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批

評
・
紹

介

文
株
・
慶
長
役
に
お
け
る
被
傍
人
の
研
究

内

藤

筒

輔

昭
和
五
十
一
年
三
月
東
京
東
京

大
皐
出
版
曾

A
5
剣
七
九
三
頁

著
者
内
藤
待
輔
氏
は
、
こ
の
十
数
年
来
、
文
献
調
査
の
み
な
ら
ず
、
日
本
圏

内
の
質
地
調
査
を
も
あ
わ
せ
行
な
っ
て
、
被
虜
人
の
問
題
を
中
心
に
、
い
わ
ゆ

る
文
様
・
慶
長
の
役
(
こ
の
事
件
の
呼
稽
は
、
論
者
の
立
場

・
親
貼
等
に
よ
っ

て
、
か
な
り
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
本
書
の
表
題
に
従

っ
て
、
上
の
よ
う
に
稽
す
る
こ
と
と
す
る
〉
の
質
態
と
本
質
の
究
明
に
努
め
て

き
た
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
著
者
の
研
究
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
朝
鮮
翠
報
」
を
中
心
に
護
表
さ
れ
た
既
往
の
諸
論
考
を
増
補
し
、
改

訂
し
て
牧
録
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
書
下
ろ
し
た
論
考
を
も
加
え
て
、
健
系

化
が
な
さ
れ
て
お
り
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
構
成
を
有
し
て
い
る
。

序第
一
章
壬
辰
・
丁
酉
役
に
お
け
る
被
揚
朝
鮮
人
の
刷
迭
問
題
に
つ
い
て

|
|
朝
鮮
史
料
に
よ
る
l
|。

著

第
二
章
文
様

・
慶
長
役
に
お
け
る
被
撹
朝
鮮
人
の
遺
聞
に
つ
い
て

第
三
章
「
錦
渓
日
記
」
稗
認

第
四
章
慶
長
丁
酉
の
役
、
被
捌
泉
人
聞
の
雅
遊
に
つ
い
て

第
五
章
壬
辰
・
丁
酉
役
に
お
け
る
謂
ゆ
る
「
降
倭
」
に
つ
い
て

第
六
章
僧
慶
念
「
朝
鮮
日
々
記
」

第
七
章
秀
吉
の
朝
鮮
役
に
従
軍
し
た
一
白
木
惜
の
戦
争
観
に
つ
い
て

第
八
章
蹄
化
路
師
泉
大
官
と
そ
の
系
譜
||
附
朝
鮮
信
使
迎
接
日
記
に

つ
い
て
|
|

第
九
章
被
扮
人
資
料
探
訪
記

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
本
書
の
中
で
、
各
章
の
記
事
(
い
ず
れ
も
個
別
論
文
の

形
を
と
っ
て
い
る
〉
の
原
所
在
を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
文
献
検
索
と
い
う
黙
で

や
や
不
便
を
感
じ
る
が
、
判
明
す
る
も
の
を
示
す
と
次
の
如
く
な
る
。
第
一
章

|
|
「
朝
鮮
印
字
報
」

二
九
、
三
三
、
三
四
(
一
九
六
三
、
六
四
、
六
五
)
。
第
二

章
|
|
「
向
上
」
四
四
、
四
九
(
一
九
六
七
、
六
八
)
。
第
四
章
|
|
「
同
上
」

七
一
(
一
九
七
四
)
。
第
五
章
|
|
「
向
上
」
一
一
一
七
・
三
八
合
(
一
九
六
六
)
。
第

六
章
|
|
「
向
上
」
三
五
(
一
九
六
五
)
。
第
八
章
|
|
「
向
上
」
四
八
〈
一
九

六
八
。
第
七
章
|
|
「
ノ
l
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
皐
紀
要
」
一
の
一
、
一
九

