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史
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前
滋
賀
大
事
教
授
稿
島
繁
次
郎
氏
が
急
逝
さ
れ
て
よ
り
二
年
ち
か
く
に
し

て
、
氏
の
遺
著
が
「
中
園
南
北
朝
史
研
究
い
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
。
北
朝
惰

唐
時
代
の
貢
事
制
・
村
落
制
に
つ
い
て
の
地
味
な
が
ら
竪
賓
な
幾
多
の
論
文
を

登
表
さ
れ
た
が
、
大
部
分
が
「
滋
賀
大
撃
事
襲
皐
部
紀
要
L

そ
れ
に
「
東
洋
史

事
論
集
」
と
い
っ
た
わ
り
、に
手
に
し
に
く
い
書
に
掲
載
さ
れ
た
た
め
に
、
注
意

を
ひ
く
こ
と
が
幾
分
少
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
と
う
し
て

系
統
だ
っ
た
配
列
の
下
に
便
利
な
一
朋
の
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
大
繁
あ

り
が
た
い
と
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
遺
稿
の
出
版
と
い
う
の
は
並
大
抵
の
こ

と
で
は
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ら
れ
た
遺
族
の
方
の
熱
意
と
師
友
の
方

々
の
援
助
に
封
し
て
ま
ず
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

本
書
は
「
中
園
南
北
朝
史
研
究
」
と
題
さ
れ
る
が
、
内
容
的
に
は
「
大
安
」

に
は
じ
め
て
慶
告
さ
れ
た
と
き
の
俵
題
「
南
北
朝
・
惰
唐
時
代
の
貢
奉
制
・
村

落
制
の
研
究
」
の
方
が
よ
り
近
く
、
更
に
「
北
朝
惰
唐
時
代
の
貢
事
制
・
村
落

制
の
研
究
」
と
あ
れ
ば
、
す
ζ

し
冗
長
だ
が
よ
り
適
切
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
書

の
太
牢
は
既
設
表
の
論
文
で
あ
る
が
、
未
設
表
の
部
分
も
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
他
に
未
整
理
の
も
の
が
若
干
あ
る
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
牧
載
さ
れ
て
い
な

L
V
 本

書
は
三
篇
各
二
章
で
構
成
さ
れ
、
ま
ず
、
第
一
篇
「
南
北
朝
・
惰
・
唐
時

代
の
人
物
笠
用
」
の
第
一
章

。北
湾
・
惰
の
官
吏
雇
用
制
。
は
、
。
北
湾
の
課

試
制
度
。
(
第
一
節
)
と
。
陪
代
の
州
都
e

〔
第
二
節
)
の
二
つ
の
論
文
か
ら

な
る
。

中
園
に
お
け
る
官
吏
登
用
法
の
歴
史
に
お
い
て
、
階
の
文
帝
の
時
か
ら

は
じ
ま
っ
た
税
奉
制
が
劃
期
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
背
景
柄
で
あ
り
、

科
牽
制
に
先
行
す
る
の
が
九
品
官
人
法
で
あ
っ
て
と
れ
が
門
閥
貴
族
制
を
維
持

し
た
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
い
う
鮎
も
中
国
史
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

九
品
官
人
法
か
ら
科
翠
制
へ
の
移
行
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
の
か
、
と

い
う
問
題
は
す
こ
ぶ
る
興
味
あ
る
テ
1
マ
で
あ
る
。
惰
唐
時
代
の
諸
制
度
に
北

旗
門
に
起
原
す
る
も
の
の
多
い
こ
と
は
「
惰
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
」
で
陳
寅
格
氏

が
嘗
っ
て
論
じ
た
が
、
こ
の
試
験
制
度
た
る
科
牽
制
の
淵
源
の
考
察
に
さ
い
し

て
も
北
賓
が
重
要
な
位
置
を
し
め
る
。
南
朝
の
貴
族
制
度
と
と
も
に
九
品
宮
人

法
を
も
輸
入
し
た
北
貌
で
は
セ

γ
ピ
族
み
ず
か
ら
も
貴
族
化
し
て
い
き
、
北
貌
，

末
の
混
飢
を
へ
て
華
北
の
東
部
を
領
有
し
た
北
世
間
に
お
い
て
は
、
文
化
や
制

度
の
上
に
梁
か
ら
の
亡
命
者
の
影
響
が
張
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る

