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望展界,學

終
戦
後
」
年
間
の
東
洋
史
學
界

　

敗
戦
は
我
が
國
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
深
刻
な
改
造
を
要
求
し

て
ゐ
る
。
我
々
の
住
っ
て
ゐ
た
國
家
は
、
従
来
と
て
も
多
少
は
飢
づ
か
ぬ

で
は
な
か
っ
た
が
、
明
治
以
来
急
造
さ
れ
た
バ
。
フ
ッ
ク
式
近
代
建
築
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
が
と
の
未
曾
有
の
大
暴
風
に
よ
っ
て
無
惨
に
打
咽
さ

れ
て
、
は
じ
め
て
身
に
し
み
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
、

い
ま
慶
域
に
た
っ
て
、
未
来
の
我
身
の
住
家
を
再
建
す
る
た
め
の
い
と
な

か
に
い
そ
し
ん
で
ゐ
る
。
ヽ
今
度
こ
そ
は
覆
轍
を
ふ
ん
で
は
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
、
徹
底
的
な
批
列
と
研
究
が
な

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
も
っ
と
も
心
す
べ
き
こ
と
は
。

一
切
の
例
外
を
認
め
ず
、
一
時
の
が
れ
に
逃
避
す
る
こ
と
な
く
、
純
粋
に

合
理
主
義
の
立
場
に
た
っ
て
、
あ
る
べ
き
道
を
大
腹
卒
直
に
＊
き
わ
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

　

か
う
い
ふ
必
要
は
、
中
國
研
究
の
領
域
に
お
い
て
も
例
外
で
は
あ
l
＝
>
得

な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
純
學
術
的
文
化
的
な
開
心
以
外
に
お
い
て
、
従

来
の
中
國
研
究
を
意
識
的
無
意
識
的
に
支
持
し
て
ゐ
た
大
き
な
地
盤
は
二

つ
あ
る
。
第
一
は
、
我
が
両
の
文
化
史
的
な
中
國
と
の
圓
係
と
、
明
治
こ

の
か
た
近
代
的
な
よ
そ
ほ
ひ
の
底
に
残
さ
れ
た
封
建
的
錐
制
と
に
起
因
し

波

　

多

　

野

　

善

　

大

て
、
わ
が
國
民
の
間
に
深
く
根
ざ
し
て
ゐ
た
漠
學
的
教
養
と
儒
数
的
数
學

乃
至
道
徳
で
あ
り
、
第
二
は
、
明
治
以
来
の
中
國
に
對
す
る
経
済
的
武
力

的
進
出
の
た
め
の
鯉
済
的
政
治
的
開
心
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
地
盤
か

ら
、
中
國
研
究
は
そ
の
細
済
的
精
絆
的
支
持
を
多
分
に
受
け
て
発
展
し
て

き
た
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
方
ま
た
多
分
に
そ
の
拘
束
を
も
受
け
て
き

た
の
で
あ
る
。
-
ｙ
　
j
j
ろ
が
、
敗
戦
お
よ
び
そ
れ
に
件
ふ
革
命
的
改
造
に
よ

っ
て
、
そ
の
い
づ
れ
も
の
地
盤
を
失
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
漢
學
的
教
養
へ
の
要
求
の
み
は
俄
か
に
無
く
な
ら
な
い
だ
ら
う
が
、

遠
か
ら
ず
影
が
薄
く
な
っ
て
行
く
だ
ら
う
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
聘
末
の
中
国
研
究
を
刺
戟
す
る
も
の
は
純
學
術
的
文
化
的
関
心
以
外

の
何
物
で
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
何
物
に
も
制
約
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
全
く
學
術
的
文
化
的
関
心
に
よ
っ
て
中
國
研
究
が
で
き

る
と
い
ふ
自
由
な
地
盤
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

貼
中
岡
研
究
に
従
事
す
る
も
の
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
中
國
研
究
の
一
翼
を
な
す
中
國
史
の
研
究
は
、
今
後
ど
う
い
ふ
方

向
に
進
む
で
あ
ら
う
か
、
否
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ら
う
か
。
そ
れ
は
結
局

に
お
い
て
研
究
對
象
と
研
究
方
法
と
発
表
形
式
の
三
つ
に
わ
た
っ
て
、
従

95-
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来
我
々
の
と
こ

る
だ
ら
う
。
。

　

研
究
對
象
に
お
い
て
は
、
王
朝
お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
下
臣
の
歴
史
を

支
へ
て
ゐ
た
庶
民
の
生
活
に
眼
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
雷
然
で
あ

