
批
評
・
紹
介

宋
代
枇
曾
経
済
史
研
究

上

ー
東
洋
史
皐
論
集
第
五

l
東
京
教
育
大
患
ア
ジ
ア
史
研
究
曾

宋

代

史

研

究

部

編

昭
和
三
十
五
年
四
月
東
京
不
味

堂
護
行

A
5版
一

九

六

頁

東
京
教
育
大
事
の
東
洋
史
研
究
室
で
は
、
数
年
前
よ
り
時
代
別
に
部
曾
を
持

つ
4

ア
ジ
ア
史
研
究
曾
¢
が
組
織
さ
れ
、

。宋
代
史
や
清
末
史
研
究
に
活
動
を
績

け
て
い
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
。
宋
代
社
曾
経
済
史
研
究
4

は
、
こ
の
宋
代
研

究
班
の
共
同
研
究
の
一
成
果
で
あ
る
。
倫
、
同
研
究
班
は
研
究
活
動
と
並
行
し

て
ク
宝
海
多
多
山
堂
考
索
e

な
ど
基
本
文
献
の
白
衣
索
引
な
ど
を
も
作
成
し
て

お
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
遁
り
で
あ
る
。

多
東
洋
史
事
論
集
第
五
上
e

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
の
書
物
は
、
宋
以
後

の
奮
中
国
一
般
舎
で
、
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
比
較
し
た
際
、
大
き
な
遣
い
と
し

て
映
る
福
役
労
働

|
l特
に
園
家
と
人
民
の
聞
に
お
け
る
1
l
J
を
共
同
研

究
の
謝
象
に
す
え
、
宋
代
の
官
晶
画
工
業
乃
至
は
事
業
に
焦
黙
を
絞
っ
て
、
各
自

業
績
を
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
干
葉
襲
。
北
宋
の
兵
器
工
業
。

吉
田
寅
タ
南
宋
の
積
業
経
営
。
長
瀬
守
。
北
宋
の
治
水
事
業
。
よ
り
成
り
、
下

容
に
小
笠
原
正
治

4
同
国
経
営
e

と
タ
線
括
。
が
掲
載
稼
定
さ
れ
て
い
る
。

従
来
共
同
研
究
の
成
果
が
公
刊
さ
れ
る
場
合
、
と
か
く
論
文
相
互
の
有
機
的

連
繋
が
薄
い
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
集
で
は
そ
う
し
た
紋
陥
を
出
来
る

だ
け
排
除
す
る
よ
う
心
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
各
論
文
は
上
記
共
同
目
標
に

治
う
、
制
度
史
の
分
野
に
属
す
る
貰
登
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
を
み
る

