


古
文
書
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

-

近
現
代
文
書
へ
の
接
近
の
試
み
-

鈴

江

英

｢

課
題
の
設
定

(-
)

さ
き
に
筆
者
は
'
｢近
現
代
史
料
論
の
形
成
と
課
題
｢

古
文
青
学
な
ど
と
の
接
点
に
つ
い
て
-
｣
(以
下

｢形
成
と
課
題
｣
と
略

称

)

を
公
に
L
t
近
現
代
史
料
論
の
形
成
過
程
の
中
で
果
し
た
古
文
書
噂
丁
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
｡
同
時
に
近
現
代
史
料
論
の
論
議
が
~
古

文
書
学
の
方
法
論
を
超
え
た
領
域
へ
拡
大
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
も
述
べ
た
｡
こ
れ
は
近
現
代
史
料
の
多
量
に
し
て
多
種
'
多
様
な
性
格
が
'

史
料
認
識
論
の
分
野
に
お
い
で
も
'
史
料
管
理
論
の
分
野
に
お
い
て
も
'
古
文
書
学
と
の
距
雄
を
拡
げ
で
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
一
こ
れ
に

対
し
て
本
稿
で
は
'
古
文
書
学
が
近
現
代
文
書
に
接
近
し
得
る
可
能
性
を
追
求
し
て
み
た
い
｡

筆
者
は
'
古
文
書
学
も
ま
た
広
-
史
科
学
の
一
部
で
あ
っ
て
､
史
料
-

そ
れ
自
体
､
多
義
的
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
組
粒
'
個
人
の

活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
文
書

･
記
録

(ア
ー
カ
イ
ブ
ス
archiく
e
S)
と
し
て
お
く
｡
も
っ
と
も
古
文
書
学
と
の
関
係
で
は
､
｢文
書
｣
と

(2
)

(3
)

記
す
場
合
も
あ
る
-

を
特
定
の
方
法
論
に
よ
っ
て
認
識
す
る
研
究
分
野
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
従
っ
て
近
現
代
史
料
の
研
究
に
お
い

古
文
書
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)



史
料
飽
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

二

て
も
'
当
然
そ
の
1
分
野
と
し
て
古
文
書
学
の
研
究
領
域
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
.
た
だ
t
.近
現
代
史
科
学

人
論
)
.e
中
に
古
文
書
学

を
位
置
づ
け
る
､
あ
る
い
は
古
文
書
学
が
近
現
代
文
書
を
研
究
対
象
と
す
る
に
当
た
っ
て
は

'

い
-
つ
か
の
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
七
思
う
｡
古
文
書
学
と
近
現
代
の
文
書
と
は
'
他
の
時
代
の
文
書
に
比
較
し
て
こ
れ
ま
で
著
し
く
疎
遠
で
あ
っ
て
､
古
文
書
学

の
関
心
の
持
ち
方
､
方
監
論
が
そ
の
ま
ま
近
現
代
文
昔
に
貯
し
て
も
有
妙
で
あ
る
の
か
ど
う
か
､
自
附
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
.
古

文
書
学
と
近
現
代
文
書
と
の
間
に
は
'
今
日
で
も
相
当
の
懸
隔
が
あ
っ
て
'
両
者
の
接
点
を
意
識
的
に
求
め
て
架
橋
す
る
の
で
な
け
れ
ば
'

古
文
書
学
が
扱
い
得
る
の
は
近
現
代
文
書
の
ご
-

一
部
分
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
本
箱
で
は
､
そ
の
懸
隔
に
架
橋
す
る

た
め
検
討
す
べ
き
課
題
が
な
に
か
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
､
架
橋
の
方
向
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
｡
以
下
､
次
節
で
は
ま
ず
こ

れ
ま
で
の
近
現
代
史
料
論
の
到
達
点
を
要
約
L
t
三
節
で
は
古
文
書
学
と
近
現
代
史
料
の
懸
隔
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
確
認
す
る
｡

四
節
に
お
い
て
は
近
現
代
文
書
へ
の
古
文
書
学
の
接
近
の
試
み
を
述
べ
'
最
後
の
五
節
で
は
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
｡

註(
1
)
｢史
料
館
研
究
紀
要
｣
第
三
二
号
'
二
〇
〇
一
年
三
月
'
所
収
｡

(2
)
文
書
･
記
録
す
な
わ
ち
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
､

多
く
の
議
論
が
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
'
本
箱
の
以
下
の
議
論
を
進

め
る
た
め
に
措
定
し
た
定
義
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
｡

(3
)
古
文
書
学
の
定
義
め
い
た
こ
と
を
述
べ
た
が
､
本
稿
で
は
'
古
文

書
学
を
全
面
的
に
定
義
す
る
意
臥
で
は
な
く
､
本
稿
の
以
下
の
論

議
を
進
め
る
た
め
行
う
と
り
あ
え
ず
の
規
定
で
あ
る
｡



二
､
,近
現
代
史
料
論
の
到
達
点

.

近
現
代
史
料

(文
書

･
記
録
)
に
か
か
る
意
識
的
な
追
求
は
､
筆
者
の
理
解
で
は
'

1
九
六
〇
年
代
以
降
に
行
わ
れ
て

いる｡
そ

の最

(I)

初
に
掲
げ
ら
れ
る
べ
き
研
究
は
､
大
久
保
利
謙

｢文
書
か
ら
見
た
幕
末
明
治
初
期
の
政
治

-
明
治
文
書
学
へ
の
試
論

-
｣
で
あ

り
'
前

(2
)

後
し
て
考
究
さ
れ
た
藤
井
貞
文

｢近
代
の
古
文
書
｣
.で
あ
る
｡
以
来
､
近
現
代
史
料
論
が
古
文
昏
学
と
も
開
通
し
て
展
開

し

て
き
た
成
莱

を
次
の
ご
と
く
に
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
.

ー･ま
ず
第

1
に
挙
げ
る
べ
き
は
'
近
世
か
ら
近
代
へ
の
文
書
様
式
の
移
行
が
古
文
書
学
の
方
法
で
と
ら
え
ら
れ
た
点
で
あ
る
｡
右
の
大
久

保

･
藤
井
両
論
文
が
近
代
文
書
研
究
と
し
て
着
目
し
た
の
は
∵
近
世
文
書
の
形
態
､
な
か
で
も
文
書
様
式
の
継
承
'
変
容
､
ま
た
近
代
文

書
様
式
の
新
た
な
発
生
､
文
書
制
度
の
確
立
過
程
で
あ
っ
た
｡
こ
の
分
野
は
､
古
文
書
学
､
と
く
に
様
式
論
か
ら
の
影
響
が
最
も
強
-
現

れ
て
お
-
､
ま
た
'
近
代
初
頭
の
文
書
の
性
格
を
近
世
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
期
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
れ
ら
を
近
現
代
史

(3
)

料
論
の
有
力
な

一
分
野
と
し
た
｡

第
二
に
は
'
近
代
史
料
の
特
質
を
近
代
社
会
の
あ
り
よ
う
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
視
点
が
提
示
さ
れ
た
｡
い
わ
ば
近
代
史
料
の
性
格

(l
)

論
的
検
討
で
あ
る
｡

一
九
七
六
年
に
公
に
さ
れ
た
丹
羽
邦
男

｢近
代
史
料
論
｣
は
そ
の
主
張
で
あ
っ
た
｡
も
っ
と
も
丹
羽
の
近
代
史
料
論

の
対
象
は
'
筆
者
が
前
提
と
し
た
史
料

(ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
)
に
と
ど
ま
ら
ず
'
歴
史
研
究
の
素
材
全
体
を
指
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
丹
羽

は
'
近
代
本
来
の
自
由
に
し
て
個
性
的
で
あ
る
は
ず
の
1
枚
的
な
性
格
と
わ
が
国
の
場
合
と
の
落
差
'
ま
た
わ
が
国
近
代
史
科
の
限
界
性

を
強
調
し
た
｡
さ
ら
に

｢近
代
史
科
の
一
般
的
特
性
｣
か
ら
す
る
と
わ
が
国
に
お
い
で
は
近
代
史
料
の

｢公
的
史
科
の
優
越
｣
と
'
対
す

(5
)

る
に

｢私
的
史
料
｣
の
政
治
的
制
約
が
特
徴
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
｡

第
三
は
､
近
現
代
史
料
と
く
に
公
文
書
の
作
成
か
ら
施
行
､
編
綴

･
保
存
の
各
過
程
を
研
究
の
対
象
と
し
て
認
識
し
た
点
で
あ
る
｡.古

古
文
昏
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)

三



史
料
館
研
究
紀
要

･第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

四

文
書
学
で
は
'
形
態
論
､
伝
来
論
の
研
究
が
こ
の
1
部
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
･

TJ
の
視
点
は
'
前
述
の
大
久
保
論
文
に
お
い
て

(6
)

