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三
一
号
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〇
〇
〇
年
)

は
じ
め
に

1
九
七
〇
年
代
か
ら
近
世
史
科
学
の
確
立
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
'
以
後
'
近
世
史
料
iI
適
合
的
な
研
究
視
角

･
研
究
方
法
の
琴
不
が
多

(1
)

(2
)

角
的
に
な
さ
れ
て
き
た

｡

そ
れ
ら
を
受
け
て
'
と
く
に
文
香
の
様
式
的
類
別

(名
称
付
与
)

･
社
会
的
機
能

や
､

文
書

･
記
録
史
料
の
管

(3
)

(4
)

理
状
況
を
組
織
機
構
と
の
関
係
か
ら
論
じ
る
研
究
な
ど
が
な
さ
れ
'
有
益
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
書
籍

史

料
に
つ
い
て

(5
)

は

一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
よ
う
や
く
調
査

･
整
理
方
法
に
つ
い
て
議
論
が
始
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
｡

そ
こ
で
本
稿
で
は
､
近
世
の
書
籍

史
料
を
史
料
学
的
に
検
討
し
て
い
く
と
き
に
必
要
な
論
点

･
視
角
に
つ
い
て
'
課
題
発
見
的
に
ラ
フ
な
形
で
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
に
し
た
｡

以
下
､
前
碇
と
し
て
'
近
世
の
書
籍
史
料
を
素
材
に
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
書
誌
学

･
国
文
学
'
お
よ
び
史
料
論
と
不
可
分
な
関
係

に
あ
る
歴
史
学
に
対
し
て
､
本
稿
が
と
ろ
う
と
す
る
立
場
を
述
べ
る

(
こ
｡
つ
い
で
本
論
で
は
､
書
籍
史
料
が
内
包
す
る
非
文
字
情
報

に
関
心
を
集
中
し
'
第

一
に
'
書
籍
史
料
を
印
写
様
式
に
よ
っ
て
大
き
-
印
刷
物
と
写
本
と
に
分
け
る
｡
そ
し
て
印
刷
物
を
文
字
の
印
刷

様
式
に
よ
っ
て
整
版
印
刷
と
活
字
印
刷
と
に
分
け
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
近
世
社
会
で
の
存
在
性
に
つ
い
て
考
え
る
｡
続
け
て
整
版
印
刷
物
を

作
成
面

･
流
通
面
に
着
目
し
て
分
類
す
る

(二
)
｡
次
に
写
本
を
分
節
的
に
理
解
す
る
方
法
を
検
討
す
る

(≡
)
｡
第
二
に
､
装
訂

･
料

紙

･
春
型
と
い
っ
た
非
文
字
情
報
か
ら
書
籍
史
料
の
特
性
を
引
き
出
す
方
法
を
考
え
る

(四
)0

一

書
籍
史
料
論
の
立
場

こ
こ
で
は
､
近
世
の
書
籍
史
料
に
関
す
る
研
究
を
'
ど
の
よ
う
に
既
存
の
学
問
が
進
め
て
き
た
の
か
を
概
括
的
に
記
し
､
併
せ
て
本
稿



で
述
べ
る
書
籍
史
料
論
が
'
既
存
の
学
問
に
対
し
て
､
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
｡

近
世
の
書
籍
史
料
を
研
究
素
材
と
す
る
学
問
に
は
､
書
誌
学

･
国
文
学
が
あ
る
｡
書
誌
学
は
'
書
籍
の
物
質
的
形
態
を
枕
察
し
で
情
報

を
簡
潔
に
記
述
す
る
形
態
書
誌
学
を
骨
子
と
し
つ
つ
､
昏
籍
の
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
目
的
と
す
る
｡
具
体
的
に
は
'

近
世
の
書
籍
史
料
の
う
ち
古
活
字
版
に
と
-
に
研
究
が
厚
-
､
近
世
前
期
以
後
に
つ
い
て
は
'
稀
少
か
つ
学
術
的
に
優
れ
た
も
の
を
発
見

し
て
'
善
本
な
ど
に
認
定
し
､
研
究
を
進
め
て
き
た
｡

国
文
学
は
､
文
学
的
価
値
が
高
い
と
評
価
さ
れ
る
作
品

･
作
家
を
論
じ
る
こ
と
を
中
核
的
研
究
領
域
と
L
t
様
式
や
内
容
か
ら
香
箱
を

諸
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け
､
と
-
に
軟
文
学
と
い
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
多
-
の
成
果
を
蓄
積
し
て
き
た
｡
ま
た
補
助
学
と
し
て
昏
誌
学
を
積
極

(6
)

的
に
取
り
入
れ
て
発
展
さ
せ
で
き
た
｡
近
年
で
は
'
こ
れ
ま
で
の
書
誌
学
的
用
語
を
再
検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
｡
し

か
し
な
が
ら
'
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
蓄
積
が
厚
い
ジ
ャ
ン
ル
を
基
礎
に
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
｡

右
か
ら
す
れ
ば
､
書
誌
学
は
'
学
術
的
に
み
て
頂
点
に
位
置
す
る
史
料
を
対
象
と
L
t
さ
し
ず
め
点
の
連
な
り
を
描
い
て
き
た
こ
と
に

な
る
｡
ま
た
国
文
学
は
'
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
発
展
過
程
を
系
統
的
に
捉
え
る
も
の
で
､
賂
筋
も
の
線
を
描
い
て
き
た
と
い
え
よ
う
か
｡
こ

れ
に
対
し
て
書
籍
史
料
論
で
は
､
書
籍
史
料
を
学
術
的
な
価
値
の
高
下
に
よ
っ
て
選
別
す
る
こ
と
な
く
'
近
世
社
会
に
存
在
し
た
昏
姑
の

全
様
相
を
､
い
わ
ば
面
と
し
て
措
こ
う
と
す
る
｡
そ
の
方
法
は
､
私
た
ち
の
目
の
前
に
有
る
か
無
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
､
復
元
的
に
考
察

(-
)

し
て
い
く

も

の
と
な
る
｡

つ
い
で
'
史
科
学
は
歴
史
学
と
疎
い
関
係
を
も
つ
こ
と
か
ら
'
書
籍
史
料
が
歴
史
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
に
触

れ
て
お
き
た
い
｡
や
や
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
､
歴
史
学
は
史
実
を
生
に
伝
え
て
い
る
可
能
性
の
高
さ
を
重
視
す
る
た
め
'
文
啓
や
記

(8
)

録
史
料
か
ら
立
論
す
る
傾
向

に

あ
り
､
書
籍
史
料
は
思
想
史
や
文
化
史
な
ど
'
や
や
限
ら
れ
た
範
囲
で
利
用
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
｡
こ

れ
に
対
し
て
書
籍
史
料
論
で
は
'
書
籍
史
料
を
文
書

･
記
録
史
料
と
切
り
離
さ
ず
､
史
料

｢群
｣
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
捉
え

近
世
書
籍
史
料
詮
に
関
す
る
党
昏

(藤
賛
)

1
九
三



図 書籍史料論の立場

史
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年
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て
い
く
｡

以
上
は
'
書
誌
学

･
国
文

学
お
よ
び
歴
史
学
の
研
究
視
角
と
､
本
稿
の
そ
れ
と
の
違
い
で

あ
る
が
､
い
う
ま
で
も
な
く
既
存
の
学
問
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い

｡
本
稿
の
立
場
は
お

お
よ
そ
図

｢書
籍
史
料
論
の
立
場
｣
に
示
す
通
り
で
あ
る
｡
仮
に
書
誌
学
を
A

､
国
文
学
を

B
t
歴
史
学
を
C
と
す
れ
ば
'
書
籍
史
料
論
の
立
場
は
A
･
B
･
C
そ
れ
ぞ
れ
の
い
ず
れ
か

1
つ
で
は
な
く
､
三
つ
と
境

界
を
接
す
る
よ
う
な
'
い
わ
ば
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
り
た

い
｡
そ
れ
は
'
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
存
在
で
あ
る
こ
と
､
す
な
わ
ち
'
各
学
問
の



ニ
ー

一

印
字
様
式

近
世
の
印
刷
物
は
､
印
字
様
式
か
ら
整
版
印
刷
と
活
字
印
刷
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
整
版
印
刷
と
活
字
印
刷
と
は
あ
る
程
度
､

習
熟
す
れ
ば
枚
面
の
遠
い

(例
え
ば
､
活
字
印
刷
物
に
は
文
字
列
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
)
か
ら
肉
眼
で
判
断
で
き
る
｡
そ
の
た
め
こ
こ
で

は
'
両
者
を
見
分
け
る
技
術
的
な
方
法
に
は
触
れ
な
い
｡

ニ
ー
一-
一
整
版
印
刷

(9
)

整
版
印
刷
は
､

1
枚
の
坂
に
逆
文
字
を
薬
研
彫
で
陽
刻
し
て
摺
っ
た
も
の
を
い
う

｡

こ
れ
は
'
中
世
以
来
t
T寺
院
が
中
心
と
な
っ
て
行

(10
)

っ
た
出
版
事
業
に
用
い
た
印
刷
方
法
で
､
近
世
前
期
に
商
業
資
本
と
結
び
つ
い
て
社
会
で
広
-
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
の
印
刷
方

法
は
'
明
治
二
〇
年
代
に
活
版
印
刷
が
主
流
と
な
る
ま
で
t
商
業
的
印
刷
物
の
代
表
を
占
め
た
｡
な
お
､
整
版
印
刷
物
に
つ
い
て
は
､
節

を
改
め
て
詳
述
す
る
｡

ニ
ー
一-
二
活
字
印
刷

活
字
印
刷
は
､
原
則
と
し
て
､

一
字
ず
つ
陽
刻
し
た
文
字
を
組
み
合
わ
せ
て
造
っ
た
活
字
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
用
材
か
ら
木

活
字
と
銅
活
字
と
に
分
か
れ
る
｡
こ
の
方
面
に
つ
い
て
は
'
こ
こ
十
数
年
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
通
説
､
例
え
ば
慶
長
勅
版
は
朝

uW
C

鉢
よ
り
伝
来
し
た
技
法
に
な
ら
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
す
る
説

な

ど
､
に
変
更
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
､
簡
単
に
そ
の
成
果
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
｡

活
字
印
刷
の
技
術
は
､
近
世
初
期
に
西
洋

･
朝
鮮

･
中
国
の
三
経
路
か
ら
日
本
に
入
っ
た
o
後
陽
成
は
朝
鮮
の
技
術
を
導
入
し
て
文
禄

(12
)

勅
版
を
､
ま
た
西
洋
の
技
術
に
バ
レ
ン
で
摺
る
日
本
の
技
術
を
組
み
合
わ
せ
て
慶
長
勅
版
を
作
ら
せ
た

(と
も
に
木
活
字
)
｡
徳
川
家
康

近
世
書
籍
史
料
論
に
関
す
る
覚
書

(藤
賛
)

一
九
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
九
六

(13
)

は
朝
鮮

･
明
の
技
術
を
活
か
し
て
伏
見
版

(木
活
字
)

･
駿
河
版

(銅
活
字
)
を
作
ら
せ
た
｡
こ
の
ほ
か
木
活
字
本
に
は
'
寺
院
版

･
本

阿
弥
光
悦
の
嵯
峨
版
な
ど
が
あ
る
｡
と
く
に
校
勘
を
経
た
本
文
を
も
つ
嵯
峨
本
は
'
古
典
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
､
商
品
生
産

と
し
て
出
版
業
が
成
立
す
る
遠
因
と
な
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
活
字
印
刷
の
隆
盛
は
文
禄
か
ら
慶
安
年
間
ま
で
の
約
六
〇
年
間
に
限
定
的
で
あ
る

(こ
の
時
期
の
活
字
印
刷
本
を
古

活
字
本
と
呼
ぶ
)
｡
活
字
印
刷
が
に
わ
か
に
衰
微
し
た
理
由
は
'
活
字
版
は
多
く
摺
る
と
文
字
が
動
-
た
め
大
量
の
印
刷
に
耐
え
な
い
｡