と
、
各
生
産
部
門
に
於
け
る
園
家
権
力
の
波
及
度
を
知
る
に
は
官
制
か
ら
考
讃

を
加
え
、
績
い
て
事
業
形
態
を
分
析
し
、
次
に
努
働
力
を
解
明
す
る
と
い
う
よ

う
に
共
通
の
方
向
を
辿
っ
て

い
る
。
以
下
三
論
文
を
紹
介
し
簡
箪
な
讃
後
感
を

記
し
て
み
た
い
。

千
葉
認
タ
北
宋
の
兵
器
工
業
後
〈
問
題
設
定
〉
宋
代
は
軍
器
の
製
造
・
管
理

は
す
べ
て
官
の
手
中
に
あ
っ
た
。
軍
器
の
把
握
は
支
配
者
に
と
っ
て
政
檎
維
持

の
上
か
ら
極
め
て
重
要
で
、
あ
る
面
で
園
家
支
配
機
構
の
寅
穫
に
遁
じ
る。

そ

こ
で
宋
の
兵
器
工
業
を
特
に
生
産
閥
係
の
賓
態
解
明
を
主
眼
と
し
て
そ
の
内
容

を
明
ら
か
に
す
る
。
八
内
容
〉
①
②
官
制
上
よ
り
軍
器
関
係
の
職
官
・
工
作
場

・
貯
蔵
庫
及
び
そ
の
製
遜
を
述
べ
る
。
工
廠
は
中
央
で
は
作
坊
・
弓
寄
院
・
東

西
直
属
備
な
ど
、
地
方
で
は
作
院
が
あ
り
、
規
定
方
式
に
従
い
二
定
額
の
兵
器
を

造
っ
て
い
た
。
工
廠
内
部
で
は
材
料
・
加
工
・
組
立
な
ど
の
各
部
門
が
細
分
さ

れ
た
多
作
多
と
呼
ば
れ
る
分
業
|
|
例
え
ば
作
坊
で
は
五
十
一

|

|
上
に
成
り

た
っ
て
い
た
。
地
方
作
院
は
製
品
劣
悪
で
、
主
と
し
て
原
料
産
出
地
の
都
作
院

に
併
合
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
天
子
と
密
接
に
繋
り
、
中
央
の
製

品
な
ど
は
貯
蔵
の
際
親
閲
を
受
け
、
叉
新
兵
器
採
用
は
勅
裁
に
よ
っ
た
。
③
原

料
と
そ
の
調
達
。
賦
税
・
科
買
・
廟
軍
や
夫
役
に
よ
る
直
接
調
達
が
あ
っ
た

が
、
い
ず
れ
も
牢
強
制
的
色
彩
を
持
つ
。
①

努
働
力
。
技
術
所
有
者

(
H
工

匠
)
と
雑
役

(
H
廟
丘
〈
)
に
分
れ
る
。
工
匠
は
形
の
上
で
は
雇
募
で
あ
る
が、

苛
酷
な
勢
働
篠
件
の
下
に
ほ
ぼ
専
従
化
さ
れ
、
そ
の
身
分
も
隷
層
的
で
あ
っ

た
。
彼
ら
に
は
工
食
銭
・
衣
服
が
支
給
さ
れ
た
。
⑤
民
間
の
軍
器
製
造
。
@
製

品
の
管
理
。
①
唐
と
の
比
較
。
宋
代
軍
器
製
造
所
の
勢
働
力
は
、
本
質
的
に
唐

弓，.。。



の
輪
役
の
法
と
同
じ
で
あ
る
が
、
製
品
の
進
歩
、
技
術
の
特
殊
化
に
伴
い
、
唐

の
4
4

世
匠
多
に
代
っ

て
牢
恒
久
的
な
工
匠
が
出
現
し
た
。
〈
感
想
〉
宋
代
の
軍

器
工
業
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ゾ

は一

際
明
確
に
浮
彫
り
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
問
題

と
な
る
の
は
矢
張
り
労
働
力
、
特
に
廟
軍
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

廟
軍
に
つ
い

て
は
4

総
括
。
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
そ
う
で
あ
る
が
、
少
く
も

前
代
の
ぷ
俗

役
ψ

に
代
る
存
在
と
し
て
大
き
く
表
面
に
出
る
廟
箪
が
如
何
に
し
て
析
出
さ
れ

て
来
た
の
か
、
彼
ら
の
基
本
的
性
格
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
十
分
な
追
及
は

必
要
と
思
う
。
ま
た
官
管
事
業
の一

環
と
し
て
の
寧
器
工
業
の
究
明
は
有
意
義

で
あ
る
が
、
宋
の
軍
総
工
業
の
究
明
が
直
接
。
宋
王
朝
¢
の
性
格
を
規
定
す
る

か
ど
-フ
か
と
い
う
鮎
に
も
少
し
疑
問
が
残
る
。
な
お
奇
し
く
も

。史
挙
研
究
。

三
十
燭
年
紀
念
鋭
で
古
林
森
康
氏
が
ぷ
木
代
の
官
後
武
器
工
業
¢
と
題
し
、
略

々
同
じ
視
角
と
内
容
の一

文
を
後
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
努
働
力
と
し
て

の

。工
匠
。
は
廟
軍
出
身
の
多
軍
匠
。
が
主
健
で
、

多民
匠
¢
雇
傭
の
際
は
軍

籍
に
入
れ
て
強
制
労
働
さ
せ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
研
究
者
相
互
の
連
絡
不

