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そ
の
後
、
昭
和
に
到
る
ま
で
繰
り
返
し
出
版
さ
れ
、）

3
（

池
田
亀
鑑
が
「
研
究
者

の
必
ず
一
読
す
べ
き
も
の
」）

4
（

と
記
し
た
よ
う
に
、
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。

『
紫
式
部
日
記
釈
』
の
作
成
・
出
版
過
程
お
よ
び
宣
昭
の
人
と
な
り
に
つ
い

て
は
茅
場
康
雄
氏
が）

5
（

、
ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
享
受
史
に
お
け
る
位
置
付
け
に

つ
い
て
は
福
家
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
述
し
て
お
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
先
学
の

研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、『
紫
式
部
日
記
』
と
い
う
一
作
品
の
枠
を
越
え
て
、
和

学
者
の
営
み
の
中
に『
紫
式
部
日
記
釈
』が
ど
の
よ
う
に
位
置
す
る
の
か
を
探
っ

て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
俗
語
訳
の
生
成
お
よ
び
物
語
・
日
記
文
学
の
受
容

と
い
う
二
つ
の
側
面
に
注
目
し
て
い
く
。

一
　
俗
語
訳
の
生
成

『
紫
式
部
日
記
釈
』（
以
下
、『
釈
』
と
呼
ぶ
）
に
は
、
藤
井
高
尚
に
よ
る

序（
天
保
四
〈
一
八
三
三
〉年
）、宣
昭
に
よ
る
凡
例（
文
政
十
三
〈
一
八
三
〇
〉

年
）、
鈴
木
朖
に
よ
る
跋
文
（
天
保
四
年
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。
藤
井
高
尚

は
じ
め
に

『
紫
式
部
日
記
釈
』
は
、
尾
張
の
和
学
者
で
あ
る
清
水
宣
昭
（
寛
政
五

〈
一
七
九
三
〉
〜
明
治
元
〈
一
八
六
八
〉
年
）
が
作
成
し
た
注
釈
書
で
あ
る
。『
紫

式
部
日
記
』
の
注
釈
書
で
こ
れ
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
は
、
壺
井
義
知
『
紫

式
部
日
記
傍
注
』（
享
保
十
四
〈
一
七
二
九
〉
年
刊
）、
足
立
稲
直
『
紫
式
部
日

記
解
』（
文
政
二
〈
一
八
一
九
〉
年
）
の
二
書
が
認
め
ら
れ
る
が
、
前
者
は
簡

単
な
注
記
を
施
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
後
者
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
福
家
俊
幸
氏
は）

1
（

、『
紫
式
部
日
記
釈
』
に
つ
い
て
、「
江

戸
期
に
衆
目
に
触
れ
た
初
の
本
格
的
な
注
釈
書
と
言
っ
て
良
い
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
天
保
五
〈
一
八
三
四
〉
年
に
刊
行
さ
れ
、
好
評
を
博
し
た
こ
と
が
、

宣
昭
の
師
で
あ
る
藤
井
高
尚
か
ら
の
書
簡
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

『
紫
式
部
日
記
釈
』
之
御
著
述
、
大
分
ニ
天
下
ニ
弘
リ
候
様
子
ニ
て
、
遠

国
所
々
ゟ
、
貴
家
之
御
事
申
来
り）

2
（

小

　

川

　

陽

　

子

物
語
・
日
記
文
学
と
和
学
者
た
ち
―
清
水
宣
昭
『
紫
式
部
日
記
釈
』
を
中
心
に
―
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う
か
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
本
居
宣
長
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
茅
場
氏
も

「（
小
川
注
・
口
語
訳
は
）
直
接
に
は
朖
の
影
響
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
が
、
根
幹
に
は
宣
長
の
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
形
式
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
」）

11
（

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
両
氏
と
も
に
こ
の
記
述
以
上
の
言
及
は
し
て
お
ら
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
宣
長
か
ら
の
影
響
・
継
承
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
和
学
者
の
営
み
の
中
に
『
釈
』を
位
置
付
け
て
い
く
た
め
に
も
、

ま
ず
は
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

『
釈
』
の
俗
語
訳
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。

は
か
な
き
は
、
キ
ト
セ
ヌ
と
い
ふ
意
、
ナ
ン
テ
モ
ナ
イ
と
い
ふ
意
な
り
、

物
か
た
り
は
、
ハ
ナ
シ
な
り

　
凡
例
に
「
か
た
か
な
に
て
書
る
と
こ
ろ
、
み
な
訳
ウ
ツ
シ

な
り
と
し
る
へ
し
、
ま
た

訳ウ
ツ

し
て
い
へ
る
と
こ
ろ
な
ら
て
も
、
俗
語
に
て
い
へ
る
は
、
み
な
か
た
か
な
に

て
か
け
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
さ
れ
て
い
る
の
が
俗

語
で
あ
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
注
の
中
に
俗
語
が
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
一
部
は
、
茅
場
氏
の
言
わ
れ
る
と
お
り
、「
た
ふ
と
し
は
、
ス
シ

ヨ
ウ
ニ
ア
リ
ガ
タ
イ
な
り
と
鈴
木
朗
翁
い
は
れ
た
り
」
の
よ
う
に
朖
の
説
を
引

用
す
る
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
俗
語
に
関
す
る
朖
の
影
響
は
、
夙
に

池
田
亀
鑑
が
指
摘
し
て
い
る
）
12
（

と
お
り
、
引
用
書
物
に
も
及
ん
で
い
る
。

た
を
や
か
な
ら
す
は
、
シ
ン
ナ
リ
ト
セ
ヌ
意
な
り
。
た
を
は
撓タ
ワ

な
り
と
、

雅
語
訳
解
に
見
え
た
り

は
、
凡
例
末
尾
に
お
い
て
宣
昭
み
ず
か
ら
「
師
と
い
ふ
は
吉
備
の
道
の
中
の

宮
の
郷
の
松
の
屋
の
藤
井
大

ノ
人
」）

6
（

と
記
す
と
お
り
、
宣
昭
の
師
で
あ
る
。
鈴

木
朖
も
、「
親
密
な
師
弟
関
係
」）

7
（

に
あ
る
こ
と
が
茅
場
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、『
釈
』
に
は
師
二
人
に
よ
る
序
跋
が
付
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

『
釈
』
の
内
容
に
つ
い
て
右
の
序
・
凡
例
・
跋
文
を
確
認
す
る
と
、
注
釈
で

は
か
え
っ
て
煩
雑
で
わ
か
り
に
く
い
も
の
は
俗
語
に
訳
し
た
こ
と
（
凡
例
「
注

釈
に
て
は
、
中
々
に
く
た
〳
〵
し
く
ま
と
は
し
き
か
、
今
の
俗
語
に
訳ウ

ツ

し
て
い

へ
は
、
こ
と
も
な
く
き
ゝ
と
り
や
す
き
た
く
ひ
は
、
す
へ
て
俗
語
に
訳ウ
ツ

し
て
い

へ
り
」）、
高
尚
の
注
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
序
「
高
尚
か
お
ろ
か
な
る