再
版
が
容
易
で
は
な
い
と
い
っ
た
技
術
面
ば
か
り
で
な
く
'
板
木
が
権
利
と
し
て
売
買
の
対
象
と
な
り
'
青
棒
の
営
業
の
基
盤
と
な
っ
て

(14
)

い
た
と
い
JT
商
業
慣
習
と
相
容
れ
な
か
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
｡

た
だ
し
'
木
活
字
印
刷
は
近
世
前
期
以
降
も
､
通
常
の
商
業
出
版
と
は
耽
れ
た
と
こ
ろ
で
命
脈
を
保
ち
､
私
家
版
の
作
成
や
私
塾

･
藩

校
の
教
科
書
印
刷
'
あ
る
い
は
近
世
後
期
の
幕
府
諸
機
関
の
刊
行
事
業
で
用
い
ら
れ
た
｡
木
活
字
印
刷
は
板
面
に
多
少
の
見
苦
し
さ
が
あ

り
'
挿
し
絵
を
入
れ
た
り
'
ル
ビ
を
振
る
な
ど
装
飾
を
施
し
づ
ら
い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
両
が
あ
る
が
'
整
版
印
刷
よ
り
も
少
数
部
で
あ
れ

ば

一
部
あ
た
り
の
コ
ス
ト
が
低
い
｡
植
字
さ
え
す
れ
ば
よ
い
た
め
簡
便
で
即
時
性
に
富
む
｡
板
木
よ
り
も
保
管
に
場
所
を
安
さ
な
い
な
ど

の
利
点
が
あ
っ
た
.
ま
た
､
活
字
は
崩
し
て
し
ま
え
ば
証
拠
が
貯
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
し
ば
し
ば
禁
書
の
出
版
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
｡

ま
た
'
生
産
の
場
か
ら
流
通
の
場
に
目
を
移
せ
ば
､
幕
府
公
認
の
株
仲
間
に
属
す
る
三
部

(京
都

･
大
坂

･
江
戸
)
の
青
棒
は
'
原
則

(ほ
)

(16
)

と
し
て
木
活
字
本
を
扱
わ
な
か
っ
た

｡

つ
ま
り
'
木
活
字
本
の
流
通
経
路
は
'
｢表
向
き
｣
と
い
う
限
定
を
付
け
る
と
し
て
も
'
正
規
の

出
版
手
続
き
を
経
て
刊
行
さ
れ
た
盤
版
印
刷
物
と
は
違
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

ニ
ー
1-
三
小
指

近
世
前
期

比
降
に
作
成
さ
れ
た
あ
る
印
刷
物
が
､
整
版
印
刷
物
で
あ
れ
ば
､
作
成
の
過
程
に
何
ら
か
の
形
で
出
版
業
者
が
介
在
し
た
可



能
性
が
高
-
'

1
定
部
数
以
上
が
広
-
社
会
に
流
布
し
た
｡

1
方
'
木
活
字
印
刷
物
で
あ
れ
ば
'
出
版
業
者
の
介
在
は
ほ
ほ
無
く
'
部
数

は

一
〇
〇
部
程
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
木
活
字
本
の
場
合
は
､
禁
香
に
類
す
る
書
籍
か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

二-
二

整
版
印
刷
物

先
に
､
整
版
印
刷
が
近
世
前
期
に
商
業
資
本
と
結
び
つ
い
た
背
後
に
は
､
板
木
に
商
品
価
値
を
置
-
商
業
習
慣
が
あ
っ
た
と
述
べ
た
｡

こ
れ
は
近
世
社
会
で
書
籍
を
出
版
す
る
時
に
､
同
業
者
に
よ
る
規
制
が
伴
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
こ
の
よ
う
に
昏
籍
を

出
版
す
る
'
あ
る
い
は
流
通
さ
せ
る
と
い
っ
た
活
動
を
制
約
し
た
事
柄
に
つ
い
て
､
国
家
に
よ
る
塊
制
に
枠
を
広
げ
て
記
し
'
整
版
印
刷

物
を
分
節
的
に
理
解
す
る
視
角
を
里
示
し
た
い
｡

ニー
ニ
ー

一
輸
入
漢
籍
と
和
刻
本

近
世
に
お
け
る
漢
籍
の
輸
入
に
つ
い
て
は
､
幕
府
の
鎖
国
政
策
と
の
関
係
か
ら
､
そ
の
幹
部
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
そ

の
成
果
は
必
ず
し
も
広
-
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
な
い
の
で
､
こ
こ
で
は
ま
ず
､
輸
入
湊
籍
の
国
内
で
の
流
通
機
構
の
大
枠
を
ま
と

め
､
そ
れ
を
前
提
に
国
文
学
で
い
う
漢
籍
の
定
義
と
そ
れ
へ
の
若
干
の
疑
問
を
示
し
た
い
.

慶
長

一
八
年

二

六

一
三
)
'
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
命
じ
'
寛
永

一
二
年

(
一
六
三
五
)
に
は
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
厳
禁
し

た
｡
そ
の
た
め
'
以
後
､
日
本
に
入
る
海
外
の
書
籍
は
､
唐
船
に
積
ま
れ
た
輸
入
書
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
渡
唐
本
は
史
的
に

不
安
定
で
あ
り
､
決
算
の
金
額
面
か
ら
し
て
も
多
-
は
な
く
､
貿
易
品
の
主
流
と
な
り
得
た
も
の
で
は
な
い
｡
と
は
.い
え
､
井
府
政
策
の

施
行
と
そ
の
修
正
の
影
響
を
大
き
く
蒙
っ
た
点
で
､
他
の
貿
易
品
と
違
い
は
な
い
0

通
例
'
持
渡
書
籍
は
船
頭
の
裁
量
で
選
別
さ
れ
て
も
た
ら
さ
れ
た
た
め
､
書
籍
は
ま
ず
長
崎
の
聖
堂
で
書
物
改
め
を
行
い
､
禁
書
に
あ

近
世
書
籍
史
料
詮
に
関
す
る
党
昏

(藤
賓
)

]
九
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
九
八

た
る
も
の
が
振
り
落
と
さ
れ
た
｡
そ
の
う
え
で
大
意
書
が
作
成
さ
れ
'
そ
れ
は
長
崎
奉
行
の
手
を
経
て
幕
府
老
中
に
上
っ
た
｡
老
中
は
大

意
書
を
検
討
し
'
問
題
な
し
と
判
断
し
た
の
ち
に
市
中
へ
の
売
り
捌
き
を
許
可
し
た
｡
売
り
捌
き
に
は
長
崎

･
大
坂
の
問
屋
が
関
与
し
た
｡

購
入
は
将
軍
の
そ
れ
を
第

一
と
L
t
つ
い
で
幕
府
の
老
中

･
若
年
寄

･
儒
者
に
優
先
的
で
あ
-
'
そ
の
ほ
か
も
多
-
は
社
会
上
層
部
の
手

(17
)

に
帰
し
た
｡

か
か
る
状
況
下
に
あ
っ
て
'
近
世
前
期
に
'
日
本
の
民
間
音
律
は
漢
籍
の
出
版
に
着
手
し
た
｡
返
り
点
や
振
り
が
な
を
施
し
た
和
刻
本

(18
)

を
学
習
書
と
し
て
刊
行
し
た
の
で
あ
る
｡

(19
)

と
こ
ろ
で
t
r国
書
総
目
録
】
(凡
例
)

･
r日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
｣

によ
れ
ば
､
国
文
学
で
は
書
籍
を
著
作
者
に
指
標
を
置
い
て

類
別
す
る
｡
つ
ま
り
､
中
国
人
が
著
者
で
あ
れ
ば
'
輸
入
書
籍
で
あ
れ
和
刻
本
で
あ
れ
'
全
て
漢
籍
に
属
す
る
と
す
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'

作
成
過
程
と
流
通
経
路
の
違
い
か
ら
見
れ
ば
'
輸
入
書
籍
と
和
刻
本
と
は
一
つ
の
言
葉
で
は
-
-
れ
な
い
｡
国
文
学
が
著
作
者
に
基
準
を

置
い
て
分
け
る
と
し
て
も
'
史
料
諭
で
は
'
輸
入
書
籍
と
和
刻
本
と
を
区
別
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

(PJ)

ニ
ー
ニ
ー
二

｢青
物
｣

こ
こ
で
は

､
整
版
印
刷
物
の
う
ち
い
わ
ゆ
る

｢書
物
｣
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
具
体
的
に
は
ま
ず
幕
府
の
出
版
統
制
の
あ
り
方
'
つ
い
で

書
物
問
屋
の
出
版
手
続
き
を
確
認
す
る
｡

①
幕
府
の
統
制

明
暦
三
年

二

六
五
七
)
に
京
都
所
司
代
は
触
れ
を
出
し
'
軍
書
を
出
版
す
る
と
き
に
は
町
奉
行
所
へ
届
け
出
る
よ
う
に
と
命
じ
た
｡

(21
)

つ
い
で
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)
､
｢新
作
之
怯
ナ
ラ
ザ
ル
書
物
'
商
売
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
｣
と
刻
ま
れ
た
高
札
が
全
国
に
立
て
ら
れ
た
｡

こ
れ
ら
か
ら
は
'
幕
府
に
よ
る
出
版
取
締
令
は
'
は
じ
め
不
特
定
者
を
好
象
に
し
て
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
お
そ
ら
く
こ
れ
は
､
近



世
初
期
､
幕
府
が

一
般
の
同
業
者
仲
間
を
私
的
な
結
合
と
み
な
し
て
禁
止
し
て
い
た
点
と
関
係
し
よ
う
｡

3切
凸

元
禄

一
一
年

(
一
六
九
八
)
､
京
都
と
大
坂
の
書
樺
は
連
名
で
､
所
轄
の
町
奉
行
に
重
枚

･
類
板
の
禁
止
の
蝕
を
出
し
て
欲
し
い
と
願

い
'
両
町
奉
行
は
言
論
統
制
の
費
務
を
負
わ
せ
つ
つ
､
こ
れ
を
受
諾
し
た
｡
本
屋
仲
間
の
結
成
が
承
認
さ
れ
'
同
時
に
言
論
統
制
の
担
い

手
が
創
出
し
た
の
で
あ
る
｡
同
じ
よ
う
に
幕
府
は
'
享
保
期
に
京
都
の
書
林
仲
間
､
江
戸
の
書
物
問
屋
仲
間

(通
町
組

･
中
通
組

･
南
畝
)'

大
坂
の
本
屋
仲
間
を
公
認
し
､
出
版
取
締
令
を
出
し
て
'
法
令
の
遵
守
を
仲
間
に
命
じ
た
｡

享
保
七
年

二
七

二
二
)
の
取
締
令
は
'
禁
書
昏
籍
の
内
容
に
言
及
し
た
部
分
と
'
出
版
シ
ス
テ
ム
に
か
か
わ
る
部
分
と
に
分
か
れ
る
｡

す
な
わ
ち
'
幕
府
が
禁
止
し
た
書
籍
は
'

一
つ
に
異
説

(キ
リ
ス
ト
敦
を
含
む
)
を
唱
え
る
も
の
'
二
つ
め
に
好
色
本
の
類
'
三
つ
め
に

〕楓
E

人
々
の
家
筋
に
関
す
る
も
の
'
四
つ
め
に
徳
川
将
軍
家
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た

｡

出
版
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
｡

さ
て
､
先
よ
-
仲
間
の
暴
認

･
公
認
と
幕
府
の
取
締
と
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
述
べ
て
き
た
｡
こ
の
点
を
強
調
す
る
の

は
､
書
物
問
屋
仲
間
に
属
さ
な
い
普
樺
は
'
こ
の
制
外
に
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
払
い
た
い
か
ら
で
あ
る
｡
草
紙
屋
や
板
木
屋
な
ど
の
統

制
は
､
し
ば
ら
く
芸
能
興
行
な
ど
と
の
連
関
の
な
か
で
行
わ
れ

た

｡

香
韓
の
集
団
に
は
階
層
艶

あ
り
､
階
層
ご
と
に
幕
肘
の
統
制
は
重

(24
)

層
的
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
｡

②
出
版
手
続
き

(江
戸
の
書
物
問
屋
の
場
合
)

書
物
問
屋
が
出
版
物
を
出
す
場
合
に
は
､
つ
ぎ
の
手
続
き
を
必
要
と
し
た
｡
以
下
'
や
や
記
述
が
細
か
-
な
る
が
､
こ
こ
か
ら
は

｢書

物
｣
の
出
版
に
は
'
煩
璃
な
手
続
き
を
要
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
｡
.