十
分
か
ら
、
貴
重
な
努
力
が
重
複
消
費
さ
れ
る
こ
と
は
残
念
に
思
う。

最
後
に

蛇
足
な
が
ら
気
に
な
る
の
で
一
つ
。
十
頁
の
諸
司
使
・
副
内
侍
・
監
内
侍
は
お

か
し
い
。
こ
こ
の
意
味
は

諸
司
使
(
皇
城
使
か
ら
供
備
庫
使
ま
で
の
線開問)、

諸
司
副
使
〈
上
記
の
副
使
)
|
|
以
上
武
官
|
|
と
内
侍
(
宣
官
)
の
中
か
ら

寧
鶴
関
係
の
臨判官
に
充
て
る
と
い
う
と
で
あ
る

吉
田
寅
。
南
宋
の
盟
業
経
営
1

生
産
面
を
中
心
と
し
て
1

多
〈
問
題
設
定
〉

北
方
の
産
盤
地
を
失
っ
た
が
、多
額
の
軍
事
費
調
達
に
悩
ん
だ
南
宋
は
、
期
利
を

有
力
な
財
源
と
し
、
特
に
准
・
漸
邸
場
経
営
に
力
を
注
い
だ
。
こ
の
磁
業
経
営
形

態
を
生
産
者
の
分
析
を
通
し
て
把
握
し
、
そ
の
基
本
的
性
格
を
考
え
る
。
そ
の

鋭
角
は

θ
園
家
機
力
の
及
び
具
合
。
。

醗
場
経
営
の
質
態
が
ど
う
か
に
分
れ

る
。
〈
内
容
〉
①
製
織
法
並
び
に
盛
場
の
概
観
。
②
官
制
を
中
心
と
し
た
壇
場

の
管
理
機
構
。
要
す
る
に
南
宋
准
・
掘
削
堕
場
で
は
、
監
督
官
の
下
で
亭
戸
に
よ

る
製
堕
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
買
納
官
を
通
じ
て
買
上
げ
ら
れ
、
支
醐
盟
官
に
よ
っ

て
商
人
に
交
付
さ
れ
た
。
③
盛
場
の
経
営
形
態
。
准
・
掘
削
と
四
川
に
わ
け
ら
れ

る。

前
者
で
は

4

亭
戸
¢
を
生
産
労
働
力
と
し
、
彼
ら
は
規
定
額
を
官
に
納
め

て
本
銭
の
反
封
給
付
を
う
け
、
額
外
堕
は
租
税
と
し
て
例
っ
た
。
製
堕
に
は
あ

る
程
度
の
技
術
を
要
し
、
政
府
は
初
期
に
は
保
護
育
成
も
行
っ

て
い
る
が
、
全

慢
と
し
て
み
れ
ば
、
移
縛
の
自
由
も
な
い
、
牢
張
制
的
な
役
的
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
。
南
宋
で
は
最
初
か
ら
タ
亭
戸
e