説
を
も
所
と
こ
ろ
に
く
は
へ
な
と
し
て
」、
凡
例
「
こ
の
書
の
し
た
か
き
を
、

師ノ
君
の
お
ま
へ
に
ま
ゐ
ら
せ
た
る
に
、
お
ほ
し
よ
れ
る
こ
と
ゝ
も
、
か
き
て
か

へ
し
給
へ
る
を
、
師
の
い
は
れ
し
と
て
、
し
る
し
ゝ
な
り
」）
等
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。）

8
（

俗
語
を
用
い
て
い
る
点
は
『
釈
』
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
く
、
現
代
に

お
い
て
も
、「
平
明
な
俗
語
に
よ
る
詳
細
な
語
釈
が
施
さ
れ
、
無
理
の
な
い
穏

健
な
注
釈
を
示
し
」）

9
（

た
書
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
序
・
凡
例
・
跋
文
の
い
ず
れ
に
も
特
に
記
載
は
な
い
も
の
の
、
高
尚

に
次
い
で
朖
の
説
も
数
多
く
記
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
引
用
が
際
立
っ
て
多
い

こ
と
が
茅
場
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。）

10
（

ま
た
、
こ
の
二
人
の
説
が

取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
福
家
氏
は
「
こ
の
時
点
で
の
鈴
屋
門
の
英
知

を
集
結
し
た
書
と
し
て
、
受
け
止
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
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ま
さ
に
朖
の
あ
り
方
と
同
様
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
宣
長
か
ら
朖
と
い
う
流
れ
を
承
け
て
俗
語
訳
が
行
わ
れ
た
作
品

が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。『
源
氏
物
語
』で
あ
る
。栗
田
直
政
が
著
し
た『
源
氏
遠
鏡
』

は
、「
遠
鏡
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、『
古
今
集

遠
鏡
』
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
凡
例
に
は
、

○
さ
き
に
紫
文
蜑
囀
と
て
桐
壷
帚
木
空
蝉
の
三
巻
を
通
俗
に
し
た
る
本
あ

り
そ
の
と
き
か
た
は
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
所
々
も
あ
れ
ど
大
方
は
初
学
の
人

に
便
り
よ
き
物
な
れ
ば
此
書
は
其
緒
を
続
き
て
若
紫
よ
り
書
初
め
て
訳
は

古
今
遠
鏡
に
な
ら
ひ
て
さ
と
び
こ
と
に
て
物
し
つ

○
吾
師
は
や
く
よ
り
此
書
を
通
俗
に
せ
ん
と
思
ひ
わ
た
ら
れ
た
る
を
何
く

れ
と
事
し
げ
く
い
と
ま
な
け
れ
ば
お
の
れ
そ
の
志
を
う
け
其
た
ゞ
し
を
請

ひ
て
物
し
た
る
也
）
15
（

と
あ
り
、
直
政
が
師
の
志
を
承
け
、『
古
今
集
遠
鏡
』
に
な
ら
っ
て
『
源
氏
遠

鏡
』
を
著
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。）

16
（

こ
こ
で
言
う
「
師
」
と
は
、『
源
氏
遠
鏡
』

の
内
題
に
続
い
て
「
離
屋
鈴
木
先
生
訂
閲
」
と
あ
る
と
お
り
、
鈴
木
離
屋
す
な

わ
ち
鈴
木
朖
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宣
長
の
学
問
を
継
承
し
た
朖
の
志
を
承
け
て

当
該
書
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
宣
長
↓
朖
↓
弟
子
と
い
う
『
釈
』
と
同
じ
構

図
が
認
め
ら
れ
る
。

『
釈
』
と
『
源
氏
遠
鏡
』
が
『
古
今
集
遠
鏡
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
近
し
い

作
品
で
あ
る
こ
と
を
形
態
面
か
ら
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
江
戸
時
代
に
お
け

る
こ
の
二
作
品
以
前
の
主
な
『
源
氏
物
語
』
俗
語
訳
と
『
紫
式
部
日
記
』
注
釈

　
こ
の
よ
う
に
、
朖
の
著
し
た
『
雅
語
訳
解
』
と
い
う
俗
語
訳
辞
書
か
ら
の
引

用
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
『
雅
語
訳
解
』
の
凡
例
に
は
、
次
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

○
解
よ
り
訳
の
便
り
よ
き
事
、先
師
の
古
今
遠
鏡
に
論
ぜ
ら
れ
し
が
如
し
、

此
書
は
遠
鏡
に
本
づ
き
、
ま
た
は
諸
先
師
の
注
釈
に
よ
り
て
、
訳
解
を
兼

用
て
、
雅
語
を
部
類
し
て
、
検ミ
サ
ガ
ス討

に
便
な
ら
し
む）

13
（

「
先
師
の
古
今
遠
鏡
」「
此
書
は
遠
鏡
に
本
づ
き
」
と
あ
り
、
朖
の
師
す
な
わ

ち
宣
長
の
『
古
今
集
遠
鏡
』
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
た
辞
書
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
宣
長
が
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
お
い
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
俗

語
訳
を
行
い
、
そ
れ
を
承
け
て
朖
が
俗
語
訳
辞
書
『
雅
語
訳
解
』
を
作
り
、
さ

ら
に
そ
れ
を
宣
昭
が
『
紫
式
部
日
記
釈
』
に
引
用
し
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
わ

け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
者
の
影
響
関
係
は
、
俗
語
訳
と
い
う
方
法
に）

14
（

対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
と
い
う
点
で
も
認
め
ら
れ
る
。『
雅
語
訳
解
』の
凡
例
に
は「
解ゲ

と
は
、

訳
に
て
明
し
が
た
く
尽
し
が
た
き
所
を
ば
、
注
釈
の
詞
し
て
と
く
を
云
」「
解

よ
り
訳
の
便
り
よ
き
事
、先
師
の
古
今
遠
鏡
に
論
ぜ
ら
れ
し
が
如
し
」
と
あ
り
、

注
釈
よ
り
も
俗
語
に
訳
す
こ
と
が
時
に
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
宣
長
か

ら
継
承
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
釈
』
は
宣
長
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
凡
例

に
お
け
る
「
注
釈
に
て
は
、
中
々
に
く
た
〳
〵
し
く
ま
と
は
し
き
か
、
今
の
俗

語
に
訳ウ
ツ

し
て
い
へ
は
、
こ
と
も
な
く
き
ゝ
と
り
や
す
き
た
く
ひ
は
、
す
へ
て
俗

語
に
訳ウ
ツ

し
て
い
へ
り
」と
い
う
「
注
釈
」と
「
俗
語
に
訳
」す
こ
と
と
の
対
比
は
、
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き
る
。

さ
ら
に
版
面
（
次
頁
参
照
）
も
見
て
お
き
た
い
。）

19
（

『
紫
文
蜑
の
囀
』
は
、『
源
氏
』
本
文
を
す
べ
て
俗
語
に
置
き
換
え
、
頭
注
の

形
で
簡
易
な
注
を
載
せ
る
。
ま
た
『
紫
式
部
日
記
傍
注
』
は
、
そ
の
名
の
と
お

り
本
文
の
傍
ら
に
簡
易
な
注
を
載
せ
、
傍
注
で
は
示
し
き
れ
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
本
文
上
部
に
注
記
す
る
。こ
れ
に
対
し『
古
今
集
遠
鏡
』『
釈
』『
源
氏
遠
鏡
』

