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正
宗
敦
夫
と
い
う
人

　

正
宗
文
庫
の
所
在
地
は
、岡
山
県
の
東
端
、片
上
湾
に
面
し
た
、備
前
市
穂
浪
で
す
。

歌
人
で
国
文
学
者
で
あ
っ
た
正
宗
敦
夫
（
一
八
八
一
～
一
九
五
八
）
が
昭
和
十
一
年

（
一
九
三
六
）（
六
月
財
団
法
人
認
可
、
八
月
発
足
）
に
設
立
、
コ
ン
ク
リ
作
り
の
堅

牢
な
二
階
建
て
の
書
庫
に
、
厖
大
な
書
物
を
収
め
て
い
ま
す
。
蔵
書
の
内
容
は
主
と

し
て
古
典
籍
で
、
貴
重
な
写
本
が
目
立
つ
。
お
よ
そ
七
千
点
二
万
冊
、
個
人
の
蔵
書

と
し
て
は
質
量
と
も
に
全
国
で
も
稀
で
あ
る
と
言
え
ま
す
（
図
版
１　

正
宗
敦
夫
）

（
図
版
２　

文
庫
全
景
と
正
宗
甫
一
）。
敦
夫
の
後
は
令
息
甫
一
氏
、
令
孫
千
春
氏
に

よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
現
在
ま
で
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

正
宗
敦
夫
と
い
え
ば
、「
日
本
古
典
全
集
」
と
い
う
六
期
二
百
六
十
六
冊
に
も
及
ぶ
、

古
典
文
学
・
歴
史
書
・
辞
書
の
叢
書
を
刊
行
し
た
り
、
岡
山
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
熊

沢
蕃
山
の
全
集
を
出

し
た
り
、
万
葉
集
総

索
引
を
編
纂
し
た
り

と
、
多
大
な
業
績
を

挙
げ
た
学
者
で
す
。

残
念
な
が
ら
、
敦
夫

は
歴
史
の
か
な
た
に

霞
み
つ
つ
あ
り
、
作

家
の
正
宗
白
鳥
の
弟
、
洋
画
家
の
得
三
郎
の
兄
…
と
い
う
紹
介
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
白
鳥
さ
え
現
在
ほ
と
ん
ど
の
著
作
が
絶
版
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
正
宗

文
庫
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
、
共
有
の
知
識
が
な
い
の
で
、
な
か
な

か
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

私
は
足
掛
け
九
年
間
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
勤
務
し
て
お
り
ま
し
て
、
正
宗
文

庫
の
書
物
の
整
理
に
少
し
だ
け
力
を
お
貸
し
し
ま
し
た
の
で
、
今
回
、
講
演
の
役
目

正
宗
文
庫
の
歴
史

小
　
川
　
剛
　
生

＊
キ
ー
ワ
ー
ド

　
　
　

正
宗
敦
夫
・
井
上
通
泰
・
桂
園
派
歌
人
・
予
約
出
版
・
歌
文
珍
書
保
存
会
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を
お
お
せ
つ
か
り
ま

し
た
。
も
っ
と
ふ
さ

わ
し
い
人
が
お
ら
れ

る
と
は
思
い
ま
す

が
、
そ
れ
で
も
、
い

つ
の
ま
に
か
二
十
年

も
正
宗
家
と
正
宗
文

庫
に
お
世
話
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
少
し
で
も
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
地
元
で
も
敦
夫
の
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
時
間
の

堆
積
の
せ
い
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
敦
夫
は
い
わ
ゆ
る
著
作
は
何
も
残
さ
な

か
っ
た
人
で
す
。
い
ま
の
学
者
は
書
い
た
も
の
を
論
文
集
や
著
書
に
ま
と
め
て
公
刊

し
な
い
と
、
生
き
て
い
け
な
い
時
代
で
す
。
そ
う
い
う
時
代
で
は
な
か
っ
た
せ
い
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
敦
夫
自
身
が
書
き
残
し
た
も
の
と
し
て
は
、
短
歌
、

エ
ッ
セ
ー
、
考
証
、
と
く
に
解
題
と
い
い
ま
し
て
、
書
物
の
成
立
を
簡
潔
に
記
し
た

文
章
く
ら
い
し
か
生
前
に
は
公
に
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
索
引
や
解
題
は
い
か
に
労

作
で
も
、
話
題
と
は
な
り
に
く
い
。
お
よ
そ
自
己
顕
示
欲
の
よ
う
な
も
の
が
極
め
て

乏
し
か
っ
た
人
で
す
。

　
　
　

正
宗
敦
夫
先
生
訪
問
記

　

敦
夫
の
学
識
は
書
か
れ
た
も
の
か
ら
も
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
こ
で

最
晩
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事（

１
）

を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
昭
和
三
十
一
年

（
一
九
五
六
）、
岡
山
朝
日
高
校
の
学
生
が
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
に
勤
務

し
て
い
た
敦
夫
を
訪
問
し
た
時
の
記
録
で
す
。
敦
夫
が
生
前
の
与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子

夫
妻
と
仲
が
良
か
っ
た
の
で
、
ま
ず
は
、
そ
の
こ
と
を
尋
ね
よ
う
と
し
た
よ
う
で
す
。

高
校
生
の
眼
に
映
っ
た
敦
夫
は
、
実
に
か
ざ
ら
な
い
、
素
朴
な
お
じ
い
さ
ん
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
正
宗
文
庫
に
つ
い
て
の
や
り
と
り
を
引
用
し
て
み
ま
す
。

「
正
宗
文
庫
に
は
ど
ん
な
本
が
あ
り
ま
す
か
」

「
近
け
え
所
で
珍
し
い
の
は
、
太
田
ぜ
ん
さ
い
（
注
・
全
齋
）
と
い
ふ
大
学
者
、

そ
れ
が
親
子
四
人
で
漢
字
し
よ
く
ぜ
い
（
注
・
韓
非
子
翼
毳
）
を
出
し
た
。
保

存
目
的
で
二
十
部
刷
つ
た
ん
じ
ゃ
。
今
数
部
持
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
漢
文
大
系

に
出
と
る
。
親
子
四
人
で
涙
の
こ
ぼ
れ
る
ほ
ど
や
つ
た
。
昔
の
本
で
『
金
葉
集
』

こ
こ（
注
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
）で
講
義
を
し
て
い
る
。『
伝
慈
鎮
』、

慈
鎮
が
書
い
た
と
い
う
本
が
あ
る
し
、
為
家
の
書
い
た
と
い
う
本
も
あ
る
。」

「
文
庫
に
は
何
冊
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
か
」

「
え
ー
二
万
冊
ほ
ど
あ
る
。
や
く
ざ
の
本
は
え
ろ
う
ね
え
、
今
で
一
冊
が
十
万

円
す
る
本
も
あ
る
。
短
ざ
く
、
い
わ
ゆ
る
筆
せ
き
類
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。」

　

い
か
が
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
内
容
の
不
備
は
あ
り
ま
す
が
、
た
い
へ
ん
貴
重
な

記
録
だ
と
思
い
ま
す
し
、
敦
夫
の
人
柄
が
実
に
よ
く
伝
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

少
し
要
ら
ぬ
講
釈
を
加
え
ま
す
と
、
金
葉
集
は
五
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
、
敦
夫
が

晩
年
に
熱
心
に
研
究
し
、
蒐
集
し
た
貴
重
な
古
写
本
は
、
没
後
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心

女
子
大
学
に
譲
ら
れ
て
い
ま
す
。
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敦
夫
が
文
庫
の
珍
品
中
の
珍
品
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
福
山
藩
儒
者
、
太

田
全
齋
（
方
。
一
七
五
九
～
一
八
二
九
）
の
韓
非
子
翼
毳
と
い
う
本
で
す
。
高
校
生

た
ち
は
知
ら
な
い
で
変
な
ふ
う
に
表
記
し
て
し
ま
っ
た
。
戦
国
時
代
の
法
家
の
書
、

韓
非
子
を
全
齋
が
注
釈
し
た
書
で
す
。
翼
毳
と
は
親
鳥
が
雛
を
羽
根
で
包
ん
で
育
て

る
こ
と
で
、
解
釈
の
助
け
と
い
う
こ
と
で
す
。
和
歌
が
専
門
な
の
に
な
ぜ
漢
籍
を
挙

げ
る
の
か
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
本
の
出
版
に
は
有
名
な
逸
話
が