は
､
法
令
公
布

･
施
行
方
式
の
近
代
化
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
が

､

以
降
は
と
く
に
文
書
館
内
部
の
研
究
と
し
て
発
展
し
て
き
た
｡
す

な
わ
ち
こ
の
分
野
は
文
書
館
業
務
の
一
環
と
し
て
'
整
理
'
目
録
作
成
'
利
用
者
へ
の
史
料
紹
介
'
･レ
フ
ァ
レ
ン
ス
業
務
を
遂
行
す
る
た

め
'
文
書
の
作
成
t
.決
裁
､
施
行
過
程
､
薄
冊
へ
の
編
綴
､
そ
の
後
の
伝
存
過
程
を
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
か
ら
研
究
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
｡
決
裁
文
書
細
部
へ
の
分
析
な
ど
古
文
書
学
に
隣
接
し
た
こ
れ
ら
研
究
は
'
わ
が
国
で
は
主
と
し
て
各
文
書
館

･
史
料
館
に
お
い
て
蓄

(7
)

積
さ
れ
て
き
た
｡

第
四
は
..
史
料
管
理
史
研
究
の
成
立
で
あ
る
｡
文
書

･
記
録
の
管
理
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
､.
と
い
う
関
心
は
'
第
三
の
史

料
の
作
成
か
ら
編
綴

･
保
存
の
各
過
程
に
対
す
る
研
究
と
重
な
る
が
'
文
書

･
記
録
の
管
理
史
が
ひ
と
つ
の
研
究
領
域
と
し
て
主
張
さ
れ

て
い
る
の
で
'
項
を
改
め
て
挙
げ
て
み
た
｡
～史
料

(文
書

･
記
録
)､
･な
か
で
も
公
文
書
の
管
理
に
対
す
る
関
心
は
､
こ
れ
も
文
書
館
に

お
い
て
'
史
料
が
群
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
過
程
の
解
明
､
ま
た
文
書
､
な
か
で
も
組
織
体
の
文
書
を
文
書
館
に
お
い
て
保
有
す
る
際

の
評
価
選
別
と
い
う
実
践
的
課
題
に
裏
打
ち
さ
れ
て
発
展
し
て
き
た
｡
､こ
の
包
括
的
な
成
果
が
'
安
藤
正
人

･
青
山
英
幸
共
編
著

r記
録

(8
)

史
料
の
管
理
と
文
書
館
｣
で
あ
ろ
う
?
こ
こ
で
は
文
書
管
理
を
歴
史
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
適
し
て
'
公
文
書
の
評
価
選
別
を
歴
史
的
視

点
で
意
義
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
｡
文
書
管
理
史
の
研
究
は
史
料
存
在
の
歴
史
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
､
か
つ
文
書
館
に
お
け
る
評
価
選

(9
)

別
理
論
に
隣
接
す
る
も
の
と
し
て
史
料
論
の
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
｡

以
上
､
近
現
代
史
料
論
の
到
達
点
を
四
点
に
亘
っ
て
挙
げ
て
み
た
｡
こ
れ
ら
近
世
か
ら
の
移
行
､
変
容
､
.ま
た
史
料
の
生
成

･
管
理
の

歴
史
的
過
程
の
考
究
'
評
価
選
別
に
関
す
る
論
議
は
､
い
ず
れ
も
近
現
代
文
書
に
か
か
る
特
有
の
課
題
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
近
現
代

史
料
の
研
究
が
'
今
後
ど
わ
よ
う
な
方
向
に
深
化
す
る
か
､
｢形
成
と
課
題
｣
で
は
､
そ
れ
を
t
r
無
限
定
に
拡
大
す
る
近
現
代
史
料
を



生
成
せ
し
め
る
シ
ス
テ
ム
へ
の
考
察
､
31
近
世
か
ら
近
代

へ
の
継
承
'
ま
た
行
政
組
織
編
成
'
文
書
管
理
概
念
の
近
代
的
変
容
の
分
析
､

臼
生
成
し
伝
存
さ
れ
る
近
現
代
史
料
の
伝
え
る
情
報
の
社
会
的
位
相
に
対
す
る
考
究
､
と
し
て
ま
と
め
た
｡
さ
ら
に

｢形
成
と
課
題
｣
で

は
古
文
書
学
が
こ
れ
に
対
し
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
か
､
可
能
性
を
持

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
課
題
と
し
て
残

し
た
ヾ
本
稿
で
は
､
古

文
書
学
の
側
か
ら
そ
の
関
係
を
求
め
て
さ
ら
に
論
℃
進
め
よ
う
と
思
う
｡

註(
-
)
.
立
教
大
学
史
学
会
編

r史
苑
｣
第
二
1
巻
二
号
'
一
九
六
〇
年
十

二
月
､
所
収
｡

(2
)
古
文
書
学
会
編

r古
文
書
研
究
J
創
刊
号
､

1
九
六
八
年
六
月
､

所
収
｡

(3
)
註

(-
)
大
久
保
利
謙
前
掲
論
文
t.'二
頁
以
下
'
七
頁
以
下
｡
註

(2
)
藤
井
貞
文
前
掲
論
文
｡
拙
稿

｢明
治
初
年
､
北
海
道
に
お

け
る
法
令
の
施
行

-
開
拓
使
文
雷
の
体
系
的
把
捉
の
た
め
の
試

論
I
｣
(岩
倉
規

夫
･
大
久
保
利
謙
共
編

r近
代
文
昏
学

への
展

開
｣
柏

書房'1
九
八
二
年

六月､所収
)
O
最

近
で
は

､書
札

礼
の
研
究
を
想
起
さ
せ
る

佐々

木隆.
｢近
代
私
文
書
序
説

-
普

名
表
現
に
み
る
政
治
的
関
係
-
｣
(r日
本
歴
史
｣
六
二
八
号
'
二

〇
〇
〇
年
九
月
､
所
収
)
が
あ
る
｡

(4
)
｢岩
波
講
座
日
本
歴
史
｣
二
五
'
別
巻
l
｢

一
九
七
六
年
九
月
｡

(5
)
同
前
､
一
七
二
頁
｡
･

古
文
藩
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)
-

(6
)
註

(-
)
大
久
保
利
謙
前
掲
論
文
t
I
〇
百
以
下
.

(7
)
文
昏
館
に
お
け
る
史
料
学
研
究
は
､
多
数
に
の
は
る
が
'
行
論
に

か
か
る
論
文
を
例
示
す
る
な
ら
ば
､
拙
稿

｢北
海
道
庁
所
蔵
第
】

文
庫
系
薄
香
の
紹
介
と
考
察
｣
(r古
文
沓
研
究
j
儲
四
号
'
1
九

七
〇
年
十
月
､
所
収
)
､
註

(3
)
拙
稿
､
竹
林
忠
男

｢京
都
府

庁
文
書
に
見
る
明
治
前
期
公
文
杏
の
史
料
学
的
考
察
｣
(京
都
肝

立
総
合
資
料
館
箱

r資
料
瓜
紀
要
l
約
二
一
号
､
1
九
九
三
年
三

月
'
所
収
)0

(8
)
北
海
道
大
学
図
番
刊
行
会
'
一
九
九
六
年
二
月
｡

(9
)
｢近
代
公
文
昏
学
｣
｢近
現
代
史
料
論
｣
を
標
梼
す
る
中
に
は
､
そ

の
研
究
が
文
昏
飴
に
お
け
る
評
価
選
別
､
保
存
管
理
､
公
開
を
担

う
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
｡
例
え
ば
津
田
秀
夫

｢近
代
公
文
昏
学
成
立
の
前
珪
条
件

-
公
文
昏
概
念
の
変
速
と

保
存
公
開
を
め
ぐ
っ

て
I
｣
(r歴
史
学
研
究
し
四
〇
三
号
､
]
九

七
三
年
十
二
月
'
所

収
｡
の
ち
同
著

r史
料
保
存
と
歴
史
学
｣
三

五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

省
堂
､
一
九
九
二
年
五
月
に
収
録
)'
松
尾
専
売
｢近
現
代
史
料

論
｣
(｢日
本
通
史
｣
別
巻
三
､
史
料
論
､
岩
波
書
店
､
一
九
九
五

年
十
二
月
'
所
収
)
等
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
史
料
認
識
に
か
か
る

史
料
論
と
は
'
別
に
措
定
さ
れ
る
べ
き
史
料
管
理
論
の
範
噂
で
あ

る
｡
1
万
'
史
料
認
識
論
と
史
料
管
理
論
､
な
か
で
も
評
価
選
別

六

と
の
関
係
で
は
'
拙
稿

｢｢町
村
制
｣
に
お
け
る
文
昏
管
理
の
性

格

-
近
現
代
史
料
論
と
し
て
の
考
察
T-
｣
(高
木
俊
輔
･
渡
辺

浩
一
共
編
著

｢日
本
近
世
史
科
学
研
究

-
史
料
空
間
論
へ
の
旅

立
ち
-
｣
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
､
二
〇
〇
〇
年
二
月
'
所
収
)