は
、
ま
ず
作
品
そ
の
も
の
の
本
文
を
載
せ
、
続
い
て
二
字
下
げ
で
俗
語
訳
や
注

釈
を
載
せ
る
。

ま
た
俗
語
訳
部
分
の
表
記
を
見
る
と
、『
紫
文
蜑
の
囀
』
が
ひ
ら
が
な
を
用

い
る
の
に
対
し
、『
古
今
集
遠
鏡
』『
釈
』『
源
氏
遠
鏡
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
凡
例

に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
て
い
る
。）

20
（

な
お
、『
源
氏
物
語
玉

の
小
櫛
』
に
お
い
て
は
、「
俗
言
に
、
た
い
が
い
よ
き
と
い
ふ
ほ
ど
の
こ
と
也
」

と
俗
語
「
た
い
が
い
よ
き
」
が
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
俗
語

を
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
こ
と
が
当
時
の
共
通
し
た
あ
り
方
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。『
釈
』
と
『
源
氏
遠
鏡
』
の
俗
語
カ
タ
カ
ナ

表
記
は
、『
古
今
集
遠
鏡
』
の
影
響
下
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。）

21
（

『
紫
文
蜑
の
囀
』
は
、俗
語
訳
を
注
釈
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
レ
ベ
ッ
カ
・

ク
レ
メ
ン
ツ
氏
に）

22
（

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
の
俗
語
訳
と

は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
『
紫
文
蜑
の
囀
』で
さ
え
、『
古
今
集
遠
鏡
』

『
釈
』『
源
氏
遠
鏡
』
と
は
挿
絵
・
注
の
位
置
・
俗
語
表
記
い
ず
れ
も
ま
っ
た
く

異
な
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

は
次
の
と
お
り
。）

17
（

　
　
　
　
　
　
　『
紫
式
部
日
記
』
注
釈 

『
源
氏
物
語
』
俗
語
訳

元
禄
16
〈1703

〉　
　
紫
家
七
論 

 

風
流
源
氏
物
語

宝
永
4
〈1707
〉 

 
 

若
草
源
氏
物
語

宝
永
5
〈1708

〉 
 

 

雛
鶴
源
氏
物
語

宝
永
6
〈1709

〉 
 

 

紅
白
源
氏
物
語

宝
永
7
〈1710

〉 
 

 

俗
解
源
氏
物
語

享
保
8
〈1723

〉 
 

 

紫
文
蜑
の
囀

享
保
14
〈1729

〉　
　
紫
式
部
日
記
傍
註

文
化
8
〈1811

〉 
 

 
湖
月
抄
諺
解

文
政
2
〈1819

〉　
　
紫
式
部
日
記
解

天
保
5
〈1834

〉　
　
紫
式
部
日
記
釈

天
保
10
〈1839

〉　
　
紫
式
部
日
記
解

天
保
11
〈1840

〉 
 

 

源
氏
遠
鏡

ま
ず
十
八
世
紀
は
じ
め
、『
風
流
源
氏
物
語
』
か
ら
『
紫
文
蜑
の
囀
』
ま
で

六
種
の
『
源
氏
』
俗
語
訳
が
立
て
続
け
に
出
版
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
挿
絵
を
含
む
こ
と
が
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。）

18
（

こ
れ
に
対
し
、

『
釈
』
も
、
さ
ら
に
凡
例
で
『
紫
文
蜑
の
囀
』
を
継
ぐ
と
明
言
し
て
い
る
『
源

氏
遠
鏡
』
も
、
挿
絵
を
持
た
な
い
。
ま
ず
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
二
作
品
は

十
八
世
紀
前
半
の
『
源
氏
』
俗
語
訳
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
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『
紫
式
部
日
記
釈
』

『
源
氏
遠
鏡
』

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、『
釈
』
と
『
源
氏
遠
鏡
』
は
と
も
に
、宣
長
の
『
古

今
集
遠
鏡
』
を
淵
源
と
し
て
、
宣
長
を
師
と
仰
ぐ
朖
の
俗
語
訳
を
引
き
継
ぐ
形

で
生
成
し
た
書
と
解
せ
る
。『
釈
』
の
凡
例
に
は
「
植
松
茂
岳
か
も
て
る
写
本
」

を
参
照
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
、『
源
氏
遠
鏡
』
を
作
成
し

た
栗
田
直
政
は
、
師
の
朖
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
朖
の
後
継
者
で
あ
る
植
松
茂

『
紫
文
蜑
の
囀
』

『
紫
式
部
日
記
傍
注
』

『
古
今
集
遠
鏡
』



̶ 24 ̶

め
て
ゝ
お
り
く
た
り
け
る
天
つ
を
と
め
も
み
ゝ
と
め
つ
へ
か
り
け
る
に
ト

ア
ル
大
将
は
狭
衣
大
将
ヲ
イ
ヘ
ル
ナ
ル
ヘ
ケ
レ
ハ
モ
ト
ヨ
リ
狭
衣
已
後
ノ

草
子
ナ
ル
コ
ト
論
ナ
シ
　
マ
タ
上
野
沼
田
伊
藤
光
中
猪
十

郎

説
ニ
ハ
コ
ノ
物
語

ノ
歌
風
葉
集
ニ
ミ
エ
タ
レ
ハ
狭
衣
ヨ
リ
ハ
後
風
葉
ヨ
リ
ハ
前
ノ
モ
ノ
ト
ハ

云
リ

の
よ
う
に
、「
宣
昭
云
」
と
し
て
、
こ
の
物
語
に
関
す
る
宣
昭
の
言
説
が
わ
ず

か
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
名
前
の
引
か
れ

て
い
る
伊
藤
光
中）

26
（

は
清
水
浜
臣
の
門
人
で
、「
お
そ
ら
く
は
『
と
り
か
へ
ば
や
』

享
受
史
上
最
も
早
い
時
期
の
総
合
的
な
注
釈
書
」）

27
（

を
作
り
上
げ
た
人
物
で
あ
る
。

宣
昭
が
ど
こ
か
ら
光
中
説
を
入
手
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
幅
広
く
情
報

を
収
集
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
神
宮
文
庫
本
の
奥
書

は
「
右
こ
の
ふ
み
は
本
居
三
四
右
衛
門
が
も
と
よ
り
お
こ
せ
し
な
り
享
和
三
年

夏
山
田
六
郎
高
村
書
　
十
一
年
九
月
三
日
よ
み
を
へ
つ
　
松
琴
」
と
あ
る
の
み

で
、
ど
う
い
う
経
路
を
た
ど
っ
て
宣
昭
の
説
が
こ
こ
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
は

不
明
で
あ
る
。
奥
書
に
い
う
享
和
三
〈
一
八
〇
三
〉
年
と
宣
昭
の
生
年
（
寛
政

五
〈
一
七
九
三
〉
年
）
に
鑑
み
れ
ば
、
親
本
た
る
本
居
三
四
右
衛
門
（
＝
本
居

大
平
）
本
か
ら
の
引
き
写
し
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
宣
昭
と
『
と
り
か
へ
ば
や
』
と
の
関
わ
り
で
重
要
な
の
が
、