に
階
層
が
あ

っ
た
が
、
次
第
に
自
由
場

官

・
脅
吏
の
本
銭
横
領
、
有
力
亭
戸
に
よ
る
下
層
亭
戸
の
併
合
と
と
も
に
上
下

の
懸
隔
は
鎖
が
り
、
南
宋
中
期
以
後
は
政
府
の
封
策
も
効
果
が
少
か
っ
た
。
か

く
て
貧
窮
亭
戸
は
逃
亡
・
暴
動

-mm賊
へ
と
純
化
し
、
私
関
横
行
に
よ
り
政
府

に
打
較
を
輿
え
る
。

一
方
山
川
開
業
は
生
産
費
が
高
い
が
、
そ
の
地
理
的
理
由

か
ら
採
算
の
と
れ
る
事
業
で
あ
っ
た
。
経
営
は
大
官
弁
が
、
官
の
直
接
支
配
の

も
と
技
術
者

(
H
開
匠
)
、
労
働
力

(
H胤
寧
又
は
夫
役
)
に
よ
り
、
小
井
は
地

方
人
民
|
|
普
通
は
豪
族
||
に
請
負
わ
せ
、
彼
ら
は
配
下
を
使
っ

て
生
産
活

動
を
綴
け
た
。
し
か
し
四
川
盤
は
質
が
思
く
、
北
方
の
解
躍
が
密
輸
さ
れ
、南
宋

末
に
は
墜
政
は
四
川
で
も
く
ず
れ
る
。
〈
感
想
〉
専
寅
枚
入
、特
に
国
間
利
が
宋
以

後
濁
裁
制
国
家
の
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
い
た
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま

た
そ
の
寅
鰻
は
政
府
に
よ

っ
て
怒
意
的
に
愛
更
さ
れ
る
た
め
、
甚
だ
錯
雑
し
た

も
の
と
し
て
我
々

の
阪
に
う
つ
る
。

既
に
明

・
清
に
つ

い
て
は
藤
井

・
佐
伯
氏

の
努
力
に
よ
り
或
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
宋
の
そ
れ
は
十
全
で
は

な
か

っ
た
。
最
近
戴
商
燈
氏
が
ぷ
木
代
紗
艶
制
度
研
究
多
を
設
表
さ
れ
た
が
依

然
と
し
て
多
く
の
疑
問
が
残

っ
て
い
る
。
吉
田
氏
は
最
近
こ
の
分
野
で
着
買
に

成
果
を
あ
げ
て
お
ら
れ
、
本
論
文
で
も
准

・
断
・

四
川
猿
場
の
表
面
的
形
態
及

び
そ
の
推
移
は
か
な
り
は
っ
き
り
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
困
難
な
問
題
で
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あ
る
が
。
亭
戸
。
に
つ
い
て
一
一
層
の
究
明
が
撃
ま
れ
る
。
吉
田
氏
は
亭
戸
は
牢

隷
属
的
な
家
ぐ
る
み
の
努
働
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
移
縛
禁
止
・
生

産
手
段
の
官
か
ら
の
借
受
け
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
確
に
そ
の
面
も
あ
る
。
他
方

l
l
l
車
に
闘
式
丈
か
も
し
れ
ぬ
が
|
1
1
亭
戸
は

一
定
額
の
擦
を
作
り
官
に
頁
り

銭
を
入
手
し
て
そ
れ
で
生
活
し
、
額
外
型
を
税
と

L
て
出
す
。
従
っ
て
貨
幣
経

済
中
の
一
個
の
濁
立
戸
計
と
し
て
官
か
ら
は
農
村
の
ぷ
エ
戸
。
に
比
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
|
|
少
く
も
初
期
に
於
け
る
差
役
や
科
配
の
存
在
ー
ー
ー
と
い
う
面

も
あ
る
。
卸
ち
亭
戸
が
一
種
ど
の
よ
う
な
出
自
の
も
の
で
あ
っ
た
か
の
追
及

ゃ
、
は
じ
め
か
ら
階
層
が
分
け
ら
れ
て
い
た
の
は
本
質
的
に
何
に
も
と
づ
く
か

を
も
考
え
る

v

へ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
上
層
亭
戸
の
粂
併
と
い
う
こ
と
こ
と
も
今

一
つ
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
土
地
制
度
に
み
ら
れ
る
、
官

l
l地
主

ー
ー
ー
佃
戸
関
係
に
も
比
す
べ
き
、
官
|
|
上
級
官
中
戸
|
|
貧
窮
亭
戸
と
い
う
関

係
も
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
ω

更
に
強
力
と
い
わ
れ
る
官
の
支
配
は
、
吉
田
氏
に

よ
れ
ば
中
期
以
後
は
堕
官

・
膏
吏
・
上
戸
あ
た
り
で
チ
エ
ッ
F
さ
れ
下
に
及
ば

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
の
支
配
鰻
制
の
鉄
陥
の
本
質
は
何
腐
に
求
め