六
五
〉
。
こ
れ
ら
以
外
の
第
三
章
お
よ
び
第
九
章
は
本
書
の
上
梓
に
際
し
て
新

た
に
書
下
ろ
さ
れ
た
文
章
で
あ
る。
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次
に
、
本
書
の
内
容
の
概
略
を
順
を
逐
っ
て
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
章
で
は
、
ま
ず

「看
羊
録
」
(
萎
抗
〉

・「
月
峯
海
上
録
」
(
鄭
希
得
)
等
被

虜
人
の
記
録
を
中
心
に
し
て
、
嘗
時
の
被
虜
朝
鮮
人
の
状
況
を
概
観
し
、
つ
い
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で
「
海
援
録
」
(
慶
選
〉
・
「
東
援
上
目
録
」
(
呉
允
講
師
)
・
「
東
援
録
」
(
萎
弘
重
)

な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
朝
鮮
側
使
節
の
記
録
に
依
錬
し
て
、
宣
粗
末
年
(
一
七

世
紀
初
め
〉
か
ら
仁
組
中
期
(
間
前
中
ナ
)
に
至
る
被
虜
人
刷
還
問
題
に
つ
い
て

詳
述
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
諸
記
録
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
嘗
時
の

被
虜
朝
鮮
人
の
数
量
と
分
布
、
受
け
て
い
た
慮
遇
、
日
本
観
な
ど
の
貼
に
つ
い

て
も
論
及
し
て
い
る
。

被
虜
朝
鮮
人
の
中
に
は
、
自
ら
脱
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
日
本
側
と
の
刷
還

交
渉
に
よ
る
な
ど
し
て
腕
園
し
た
者
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
日
本
に
そ
の
ま
ま

留
ま
っ
て
、
そ
の
祉
曾
・
文
化
に
融
合
し
た
。
第
二
章
で
は
、
そ
う
し
た
人
々

の
問
題
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
前
半
部
で
は
、
島
津
藩
の
特
別
な
保
護
を
受
け

て
、
集
園
的
に
陶
磁
器
製
造
に
従
事
し
、
長
く
朝
鮮
濁
自
の
風
俗
を
保
持
し
た

苗
代
川
の
人
々
の
歴
史
的
推
移
と
役
割
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
後
宇
部
で

は
、
比
較
的
早
い
時
期
に
日
本
一
駐
舎
に
同
化
・
融
合
し
た
人
々
の
例
と
し
て
、

四
人
の
傍
借
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
彼
ら
の
事
績
が
記
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章
で
は
、
慶
長
の
役
で
捕
虜
と
な
り
、
日
本
に
迭
ら
れ
て
い
た
が
、
折

よ
く
日
本
に
源
遣
さ
れ
て
き
て
い
た
明
使
の
援
助
を
得
て
、
自
力
で
脱
出
し
、

明
を
経
由
し
て
節
園
し
た
魯
認
の
日
記
「
錦
渓
日
記
」
に
関
し
て
、
原
本
に
依

接
し
て
訓
貼
を
施
し
、
詳
細
な
校
訂
と
註
懇
を
行
な
い
、
さ
ら
に
原
文
の
大
意

を
と
っ
た
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

次
の
第
四
掌
は
、
い
ず
れ
も
慶
長
の
役
に
捕
虜
と
な
り
、
日
本
に
伴
わ
れ
て

来
て
い
た
羨
洗
・
鄭
希
得
・
魯
認
の
三
人
が
、
日
本
滞
在
中
に
主
と
し
て
詩
文

に
よ
っ
て
相
互
に
連
絡
を
と
り
、
自
己
の
胸
中
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
を
、
彼

ら
の
文
集
と
か
日
記
な
ど
に
枚
録
さ
れ
て
い
る
各
種
の
文
章
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
し
、
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
を
通
し
て
彼
ら
の
日
本
で
の
被
虜
生
活
の
賓
情
を
も