参
照
｡

三
､
近
現
代
史
料
と
古
文
書
学
と
の
懸
隔
に
つ
い
て

〟

古
″

文
書
学
が
〟

近
現
代
″

史
料
を
扱
い
得
る
か
､
と
い
う
問
い
は
､
単
な
る
表
現
矛
盾
と
は
言
え
な
い
､
古
文
書
学
の
課
題
と
近

現
代
史
料

に
か
か
る
研
究
の
課
題

と
の
懸
隔
を
示
し
て
い
る
よ
.う
に
思
う
｡
ち
な
み
に
大
久
保
利
謙
論
文
の
副
題
で
は

｢古
文
書
学
｣
と

言
わ
ず

〟
明
治
文
書
学
″

と
し
'
さ
ら
に
大
久
保
が
関
わ
っ
た
国
立
公
文
書
館
開
設

1
0
年
を
記
念
し
た
論
文
集
が

r近
代
文
書
学
へ
の

(-
)

展
開
｣
を
掲
げ
､
さ
ら
に

そ
の
中
で
津
田
秀
夫
が
公
文
書
保
存
管
理
の
学
問
的
体
系
を
古
文
書
学
と
対
略
さ
せ
て
〟

近
代
公
文
青
学
″
.と

し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
'
い
づ
れ
も
古
文
書
学
の
対
象
た
る
古
文
書
に
包
摂
さ
れ
が
た
い
近
現
代
史
料

(文
書

･
記
録
)
の
多
様
性
と
そ

れ
ま
で
の
古
文
書
学
と
は
異
な
る
研
究
の
視
点
､
方
法
の
必
要
を
認
識
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
'
古
文
書
学
が
近
現
代
史
料
を
扱
う
た
め
に
は
､
両
者
の
懸
隔
を
埋
め
､
或
い
は
架
橋
す
る
作
業
を
意
識

的
に
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
に
は
､
両
者
の
懸
隔
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
'
こ
れ
ま
で
の
古
文
書
学
の
射
程
を
検
討
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
｡
そ
の
際
'
筆
者
自
身
が
課
題
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
も
'
素
材
と
し
て
あ
わ
せ
て
里
示
し
て
お
き
た
い
｡



H
古
文
書
学
か
ら
の
関
心

古
文
書
学
と
近
現
代
史
料
と
の
懸
隔
で
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
､
研
究
対
象
た
る
〟

古
″

文
番
に
対
す
る
関
心
の
相
通
で
あ
る
｡
.現
在

で
も
古
文
書
学
の
主
た
る
研
究
対
象
で
あ
る
古
代

･
中
世
文
書
は
､
そ
れ
が
存
在
す
る
の
み
で
容
易
に
研
究
の
対
象
に
な
り
得
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
古
代

･
中
世
文
書
は
'
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
て
も
､
希
少
性
の
ゆ
え
に
'
存
在
価
値
が
認
め
ら
れ
研
究

の
素
材
と
な
る
0.
か
つ
そ
の
文
書
か
ら
歴
史
的
情
報
を
捕
捉
す
る
た
め
に
古
文
書
学
の
研
究
方
法
が
赦
密
に
駆
使
さ
れ
､
文
言
は
も
と
よ

-
'
様
式
や
細
部
へ
の
書
き
込
み
'
伝
存
状
況

(例
え
ば
続
紙
の
有
無
'
折
-
日
の
所
在
)
に
い
た
る
ま
で
精
細
な
分
析
が
な
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
｡

近
世
文
書
に
つ
い
て
も
希
少
性
に
つ
い
て
は
､
関
心
の
皮
合
い
が
古
代

･
中
世
文
書
と
は
や
や
異
な
る
が
'
戦
後
､
急
速
に
高
ま
っ
た

(2
)

地
方
文
書
へ
の
関
心
は
､
近
世
史
科
を
広
く
古
文
書
学
の
対
象
と
し
､
か
つ
保
存
す
べ
き
対
象
と
し
て
認
識
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
近
現
代

文
書
は
戦
後
も
久
し
く
前
近
代
文
書
と
は
同
様
に
扱
わ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
｡
近
年
で
も
､
近
現
代
の
文
書
は
､
和
紙
に
塁
審
さ
れ
た
近

代
初
頭
の
1
部
の
公
文
書

･
審
鮪
が
近
世
文
書
の
延
長
と
し
て

〟古
文
書
″

の
一
端
に
加
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
｡
近
現
代
史
料

は
大
量
に
存
在
し
､
従

っ
て
稀
少
性
に
乏
し
-
､
そ
の
内
容
'
文
盲
､
様
式

な
ど
も
研
究
者

･
利
用
者
が
こ
れ
を
理
解
す
る
上
で
格
別
な

困
姓
を
感
じ
て
は
こ
な
か
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
､
こ
れ
ら
文
書
に
つ
い
て
'
古
文
書
学
の
研
究
者
か
ら
は
､
研
究
の
素
材
と
位
思
づ
け
ら
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
見
る
の
は
'
筆
者
の
偏
見
で
は
な
か
ろ
う
｡

.筆
者
が
〟

古
″

文
書
と
し
て
最
初
に
接
し
得
た
近
代
史
料
は
'
北
海
道
庁
所
蔵
の
公
文
書
群
で
あ
っ
て
､
大
久
保
論
文
が
公
に
さ
れ
た

一
九
六
〇
年
前
後

で
あ

っ
た
｡
聾
者
は
こ
の
文
書
群
を
整
理
す
る
中
で
近
代
文
書
の
古
文
書
学
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
を
意
識
し
た

の
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
は
や
は
り
幕
末
-
近
代
初
頭
の
文
書
で
あ
っ
た
｡
こ
の
時
期
の
も
の
は
､
近
世
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
期
の
諸
相
を

(3
)

豊
富
に
伝
え
､
古
文
書
学
の
関
心
の
周
辺
に
よ
う
や
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
｡

一
方
､
戦
後
の
文
番
の
ご
と
き
現
代
史
科
に
対
し
て
は
､

古
文
書
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)
･

七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号
.(
二〇
〇
三
年
)

八

前
述
の
よ
う
に
古
文
書
学
的
関
心
は
ま
っ
た
く
起
こ
ら
ず
.;

古
文
書
学
の
方
法
を
適
用
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
生
じ
な

か
っ
た
｡
存
在
す
る
こ
と
が
直
ち
に
古
文
書
学
の
研
究
対
象
と
し
て
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
が
'
近
現
代
史
料
で
あ
る
｡
古

文
書
学
の
研
究
関
心
が
､
現
代
と
の
時
間
的
距
離
に
よ
っ
て
増
幅
す
る
川

古
″

文
書
に
置
か
れ
て
い
る
限
り
は
'
近
現
代
史
料
へ
の
接
近

が
に
わ
か
に
は
行
わ
れ
難
い
｡

iI

古
文
書
学
の
方
法
に
関
し
て

で
は
､
近
現
代
の
時
間
幅
が
百
年
を
越
え
'
さ
ら
に
年
次
を
累
積
す
る
な
ら
ば
'
お
の
ず
と
古
文
書
学
の
領
域
に
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
｡
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
｡
古
文
書
学
が
設
定
し
て
き
た
自
己
限
定
的
な
方
法
論
の
中
に
近
現
代
史
料
へ
の

接
近
を
制
約
す
る
性
格
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

'
〟
明
治
文
書
学
″

が
提
唱
さ
れ
た

一
九
六
〇
年
頃
'
古
文
書
学
研
究
の
方
法
論
は
ほ
と
ん
ど
が
文
書
様
式
論
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い

た
｡
筆
者
は
わ
が
国

の
古
文
書
学
が
様
式
論
に
特
化
し
た
過
程
を
総
括
的
に
論
ず
る
用
意
は
な
い
が
'

一
九
七

一
年
に
公
刊
さ
れ
た
佐
藤

(4
)

進

一
著

｢古
文
書
学
入
門
｣
が

古
文
書
学
の
新
し
い
定
義
と
し
て

〟文
書
史
″

を
提
唱
す
る
ま
で
'
古
文
書
学
の
方
法
論
と
し
て
の
様
式

(5
)

論
は
揺
る
ぎ
な
い
地
位
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
古
文
書
学
の
研
究
対
象
は
授
受
の
関
係
に
あ
る
文
書
で
あ
る
と
し

て
き
わ
め
て
限
定
的
に
定
義
さ
れ
て
き
た
が
､
同
書
も
ま
た
こ
の
点
は
厳
格
に
継
暴
し
て
い
た
｡
そ
の
後
'
佐
藤
は

一
九
九
七
年
の

F新

版
古
文
書
学
入
門
J
の
中
で
'
従
来
の
古
文
書
の
概
念
の
外
に
あ
り
､
授
受
関
係
で
は
包
み
込
め
な
い
領
域

-
こ
こ
で
は
､
現
代
と
古

代
の
戸
籍
が
例
示
さ
れ
て
い
る
I

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
'
.古
文
書
学
の
概
念
を
修
正
し
て
そ
の
研
究
領
域
の
見
直
し
を
提
起
し
て
い