新
規
の
企
画
を
た
て
た
-
､
古
坂
を
改
め
て
再
板
し
ょ
う
と
す
る
者
は
稿
本
が
完
成
す
る
と
､
所
属
の
組
の
行
事
に
稿
本
と
閲
板
願
あ

る
い
は
再
板
願
を
提
出
す
る
｡
こ
こ
で
行
事
が
幕
府
の
法
令
に
触
れ
る
と
判
断
し
た
も
の
は

｢吟
味
出
来
ず
｣
と
し
て
返
却
'
あ
る
い
は

絶
板
扱
い
に
し
た
｡
内
容
上
'
行
事
の
判
断
で
は
乾
し
い
も
の
は
町
年
寄
を
通
じ
て
町
奉
行
へ
伺
い
を
立
て
た
O

近
世
書
籍
史
料
論
に
関
す
る
覚
書

(藤
賓
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
4
号

(二
〇
〇
〇
年
)

110
0

ま
た
'
行
事
が
､
従
来
の
出
版
物
と
関
係
が
あ
る
類
枚

･
重
板
に
当
た
る
と
判
断
し
た
時
は
'
仲
間
内
に
稿
本
を
回
覧
し
た
｡
こ
れ
を

｢廻
本
｣
と
い
う
｡
こ
の
回
覧
で
類
似
の
書
で
あ
る
と
の
差
し
構
え
が
仲
間
構
成
員
か
ら
出
さ
れ
る
と
'
行
事
は
昏
改
め
を
命
じ
た
｡
問

題
個
所
の
改
正
に
つ
い
て
は
'
申
請
者
と
元
板
の
所
持
者
と
で
内
談
を
持
ち
'
解
決
し
た
｡

そ
の
上
で
'
稿
本
に
支
障
が
無
い
と
な
る
と
申
請
者
は
板
木
の
彫
刻
に
と
り
か
か
る
｡
た
だ
し
､
新
板
の
場
合
は
､
幕
府
の
吟
味
を
受

け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
'
行
事
は
開
板
願
に
奥
印
証
明
を
押
し
'
稿
本
と
共
に
町
年
寄
を
通
し
て
奉
行
所
へ
提
出
し
た
｡
奉
行
所
は
満

本
を
検
閲
し
､
問
題
が
無
け
れ
ば
出
版
を
許
可
し
た
が
'
万

一
そ
の
内
容
が
好
ま
し
く
な
い
時
に
は
'
稿
本
を
没
収
し
て
願
書
を
返
却
し
､

刊
行
を
許
さ
な
か
っ
た
｡

開
板
が
許
可
に
な
る
と
'
奉
行
所
は
行
事
を
呼
び
出
し
て
そ
の
旨
を
伝
え
'
行
事
は
開
枚
申
請
者
に
伝
達
し
た
｡
こ
れ
が

｢写
本
改
｣

で
'
許
可
を
得
た
書
物
は
仲
間
の

｢写
本
留
帳
｣
に
記
さ
れ
て
'
｢願
株
｣
と
称
さ
れ
た
｡
申
請
者
は
枚
木
の
彫
刻
に
取
り
か
か
り
､
出

来
上
が
る
と
坂
本
を
行
事
に
投
出
し
割
印
を
受
け
て
'
板
株
の
確
保
を
行
っ
た
｡
割
印
は
､
本
文
と

｢奥
書
｣
(作
者
名

･
刊
行
年

･
坂

元
名
)
の
枚
が
全
て
完
成
し
て
､
は
じ
め
て
押
印
さ
れ
た
｡
割
印
の
た
め
の
三
組
行
事
の
寄
合
は
毎
月

一
回
開
か
れ
'
そ
の
席
で
行
事
が

｢割
印
帳
｣
に
記
載
し
た
｡
こ

の
と
き
売
り
捌
き
を
担
当
す
る
書
樺
も
決
め
た
｡
万
端
済
む
と
開
板

･
再
板
申
請
者
は
行
事
に
手
数
料
を

納
め
る
｡
さ
ら
に
新
坂
の
場
合
､
行
事
は
稿
本
と
新
刊
書
を
幕
府
へ
上
納
し
て

(｢上
ゲ
本
｣)､
幕
府
の
許
可
を
得
た
｡

こ
の
後
'
行
事
か
ら
奴
売
許
可
証
で
あ
る

｢漆
章
｣
が
売
捌
き
を
行
う
昏
拝
へ
渡
さ
れ
て
'
初
め
て
発
売
と
な
っ
た
｡
｢添
章
｣
は
､

江
戸
な
ら
江
戸
の
み
で
有
効
で
､
京
都

･
大
坂
の
書
砕
仲
間
へ
売
り
捌
-
と
き
に
は
､
そ
の
旨
を
行
事
へ
願
い
出
て
'
二
都
の
行
事
宛
の

｢添
章
｣
の
発
行
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
｡

右
か
ら
は

｢書
物
｣
の
出
版
を
行
う
場
合
に
は
､
ま
ず
幕
府
の
法
令
に
触
れ
な
い
か
否
か
の
吟
味
を
受
け
､
の
ち
類
似
の
枚
株
を
も
つ

板
元
の
乗
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
出
版
の
許
可
申
請
に
は
行
事
へ
の
吟
味
科
の
支
払
い
を
伴
っ
た
｡
三
都
の
問
屋
仲
間
は



｢書
物
｣
の
売
捌
き

(卸
)
の
権
利
を
も
掌
損
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

ニ
ー
二
I
三

_
｢地
本
｣

地
本
間
屋
は
そ
の
土
地
で
作
成
さ
れ
た
整
版
印
刷
物

(浮
世
絵
な
ど
の
摺
り
物
を
含
む
)
を
扱
う
本
屋
を
い
う
｡
地
本
問
屋
と
書
物
問

屋
と
の
違
い
に
は
'
大
き
-
次
の
三
点
が
あ
ろ
う
｡

一
つ
め
は
､
先
述
し
た
幕
府
統
制
の
枠
組
み
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
寛
政
二
年

二

七
九
〇
)
に
'
地
本
問
屋
仲
間
が
幕
府
に
公
認
さ

れ
て
'
新
規
の
印
刷
物
'
と
く
に
摺
り
物
で
言
葉
書
き
が
あ
る
も
の
は
'
肝
煎
名
主
か
ら
町
年
寄
を
経
て
許
可
を
得
る
こ
と
､
町
年
寄
の

判
断
で
は
難
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
'
町
奉
行
の
指
図
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

二
つ
め
は
､
板
木
の
権
利
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡

三
つ
め
は
'
原
則
と
し
て
地
本
間
屋
は
三
都
へ
の
売
捌
き
の
権
利
を
持
た
な
か
っ
た
点
で
あ
る
｡
こ
の
事
情
が
あ
っ
て
､
例
え
ば
地
本

間
屋
の
蔦
屋
重
三
郎
は
三
都
の
書
物
問
屋
と
相
合
で
出
版
を
行
っ
た
｡
江
戸
以
外
の
地
域
へ
の
流
通
を
図
ろ
う
と
す
る
場
合
､
地
本
問
屋

(払
)

は
､
書
物
阻
屋
に
属
す
る
三
都
の
書
樺
と
撞
携
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の

で
あ
る
｡

右
か
ら
す
る
と
'
少
な
く
と
も
寛
政
二
年
ま
で
､
｢地
本
｣
は

｢書
物
｣
に
比
べ
て
出
版
手
続
き
が
簡
略
で
､
即
時
性
の
あ
る
印
刷
物

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
ま
た
､
そ
の
流
路
は
書
物
問
屋
が
も
つ
権
利
に
押
さ
れ
'
｢春
物
｣
と
の
棲
み
分
け
を
余
儀
な
-
さ
れ
て
い

た
と
い
え
よ
う
｡

ニ
ー
ニ
ー
四
小
指

以
上

'
簡
単
で
は
あ
る
が
､
輸
入
書

･
｢書
物
｣

･
｢地
本
｣
に
つ
い
て
'
幕
府
に
よ
る
統
制
､
あ
る
い
は
株
仲
間
に
よ
る
規
制

(也

近
世
書
籍
史
料
詮
に
関
す
る
覚
書

(鹿
茸
)



史
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二
〇
二

版
手
続
き

･
流
通
経
路
)
か
ら
検
討
し
た
｡
Lこ
こ
か
ら
は
改
め
て
､
現
前
す
る
整
版
印
刷
物
の
作
成
者
を
刊
記
や
封
面
な
ど
に
よ
っ
て
確

定
し
'
作
成
者
が
青
棒
仲
間
の
ど
の
集
団
に
属
し
た
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
､
そ
の
印
刷
物
の
作
成
過
程
と
流
通
経
路
'
流
布
の
範
囲

(全
国
的
規
模
か
'
あ
る
地
域
に
限
定
的
か
)
を
理
解
す
る
時
に
有
効
な
視
点
と
な
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

な
お
'
こ
の
ほ
か
に
も
整
版
印
刷
物
は
多
様
な
形
で
作
成
さ
れ
詑
通
し
た
｡
江
戸
に
限
定
し
て
も
､
そ
の
担
い
手
と
し
て
'
幕
府
公
認

(節
)

の
暦
問
屋

'

書
物
問
屋

･
地
本
間
屋
に
出
入
り
す
る
傍
ら
個
人
の
注
文
を
受
け
て
大
小
暦

･
武
者
絵

･
売
薬
の
能
書

･
引
札
な
ど
を
作
成(

訪
)

す
る
板
木
屋
仲
間
､
あ
る
い
は
仲
間
に
属
さ
ず
違
法

(｢隠
れ
彫
｣
と
称
す
る
)
に
印
刷
物
を
内
職
で
製
作
し
た
印
判
師
や
下
層
の
武

家

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
今
後
､
さ
ら
に
江
戸
な
ら
江
戸
で
､
重
層
的
に
展
開
し
た
仲
間
組
織
､
印
刷
物
作
成
の
場
お
よ
び
詫
通

の
場
を
､
各
層
の
関
係
性
に
日
を
開
き
つ
つ
明
ら
か
に
L
t
ま
た
､
こ
れ
を
他
の
地
域
で
展
開
し
た
印
刷
物
作
成
の
営
み
と
の
､
提
携

･

対
立
な
ど
と
い
っ
た
視
点
か
ら
'
考
察
し
て
い
-
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
｡

三

写
本
を
理
解
す
る
た
め
に

写
本
は
､

一
定
の
技
術
が
あ
れ
ば
誰
で
も
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
'
印
刷
物
よ
り
も
手
軽
か
つ
安
価
で
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め
近

世
社
会
で
は
手
写
し
と
い
う
複
写
方
法
が
広
く
行
わ
れ
た
｡
こ
こ
で
は
ま
ず
'
写
本
を
著
作
者
と
の
関
係
か
ら
五
つ
に
分
類
し
､
つ
い
で

そ
の
五
つ
の
な
か
で
､
複
製
的
要
素
が
濃
厚
な
転
写
本

･
重
写
本
を
取
り
あ
げ
る
0



三
-

1
写
本
の
分
類

(著
作
者
と
の
関
係
か
ら
)

前
碇
的
に
述
べ
れ
ば
'
写
本
は
著
作
者
と
の
関
係
性
か
ら
次
の
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(

a

)

稿
本

‥
編
著
者
の
草
塙
の
ま
ま
の
内
容
を
も
つ
も
の
｡

(b
)
中

(清
)
春
本

‥
清
書
本
を
作
成
す
る
過
程
で
の
中
間
的
な
清
書
本
を
い
う
｡

(

C

)