窺
お
う
と
試
み
て
い
る
。

文
糠
・
慶
長
の
役
の
被
虜
人
は
決
し
て
侵
略
を
被
む
り
、
殿
場
と
な
っ
た
朝

鮮
の
人
々
に
限
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
侵
略
者
と
し
て
の
日
本
人
も
ま
た
多
く

の
者
が
捕
虜
と
な
っ
た
り
、
時
に
は
各
種
の
事
情
か
ら
投
降
し
た
り
L
た
。
第

五
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
降
倭
は
そ
れ
に
嘗
る
。
同
章
で
は
、
「
李
朝
貫

録
」
を
中
心
に
、
こ
の
降
倭
の
愛
生
欣
況
と
か
庭
過
に
つ
い
て
考
察
し
、
文
様

・
慶
長
の
役
の
推
移
に
伴
っ
て
降
倭
が
い
か
な
る
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
、
ま

た
彼
ら
が
戦
役
途
行
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
か
等
の
貼
に
つ
い
て
晦
制
御
し
て

い
る
。第

六
章
で
は
、
慶
長
の
役
に
、
九
州
臼
杵
城
主
太
田
飛
騨
守

一
吉
の
側
近
と

し
て
従
軍
し
、
戦
争
の
賓
際
を
見
聞
し
た
日
本
人
僧
侶
慶
念
の
日
記
「
朝
鮮
日

夕
記
」
の
緯
認
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
草
稿
本
に
依
鍛
し
な
が
ら
、
酬
明
篤
本
と

校
合
し
、
詳
細
な
註
を
施
し
た
上
、
さ
ら
に
、

草
稿
本
と
柏
崎
篤
本
の
閥
係
、
著

者
慶
念
の
経
歴
、
日
記
中
に
示
さ
れ
た
彼
の
思
想
等
を
中
心
と
し
た
解
説
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。
第
七
章
は
、
こ
の
「
朝
鮮
日
々
記
」
に
み
ら
れ
る
、
著
者
慶

念
の
戟
宇
視
に
つ
い
て
改
め
て
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
慶
念
の
同
日
記
は
、

九
ヶ
月
に
及
ぶ
彼
の
従
軍
中
の
見
聞
を
約
三
四

O
首
の
和
歌
に
一
詠
み
、
そ
れ
ぞ

れ
に
詞
書
を
付
け
る
形
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
藤
氏
は
、
慶
念
が
武
功
に
閲

し
て
は
一
切
鯛
れ
ず
、
む
し
ろ
戟
争
の
悲
惨
さ
と
空
し
さ
を
率
直
に
述
懐
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
日
記
の
も
つ
債
値
の
重
大
さ
を
指
摘
し
て
い

る。
第
八
章
は
、
ほ
か
の
諮
章
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文

旅
・
慶
長
の
役
の
被
虜
人
と
し
て
で
は
な
く
、
一
六
世
紀
前
学
に
恐
ら
く
朝
鮮

か
ら
出
雲
地
方
に
渡
来
し
、
醤
術
に
よ
っ
て
重
ん
ぜ
ら
れ
、
の
ち
に
小
泉
と
改

姓
し
た
泉
大
宮
と
い
う
人
物
お
よ
び
そ
の
子
孫
の
事
績
を
、
小
泉
家
所
蔵
の
文

書
を
中
心
に
記
述
し
て
い
る
。
小
泉
氏
は
の
ち
に
周
防
の
上
闘
に
移
居
し
た

-137ー
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が
、
同
地
は
瀬
戸
内
海
航
路
の
要
衝
で
、
江
戸
時
代
の
朝
鮮
使
館
も
必
ず
こ
こ