文
政
六
〈
一
八
二
三
〉
年
に
藤
井
高
尚
か
ら
送
ら
れ
た
次
の
書
簡
で
あ
る
。

一
『
大
和
物
語
』・『
と
り
か
へ
は
や
』・『
紫
式
部
日
記
』
等
、善
本
見
当
り
」

申
候
ハ
ヽ
、
可
申
上
由
承
候
。『
と
り
か
へ
は
や
』
ハ
、
正
し
候
ニ
も
及
」

岳
に
学
ん
で
い
る
。）

23
（

宣
昭
と
直
政
は
同
じ
文
化
圏
に
い
た
わ
け
で
、
そ
の
よ
う

な
学
問
的
な
繋
が
り
の
中
で
生
ま
れ
た
書
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
釈
』
を
位
置

付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
　
物
語
・
日
記
文
学
の
受
容

次
に
、
俗
語
訳
の
問
題
か
ら
離
れ
、
宣
昭
の
物
語
・
日
記
研
究
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、『
釈
』
に
お
け
る
『
と
り
か
へ
ば
や
』
引

用
で
あ
る
。
巻
三
に
、

あ
い
き
や
う
、
今
い
ふ
と
ま
た
く
同
し
、
と
り
か
へ
は
や
物
語
に
、
あ
た

り
に
も
、
こ
ほ
れ
ち
る
あ
い
き
や
う
、
な
と
ゝ
見
え
た
り

と
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
を
用
例
と
し
て
注
釈
を
施
す
箇
所
が
あ
る
。）

24
（

『
と
り
か

へ
ば
や
』
は
現
存
伝
本
が
百
本
を
超
え
、
い
わ
ゆ
る
中
世
王
朝
物
語
の
中
で
は

突
出
し
て
享
受
資
料
が
豊
富
な
作
品
と
言
え
よ
う
が
、
宣
昭
所
持
本
『
と
り
か

へ
ば
や
』
に
つ
い
て
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
右
の
と
お
り
『
釈
』
に

は
確
か
に
物
語
本
文
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
宣
昭
が
何
ら
か
の
形
で
『
と
り
か

へ
ば
や
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
証
拠
づ
け
る
も
の
と
言
え
る
。

な
お
、
宣
昭
と
『
と
り
か
へ
ば
や
』
と
の
関
わ
り
は
、
断
片
的
な
情
報
で
あ

れ
ば
存
在
す
る
。
神
宮
文
庫
所
蔵
『
と
り
か
へ
ば
や
』）

25
（

の
見
返
し
に
は
、

宣
昭
云
安
藤
為
章
ノ
年
山
紀
聞
ニ
云
按
ず
る
に
と
り
か
へ
は
や
は
源
氏

狭
衣
な
と
よ
り
後
に
作
れ
る
草
子
と
み
ゆ
宣
耀
殿
実
は
男
也

権
中
納
言
実
は
女
也

兄
妹
を

と
り
か
へ
て
作
れ
り
ト
イ
ヘ
リ
四
ノ
巻
に
な
に
か
し
の
大
将
の
笛
の
ね
に
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新
釈
』『
花
鳥
余
情
』等
の
注
釈
書
類
か
ら
の
引
用
が
数
多
く
存
す
る
。）

29
（

ま
た『
伊

勢
物
語
』『
土
佐
日
記
』に
つ
い
て
は
宣
昭
書
き
入
れ
本
が
現
存
す
る
。）

30
（

さ
ら
に
、

文
政
十
三
〈
一
八
三
〇
〉
年
の
高
尚
か
ら
の
書
簡
に
は
、

紫
式
部
日
記
御
注
釈
被
成
候
由
一
段
の
事
ニ
候
、
拙
老
江
戸
に
て
先
年
古

写
本
数
本
ヲ
以
、
物
語
冊
子
類
を
校
合
致
置
候
、
貴
君
へ
其
中
著
述
御
勧

め
申
、
拙
子
骨
折
候
事
も
後
世
に
残
し
置
度
）
31
（

と
あ
り
、
高
尚
が
複
数
の
物
語
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
古
写
本
数
本
を
手
に
入
れ

て
校
合
を
し
た
こ
と
、
そ
の
資
料
を
も
と
に
宣
昭
へ
研
究
書
の
執
筆
を
勧
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
件
は
、
翌
年
の
手
紙
に
お
い
て
、

此
日
記
（
小
川
注
・
『
釈
』）
御
書
終
被
成
候
ハ
ヽ
、『
さ
衣
物
語
』
を
御

勧
め
申
度
候
。
此
物
語
は
、
拙
子
江
戸
ニ
而
数
本
取
出
し
、
一
ヶ
年
も
懸

り
異
同
校
合
い
た
し
立
御
坐
候
。
夫
ヲ
御
譲
り
申
候
ヘ
ハ
、
行
届
候
御
校

合
ニ
成
、
御
労
大
ニ
に
少
く
、
此
義
京
ニ
而
懸
御
目
候
ハ
ヽ
、
御
咄
可
申
上）

32
（

と
、『
釈
』
の
執
筆
が
終
わ
っ
た
ら
『
狭
衣
物
語
』
を
お
勧
め
し
た
い
、
こ
の

物
語
は
高
尚
が
江
戸
に
て
一
年
が
か
り
で
複
数
伝
本
の
校
合
を
終
え
て
い
る
、

こ
れ
を
宣
昭
に
譲
れ
ば
宣
昭
の
負
担
も
大
い
に
軽
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
具
体
化

し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
宣
昭
の
関
与
し
た
『
狭
衣
物
語
』
研
究
書
は
現
在
の

と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
釈
』
の
『
狭
衣
物
語
』
引
用
に
よ
っ
て
、
少

な
く
と
も
宣
昭
が
『
釈
』
執
筆
時
点
で
『
狭
衣
物
語
』
を
参
照
で
き
る
環
境
に

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、『
釈
』
に
は
「
お
の
が
姨
捨
山
の
考
と
い
ふ
も
の
ゝ
中
に
委
し
く
い

申
ま
し
く
候
。
）
28
（

」

『
大
和
物
語
』『
と
り
か
へ
ば
や
』『
紫
式
部
日
記
』
等
の
善
本
を
見
つ
け
た
ら

知
ら
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
宣
昭
の
依
頼
に
対
し
、
高
尚
が
了
承
し
た
も
の
と

解
せ
る
。「『
と
り
か
へ
は
や
』
ハ
、
正
し
候
ニ
も
及
申
ま
し
く
候
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
高
尚
じ
し
ん
は
わ
ざ
わ
ざ
善
本
で
校
訂
す
る
ほ
ど
で
も
な
い

と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
宣
昭
の
思
い
に
こ
た
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
宣
昭
は
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
善
本
を
探
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ

は
す
な
わ
ち
、
す
で
に
こ
の
物
語
を
読
ん
だ
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
本

文
に
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
、
よ
り
良
い
本
文
で
再
度
こ
の
物
語
を
読
み
た
い

と
願
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
手
紙
は
『
釈
』
出
版
以
前
の
も
の
で

あ
る
の
で
、
宣
昭
が
こ
の
後
に
善
本
を
手
に
入
れ
て
『
釈
』
に
そ
れ
を
引
用
し

た
の
か
、
あ
る
い
は
善
本
を
手
に
入
れ
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
本
文
に
問
題
が
あ
る
と

危
惧
し
た
伝
本
を
不
本
意
な
が
ら
引
用
し
た
の
か
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宣
昭
が
『
と
り
か
へ
ば
や
』
を
確
か
に
手
に
し
た
こ
と