清
書
本

(d
)
転
写
本

‥
(
a
)

(
d
)

(
C
)

を
写
し
た
本
を
い
う
｡

(
e
)
重
写
本

‥
転
写
本
を
底
本
と
し
て
昏
写
し
た
本
を
い
う
｡

U
現
E

な
お
､
(
a
)

～

(
C
)

ま
で
を
原
本
､
(a
)
を
写
本
'
(

e

)

を
転
写
本
と
す
る
見
解

も

あ
る
が
､
右
に
示
し
た
五
つ
の
分
類
を

一

応
の
目
安
と
し
た
い
｡

(
訓

)

(
3

)

ま
た
､
.現
前
す
る
写
本
が
､
右
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
は
､
本
文
の
異
同
､
奥
書
の
種

類

の

ほ
か
､
装
訂

･
料

紙

･

筆
跡
な
ど
の
外

見
的
諸
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

三
-

二
転
写
の
経
路

転
写
本

･
重
写
本
が
作
成
さ
れ
た
過
程
は
'
ま
ず
そ
の
書
籍
に
残
さ
れ
た
奥
書

(書
写
の
経
緯
を
記
し
た
昏
写
奥
書

･
相
伝
の
経
緯
を

記
し
た
相
伝
奥
書

･
秘
伝
の
書
籍
や
秘
伝
の
注
解
な
ど
の
伝
授
の
経
緯
を
記
し
た
伝
了

･
伝
授
奥
書
な
ど
)
か
ら
明
ら
か
に
な
る
｡
し
か

し
､
実
際
に
は
､
単
に
書
写
年
代
を
記
し
た
だ
け
で
､
転
写
の
経
緯
が
不
明
な
史
料
に
出
会
う
こ
と
が
多
い
｡
も
し
も
､
そ
こ
に
記
さ
れ

た
書
写
年
代
の
意
味
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
諸
本
と
の
突
き
合
わ
せ
が
不
可
欠
な
作
業
と
な
ろ
う
｡

突
き
合
わ
せ
作
業
で
は
ま
ず

r国
書
総
目
録
J
が
参
考
と
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
を
さ
ら
に
補
足
し
て
い
-
作
業
も
重
要
で
あ

近
世
書
籍
史
料
論
に
関
す
る
覚
書

(藤
耳
)

二
〇
三



史
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二
〇
四

る
.
例
え
ば
'
転
写
の
過
程
は
'
書
状
な
ど
の
文
書
や
日
記
な
ど
'
書
籍
史
科
と
同
じ

1
つ
の
群
を
な
す
史
料
を
解
読
す
る
こ
と
に
よ
っ

U柳
E

で
明
ら
か
に
な
る
場
合
が
あ
る

｡

現
在
t
r図
書
稔
日
録
｣
に
掲
載
さ
れ
な
い
'
さ
ま
ざ
ま
な
転
写
本

･
重
写
本
の
遺
存
が
有
村
史
料
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
転
写
の
経
路
に
言
及
し
た
'
膨
大
な
量
に
わ
た
る
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
｡
今
後
'
こ
れ
ら
を
い
わ
ゆ
る

｢
5
W
I
H
｣

形
式
で
デ
ー
タ
と
し
て
集
め
､
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
の
検
索
を
可
能
に
し
て
い
け
ば
､
や
や
も
す
る
と
孤
立
し
て
し
ま
う
転
写
に
関
す
る

情
報
を
,
有
機
的
に
結
び
つ
け
J
iR,
),
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

と
こ
ろ
で
､
写
本
の
場
合
も
'
そ
れ
が
商
品
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡
享
保
七
年
に
幕
府
の
出
版
取
締
令
が
出
さ
れ

て
の
ち
は
'
こ
れ
に
抵
触
す
る
書
籍
の
出
版
は
原
則
と
し
て
不
可
能
と
な
っ
た
た
め
､
例
え
ば
実
録
物

･
開
書
集
な
ど
は
写
本

(厳
密
に

(朗
)

は
重
写
本
)
と
い
う
形
で
貸
本
屋
の
商
品
と
な
り
､
売
買
あ
る
い
は
貸
借
さ
れ
る
こ
と
と
な
った

｡

ま
た
右
の
禁
書
に
類
す
る
も
の
以
外

で
も
､
整
版
印
刷
で
は
採
算
の
と
れ
な
い
も
の
､
例
え
ば
少
数
部
の
寺
小
屋
用
の
教
科
書
な
ど
が
請
け
負
い
業
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
.

し
た
が
っ
て
'
あ
る
書
籍
が
写
本
と
い
う
形
で
存
在
し
た
理
由
は
､
印
刷
物
と
の
棲
み
分
け
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
'
つ
い
で
非
商
品
的

で
あ
れ
ば
さ
ら
に
個
別
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
｡

四

非
文
字
情
報
の
い
く
つ
か

こ
こ
で
は
'
印
刷

･
手
写
し
と
い
う
印
写
様
式
と
は
別
の
､
外
見
的
要
素
に
つ
い
て
具
体
例
を
列
記
し
､
そ
こ
か
ら
機
能
的
情
報
を
引

き
出
す
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡



四
-

一

装
訂

四

-
一
I

l

｢綴
じ
｣
の
様
式

①
呼
称

｢仮
綴
じ
｣
の
再
検
討

(諮
)

こ
れ
は
す
で
に
大
藤
修
氏
が
指
摘
し
て
い
る

点

で
あ
る
が
､
書
誌
学
で
い
う

｢仮
綴
じ
｣
は
'
冊
子
型
史
料
で
は
一
般
的
な
綴
じ
方
で

あ
る
の
で
､
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
名
称
を
与
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
書
誌
学
用
語
は
そ
の
研
究
対
象
と
す
る
昏
籍
に
連
合
的

に
作
ら
れ
た
た
め
'
在
村
の
史
料
に
は
不
向
き
な
点
が
あ
る
｡

管
見
の
限
り
で
も
'
表
紙
の
角
の
ほ
つ
れ
を
避
け
る
た
め
に
'
短
冊
型
の
紙
片
で
小
口
の
上
下
を
覆
う
な
ど
'
写
本
に
ま
ま
見
ら
れ
る

簡
易
な
装
訂
に
つ
い
て
の
適
当
な
名
称
が
今
の
と
こ
ろ
な
い
｡
今
後
'
史
科
学
で
は
､
製
本
方
法
を
的
確
に
表
す
用
語
に
つ
い
て
検
討
を

続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

②

｢仮
綴
じ
｣
本
の
機
能

･

一
つ
め
は
村
の
史
料
の
事
例
で
あ
る
｡
｢五
人
組
条
目
｣
は
調
査
時
に
頻
出
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
が
持
つ
機
能
に
つ
い
て
は
製

(誠
)

(節
)

本
情
報
が
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡
例
え
ば
､
簡
便
な

｢
二
つ
綴

り

｣

で

あ
れ
ば
'
手
習
い
の
中
級
の
テ
キ
ス

ト

で

あ
っ
た
可
能
性
が

高
く
三

方
,
奥
に
署
名

.
捺
印
が
あ
っ
て
,
包
背
甑
が
施
さ
れ
て
い
れ
ば
,
名
主
の
職
務
機
能
か
ら
発
生
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
｡

二
つ
め
は
商
品
と
し
て
出
さ
れ
た
印
刷
物
の
事
例
で
､

か
つ
て
製
本
の
状
態
に
留
意
せ
ず
に
翻
刻
を
行
っ
た
た
め
に
生
じ
た
問
題
を
伴

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢仮
綴
じ
｣
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
'
啓
蒙
手
引
書

･
実
用
的
冊
子
と
し
て
遊
廓
の
茶
屋

･
小
間
物
屋
や
そ
の
周

辺
で
土
産
物
と
し
て
施
通
し
た
｡

一
方
'
表
紙
を
備
え
た
も
の
は
､
江
戸
の
地
本
間
屋
か
ら
貸
本
屋
ル
ー
ト
で
全
国
に
配
本
さ
れ
た
｡
し

か
し
な
が
ら
'
内
容
か
ら
の
み
類
別
し
た
た
め
､
現
在
'
一
つ
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
扱
わ
れ
る
酒
落
本
に
は
'
時
と
し
て
当
座
の
冊

(討
)

子
が
混
在
し
て
い
る

と

い
う
｡

近
世
書
籍
史
料
詮
に
関
す
る
党
昏

(藤
賓
)



史
料
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二
〇
六

③
五
つ
目
綴
じ

(朝
鮮
装
)

近
世
の
冊
子
型
の
書
籍
で
表
紙
を
も
つ
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
四
つ
目
綴
じ
で
あ
る
｡
し
か
し
時
と
し
て
'
唐
本
や
朝
鮮
本
の
製
本
方
法

(胡
)

に
倣
っ
た
も
の
が
あ
る
｡
以
下
'
そ
の
例
と
し
て
'
政
治
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
幕
府
編
碁
物
を
､
三
点
示
す
｡

寛
永
二
〇
年

二

六
四
三
)
r寛
永
諸
家
系
図
伝
J
は
完
成
し
将
軍
に
献
上
さ
れ
た
が
'･
明
治
六
年

(
1
人
七
三
)
の
皇
居
火
災
で
焼

失
し
た
｡
そ
の
た
め
'
現
在
t
,伝
存
が
確
認
で
き
る
真
名
本
は
､
寛
文
二
年

(
一
六
六
二
)
に
日
光
東
照
宮
に
納
め
ら
れ
た
一
本
に
限
ら

れ
る
が
'
こ
の
日
光
本
は
五
つ
目
綴
じ
で
あ
る
.
1こ
こ
か
ら
は
'
当
時
の
朝
鮮
本
へ
の
趣
向
の
反
映
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

(4t
)

で
き
た
｡

一
方
､
文
化
九
年

(
1
人
1
二
)
に
完
成
し
た

r寛
政
重
修
諸
家
譜
｣
は
将
軍
に
献
上
さ
れ
'
同

1
二
年
に
日
光
東
照
宮
に
奉
納
さ
れ

(42
)

た
｡
い
ず
れ
も
現
存
L
t
南
本
は
と
も
に
四
つ
目
綴
じ
で
あ
る
｡
先
の
指
摘
を
受
け
れ
ば
'
こ
の
時
期
に
朝
鮮
本
へ
の
傾
倒
は
止
揚
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
天
保

一
四
年

(
一
八
四
三
)
に
完
成
し
'
安
政
四
年

(
一
八
五
七
)
年
に
日
光
東
照
宮
に
奉
納

(43
)

さ
れ
た

r御
実
紀
｣
(徳
川
実
紀
)
は
五
つ
目
綴
じ
で
あ

る

｡

今
後
'
改
め
て
日
本
に
お
け
る
唐
本

･
朝
鮮
本
式
の

｢綴
じ
｣
が
ど
の
よ

う
に
使
わ
れ
た
の
か
'
適
時
的
共
時
的
に
検
討
し
た
う
え
で
'
そ
の
意
味
作
用
に
つ
い
て
考
え
て
い
-
こ
と
に
し
た
い
｡

以
上
は
､
冊
子
型
書
籍
の
T
綴
じ
｣
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
書
籍
史
料
の
製
本
の
仕
方
は
'
巻
子
仕
立
て
･
折
本
な
ど
､
様
々
で
あ
る
｡

昏
型
と
枚
能

･
社
会
で
の
意
味
作
用
を
読
み
解
い
て
い
-
素
材
は
広
範
に
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

四
I
一-
二
表
紙
の
色

･
文
様

(
3

)

印
刷
物
の
表
紙
の
色

･
文
様
の
変
遷
の
具
体
相
に
つ
い
て
は
'
中
野
三
敏
氏
の
論
考

に

詳
し
い
の
で
'
こ
こ
で
は
写
本
の
例
を
示
す
こ

と
に
す
る
｡



寛
文

1
0
年

(
1
六
七
〇
)
に
完
成
し
た

｢本
朝
通
鑑
】
(写
本
)
の
表
故
の
媒
質
は
､
す
べ
て
和
紙
で
あ
っ
た
が
'
つ
ぎ
の
よ
う
な

違
い
が
あ
っ
た
｡
紅
葉
山
文
庫
に
納
め
る
清
書
本
は
紺
地
表
紙
､
将
軍
の
手
元
に
お
く
中

(晴
)
春
本
は
青
地
紋
付
表
耗
'
日
光
東
照

(45
)

宮

･
足
利
学
校
に
献
納
す
る
本
と
幕
府
の
儒
者
林
家
用
の
転
写
本
は
､
浅
黄
地

･
黄
色
地

･
萌
黄
地
表
紙
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
か
ら
は
､
献

納
先
に
よ
っ
て
表
紙
に
格
差
が
あ
り
､
そ
れ
は
色

･
文
様
の
有
無
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡

色
の
シ
ン
ボ
ル
性
に
つ
い
て
は
､
管
見
の
限
り
､
あ
ま
り
研
究
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
､
官
位
の
上
下
に
伴
う
江
戸
城
内
で
の
衣
服
の

色
の
違
い
t
な
ど
を
も
視
野
に
入
れ
て
'
史
料
論
の
一
つ
と
し
て
'
各
々
の
色
が
も
っ
た
意
味
作
用
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
方
向
性
が

あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

一
方
'
表
紙
の
文
様
に
つ
い
て
は
､
中
世
ま
で
の
和
香
の
表
紙
は
無
模
様
で
あ
っ
た
が
､
朝
鮮
本
の
影
響
で
模
様
が
生
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
の
指
艶

あ
る
｡
文
様
の
有
無
と
文
様
が
あ
る
場
合
に
は
,
そ
の
文
様
の
象
徴
性
に
つ
い
て
､
色
と
同
様
に
衣
服
,
ま
た
絵
画

.