る
・
元
来
中
國
史
の
史
料
は
、
帝
王
及
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
臣
僚
乃
至
は
そ

れ
を
育
む
地
盤
で
あ
る
文
字
の
階
級
所
謂
士
大
夫
階
級
の
記
録
で
あ
っ

て
ヽ
庶
民
の
側
か
ら
の
記
録
は
殆
ん
ど
存
し
な
い
。
だ
か
ら
庶
民
の
歴
史

の
究
明
に
は
非
常
な
困
穀
を
俘
ふ
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
。
加
藤
修
士
の

開
拓
さ
れ
た
道
に
洽
う
て
、
近
来
、
細
済
史
社
會
史
方
面
の
研
究
が
相
ｍ

盛
に
な
っ
て
は
き
て
ゐ
る
が
、
着
来
は
こ
の
方
面
特
に
庶
民
の
紺
済
史
社

會
史
ｅ
研
究
に
主
力
夕
そ
ｘ
ぎ
、
華
か
な
王
朝
の
形
史
や
文
化
を
可
能
な

ら
し
め
た
地
盤
で
あ
る
庶
民
の
生
活
史
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
と
閥
聯
し
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
思
想
や
私
術
の
考
察
に
お

い
て
も
旱
に
そ
の
思
想
や
茜
術
そ
れ
の
み
を
。
そ
れ
を
生
ん
だ
社
會
的
経

済
的
地
盤
･
ｆ
.
*
＾
切
離
し
ｔ
論
ず
’
・
？
こ
は
ヽ
如
分
な
考
察
と
は
い
へ
な

い
。

　

研
究
方
法
に
つ
い
て
は
。
中
國
史
に
志
す
も
の
の
間
で
従
来
偕
聾
問
題

に
さ
れ
な
か
っ
た
。
科
學
的
な
中
國
史
研
究
の
た
め
に
、
我
々
の
か
'
■
ｆ
ｉ
る

従
来
の
態
慶
は
深
く
反
省
さ
れ
な
け
4
1
　
ば
な
ら
な
い
。
着
床
の
中
國
史
の
ヽ

方
向
が
、
庶
民
の
生
活
史
の
究
Ｂ
＼
Ｕ
向
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
上
這
の
對

象
に
つ
い
て
の
結
論
が
容
認
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
研
究
方
法
は
必
然
的
に

祀
今
史
細
流
史
の
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
我
々

は
、
此
會
史
纒
済
史
に
開
し
て
世
界
の
先
毘
の
残
し
た
業
績
に
つ
い
て
、

で
き
る
限
り
良
い
段
々
を
積
み
、
そ
の
課
い
硯
野
を
も
っ
て
中
國
史
に
の

ぞ
み
た
い
。
こ
れ
は
っ
雲
り
世
界
咆
的
な
立
場
に
立
っ
て
中
國
史
を
究
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

！

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
中
國
史
を
規
定
し
て
ゐ

る
世
界
史
的
普
習
性
と
中
國
的
特
殊
性
と
を
解
明
す
る
こ
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
は
咆
料
に
基
く
責
設
を
離
れ
て
は
成
立
た
な

い
。
廣
い
鏡
野
を
持
つ
こ
と
は
、
こ
の
史
料
の
批
列
や
解
拝
が
よ
り
妥
富

性
を
得
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
安
易
な
公
式
主
義
に
陥
る
こ
と

は
充
分
幣
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

か
う
し
た
對
象
と
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
中
國
史
は
そ
の

後
進
性
や
骨
董
趣
味
的
臭
気
を
克
服
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ご
Ｉ
ス
テ
イ
ツ
タ
な

清
新
な
も
の
と
な
り
、
若
い
世
代
り
人
々
の
心
に
ふ
れ
る
力
？

と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
後
に
受
表
形
式
に
っ
?
｡
て
の
反
省
が
殖
さ

れ
て
ゐ
る
。

　

て
っ
と
り
早
く
云
っ
て
、
中
國
文
の
引
用
に
よ
っ
て
論
を
す
ｘ
め
る
形

式
に
反
省
を
加
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
中
國
史
の
論
文
は
一
般
に
と
っ
っ
き

に
ぐ
い
。
こ
れ
は
中
國
史
を
専
門
と
す
る
者
の
間
に
お
い
て
さ
へ
感
ぜ
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
無
學
な
と
笑
っ
て
は
い
■
ｔ
ｉ
ｆ
'
＞
。
こ
れ
は
中
國
の
文

字
と
文
章
の
性
質
上
か
ら
く
る
必
然
の
結
果
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
中