が
『
釈
』
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
政
六
年
の
手
紙
か
ら
は
、
宣
昭
が
幅
広
く
物
語
・
日
記
に
興
味
関
心

を
抱
い
て
い
た
こ
と
、
善
本
を
求
め
る
と
い
う
研
究
的
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
宣
昭
の
あ
り
方
は
『
釈
』

に
お
け
る
引
用
書
目
お
よ
び
他
の
資
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

ま
ず『
釈
』に
は『
竹
取
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
蜻

蛉
日
記
』『
狭
衣
物
語
』
等
の
作
品
あ
る
い
は
『
竹
取
翁
物
語
解
』『
伊
勢
物
語
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門
下
の
人
々
が
相
次
い
で
伝
本
を
入
手
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
享
受
の

基
を
築
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
文
化
文
政
期
が
書

写
や
施
注
、
注
釈
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
、
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
に
な
っ
た
。）

34
（

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。『
釈
』
は
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
宣
長
の
影
響
下

に
あ
る
。『
釈
』
の
凡
例
が
記
さ
れ
た
の
は
文
政
十
三
年
の
こ
と
。
文
化
文
政

期
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
書
写
や
施
注
が
、
他
作
品
の
読

解
、
注
釈
へ
と
影
響
を
及
ぼ
し
た
例
と
し
て
、『
釈
』
を
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
和
学
者
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
手
に
入
れ
、
研
究
を
進
め
る

こ
と
に
よ
り
、
注
釈
に
活
用
さ
れ
る
文
献
に
も
広
が
り
が
出
た
。
そ
の
ひ
と
つ

の
現
れ
と
し
て
『
釈
』
を
捉
え
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
俗
語
訳
お
よ
び
引
用
文
献
を
視
座
と
し
て
、
和
学
者
の
営
み
に
お
け

る
『
釈
』
の
位
置
を
探
っ
て
き
た
。
で
は
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
誰
に
向
け
て
作

ら
れ
た
注
釈
書
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
釈
』
の
凡
例
で
は
、

・
こ
の
日
記
、
源
氏ノ
物
語
を
た
に
、
よ
く
よ
み
た
ら
ん
人
は
、
注
釈
に
も
お

よ
ふ
ま
し
け
れ
と
、
す
へ
て
も
の
ゝ
ち
う
さ
く
は
、
初
学
の
人
の
た
め
に

こ
そ
あ
れ
、
識
者
の
た
め
の
も
の
な
ら
ね
は
源
氏ノ
物
語
を
も
、
い
ま
た
、

え
よ
ま
ぬ
人
の
た
め
に
と
て
な
ん

・
な
に
も
〳
〵
、
み
な
初
学
の
、
見
や
す
か
ら
ん
た
め
と
て
の
し
わ
さ
そ

の
よ
う
に
、「
初
学
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
さ
れ
、
識
者
で
は
な
く
初
学
者
の

へ
れ
ば
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
宣
昭
に
は
『
姨
捨
山
考
』
と
い
う
著
書
も
存

在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
書
は
現
在
そ
の
所
在
を
把
握
し
え
な
い
が
、
市

橋
鐸
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
の
書
は
姨
捨
山
そ
の
も
の
に
就
い
て
の
考
証
で
な
く
、「
大
和
物
語
」

所
載
の
姨
捨
山
伝
説
を
、
地
名
か
ら
思
い
つ
い
て
作
為
し
た
も
の
だ
と
論

じ
た
も
の
。
著
者
の
ね
ら
い
は
、「
作
り
物
語
」
の
本
質
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
文
政
八
年
頃
の
成
立
。
奥
田
常
雄
の「
芽
垣
内
叢
書
」

に
採
録
せ
ら
れ
て
い
た
。）

33
（

と
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
宣
昭
は
、
中
古
の
物
語
お
よ
び
日
記
文
学
を
研
究
的
視
点

か
ら
幅
広
く
受
容
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
『
釈
』
に
立
ち
返
り
、『
と

り
か
へ
ば
や
』引
用
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、

た
と
え
ば
『
弄
花
抄
』
で
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
、

注
釈
書
は
必
ず
し
も
そ
の
対
象
作
品
成
立
以
前
の
作
品
の
み
を
引
用
し
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、『
紫
式
部
日
記
』
に
注
釈
を
施
す
に
あ
た
り
、

成
立
時
期
の
下
る
『
と
り
か
へ
ば
や
』
を
取
り
こ
む
と
い
う
あ
り
方
そ
の
も
の

は
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
『
と
り
か
へ
ば
や
』
が
選
ば
れ
た

の
は
、
こ
の
物
語
が
近
世
に
入
っ
て
、
と
り
わ
け
宣
長
の
周
辺
で
広
く
読
ま
れ

て
い
た
こ
と
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
本
寮
子
氏
は
、

伝
本
所
持
者
の
門
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
師
の
学
問
を
継
承
す
る
過
程
で

次
々
と
事
跡
を
残
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
宣
長
を
含
め
て
真
淵
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『
釈
』
売
り
出
し
時
の
袋
に
は
、
高
尚
が
、

此
日
記
は
源
氏
物
語
と
同
じ
作
者
な
れ
ば
彼
も
の
が
た
り
を
見
給
は
ん
人

は
ま
づ
こ
れ
を
よ
く
見
て
作
者
の
心
を
し
り
給
ふ
べ
き
事
に
ぞ
し
か
る
に

昔
よ
り
注
さ
く
ま
れ
に
し
て
よ
み
え
が
た
き
日
記
な
れ
ば
と
て
初
学
の
人

ま
で
も
い
と
よ
く
心
え
ら
る
べ
き
や
う
に
く
は
し
く
と
き
さ
と
さ
れ
た
る

此
釈
な
り
）
36
（

と
記
し
て
い
る
。『
源
氏
』読
者
へ
の
言
及
と
と
も
に
、「
初
学
の
人
ま
で
も

0

0

0

」（
傍

点
稿
者
）
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
意
識
さ
れ
て
い
る
の

は
、
一
定
の
知
識
を
持
つ
人
か
ら

0

0

初
学
者
ま
で

0

0

、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
凡

例
に
お
け
る
、「
源
氏ノ
物
語
を
も
、
い
ま
た
、
え
よ
ま
ぬ
人
の
た
め
」
と
も
、「
源

氏
物
語
五
十
四
帖
は
、
誰
も
み
な
よ
く
し
り
た
る
」
と
も
い
う
、
矛
盾
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
る
表
現
は
、
宣
昭
じ
し
ん
の
想
定
が
た
し
か
に
そ
の
双
方
に

わ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
留
め
る
も
の
で
あ
り
、
師
た
る
高
尚
は
そ
の
あ
た

り
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
釈
』
の
あ
り
方
は
、『
古
今
集
遠
鏡
』
に
対
す
る
「
初
学
者

