏
系
図
で
あ
る
。
「
日
田
郡
司
職
次
第
」
　
に
よ

れ
ば
、
内
乱
期
の
日
田
氏
の
系
譜
は
「
永
古
平
-
永
秀
-
永
隆
-
永
俊
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
「
豊
後
国
日
田
次
郎
永
秀
代
官
舎
弟
、
同
三

郎
永
隆
」
と
い
う
注
記
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
永
隆
は
永
秀
の
弟
と
な

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
生
ご
自
身
も
「
豊
後
玖
珠
郡
の
荘
園
化
と

展
開
」
と
い
う
論
稿
篭
永
隆
を
永
宗
の
次
子
で
永
秀
の
弟
と
明
記
さ

れ
て
い
る
。
補
注
な
ど
で
加
筆
さ
れ
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
た
だ
筆
者
の
考
え
で
は
、
永
宗
と
永
秀
‥
水
隆
の
関
係
に
P
い

て
も
、
「
郡
司
職
次
第
」
　
の
よ
う
に
父
子
と
し
て
い
い
か
疑
問
が
残
っ

て
い
る
。

①
r
八
幡
信
仰
史
の
研
究
し

②
大
分
県
地
方
史
一
一
五
号

お
わ
り
に

『
緒
方
三
郎
惟
栄
』
を
拝
読
し
、
気
づ
い
た
こ
と
の
幾
つ
か
を
述
べ

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
全
体
を
通
じ
て
の
感
想
を
述
べ
て
む
す
び
と

し
た
い
。
そ
れ
は
、
佐
藤
先
生
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
い
へ

ん
読
み
や
す
く
、
窮
屈
さ
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
全
体
に
ス
ペ
ー
ス
が
多
く
と
ら
れ
、
ゆ
と
り
の
あ
る
組
み
版
が
な

さ
れ
た
こ
と
、
引
用
文
の
ポ
イ
ン
ト
が
落
と
し
て
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ

る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
年
表
が
添
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
よ
り
時
代
像

が
鮮
明
に
な
っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
書
を
読
み
な
が
ら
、
研
究
者

と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
、
あ
ら
た
め
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
よ
う

六
九



に
思
う
。
つ
ね
に
研
究
動
向
に
注
目
し
、
自
説
を
点
検
し
、
史
料
を
再

吟
味
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
が
、
行
間
に
綴
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
こ
の
　
『
緒
方
三
郎
惟
栄
』
　
の
上
に
、
ど
の
よ
う
な
平
安
・
鎌
倉
期

の
時
代
像
を
構
成
し
て
い
け
る
か
。
わ
た
し
た
ち
後
学
の
者
に
、
あ
た

え
ら
れ
た
宿
題
の
大
き
さ
を
痛
感
し
て
い
る
。
最
後
に
浅
学
非
才
故
の

七
〇

誤
読
・
曲
解
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。
先
生
の
ご
海

容
を
お
願
い
し
た
い
。

(
山
口
書
店
刊
、
A
4
変
形
判
、
税
込
み
1
5
4
5
円
)

(
大
分
大
学
教
育
学
部