國
に
お
い
て
も
訓
詰
學
の
成
立
す
る
粕
地
が
あ
r
ｏ
　
ｅ
で
あ
る
。
だ
か
ら
な

ま
の
引
用
文
に
よ
っ
て
叙
逍
を
進
め
る
こ
と
は
結
局
褐
り
よ
が
＝
^
t
ｉ
ｉ
<

’
ｙ
、
そ
の
主
旨
を
他
人
に
充
分
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
f
結
果
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
他
瓦
か
ら
充
分
な
批
判
を
受
け
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
途
に
は
學
界
の
妾
逍
を
阻
害
す
る
こ
と
に
も
な
る

郭
-



　
　
　

の
で
鳶
・
る
。
。
こ
心
意
味
か
ら
、
。
将
来
の
中
國
史
の
論
文
の
登
表
形
式
に
、

　
　
　
　

φ
１
゛

　
　
　
　
　

い

　

Ｉ

　
　
　
　
　

“

　

゛

　
　
　

｀

　
　
　
　
　

‐
ｉ

　
　
　

か
＞
l
　
f
O
訣
働
を
除
く
た
め
め
何
等
鳶
の
考
慮
が
佛
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

　
　
　

と
思
は
。
れ
る
。
さ
う
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
。
専
門
家
は
勿
論
の
こ
。
と
、
専

　
　
　

門
外
の
も
の
に
も
近
づ
き
易
く
し
、
戸
國
史
ご
研
究
を
一
部
専
Ｍ
家
の
専

　
　
　

有
か
ら
解
放
し
寸
。
中
國
史
學
界
の
向
上
疲
展
の
道
を
開
き
た
。
い
と
思

　
　
　
　

。
自
己
批
向
が
な
が
く
な
ｓ
＾
過
ぎ
て
、
。
呉
（
ら
れ
た
酋
白
が
少
ぐ
な
っ
た

　
　
　

か
。
？
ｋ
ｙ
大
づ
か
一
″
に
終
戦
後
一
年
間
の
東
洋
史
學
界
を
展
望
す
る
こ

　
　
　

と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　

４
ｓ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
―

　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　

Ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　

ヽ
敗
戦
に
‥
よ
っ
て
東
洋
史
罰
係
の
諸
難
誌
が
整
理
さ
れ
、
東
亜
鎧
済
研

　
　
　
　

究
、
支
那
研
究
、
支
那
、
満
蒙
、
東
亜
、
満
熾
調
査
月
報
、
書
１
　
、
東
亜

　
　
　
　

細
済
論
叢
。
等
が
慶
刊
さ
れ
た
の
も
、
そ
’
の
立
っ
て
ゐ
た
地
盤
の
消
滅
か

　
　
　
　

ら
く
る
常
然
の
結
果
で
あ
る
。
東
洋
史
回
係
の
純
學
術
雑
誌
で
戦
後
も
ひ

　
　
　
　

き
。
つ
づ
き
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
は
。
史
學
雑
誌
が
五
十
六
編
五
、
一
〈

　
　
　
　

七
、
八
の
四
競
を
、
史
林
が
三
十
泰
三
、
四
の
二
碗
を
。
支
癖
學
が
十
一

　
　
　
　

巷
四
４
ｒ
ぴ
十
二
巷
一
、
二
合
刊
跨
０
二
冊
を
、
史
淵
が
三
十
五
斡
お
よ

　
　
　
　

び
三
十
五
輯
の
ニ
珊
を
、
京
都
の
東
方
學
報
が
第
十
五
冊
二
分
を
そ
4
1
　
ぞ

　
　
　
　

払
出
し
。
て
ゐ
る
が
’
、
そ
の
他
は
仝
く
な
ｇ
を
ひ
そ
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の

　
　
　

・
所
謂
純
學
術
難
誌
が
、
戦
後
の
出
版
界
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
ゐ
‘
る
原
因
に
っ

　
　
　
　

い
て
は
'
　
.
ｖ
ｅ
ｉ
ａ
事
者
に
お
い
て
深
い
批
剣
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
旱

　
　
　
　

に
ヽ
跨
學
術
難
誌
は
ざ
般
う
け
が
し
な
い
、
と
い
ふ
月
並
な
安
易
さ
で
片
づ

　
　
　
　

ぼ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
既
に
刊
行
を
＊
-
＊
;
i
ｖ
れ
ら
も
、
謂
は
ば
終
職

嗚
。
前
の
惰
性
に
一
一
‘
つ
た
も
の
で
あ
っ
て
？
。
敗
戦
後
の
向
ふ
べ
き
道
を
反
省
的

　