あ
り（

２
）、
敦
夫
も
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
木
活
字
で
刷
ら
れ
て
い
ま

す
（
図
版
３　

韓
非
子
翼
毳
刊
跋
）。
江
戸
時
代
は
整
版
本
、
一
丁
を
一
枚
の
板
木

で
刷
る
技
術
が
普
通
で
し
た
が
、
板
木
は
大
部
の
本
で
は
た
い
へ
ん
な
重
量
で
か
さ

ば
り
ま
す
。
制
作
費
も
高
い
。
そ
う
す
る
と
売
れ
る
見
込
み
の
な
い
本
は
な
か
な
か

出
版
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
幕
府
に
届
け
を
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
で
、

江
戸
後
期
、
少
部
数
の
印
刷
物
で
は
、
木
の
活
字
で
数
丁
分
づ
つ
組
ん
で
、
印
刷
し

て
、
ば
ら
し
て
つ
ぎ
の
丁
を
組
ん
で
ま
た
印
刷
、
と
い
う
方
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

韓
非
子
翼
毳
も
そ
う
で
し
て
、
全
齋
が
苦
労
し
て
作
っ
た
原
稿
が
し
ば
し
ば
火
事
で

失
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
副
本
を
い
く
つ
か
作
っ
て
お
こ
う
と
考
え
た
の
が
動

機
な
の
で
す
が
、
と
も
か
く
資
金
も
人
手
も
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
八
年
に
わ
た
っ
て
、

息
子
た
ち
と
苦
労
し
て
活
字
を
拾
っ
て
組
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
が
巻
末
の
跋

文
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
太
田
方
「
擺
（
な
ら
ぶ
）」
と
あ
る
の
は
、
全
齋
が
活
字

を
組
ん
だ
こ
と
、
息
子
三
人
は
活
字
を
「
彫
」
っ
た
り
、
紙
に
「
刷
」
っ
た
り
し
て

い
ま
す
。
後
世
、
韓
非
子
解
釈
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
名
著
が
こ
ん
な
苦
労
を
し

て
世
に
出
た
と
い
う
点
、
敦
夫
が
高
校
生
に
語
り
た
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ

二
十
部
し
か
無
い
と
は
言
い
過
ぎ
で
、
も
う
少
し
刷
っ
た
よ
う
で
す
が
、
た
し
か
に

稀
覯
本
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
世
の
中
に
苦
労
し
て
価
値
の
あ
る
書
物

を
出
す
こ
と
、
実
は
敦
夫
の
仕
事
と
も
よ
く
重
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
正
宗
文
庫
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
訳
で
す
が
、
ま
ず
敦
夫
の
仕
事
に
つ

い
て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
と
く
に
若
い
時
の
活
動
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

こ
れ
は
岡
山
の
文
化
史
の
一
断
面
、
明
治
の
中
頃
に
、
地
方
で
志
あ
る
若
者
が
ど
う

や
っ
て
学
問
し
て
い
た
か
も
よ
く
表
す
事
例
で
は
な
い
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
お
の
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ず
と
文
庫
に
つ
い
て
の
理
解
も
深
ま
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

正
宗
文
庫
の
設
立
趣
意
書

　

敦
夫
は
地
方
で
学
問
を
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
繰
り
返
し
語
っ
て
お
り
ま
す
。
研

究
に
必
要
に
な
る
書
物
は
、
こ
の
時
期
は
公
共
図
書
館
が
発
達
し
て
い
な
い
か
ら
、

お
の
ず
と
自
分
で
蒐
集
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
知
り
合
い
に
頼
み
込
ん
で
写
す
、

本
屋
の
目
録
を
見
て
手
当
た
り
次
第
に
注
文
す
る
。
ま
ず
は
こ
こ
に
根
源
が
あ
り
ま

す
。

　

や
は
り
晩
年
の
文
章
か
ら
引
用
し
ま
す
。

本
と
云
ふ
物
は
不
思
議
な
物
で
有
る
。
蒐
書
を
趣
味
に
す
る
と
云
ふ
と
道
楽
者

の
様
だ
が
、書
籍
は
学
問
だ
け
に
用
ゐ
れ
ば
よ
い
訳
で
、稀
な
珍
ら
し
い
と
云
っ

て
集
め
る
の
は
外
道
に
は
相
違
な
い
。
然
し
世
の
中
の
物
で
著
作
位
本
気
で
作

ら
れ
た
物
は
な
い
。
尤
明
治
か
ら
は
金
貰
け
で
し
た
本
も
多
い
ら
し
い
が
先
づ

徳
川
時
代
と
て
、
と
に
か
く
大
方
の
本
の
出
版
は
著
者
に
利
を
付
け
る
本
は
め

つ
た
に
無
か
っ
た
か
ら
、
本
気
で
無
け
れ
ば
出
来
ぬ
仕
事
従
っ
て
ど
の
書
籍
で

も
時
有
て
用
が
有
つ
て
見
度
い
事
が
出
て
来
る
。
さ
う
な
る
と
是
又
中
々
有
る

物
で
無
い
。
東
京
京
都
な
ら
又
工
夫
も
有
ら
う
が
、
田
舎
で
は
ど
う
に
も
成
ら

ぬ
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
珍
書
稀
書
蒐
集
も
た
ゞ
道
楽
で
あ
る
と
云
っ
て

笑
っ
て
も
ゐ
ら
れ
ぬ
。
本
と
云
ふ
物
は
有
る
様
で
無
く
、
無
い
様
で
有
る
物
で
、

実
に
不
思
議
千
万
な
も
の
で
有
る（

３
）。

　

軽
い
文
章
の
よ
う
で
す
が
、
書
物
へ
の
強
い
思
い
を
感
じ
取
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
現
代
の
出
版
物
は
洪
水
の
よ
う
で
、
そ
の
価
値
は
下
落
の
一
方
で
す
が
、

昔
の
書
物
と
い
う
の
は
人
間
の
精
神
の
営
み
の
結
晶
で
あ
っ
て
、
生
半
可
な
覚
悟
で

出
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
て
、
ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）、
正
宗
文
庫
を
財
団
法
人
に
す
る
時
に
提
出
し
た
趣

意
書
が
あ
り
ま
す
。
ガ
リ
版
刷
り
で
、
活
字
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
た
い
へ
ん

立
派
な
文
章
で
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
岡
山
弁
丸
出
し
で
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
彼

の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
証
明
す
る
、
格
調
高
い
も
の
で
す
（
図
版
４　

趣
意
書
）。

そ
の
一
部
で
す
。

我
レ
田
舎
ニ
ノ
ミ
住
シ
テ
典
籍
ヲ
見
ル
コ
ト
ノ
極
メ
テ
難
事
ナ
ル
ヲ
歎
ジ
、
希

覯
ノ
書
ニ
至
リ
テ
ハ
百
里
ヲ
遠
シ
ト
セ
ズ
シ
テ
往
訪
シ
キ
。
而
モ
未
ダ
眼
福
ヲ

ダ
ニ
得
ザ
ル
物
数
ヘ
盡
シ
難
シ
。
我
性
、
少
年
ノ
頃
ヨ
リ
図
書
ヲ
好
愛
シ
、
衣

食
ヲ
節
シ
テ
是
ヲ
購
フ
。
然
レ
ド
モ
モ
ト
ヨ
リ
希
覯
書
ニ
及
ブ
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
、

亦
其
ノ
数
多
シ
ト
セ
ズ
。
然
レ
ド
モ
今
知
命
ヲ
過
ギ
テ
還
歴
ヲ
遠
シ
ト
セ
ズ
。

今
ニ
シ
テ
此
ノ
蒐
書
ノ
書
籍
等
ノ
保
存
ヲ
講
ゼ
ズ
ハ
、
其
ノ
散
佚
ハ
遠
キ
ニ
ア

ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
今
日
ノ
普
通
ノ
書
籍
モ
、
百
・
二
百
ノ
年
ヲ
経
過
ス
レ
バ
珍
籍