調
度
品
な
ど
と
の
関
係
性
に
留
意
し
っ
つ
'
検
討
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

四
-

一
-
三

見
策

歌
書
類
は
表
紙
の
左
は
じ
､
物
語
は
中
央
に
貼
る
と
い
う
和
歌
の
二
横
流
の
口
伝
が
あ
る
｡
他
方
'
民
間
沓
坪
の
手
に
成
る
昏
籍
で
は
'

歌
書

･
俳
静
香

･
絵
本

･
草
子
な
ど
は
短
冊
碁
を
中
央
に
貼
り
､
右
打
範
噂
に
入
ら
な
い
書
籍
で
は
左
は
じ
に
短
冊
茶
を
貼
る
場
合
が
多

い
｡
ま
た
'
近
世
に
入
っ
て
か
ら
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
類
書

･
字
書

･
実
用
書
の
類
は
'
超
名
を
記
し
た
短
冊
茶
を
左
は
じ
に
'

方
碁
の
日
録
題
碁
を
中
央
に
貼
る
｡

右
の
僅
か
な
事
例
か
ら
も
'
題
茶
の
形
式
は
'
そ
の
書
籍
の
内
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
｡
こ
れ
を
前
提
に
す

れ
ば
'
例
え
ば
武
鑑
の
親
藩
が
､
当
初
､
方
茶
の
日
録
題
碁
､
あ
る
い
は
短
冊
茶
と
目
録
題
茶
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
か
ら
､
元
文
期

近
世
書
籍
史
料
論
に
関
す
る
覚
書

(藤
賓
)

二
〇
七



史
料
飽
研
究
紀
要

第
三
1
号

(二
〇
〇
〇
年
)

二
〇
八

(47
)

に
短
冊
茶

･
左
は
じ
に
定
着
す
る
こ
と
は
'
武
鑑
と
い
う

｢書
物
｣
の
分
野
が
確
立
L
t
社
会
に
定
置
し
始
め
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
｡

つ
ま
り
､
内
容
的
に
同

一
な
書
籍
で
あ
っ
て
も
､
作
成
者

･
受
容
す
る
人
々
の
意
識
の
変
化
に
伴
っ
て
'
書
籍
は
そ
の
社
会
的
な
位
置
を

変
え
る
こ
と
が
あ
り
'
そ
れ
は
題
碁
の
形
式
の
変
化
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡

以
上
は
'
お
も
に
国
文
学
の
研
究
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
表
題

･
表
紙
を
備
え
た
記
録
類
は
多
い
た
め
'
書
籍
と
の
関
係
性
に

留
意
し
て
'
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡

四
-

二

料
紙

書
籍
史
料
の
分
析
で
は
'
成
立
年
代
や
書
写
年
代
が
不
明
な
場
合
に
'
料
紙
の
古
き
な
ど
に
着
目
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
｡
ま

た
'
罫
紙
や
無
地
の
用
紙
が
混
ざ
っ
て
使
わ
れ
た
て
い
た
り
'
切
紙
を
貼
り
継
い
だ
部
分
な
ど
が
あ
れ
ば
稿
本
と
す
る
な
ど
'
先
に
示
し

た
写
本
の
五
分
類
を
行
う
時
に
重
要
な
情
報
源
と
し
て
料
紙
を
見
て
き
た
｡

(娼
)

ノ

一
方
､
料
紙
を
そ
の
素
材

･
使
用
様
式
か
ら
､
文
書
の
機
能
を
読
み
解
く
方
法
が
史
料
論
の
な
か
で
提
示
さ
れ
て
い
る

｡

た
だ
し
､
そ

(49
)

こ
で
示
さ
れ
た
知
見
は
､
あ
ま
り
書
籍
史
料
の
分
析
に
応
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
1
因
に
は
'
印
刷
物
の
場
合
は
バ
レ
ン

の
摩
擦
に
耐
え
う
る
強
い
樽
紙
が
多
用
さ
れ
､
漉
き
返
し
紙

(草
双
耗
に
使
わ
れ
た
)
や
薄
棟
を
使
用
し
た
も
の
は
例
外
的
で
あ
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡

今
後
は
､
書
籍
史
料
の
科
親
の
素
材
と
使
用
様
式

(次
節
参
照
)
に
つ
い
て
研
究
を
蓄
積
し
､
文
書

･
記
鉢
に
関
す
る
研
究
と
合
せ
て

考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡
ま
た
別
の
問
題
と
し
て
'
料
紙
の
科
学
的
な
分
析
が
進
め
ば
､
現
在
は
感
覚
に
頼
っ
て
い
る
原
装
本

(負

初
の
袈
本
の
ま
ま
の
も
の
を
原
装
本
と
い
い
'
そ
の
表
耗
を
元
表
萩
と
い
う
)

･
重
装
本

(改
装
さ
れ
た
も
の
を
い
う
.
改
装
本
と
も
.

そ
の
表
紙
を
後
表
紙
と
い
う
)
の
判
断
が
正
確
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
｡



四
-
三

音
型

四
-
≡
-

一

用
語
の
再
検
討

リ
孤
n

書
誌
学
で
は
冊
子
を
外
見
上
の
形
状
に
着
日
し
て
判
形
を
示
す
こ
と
が

一
般
的
で
あ
る
が

､

こ
れ
は
近
世
の
冊
子
型
の
書
籍
の
ほ
と
ん

ど
は
袋
綴

(印
刷
ま
た
は
書
写
さ
れ
て
い
る
面
を
外
側
に
し
て
中
央
を
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
を
重
ね
､
折
り
目
の
反
対
側
を
耗
瑳
ま
た

は
糸
で
下
綴
じ
す
る
｡
次
に
表
紙
と
後
ろ
表
親
を
重
ね
'
綴
じ
穴
を
開
け
て
さ
ら
に
糸
で
綴
じ
る
)
で
あ
り
'
料
紙
の
使
用
様
式
に
つ
い

て
さ
し
て
意
を
払
う
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
'
書
籍
史
料
論
で
は
こ
れ
ま
で
の
書
誌
学
の
音
型
呼
称
を
自
明
の
も
の
と
せ
ず
､
科
親
の
使
用
様
式
を
表
現
し
た
呼
称

(5t
)

を
工
夫
し
て
い
-
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
'
書
誌
学
用
語
で
は
(

a

)

半
紙
を
竪
に
半
裁
し
二
つ
折
り
に
し
た
も

の
は

｢小
本
｣
､
(b
)
半
紙
を
横
に
裁
断
し
二
つ
折
に
し
た
も
の
を

｢横
小
本
｣
と
呼
ぶ
が
､
料
紙
の
使
用
様
式
を
表
現
す
る
な
ら
ば

(
a
)

は
半
紙
竪
折
紙
半
裁
判
､
(b
)
は
半
紙
横
折
紙
半
裁
判
と
な
る
､
な
ど
で
あ
る
｡

四
-

≡-
二
機
能

松
尾
芭
蕉
の

r奥
の
細
道
｣
は
'
近
世
の
書
籍
で
は
稀
有
な
桝
形
本
で
あ
り
､
ま
た
芭
蕉
の
文
学
史
上
の
位
置
づ
け
の
高
さ
か
ら
､
こ

れ
ま
で
議
論
の
狙
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
現
在
'
国
文
学
で
容
認
さ
れ
て
い
る
理
解
は
､
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

坂
本

r奥
の
細
道
J
は
､
門
人

･
後
輩
ら
の
芭
焦
敬
慕
の
念
を
凝
集
と
し
て
､
芭
蕉
生
前
の
清
書
本
の
姿
を
そ
の
ま
ま
世
に
伝
え
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
研
形
の
清
書
本
に
芭
蕉
の
意
志
が
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
'
芭
蕉
は
本
番
を
鎌
倉

･
室
町
期
の
歌
書
に
繋
が
る

(盟
)

も
の
と
す
る
意
識
を
濃
く
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡

近
世
育
籍
史
料
論
に
関
す
る
覚
書

(藤
耳
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

二
l
O

と
こ
ろ
が
'
と
く
に
研
形
本
の
機
能
に
つ
い
て
は
鎌
倉

･
室
町
期
と
単
線
で
結
ん
で
い
る
点
で
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

そ
こ
で
中
世
史
の
西
岡
芳
文
民
の
研
究
を
読
む
と
'
元
来
'
桝
形
本
は
.t

文
書
で
い
え
ば

｢折
紙
｣
に
似
た
消
耗
品
的
な
用
途
で
用
い
ら

れ
た
が
､
や
が
て
和
歌
や
様
々
な
芸
道

･
技
術
の
伝
授
様
式
と
し
て
仏
教
以
外
の
分
野
に
普
及
し
'
伝
授
の
証
拠
と
し
て
の
象
徴
的
な
役

3撫
E

割
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

､

と
あ
る
｡
つ
ま
-
'
研
形
本
イ
コ
ー
ル
歌
書
と
す
る
の
は
や
や
狭
い
見
方
で
'
研
形
本
は
本
来
的
な
機
能
か

ら
転
じ
て
伝
授
書
の
一
様
式
と
な
っ
た
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

僅
か
に
こ
こ
で
は
'
桝
形
本
の
事
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る
が
､
書
籍
の
機
能
を
文
書
の
機
能
と
の
関
係
性
に
日
を
向
け
て
考
察
し
た

西
岡
氏
の
研
究
は
重
要
で
あ
り
､
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い
で
あ
ろ
う
｡

お
わ
り
に
か
え
て

以
上
､
本
稿
で
は
'
主
に
書
籍
史
料
が
内
包
す
る
非
文
字
情
報
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
｡
二
幸

･
三
幸
で
は
'
印
刷
物

･
写
本
､
整
版

印
刷

･
活
字
印
刷
と
い
う
琴
言
語
を
用
い
て
'
書
籍
史
料
を
い
く
つ
か
の
固
ま
り
に
分
け
て
認
識
す
る
試
み
を
を
し
た
｡
ま
た
､
整
版
印

刷
物
に
つ
い
て
は
や
や
詳
し
く
'
そ
の
作
成
環
境
を
国
家
に
よ
る
統
制
の
枠
組
み

･
坂
元
の
属
す
る
集
団
と
い
う
切
り
口
か
ら
論
じ
た
.