が
、
一
方
、
門
閥
化
を
深
め
よ
う
と
す
る
貴
族
群
に
劃
し
て
、
北
賓
王
朝
が
君

主
権
を
伸
張
じ
よ
う
と
す
る
努
力
も
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
秀
才
・
考
廉
・
廉

良
の
科
を
も
う
け
選
を
き
び
し
く
し
た
の
で
あ
っ
て
、
天
子
み
ず
か
ら
朝
堂
に

で
て
、
州
郡
か
ら
推
薦
さ
れ
て
き
た
秀
才
・
考
廉
に
皐
科
試
験
を
隷
し
、
答
案

の
文
字
に
脱
落
が
あ
る
と
名
を
よ
ん
で
席
の
後
に
た
た
せ
、
筆
蹟
の
濫
劣
な
者

に
は
墨
汁
一
升
を
の
ま
せ
、
l

文
章
の
筋
の
と
お
ら
ぬ
者
は
伺
刀
を
と
り
あ
げ
地

面
に
坐
ら
せ
る
な
ど
し
て
厚
め
た
、
と
史
書
に
停
え
る
課
試
制
度
が
は
じ
ま
っ

た
の
で
、
こ
れ
は
後
世
の
科
奉
制
度
に
一
歩
近
づ
い
た
も
の
と
い
い
う
る
・
こ
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の
動
き
は
、
他
方
で
は
、
地
方
官
属
の
任
命
の
形
式
の
劃
期
的
な
描
変
化
、
南
北

朝
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
州
郡
の
自
辞
制
の
自
然
解
消
と
並
行
す
る
現
象

で
あ
っ
て
、
こ
の
間
の
推
移
を
丁
家
に
跡
，
つ
け
よ
う
と
さ
れ
た
の
が
、
。
北
賓

の
謀
試
制
度
。
で
あ
る
。
中
正
制
と
州
蘇
の
嵐
官
の
跨
召
こ
そ
貴
族
の
た
の
む

牙
城
で
あ
っ
た
が
、
惰
の
文
帝
に
よ
り
雨
者
と
も
廃
止
さ
れ
た
。
と
く
に
後
者

の
腹
止
に
つ
い
て
は
、
油
田
口
重
一
園
氏
の
「
所
謂
惰
の
郷
官
廃
止
に
就
い
て
」
が

明
解
に
論
じ
る
が
、
こ
の
際
、
史
書
に
み
え
る
州
都
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が

の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
じ
た
の
が
、
タ
惰
代
の
州

都
4

で
あ
る
。
氏
は
、
州
都
と
は
か
つ
て
の
大
中
正
の
同
職
異
稽
で
あ
る
と
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
惰
代
に
お
い
て
は
州
都
の
官
吏
任
用
に
お
け
る
賓
質
的
存
在

意
義
の
考
え
が
た
い
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
通
典
倉
一
八
に
ー
「
階
有
州
都
、
其

任
亦
重
」
と
あ
る
州
都
は
州
都
督
の
誤
り
で
あ
っ
て
、
州
都
と
は
閥
係
の
な
い

こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
な
お
、
惰
代
の
州
都
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文