ノ
部
ニ
数
ヘ
ラ
ル
ヽ
物
其
ノ
幾
割
ニ
及
バ
ン
コ
ト
、
既
往
ニ
徴
シ
テ
推
知
ス
ル

ニ
難
カ
ラ
ズ
。
今
謀
ヲ
立
テ
保
存
ノ
方
ヲ
講
ジ
置
カ
バ
、
数
百
年
後
ハ
国
家
有

用
ノ
資
料
ト
ナ
ラ
ン
コ
ト
疑
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
殊
ニ
我
ガ
里
ハ
遠
ク
都
会
ヲ
離
レ

タ
レ
バ
土
地
ノ
変
遷
モ
少
ク
、
幸
ニ
文
庫
建
築
ノ
敷
地
モ
相
応
ノ
處
タ
レ
バ
、

水
火
ノ
難
モ
亦
殆
ド
無
カ
ラ
ム
。
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こ
こ
で
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
ま
す
と
、
や
は
り
書
物
は
世
の
中
に
あ
り

そ
う
で
な
い
も
の
で
、
失
わ
れ
や
す
く
、
地
方
に
あ
っ
て
は
い
っ
そ
う
参
看
す
る
便

に
乏
し
い
、
自
分
は
文
字
通
り
衣
食
を
切
り
詰
め
て
蒐
集
に
努
め
て
き
て
、
そ
の
数

も
少
な
く
な
い
。
数
百
年
経
て
ば
い
ま
は
普
通
本
で
も
珍
し
い
本
に
な
る
だ
ろ
う
か

ら
、
保
存
の
手
段
を
講
じ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
こ
で
災
害
の
少
な
い
地
方
の
利
を

生
か
し
て
、
保
存
活
用
の
た
め
に
文
庫
を
建
て
た
。
必
ず
将
来
人
々
の
役
に
立
つ
時

が
来
る
。
蔵
書
は
敦
夫
個
人
の
蔵
書
、
郷
土
の
資
料
、
師
・
友
の
著
作
に
分
け
て
管

理
す
る
。
文
庫
の
書
物
は
地
域
の
子
女
の
教
育
に
役
立
て
た
い
。
ま
た
文
庫
が
あ
れ

ば
、
全
国
か
ら
名
士
が
訪
れ
て
、
地
域
の
文
化
的
な
地
位
向
上
に
も
貢
献
で
き
る
。

地
域
の
困
窮
世
帯
の
た
め
の
寄
付
な
ど
慈
善
事
業
も
行
う
、
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
敦
夫
は
文
庫
の
活
動
の
う
ち
に
非
常
に
地
域
へ
の
貢
献
、
還
元
と

い
う
こ
と
を
強
く
考
え
て
い
た
人
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
綺
麗
事
の
よ
う
に
も
思

え
ま
す
が
、真
情
だ
と
思
い
ま
す
。
正
宗
文
庫
の
書
物
と
い
う
の
は
、素
性
が
良
く
て
、

全
国
で
も
こ
こ
に
し
か
な
い
、
と
い
う
も
の
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
岡
山
に
特

化
し
て
い
る
訳
で
は
全
然
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
「
郷
土
文
庫
」
と
し
て
独
立

さ
せ
て
い
る
通
り
で
、
岡
山
出
身
の
学
者
、
文
人
、
歌
人
の
著
作
を
集
め
て
い
る
こ

と
は
、
た
し
か
に
こ
の
文
庫
の
特
色
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
「
師
友
文
庫
」
も
独
立
区
分
と
し
ま
し
た
。
敦
夫
は
田
舎
に
居
た
と
謙

遜
す
る
わ
り
に
は
交
際
の
広
い
人
で
し
た
か
ら
、
師
友
の
範
囲
も
広
い
の
で
す
が
、

眺
め
て
見
ま
す
と
や
は
り
岡
山
で
師
事
し
た
り
交
際
し
た
り
し
た
歌
人
学
者
の
著
作

が
多
い
。
後
で
申
し
ま
す
が
、
敦
夫
は
た
い
へ
ん
義
理
堅
い
人
で
、
先
生
や
友
人
か

ら
寄
贈
さ
れ
た
本
は
非
常
に
大
事
に
し
た
し
、
自
分
で
も
揃
う
よ
う
に
蒐
集
に
努
め

た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
も
の
を
保
存
し
て
、
地
元
で
役
立
て
て
欲
し
い
と
望
ん
で
い

る
訳
で
す
。
蔵
書
家
と
い
っ
て
も
、
珍
本
・
奇
書
を
金
に
任
せ
て
集
め
る
よ
う
な
こ

と
は
せ
ず
、
道
楽
で
集
め
た
本
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、明
治
・
大
正
期
の
学
者
で
、蔵
書
を
誇
っ
た
人
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

い
ま
も
そ
の
旧
蔵
書
の
全
部
・
一
部
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
で
す
。「
○

○
文
庫
」
と
個
人
名
を
冠
し
て
、
遺
族
の
手
か
ら
離
れ
て
、
大
学
や
公
共
図
書
館
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
敦
夫
の
場
合
も
、
さ
き
ほ
ど
触

れ
ま
し
た
通
り
、
金
葉
集
を
中
心
と
し
た
古
写
本
が
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学

附
属
図
書
館
の
所
有
と
な
り
、「
正
宗
敦
夫
文
庫
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

図版 4
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た
い
へ
ん
立
派
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
し
か
し
、
本
体
は
依
然
と
し
て
生
地
の
文

庫
に
ご
ざ
い
ま
す
。「
一
、
本
文
庫
所
在
地
移
転
ハ
ヤ
ム
ナ
キ
場
合
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト

ア
ル
モ
穂
浪
字
難
田
ノ
内
タ
ル
ベ
シ
。」
と
、
敦
夫
は
正
宗
文
庫
が
た
と
え
移
転
や

む
な
き
の
時
と
な
つ
て
も
、
い
つ
ま
で
も
穂
浪
の
地
に
あ
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い

る
か
ら
で
す
。
こ
の
た
め
、
正
宗
家
の
方
た
ち
は
す
で
に
八
十
余
年
、
文
庫
を
こ
の

地
で
守
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
建
物
と
厖
大
な
典
籍
を
個
人
の
力
で
維
持
管
理
し
て

い
く
こ
と
が
い
か
に
難
事
業
で
あ
る
か
は
多
言
を
要
せ
ず
、
た
い
へ
ん
尊
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

　

正
宗
文
庫
と
い
う
構
想
は
非
常
に
古
く
て
、
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
二
月
、

二
十
三
歳
で
、
自
宅
に
「
少
年
図
書
閲
覧
所
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
友
人
の
小
野

節
（
倉
敷
市
の
玉
島
長
尾
の
豪
農
）
へ
の
書
簡
で
、「
本
年
よ
り
文
庫
を
と
ゝ
の
へ

て
公
開
閲
覧
を
ゆ
る
す
考
に
候
、
尤
も
子
供
に
よ
ま
し
む
る
目
的
に
候（

４
）」
と
述
べ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
正
宗
文
庫
に
は
そ
の
翌
年
の
手
書
き
の
書
目
リ
ス
ト
が
遺
さ

れ
て
い
て
、
蔵
書
が
ア
イ
ウ
エ
順
に
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
版
５　

正
宗
敦
夫
文

庫
仮
字
目
録
）。
こ
れ
は
自
身
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
や
は
り
閲
覧
用
に
見
え
ま
す

か
ら
、
少
年
図
書
閲
覧
所
に
関
係
す
る
の
で
は
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
活
字
本
ば

か
り
で
、
当
時
知
ら
れ
て
い
た
、
江
戸･

明
治
の
歌
人
の
家
集
・
歌
論
、
和
歌
の
本

が
多
い
。

　

正
宗
文
庫
の
起
源
は
、
敦
夫
の
若
い
頃
の
活
動
に
発
し
て
い
ま
す
。
ふ
つ
う
の
学

者
で
は
ま
だ
学
生
の
時
期
で
す
が
、
す
で
に
旺
盛
な
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

は
正
宗
家
の
家
風
と
も
関
係
い
た
し
ま
す
。
こ
の
点
を
続
い
て
お
話
し
し
て
み
ま

す
。

　
　
　

学
問
の
始
ま
り

　

正
宗
家
は
敦
夫
の
曾
祖
父
の
代
か
ら
網
元
や
材
木
商
と
し
て
成
功
し
た
旧
家
で
あ

り
、
父
浦
二
は
、
地
元
経
済
界
の
重
鎮
で
、
そ
の
実
直
で
謹
厳
な
人
柄
は
、
白
鳥
の

小
説
『
今
年
の
春
』
に
よ
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
敦
夫
は
十
人
も
い
た
兄
弟
姉
妹
の