を
経
由
し
て
い
る
。
小
泉
家
の
文
書
中
に
は
、
同
地
で
の
朝
鮮
使
節
臨
応
援
に
闘

す
る
記
録
も
含
ま
れ
て
お
り
、

著
者
は
、
そ
れ
ら
に
依
接
し
て
、
上
闘
で
の
朝

鮮
使
節
渡
来
時
の
萩
藩
の
接
待
の
扶
況
お
よ
び
そ
の
際
の
小
泉
氏
の
留
者
と
し

て
の
活
動
等
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。

最
後
の
第
九
章
は
、
著
者
が
被
虜
人
の
研
究
を
す
る
に
償
っ
て
、
九
州
・
四

園
・
中
園
・
近
畿
の
各
地
で
行
っ
た
賞
地
調
査
と
資
料
蒐
集
の
記
録
で
あ
る
。

各
地
域
ご
と
に
調
査
の
内
容
、
蒐
集
し
た
資
料
と
そ
れ
に
よ
り
判
明
し
た
事
賞

等
に

つ
い
て
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
首
尾
一
貫
し
た
論
文
の
徳
裁
は
な
し
て

い
な
い
が
、
取
扱
わ
れ
て
い
る
主
要
封
象
は
、
日
本
一
位
曾
に
同
化
し
融
合
し
た

一
般
被
虜
人
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
第
二
章
と
相
互
補
完
的
関
係
に
あ
る
文
章
と

い
え
る
。

以
上
簡
単
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
本
書
で
は
、
文
疎
・
慶
長
の
役
の
被
虜
人

に
閥
し
て
、
大
き
く
分
け
る
と
、
日
本
側
に
捕
え
ら
れ
た
朝
鮮
人
の
刷
還
、
日

本
に
永
住
・
同
化
し
た
被
虜
朝
鮮
人
の
状
況
、
朝
鮮
側
に
捕
虜
と
な
っ
た
日
本

人
の
動
向
、
四
国
該
問
題
に
闘
す
る
重
要
史
料
の
紹
介
と
務
調
等
四
つ
の
問
題
が

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

最
初
の
被
虜
朝
鮮
人
の
刷
還
問
題
に
つ
い
て
は
、
被
虜
人
自
身
、
あ
る
い
は

刷
還
交
渉
使
等
の
記
録
に
依
援
し
て
、
賓
設
的
か
っ
具
鰻
的
な
記
述
が
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
被
虜
朝
鮮
人
の
刷
還
問
題
が
、
戦
役
後
の
日
朝
雨
園
の

圏
交
再
開
の
重
要
契
機
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
園
交
の
維
持
・
活
滋
化
に

も
常
に
口
賓
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
刷
還
交
渉
そ
の
も
の
の
綴
過

が
克
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
戦
容
の
過
程
で
捕
虜
と
な
る
こ

と
の
悲
惨
な
状
況
、
日
本
に
連
行
さ
れ
て
以
後
の
被
爆
朝
鮮
人
の
貨
情
な
ど
に

つ
い
て
も
随
所
で
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
闘
す
る
詳
し
い

研
究
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
と
く
に
、
二
、
三
認
に
及
ぶ
多
数
の

朝
鮮
被
虜
人
が
運
行
さ
れ
た
の
は
、
主
と
し
て
、
戟
役
に
多
く
の
百
姓
・
地
下

人
が
動
員
さ
れ
て
生
じ
た
日
本
圏
内
の
労
働
力
不
足
の
補
給
の
た
め
で
、
彼
ら

の
多
く
は
奴
僕
と
し
て
使
役
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
努
働
力
不
足
の
補

墳
の
手
段
と
し
て
、
日
本
各
地
か
ら
人
買
い
商
人
が
入
り
こ
ん
で
、
朝
鮮
人
の

強
制
的
掠
取
も
行
っ
て
い
た
こ
と
、
刷
還
交
渉
の
進
展
に
よ
っ
て
、
蹄
閣
の
途

が
開
か
れ
な
が
ら
、
賞
際
に
は
蹄
園
希
望
者
が
意
外
に
少
な
く
、
刷
還
事
業
は

充
分
進
捗
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
躍
に
日
本
側
の
態
度
が
不