に
見
老
わ
め
て
’
<
>
Ｖ
Ｑ
志
向
を
誌
面
に
も
ク
た
も
の
『
で
は
な
い
。
た
ゞ
史

　

學
無
誌
一
忿
ハ
の
八
に
発
表
さ
れ
た
板
野
長
八
氏
の
「
萄
子
の
思
想
」
は
、

、
そ
の
取
扱
ひ
方
と
叙
恚
の
形
式
に
自
己
批
判
の
あ
七

　

ま
た
支
Ｊ
學
十
二
９
一
、
二
’
合
刊
跨
に
故
中
江
丑
吉
氏
ゐ
未
定
稿
「
肯
書

　

概
論
」
が
り
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
自
分
は
素
人
だ
･
ｆ
ｉ
≪
X
l
　
Ａ
Ｊ

　

ｅ
未
定
稿
の
む
っ
意
義
に
礼
い
七
は
何
事
も
云
こ
な
い
。
が
、
そ
れ
は
恐
ら

　
　

‘

　
　

ｊ

　

・

　
　

。

　
　

’

　
　
　
　
　
　

。
い

　

』

　

く
氏
の
本
菅
を
褒
揮
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
。
氏
’
９
置
稿
は
岩
波
。
か
ら

　

出
版
さ
れ
る
澱
定
ら
し
い
し
（
「
世
界
」
第
十
胱
、
松
方
三
郎
氏
「
中
江
丑

　

吉
の
こ
と
」
）
支
那
學
誌
上
に
も
な
ほ
遺
稿
が
準
備
さ
れ
て
・
ゐ
る
や
う
だ
’
か

　

ら
ヽ
そ
れ
等
の
努
作
に
期
待
し
。
て
ゐ
る
。

　
　

’
。
゛
‘

　
　

。

　
　

我
々
の
「
東
洋
史
研
究
」
も
終
戦
後
噺
一
の
三
及
び
四
を
出
し
、
つ
づ

　

い
て
や
っ
と
の
思
ひ
で
本
携
を
世
に
逡
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
前
だ
の

　

誕
雑
誌
と
同
じ
道
を
ふ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
深
い
批
列
を
紺
た
も

　

の
で
な
V
　
Ｕ
　
Ａ
)
を
脊
白
せ
ね
ぱ
な
ら
な
に
ｏ
‘
我
ぞ
は
ヽ
。
い
ま
自
己
批
判
め

　

さ
な
か
に
あ
る
か
ら
、
い
づ
れ
そ
れ
が
具
健
的
に
本
心
に
現
れ
る
こ
と
に

　

。
な
る
だ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
。

　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

な
ほ
う
わ
さ
に
聞
ぐ
と
ご
ろ
に
ヽ
よ
る
と
・
東
大
の
東
洋
史
研
究
室
か
ら

　

は
新
１
　
く
「
東
洋
史
學
」
を
発
刊
す
る
準
備
が
完
成
し
て
ゐ
る
ら
し
い
が
。

。
我
心
の
學
界
の
た
め
に
衷
心
よ
り
期
待
を
か
け
て
ゐ
る
。

　
　

戦
後
復
刊
さ
れ
た
も
の
に
は
Ｉ
い
歴
史
學
研
究
土
。
中
國
文
學
」
、
「
東
洋
文

　

化
研
究
Ｊ
　
％
≪
≫
’
新
刊
さ
れ
た
も
の
に
「
新
中
國
」
「
中
國
評
論
」
「
新

　

中
華
」
「
月
刊
巾
華
」
「
。
歴
史
評
論
」
が
あ
＝
｡
｡
’
「
東
亜
人
文
學
報
」
が
「
人

　

文
科
學
」
と
し
玉
丹
生
し
て
ゐ
る
。
「
中
國
文
一
學
」
・
「
新
中
國
」
「
中
國
評
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2
5
6

　
　

論
」
「
新
中
部
」
「
月
刊
中
國
」
は
現
代
中
國
の
文
學
、
紹
済
、
政
治
の
ぽ

　
　
　

に
タ
ッ
チ
し
、
生
々
し
い
新
鮮
さ
を
持
っ
て
ゐ
る
。
「
摩
【
一
學
研
究
】
や

　
　
　

「
昌
史
評
論
」
は
所
詔
オ
ー
ソ
’
ド
ッ
タ
ス
の
史
學
に
對
し
て
祀
會
科
學
の
立

　
　
　

場
を
鮮
明
に
示
し
て
ゐ
る
。
「
歴
史
學
研
究
」
は
、
も
と
も
と
詣
壇
史
學

　
　
　

に
對
す
る
不
肖
か
ら
、
進
歩
的
な
若
い
學
徒
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
砲
の
で