で
落
着
し
た
の
で
は
な
く
、
宮
崎
市
定
氏
は
「
九
品
官
人
法
の
研
究
」
の
補
注

⑧
で
取
上
げ
、
一
服
島
氏
の
右
の
二
論
文
を
参
考
と
し
つ
つ
、
州
都
は
州
都
督
に

相
嘗
す
る
警
察
官
で
あ
り
、
中
正
と
は
閥
係
が
な
い
と
い
う
見
解
を
毅
表
し
て

い
る
。第

二
章
。
唐
代
の
貢
翠
制
。
は
六
節
、
六
つ
の
'論
文
か
ら
な
る
。
第
一
節

，
唐
代
め
貧
血
争
制
度
。
で
は
、
武
徳
五
年
か
ら
唐
の
音
八
牽
制
が
賓
施
さ
れ
た
に

つ
い
て
の
文
献
的
整
理
と
、
そ
の
賞
施
に
至
っ
た
政
治
的
経
済
的
傑
件
を
提
示

し
て
い
る
。
第
二
節
の

。
唐
代
に
お
け
る
受
科
記
線
自
の
諸
科
。
は
東
洋
史
皐

論
集
第
三
に
設
表
さ
れ
た
も
の
で
、
私
に
と
っ
て
は
興
味
深
い
論
文
で
あ
る
。

文
献
遁
考
省
二
九
に
唐
登
科
記
総
目
が
あ
っ
て
、
唐
代
二
八
九
年
中
、
登
科
す

る
一も
の
入
二
四
一
人
、
そ
の
内
鐸
は
秀
才
三

O
人
、
進
士
六
六
二

O
人
、
諸
科

一
五
九
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
毎
年
卒
均
進
士
二
十
三
人
、
諸

科
は
五
人
徐
、
多
い
時
で
も
進
土
と
諸
科
一
を
あ
わ
せ
て
五
十
人
か
ら
七
十
人
ど

ま
り
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
唐
代
の
諸
文
献
に
よ
る
に
、
百
人
か
ら
二

百
人
位
の
科
翠
合
格
者
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
登

科
記
線
自
の
諸
科
に
明
経
を
含
む
か
否
か
、
ま
た
諸
科
と
は
何
か
が
問
題
と
な

る
J

馬
端
臨
は
諸
科
の
内
容
に
は
疑
問
を
も
っ
た
が
バ
進
士
の
記
載
は
正
し
い

と
し
た
。
登
科
記
考
を
著
し
た
清
の
徐
松
は
そ
の
凡
例
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

諸
科
と
は
明
法
・
明
字
・
明
算
・
史
科
・
道
稗
・
開
元
雄
・
童
子
で
あ
っ
て
、

明
経
は
ふ
く
ま
れ
な
い
と
し
た
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
て
、
諸
科
の
中
に
明
経
の

す
べ
て
そ
含
ん
で
い
た
と
み
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
依
然

と
し
て
諸
科
と
は
何
か
が
残
さ
れ
て
い
た
。
一
つ
に
は
、
文
献
通
考
に
「
右
唐

二
百
入
十
九
年
逐
歳
所
取
進
士
之
総
目
」
と
あ
る
こ
と
も
目
障
り
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
難
聞
を
ほ
ぼ
解
決
さ
れ
た
の
が
一
施
島
氏
の
こ
の
論
文
で
あ
る
。
氏

は
、
諸
科
と
は
明
経
と
は
全
く
無
関
係
で
、
さ
ら
に
は
常
貢
之
科
た
る
明
法
・

明
書
・
明
算
も
諸
科
と
は
無
関
係
で
、
そ
れ
は
不
貢
翠
の
年
で
も
諮
科
が
存
し

た
こ
と
か
ら
も
分
る
と
し
、
こ
の
場
合
の
諸
科
は
賢
良
方
正
科
等
の
臨
時
の
制

暴
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
制
科
に
は
常
科
な
く
臨
時
必
要
な
科
目
を
標
示
し
て

人
物
を
求
め
る
の
で
諸
科
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
従
う
べ
き

見
解
で
あ
ろ
う
。
九
品
官
人
法
が
中
正
の
官
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
官
吏
登
用
は
他
か
ら
の
推
薦
に
よ
る
と
い
う
原
則
が
崩
嬢
し
た
が
、
麿
に

な
っ
て
も
郷
彦
星
選
の
古
制
を
理
想
と
し
て
選
奉
を
論
じ
る
人
が
か
な
り
い

る
。
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
の
が
、
第
三
節
タ
唐
代
の
郷
奉
里
選
論

H
e
で
あ
っ

て
、
玄
宗
以
前
の
郷
奉
里
遺
の
論
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
口
と
し

て
畿
表
さ
れ
る
設
定
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
安
史
の
蹴
後
に
関
す
る
部
分
は
未
完
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の
原
稿
が
あ
る
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
掲
載
さ
れ

τい
な
い
。
第
四
節
多
摩
宇
検
め

表
慶
と
奉
人
の
傾
向
ん
で
は
唐
代
の
文
選
研
究
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
第
五
節