(6
)

る
｡
ま
た
'
近
年
は
'
何
人
か
の
論
者
に
よ
っ
て
､
古
文
書
学
が
様
式
論
に
特
殊
化
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
的
視
点
が
呈
示
さ
る
よ

(-
)

う
に
な
っ
て
き
た
｡
t
か
⊥
今
日
で
も
様
式
論
は
古
文
書
学
の
方
法
論
の
核
と
な
る
部
分
で
あ
ろ
う
｡



も
と
よ
り
近
現
代
文
書
も

一
定
の
様
式
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
文
書
の
様
式
に
前
近
代
文
書
と
同
様
の
栃
究
の

意
義
を
持
た
せ
る
の
は
難
し
い
の
で
な
い
か
と
考
え
る
｡
こ
れ
も
筆
者
の
体
験
を
述
べ
て
お
こ
う
｡
筆
者
が
整
理
を
手
が
け
た
さ
き
の
北

海
道
庁
の
文
書
は
､
幕
末
か
ら

一
八
八
〇
年
代
後
半
に
至
る
､
開
拓
使
な
ど
の
簿
冊
-

浄
書
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
I

で
あ
っ
た
｡
こ

れ
ら
は
多
-
が
法
令

･
指
令

･
往
復

･
辞
令

･
報
告
な
ど
の
文
書
で
あ
っ
て
t.
今
日
見
る
官
公
庁
文
書
の
淵
源
の
ひ
と
つ
を
な
し
て
お
-
､

い
ず
れ
も

1･定
の
様
式
に
規
定
さ
れ
て
作
成

･N授
受
さ
れ
て
い
た
o
こ
の
限
-
で
は
､
近
現
代
文
香
も
明
確
な
様
式
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
､

授
受
の
関
係
を
有
し
て
お
り
､
古
文
書
学
に
よ
る
限
定
し
た
文
書
の
定
義
ま
た
様
式
論
に
よ
っ
て
把
握
し
得
る
対
象
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'

文
書
の
様
式
に
つ
い
て
古
文
書
学
的
関
心
を
喚
び
か
つ
考
察
の
対
象
と
な
る
の
は
､
お
よ
そ
近
代
初
頭
の
時
期
ま
で
で
あ
る
.｡
以
後
'
公

文
書
の
様
式
は
今
日
に
至
る
ま
で
官
公
庁
の
文
書
管
理
制
度
の
中
で
'
文
書
管
理
規
程
な
ど
に
よ
っ
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
お
り
､
あ
え

て
古
文
書
学
に
依
拠
し
て
考
究
を
加
え
る
対
象
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
｡

近
現
代
の
文
書
は
ま
た
､
授
受
の
関
係
を
有
す
る
文
書
と
と
も
に
'
大
量
の
帳
薄
､
統
計
書
､
編
さ
ん
物
､.
図
面
を
生
み
出
し
て
い
る
｡

と
く
に
会
計
帳
簿
は
'
近
現
代
で
は
'
組
織
体
の
史
料
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
-
､
こ
れ
を
欠
い
て
は
'
近
代
の
公
文
書
の

(8
)

体
系
は
成
立
し
な
い
｡
近
現
代
の
史
料
全
体
を
捉
え
る
た
め
に
は
'
帳
簿
な
ど
官
公
庁
が
生
成
す
る
す
べ
て
の
文
書

･
記
録
を
包
摂
す
る

必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
を
除
い
て
成
立
す
る
古
文
書
学
は
'
近
現
代
文
書
に
対
し
て
は
そ
の
一
部
の
研
究
を
担
う
に
と
ど
ま
.ろ
う
｡

.藤
井

｢近
代
の
古
文
書
｣
も
幕
末

･
近
代
初
頭
の
文
書
様
式
を
紹
介
し
て
'
近
代
〟

古
″

文
書
論
の
先
駆
的
な
成
果
を
残
し
た
が
'
近

代
文
書
に
か
か
る
様
式
論
は
そ
の
後
充
分
な
継
蘇
､
発
展
を
み
な
か
っ
た
｡
こ
れ
は
当
時
の
様
式
論
が
近
現
代
の
公
文
書
を
全
体
的
に
包

摂
す
る
要
素
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
近
現
代
の
文
書
を
扱
う
に
は
､
従
来
の
古
文
昏
学
の
枠
組
み
を
拡
げ
る
必
要
が
あ
っ

た
｡

古
文
書
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料
.(鈴
江
)

九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

田

近
現
代
史
料
論
の
拡
散

.前
述
の
通
り
'
近
現
代
史
料
論
で
は
､
史
料
な
い
し
文
書
と
い
う
概
念
を
古
文
書
学
の
射
程
を
超
え
た
方
向
に
拡
散
し
て
い
っ
た
o
こ

の
た
め
史
料
論
が
古
文
書
学
と
の
距
離
を
増
し
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
｡
近
現
代
史
料
論
は
近
現
代
史
料
の
多
種
多
様
性
に
対
応

し
ょ
う
と
し
､
意
図
し
て
古
文
書
学
の
い
う
文
書
の
範
囲
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
議
論
を
設
定
し
よ
う
と
し
た
｡
ま
た
文
書
館
等
に
お
け
る

史
料
管
理
と
い
う
実
務
上
の
課
題
か
ら
､
史
料
管
理
論
は
古
文
書
学
と
は
別
の
地
点
に
立
と
う
と
し
た
｡

･

前
者
の
近
現
代
史
料
が
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
-
る
議
論
の
拡
散
は
'
す
で
に
1
九
七
九
年
刊
行
の

r日
本
古
文
書
学
講
座
｣
九

(9
)

1
1
1
､
近
代
編
Ⅰ
～
Ⅲ
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
.
同
講
座
全
十

一
巻
の
試
み
自
体
が
画
期
的
で
あ
り
､
さ
ら
に
そ
の
中
の
三
巻
を
近
代

文
書
に
充
て
た
こ
と
は
､
近
現
代
史
料
論
に
と
っ
て
は
大
き
な
前
進
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
近
現
代
文
書
が
概
観
さ
れ
'
研
究
成
果

を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
加
え
て
第

二

巻
で
は
､
各
文
書
館
の
整
理
公
開
方
法
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
､
こ
の
意
義
は
大

(10
)

き
い

｡

た
だ
'
近
代
編
三
巻
の
各
編
に
つ
′い
て
古
文
書
学
の
方
法
-

た
と
え
ば
様
式
論
'
機
能
論
I

に
よ
っ
て
貫
徹
し
て
い
る
か
と

い
え
ば
t
か
な
ら
ず
L
も
そ
う
と
は
い
え
な
か
っ
た
｡
各
省
所
蔵
文
書
に
つ
い
て
の
論
考
は
'
文
書
管
理
の
一
端
'
保
有
状
況
'
所
蔵
史

料
の
概
要
あ
る
い
は
史
料
の
例
示
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
く
､
ま
た
戦
前
の
文
書
の
大
半
を
失
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
1
刊
行
物

(図

書

･
統
計

･
調
査
報
告
)
の
紹
介
に
終
始
し
た
例
も
あ
っ
た
｡
大
量
複
製
物
で
あ
る
刊
行
物
は
近
現
代
史
料
論
の
対
象
に
は
な
っ
て
も
'

古
文
書
学
の
研
究
領
域
に
と
う
て
い
入
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ら
の
論
考
が
古
文
書
学

一
般
の
研
究
の
方
法
'
成
果
と
は
相

(;
)

当
の
距
離
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
｡
近
現
代
の
組
織
体

･
個
人
の
活
動
か
ら
生
成
す
る
す
べ
て
の
史
料
を
視
野
に
置
こ
う
と
す
る
近

現
代
史
料
論
は
拡
散
の
皮
を
拡
げ
た
結
果
t
r日
本
古
文
書
学
講
座
l
に
し
て
古
文
書
学
と
の
接
点
の
維
持
を
難
し
い
も
の
と
し
た
｡

7
万
'
後
者
の
文
書
館
等
に
お
け
る
史
料
管
理
の
側
面
に
言
及
す
る
な
ら
ば
｣
各
組
織
内
に
お
け
る
史
料
の
評
価
選
別
'
移
管
'
整
理
､

公
開
利
用
と
い
う
文
書
館
の
主
要
業
務
で
は
'
古
文
書
学
と
ど
の
よ
う
な
接
点
を
持
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
筆
者
が
文
書
館

(北
海



道
立
文
書
館
)
で
携
わ
っ
て
き
た
現
代
公
文
書
の
評
価
選
別
､
日
録
の
編
成

･ー記
述
に
際
し
て
､
古
文
書
学
を
判
断
の
基
礎
と
し
た
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
｡
た
と
え
ば
文
昏
館
に
収
蔵
す
べ
き
文
書
の
選
別
に
当
た
っ
て
は
ー
現
代
の
行
政
あ
る
い
は
企
業
活
動
の
実
態
及