　
　
　

あ
っ
て
、
そ
の
初
期
に
お
け
る
活
回
は
ｆ
ｉ
Ｖ
ｊ
-
Ｍ
し
い
も
の
が
か
っ
た
が
、

　
　
　

時
代
の
沁
に
い
っ
か
そ
の
鎗
凱
を
す
り
へ
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

　
　
　

た
、
復
刊
さ
れ
た
「
歴
史
學
研
究
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
誕
生
害
初
の
參
に
、

　
　
　

復
帰
し
た
も
の
と
い
へ
る
だ
ら
う
、
泄
去
の
愚
を
再
び
く
り
か
へ
す
こ
と

　
　
　

た
く
、
ま
さ
に
あ
る
ぺ
官
几
學
へ
の
逍
を
ひ
た
す
ら
に
求
め
て
く
れ
る
こ

　
　
　

と
こ
そ
望
ま
し
い
。

　
　
　
　

な
ほ
此
ゐ
方
罰
の
こ
Ｉ
Ｉ
タ
な
存
在
と
し
て
「
學
海
」
を
あ
げ
て
お
か

　
　
　

ａ
ば
な
ら
ぬ
。
中
限
研
究
Ｓ
ｉ
Ｓ
績
を
一
般
祀
會
に
紹
介
し
よ
う
と
の
意
図

　
　
　

か
ら
結
成
さ
れ
て
や
・
東
方
學
術
協
禦
の
弓
低
よ
る
が
、
そ
の
ご
Ｉ
１

　
　
　

夕
な
存
在
な
れ
ば
こ
そ
今
後
の
妾
展
が
切
望
さ
れ
る
。

　
　
　
　

戮
後
の
傾
向
と
し
て
是
非
と
も
こ
こ
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と

　
　
　

は
、
従
来
學
の
、
殼
に
た
て
こ
も
っ
て
ゐ
た
人
々
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

　
　
　

畷
を
川
す
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
細
済
の
攻
勢
に
對

　
　
　

抗
す
る
た
め
の
外
延
的
い
と
な
ひ
の
現
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
學

　
　
　

の
世
界
が
解
放
さ
れ
る
栂
會
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
　
　
　

な
ほ
こ
＞
｡
ｐ
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
年
一
丿
平
野
義
太
Ｊ
氏
の
下
に

　
　
　

た
大
な
ス
タ
フ
を
結
集
し
て
登
足
し
た
中
國
研
究
所
の
活
躍
で
あ
っ
て
、

　
　
　

’
ヤ
の
成
果
が
遠
か
ら
ず
何
等
か
の
方
法
で
発
表
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

　

軍
行
本
は
そ
の
種
類
も
少
く
、
そ
の
調
子
も
高
い
も
の
と
は
低
へ
な

い
・
加
藤
繁
博
士
の
「
秦
の
始
皇
そ
の
-
ｒ
Ｊ
　
／
石
出
幹
之
釣
氏
り
盲
千
八
｛
一

古
｝
の
二
つ
が
日
本
文
庫
に
お
さ
め
ら
れ
て
生
活
此
か
ら
刊
行
さ
れ
、
長

廣
徴
乖
氏
の
「
北
京
の
畏
家
た
ち
」
、
今
井
湊
氏
の
一
中
國
物
理
難
識
」
、

青
木
正
兄
博
士
他
四
氏
の
一
友
亜
に
於
け
る
衣
と
食
の
】
諸
書
が
東
方
學

術
協
會
の
編
輯
に
よ
っ
て
全
國
書
房
か
ら
出
さ
れ
、
村
田
治
郎
博
士
の

「
東
洋
の
牡
築
」
が
京
大
厚
生
部
か
ら
、
梅
原
栄
治
将
士
の
「
東
亜
の
古
代

文
化
」
が
養
徳
此
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
内
藤
博
士
の
奮
稿
を
集
め
た

Ｔ
先
哲
の
學
問
」
が
弘
文
堂
か
ら
、
吉
川
幸
玖
郎
・
氏
の
同
じ
く
唇
釈
を
集
め

た
「
亥
那
に
つ
い
て
」
が
秋
田
屋
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
少
し

趣
の
惣
つ
た
も
の
で
は
、
幕
末
に
高
杉
晋
作
等
と
と
も
に
上
海
に
航
し
た

納
富
介
次
郎
、
日
比
野
輝
寛
二
人
の
日
記
を
、
貝
塚
茂
樹
、
日
比
野
丈
夫

荊
氏
が
集
め
、
外
山
軍
治
氏
が
解
説
を
附
し
石
文
久
二
年
１
　
海
日
記
」
と

し
て
を
國
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
て
日
本
史
東
洋
史
雨
學
界
に
新
史
料
を
提