ら
れ
る
べ
き
か
、
権
力
渉
透
を
妨
げ
る
原
因
で
あ
る
堕
官
の
専
横
と
か
上
戸
の

粂
併
と
か
い
う
こ
と
が
も

っ
と
深
く
何
に
ね
ざ
す
か
も
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

灰
閲
す
れ
ば
同
氏
は
更
に
流
通
部
門
の
研
究
も
て
が
け
ら
れ
る
と
の
由
、
宋
の

照
商
に
つ
い
て
の
立
汲
な
研
究
を
期
待
し
た
い
。

長
瀬
守

。北
宋
の
治
水
事
業
|
|
黄
河
を
中
心
と
し
て
1
1
9

〈
問
題
設

定
〉
開
封
に
都
し
、
南
方
の
主
要
経
済
地
域
と
運
河
で
結
ぼ
れ
て
い
た
北
宋

は
、
黄
河
河
道
の
方
向
に
つ
い
て
大
き
な
閥
心
を
梯
っ
て
い
た
。
加
え
て
唐
末

・
五
代
の
軍
関
割
嬢
に
よ
り
系
統
的
治
水
が
行
わ
れ
ず
、
宋
初
に
は
堤
防
破
擾

・
辻
砂
堆
積
が
著
し
く
、
治
河
問
題
は
政
府
の
重
要
政
策
と
な
っ
た
。
こ
こ
で

は
θ
治
水
事
業
に
み
ら
れ
る
集
権
王
朝
の
支
配
健
制
。
。
努
働
力
の
分
析
に
よ

る
そ
の
基
本
的
性
格
。
が
解
明
の
主
僅
と
な
る
。
〈
内
容
〉
①
運
営
方
式
は

ほ
ぼ
完
全
に
官
営
で
、
末
端
ま
で
官
の
力
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

②
努
働
力
。

θ
府
軍
|
|
河
清
・
防
河
・
修
河
の
卒
と
呼
ば
れ
る
|
|
。
。
夫
役
|
|
民
間

労
力
の
直
接
徴
愛
で
、
唐
代
の
雑
復
に
相
暗
闇
す
る
。
但
し
就
労
日
数
は
唐
の
中
十

分
。
了
夫
・
春
夫

・
急
夫
な
ど
と
呼
ば
れ
る
1
1
1
。
②
和
雇
|
|
元
豊
頃
よ
り

目
立
つ
が
賓
際
上
は
強
制
勢
働
|
|
。
③
給
輿
は
役
兵
は
食
銭
が
奥
え
ら
れ
て

い
た
が
、
他
は
明
確
な
健
系
が
な
い
。
但
し
克
夫
銭
賞
施
以
降
は
、
こ
れ
が
和

震
の
財
源
と
な
る
。
①
治
水
資
金
に

つ
い
て
。
〈
感
想
〉
宋
と
い
う
集
権
的
専

制
王
朝
が
治
水
事
業
と
し
て
そ
の
支
配
鰻
制
を
確
立
し
て
い
た
と
い
う
シ

ェ
ー

マ
が
、
，自
分
に
は
こ
の
論
文
で
十
分
立
謹
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。

勿
論
長
瀬

氏
も
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
専
制
王
朝
支
配
の
一
面
と

し
て
治
水
を
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
。
ま
ず
夫
役
と
い
う
型
の
努
働

力
で
あ
る
。
宋
は
治
河
の
た
め
に
ど
の
範
囲
ま
で

|
|
量
的
に
も
空
間
的
に
も

|

|
夫
役
を
徴
護
し
た
の
か
。
自
分
に
は
少
く
と
も
黄
河
に
つ
い
て
は
京
畿
・

河
北
・
京
西
北
あ
た
り
迄
と
し
か
思
え
ぬ
。
こ
ま
か
な
人
夫
徴
護
表
が
作
成
さ

れ
て

い
る
が
、
今
少
し
こ
れ
を
生
か
し
た
治
河
の
具
種
像
が
欲
し
い
。
こ
れ
は

官
制
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。

成
程
工
部
・
都
水
監
以
下
治
河
知
巡
・
監
官

に
至
る
ま
で
の
慢
系
は
完
備
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
果
し
て
専
制
王
朝
の