誠
貫
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
戦
宇
後
二
、
三

O
年
を
経
過
す
る
中
で
、

主
人
で
あ
る
日
本
人
に
糾
問
す
る
恩
義
か
ら
、
あ
る
い
は
日
本
人
と
結
婚
し
て
子

や
孫
を
設
け
る
ま
で
に
日
本
に
土
着
・
安
住
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
日
本
人
の
配

偶
者
や
子
孫
に
心
を
引
か
れ
た
り
な
ど
し
て
、
た
と
え
蹄
園
の
意士心
を
も
っ
た

と
し
て
も
、
結
局
餓
園
を
思
い
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
者
が
多
か
っ
た
こ

と
、
一
方
、
刷
還
の
取
決
め
に
基
づ

い
て
蹄
園
し
た
と
し
て
も
、
本
図
に
お
い

て
は
、
政
府
の
受
入
れ
方
針
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
冷
遇
さ
れ
、
忽
ち
に
し
て

衣
食
に
窮
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
本
圏
で
の
苛
酷
な
鹿
沼
に

闘
す
る
噂
が
陣
固
ま
っ
て
、
鋳
園
を
波
る
者
も
み
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
貼
は
被
虜
人
の
境
遇
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
被
虜
人
を

生
ん
だ
文
様
・
慶
長
の
役
そ
の
も
の
な
ど
の
悲
惨
さ
を
積
む
者
に
改
め
て
思
い

知
ら
せ
て
く
れ
る
。

二
番
目
の
日
本
に
同
化
・
融
合
し
た
朝
鮮
人
被
虜
人
の
問
題
に
関
し
て
は
、

薩
僚
の
商
代
川
を
は
じ
め
と
す
る
九
州
あ
る
い
は
中
圏
各
地
の
陶
磁
縛
製
造
、

儒
恩
や
併
教
な
ど
の
撃
問
・
宗
敬
、
踏
術
、
さ
ら
に
は
政
治
等
の
各
種
の
分
野
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に
お
け
る
彼
ら
の
活
動
ぶ
り
が
具
種
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

朝
鮮
人
被
虜
者
が
嘗
時
の
日
本
の
文
化
・
吐
曾
・
政
治
等
の
後
展
に
大
き
な
寄

奥
を
し
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
第
九
掌
の
被
揚
人
資
料
探
訪
記
に
は
、
著
者
が

各
地
で
新
た
に
護
掘
し
な
が
ら
、
ま
だ
研
究
論
文
と
し
て
ま
と
め
る
に
は
至
っ

て
い
な
い
多
く
の
被
虜
人
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

諸
事
例
の
研
究
を

一
層
深
化
・
後
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
永
住

・

同
化
し
た
被
虜
朝
鮮
人
の
質
態
と
か
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
今
後
さ
ら
に
究
明

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
黙
を
期
待
し
た
い
。
と
く

に
、
本
書
で
著
者
が
主
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
、
大
名
の
保
護
下
に
集
圏
的

に
固
有
の
風
俗
・
習
慣
を
保
持
し
得
た
人
々
と
か
知
識
階
層
に
腐
す
る
人
々
一
等

比
較
的
恵
ま
れ
た
立
場
に
あ
っ
た
者
た
ち
以
外
の
、
文
字
通
り
日
本
の
市
井
の

片
隅
に
埋
も
れ
て
過
し
た
一
般
被
虜
人
の
質
態
や
役
割
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
。

三
番
目
の
い
わ
ゆ
る
降
倭
に
つ
い
て
は
、
従
来
断
片
的
な
研
究
は
あ
っ
た

が、

「李
朝
質
録
」
等
朝
鮮
側
史
料
に
よ
っ

て、

戟
局
の
推
移
全
慢
の
中
で
、

降
倭
の
議
生
紋
況
の
愛
化
、
降
倭
愛
生
の
事
情
、
降
倭
に
針
す
る
魔
遇
と
彼
ら

の
果
し
た
役
割
等
に
つ
い
て
考
察
し
、
い
わ
ば
文
様

・
慶
長
の
役
に
お
け
る
降

倭
の
全
鱒
像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
本
書
が
最
初
と
い
え
る
。
す
な