供
し
た
。
ま
た
永
年
雲
岡
の
調
査
に
従
っ
て
ゐ
る
水
野
洽
一
、
長
旅
敏
雄

丙
氏
が
そ
の
研
乖
の
一
班
を
世
に
わ
か
っ
た
め
に
Ｉ
。
大
同
の
石
佛
」
を
座

右
賓
か
ら
出
し
た
。
水
野
氏
の
撰
定
し
た
す
ば
ら
し
く
よ
く
。
撮
れ
て
ゐ
る

四
十
葉
の
寫
似
に
、
長
廣
氏
が
解
説
を
し
た
小
じ
ん
ま
り
し
た
寫
員
集
で

あ
る
。

　

戦
後
の
一
年
町
で
は
新
し
い
價
値
意
識
に
。
立
脚
し
た
力
作
を
完
成
す
る

こ
と
は
不
可
能
だ
し
、
歌
争
中
の
も
の
は
戦
後
の
批
珂
に
堪
へ
る
こ
と
が

で
・
凭
瓦
隨
っ
て
視
品
價
値
の
架
Ｂ
か
ら
書
店
が
敬
逍
す
る
な
ど
り
関
係
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沁
心
ご
』
、
ご
こ
ｙ
り
。
一
年
間
に
片
大
。
１
　
が
’
名
に
値
す
る
も

ト

呼
陶
奪
夫
碧
「
鎧
濤
成
き
（
晏
國

討
言
行
‥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

ｉ

　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　

ｒ

　
　
　

比
１
　
丈
夫
聊
氏
の
「
蒙
簑
考
古
記
」
（
星
野
書
爆
刊
）
と
Ｉ
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　

ぺ
し
か
し
こ
の
雨
書
と
も
’
　
ｍ
密
な
意
味
で
は
欧
後
の
著
作
と
は
い
へ
な
い

　
　
　

’
■
>
ｓ
>
の
で
あ
t
Ｑ
。

　

’
。

　

宍

　
　
　
　

「
蝕
書
９
成
立
」
に
っ
い
て
は
、
既
に
匯
史
學
研
究
・
の
復
刊
第
一
読
に

　
　
　
　

紹
介
さ
れ
て
ゐ
Ｊ
が
、
そ
れ
政
仰
ら
し
い
書
き
ぶ
≫
　
Ｕ
-
x
Ｐ
似
ず
、
内
容
’
の

　
　
　
　

一
向
な
い
見
到
ち
が
ひ
の
も
の
で
あ
る
の
は
澄
憾
で
あ
る
。
「
細
１
　
の
成

　
　
　
　

立
」
は
、
早
同
氏
が
、
従
家
の
蝕
書
研
究
家
の
態
度
を
一
擲
し
て
、
‐
「
細

　
　
　
　

需
薦
支
鄙
精
呻
史
の
開
頭
に
お
い
て
如
Ｊ
な
る
契
機
を
も
っ
て
誕
生
し

　
　
　
　

た
Ｑ
で
あ
る
か
」
の
間
居
を
と
=
>
≪
!
ｂ
、
前
人
未
踏
の
、
し
か
も
細
書
研

　
　
　
　

究
の
｀
根
本
的
恢
域
を
同
拓
せ
ん
ど
す
＆
。
意
圖
が
ら
生
れ
た
野
心
的
な
発
作

　
　
　
　

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
す
で
に
問
題
の
書
た
る
の
運
命
を
に
な
っ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

氏
は
、
五
紹
や
土
三
馴
に
統
括
さ
れ
て
ゐ
’
ａ
飾
１
　
を
批
剣
じ
て
、
紺
す
な

　
　
　
　

は
ち
「
萬
世
に
わ
た
り
普
遍
妥
鴬
な
毎
」
を
内
容
と
嘔
る
最
も
純
綿
な
る

　
　
　
　

紹
書
を
求
め
て
、
孔
子
に
お
い
て
さ
へ
既
に
能
書
と
し
て
央
へ
ら
れ
て
ゐ

　
　
　
　

た
一
一
詩
」
と
「
書
」
を
得
、
逞
ん
で
こ
゛
の
雨
書
ｔ
批
列
し
て
最
も
根
元
的
な

　
　
　
　

細
言
は
「
書
」
で
あ
る
と
の
結
論
に
痙
し
た
。
こ
こ
が
も
更
n
「
。
震
」
が

　
　
　
　