と
一
歩
進
ん
だ
研
究
者
の
両
者
に
開
か
れ
て
い
る
注
釈
書
」）

37
（

と
い
う
田
中
康
二

氏
の
評
言
を
想
起
さ
せ
る
。
注
釈
史
の
厚
み
の
相
違
、
ま
た
ジ
ャ
ン
ル
の
相
違

か
ら
、『
古
今
集
遠
鏡
』
と
ま
っ
た
く
同
一
の
方
法
は
取
ら
れ
な
か
っ
た
が
、『
紫

式
部
日
記
』
の
置
か
れ
た
状
況
を
踏
ま
え
、
俗
語
訳
と
い
う
重
要
な
手
法
を
引

き
継
ぎ
な
が
ら
、
当
時
に
お
け
る
こ
の
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
ひ
ら
き
方
を
探
り

当
て
た
結
果
が
『
釈
』
と
い
う
注
釈
書
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に

た
め
に
も
の
し
た
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

し
か
し
、こ
の
よ
う
に
初
学
者
を
意
識
し
、平
易
を
旨
と
す
る
あ
り
方
と
、『
と

り
か
へ
ば
や
』
を
引
用
す
る
と
い
う
あ
り
方
と
は
、
い
さ
さ
か
開
き
が
あ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。『
と
り
か
へ
ば
や
』
は
、
書
写
や
施
注
が
盛
ん
に
行
わ
れ

た
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
写
本
と
し
て
人
か
ら
人
へ
と
伝
え
ら
れ
る
形
で
一
部

の
人
々
に
の
み
流
通
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

改
め
て
『
釈
』
の
凡
例
を
読
み
直
す
と
、「
源
氏ノ
物
語
を
も
、
い
ま
た
、
え
よ

ま
ぬ
人
の
た
め
」
と
う
た
う
一
方
で
、
次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

留
意
さ
れ
る
。

源
氏
物
語
五
十
四
帖
は
、
誰
も
み
な
よ
く
し
り
た
る
こ
と
に
し
あ
れ
は
、

ち
う
さ
く
の
中
に
引
い
て
ゝ
い
へ
る
所
に
も
、
た
ゝ
巻
名
の
み
を
あ
け
た
り

　『
源
氏
物
語
』
を
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
文
言
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
を
よ
く
知
り
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
を
も
知
っ
て
い
る
、

あ
る
い
は
関
心
が
あ
り
そ
う
な
、
一
定
の
知
識
を
持
っ
た
人
々
も
ま
た
読
者
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
注
釈
本
文
に
お
け
る
、

・
な
ほ
例
と
も
あ
ま
た
ひ
き
い
て
ゝ
、
玉
の
小
櫛
の
そ
へ
く
し）

35
（

に
委
し
う
い

へ
り
、
こ
と
な
か
け
れ
は
、
こ
ゝ
に
は
省
け
り

・
こ
の
こ
と
、
お
の
か
姨
捨
山
の
考
と
い
ふ
も
の
ゝ
中
に
委
し
く
い
へ
れ
は
、

こ
ゝ
に
は
省
く

・
こ
ゝ
に
見
え
た
る
本
さ
う
し
の
委
し
き
考
へ
は
、
松
の
落
葉
に
見
え
た
り

と
い
っ
た
、
他
書
を
参
照
せ
よ
と
い
う
姿
勢
と
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
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発
兌
所
　
朝

京
橋
區
本
材
木
町
三
丁
目
陽
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　

同

柏
原
政
次
郎

続
い
て
「
弘
賣
書
肆
」
と
し
て
吉
川
半
七
ほ
か
七
書
肆
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

6
は
刊
行
年
不
明
で
あ
る
が
、第
四
巻
末
に
「
大
阪
偉
業
館
蔵
版
」
と
し
て
岡
本
仙
助
、

岡
本
ウ
ノ
、
北
島
長
吉
の
名
が
列
ね
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
3
が
「
鈴
木
朖
の
跋
を

巻
頭
に
置
き
、
跋
文
か
ら
始
ま
る
と
い
う
変
則
的
な
体
裁
に
な
っ
て
い
る
」（
茅
場
氏
）

の
に
対
し
、
５
６
は
と
も
に
朖
の
跋
文
を
第
四
冊
末
尾
と
い
う
本
来
の
位
置
に
配
し

て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
四
巻
四
冊
本
は
少
な
く
と
も
六
度
の
出
版
が
認
め
ら

れ
る
。

（
4
）
池
田
亀
鑑
執
筆
「
紫
式
部
日
記
釈
」項
（『
日
本
文
学
大
辞
典
』一
九
三
四
年
、新
潮
社
）

（
5
）
茅
場
康
雄
氏
「
清
水
宣
昭
考
　
一
（
〜
五
）」（『
学
苑
』
第
617
〜
634
号
　
一
九
九
一
年

三
月
〜
一
九
九
二
年
九
月
）

（
6
）『
紫
式
部
日
記
釈
』
の
引
用
は
、
新
潟
大
学
附
属
図
書
館
佐
野
文
庫
蔵
本
（
同
大
学

古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
収
載
画
像
）
に
よ
る
。

（
7
）
前
掲
注
（
5
）
茅
場
氏
「
清
水
宣
昭
考
　
一
」。
な
お
、
宣
昭
の
師
と
し
て
は
も
う

ひ
と
り
本
居
春
庭
が
い
る
が
、
茅
場
氏
は
「
そ
の
関
係
は
淡
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
8
）
高
尚
が
書
き
入
れ
を
施
し
た
手
沢
本
『
紫
式
部
日
記
傍
註
』
が
岩
瀬
文
庫
に
現
存

し
、
そ
の
内
容
か
ら
鑑
み
て
『
釈
』
の
成
立
と
も
深
く
関
わ
る
こ
と
が
工
藤
進
思
郎

氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
松
の
屋
旧
蔵
『
紫
式
部
日
記
傍
註
』
の
書
入
れ
注

記
（
一
）（
〜
（
三
））」『
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
7
〜
9
号
　
一
九
八
六
年
一
二

月
〜
一
九
八
八
年
六
月
）。

（
9
）
南
波
浩
氏
執
筆
「
紫
式
部
日
記
釈
」
項
（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
一
九
八
四
年
、

岩
波
書
店
）

（
10
）
茅
場
康
雄
氏
「『
紫
式
部
日
記
釈
』
引
用
の
鈴
木
朖
の
注
釈
」（『
文
莫
』
第
19
号
　

一
九
九
四
年
一
一
月
）。「「
鈴
木
翁
」
と
し
て
の
説
は
、
朖
か
ら
宣
昭
が
直
接
に
受
け

宣
昭
が
幅
広
い
読
者
を
想
定
し
な
が
ら
注
を
施
し
た
こ
と
が
、
昭
和
ま
で
も
度

重
な
る
出
版
、
さ
ら
に
は
現
代
に
お
け
る
高
評
価
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

注（
1
）
福
家
俊
幸
氏
「『
紫
式
部
日
記
解
』『
紫
式
部
日
記
釈
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
江
戸

期
の『
紫
式
部
日
記
』研
究
―
」（『
紫
式
部
日
記
の
新
研
究
　
表
現
の
世
界
を
考
え
る
』

二
〇
〇
八
年
、
新
典
社
）。
以
下
、
福
家
氏
の
御
論
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（
2
）
天
保
八
年
十
二
月
八
日
付
書
簡
（
飯
田
正
一
氏
「
藤
井
高
尚
書
簡
集
（
四
）」『
国
文

学
研
究
』
第
58
巻
　
一
九
七
六
年
二
月
）

（
3
）
同
書
の
出
版
に
つ
い
て
は
茅
場
康
雄
氏
が
詳
細
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
新
た
に
管