図版 5
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二
番
目
の
子
で
す
。
二
歳
上
の
兄
が
忠
夫
、
白
鳥
で
す
。
兄
弟
か
ら
は
他
に
も
学
者

や
芸
術
家
が
輩
出
し
た
の
で
す
が
、
忠
夫
が
故
郷
を
早
く
に
飛
び
出
し
た
の
に
対
し

て
、
敦
夫
は
父
の
監
督
下
で
、
家
業
と
墓
と
を
守
る
生
涯
を
送
り
ま
し
た
（
図
版
６　

正
宗
家
系
図
、
吉
崎
志
保
子
『
正
宗
敦
夫
の
世
界
』
に
よ
る
）。
西
片
上
の
高
等
小

学
校
を
十
四
歳
で
卒
業
後
、
す
ぐ
に
父
の
命
令
で
、
事
業
を
始
め
て
い
ま
す
。
岡
山

ま
で
舟
で
通
っ
て
、
商
品
を
仕
入
れ
て
、
穂
浪
で
売
り
捌
く
、
よ
ろ
ず
屋
の
よ
う
な

こ
と
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
先
祖
に
は
文
学
を
好
ん
だ
人
は
い
ま
し
た
が
、
決
し

て
風
流
三
昧
の
御
大
尽
で
は
な
く
、
子
供
た
ち
に
働
か
な
い
で
ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
よ
う

な
こ
と
を
許
す
よ
う
な
家
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

敦
夫
は
歴
史
や
古
典
文
学
が
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
、
本
格
的
に
勉
強
し
て
み
た
い

と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
当
時
、
そ
う
い
う
こ
と
に
志
す
の
で
あ
れ
ば
、
し
か
る
べ

き
歌
人
に
入
門
す
る
こ
と
は
必
須
だ
っ
た
。
い
ま
は
研
究
と
創
作
と
は
き
っ
ち
り
分

離
し
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
短
歌
を
作
ら
な
い
と
古
典
文
学
も
分
か
ら
な
い
と
い
う

の
は
自
明
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
岡
山
に
居
住
し
て
い
た
歌
人
、
井
上
通

泰
（
一
八
六
七
～
一
九
四
一
）
に
入
門
し
ま
す
。
そ
れ
は
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）

夏
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
敦
夫
が
一
六
歳
、
通
泰
も
三
〇
歳
で
す
。

児
島
氏
女

雅
明天

保

没

雅
敦寛

政

天
保

文
政

鹿
野

岡
田
家

寛
政

明
治
13

安
田
彌
一
兵
衛

女小
葭嘉

永

没

直
胤寛

政
12

文
久

小
千
代

元
治

没

雅
広

本
家
養
子

天
保
15

得

岡
田
家

文
政
12

明
治
39

雅
広文

政
10

明
治
34

養
子

直
保

肥
塚
家

大
正

没

浦
二

本
家
養
子

保
三
郎

安
政

明
治
43

一

東
北
大
医
学
部
教
授

明
治
29

昭
和
35

浦
二安

政

昭
和

明
治
10

美
彌

岡
田
家

万
延

昭
和
17

忠
夫

白
鳥

文
学
者

明
治
12

昭
和
37

敦
夫

国
文
学
者

明
治
14

昭
和
33

得
三
郎

洋
画
家

明
治
16

昭
和
37

律
四明

治
19

昭
和
36

五
男

実
業
家

丸
山
姓

明
治
23

昭
和
55

亮
明
治
25

明
治
25

正
子明

治
26

明
治
43

乙
未

前
東
大
教
授
辻
村
太
郎

嫁
す

明
治
28

昭
和
49

厳
敬

植
物
学
者

前
金
沢
大
教
授

明
治
32

清
子

山
尾
氏

嫁
す

明
治
34

平
成

養
子

養
子

平
成
５

正
宗
家
系
図
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井
上
通
泰
の
本
職
は
眼
科
医
で
、岡
山
医
専
の
教
授
で
し
た
。
姫
路
の
儒
者
で
あ
っ

た
松
岡
操
の
子
で
す
。
柳
田
国
男
の
兄
と
い
え
ば
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。
歌

人
と
し
て
の
通
泰
・
敦
夫
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
香
川
景
樹
と
い
う
歌
人
を
祖
と
す

る
、
桂
園
派
と
い
う
流
派
に
属
し
て
い
ま
す
。
歌
風
は
い
わ
ゆ
る
旧
派
、
伝
統
的
で

す
が
、
景
樹
の
門
弟
は
全
国
に
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
幕
末
の
備
前
・
備
中
に
は
こ

と
に
門
人
が
多
く
て
、
菅
沼
斐
雄
・
木
下
幸
文
・
高
橋
残
夢
・
穂
井
田
忠
友
と
い
っ

た
高
弟
が
出
て
い
ま
す（

５
）。
敦
夫
は
形
式
的
に
は
松
浦
辰
男
に
入
門
し
た
こ
と
に
な
り
、

池
袋
清
風
に
も
指
導
を
受
け
た
よ
う
で
す
が
、
実
際
は
通
泰
の
弟
子
で
す
。

　

敦
夫
が
通
泰
の
ど
こ
に
惹
か
れ
た
の
か
―
明
治
時
代
の
文
学
史
で
も
興
味
あ
る

テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
が
―
通
泰
は
東
京
大
学
で
医
学
を
学
ぶ
う
ち
、
ド
イ
ツ
よ
り

帰
国
直
後
の
森
鷗
外
を
知
り
、
落
合
直
文
・
市
村
瓉
次
郎
と
と
も
に
新
声
社
を
結
成
、

明
治
二
十
二
年
、
雑
誌
『
国
民
之
友
』
の
夏
期
附
録
「
於
母
影
」
で
、
英
仏
独
の
ロ

マ
ン
派
の
詩
を
共
訳
を
発
表
、
好
評
を
博
し
ま
す
。
そ
の
稿
料
を
元
手
に
鷗
外
は
文

芸
雑
誌『
し
が
ら
み
草
紙
』を
創
刊
し
、通
泰
も
同
人
と
し
て
活
躍
の
場
を
得
ま
す
が
、

面
白
い
こ
と
に
、
通
泰
は
西
洋
の
詩
に
か
ぶ
れ
た
後
、
香
川
景
樹
の
和
歌
に
感
動
し
、

桂
園
派
に
傾
倒
し
て
い
ま
す（

６
）。『
し
が
ら
み
草
紙
』
に
は
作
歌
と
と
も
に
、「
桂
園
叢

話
」
と
し
て
、
桂
園
派
の
研
究
成
果
を
し
ば
し
ば
発
表
し
ま
す
。
桂
園
派
歌
人
と
言

い
ま
し
て
も
、
古
い
革
袋
に
新
し
い
酒
を
盛
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
通
泰
は
決
し
て

古
め
か
し
い
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
新
桂
園
派
」
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
そ
の
宣

伝
努
力
も
あ
り
、
桂
園
派
は
む
し
ろ
こ
の
時
期
に
最
後
の
輝
き
を
見
せ
る
よ
う
で
す
。

敦
夫
も
そ
の
流
れ
の
う
ち
に
あ
り
ま
す
。

　
　
　

井
上
通
泰
の
和
歌
を
注
釈

　

敦
夫
は
、『
し
が
ら
み
草
紙
』
や
『
め
ざ
ま
し
草
』
に
発
表
さ
れ
る
通
泰
の
和
歌

を
感
激
し
つ
つ
書
き
留
め
て
お
り（

７
）、
実
際
に
そ
の
謦
咳
に
触
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す

と
、
そ
れ
に
注
釈
を
付
け
、
井
上
通
泰
大
人
詠
草
註
解
（
図
版
７　

井
上
通
泰
大
人

詠
草
註
解
）
と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
の
こ
と
で
、

ま
だ
十
八
歳
で
す
。
丁
寧
に
作
ら
れ
、
同
じ
井
上
門
下
の
川
上
清
辰
（
飛
騨
の
人
、

一
八
七
〇
～
一
九
〇
二
）
に
校
閲
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
意
見
も
書
き
加
え
る
と
い