び
そ
の
中
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
､
個
々
の
文
書
の
機
能
を
検
討
し
そ
の
保
存
可
否
を
決
定
す
る
｡
そ
の
際
､
現
代
史
に
加
え
て
行
政
学
'

(12
)

経
営
学
の
知
見
が
動
員
汚
れ
る
が
､
こ
こ
で
古
文
書
学
を
援
用
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
ま
た
'
日
録
の
作
成

に
当
た
っ
て
は
､
各
組
践
機
構
と
そ
の
機
能
を
追
究
し
､
史
料
の
原
秩
序
を
復
元
し
､
目
録
の
記
述
を
行
う
が
､
こ
れ
に
必
要
な
文
昏
管

(13
)

理
史
の
解
明
に
際
し
て
は
､
･古
文
書
学
を
意
識
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
｡

以
上
三
点
に
亘
っ
て
述
べ
た
が
､
こ
れ
ま
で
古
文
書
学
が
蓄
積
し
て
き
た
様
式
の
把
握
'
細
部
へ
の
注
目
､
文
言
の
解
釈
､
伝
有
の
究

明
な
ど
の
方
法
は
､
近
現
代
史
料
を
対
象
と
し
て
も
有
効
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
'
と
く
に
近
代
初
頭
-

1
八
九
〇
年
代
ま
で
-

の
文
書
に
は
､
古
文
書
学
の
有
効
性
を

一
部
で
確
認
で
き
る
｡
し
か
し
､
近
現
代
史
料

(文
書

･
記
録
)
全
般
を
古
文
番
学
の
対
象
と
な

す
た
め
に
は
､
右
の
懸
隔
を
克
服
し
て
研
究
領
域
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

註(-
)
尉
節
註

(3
)､
岩
倉
･
大
久
保
共
編
寄
｡

(2
)
近
世
文
書
の
全
体
像
を
呈
示
し
た
も
の
と
し
て
は
､
荒
唐
英
次
箱

r近
世
の
古
文
書
】
(小
宮
山
番
店
､
一
九
六
九
年
四
月
)
が
あ
る
｡

(3
)
拙
著

｢開
拓
使
文
書
を
読
む
｣
雄
山
閣
出
版
'
一
九
八
九
年
十
一

月

｡

(4
)
法

政
大
学
出
版
局
､
一
九
七
一
年
九
月
｡
新
版
は
一
九
九
七
年
四

古
文
昏
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)

月
｡

(5
)
同
前
､
二
九
〇
頁
以
下
｡

(6
)
同
前
､
新
版
､
二
頁
｡

(7
)
古
文
昏
学
に
お
け
る
昏
札
様
を
核
と
し
た
様
式
論
を
相
対
化
す
る

議
論
に
つ
い
て
は
､
た
と
え
ば
､
村
井
串
介

｢中
世
史
料
論
｣

(r古
文
書
研
究
｣
第
五
〇
号
､
一
九
九
九
年
十
一
月
'
所
収
)
四

八
頁
以
下
｡

1
1



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

(8
)
南
節
註

(7
)
拙
稿
'
七
七
貢
｡

(9
)
雄
山
閣
出
版
'
一
九
七
九
年
四
月
-
八
〇
年
七
月
｡

(10
)
拙
稿

｢近
現
代
史
料
整
理
論
の
状
況

-
近
現
代
史
料
整
理
論
ノ

ー
ト
Ⅰ
ー
｣
(r史
料
館
研
究
紀
要
J
第
二
七
号
'二

九
九
六
年
三

月
'
所
収
)､
一
四
七
頁
｡

(11
)
一
節
註

(-
)'
拙
稿
､
三
七
頁
以
下
｡

(ほ
)
文
書
館
は
す
べ
て
の
文
書
を
収
蔵
す
べ
L
と
い
う
歴
史
学
研
究
者
､

古
文
書
学
者
か
ら
の
意
見
が
現
に
あ
る
｡
例
え
ば
竹
内
理
三
の
明

･
屑
な
全
宜
保
存
論

(拙
稿

｢わ
が
国
の
文
書
飴
に
お
け
る
公
文
書

の
引
継
移
管
手
続
と
収
集
基
準
に
つ
い
て
｣
(｢北
海
道
立
文
書
館

研
究
紀
要
｣
第
四
号
'
一
九
八
九
年
三
月
､
所
収
)

一
〇
三
頁
)､

ま
た
津
田
秀
夫
が
文
昏
館
の
評
価
選
別

(か
つ
大
部
分
の
廃
棄
)

二
一

に
対
し
歴
史
学
者
と
し
て
の
不
信
を
述
べ
て
い
る
(前
節
註

(9
)

津
田
秀
夫
著
､
.前
掲
書
'
所
収
二

一八
〇
頁
以
下
)｡
こ
れ
ら
の

根
底
に
あ
る
の
は
史
料
の
廃
棄
に
凝
い
が
あ
れ
ば
､
す
べ
て
残
せ

と
い
う
発
想
で
あ
ろ
う

(
一
節
註

(-
)､
拙
稿
､
四
三
頁
)0

(13
)
近
現
代
史
料
文
書
の
目
録
記
述
に
当
た
っ
て
'
文
書
の
性
格
を
特

定
す
る
た
め
に
古
文
書
学
の
様
式
論
の
成
果
を
導
入
す
べ
き
と
す

る
主
張
が
あ
る
が

(例
え
ば
平
野
正
裕

｢近
代
文
書
整
理
法
序
説

-
文
書
の

｢成
立
様
式
｣
と

｢集
積
文
書
｣
に
つ
い
て
-
｣
(r横

浜
開
港
資
料
館
紀
要
｣
第
1
1一号
､
1
九
九
四
年
三
月
､
所
収
))'

古
文
書
学
自
体
に
は
'
ーい
ま
だ
適
用
す
べ
き
蓄
積
が
乏
し
い
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

四
､
近
現
代
文
書

へ
の
接
近

古
文
書
学
が
そ
の
領
域
に
近
現
代
文
書
を
組
み
込
む
と
す
れ
ば
'
ど
の
よ
う
な
研
究
課
題
が
設
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
｡
近
年
行
わ
れ

て
い
る
近
現
代
文
書
の
研
究
を
見
定
め
つ
つ
｣
そ
の
可
能
性
の
一
端
を
提
起
し
て
み
た
い
｡

前
述
の
と
お
り
､
近
現
代
文
書
に
対
し
古
文
書
学
の
射
程
を
及
ぼ
す
こ
と
に
つ
い
て
は
､
文
書
が
存
在
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
､
こ
れ
に

接
近
す
る
視
点
を
意
図
し
て
築
く
必
要
が
あ
る
｡
.大
久
保

･
藤
井
が
と
ら
え
た
近
世
か
ら
近
代

へ
の
移
行
と
い
う
視
点
は
､
今
日
に
お
い



(-
)

て
も
有
力
な
研
究
分
野
で
あ
っ
て
､
.豊
富
な
論
題
を
提
供
す
る
先
駆
的
な
成
果
で
あ
っ
た
｡
近
代
初
頭
は
､
T公
文
書
に
お
い
て
も
和
紙
に

墨
書
し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
､
難
読
の
文
字
の
解
読
を
含
め
､
古
文
書
学
の
研
究
が
充
分
成
立
す
る
時
期
で
あ
っ
た
｡
こ
の

時
期
は
'
近
代
公
文
書
制
度
の
起
点
で
あ
る
か
ら
､
近
現
代
文
音
を
説
明
す
る
多
-
の
素
材
を
そ
こ
に
含
ん
で
は
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
過
渡
期
自
体
-

明
治
維
新
前
後
か
ら

一
八
九
〇
年
前
後
ま
で
-

は
‥
字
義
通
り
近
現
代
文
事
の
ご
く

一
部
の

期
間
に
す
ぎ
な
い
｡
古
文
書
学
に
よ
る
近
現
代
文
書
へ
の
接
近
を
考
え
る
な
ら
ば
'
近
現
代
の
す
べ
て
に
亘
っ
て
適
時
的
に
成
立
す
る
視

点
が
な
く
で
は
な
る
ま
い
｡

で
は
過
渡
期
を
控
除
し
て
も
な
お
成
立
す
る
｣
近
現
代
文
書
研
究
を
ど
の
よ
う
に
設
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
近
現
代
史
料
を
適
時

的
に
把
握
し
､
研
究
す
る
方
法
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
'
.公
文
香
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
が
研
究
の
対
象
に
な
る
と
す
る
竹
林
忠
男

｢京
都

(2
)

府
庁
文
書
に
見
る
明
治
前
期
公
文
書
の
史
科
学
的
考
察
｣
の
捷
言
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
｢近
代
公
文
書
の
史
料
学
的
把
握
の
対
象
及
び

目
的
｣
と
し
て
'
｢そ
の
発
生
か
ら
廃
棄
保
存
に
い
た
る
全
過
程
即
ち
'
収
受
.･
作
成
､
決
裁
'
施
行
'
繍
綴
保
管
､
廃
棄
'
保
存
の
各