と
く
に
書
物
問
屋

･
地
本
間
屋
な
ど
と
い
っ
た
青
棒
の
集
団
に
拘
っ
た
の
は
'
や
や
唐
突
で
あ
る
折
'
こ
れ
ま
で
武
鑑
と
い
う
書
籍
に

関
心
を
持
っ
て
き
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
｡
書
物
師
で
書
物
問
屋
の
行
事
を
務
め
た
出
雲
寺
と
書
物
問
屋
の
須
原
屋
茂
兵
衛
と
は
'
い
わ

ゆ
る
四
冊
物
の
武
鑑
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
'
地
本
問
屋
の
燕
屋
弥
七
や
森
屋
治
兵
衛
は
二
〇
丁
前
後
の
抄
録
版
の
武
鑑
を
出
版

し
た
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
し
て
､
振
売
り
は
抜
書
き
を
売
り
歩
い
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
武
鑑
の
研
究
を
通
し
て
､
近
世
社
会
に
お
け
る
出
版



(別
)

活
動
の
あ
り
方
は
'
そ
の
作
成
者
が
置
か
れ
い
て
い
た
社
会
的
位
置
に
大
き
く
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
｡

こ
れ
は
､
研
究
で
利
用
し
た
武
鑑
の
多
-
が
'
史
科
学
で
い
う
と
こ
ろ
の

｢出
所
｣
が
ほ
ぼ
不
明
と
な
っ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
史
料
で
あ

っ
た
点
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
｡
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
史
料
に
含
ま
れ
る
書
籍
は
､
実
に
多
-
存
す
る
｡
果
た
し
て
そ
れ
ら
の
史
料
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
｡
そ
の
一
つ
に
､
近
世
社
会
で
ど
の
よ
う
な
存
在
性
を
も
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
が
あ
り
'
そ
の

時
に
は
こ
こ
で
示
し
た
方
法
､
つ
ま
り
作
成
者
の
社
会
で
の
位
置
か
ら
分
析
す
る
方
法
が
有
効
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

つ
い
で
'
四
章
で
は
個
々
の
書
籍
を
観
察
し
て
い
-
時
の
視
角
を
示
し
た
｡
こ
こ
で
は
､
努
め
て
文
書
や
記
録
史
料
と
共
通
す
る
切
-

口
を
挙
げ
た
｡
と
も
す
る
と
'
こ
れ
ま
で
の
史
科
学
は
文
書

･
記
録
史
料
を
中
心
に
論
じ
る
傾
向
に
あ
り
､
書
籍
史
料
は
書
誌
学

･
国
文

学
の
な
か
で
の
み
論
じ
ら
れ
て
き
た
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
替
籍
史
料
論
も
ま
た
孤
立
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
'
書
籍
史
料
と
文
書
や

記
録
と
の
相
互
の
関
係
性
に
注
意
し
て
'
考
え
を
緩
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

(防
)

(
班

)

と
こ
ろ
で
'
こ
れ
ま
で
の
史
科
学
の
提

言

に

鑑
み
る
な
ら
ば
'
書
籍
史
料
の
伝
有
の
局
面

(取
得

者

の

職
能

･
職
掌
と
の
関
係
性
な
ど
)(節

)

に
言
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
実
際
に
'
幕
府
や
大
名
な
ど
を
対
象
に
し
た

｢文
庫
史
｣
と
い
う
分
野
で
研
究
蓄
積
が
あ
る
｡

ま
た
､
村
の
書
籍
の
貸
借

･
購
入
や
著
書
形
態
を
分
析
し
た
研
究
で
は
､
貸
本
屋

･
小
間
物
屋
'
特
定
の
昏
辞
と
関
係
を
結
ぶ
文
人
な
ど
､

(班
)

書
籍
と
取
得
者
と
の
間
に
介
在
し
た
人
々
の
動
き
を
明
ら
か
に

し

'

さ
ら
に
村
で
読
み
書
き
能
力
を
持
ち
'
書
籍
を
ま
た
知
識
を
持
つ
こ

(甜
)

と
の
意
味
を
問
う
て
い
る

｡

今
後
'
こ
れ
ら
の
歴
史
学
の
成
果
を
史
科
学
的
な
視
点
か
ら
再
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

(め
)

そ
の
ほ
か
'
書
籍
と
広
く
近
世
の
人
々
と
の
関
係
を
､
音
読

･
黙
読
や
抜
き
書
き

･
昏
き
入
れ
と
い
う
行
為
'
ま
た
学
習

･
研
究
と
い

う

｢場
｣
､
な
ど
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
｡

最
後
に
'
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
'
い
ま
だ
書
籍
史
料
論
の
構
築
は
'
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
と
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な

い
｡
本
稿
は
､
今
後
の
実
証
的
本
格
的
な
研
究
の
前
授
と
な
る
覚
書
で
あ
り
'
こ
れ
か
ら
不
断
に
補
訂
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と

近
世
書
籍
史
料
詮
に
関
す
る
党
昏

(藤
賛
)

二
T
1



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

を
改
め
て
記
し
て
､
文
を
閉
じ
た
い
｡

註(1
)
中
井
信
彦

｢近
世
史
科
体
系
化
へ
の
道
｣
(r史
料
官
報
】
第
三
〇

号
､

一
九
七
九
年
)
'
大
藤
修

｢近
世
文
書
の
整
理
と
目
録
編
成
の

理
論
と
技
法
｣
史
料
館

r研
究
紀
要
J
第

一
七
号
'

一
九
八
五
年
)
'

安
藤
正
人

｢
近
世

･
近
代
地
方
文
昏
研
究
と
整
理
論
の
課
題
｣

(r日
本
史
研
究
し
第
二
八
〇
号
'

一
九
八
五
年
)､
大
野
瑞
男

｢近

世
古
文
昏
学
の
課
題
｣
(日
本
古
文
書
学
会
編

｢日
本
古
文
書
学
論

集
】

一′'
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
六
年
'
初
出
は

一
九
八
二
年
)
'

日
本
歴
史
学
会
編

r概
説
古
文
書
学
｣
近
世
編

(普
川
弘
文
館
'

1
九
八
九
年
)
.I
安
藤
正
人

｢越
後
国
頚
城
郡
岩
手
村
佐
藤
家
文
書

の
構
造
｣
(渡
辺
尚
志
編

r近
世
米
作
単
作
地
帯
の
村
落
社
会
｣
岩

田
書
院
､
一
九
九
五
年
)
'
笠
谷
和
比
古

r近
世
武
家
文
書
の
研
究
｣

(法
政
大
学
出
版
局
'

一
九
九
八
年
)t
な
ど
,0

(2
)
大
野
瑞
男

｢領
知
判
物

･
朱
印
状
の
古
文
書
学
的
研
究
｣
(史
料
館

r研
究
紀
要
｣
第

二
二
号
､

一
九
八

一
年
)
､
藤
田
党

｢近
世
幕
政

文
書
の
史
科
学
的
考
察
｣
(r東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
｣
第
二
四

号
､

一
九
八
九
年
)
'
高
木
昭
作

｢近
世
史
料
論
の
試
み
-
老
中
と

そ
の
発
給
文
書
に
つ
い
て
-
｣
(r日
本
通
史
]
別
巻
三
､
岩
波
昏

二
一二

店
､

一
九
九
五
年
)'
釜
谷
和
比
古
氏
､
前
掲
書
t
な
ど
｡

(3
)
大
名
文
書
に
つ
い
､て
は
'
山
崎

一
郎

｢萩
洋
当
職
所
に
お
け
る
文

書
の
保
存
と
管
理
｣
(
r山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
｣
第
二
三
号
'

1
九
九
六
年
)

･
同

｢萩
洋
当
職
所
に
お
け
る
文
書
整
理
と
記
録

作
成
｣
(r山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
j
第
二
四
号
､

1
九
九
七
年
)t

な
ど
が
あ
り
､
村
方

･
町
方
文
書
に
つ
い
て
は
保
坂
裕
興

｢近
世

五
郎
兵
衛
新
田
村
に
お
け
る
記
録
管
理
と
村
政
｣
(｢学
習
院
大
学

史
料
館
紀
要
｣
第
七
号
'

一
九
九
三
年
)
'
｢特
集

近
世
史
料
論

の
新
展
開
｣
所
載
論
文

(r歴
史
評
論
】
第
五
六
l
号
'

1
九
九
七

年
)
t
な
ど
が
あ
る
｡

(
4
)

一
般
の
辞
書
で
は

｢
典
籍
｣
と

｢書
籍
｣
と
は
同
義
と
す
る
が
'

国
文
学
で
は

｢典
籍
｣
を
､

一
般
の
書
籍
に
比
べ
て
内
容

･
形
態

と
も
に
優
れ
る
と
い
う
'
評
価
の
高
さ
を
備
え
て
い
る
場
合
に
用

い
る

(r日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
｣
項
目

｢典
籍
｣
'
岩
波
香
店
､

一
九
九
八
年
)｡
こ
れ
を
考
慮
す
る
と
史
科
学
で
は

｢書
括
｣
と
表

現
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
'
こ
こ
で
い
う
書

籍
と
は
著
作

･
編
纂
物
ま
た
は
複
製
情
報
物
と
い
う
ほ
ど
の
意
味

で
あ
る
｡
こ
れ
は
極
め
て
唆
味
な
定
義
で
は
あ
る
が
､
筆
者
と
し



て
は
以
下
の
意
味
を
添
え
て
こ
の
表
現
を
と
っ
た
｡
大
藤
修
氏
や

安
藤
正
人
氏
は
､
も
と
も
と
属
し
て
い
た
文
昏
群
か
ら
離
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
二
次
的
な
複
製
情
報
物

(印
刷
出
版
物
な
ど
)
を
記

録
史
料
の
範
噂
に
入
れ
ず
､
記
録
史
料
と
複
製
情
報
物
と
を
そ
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
性
か
ら
比
べ
て
'
前
者
に
第

一
級
の
史
料
価
値
が
あ

.

る
と
す
る

(安
藤
正
人

･
大
藤
修

r史
料
保
存
と
文
香
飽
学
]
吉

川
弘
文
館
'
▲
一
九
八
六
年
､
三
～
四
頁

･
一
〇
～
一
一貢
､
安
藤

正
人

｢
記
録
史
科
学
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
｣
r日
本
通
史
j
別
巻
三
､

三
五
五
-
三
五
六
頁
)
｡
pこ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
'
記
緑
史
料
の
範

噂
か
ら
外
さ
れ
る
昏
籍
史
料
を
も
対
象
に
加
え
､
複
製
情
報
物
の

全
様
相
の
解
明
に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡

(5
)
在
村
の
書
籍
史
料
調
査
論
に
､
橘
仙
俊
忠

｢在
村
残
存
沓
括
調
査

の
方
法
と
課
題

-時
国
家

所
蔵
昏
籍
調
査
報
告

-

(近
世
好
)
-
｣

(r歴
史
と
民
俗
】
第
四
号
'
⊥

九
八
九
年
)

･
同

｢在
村
残
存
昏

籍
調
査
の
方
法
と
課
題
2
-
上
時
国
家
所
蔵
昏
籍
調
査
報
告

(近

代

)
1
｣
(
｢歴
史
と
民
俗
】
第
五
号
'

一
九
九
〇
年
)

･
同

｢史

科
と

し
て
の

書
籍
-
蔵
書
史
科
学
の

可能
性
に
つ
い
て

-
｣
(神
奈

川
大
学
大
学

院
歴

史
民俗
資
料

学

研
究
科
r歴
史

民

俗
資
料
学
研

究j第
171号
､

1
九
九
八

年
)
､
拙

稿
｢昏
籍

史料
の特
性
と
調
査

方法に
つ
い
て
｣

(
r
学
習

院
大
学

史料館
紀

要
｣
第
八
号
､
1
九

近
世
書
籍
史
料
論
に
関
す
る
覚
書

(藤
耳
)

九
五
年
)
t
な
ど
が
あ
る
｡
ま
た
写
本
の
分
析
的
整
理
を
実
践
L
t

さ
ら
に
文
昏
飽
業
務
の
現
場
へ
の
提
言
を
行
っ
た
論
考
に
､
福
田

千
鶴

｢尾
張
藩
士
西
部
相
姦
と

｢諸
国
郷
帳
｣
の
成
立
-
史
料
論

党
香
､
そ
の
1
-
｣
(史
料
館

r研
究
紀
要
]
節
二
六
号
'