何
故
に
最
初
の
経
典
た
り
得
た
か
の
問
邸
の
究
明
に
す
ゝ
む
。
そ
し
て
中

　
　
　
　

國
に
於
け
る
最
古
の
記
録
で
あ
る

'
甲
文
や
銅
器
の
銘
、
’
竹
冊
の
冊
命
の

　
　
　
　

本
質
を
フ
ヽ
こ
ど
に
よ
っ
て
、
中
國
に
お
い
て
書
か
れ
た
･
>
i
>
｡
ｅ
.
ａ
「
王
者

　
　
　
　

の
記
録
で
あ
る
と
の
濁
創
的
な
見
解
を
剪
か
に
し
、
　
　
　
。
害
」
は
こ
Ｑ
≪
Ｐ
　
か
れ

９

　
　

ヽ
た
も
の
の
本
質
に
っ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
に
疸
す
る
。
し
心
し

「
主
者
忿

た
声
。
氏
は
「
書
」
の
原
初
忿
ｌ
の
’
マ
あ
・
る
周
初
の
五
啼
を
ｌ
ｌ
’
あ
ぺ

周
初
の
祀
會
に
基
き
ぐ
そ
の
内
容
が
唄
族
の
瀬
典
色
力
か
に
ム
さ
心
し
い

理
念
に
一
貫
さ
れ
て
お
る
こ
法
身
明
か
に
し
、
。
こ
の
理
念
が
周
室
の
衰
亡

に
際
し
て
ヽ
盛
周
を
暇
念
す
る
･
＜
｡
■
*
(
　
<
Ｊ
.
Ｍ
つ
、
て
認
識
さ
れ
｀
゜
に
至
っ
て

「
書
」
が
耀
典
と
し
Ｉ

　

氏
の
論
究
は
ま
ご
と
に
叛
４
　
？
あ
輿
理
路
は
ま
こ
と
に
整
鰹
ａ

ゐ
る
・
し
か
メ
常
に
ｍ
史
的
な
ヒ
t
l
　
-
　
I
*
　
I
I
　
c
C
テ
イ
ツ
｀
夕
が
．
Ｊ
扱
ひ
のj“iし

態て

度
の
ゆ
え
に
細
學
に
素
人
で
あ
る
自
分
に
４
一
奮
に
通
讃
を
許
す
Ｒ
の
魅

力
を
持
つ
て
ゐ
る
。
超
典
「
書
」
の
成
立
は
、
氏
の
い
ふ
如
く
周
密
の
危

機
に
・
媒
介
さ
れ
て
ゐ
ｒ
・
し
か
し
そ
れ
の
み
で
｛
１
　
｝
が
細
作
だ
’
る
地
位

を
得
鳶
の
で
あ
ら
う
か
　
０
周
｀
室
の
立
っ
て
ゐ
た
祗
會
的
地
盤
は
動
鶴
し
て

周
室
憾
減
ん
だ
が
、
そ
の
地
盤
に
は
質
的
な
胞
化
が
な
か
っ
た
。
隨
つ
で

　
　
　
　
　
　
　

／

　
　
　
　

・

　

・

　
　

ｙ

そ
の
地
盤
の
よ
に
成
立
し
た
炭
帝
國
は
、
ま
た
「
書
」
を
ｆ
４
!
≪
Ｑ
書
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
Ｉ

　

Ｉ

　
　
　

｀

　
　
　

ｉ

て
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
だ
の
。
で
あ
る
。
か
ぐ
て
清
家
に
至
る
ま
で
？

（
貧
代
に
お
い
て
さ
へ
も
）
中
國
無
會
が
、
周
初
の
祀
命
と
本
質
的
に
ｙ
異
ら
。

ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　

一

　
　

゛

　

｝

　
　

ｊ

な
か
っ
た
た
≪
ｙ
、
王
朝
の
興
亡
は
あ
？
て
も
新
玉
朝
は
必
然
的
に
「
書
」

の
も
つ
理
念
を
そ
の
都
度
再
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
。
か
っ
た
め
で
あ
る
。
か

ゝ
る
再
桐
招
。
す
な
は
ち
盾
成
立
が
「
書
」
を
理
念
の
害
と
し
て
生
き
綬
け
。

さ
せ
た
の
で
あ
』
つ
て
。
こ
の
再
。
成
立
を
無
間
し
て
「
書
」
の
ｍ
つ
て
「
超
書

の
戌
立
」
が
考
へ
ら
れ
る
だ
ち
う
か
。
此
會
の
本
質
的
同
一
性
i
:
Ｎ
＾
４
ｉ
は

経
済
的
地
盤
の
本
質
的
同
二
性
に
芸
く
■
>
Ｐ
　
９
-
で
あ
る
が
）
ご
が
、
王
朝
の
呉
、
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一
ｐ