投
階
に
お
け
る
文
書
記
録
の
処
理
方
法
'
様
式
'
形
態
及
び
機
能
等
の
解
明
｣
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡
同
論
文
の
多
岐
に
亘
る
提
起
を
右

の
文
言
で
要
約
す
る
の
は
､
当
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
､
竹
林
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
､
近
代
史
科
学

(論
)
の
枠
組
み
と
し
て
研

(3
)

究
の
対
象
と
な
る
文
書
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
網
羅
的
に
列
挙
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
｡

公
文
書
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
が
史
料
論
の
研
究
対
象
に
な
る
と
い
う
竹
林
の
提
起
に
は
'
異
論
を
挟
む
余
地
が
な
-
､
今
後
､
列
挙
さ
れ

た
各
部
門
へ
の
考
究
が
な
さ
れ
よ
う
｡
た
だ
竹
林
が
研
究
対
象
と
し
た
の
は
､
論
文
名
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に

｢明
治
前
期
｣
の
京
都
府

庁
文
書
で
あ
っ
て
'
そ
の
後
の
時
代
に
研
究
を
展
開
せ
し
め
て
は
い
な
い
｡
l近
代
初
頭
の

｢行
政
諸
制
度
の
創
始
形
成
期
｣
に
は
'
当
時

の
文
書
処
理
が
今
日
で
は
不
分
明
に
な
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
､
｢史
料
学
的
考
察
｣
の
意
欲
が
か
き
立
て
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
近
代
の
過
渡
期
を
超
え
て
通
時
的
な
近
現
代
史
料
論
を
自
立
さ
せ
る
た
め
に
は
'
こ
れ
を
推
し
進
め
る
研
究
の
核
あ
る
い
は
軸
を

古
文
昏
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)

二
二



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

1
四

兄
い
だ
す
必
要
が
あ
ろ
う
｡
近
現
代
文
書
の
研
究
が
最
終
的
に
は
竹
林
が
里
示
し
た
よ
う
な
文
書
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
展
開
す
る
と
し
て

(4
)

も
'
筆
者
と
し
て
は
､
そ
れ
に
向
け
て
研
究
を
駆
動
さ
せ
る
契
機
を
兄
い
出
し
た
い
｡

同
様
の
指
摘
は
'
佐
藤
進

1
が
提
唱
し
た

〟
文
書
史
″

に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
｡
機
能
論
に
よ
っ
て
古
文
書
学
を
再
構
築
し
よ
う
と

す
る
〟
文
書
史
″

は
､
近
現
代
文
書
を
包
摂
す
る
新
た
な

古
文
書
学
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
が
､
近
現
代
に
つ
い
て
は
〟
文
書
史
″

と
い
う
語
を
残
し
た
に
と
ど
ま
り
'
そ
の
具
体
的
な
姿
を
提
示
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
〟

文
書
史
″

ぁ
る
い
は
機
能
論
を

実
体
化
さ
せ
る
方
法
が
必
要
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
'
近
現
代
史
料
｢

こ
こ
で
は
官
公
庁
が
授
受

･
作
成
す
る
公
文
書
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
I

の
特

徴
は
､
他
の
時
代
に
増
し
て
多
量
に
生
成
し
て
お
り
'
文
書
成
立
の
過
程
が
高
い
密
度
で
残
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
も
と
よ
り
こ
の

1
世
紀
余
の
間
'
散
逸
が
進
み
､
ま
た
日
々
'
評
価
選
別
に
よ
り
淘
汰
さ
れ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
'
文
書
成
立
の
各
過
程
､
ま
た
事
案

の
処
理
に
伴
う

一
連
の
事
務
の
過
程
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
t
か
つ
残
存
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
前
近
代
文
書
に
は
少
な
く
近
現
代
文
書
な
ら

で
は
の
特
質
で
あ
る
｡
じ
じ
つ
近
現
代
文
書
の
研
究
は
､
こ
の
よ
う
な
大
量

･
詳
細
な
文
書
の
残
存
を
前
提
と
し
て
発
展
し
て
き
た
｡
大

量
の
文
書
館
収
蔵
文
書
が
近
現
代
史
料
論
の
研
究
を
促
し
'
ま
た
保
存
､
整
理
'
利
用
な
ど
文
書
館
業
務
を
支
え
る
た
め
に
研
究
が
蓄
積

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

-
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
み
る
各
地
方
文
書
館
の
設
立
'

1
九
七
〇
年
代
初
頭
の
国
立
公
文
書
館
'
外
務
省
外
交
史
料
館
の
設
立

･
開
館

は
'
こ
れ
ま
で
例
外
的
か
つ
二
部
の
研
究
者
に
の
み
閲
覧
の
許
さ
れ
て
き
た
公
文
書
が
広
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
ま
た
公
開
利
用

(5
)

を
支
え
る
た
め
に
'
右
に
見
た
近
現
代
史
料
論
の
発
展
が
促
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
一
端
が
竹
林
忠
男
や
筆
者
の
研
究
で
あ
り
'
太
政
官
'

(6
)

外
務
省
文
書
に
つ
い
て
も
'
そ
れ
ら
の
文
書
を
管
理
す
る
館
員

･
元
館
員
に
よ
る
研
究
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
研
究
は
'
原
議
と
い
わ
れ

る
菓
議
書
の
成
立
'
す
な
わ
ち
文
書
の
起
案
､
作
成
'
修
正
､
､決
定
と
い
う
､
施
行
さ
れ
公
表
さ
れ
た
文
書
で
は
'
窺
い
知
る
こ
と
が
出



来
な
か
っ
た
'
内
部
審
議
'
決
定
過
程
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
ご
く
近
年
の
研
究
で
い
え
ば
'
西
川
誠
は
'
案
諸
寄
の
頭
雷
に
付

(7
)

せ
ら
れ
る
決
裁
欄
を
表
示
し
た

｢カ
ガ
ミ
｣
の
成
立
を
行
政
文
書
処
理
方
式
の
確
立
過
程
と
し
て
呈
示
L
t
中
野
日
徹
の
近
著

｢近
代
史

(8
)

科
学
の
射
程
｣
で
は
'
｢原
議
の
も
つ
多
義
的
な
情
報
を
引
き
出
す
｣
こ
と
を
近
代
史
科
学
の
中
心
的
課
題
と
し
て
い
る
｡
小
池
聖

一
の

場
合
は
､
菓
議
書
で
は
な
い
が

｢開
講
昏
｣
と

｢閉
講
配
付
資
料
｣
に
つ
い
て
'
両
者
の
差
異
､
ま
た

｢閣
議
配
付
資
料
｣
の
修
正
記
事

(9
)

か
ら
政
策
の
修
正
過
程
を
逐
っ
て
い
る
｡
筆
者
が

｢キ
リ
ス
ト
教
解
禁
以
前

-
切
支
丹
禁
制
高
札
撤
去
の
史
料
論
⊥

で
取
り
上
げ
た

(10
)

の
も
'
菓
議
書
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
取
締
の
回
避
'
政
策
の
動
揺
を
読
み
と
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡

菓
議
書

(原
議
)
は
'
事
案
決
定
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
分
析
を
通
じ
て
政
策
の
審
議
'
決
定

(あ
る
い
は
修
正
'
廃

秦
)
の
あ
-
よ
う
を
視
野
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
近
現
代
文
昔
の
成
立

(生
成
)
過
程
を
把
握
す
る
研
究
と
し
て
は
'
豊
富
に
存
在

す
る
棄
議
書
を
素
材
と
し
た
研
究
が
'
当
面
'
近
現
代
文
事
研
究
全
体
を
駆
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
も
っ
と
も
史
科
学

･
古
文
書
学

の
領
域
を
確
立
す
る
と
い
う
本
稿
の
課
題
は
'
菓
議
書
へ
の
研
究
が
歴
史
研
究
を
よ
り
確
実
に
す
る
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
り

近
現
代
文
番

(‖
)

の
史
料
学

･
古
文
書
学
を
確
立
す
る
方
向
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
-
か
に
あ
る
｡

辻
清
明
な
ど
行
政
学
か
ら
の
研
究
に
よ
る
と
'
菓
議
書
を
回
付
し
て
組
織
の
決
定
を
図
る
と
い
う
某
誌
別
は
､
わ
が
国
近
現
代
官
僚
制

の
階
等
的
秩
序
に
照
応
し
て
生
じ
た
事
案
決
定
方
式
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
｡
か
つ
某
誌
制
が
'
組
級
内
合
意
形
成
に
効
果
を
発
揮

す
る
一
方
'
非
能
率
､
責
任
不
在
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
､
現
代
社
会
に
即
応
す
る
方
式
か
ど
う
か
の
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
､
そ
の
長

(tZ
)

短
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
史
料
学

(論
)

･
古
文
審
学
か
ら
は
'
菓
議
番
に
相
当
す
る
文
書
が
す
で
に
近

(13
)