見
に
入
っ
た
も
の
が
あ
る
た
め
、
補
足
し
て
お
く
。
茅
場
氏
に
よ
れ
ば
、「
少
な
く
と

も
四
巻
五
冊
本
と
し
て
一
度
、
四
巻
四
冊
本
と
し
て
は
四
度
摺
ら
れ
た
こ
と
を
確
認

で
き
る
」（「
清
水
宣
昭
考
　
三
」『
学
苑
』
第
625
号
　
一
九
九
一
年
一
一
月
）
と
の
こ

と
で
、
氏
が
掲
出
さ
れ
た
四
巻
四
冊
本
は
、
1
河
内
屋
儀
助
版
、
2
河
内
屋
喜
兵
衛
版
、

3
光
文
書
房
版
、
4
鹿
田
松
雲
堂
版
の
四
種
で
あ
る
（
番
号
は
私
に
付
し
た
）。
こ
の

う
ち
3
に
つ
い
て
、
茅
場
氏
は
明
治
初
年
か
ら
同
五
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
後
年
さ
ら
に
5
朝
陽
館
版
、
6
大
阪
偉
業

館
版
と
し
て
少
な
く
と
も
二
度
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
5
は
国
立
国

会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〈
書
誌ID

000000547332

〉、
6
は
早
稲
田
大

学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〈
請
求
記
号
　
文
庫
30
　E

0034

〉
掲
載
の
画
像
に
よ

る
。
な
お
、
茅
場
氏
が
未
見
と
さ
れ
た
4
も
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〈
請
求
記
号
　
文
庫

30
　E

0032

〉
に
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
5
の
刊
記
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
五
月
補
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
價
金
八
十
錢

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
五
月
製
本
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（
19
）
図
版
は
次
の
諸
本
に
よ
る
。『
紫
文
蜑
の
囀
』国
文
学
研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
蔵
本（
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
　
表
示
　4.0 

ラ
イ
セ
ン
ス C

C
 B

Y-S
A

）、『
紫
式
部
日

記
傍
注
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
　
表
示
　4.0

　
ラ
イ
セ
ン
ス C

C
 B

Y-S
A

）、『
古
今
集
遠
鏡
』
岐
阜
大
学
図
書
館
蔵
本
、『
紫
式
部

日
記
釈
』
新
潟
大
学
附
属
図
書
館
佐
野
文
庫
蔵
本
、『
源
氏
遠
鏡
』
筑
波
大
学
中
央
図

書
館
蔵
本
。

（
20
）『
古
今
集
遠
鏡
』『
釈
』『
源
氏
遠
鏡
』
も
俗
語
以
外
の
部
分
で
は
ひ
ら
が
な
を
用
い
て

い
る
。

（
21
）
た
だ
し
、『
源
氏
遠
鏡
』
が
『
古
今
集
遠
鏡
』
と
同
様
に
作
品
の
全
文
を
俗
語
訳
す

る
こ
と
を
志
向
し
た
の
に
対
し
、『
釈
』
は
あ
く
ま
で
注
釈
の
一
部
と
し
て
俗
語
訳
を

採
用
し
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
扱
う
作
品
そ
の
も
の
の
注
釈
史
の
厚
み
の
相
違
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、『
源
氏
遠
鏡
』
の
版
面
が
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
そ
れ

に
き
わ
め
て
近
し
い
の
に
対
し
、『
釈
』
は
異
な
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

性
質
の
異
な
る
書
物
で
あ
り
な
が
ら
、
本
文
と
注
の
配
置
、
俗
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記

と
い
う
共
通
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。

（
22
）
ク
レ
メ
ン
ツ
氏
前
掲
注
（
14
）
論
文

（
23
）
野
田
氏
前
掲
注
（
15
）
論
文

（
24
）
な
お
、高
尚
手
沢
本
『
紫
式
部
日
記
傍
註
』
に
『
と
り
か
へ
ば
や
』
引
用
は
な
く
、『
雅

語
訳
解
』
の
「
あ
い
ぎ
や
う
」
項
も
「
愛
キ
ヤ
ウ
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
の
で
、『
釈
』

の
『
と
り
か
へ
ば
や
』
引
用
は
宣
昭
の
見
識
を
示
す
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
25
）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

（
26
）
伊
藤
光
中
に
つ
い
て
は
、
新
居
和
美
氏
に
よ
る
「
伊
藤
光
中
の
『
と
り
か
へ
ば
や
』

研
究
―
桃
園
文
庫
本
・
静
嘉
堂
文
庫
本
を
中
心
と
し
て
―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
第

20
号
　
二
〇
〇
四
年
一
月
）
ほ
か
一
連
の
論
考
に
詳
し
い
。

（
27
）
西
本
寮
子
氏
「
誰
が
読
ん
だ
の
か
―
江
戸
時
代
の
『
と
り
か
へ
ば
や
』
享
受
―
」（『
日

本
文
学
』
第
54
巻
第
2
号
　
二
〇
〇
五
年
二
月
）

た
教
え
で
あ
る
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」「
高
尚
だ
け
で
な
く
、
朖
に
つ
い
て

も
『
日
記
釈
』
の
草
稿
を
な
ん
ら
か
の
状
況
で
校
閲
し
た
可
能
性
を
考
え
て
お
く
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

（
11
）
茅
場
氏
前
掲
注
（
10
）
論
文

（
12
）
前
掲
注
（
4
）
辞
典

（
13
）『
雅
語
訳
解
』
の
引
用
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
蔵
本
（
新
日
本
古
典
籍

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
収
載
画
像
）
に
よ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
私
に
傍
線
を
施
し
た
。

以
下
、
引
用
文
に
お
け
る
傍
線
、
四
角
囲
み
は
す
べ
て
稿
者
に
よ
る
。

（
14
）
近
世
に
お
け
る
俗
語
訳
の
概
念
お
よ
び
意
義
に
つ
い
て
は
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ク
レ
メ
ン

ツ
氏
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
俗
語
訳
の
意
義
」（『
源
氏
物
語
の
近
世
―
俗
語
訳
・
翻

案
・
絵
入
本
で
よ
む
古
典
』
二
〇
一
九
年
、
勉
誠
出
版
）
に
詳
し
い
。

（
15
）
野
田
昌
氏
「
解
説
」（『
源
氏
遠
鏡
』
一
九
九
一
年
、勉
誠
社
）
に
掲
出
さ
れ
た
「
凡
例
」

に
よ
る
。
こ
の
凡
例
は
栗
田
直
政
の
詠
草
に
記
さ
れ
た
も
の
で
、
鈴
木
朖
に
よ
る
添

削
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
の
添
削
を
反
映
し
た
形
で
本
文
を
整
定
、
引
用

し
た
。
な
お
、『
源
氏
遠
鏡
』
は
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
刊
本
に
は
こ
の
凡
例
が
存
在

し
な
い
。

（
16
）『
古
今
集
遠
鏡
』
と
『
源
氏
遠
鏡
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
田
中
康
二
氏
「
俗
語

訳
成
立
史
」（『
本
居
宣
長
の
国
文
学
』
二
〇
一
五
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）
に
詳
し
い
。