い
わ
ば
象
徴
と
し
て
、
最
末
端
ま
で
の
権
力
支
配
を
-貫
徹
し
た
も
の
か
ど
う
か

自
分
は
疑
わ
し
く
思
う
。
寧
ろ
利
水
事
業
で
、
官
は
共
同
健
支
配
者
の
上
に
そ

の
支
配
を
確
立
し
て
い
た
と
い
う
氏
の
別
の
指
摘
を
、
治
水
の
上
で
も
導
入
し

た
い
。
こ
ま
か
く
な
っ
て
恐
縮
だ
が
、
氏
の
丁
夫
と
急
夫
・
春
夫
の
匿
別
も
剣

然
と
し
な
い
。
急
夫
と
春
夫
は
丁
夫
中
の
一
部
が
そ
の
場
合
場
合
に
よ
っ

τ奥

え
ら
れ
た
特
殊
宥
稽
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
叉
少
々
一
謀
讃
・
誤
植
が
め
に
つ
く
。

一
四
八
頁
の
文
章
は
多
今
後
は
河
北
と
京
西
の
縛
運
使
・
副
、〔
使
〕
・
判
官
・

Q
U
 。。



府
界
の
提
鮎
を
し
て
界
至
を
分
認
せ
し
め
、
う
ち
河
北

〔
だ
け
〕
は
の
お
衡
内

に
粂
管
南
北
外
都
水
公
事

〔
と
い
う
役
目
〕
を
僧
び
せ
し
め
ん
。
と
讃
み
、
一

七
七
頁
は
多
二
月
三
日
桃
筆
始
開
。
泳
油
仲
雨
積
。
川
流
狼
集
。
波
測
成
長
。
謂

之
桃
華
水
。
春
末
燕
脊
華
開
。
謂
之
菜
肇
水
J
と
句
鮎
を
入
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
ま
た

一
五
五
頁
の
満
洲
の
願
兵
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

何
れ
の
論
考
で
も
、
封
象
に
さ
れ
た
事
業
そ
の
も
の
の
線
的
な
姿
は
よ
く
描

れ
て
い
る
。

。
総
括
ψ

が
愛
表
さ
れ
て
い
な
い
の
で
詳
細
は
さ
し
控
え
る
が
、

少
く
も
労
働
力
の
あ
り
方
が
特
に
前
代
と
ど
の
よ
う
な
型
で
異
り
、
ま
た
そ
れ

が
何
に
起
因
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
1

1
特
に
閥
軍
の
問
題
ー
ー
の
究
明
、
更

に
は
図
家
権
力
の
あ
り
方
を
躍
に
制
度
上
だ
け
で
な
く
寅
際
の
場
に
於
て
追
及

す
る

l
lこ
の
場
合
あ
ま
り
強
力
な
専
制
園
家
と
い
う
既
製
概
念
に
ひ
き
ず
ら

れ
ぬ
方
が
良
い
と
思
う
が
|

|
こ
と
な
ど
が
是
非
必
要
な
の
で
な
か
ろ
う
か
。

時
聞
が
か
か

っ
て
も

折
角
の
共
同
研
究
で
あ
る
か
ら
そ
の
成
果
を
十
分
多
総

括
e

で
示
し
て

い
た
だ
き
た
く
、
そ
れ
と
と
も
に
今
後
も
同
研
究
曾
が

一
一層活

摘
さ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
。

(
俗
原
郁
)

東

僻

典

京
都
大
皐
女
皐
部
東
洋
史
研
究
室
編

史

洋

昭
和
三
六
年
二

月

東

京
創
元
枇
刊
本
文
七
六
六
頁

序
二
頁

凡
例
二
頁

執
筆
者

一
覧
表

一
頁

付

録

一
O
六

頁

索

引

一
二
二
頁

地
闘
十
二
頁

い
ま
ま
で
に
東
洋
史
僻
奥
は
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
し
、
現
在
刊
行
中