。
入
流
に
つ
い
て
9

に
お
い
て
は
、
と
く
に
膏
徒
入
流
数
の
枇
曾
的
意
義
に
ふ

れ
、
流
外
宮
宵
吏
層
の
入
流
者
の
増
加
が
、
武
后
の
寒
門
擢
用
に
よ
っ
て
促
進
さ

れ
、
官
僚
批
曾
に
お
け
る
家
門
出
身
者
の
勢
力
が
、
玄
宗
時
代
に
な
っ
て
飛
躍

的
に
増
大
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
第
六
節
。
科
第
越
家
と
官
僚
貴

族
の
成
立
。
は
、

‘越
氏
、
と
く
に
離
西
天
水
の
趨
氏
が
、
唐
代
に
お
い
て
い
か

に
門
閥
貴
族
か
ら
科
第
官
僚
貴
族
に
う
つ
っ
て
い
っ
た
か
を
跡
・
つ
け
た
も
の

で
、
こ
の
論
文
で
、
多
数
の
同
族
科
第
官
僚
を
も
つ
に
い
た
っ
た
家
が
、
科
第

官
僚
と
し
て
の
鱒
身
が
確
立
し
、
後
継
者
を
績
出
し
た
時
期
に
登
科
記
を
私
撰

し
だ
し
た
鮎
に
注
目
し
て
い
る
の
ほ
興
味
深
い
。
民
は
、
登
科
記
は
各
族
の
同

族
官
僚
群
の
中
で
中
核
を
な
す
科
第
官
僚
の
基
本
的
な
身
分
肇
帳
で
あ
っ
た
。

登
科
記
は
必
ず
し
あ
門
閥
制
に
み
る
如
き
官
途
の
保
誼
と
は
な
ら
ぬ
が
、
や
は

り
新
た
な
る
宗
族
結
合
の
象
徴
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
唐
朝
の
中
期
以
後
に

は
じ
め
て
現
れ
る
著
目
す
べ
き
事
賞
で
あ
る
。
登
科
記
の
内
容
は
、
一
種
の
宗

説
明
(
族
譜
)
的
要
素
を
も
具
備
し
て
、
越
族
や
僅
族
等
の
私
家
を
中
心
と
し
た

撰
と
な
り
、
科
奉
と
閥
譜
と
い
う
本
来
歴
史
的
に
矛
盾
す
る
こ
つ
の
篠
件
を
具

備
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
こ
の
鮎
、
唐
代
の
科
翠
と
科
第
官
僚
の
構
成
に
認
め

ら
れ
る
、
過
渡
的
性
格
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。

第
二
篇
「
北
貌
の
考
課
と
停
年
格
」
は
。
北
貌
前
期
の
考
課
と
地
方
官
。
(
第

一
章
)
と
タ
北
軸
酬
の
停
年
格
と
吏
部
構
の
愛
展
。
(
第
二
章
)
と
の
二
つ
の
論

文
か
ら
な
る
。
考
課
と
は
官
僚
の
勤
務
評
定
の
こ
と
で
あ
り
、
六
朝
い
ら
い
貴

族
制
の
成
立
と
と
も
に
考
-
諜
の
法
が
有
名
無
賓
と
な
っ
た
が
、
北
貌
で
は
園
初

か
ら
考
課
を
一重
ん
じ
た
。
高
祖
孝
文
帝
に
よ
る
均
田
制
・
三
長
制
・
均
賦
制
と

い
う
三
大
改
革
は
俸
禄
制
の
賓
施
と
緊
密
な
繍
係
が
あ
り
、
嘗
然
考
課
法
の
巌

重
な
賓
施
に
愛
展
し
て
ゆ
く
。
官
吏
の
進
退
が
も
っ
ぱ
ら
考
課
に
よ
る
と
す
る

と
貴
族
制
度
は
成
立
し
に
く
い
わ
け
で
あ
る
が
、
北
鋭
貴
族
制
の
成
立
と
と
も

ー
に
考
課
は
停
滞
し
て
き
て
、
漢
人
官
僚
の
主
張
す
る
能
力
主
義
は
考
課
の
適
用

に
論
議
を
よ
び
、
考
格
の
成
立
を
み
、
ζ

の
考
課
令
が
唐
考
課
令
の
前
令
と
な

る
所
に
重
要
な
い
み
が
あ
る
と
す
る
の
が
、
第
一
論
文
で
あ
り
、
第
二
論
文

¥
は
、
雀
亮
の
創
案
に
か
か
る
停
年
格
を
と
く
に
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
吏
部
機
の