わ
ち
、
木
書
で
は
、
激
し
い
戟
闘
が
展
開
さ
れ
た
戟
役
の
初
期
と
末
期
に
は
降

倭
の
数
は
少
く
、
し
か
も
斬
殺
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
戦
況
の
謬
着
化

と
と
も
に
降
倭
の
数
も
増
大
し
、
朝
鮮
側
で
も
、
彼
ら
の
保
有
す
る
特
殊
技
術

を
践
嗣
に
利
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
ス
パ
イ
的
役
割
を
果
さ
せ
る
な

ど、

降
倭
を
積
権
的
に
利
用
す
る
方
針
を
と
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
詳

述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
降
倭
増
大
の
理
由
と
し
て
、
戟
容
の
長
期
化
・

穆
着
化
と
と
も
に
、
日
本
軍
将
士
の
聞
に
厭
戟
気
分
の
繍
大
、

加
え
て
食
糧
不

足
の
深
刻
化
が
み
ら
れ
、
そ
の
結
果
逃
降
者
が
績
出
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
掌

げ
、
さ
ら
に
、
萎
洗
の
看
羊
録
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
に
出
兵
し
た
日
本
軍
兵
士
た

ち
が
、
自
分
ら
の
置
か
れ
た
現
吠
に
比
較
し
て
、
「
朝
鮮
は
誠
に
幾
図
な
り
。

日
本
は
誠
に
陥
園
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
の
鮎
は
、
文
様

・
慶
長
の
役
の

一
つ
の
側
面

|
1そ
れ
に
動
員
さ
れ
た
日
本

の
民
衆
の
意
識
や
動
向
ー
ー
を
鋭
く
呈
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

最
後
の
重
要
史
料
の
紹
介
と
稗
讃
は
、
上
記
の
如
く
、
「
錦
渓
日
記
」
と

「朝
鮮
日
々
記
」
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
流
布
本
な
ど
で
は

な
く
て
、
原
本
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
他
木
と
の
校
合
お
よ
び
稗
讃
を
行
い
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
内
容
に
閥
す
る
詳
細
な
紹
介
・
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
と
く
に
重
要
な
の
は
「
朝
鮮
日
々
記
」
の
稗
讃
と
分
析
で
あ
る
。
前
述

の
よ
う
に
、
同
警
は
慶
長
の
役
に
大
名
の
侍
眼
目
と
し
て
従
軍
し
た
例
措
同
慶
念
の

日
記
で
、
日
々
の
見
聞
を
詠
ん
だ
和
歌
と
詞
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
戦
功
の
誇
示
な
ど
で
は
な

く
、
む
し
ろ
こ
の
戦
役
の
悲
惨
さ
と
朝
鮮
民
衆
の
被
っ
た
苦
難
、
動
員
さ
れ
た

日
本
人
兵
士
や
人
夫
等
に
み
ら
れ
る
不
卒
不
満
、
厭
戟
気
分
、
鋳
園
を
希
求
す

る
気
持
な
ど
が
具
情
的
に
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
慶
念
自
身

の
戟
争
を
厭
い
、
卒
和
を
祈
念
す
る
考
え
方
が
随
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。
要
す

る
に
、
こ
の
「
朝
鮮
日
々
記
」
は
、
文
政

・
慶
長
の
役
に
お
け
る
日
朝
雨
園
民

衆
の
動
向
、
と
り
わ
け
日
本
の
民
衆
の
そ
れ
を
究
明
す
る
た
め
の
重
要
な
史
料

だ
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
著
者
は
明
快
に
指
摘
し
て
い
る
。
同
日

記
を
は
じ
め
と
し
て
、
本
書
で
著
者
が
稗
讃

・
分
析
な
い
し
紹
介
を
し
て
い
る

新
し
い
史
料
類
は、

今
後
の
同
戦
役
の
賓
態
の
究
明
に
大
き
く
寄
興
し
て
い
く

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
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四