（
17
）『
源
氏
物
語
』
俗
語
訳
は
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ク
レ
メ
ン
ツ
氏
「
も
う
一
つ
の
「
注
釈
書
」

―
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
初
期
俗
語
訳
の
意
義
―
」（『
平
安
文
学
の
古

注
釈
と
受
容
』
第
3
集
　
二
〇
一
一
年
、
武
蔵
野
書
院
）
に
よ
る
。

（
18
）
近
時
、前
掲
注
（
14
）『
源
氏
物
語
の
近
世
―
俗
語
訳
・
翻
案
・
絵
入
本
で
よ
む
古
典
』

に
お
い
て
、『
風
流
源
氏
物
語
』
か
ら
『
俗
解
源
氏
物
語
』
ま
で
の
五
作
品
は
い
ず
れ

も
翻
刻
、
注
解
、
挿
絵
お
よ
び
解
説
が
供
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
書
に
は
論
考
篇
も
収

載
さ
れ
て
お
り
、
近
世
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
を
今
後
考
究
し
て
い
く
上
で
欠
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
一
書
と
言
え
よ
う
。
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高
尚
の
筆
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
茅
場
氏
前
掲
注
（
5
）「
清
水
宣
昭
考
　
三
」

に
詳
し
い
。

（
37
）
田
中
氏
前
掲
注
（
16
）
論
文
。
田
中
氏
は
、『
古
今
集
遠
鏡
』
に
お
け
る
宣
長
の
俗

語
訳
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
、「
従
来
の
注
釈
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
役

割
を
担
い
う
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
、「
初
学
者
と
熟
練
の
学
者
を

隔
て
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

〔
付
記
〕

貴
重
な
御
蔵
書
の
閲
覧
、
掲
載
を
お
ゆ
る
し
く
だ
さ
っ
た
諸
機
関
お
よ
び
そ
の
関
係
者

の
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
は
、15th International C

onference of the E
uropean A

ssociation for Japanese 

S
tu

dies

（
二
〇
一
七
年
八
月
、
於
リ
ス
ボ
ン
大
学
）
に
お
け
る
パ
ネ
ル
「C

om
m

en
tary, 

Vern
acu

larization
, an

d P
ictorialization

: N
ew

 direction
s in

 th
e st u

dy
 of M

u
rasaki 

S
h

ikibu's E
do-period leg

acy

」
で
の
口
頭
発
表
「Tales, D

iaries, an
d K

oku
g

aku
sh

a: 

T
he D

iary of M
urasaki Shikibu

」
に
基
づ
く
。
同
パ
ネ
ル
の
メ
ン
バ
ー
（
ゲ
イ
・
ロ
ー

リ
ー
氏
、新
美
哲
彦
氏
、レ
ベ
ッ
カ
・
ク
レ
メ
ン
ツ
氏
）
お
よ
び
席
上
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ

た
諸
先
生
方
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
同
パ
ネ
ル
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
紫

式
部
作
品
の
あ
り
よ
う
を
考
究
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
俗
語
訳
に
つ
い
て
は
『
源
氏

物
語
』と
の
関
わ
り
の
み
を
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
、宣
長
の
流
れ
を
く
む
和
学
者
た
ち
は
、

『
百
人
一
首
』
な
ど
の
俗
語
訳
も
生
み
出
し
て
い
る
。
俗
語
訳
全
体
に
お
け
る
『
釈
』
の
位

置
付
け
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
重
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
研
究
は
、JS

P
S

科
研
費JP

23720130

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

―
お
が
わ
・
よ
う
こ
、
岐
阜
大
学
准
教
授
―

（
28
）文
政
六
年
四
月
七
日
付
書
簡（
飯
田
正
一
氏「
藤
井
高
尚
書
簡
集（
一
）」『
国
文
学
研
究
』

第
55
号
〈
一
九
七
五
年
二
月
〉。
行
移
り
を
示
す
」
も
同
論
に
よ
る
。）

（
29
）『
釈
』に
お
け
る
引
用
書
の
全
容
に
つ
い
て
は
、茅
場
氏
前
掲
注（
10
）論
文
に
詳
し
い
。

（
30
）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
土
佐
日
記
』（
サ
5
―
12
）
見
返
し
に
は
「
文
政
五
年
壬

午
二
月
廿
二
日
　
清
水
宣
昭
」
と
の
記
述
が
見
え
る
。
ま
た
安
藤
直
太
朗
氏
が
宣
昭

書
き
入
れ
本
『
伊
勢
物
語
』
を
ご
所
蔵
の
由
で
あ
る
（
岡
田
稔
氏
「
清
水
宣
昭
」『
郷

土
文
化
』
第
17
巻
3
号
　
一
九
六
二
年
八
月
）。

（
31
）
文
政
十
三
年
七
月
十
七
日
付
書
簡
（
森
繁
夫
氏
「
藤
井
高
尚
と
清
水
宣
昭
（
下
）」『
国

語
国
文
』
第
10
巻
11
号
　
一
九
四
〇
年
一
一
月
）

（
32
）
天
保
二
年
四
月
十
一
日
付
書
簡
（
飯
田
正
一
氏
「
藤
井
高
尚
書
簡
集
（
三
）」『
国
文

学
研
究
』
第
57
号
　
一
九
七
五
年
一
〇
月
）。
茅
場
氏
は
「
高
尚
こ
の
年
六
十
八
歳
で

あ
り
、『
日
記
釈
』
に
対
す
る
姿
勢
と
い
い
、
狭
衣
物
語
校
合
本
の
提
供
と
い
い
、
宣

昭
に
恃
む
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
」（
前
掲
注
（
5
）「
清
水

宣
昭
考
　
三
」）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
33
）
市
橋
鐸
氏
『
文
化
財
叢
書
第
四
十
八
号
　
な
ご
や
本
綴
足
』（
一
九
六
九
年
、
名
古

屋
市
教
育
委
員
会
）。
こ
れ
を
所
蔵
し
た
と
い
う
奥
田
常
雄
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
34
）
西
本
氏
前
掲
注
（
27
）
論
文
。
宣
長
奥
書
本
か
ら
は
じ
ま
る
『
と
り
か
へ
ば
や
』
享

受
に
つ
い
て
は
、
同
氏
「『
と
り
か
へ
は
や
』
蓬
莱
氏
系
統
の
伝
本
を
め
ぐ
る
考
察
―

本
居
宣
長
の
奥
書
を
起
点
と
し
て
―
」（『
国
文
学
攷
』
第
178
号
　
二
〇
〇
三
年
六
月
）

に
詳
し
い
。

（
35
）『
玉
の
小
櫛
の
そ
へ
櫛
』
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
『
玉
の
小
櫛
』
の
増
補
を
宣
昭
が

試
み
た
一
書
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
在
は
所
在
不
明
（
工
藤
進
思
郎
氏
「
清
水
宣

昭
の
源
氏
物
語
研
究
―
『
玉
の
小
櫛
の
そ
へ
櫛
』・
『
雨
夜
物
語
品
定
参
注
』
に
つ
い

て
―
」『
藤
井
高
尚
と
松
屋
派
』
一
九
八
六
年
、
風
間
書
房
）。

（
36
）
本
居
宣
長
記
念
館
蔵
『
紫
式
部
日
記
釈
』
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
袋
の
お
も
て
書
が