　
　

亡
と
は
無
闇
係
に
周
初
の
理
念
と
し
て
生
き
綬
け
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
。

　
　
　
　

こ
ゝ
に
平
岡
氏
の
い
ふ
周
初
よ
り
済
末
に
至
。
る
天
下
的
世
界
聖
の
時
代
が

　
　
　
　

な
り
た
っ
根
底
が
あ
η
、
細
書
が
氏
の
評
價
す
る
如
き
重
い
意
義
を
に
な

　
　
　
　

’
う
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
の
こ
と
が
も
し
認
容
さ
れ
れ
ば

　
　
　
　

平
岡
氏
の
究
明
し
た
細
書
成
立
の
契
柳
は
原
初
的
な
も
の
と
云
は
ね
ぱ
な

　
　
　
　

ら
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　

「
蒙
彊
考
古
記
」
は
さ
る
昭
和
十
七
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
小
野
、

　
　
　
　

日
比
野
雨
氏
等
が
大
同
近
傍
の
陽
高
に
お
い
て
直
代
の
古
墳
を
受
信
し
た

　
　
　
　

際
の
受
掘
超
過
の
記
録
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
在
来
の
ふ
の
と
は
俣
を

　
　
　
　

異
に
し
・
、
発
掘
旧
誌
を
基
礎
に
し
、
學
的
に
調
子
の
高
い
か
の
を
興
味
深

　
　
　
　

く
撹
む
こ
と
が
で
き
、
将
来
。
こ
の
種
の
分
１
　
に
お
け
る
望
ま
し
い
一
つ
の

　
　
　

面
を
暗
示
す
る
も
の
と
い
つ
て
い
ゝ
。
素
人
の
自
分
に
は
、
そ
の
中
に
も

ら
れ
直
學
的
意
義
に
つ
い
て
は
と
や
か
く
い
ふ

土
に
お
け
る
日
本
人
の
手
に
よ
る
敷
の
少
な
い

資
格
は
な
い
が
、
中
國
本

幹

か
ら
、
學
界
に
興
へ
る
貢
献
は
け
鳶
し
大
き
な
も
の
が
あ
る
だ
ら
う
と
い

ふ
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
上
戦
後
の
窮
屈
な
状
勢
に
も
か
こ

ず
、
多
敷
Ｇ
Ｓ
Ｓ
ｆ
ｃ
'
{
ａ
｜
!
ｅ
<
や
圖
版
が
も
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
此
の
書
の

頒
値
を
一
段
と
高
め
る
も
の
で
あ
l
O
。

　
　
　
　

‘

　
　
　
　

｀

　

戦
後
Ｑ
Ｊ
國
の
史
學
界
に
っ
’
い
て
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
１
　
　
介
石
氏

の
「
中
國
の
命
涅
」
（
波
多
野
乾
一
氏
扉
、
日
本
評
諭
祀
刊
）
と
、
毛
深
垠
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ
４
ｉ
Ｉ
Ｉ
、

氏
の
「
新
民
主
主
義
論
」
（
内
田
文
夫
氏
課
、
人
民
翫
刊
）
そ
の
他
が
紹
介

さ
れ
た
こ
と
は
、
種
々
の
意
味
で
注
目
さ
れ
る
。
’

　

Ｉ

上
の
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
か
な
如
く
、
京
都
は
非
恥
災
都
市
と

し
て
の
恩
恵
に
幸
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
思
ふ
と
き
。
焦
土
の
も
ま
た
に

學
に
精
進
す
る
同
學
の
人
々
に
満
腔
の
同
情
と
敬
意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

こ
れ
を
要
す
る
に
、
戦
後
一
年
期
の
東
洋
史
學
界
は
、
・
見
合
わ
め
た
理

念
に
向
っ
て
勇
敢
に
前
進
を
開
始
し
鳶
一
部
を
の
ぞ
き
、
大
勢
は
、
前
途

に
幾
多
の
問
題
を
意
識
し
っ
ゝ
も
、
加
班
す
る
生
活
と
の
た
い
か
き
を
ひ

か
へ
て
ヽ
歩
ひ
な
れ
た
道
を
物
足
ら
ぬ
思
ひ
を
ひ
め
ｈ
　
＞
(
　
.
ｗ

-
ｗ
　
･
Ｍ
つ
て
ゐ

る
と
い
へ
は
し
な
い
分
ら
う
か
。

　
　
　
　

こ
Ｉ
、
一
て

　

一
九
）
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