一
九
九

五
年
)
が
あ
る
｡

(6
)
中
野
三
枚

r昏
誌
学
談
義

江
戸
の
坂
本
｣
(岩
波
番
店
'

一
九
九

五
年
)
｡
ま
た

r日
本
古
典
括
沓
誌
学
辞
典
]
(岩
波
昏
店
､

一
九

九
九
年
)
の
序
文
に
､
国
文
学
研
究
資
料
餌
で
は

r国
昏
総
目
録
｣

(岩
波
書
店
､

一
九
六
三
-
一九
七
六
年
)
に
韮
づ
い
て
国
番
の
悉

皆
調
査
を
行
い
､
二
七
万
枚
の
調
査
カ
ー
ド
と

二
八
万
点
の
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
収
免
し
た
.
こ
の
調
査
の
積
み
重
ね
に
よ
り
､

旧
来
の
番
誌
学
諸
説
の
訂
正

･
補
訂

･
丑
理
を
行
う
必
要
が
あ
る

と
認
識
し
た
と
あ
る
｡
こ
の
ほ
か
同
餌
で
は

｢
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ー
私
の
調
査
カ
ー
ド
ー
｣
(同
飽
文
献
資
料
部

r調
査
研
究
報
告
｣

第

1
八
号
'

1
九
九
七
年
)
な
ど
を
主
催
し
て
､
沓
誌
的
郡
項
の

検
討
を
進
め
て
い
る
｡

(-
)
福
田
千
偽

｢大
名
史
料
の
成
立
と
構
造
｣
(史
料
瓜

r記
録
史
料
の

情
報
資
源
化
と
史
料
管
理
学
の
体
系
化
に
関
す
る
研
究
J
レ
ポ
ー

ト
恥
2
'

一
九
九
八
年
)
お
よ
び
笠
谷
和
比
古
氏
､
前
掲
昏
t｢
は

じ
め
に
｣
を
参
照
の
こ
と
｡

二
一三



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
山
号

(二
〇
〇
〇
年
)

(8
)
青
木
美
智
男

｢近
世
の
地
方
文
書
と
近
世
史
研
究
｣
(r講
座
日
本

近
世
史

1
0

近
世
史
へ
の
招
待
｣
有
斐
閣
､

1
九
九
二
年
'
三

三
頁
)｡
か
つ
て
栗
田
元
次
氏
は

｢歴
史
昏
誌
学
｣
の
精
励
を
捷
唱

し
た
が

(｢書
誌
学
の
発
達
｣
r本
邦
史
学
史
論
叢
｣
下
巻
'
冨
山

房
､
1
九
三
九
年
､

1
三
三
八
｣
1三
四
〇
貢
､
な
ど
)
'
結
果
と

し
て
潮
流
と
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
｡

(9
)
整
版
印
刷
用
の
板
木
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
は
､
贋
庭
基
介

･
長

友
千
代
治

r日
本
書
誌
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
｣
(世
界
思
想
社
､

一
九
九
八
年
､

一
〇
六
-
一
二
二
頁
)
に
詳
し
い
｡

(10
)出
版
業
は
寛
永
期
に
京
都
で
生
業
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ

た

(長
友
千
代
治

｢商
業
出
版
の
開
始
｣
r岩
波
講
座

日
本
文
学

史
｣
第
七
巻
､
岩
波
書
店
'

1
九
九
六
年
)｡
J

(11
)
新
村
出

｢活
字
印
刷
術
の
伝
来
｣
(r新
村
出
全
集
j
第
五
巻
'
筑

摩
葦
原
､
1
九
七
一
年
｡
初
出
は
1
九

1
二
年
)
0

(12
)
′森
上
修

･
山
口
忠
男

｢慶
長
勅
版

r長
恨
歌
琵
琶
行
｣
に
つ
い
て

(上
)
-
慶
長
勅
版
の
植
字
組
版
技
法
を
中
心
と
し
て
-
｣
(rビ
プ

リ
ア
｣
第
九
五
号
､

一
九
九
〇
年
)
0

(1
)
藤
本
幸
夫

｢印
刷
文
化
の
比
較
史
｣
(荒
野
泰
典
ほ
か
]BE
rア
ジ
ア

の
な
か
の
日
本
史

Ⅵ
文
化
と
技
術
L
t
東
京
大
学
出
版
会
'
一

九
九
三
年
)｡

二
一
四

(1
)
藤
本
幸
夫
氏
'
前
掲
論
文
､
お
よ
び
中
嶋
隆

r西
梅
と
元
禄
メ
デ

ィ
ア
ー
そ
の
戦
略
と
展
開
-
｣
(日
本
放
送
出
版
協
会
'
一
九
九
四

年
'
四
五
-
四
九
頁
)0
1

(te
)
大
内
田
貞
郎

｢近
世
木
活
字
に
よ
る
印
刷
上
出
版
｣
(r文
学
】
v

o
l
t
四
九
､
岩
波
書
店
'

1
九
八
1
年
)0

(16
)
今
田
洋
三

｢筆
禍
と
出
版
横
棒
｣
(r国
文
学
｣
第
四
二
巻

一
一
号
'

学
燈
社
'
1
九
九
七
年
)
は
'
実
証
は
今
後
に
付
す
る
と
し
な
が

ら
も
､
幕
末
期
､
書
物
問
屋
所
属
の
本
屋
た
ち
も
､
主
体
的
に
活

字
印
刷
の
秘
書
の
洗
通
に
参
加
す
る
む
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
'
指
摘
す
る
｡

(17
)
大
庭
怖

｢江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
文
化
受
容
の
研
究
し
(同
朋
出

版
'
一
九
六
四
年
)
､
同

r江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
波
音
の
研

究
し
(関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
'

一
九
六
七
年
)
'
弥
吉
光
長

｢江
戸
時
代
唐
本
の
輸
入
と
販
路
の
考
察
｣
(｢国
学
院
大
学
栃
木
短

期
大
学
紀
要
｣
第

二

号
'

1
九
七
六
年
)
'
森
睦
彦

｢新
渡
唐
本

の
国
内
版
路
｣
(箭
内
健
次
編

r鎖
国
日
本
と
国
際
交
流
｣
下
巻
'

曹
川
弘
文
館
'
一
九
八
八
年
)､
な
ど
｡

(1
)
阿
部
隆

一
｢漢
籍
｣
(r阿
部
隆

1
遺
塙
集
｣
第
三
巻
､
汲
古
書
院
､

一
九
八
五
年
｡
初
出
は
一
九
七
六
年
)｡
和
刻
本
の
刊
行
に
積
極
的

に
携
わ
っ
た
昏
韓
に
京
都
の
出
雲
寺
が
い
る
｡
ま
た

一
七
世
紀
後



半
か
ら
和
刻
本
の
刊
行
が
盛
ん
に
な
っ
た
様
相
は
紀
州
洋
文
庫
の

蔵
書
か
ら
看
取
で
き
る

(藤
本
晴
二
郎

｢
r紀
州
津
文
庫
J
の
構
成

と
国
学
所
の
蔵
書
｣
r紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
紀
要
｣
第

二
二

号
､

]
九
九
171年
)
0

(
19

)

註

(6
)
を
参
照
の
こ
と
.

(2
)
近
世
社
会
で
の
沓
籍
の
分
類
意
識
の
一
つ
に
'
｢昏
物
｣
｢地
本
｣

が
あ
る

(中
野
三
敏
氏
､
前
掲
昏
'

1
1
1
頁
)｡

(21
)
今
田
洋
三

｢江
戸
の
禁
書
｣
(吾
川
弘
文
飽
'

一
九
八
一
年
'
五
五

-
五
六
貢
､
六

一
～
六
二
貫
)｡

(22
)
重
枚

･
類
枚
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
'
市
古
夏
生

｢近
世
に
お
け

る
重
枚

･
類
板
の
諸
問
題
｣
(r江
戸
文
学
｣
第

1
六
号
､

l
九
九

六
年
)
､
佐
藤
貴
裕

｢近
世
節
用
集
版
権
問
題
通
覧
｣
(岐
阜
大
学

教
育
学
部

r研
究
報
告
-
人
文
科
学
-
]
第
四
四
巻
第

1
号

･
第

二
号
､
第
四
五
巻
第

1
号

･
第
二
号
､
第
四
六
巻
第

1
号
､
節
四

七
巻
第

一
号
､

一
九
九
五
～
一
九
九
八
年
)
が
あ
る
｡

(2
)
本
文
で
触
れ
た
統
制
令
は
､
1
投
に
出
版
統
制
令
と
呼
ば
れ
る
が
t

l二
番
目

･
四
番
目
に
該
当
す
る
禁
止
は
印
刷
物
ば
か
り
で
な
く
'

写
本
に
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

(24
)
今
田
洋
三
氏
'
前
掲
沓
'

一
五
二
-
一
五
五
貢
｡

(25
)
京
都

･
大
坂

･
江
戸
の
書
坪
の
階
層
性
を
示
せ
ば
'
仏
書

･
儒
学

･近
世
昏
括
史
料
論
に
関
す
る
党
昏

(藤
野
)

香

･
洪
文
集

･
歴
史
伝
記
苔

･
神
道
有
職
昏

･
医
学
書

･
歌
集

･

読
本
な
ど
を
出
す
沓
坪
を
､
京
都
と
大
坂
で
は
本
屋

･
沓
林
､
江

戸
で
は
物
の
本
屋

･
番
物
屋

･
杏
物
問
屋
と
称
し
た
｡

一
方
､
浄

瑠
璃
本

･
草
双
耗

･
噺
本

･
好
色
本

･
料
理
番

･
旅
行
香
な
ど
を

出
す
昏
樺
を
'
京
都
と
大
坂
で
は
草
枕
屋

･
小
芋
紙
屋
な
ど
'
江

戸
で
は
草
双
紙
絵
草
紙
屋

･
地
本
間
屋
と
称
し
た
｡
そ
し
て
'
京

都
で
は
昏
林
仲
間
'
大
坂
で
は
本
屋
仲
間
に
従
属
す
る
形
で
小
芋

紙
屋
中
が
存
在
し
'
江
戸
で
は
昏
物
問
屋
仲
間
と
は
別
親
株
で
地

本
間
屋
仲
間
が
存
在
し
た
｡

(26
)
鈴
木
俊
幸

r馬
屋
重
三
郎
J
(若
草
昏
房
'

1
九
九
八
年
'

1
七
〇

～
一
七
二
頁
､

一
七
五
～
一
七
人
頁
､

一
九

一
～
一
九
二
頁
)｡

(27
)
波
速
敏
夫

｢日
本
の
暦
｣
(雄
山
閣
出
版
'

一
九
九
三
年
復
刻
､
初

版
は
一
九
七
五
年
'
二
九
九
-
三
二
二
頁
)｡

(28
)
中
将
忠
子

｢
r板
木
屋
組
合
文
書
J
解
超
｣
(北
小
路
健
校
訂

r板

木
屋
組
合
文
沓
]
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
､

1
九
九

三
年
)｡

(2
)
r日
本
古
典
籍
沓
誌
学
辞
典
｣
｢原
本
｣
｢写
本
｣
｢転
写
本
｣
の
項

を
参
照
｡

(3
)
奥
番
の
種
熱
に
つ
い
て
は
､
藤
井
隆

r日
本
古
典
沓
誌
学
総
説
｣

(和
泉
昏
院
'

]
九
九

1
年
､
九
九
1
1
0
1
頁
)
を
参
照
｡

二
一
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

(31
)
装
訂

･
料
紙
に
つ
い
て
は
次
章
を
参
照
の
こ
と
｡

(32
)
高
部
淑
子

｢佐
藤
家
の
蔵
書
と
情
報
｣
(r近
世
米
作
単
作
地
帯
の

村
落
社
会
j
)
､
中
子
裕
子

｢無
足
人
の
読
書
と
文
芸
｣
(r奈
良
歴

史
研
究
]
第
四
八
号
'