文
蔽
・
慶
長
の
役
じ
闘
し
て
は
、
戦
役
そ
の
も
の
の
推
移
、
そ
の
歴
史
的
意

義
、
日
本

・
朝
鮮
・
明
三
園
そ
れ
ぞ
れ
の
主
健
的
燦
件
等
を
は
じ
め
と
し
て
、

多
方
面
か
ら
の
解
明
が
必
要
で
あ
り
、
質
際
そ
の
よ
う
な
形
で
従
来
研
究
が
進

め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
内
藤
氏
は
、
は
じ
め
て
被
虜
人
の
問
題
を

本
格
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
究
明
を
通
し
て
、
侵
略
を
被
っ
た
朝
鮮
民
衆
の
苦

し
み
を
悶
明
に
浮
彫
り
に
す
る
と
同
時
に
、

侵
略
者
と
し
て
の
日
本
民
衆
の
側

に
も
、
こ
の
戦
役
に
射
す
る
強
い
不
満
と
批
判
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
従
来
、

と
か
く
文
様

・
慶
長
の
役
を
、
日
本
史
の
問
題
と
し
て
、

ま
た
表
面
的
な
政
治
の
動
向
を
中
心
に
し
て
追
求
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に

針
し
て
、
著
者
は
朝
鮮
人
の
立
場
、
民
衆
の
立
場
に
覗
貼
を
据
え
て
、
い
わ
ば

裏
面
史
に
光
を
笛
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
役
す
な
わ
ち
息
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵

略
の
寅
態

・
本
質
等
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
貼
に
若
者
の
研

究
の
獄
自
性
と
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
も
、

著
者
は
す
べ
て
の
問
題
に
関
し
て
、
百
六
鱒
的
史
料
を
博
捜
し
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
立
論
を
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
書
の
記
述
は
非
常
に
客
観
的

な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
事
質
が
坦
々
と
客
観
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け

「東
洋
史
研
究
」
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に
、
そ
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
同
戦
役
の
悲
惨
さ
、
朝
鮮

・
日
本
商
圏

民
衆
の
苦
し
み
な
ど
が
讃
む
者
に
一
一
層
強
く
訴
え
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
是
非
は
別
と
し
て
、
近
年
朝
鮮、

と
り
わ
け
南
朝
鮮
と
の
人
的
交
流

が
進
み
、
そ
の
中
で
、
段
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
が
朝
鮮
人
の
針
日
感
情
の
重
要

な
基
礎
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、

日

本
人
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
現
象
に
封
し
て
、
軍
な
る
感
情
的
な
も
の
と
み
な

し
て
針
隠
す
る
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
に
射
し
て
、
木
書
は
、
思
臣
秀
吉
の
朝
鮮

侵
略
が
、
馴
制
品
苧
時
に
莫
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
日

朝
間
開
係
の
出
登
鮎
を
な
し
、
山
市
に
そ
の
上
に
大
き
な
影
を
お
と
し
て
い
た
こ
と

を
質
詮
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
役
が
朝
鮮
人
の
封
日
感
情
の

重
要
な
側
面
を
な
し
て
い
る
の
に
は
相
際
の
歴
史
的
根
援
の
あ
る
こ
と
を
讃
む

者
に
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
本
書
は
、
現
在
我
々

が
朝
鮮
あ
る
い
は
朝
鮮
民
族
と
い
か
に
闘
っ
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
て

い
く
上
で
の
、
多
く
の
反
省
材
料
と
有
盆
な
示
唆
を
奥
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と

も
い
え
る
。

以
上
、
不
充
分
な
が
ら
、
本
書
の
紹
介
を
も
粂
ね
た
書
評
を
行
っ
て
き
た
。

終
り
に
、
著
者
の
今
後
の
健
康
と

一
一
層
の
研
究
の
進
展
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。

(
北
村
秀
人
)
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