の
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
非
常
に
大
部
の
も
の
か
あ
る
い
は
ご
く
筒

略
な
も
の
で
、
手
こ
ろ
な
も
の
に
倣
け
て

い
た
。
こ
の
た
び
京
都
大
皐
東
洋
史

研
究
室
で
編
ま
れ
た

「
東
洋
史
跡
附
奥
」
は
量
的
に
手
ご
ろ
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
の
内
容
が
艇
く
ア
ジ
ア

の
全
地
域
に
及
び
、
ま
こ
と
に
世
の
要
望
に

e

」
た
え

る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

本
僻
典
刊
行
の
経
過
な
と
に

つ
い
て
は
、
田
村
賞
造
数
援
が
そ
の
「
序
」
に

書
か
れ
た
も
の
が
要
を
議
し
て
い
る
が
、
本
僻
典
は
京
大
東
洋
史
研
究
室
の
諸

氏
が
編
艇
の
衡
に
あ
た
り
執
筆
者
に
は
そ
の
出
身
者

一
一
七
名
が
動
員
さ
れ
て

い
る
。
原
稿
は
宮
崎
・
田
村
・
佐
伯
・
羽
田
教
援
・
佐
藤
助
教
授
の
被
闘
に
か

か
る
。
そ
こ
で
は
適
正
な
小
項
目
五
千
絵
項
が
え
ら
ば
れ
、
地
域
は
ア
ジ
ア
全

域
を
含
み
、
西
ア
ジ
ア
・

イ
ン
ド

・
東
南
ア
ジ
ア
に
も
多
く
の
項
目
が
ふ
り
あ

て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
沓
来
の
東
洋
史
僻
典
に
窺
わ
れ
る
よ
う
な
政
治
史
中
心

の
風
は
な
く
地
理
事
-
民
族
摩

・
民
俗
事
-
考
古
皐

・
美
術
史
な
ど
に
も
相
笛

多
く
の
項
目
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
付
録
と
し
て

ア
ジ
ア
各
国
の
統
治
表
・
ア

ジ
ア
諸
国
年
脱
表
・

中
関
歴
代
職
官
表
・
ア
ジ
ア
名
僻
難
讃
表

・
中
国
度
量
衡

表

・
ア
ジ
ア
主
要
貨
幣
要
覧
及
び
ア
ジ
ア
歴
史
地
問
(
二
十
入
園
)
が
あ
り
、

最
後
に
索
引
が
つ
い
て
い
る
。

現
在
中
型
の
東
洋
史
僻
典
に
要
求
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の

駄
を
あ
げ
る

と
、
第

一
は
そ
れ
が
小
項
目
主
義
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
大
型
の
歴
史
辞
典
の

場
合
、
大
項
目
主
義
と
小
項
目
主
義
と
の
併
用
も
亦
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
中
型
の
場
合
、
賞
用
に
便
利
で
あ
る
こ
と
と
い
う
本
来
の
目
的
の
た
め
に

も
、
小
項
目
主
義
を
と
り
、
な
る
だ
け
数
多
く
の
項
目

・
事
質
を
含
む
べ
き
で

あ
る
。
第
二
に
各
項
目
に
お
け
る
皐
界
の
侵
高
水
準
を
卒
明
に
も
り
こ
む
こ
と

が
あ
る
。
東
洋
史
辞
典
の
場
合
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
中
型
の
僻
典
に
封
す
る
一

般

的
要
求
以
上
に
切
貨
な
も
を
も
っ
て
い
る
。
近
年
東
洋
史
全
般
に
わ
た
り
急
速

な
進
歩

・
専
攻
分
野
の
細
分
化
が
あ
り
、
年
々
護
表
さ
れ
る
数
多
く
の
論
文
の

-90一