う
念
の
入
れ
方
で
す
。
そ
の
稿
本
が
正
宗
文
庫
に
あ
り
ま
す
。「
は
し
が
き
」
を
掲

げ
ま
す
。

図版 7
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我
師
井
上
大
人
の
よ
み
い
て
ら
れ
た
ま
へ
る
歌
、
数
こ
そ
す
く
な
け
れ
、
い
つ

れ
も
い
つ
れ
も
う
る
は
し
き
玉
に
た
と
へ
つ
べ
き
物
な
り
。
己
し
が
ら
み
草
紙
・

め
ざ
ま
し
草
な
と
く
さ
く
さ
の
雑
誌
に
見
え
た
る
を
う
つ
し
と
れ
る
を
日
毎
に

く
り
か
へ
し
く
り
か
へ
し
歌
ひ
こ
ゝ
ろ
む
る
に
其
味
い
や
ま
さ
り
に
ま
さ
り
行

き
て
大
方
の
歌
よ
み
な
と
の
歌
と
は
く
ら
ふ
べ
く
も
あ
ら
す
。
人
丸
赤
人
た
ち

の
集
に
も
を
さ
を
さ
お
と
る
ま
し
う
な
ん
お
ほ
え
は
べ
る
。
め
で
た
さ
の
あ
ま

り
に
こ
れ
か
註
解
を
し
る
し
こ
ゝ
ろ
み
む
と
す
。

　

人
丸
・
赤
人
に
な
ぞ
ら
え
る
と
は
い
く
ら
何
で
も
褒
め
す
ぎ
で
す
。
注
釈
は
、
語

釈
や
現
代
語
訳
を
し
た
上
で
、
掛
詞
な
ど
の
修
辞
を
指
摘
し
た
り
、
参
考
と
な
る
歌

を
指
摘
す
る
、
普
通
の
形
式
で
す
。
た
だ
、
通
泰
に
作
歌
事
情
を
聴
い
て
、
そ
れ
を

自
注
と
し
て
載
せ
て
い
て
面
白
い
。
冒
頭
の
一
首
を
紹
介
し
ま
す
。

　
　

燈
の
も
と
に
女
の
ふ
し
た
る
か
た
に

　

思
寝
に
見
え
な
む
夢
を
さ
や
か
に
と
け
さ
で
お
き
け
む
閨
の
と
も
し
火

思
ひ
寝
、
深
く
思
ひ
な
が
ら
寝
る
な
り
。
さ
や
か
、
俗
言
に
ハ
ツ
キ
リ
と
云
ふ

に
同
じ
。

明
治
二
十
一
年
の
夏
、
始
め
て
桂
園
一
枝
を
読
み
、
さ
て
後
よ
ま
れ
し
歌
の
は

じ
め
な
り
と
ぞ
。
桂
園
一
枝
雑
上
、
題
し
ら
ず
「
燈
の
影
は
そ
む
け
て
寝
た
れ

ど
も
さ
や
か
に
の
み
ぞ
夢
は
見
え
け
る
」
よ
り
思
ひ
得
ら
れ
た
る
に
か
。

　

現
実
の
出
来
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、「
燈
の
も
と
で
女
が
臥
し
て
い
る
」
と
い

う
題
詠
で
し
ょ
う
。
女
が
ど
う
し
て
灯
り
を
点
け
て
寝
て
い
る
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な

想
像
が
出
来
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、
訪
ね
て
来
て
く
れ
な
い
男
を

恨
み
つ
つ
、
一
晩
中
、
女
は
待
ち
続
け
る
と
い
う
、
伝
統
的
な
題
詠
の
約
束
事
に
則
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。「
男
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
寝
る
。
す
る
と
夢
に
思
う
人
が
現

れ
る
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
と
、
消
さ
な
い
で
お
い
た

の
か
、
寝
室
の
灯
り
を
」
と
い
う
意
で
す
。
題
詠
の
伝
統
に
沿
っ
て
い
ま
す
が
、
や

は
り
女
の
心
情
を
深
く
思
い
遣
る
と
い
う
か
、
た
ち
い
っ
て
詠
ん
で
い
る
辺
り
、
た

だ
の
旧
派
で
は
な
い
と
い
う
印
象
は
受
け
ま
す
。

　

敦
夫
は
、
こ
の
歌
が
明
治
二
十
一
年
、
通
泰
が
桂
園
一
枝
を
読
ん
で
か
ら
初
め
て

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
通
泰
自
身
か
ら
聞
い
た
話
柄
で
し
ょ
う
。
下
宿

に
た
ま
た
ま
あ
っ
た
桂
園
一
枝
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
見
て
い
る
う
ち
、「
春
の
野
の
う
か

れ
心
は
果
も
な
し
と
ま
れ
と
い
ひ
し
蝶
は
と
ま
り
ぬ
」
の
一
首
で
開
眼
し
た
と
言
い

ま
す（

８
）。

　

敦
夫
も
ま
た
こ
の
注
釈
で
、
通
泰
を
桂
園
派
の
衣
鉢
を
継
ぐ
歌
人
と
し
て
位
置
づ

け
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
香
川
景
樹
の
家
集
、
桂
園
一
枝
の
和
歌
を
踏
ま

え
た
と
指
摘
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
。
た
だ
景
樹
の
和
歌
を
桂
園
一
枝
に
就

い
て
見
ま
す
と
、
老
後
の
寝
覚
め
を
歎
い
た
歌
ら
し
い
で
す
の
で
、
表
現
を
借
用
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
ん
な
注
釈
を
作
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑

問
が
生
ず
る
と
思
い
ま
す
。
注
釈
と
は
原
典
が
難
解
だ
か
ら
作
ら
れ
る
、
と
考
え
が

ち
で
す
が
、
し
か
し
、
通
泰
の
和
歌
、
表
現
の
上
で
は
必
ず
し
も
そ
ん
な
に
難
し
い

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

敦
夫
は
、
通
泰
の
和
歌
は
ま
だ
世
の
中
に
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
も
っ

と
深
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
地
方
に
あ
っ
た
若
者
な
ら

で
は
で
す
。「
注
釈
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
南
宋
の
朱
熹
の
そ
れ
や
本
居
宣
長



68

の
古
事
記
伝
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、「
古
典
」
の
作
者
の
言
い
た
い
こ
と
は
本
当

は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
と
語
る
も
の
で
す
―
た
と
え
メ
ジ
ャ
ー
な
も
の
で
も
、
新
し

い
も
の
で
も
、
そ
の
真
価
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
、
筆
を
執
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
人
よ
が
り
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
し

か
し
、
自
分
の
価
値
の
認
め
た
も
の
を
、
世
間
に
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と

い
う
熱
意
、
信
念
は
、
こ
れ
か
ら
先
も
大
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
気
が
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
が
出
版
と
い
う
形
で
現
れ
ま
す
。

　
　
　

桂
園
派
・
備
前
歌
人
の
歌
集
の
編
纂
・
刊
行

　

敦
夫
は
通
泰
の
奨
め
も
あ
り
、
桂
園
派
歌
人
の
詠
草
、
業
績
を
世
の
中
に
出
す
こ

と
に
心
を
砕
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
歌
壇
で
一
派
を
立
て
た
人
で
は
な
く
て
、
埋
没

し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
人
に
目
を
向
け
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
池
袋
清
風
（
一
八
四
七
～
一
九
〇
〇
）
の
詠
草
を
編
み
ま
す
。
清
風
は
日

向
都
城
の
人
、
現
在
で
は
や
や
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
同
志
社
で
英
学
を
修
め
、

キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
し
て
、
典
雅
な
が
ら
新
し
い
歌
風
を
打
ち
出
し
た
、
桂
園
派
で

も
異
色
の
歌
人
で
す（

９
）。
敦
夫
は
通
信
教
育
で
清
風
の
指
導
を
受
け
た
。
た
だ
、
そ
の

期
間
は
数
年
に
足
ら
ず
、
直
接
会
っ
た
こ
と
も
な
い
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

特
異
な
歌
風
が
世
に
埋
も
れ
る
の
を
惜
し
ん
で
、
ま
た
門
下
が
積
極
的
に
動
か
な
い

た
め
に
、
敦
夫
は
未
亡
人
に
頼
ん
で
数
千
首
の
詠
草
を
送
っ
て
貰
い
、
桂
園
派
重
鎮

の
鎌
田
正
夫
と
、
井
上
通
泰
に
選
抜
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
清
風
の
伝
記
を