確
立
の
網
棚
貼
か
ら
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
停
年
格
の
運
用
に
よ
っ
て
考

課
法
の
本
旨
で
あ
る
能
力
主
義
が
影
を
ひ
そ
め
、
凪
刀
奮
主
義
の
錐
衡
に
な
り
代

っ
て
い
っ
た
貼
を
指
摘
す
る
が
、
考
-
諜
法

・
停
年
格
と
も
に
貴
族
制
と
は
相
い

れ
ぬ
も
の
で
あ
る
鮎
は
注
意
す
べ
き
で
、
い
ず
れ
も
吏
部
の
鈴
衡
纏
の
強
化
を

う
な
が
し
た
の
で
あ
る
。
と
の
黙
に
つ
い
て
、
谷
川
道
雄
氏
は

「
北
貌
官
界
に

お
け
る
門
閥
主
義
と
賢
才
主
義
」
で
、
停
年
格
を
創
っ
た
雀
亮
の
心
底
化
、
門

閥
主
援
が
ぬ
き
が
た
く
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
う
鮎
を
強
調
し
て
い
る
。

第
三
篇
「
北
周
・
北
湾
の
村
落
制
」
は
。
北
周
の
村
落
制
。
(
第
一
章
)
と

4

4

北
賓
の
村
落
制
。
(
第
二
章
)
と
の
こ
つ
の
論
文
か
ら
な
る
。
前
者
で
は
、

北
周
書
蘇
縛
停
の
記
事
か
ら
北
周
で
は
黛
族

・
闘
墨
の
二
長
制
が
お
こ
な
わ
れ

た
と
と
を
!の
や
で
ま
た
北
周
で
は
一
戸
三
口
の
構
成
が
大
多
数
を
占
め
て
お

り
、
こ
れ
は
北
周
が
小
家
族
の
存
績
を
維
持
し
保
費
す
る
政
治
を
お
こ
な
っ
た

こ
と
と
密
接
に
結
び
つ
く
と
す
る
。

!後
者
の
北
贋
村
落
制
に
つ
い
て
の
論
文

は
、
百
頁
を
と
え
る
長
編
で
、
ぷ
無
族
百
家
制
の
成
立
。
(
第
一
節
)
で
は
黛

族
百
家
制
が
い
つ
成
立
し
た
か
を
問
題
と
し
、
J
冗
孝
友
の
上
表
の
解
圃
タ
(
第

二
節
)
で
は
元
孝
友
-の
上
表
が
い
つ
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
興
和
三
年
と
す

る
通
鑑
の
繋
年
を
支
持
し
、
上
表
の
内
容
を
「
二
十
家
震
間
」
と
す
る
の
と
コ
一
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十
五
家
潟
閥
」
と
す
る
の
と
の
こ
読
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
、
「
百
家
篤
四

閥
、
間
二
比
」
と
あ
る
構
成
の
骨
俗
だ
け
が
、
正
確
な
構
成
の
主
張
で
あ
る
と

す
る
。
た
だ
、
こ
の
論
文
は
、
「
滋
賀
大
事
事
襲
摩
部
紀
要
」
六
・
七
践
に
掲
載

さ
れ
た
と
き
の
目
次
で
は
、
序
論
、
第

一
節
暗
黒
族
百
家
制
の
成
立
、
第
二
節

元
孝
友
上
表
の
解
程
、
第
三
節

三
長
の
任
用
と
復
夫
、
第
四
節
河
清
令

と
村
落
制
、
第
五
節

北

賓

の
吐
舎
と
村
落
制
の
意
義
、
と
な
っ
て
お
り
、
本

書
に
は
こ
の
一

・二
節
の
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、と
く
に
第
五
節
が
候

け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
い
わ
り
に
徐
り
面
白
く
な
い
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
十
二
篇
の
論
文
、
ほ
と
ん
ど
が
既
護
表
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は
一
九
五
三
年
か
ら
五
九
年
に
か
け
て
設
表
さ
れ
、
内
容
は
す
べ
て
北
貌
か
ら