世
に
も
存
在
し
'
そ
の
性
格
は
階
等
的
秩
序
を
表
象
す
る
よ
り
も
合
議
制
に
淵
源
を
も
つ
と
見
ら
れ
て
い
る
｡
筆
者
は
'
寅
識
番
を
古
文

書
学
に
位
置
づ
け
て
考
察
す
る
場
合
､
形
態
上
の
変
化
に
現
れ
る
菓
識
別
の
構
造
'
社
会
的
機
能
の
変
容
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
思
う
｡
こ
れ
ま
で
菓
議
書
に
つ
い
て
は
､
史
科
学

･
古
文
香
学
か
ら
の
接
近
が
近
代
公
文
書
制
度
確
立
期
の
所
産
を
把
掘
す
る
視
点

古
文
書
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)

一
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

一六

に
と
ど
ま
-
が
ち
で
あ
っ
た
が
､
菓
議
制
が

一
世
紀
余
の
近
現
代
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
続
け
て
き
た
意
味
を
菓
議
書
原
本
の
分
析
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
e

以
上
'
某
議
書
を
手
が
か
り
に
､
古
文
書
学
が
接
近
し
得
る
適
時
的
な
近
現
代
史
料
研
究
の
視
点
を
呈
示
し
て
み
た
｡
菓
識
別
の
問
題

以
外
に
も
'
各
時
代
に
お
け
る
通
信
､
複
製
手
段
の
発
達
が
公
文
書
-

官
公
庁
以
外
の
企
業

･
団
体
の
文
書
に
お
い
て
も
事
態
は
同
じ

で
あ
る
が
ー

情
報
の
変
容
を
も
た
ら
し
て
い
る
｡
た
と
え
ば
電
話
な
ど
文
書
以
外
の
通
信
手
段
の
出
現
に
と
っ
て
'
書
簡
に
よ
る
意
思

疎
通
は
大
幅
に
減
少
し
た
｡

一
方
'
電
子
メ
ー
ル
の
普
及
､
文
書
の
電
子
化
は
'
か
え

っ
て
文
書
に
よ
る
通
信
量
を
増
し
て
は
い
る
が
､

即
座
に
抹
消
で
き
る
性
質
の
も
の
で
あ
-
､
記
録
と
し
て
残
る
と
い
う
意
味
で
は
文
書
の
残
存
の
あ
り
よ
う
を
大
き
く
変
え
つ
つ
あ
る
｡

ま
た
活
版
印
刷
'
靖
窮
版
'
謄
写
版
印
刷
ー
複
写
機
な
ど
複
製
手
段
の
発
達
は
､
複
数
原
本
を
多
量
に
存
在
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
文
書
の
紙
面
上
-

画
面
上
と
い
う
場
合
も
含
め
て
I

の
変
化
を
注
目
し
な
(
は
な
ら
な
い
が
｣
さ
ら
に
電
信
､

電
子
化
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
文
書
情
報
の
形
態
的
変
容
が
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
の
上
で
史
料
学

･
古
文
書
学
と
し
て
は
:
通
信
､

(_4
)

複
製
技
術
の
変
化
が
も
た
ら
す
史
料

(文
書

･
記
録
)
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
情
報
の
量
と
質
を
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
0

こ
の
側
面
で
菓
議
制
の
課
題
に
戻
る
と
'
文
書
の
電
子
化
に
よ
っ
て
決
裁
が
迅
速
化
L
t
菓
議
制
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
関
係
部
課

へ
の
合
議
が
も
た
ら
し
た
組
綴
内
の
合
意
形
成
が
困
難
に
な
り
､
嚢
議
制
は
大
き
-
変
容
す
る
事
態
が
予
測
さ
れ
る
｡

註(-
)
筆
者
も
か
つ
て
近
代
文
書
の
確
立
と
い
う
視
点
に
導
か
れ
､
前
節

註

(a
)'
拙
著
t
r開
拓
使
文
書
を
読
む
l
に
よ
っ
て
'
過
渡
期

の
諸
文
書
を
考
察
し
た

(と
く
に
Ⅱ

｢過
渡
期
の
文
書
｣)0

(2
)
二
節
註

(7
)'
竹
林
前
掲
論
文
｡

(3
)
同
前
､
四
～
五
頁
｡

(4
)
近
現
代
文
香
の
史
科
学
的
研
究
が
､
様
式
論
､
形
態
論
､
構
造
論
､

史
料
管
理
史
の
四
側
面
を
有
し
て
い
る
と
し
て
社
会
集
団
､
租
税

体
ご
と
の
個
別
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は
'
丑
木
幸

男

｢近
代
民
間
史
料
の
構
造

-
群
馬
県
水
沼
村
星
野
家
文
書
を



事
例
と
し
て
-
｣
(r群
馬
文
化
｣
第
二
五
〇
号
'

1
九
九
七
年
四

月
t､
所
収
)
で
あ
る
｡
こ
こ
で
も
古
文
書
学
と
の
関
連
に
触
れ
つ

つ
'
様
式
論
は

｢組
紘
体
に
応
じ
た
様
式
の
変
化
の
解
明
｣
'
形

態
論
は
媒
体
の
変
化
､
た
と
え
ば
迅
雷
か
ら
A
V
機
器
に
い
た
る

時
系
列
的
変
化
の
解
明
'
構
造
論
は

｢組
純
体
の
機
能
に
応
じ
て

発
生
す
る
史
料
体
系
｣
と
そ
の
変
化
の
解
明
及
び

｢史
料
群
の
内

部
構
造
｣
の
解
明
､
史
料
管
理
史
は

｢社
会
集
団
ご
と
に
史
料
の

管
理

･
保
存
方
法
｣
及
び

｢そ
の
類
型
化
の
解
明
｣
に
あ
る
七
し

て
い
る
｡
や
が
て
は
こ
の
よ
う
に
近
現
代
文
書
研
究
が
構
造
化
さ

れ
る
と
思
う
が
'
い
ま
は
そ
れ
を
模
索
す
る
研
究
段
階
で
あ
る
｡

(
5
)
文
魯
館
内
部
で
の
研
究
の
ほ
か
'
例
え
ば
高
橋
美
食

｢
｢
処

見
｣

･
｢異
見
｣

･
｢附
言
｣
-
明
治

一
〇
年
代

r秋
田
県
庁
文

香
し
へ
の
文
審
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
｣
(｢日
本
文
化
研
究
所
研
究

報
告
｣
別
巻
第
三
三
粂
'

一
九
九
六
年
三
月
､
所
収
)
で
は
'
菓

議
過
程
に
お
け
る
異
な
る
意
見
の
呈
示
方
法
に
つ
い
て
秋
田
県
庁

文
書
を
事
例
と
し
て
論
じ
て
い
る
｡

(6
)
田
口
産
着

｢近
代
太
政
官
文
書
の
様
式
に
つ
い
て
｣
(｢北
の
丸
｣

第

1
九
号
'

1
九
八
七
年
三
月
'
所
収
)
t
.ま
た
近
年
で
は
､
中

野
日
徹
著

r近
代
史
科
学
の
射
程

I
明
治
太
政
官
文
昏
研
究
序

説
⊥

(弘
文
堂
､
二
〇
〇
〇
年
二
月
)､
小
池
聖

一
｢外
務
省
文

昏

･
外
務
省
記
録
の
生
成
過
程

-
外
務
省
文
香
の
文
昏
学
的
]

古
文
書
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)

･
試
論
-
｣
(r日
本
歴
史
｣
五
八
四
号
､
一
九
九
七
年

一
月
､
所
収
)､

.西
川
誠

｢左
院
に
お
け
る
公
文
昔
処
理

-
左
院
の
機
能
に
関
す

る

一
考
察
-
｣
(r日
本
歴
史
】
五
二
八
号
､

一
九
九
二
年
五
月
､

所
収
)
が
あ
る
｡

(7
)
最
近
t
r日
本
歴
史
｣
六
二
八
号

(二
〇
〇
〇
年
九
月
)
で
は
､

｢近
代
文
啓
論
｣
を
特
粂
し
､
二
節
註

(3
)
佐
｡々
木
隆
前
掲
論

文
を
収
録
し
て
い
る
｡
西
川
誠

｢
カ
ガ
ミ
の
成
立

-
近
代
決

裁

･
回
議
文
香
成
立
考
-
｣
は
こ
の
特
集
の
1
楯
で
あ
る
｡

(8
)
註
.(6
)､
中
野
日
撤
漕
前
掲
苔
'

二
二
頁
叩

(9
)
註

(7
)
､
r日
本
歴
史
J
六
二
八
号
､
所
収
､
小
池
聖

1
｢｢閑

談
｣
の
文
番
学
的

1
考
察

-
斉
田
内
間
期
､
政
令
二
〇
1
号
の

制
定

･
施
行
過
程
を

一
例
に
ー
｣
｡

(10
)岩
田
杏
院
､
二
〇
〇
〇
年
十

1
月
､

一
五
三
､

]
六
八
頁
O

(11
)註
(6
)､
中
野
日
徹
前
掲
番
､
r近
代
史
科
学
の
射
程
l
で
は
'

近
代
史
科
学
の
主
要
な
方
法
を
庇
誠
の
研
究
に
泣
い
て
い
る
が
､

同
昏
第

1
二
車

｢御
名
御
璽
の
登
場
｣
で
は
'
必
ず
し
も
原
議
の

把
捉
に
依
拠
し
な
い
で
も
研
究
を
展
開
す
る
方
向
に
歩
を
進
め
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
近
代
史
料
論
の
射
程
に
お
け
る
某
議
書

(原
誠
)
の
忠
味
が
今
後
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
.
J
)れ
に
つ
い
て
は
､
同
店
へ
の
聾
者
の
昏
評
を
参

照

(r歴
史
学
研
究
J
第
七
四
九
号
､
二
〇
0
1
年
五
月
‥
所
収
).