附
し
て
、
一
冊
に
ま
と
め
て
、
三
八
九
首
の
『
か
ゝ
し
の
や
集
』
と
し
て
出
版
。
明

治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
七
月
の
こ
と
で
す
（
図
版
８　

刊
記
）。「
か
ゝ
し
の
や
」

は
清
風
の
号
で
す
。

　

通
泰
の
よ
う
な
有
名
人
を
表
に
立
て
な
が
ら
と
は
い
え
、
敦
夫
の
編
集
作
業
は
、

苦
労
の
連
続
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
最
大
の
難
事
は
資
金
不
足
で
、
内
情
を
親
友
の

小
野
節
宛
の
書
簡
で
赤
裸
々
に
語
っ
て
い
ま
す
。

図版 8
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か
ね
て
も
申
候
通
、
池
袋
清
風
大
人
の
家
集
、
此
程
編
輯
相
す
み
い
よ
〳
〵
出

版
と
申
す
段
に
相
成
候
処
、
彼
の
門
下
に
好
相
談
あ
ひ
て
を
得
ず
、
も
と
〳
〵

出
版
は
湯
浅
君
が
な
す
ハ
ズ
、
小
生
は
編
輯
の
み
の
考
え
な
り
し
に
、
同
君
は

洋
行
致
さ
れ
其
出
版
の
方
法
は
示
さ
れ
ず
、
多
少
腹
た
ゝ
し
く
候
も
の
か
ら
、

い
か
に
と
も
な
し
が
た
く
、
此
ま
ゝ
打
す
て
ゝ
出
版
は
知
ら
ぬ
と
は
池
袋
夫
人

并
に
御
親
父
に
申
さ
れ
ず
、
兎
も
角
も
出
版
を
引
受
候
、
扨
て
出
版
と
な
る
と

編
輯
と
は
か
は
り
て
、
金
が
先
に
立
で
は
い
か
に
と
も
な
し
が
た
く
、
小
生
も

御
存
の
如
く
部
屋
住
の
身
、
道
楽
に
多
く
の
金
を
出
す
事
は
も
と
よ
り
出
が
た

く
、
書
籍
だ
に
と
も
す
れ
ば
心
に
ま
か
せ
ぬ
事
有
る
に
、
ま
し
て
師
の
為
と
は

言
へ
数
十
金
を
歌
道
楽
に
つ
か
で
は
か
な
は
ぬ
会
計
、
さ
り
と
て
今
さ
ら
池
袋

門
下
た
れ
か
れ
を
た
づ
ね
て
依
頼
せ
ん
も
面
白
か
ら
ぬ
上
に
、
其
功
あ
る
か
い

と
う
た
が
は
し
く
、
今
ま
で
既
に
数
氏
に
相
談
せ
し
も
手
紙
位
で
は
と
て
も
だ

め
に
候
、

　

こ
こ
に
出
て
来
る
湯
浅
吉
郎（
半
月
、一
八
五
八
～
一
九
四
三
）は
清
風
の
門
弟
で
、

敦
夫
も
あ
て
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、
い
ざ
と
な
る
と
何
も
指
示
せ
ず
に
ア
メ
リ
カ

留
学
し
て
し
ま
っ
た
。
他
に
も
門
下
は
い
た
の
に
皆
非
協
力
的
だ
っ
た
。
敦
夫
が
何

も
か
も
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
情
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。「
池
袋
氏
を
気
の

ど
く
に
思
ひ
て
手
を
つ
け
候
が
小
生
の
あ
や
ま
り
と
は
云
へ
、池
袋
門
下
の
数
氏
（
名

は
云
は
ね
ど
）
も
あ
ま
り
に
候
、
之
れ
に
て
こ
り
候
」
と
苦
々
し
く
述
べ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
鎌
田
正
夫
が
序
の
体
裁
に
腹
を
立
て
て
、
原
稿
を
取
り
下
げ
る
と
言
っ
て
来

て
、
平
身
低
頭
し
て
詫
び
て
機
嫌
を
直
し
て
も
ら
う
な
ど
、
別
の
ト
ラ
ブ
ル
に
も
見

舞
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
こ
り
候
」
と
い
い
な
が
ら
、
敦
夫
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
歌
集
の
出
版
を

手
が
け
ま
す
。
同
三
十
六
年
十
月
に
は
、
謄
写
版
＝
ガ
リ
版
で
、『
清
園
後
草
』

を
出
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
桂
園
派
歌
人
の
高
橋
正
澄
（
残
夢
、
一
七
七
五
～

一
八
五
一
）
の
家
集
で
す
。
備
中
笠
岡
の
人
で
、
景
樹
門
下
の
四
天
王
に
数
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
家
集
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

三
十
九
年
に
は
『
菅
沼
斐
雄
家
集
』
を
刊
行
し
ま
す
。
斐
雄
も
笠
岡
市
吉
浜
の
出

身
の
桂
園
派
歌
人
で
す
。
江
戸
に
出
て
活
躍
し
た
の
で
す
が
、
早
世
し
た
せ
い
か
、

ま
と
ま
っ
た
歌
集
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
岡
山
で
こ
の
歌
人
を
知
り
関
心
を

持
っ
た
井
上
通
泰
の
奨
め
に
よ
っ
て
、
敦
夫
は
早
く
三
十
二
年
八
月
末
、
さ
ま
ざ
ま

な
文
献
か
ら
斐
雄
の
歌
を
集
め
る
作
業
に
着
手
し
て
い
ま
す
。
苦
労
の
甲
斐
あ
り
、

通
泰
は
も
ち
ろ
ん
、
森
鷗
外
も
感
心
し
て
自
ら
正
誤
表
を
送
っ
て
く
れ
た
り
、
桂
園

派
好
み
で
あ
っ
た
明
治
天
皇
の
乙
夜
の
覧
に
入
れ
た
と
敦
夫
は
語
っ
て
い
ま
す）

（1
（

。
さ

ら
に
同
時
並
行
で
、
通
泰
の
講
義
録
で
あ
る
桂
花
余
香
評
釈
を
ま
と
め
（
三
十
七
年

六
月
）、
万
葉
調
歌
人
と
し
て
こ
の
頃
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
た
平
賀
元
義
の
歌
集

を
編
纂
す
る
（
三
十
九
年
一
二
月
）
と
、
実
に
精
力
的
で
す
。
平
賀
元
義
歌
集
は
友

人
有
元
稔
と
の
共
編
で
す
が
、
有
元
が
印
刷
屋
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
入
金
流
れ
と

な
り
、
百
部
印
刷
の
う
ち
数
部
し
か
手
許
に
は
届
か
な
か
っ
た
、
と
言
い
ま
す）

（（
（

。

　
　
　

予
約
出
版
の
企
画

　

敦
夫
は
こ
う
し
た
苦
い
経
験
を
積
ん
だ
後
で
、
あ
ら
か
じ
め
読
者
を
募
り
、
そ
の

予
約
金
を
集
め
て
、
出
版
費
用
に
宛
て
る
方
式
を
採
り
ま
す
。
自
分
で
印
刷
す
れ
ば
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経
費
は
抑
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
に
國
歌
会
と
い
う
組
織
を
作
り
ま
す
。

　

経
費
面
で
も
謄
写
版
よ
り
も
活
字
出
版
に
利
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
岡
山
で
中

古
の
印
刷
機
を
購
入
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
香
川
景
樹
の
日
記
を
出
し
た
か
っ
た
よ
う

で
す
が
、
す
ぐ
に
は
無
理
な
の
で
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
九
月
、
月
刊
の

和
歌
雑
誌
『
國
歌
』
を
創
刊
。
同
年
十
月
に
出
版
し
た
菅
沼
斐
雄
の
歌
集
の
奥
付
は
、

発
行
所
、
國
歌
会
と
あ
り
ま
す
（
図
版
９　

菅
沼
斐
雄
家
集
刊
記
）。
住
所
は
敦
夫

の
自
宅
で
す
。

　

國
歌
会
は
三
年
後
に
発
展
的
解
散
を
遂
げ
、
歌
文
珍
書
保
存
会
と
な
り
、
和
歌
を

中
心
に
、
価
値
は
あ
る
が
知
ら
れ
ざ
る
書
物
を
複
製
・
公
刊
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