1
九
九
八
年
)'
拙
稿

｢
r御
当
家
紀
年
録
｣

と
幕
府
の
儒
者
林
家
｣
(児
玉
幸
多
編

･
訳
注
日
本
史
料

r御
当
家

紀
年
録
J
集
英
社
'

一
九
九
八
年
)
'
同

｢
r本
朝
通
鑑
｣
編
修
と

史
料
収
集
-
好
朝
廷

･
武
家
の
場
合
-
｣
史
料
館

r研
究
紀
要
]

第
三
〇
号
'

一
九
九
九
年
)t
な
ど
｡

(33
)
こ
の
点
､
ほ
ぼ
同

一
内
容
の
書
籍
史
料
を
悉
皆
的
に
検
討
し
､
関

係
性
を
示
し
た
山
本
英
二

r慶
安
御
触
書
成
立
試
論
]
(日
本
エ
デ

ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
､

一
九
九
九
年
)
は
示
唆
的
で
あ
る
｡

(34
)
長
友
千
代
治

r近
世
貸
本
屋
の
研
究
し
(東
京
堂
出
版
'

一
九
八
二

年
､

]
九
三
貢
)
お
よ
び
中
嶋
隆

｢坂
本
時
代
の

(写
本
)
と
は

何
か
｣
(r国
文
学
J
第
四
二
巷

二

号
)｡

(諮
)
大
藤
修
氏
'
註

(-
)
掲
出
論
文
O

(36
)
｢
二
つ
綴
り
｣
と
い
う
呼
称
は
大
藤
修
氏
の
仮
称
に
よ
っ
た
｡

(3
)
新
潟
県
小
千
谷
市
立
図
書
館
所
蔵
安
部
家
文
書

｢併
任
置
五
人
組

帳
｣｡
手
習
い
の
習
得
段
階
に
つ
い
て
は
'
高
橋
敏

r近
世
村
落
生

活
文
化
史
序
説
-
上
野
国
原
之
郷
村
の
研
究
-
｣
(未
来
社
'

一
九

九
〇
年
､

一
九
五
頁
)
を
参
照
｡

二
]六

(38
)
包
背
裳
と
は
､
元
来
'
糊
煉
装

(本
文
用
紙
を
中
表
に
二
つ
折
り

に
し
た
も
の
を
重
ね
'
折
り
目
の
外
に
糊
を
つ
け
'
厚
紙
の
表
耗

を
二
つ
折
り
に
し
た
､
そ
の
背
の
部
分
の
内
側
に
､
折
っ
た
本
文

の
折
り
目
を
糊
付
け
し
た
も
の
)
の
書
籍
の
形
が
崩
れ
た
り
'
背

が
壊
れ
て
紙
が
散
逸
す
る
の
を
防
ぐ
と
き
に
用
い
ら
れ
た
｡
清
朝

の
四
庫
全
書
な
ど
の
宮
中
の
写
本
は
包
背
裳
で
あ
っ
た

(長
揮
規

矩
也

r書
誌
学
序
説
｣
吉
川
弘
文
館
､

1
九
六
〇
年
'
四
九
～
五

〇
貫
)｡
大
藤
修
氏
の
冊
子
型
史
料
の
分
類
で
は

｢か
ぶ
せ
綴
｣
と

仮
称
さ
れ
る

(註

(1
)
掲
出
論
文
)0

(39
)
浜
田
啓
介

｢小
冊
子
の
板
行
に
関
す
る
場
所
的
考
察
-
酒
落
本
の

場
合
-
｣
(｢近
世
文
芸
｣
第
三
九
号
､

一
九
八
三
年
)｡

(40
)
中
野
三
敏
氏
'
前
掲
書
､
九
二
-
九
五
頁
｡

(41
)
山
本
倍
音

｢
r寛
永
諸
家
系
図
伝
｣
に
つ
い
て
｣
(日
光
叢
書

｢寛

永
諸
家
系
図
伝
｣
解
題
'
競
群
書
類
従
完
成
会
'

1
九
八
九
年
)
.

(42
)
福
井
保

r江
戸
幕
府
編
纂
物
J
図
録
編

(雄
松
堂
出
版
'

]
九
八

三
年
､
五
七
頁
)
0

(伯
)
前
掲
昏
'
七

1
貢
｡

(鶴
)
中
野
三
敏
氏
'
前
掲
書
'

1
二
八
-
1五
一
貫
｡

(45
)
｢通
鑑
御
書
物
入
用
こ
講
取
申
党
｣
(r竹
橋
余
筆
｣
汲
古
書
院
'

一

九
七
六
年
'
六
五
三
～
六
五
四
頁
)｡
な
お
本
文
で
示
し
た
も
の
は
'



福
井
保
氏
の
見
解

(r江
戸
幕
府
編
碁
物
｣
解
説
編

1
四
五
頁
)

と
異
な
る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
｡

(46
)
藤
本
幸
夫
氏
'
註

(13
)
掲
出
論
文
｡

(47
)
拙
著

r武
鑑
出
版
と
近
世
社
会
｣
東
洋
昏
林
､

一
九
九
九
年
'
七

′
五
貫
｡

(娼
)
大
藤
修

｢近
世
文
書
論
序
説

(中
)
-
近
世
文
書
の
特
質
と
そ
の

歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
素
描
-
｣
(r史
料
館
研
究
紀
要
j
第
二

三
号
'

一
九
九
二
年
)
t
な
ど
｡

(49
)
例
外
的
に
､
福
升
保

r江
戸
幕
府
編
纂
物
｣
は
料
紙
の
種
類
に
多

く
言
及
し
て
い
る
｡
r本
朝
通
鑑
j
を
例
に
と
れ
ば
､
晴
昏
本
は
上

質
厚
手
斐
紙
､
中

(描
)
春
本
は
桔
斐
交
波
で
あ
る

二

四
五
頁
)｡

こ
こ
で
は
明
確
に
晴
古
本
と
中

(清
)
春
本
と
の
格
差
が
料
紙
に

現
れ
て
い
る
｡
こ
の
ほ
か
'
｢春
物
方
日
記
｣
(内
閣
文
庫
所
蔵
)

に
書
籍
の
料
紙
に
関
す
る
記
事
が
あ
り
､
今
後
､
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
｡

(∽
)
香
誌
学
用
語
の
選
定
基
準
は
､
｢番
椿
の
形
状

･
大
小
に
よ
る
呼
称

が
あ
る
｡
こ
の
種
の
呼
称
は
和
装
本
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
新
し
く

造
る
よ
り
も
'
で
き
る
だ
け
従
来
古
本
屋

･
製
本
屋
な
ど
で
使
わ

れ
た
も
の
を
使
う
ほ
う
が
よ

い｣
(長
浮
規
矩
也

氏
､
前
掲
書
'
五

九
貢
)
と
い
う
判
断
か
ら
定

め
ら

れ
た
｡

その
た
め
外
見
的
な
呼

近
世
書
籍
史
料
論
に
関
す
る
覚
書

(藤
賓
)

称
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
｡

(5
)
大
藤
修
氏
'
証

(-
)
掲
出
論
文
､
お
よ
び
原
島
陽

一
｢冊
子
型

史
料
の
形
態
表
示
に
つ
い
て
｣
(史
料
館

r研
究
紀
要
J
第

1
四
号
'

一
九
八
二
年
)
｡

(52
)
中
野
三
枚
氏
､
前
掲
替
､
六
八
-
六
九
頁
t
な
ど
｡

(盟
)
｢中
世
社
会
に
お
け
る
情
報
の
受
容

･
変
成

･
蓄
積
｣
(r歴
史
学
研

究
会
]
第
七

二
ハ
号
､

1
九
九
八
年
)0

(別
)
証

(4
)
に
同
じ
｡

(55
)
こ
こ
で
い
う
史
料
学
と
は
'
(-
)
文
昏

･
記
録

･
沓
籍
史
料
す
べ

て
を

一
つ
の
史
料
群
と
し
て
捉
え
る
｡
(2
)
史
料
群
の
全
体
構
造

に
お
け
る
内
的
階
層
秩
序
を
租
税
機
構

･
職
務
分
掌
な
ど
と
の
関

係
に
お
い
て
解
明
す
る
｡
(3
)
個
々
の
史
料
の
生
成
過
程
か
ら
保

存

･
廃
棄
ま
で
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
､
と
し
で
お
-
｡

(班
)
取
得
者
と
い
う
青
菜
を
使
う
の
は
'
次
の
理
由
に
よ
る
｡
読
者
は

作
者
と
の
対
概
念
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
'
や
や
限
定
的
で

あ
る
｡
ま
た
'
実
態
と
し
て
取
得
者
が
常
に
読
者
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い

(例
え
ば
､
取
得
そ
れ
自
体
が
権
威
の
象
徴
と
な
る
こ
と

が
あ
る
)
た
め
で
あ
る
｡

(57
)
紅
葉
山
文
庫
に
つ
い
て
は
､
福
井
保

r紅
兼
山
文
雄
J
(郷
学
舎
､

7
九
八
〇
年
)
､
拙
稲

｢
紅
葉
山
文
庫
管
理
と
春
物
師
出
雲
寺
｣

二
一
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

(r学
習
院
史
学
｣
第
三
1
号
'

1
九
九
三
年
)｡
大
名
の
文
庫
に
つ

い
て
は
､
山
本
祐
子

｢尾
張
藩

｢御
文
庫
｣
に
つ
い
て

(
こ
｣

(名
古
屋
市
博
物
館

｢研
究
紀
要
｣
第
八
号
'

一
九
八
五
年
)
同

｢尾
張
藩

｢御
文
庫
｣
に
つ
い
て

(二
)｣
(r研
究
紀
要
｣
第
九
号
､

一
九
八
五
年
)､
高
木
靖
文

｢高
田
洋
榊
原
家
の
蔵
書
と
修
道
館
文

庫
｣
(r新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
｣
第
二
九
巻
第

1
号
'

1
九
八

七
年
)
'
川
口
恭
子

｢熊
本
藩
校
時
習
館
蔵
書
考
｣

(熊
本
大
学
文

学
部
国
史
学
研
究
室

r史
燈
｣
第
八
号
､

一
九
九
九
年
)t
な
ど
多

数
｡

(58
)
小
林
文
雄

｢近
世
後
期
に
お
け
る

｢蔵
書
の
家
｣
の
社
会
的
横
能

に
つ
い
て
｣
(東
北
史
学
会

r歴
史
｣
第
七
六
号
'

一
九
九

一
年
)
'

横
田
冬
彦

｢近
世
民
衆
社
会
に
お
け
る
知
的
読
書
の
成
立
｣
(｢江

戸
の
思
想
｣
第
五
号
､
ぺ
り
か
ん
社
'

一
九
九
七
年
)､
岩
橋
清
美

｢近
世
後
期
に
お
け
る
情
報
空
間
の
変
容
｣
(r史
潮
｣
新
四
三
号
､

一
九
九
八
年
)､
な
ど
｡

(59
)
横
田
冬
彦

｢近
世
村
落
社
会
に
お
け
る

人知
)
の
問
窺
｣
(rヒ
ス

ト
リ
ア
】
第

一
五
九
号
､

一
九
九
八
年
)､
高
部
淑
子
氏
'
前
掲
論

文
､
な
ど
｡

(00
)
塚
本
学

｢音
読
と
黙
読
-
八
犬
伝
か
ら
文
書
の
世
界
へ
I
L
(r月

刊
百
科
J
第
三
六
四
号
'
平
凡
社
'

一
九
九
三
年
)0

二
一
八

【付
記
】
本
稿
は
非
常
勤
研
究
員

(C
O
E
)
と
し
て
､
研
究
テ
ー
マ

｢
マ
ー
ジ
ナ
ル
史
料
と
し
て
の
書
籍
史
料
の
体
系
的
研
究
｣
を
与
え

ら
れ
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
｡
堆
拙
な
覚
書
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
'
こ
の
テ
ー
マ
で
文
章
を
書
く
機
会
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
深

く
感
謝
し
た
い
｡