一
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

(12
)
辻
清
明

｢日
本
に
お
け
る
政
策
決
定
過
程

I
棄
識
別
に
関
連
し

て
-
｣
(同
著

r新
版
日
本
官
僚
制
の
研
究
｣
東
京
大
学
出
版
会
'

1
九
九
二
年
十
月
'
前
篇
四
)｡
赤
木
須
留
喜
著

r(官
制
)
の
研

究
し
日
本
評
論
社
'

一
九
九

l
年
二
月
､
四
頁
以
下
｡

サ
ム
ラ
イ

(1
)
笠
谷
和
比
古
君
r
士

の

思
想
｣
日
本
経
済
新
聞
社
'

1
九
九
三
年

一
八

八
月
'
第
三
'
五
草
｡
筆
者
の
二
〇
〇
〇
年
度
古
文
昏
学
会
大
会

発
表

｢近
代
真
読
制
文
書
に
つ
い
て
の
試
論
｣｡

(14
)
村
岡
正
司
著

r情
報
公
開
の
た
め
の
文
書
管
理
ガ
イ
ド
｣
日
本
法

令
'

一
九
九
九
年
七
月
'
第

一
章
､
第
六
章
､
参
照
｡

五
､
ま
と
め

本
稿
は
'
古
文
書
学
か
ら
近
現
代
文
書
へ
の
架
橋
を
行
う
た
め
'
近
現
代
史
料
論
が
到
達
し
得
た
点
を
確
認
し
'
ま
た
古
文
書
学
と
近

現
代
史
料
と
の
懸
隔
の
要
因
を
､
古
文
書
学
の
側
の
関
心
の
向
け
方
'
研
究
方
法
の
あ
り
よ
う
及
ひ
近
現
代
史
料
論
の
拡
散
の
側
面
か
ら

と
ら
え
､
古
文
書
学
が
近
現
代
史
料
を
扱
う
可
能
性
に
つ
い
て
若
干
の
碇
起
を
行
っ
た
｡
古
文
書
学
か
ら
近
現
代
史
料
へ
の
接
近
は
､
い

ま
だ
途
上
と
い
う
観
が
あ
る
け
れ
ど
も
'
こ
の
試
み
が
意
識
的
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
に
つ
い
て
は
呈
示
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
｡

古
文
書
学
か
ら
近
現
代
文
書
へ
の
架
橋
は
'
筆
者
に
と
っ
て
年
来
の
課
題
で
あ
っ
た
｡
し
か
も
t
研
究
の
枠
組
み
を
設
定
す
る
に
あ
た

っ
て
は
'
筆
者
が
な
が
年
に
亘
っ
て
扱
っ
て
き
た
'
近
代
初
頭
の
史
料
に
と
ど
ま
ら
ず
通
時
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
｡

ま
た
そ
の
方
法
が
近
現
代
史
料
の
理
解
に
有
効
で
あ
っ
て
'
様
式
論
に
収
赦
さ
れ
な
i
近
現
代
史
料
論

･
近
現
代
文
書
論
と
し
て
確
立
す

る
必
要
が
あ
る
と
も
考
え
て
き
た
｡
さ
ら
に
近
現
代
史
料
論

･
近
現
代
文
書
論
が
'
文
書
の
収
集
､
評
価
選
別
､
整
理
､
利
用
､
保
存
と

い
う
文
書
館
業
務
を
直
接
考
察
す
る
史
科
管
理
論
か
ら
自
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
主
張
し
て
き
た
｡
史
料
論

･
古
文
書
学
は
史
料
認
識



論
で
あ
っ
て
'
史
料
管
理
論
に
隣
接
し
文
書
館
の
業
務
を
支
援
す
る
け
れ
ど
も
､
史
料
管
理
論
そ
の
も
の
で
は
な
く
､
ま
た
そ
の
一
部
で

も
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
近
現
代
史
料
に
つ
い
て
も
史
料
認
識
論
は
'
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
意
義
､
方
法
論
を
持
つ
も
の
と
し

(-
)

て
､
理
論
的
に
も
自
立
し
た
存
在
と
な
り
発
展
を
遂
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う

｡

た
と
え
ば
'
本
稿
で
提
起
し
た
棄
識
別
1

菓
議
書
､
菓
議
過
程
の
分
析
を
含
む
菓
議
に
よ
る
事
案
決
定
方
式
全
体
-

へ
の
検
討
は
､

近
世
か
ら
近
代
へ
さ
ら
に
現
代
に
至
る
史
料
生
成
シ
ス
テ
ム
'
史
料
管
理
形
態
へ
の
考
察
で
あ
り
'
ま
た
そ
の
社
会
的
位
相
へ
の
考
察
と

し
て
'
近
現
代
史
料
認
識
論
研
究
の
主
要
な

一
角
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
｡
第
二
節
の
最
後
に
掲
げ
た
さ
き
の

｢形
成
と
課
題
｣
の
結
論

で
あ
る
近
現
代
史
料
研
究
の
三
つ
の
方
向
'
す
な
わ
ち
第

一
の
近
現
代
史
料
生
成
シ
ス
テ
ム
へ
の
考
察
､
第
二
の
近
世
か
ら
の
継
承
及
び

文
書
管
理
概
念
の
近
代
的
変
容
の
分
析
'
第
三
の
近
現
代
史
料
が
伝
え
る
情
報
の
社
会
的
位
相
へ
の
考
究
な
ど
に
は
'
い
ず
れ
も
菓
識
別

へ
の
検
討
を
内
包
し
て
い
る
｡
近
現
代
棄
議
制
の
研
究
は
､
近
現
代
の
史
料
認
識
論
を
自
立
さ
せ
る
有
力
な
研
究
分
野
と
な
り
得
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡

以
上
､
近
現
代
史
料
へ
の
古
文
書
学
か
ら
の
接
近
を
試
み
て
き
た
｡
近
現
代
の
史
料
生
成
過
程
と
そ
の
背
景
へ
の
考
察
を
､
今
後
ど
の

よ
う
に
古
文
書
学
に
位
置
づ
け
得
る
で
あ
ろ
う
か
｡
本
稿
は
､
そ
の
研
究
意
義
を
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
り
'
研
究
の
入
り
口
に
立
っ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
が
､
筆
者
と
し
て
の
第

一
歩
に
は
な
り
得
て
い
る
｡
ご
批
判
を
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
｡

註(-
)
史
料
論
の
自
立
'
史
料
管
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
1
節
註

(-
)
四
九
頁
以
下
､
二
節
註

(12
)
拙
稿
'
三
六
〇
頁
以
下
｡

古
文
書
学
に
お
け
る
近
現
代
史
料

(鈴
江
)

[付
記
】

本
稿
の
成
稲
は
'
ほ
ぼ
二
〇
〇
一
年
四
月
で
あ
る
｡
本
稿
は
､
前
端

｢近
現
代
史
料
論
の
形
成
と
課
題
｣
と
同
様
'
や
や
学
説
史
に
傾
い
た
論

述
で
､
お
お
よ
そ
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
て
い
る
｡
本
稿

一
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
四
号

(二
〇
〇
三
年
)

の
こ
と
は
'
拙
著

｢近
現
代
史
料
の
管
理
と
史
料
認
識
し
(北
海
道
大
学

国
書
刊
行
会
､
二
〇
〇
二
年
二
月
)
四
七
六
貢
､
註

(
4
)
で
予
告
し

た
通
り
'
他
の
論
文
集
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
'
近
年
の
論
文

に
触
れ
る
研
究
で
あ
る
の
で
'
こ
の
時
点
で
公
に
し
た
い
と
考
え
､
こ

の
論
文
集
の
関
係
者
に
お
願
い
し
て
本
誌
に
掲
載
の
場
を
移
す
こ
と
に

し
た
も
の
で
あ
る
｡

.な
お
､
本
稿
に
引
用
し
た
筆
者
の
論
文

(
l
節
註

(-
)､
二
節
註

(3
)
(7
)メ
(9
)､
三
節
註

(
10
)
(
1
))
は
'
い
ず
れ
も
右
の

r近

現
代
史
料
の
管
理
と
史
料
認
識

｣
に再
録
し
た
｡