唐
に
い
た
る
閑
の
貢
翠
制
・
考
課
制
・
村
落
制
に
関
す
る
も
の
で
、
正
史
か
ら

丹
念
に
史
料
を
集
め
て
書
か
れ
て
い
る
。
前
近
代
祉
曾
の
中
園
史
は
い
か
に
把

握
さ
れ
る
べ
き
か。

そ
の
有
力
な
手
段
と
し
て
、

ωと
の
園
の
歴
史
に
テ
ィ
ピ

カ
ル

に
み
ら
れ
る
官
僚
制
支
配
(
賦
役
制
を
ふ
く
む
)
に
着
目
す
る
や
り
方、

ω一
般
に
そ
の
特
性
と
さ
れ
る
家
父
長
制
へ
の
閥
心
か
ら
個
々
の
家
|
家
族
を

と
り
あ
げ
る
や
り
方
、
そ
れ
に

ω園
家
権
力
と
個
々
の
家
と
を
結
ぶ
接
貼
に
位

置
す
る
村
落
・
衆
落
制
に
焦
鮎
を
合
せ
る
い
き
方
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
奮
中
園
の
歴
史
を
知
る
上
に
効
果
が
あ
り
、
た
が
い
に
あ
い

補
な
う
も
の
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
著
者
の
ば
あ
い
、

ωと
ωを
採
用
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
正
に
、
慎
重
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
丁
寧
に
か
か
れ
て

お
り
、
そ
の
封
象
と
さ
れ
た
時
代
が
、
こ
れ
ま
で
徐
り
開
拓
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
分
野
で
あ
っ
た
の
も
幸
い
し
て
一

ュェ

l
p
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
が
亡
き
る
。

で
は
、
著
者
に
注
文
す
べ
き
ζ
と
は
な
い
の
か
。
す
で
に
幽
明
界
を
異
に
し

て
い
て
著
者
に
は
注
文
で
き
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
後
進
の
者
の
戒
め
と
し
て
記

す
な
ら
ば
、
ま
ず
、
と
の
書
が
寧
な
る
制
度
史
に
お
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
不
満
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
史
料
が
多
く

列
翠
さ
れ
る
の
は
親
切
で
は
あ
る
が
、
冗
長
で
あ
っ
て
通
讃
す
る
の
に
骨
が
お

れ
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。

(
磁
波
護
)

明
清
農
村
祉
禽
経
済

縛

凌

著

衣

九
六
一
年
十
一
月
北
京

聯
書
広

B
6
一
九
二
頁

本
書
は
、
侍
氏
に
よ
っ
て
抗
日
戦
字
の
時
期
か
ら
最
近
に
到
る
ま
で
に
執
筆

さ
れ
た
、
明
清
時
代
の
中
園
農
村
枇
曾
経
済
史
に
関
す
る
以
下
の
六
論
文
を
牧

録
す
る。

-
明
代
徽
州
庄
僕
制
度
之
側
面
的
研
究

E

明
清
時
代
、
氷
安
農
村
的
吐
曾
経
済
関
係

E

清
代
永
安
農
村
賠
田
約
的
研
究

W

関
清
民
間
佃
的
零
拾

V

明
清
之
際
的

少奴
融
煙
。
和
佃
農
解
放
運
動

wu

明
清
時
代
繭
建
佃
農
風
潮
考
登

後

記

本
書
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
四
四
年
、
一
繭
建
協
和
大
皐
(
現
繭
州
大

皐
)
中
園
文
化
研
究
曾
刊
行
に
か
か
る
軍
行
本
シ
リ
ー
ズ
「
女
史
叢
刊
」
の
一

筋
と
し
て
侍
氏
が
遊
表
し
た
「
福
建
佃
農
経
済
史
叢
考
」
で
あ
り
、

E
、

E
、

明
日
論
文
の
原
型
を
含
む
。
他
の
各
篇
は
、
解
放
後
の
著
作
で
あ
り
、
第
一
一
諭
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