い
よ
い
よ
本
格
的
な
出
版
活
動
を
展
開
し
ま
す
（
図
版
10　
『
國
歌
』
三
四
号
）。『
國

歌
』
三
四
号
（
明
治
四
十
二
年
五
月
）
に
「
会
告
」
が
出
て
い
ま
す
。
志
は
高
く
意

気
軒
昂
で
す
。

本
会
に
於
て
写
本
版
本
の
有
益
な
る
珍
籍
刊
行
頒
布
の
計
画
有
之
候
間
、
御
賛

成
給
は
り
度
候
、
出
版
書
は

　

�

家
集
、
歌
集
、
歌
合
、
歌
論
、
語
格
書
、
歌
文
注
釈
書
、
文
集
、
記
行
、
日
記
、

随
筆

等
に
候
、
写
本
の
如
き
は
国
々
に
て
面
白
き
物
有
之
候
事
と
存
候
に
付
、
御
蔵

有
の
諸
君
は
御
貸
与
の
程
願
上
候
、
詳
細
な
る
会
則
は
次
号
に
広
告
致
す
べ
く

候
へ
ど
も
、
用
紙
は
改
良
美
濃
上
等
を
用
ゐ
万
代
に
珍
籍
を
保
存
致
し
得
る
様

に
致
す
考
に
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

國
歌
会
主
幹　

正
宗
敦
夫

　

第
一
回
の
配
本
は
こ
の
年
十
月
、
本
居
門
下
の
国
学
者
八
木
立
礼
（
一
八
〇
九
～

五
七
）
の
著
、『
詞
瓊
綸
縁
接
』
で
す
。
和
歌
や
物
語
に
使
わ
れ
る
語
彙
を
挙
げ
て
、

用
例
か
ら
そ
の
働
き
を
分
析
し
た
語
格
（
文
法
）
書
で
す
が
、
語
格
書
の
学
習
は
、

通
泰
が
門
弟
に
強
く
奨
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

編
集
校
訂
に
井
上
門
下
の
大
島
仲
太
郎
・
宮
内
猪
之
熊
が
名
を
連
ね
、
助
力
し
た

よ
う
で
す
が
、
版
下
な
ど
す
べ
て
敦
夫
が
作
り
、
活
字
を
貞
夫
人
と
拾
っ
て
、
表
紙

も
庭
の
柿
で
渋
を
取
っ
て
、
と
文
字
通
り
の
家
内
工
業
で
す
。
数
百
部
の
予
約
出
版

図版 9
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だ
っ
た
と
言
い
ま
す
が
、
十
五
年
間
に
十
九
冊
と
比
較
的
長
く
続
き
ま
す
。
別
冊
と

し
て
、
通
泰
の
『
万
葉
集
新
考
』
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
ご
家
族
の
話
で
す
と
、
行

商
の
ほ
か
、
パ
ナ
マ
帽
の
製
作
と
か
い
ろ
い
ろ
と
事
業
に
手
を
染
め
て
、
損
ば
か
り

し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
出
版
だ
け
は
割
合
う
ま
く
い
っ
て
、
こ
う
し
た
陽
の
当
た

ら
な
い
作
品
の
紹
介
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
で
す）

（1
（

。

　

敦
夫
が
掘
り
起
こ
し
、
世
に
出
し
て
く
れ
た
桂
園
派
歌
人
、
備
中
の
歌
人
の
作
品

に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
研
究
は
い
く
ら
も
進
展
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
歌
人

の
研
究
は
、
作
品
が
ど
の
く
ら
い
残
っ
て
い
る
か
を
知
る
の
が
最
初
で
す
が
、
敦
夫

の
手
が
け
た
資
料
が
唯
一
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
敦
夫
の
先
見
の

明
と
い
う
か
、
誰
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
し
て
く
れ
た
偉
大
さ
に
も
っ
と
気
づ
く
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
商
才
と
い
う
か
、
ふ
つ
う
の
歌
人
・
文
学
者
な
ら
ば

着
手
し
な
い
、
利
益
を
上
げ
つ
つ
事
業
継
続
し
て
い
く
と
い
う
現
実
的
な
見
通
し
、

企
画
力
も
注
目
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

書
物
を
集
め
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
仕
事
と
連
動
し
ま
す
。
歌
人
の
作
品
は
さ
ま

ざ
ま
な
文
献
に
散
在
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
ず
は
そ
う
し
た
も

の
を
、
自
分
の
足
で
集
め
、
写
し
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
資
料
、
ソ
ー
ス
が
複

数
あ
れ
ば
、
比
較
し
て
信
頼
で
き
る
出
典
に
よ
り
、
そ
れ
で
テ
キ
ス
ト
を
定
め
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
和
歌
は
で
き
る
だ
け
沢
山
載
せ
た
い
。

　

そ
ん
な
理
由
で
、
文
庫
の
資
料
は
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

出
版
も
公
共
の
利
益
の
た
め
、
そ
し
て
忘
れ
ら
れ
た
歌
人
の
価
値
を
世
に
知
ら
せ
る

た
め
で
す
。
書
物
を
公
開
す
る
、
少
年
図
書
閲
覧
所
と
し
た
の
が
明
治
三
十
七
年
で

す
が
、
正
宗
文
庫
も
そ
の
発
展
し
た
形
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
の
敦
夫
没
後
、
文
庫
は
雑
然
と
し
て
し
ま
っ
て
立

ち
入
り
も
難
し
く
な
り
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
現
当
主
千
春
氏
、
そ
し
て
深
井

紀
夫
氏
の
御
尽
力
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
書
物
の
出
納
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ

を
受
け
て
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
国
文
学
研
究
資
料
館
が
調
査
と
撮
影
を
開
始
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
長
い
間
、
岡
山
お
よ
び
近
県
の
研
究
者
に
調
査
員
と
し
て
協
力
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

調
査
が
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
ま
だ
先
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
い
く
つ
か

あ
る
敦
夫
の
書
目
手
控
え
を
、
活
字
化
し
、
再
編
な
い
し
分
類
し
た
蔵
書
目
録）

（1
（

の
刊

図版10
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行
、
資
料
館
で
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
公
開
な
ど
で
、
少

し
づ
つ
で
す
が
、
活
用
で
き
る
目
処
が
付
い
て
来
た
と
は
思
わ
れ
ま
す
。
新
美
哲
彦

氏
の
御
尽
力
で
、
正
宗
文
庫
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
所
蔵
の
、
敦
夫
の
蒐

集
し
た
古
典
籍
の
影
印
本
で
あ
る
「
正
宗
敦
夫
収
集
善
本
叢
書
」
第
１
期
が
開
始
さ

れ
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
で
す
。

　

し
か
し
、
正
宗
文
庫
所
蔵
の
眼
目
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
古
写
本
・
古
刊
本
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
活
字
本
や

雑
誌
、
多
く
は
敦
夫
の
手
が
け
た
も
の
で
す
が
、
正
直
、
こ
れ
ら
は
さ
ほ
ど
注
目
に

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
今
と
な
っ
て
は
む
し
ろ
珍
奇
で
あ

り
、
た
と
え
ば
雑
誌
『
國
歌）

（1
（

』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
も
は
や
全
国
で
も
こ
こ
に
し

か
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
の
調
査
と
撮
影
が
必
要
で
す
。
敦
夫
が
ど

う
し
て
も
世
に
出
し
た
く
て
出
し
た
本
で
す
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
入
手
し
て
、
何
を

使
っ
て
活
字
に
し
た
の
か
、
と
い
う
経
緯
も
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

敦
夫
に
は
、
桂
園
派
歌
人
の
一
連
の
著
作
の
ほ
か
、
郷
土
文
学
の
資
料
叢
書
の
刊

行
、
た
と
え
ば
「
吉
備
群
書
類
従
」
や
「
吉
備
和
歌
集
」
と
い
っ
た
構
想
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
何
度
か
引
用
し
た
、「
ふ
ぐ
ら
に
こ
も
り
て
」
な
ど
晩
年
の
随
筆
は
、

そ
う
し
た
貴
重
な
資
料
の
解
題
、
ま
た
歌
人
の
伝
記
考
証
や
資
料
批
判
を
記
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
は
限
ら
れ
た
字
数
な
が
ら
、
基
礎
的
研
究
と
し
て
い
ま
な
お
有
益
で
す
。

か
つ
書
物
に
ま
つ
わ
る
考
証
随
筆
と
し
て
読
ん
で
も
十
分
に
滋
味
深
い
内
容
で
す
。

　

敦
夫
の
著
作
集
は
一
度
な
ら
ず
計
画
さ
れ
て
お
り
、
立
派
な
書
誌
も
完
成
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
採
算
が
理
由
で
頓
挫
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
敦
夫
自
身
、

手
が
け
た
出
版
物
は
売
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
普
通
の
本
屋
は
出
し
て
く
れ
な
い
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
百
も
承
知
で
し
た
。
そ
れ
を
万
難
を
排
し
て
刊
行
し
て

く
れ
た
お
か
げ
で
、
こ
れ
ら
は
辛
う
じ
て
埋
没
し
な
い
で
済
ん
で
い
ま
す
。
恩
返
し

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
は
晩
年
の
書
物
に
関
わ
る
考
証
を
一
書
に
ま
と
め
て
、

世
に
出
し
て
も
良
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

入
口
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
正
宗
敦
夫
と
正
宗
文
庫
に
つ
い
て
、
少
し

で
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

〔
注
〕

（
１
）�

渡
辺
京
治
・
有
松
茂
樹
・
福
明
成
子
・
蜂
谷
富
貴
子
「
正
宗
敦
夫
先
生
訪
問
記
」

（『
朝
日
文
学
』
一
〇
号
、
一
九
五
七
年
一
月
）。

（
２
）�

同
書
最
新
の
研
究
成
果
と
し
て
、
木
島
史
雄
「
簡
齋
文
庫
本
『
韓
非
子
翼
毳
』

と
太
田
方
―
書
誌
学
的
分
析
か
ら
、
近
世
に
お
け
る
書
籍
製
作
の
特
性
に
及

ぶ
」（『
文
學
論
叢
』
一
五
八
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
３
）�「
ふ
ぐ
ら
に
こ
も
り
て（
６
）本
と
い
ふ
も
の　

胡
沙
ふ
く
千
両
」（『
土
』四
二
号
、

一
九
五
六
年
三
月
）。

（
４
）�

小
野
節
宛
の
敦
夫
書
簡
五
十
四
通
は
、「
く
い
な
の
お
と
ず
れ
」
と
題
し
て
節

の
手
で
軸
装
さ
れ
、
小
野
家
に
伝
え
ら
れ
た
。
吉
崎
志
保
子
『
正
宗
敦
夫
の

世
界　

階
上
階
下
す
べ
て
書
に
し
て
』（
私
家
版
、
一
九
八
九
年
）
第
三
章
で

紹
介
さ
れ
る
。
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

（
５
）�
兼
清
正
徳
『
桂
園
派
歌
人
群
の
研
究
』（
史
書
刊
行
会
、
一
九
七
二
年
）、『
桂

園
派
歌
壇
の
結
成
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
）。

（
６
）�『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』47
（
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
、一
九
七
八
年
）
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「
井
上
通
泰
」、濱
崎
美
景『
森
鷗
外
周
辺
』（
私
家
版
、一
九
七
六
年
）な
ど
参
照
。

（
７
）�
な
お
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
三
月
、『
井
上
通
泰
詠
草
第
一
集
』
が

岡
山
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
非
売
品
）。
発
行
者
は
松
田
金
十
郎
。
印
刷
所
は

岡
山
孤
児
院
活
版
部
。
八
頁
、
五
三
首
を
収
め
る
、
小
さ
な
歌
集
で
あ
る
。

（
８
）『
井
上
通
泰
集
後
記
』。
注
６
前
掲
濱
崎
著
参
照
。

（
９
）�『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』４（
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
、一
九
五
六
年
）

「
池
袋
清
風
」。
谷
正
俊
「
和
歌
改
良
運
動
と
桂
園
派
―
池
袋
清
風
を
中
心
に
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
九
一
巻
七
号
、
二
〇
一
四
年
七
月
）。

（
10
）「
菅
沼
斐
雄
歌
集
に
就
て
」（『
土
』
二
六
号
、
一
九
五
三
年
二
月
）。

（
11
）�

小
泉
苳
三
『
明
治
大
正
歌
書
綜
覧
』（
立
命
館
出
版
部
、
一
九
四
一
年
）。
二

年
後
の
一
九
〇
八
年
、
有
元
稔
は
森
田
義
郎
と
と
も
に
東
京
の
彩
雲
閣
よ
り

改
め
て
『
平
賀
元
義
集
』
と
し
て
か
ら
五
〇
〇
部
を
発
行
す
る
が
、
こ
こ
に

は
敦
夫
の
名
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
。
後
に
、
尾
山
篤
二
郎
が
『
評
註
平
賀
元

義
歌
集
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
三
年
）
を
刊
行
し
た
時
、
敦
夫
は
長
い
解
説
を

寄
せ
て
、
最
初
の
出
版
の
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
以
下
に
一
部
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　

�

さ
て
此
元
義
の
歌
は
岡
直
廬
な
ど
が
蒐
集
に
就
て
は
隨
分
骨
を
折
ら
れ

た
が
一
册
の
書
物
と
成
つ
た
の
は
有
元
稔
君
の
功
で
有
る
。
僕
な
ぞ
も

手
傳
つ
た
。
さ
て
之
を
出
版
す
る
事
に
就
て
種
々
僕
と
有
元
君
と
相
談

し
た
も
の
で
同
君
が
毛
筆
の
謄
寫
版
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
其
で
刷
つ

て
は
ど
ん
な
物
だ
ら
う
博
覽
會
で
右
謄
寫
版
刷
の
見
本
を
手
に
し
た
が

其
位
な
ら
ば
我
慢
が
出
來
る
や
う
だ
と
の
事
で
あ
つ
た
。
然
し
予
が
實

驗
し
て
見
本
を
作
つ
て
見
る
と
其
頃
の
謄
寫
版
は
ど
う
も
面
白
く
刷
り

上
ら
ず
先
づ
之
れ
で
は
ダ
メ
だ
と
云
ふ
譯
で
到
頭
活
版
に
附
す
る
事
に

成
つ
た
。
其
處
で
原
本
二
部
を
造
り
、
一
部
を
予
が
藏
し
一
本
を
有
元

君
が
持
つ
て
居
て
其
の
活
版
屋
へ
廻
す
事
に
し
た
。
活
版
屋
の
方
で
は

兎
も
角
も
百
部
を
刷
り
上
げ
た
の
で
有
る
が
有
元
君
と
何
か
縺
れ
を
生

じ
た
の
で
入
金
流
れ
の
形
に
成
つ
て
有
元
君
の
手
に
は
右
刷
上
げ
た
本

は
數
部
來
た
の
み
で
あ
つ
た
。
右
印
刷
は
明
治
三
十
九
年
十
二
月
廿
六

日
發
行
は
同
二
十
八
日
と
成
つ
て
居
る
。
半
紙
本
で
本
文
廿
九
枚
四
號

組
で
有
る
。

（
12
）�

小
田
光
雄
「
正
宗
敦
夫
の
出
版
事
業
」『
古
本
屋
散
策
』
論
創
社
、
二
〇
一
九

年
。

（
13
）�

深
井
紀
夫
編
『
正
宗
文
庫
所
蔵
典
籍
分
類
目
録　

郷
土
資
料
編
』（
私
家
版　

一
九
九
五
年
）。
正
宗
文
庫
調
査
班
編
「
正
宗
文
庫
目
録
（
五
十
音
順
、
典
籍

編
）」（
国
文
学
研
究
資
料
館
『
調
査
研
究
報
告
』
二
九
号
、
二
〇
〇
九
年
三

月
）。

（
14
）�

川
野
良
「
正
宗
敦
夫
編
集
発
行
『
国
歌
』
執
筆
者
索
引
」（『
清
心
語
文
』
七
、

二
〇
〇
五
年
八
月
）
が
あ
る
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
正
宗
文
庫
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
基
調
講
演
の
内
容
に
基
づ
き
、
注
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
写
真
・
図
版
の
掲
載
を
御
許
可
い
た
だ
い
た
正
宗
文
庫
に
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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