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本
書
は
編
者
の
一
人
で
あ
る
楓
山
明
氏
が
主
催
す
る
研
究
舎
の
メ
ン
バ
ー

に
よ
る
論
文
集
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
舎
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
楓
山

氏
の
前
言
に
詳
し
い
が
、
主
に
閥
束
に
て
簡
積
史
料
を
精
力
的
に
讃
み
、
詳

(
1
)
 

注
を
次
々
と
設
表
し
て
き
た
研
究
舎
が
設
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
色

と
し
て
、
筒
慣
の
分
類
・
形
朕
や
出
土
位
置
に
封
す
る
意
識
が
非
常
に
高
い

よ
う
に
許
者
に
は
思
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
、
個

別
の
研
究
論
文
集
と
し
て
愛
表
さ
れ
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ
た
「
文
献
と
遺
物
の
境
界
」
や
「
筒
照
史

料
の
生
態
的
研
究
」
と
い
っ
た
語
は
、
こ
と
さ
ら
日
を
引
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
籾
山
氏
の
意
園
は
「
序
論
|
|
山
土
筒
臆
史
料
の
生
態

的
研
究
に
向
け
て
|
|
」
に
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ふ
た
つ
の
語
は
、
籾
山
氏
が
抱
い
て
き
た
従
来
の
中
岡
筒
臆
撃
に
針

す
る
批
判
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
。
ひ
と
つ
は
、
筒
臆
の
形
態
に
釘
す
る

検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
筒
臆
の
形
態
と
機
能
が
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
刻
歯
筒
初
探

|
|
漠
筒
形
態
論
の
た
め
に
|
|
」
(
「
木
簡
研
究
」
第
ム
七
披
、
一
九
九

五
)
に
で
中
園
木
筒
形
態
論
の
先
鞭
を
著
け
た
氏
の
問
題
音
山
識
は
、
一
五
年

を
経
た
今
な
お
縫
績
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
筒
勝
、
の
動
き

に
針
す
る
認
識
が
飲
落
し
て
い
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
記
載
内
容
を
追
う
の
に

急
で
、
作
成
・
移
動
・
保
管
・
再
利
則
・
廃
棄
と
い
う
動
態
的
側
面
の
研
究

は
等
閑
に
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
出
土
地
貼
・
出
土
欣
態
に
到
す
る
配

慮
が
扶
け
て
い
た
、
と
氏
は
批
判
す
る
。
強
調
す
る
の
は
、
筒
謄
史
料
を
ま

ず
考
古
撃
遺
物
と
し
て
扱
う
、
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
筒
謄
と

は
多
様
な
形
態
を
持
ち
、
動
き
、
生
成
・
消
滅
す
る
動
的
な
史
料
で
あ
る
、

と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
「
文
献
と
遺
物
の
境
界
」
と
い
う
題
は
、

白
か
黒
と
い
っ
た
境
界
を
表
し
た
も
の
で
は
な
く
、
簡
臆
史
料
の
持
つ
考
古

資
料
と
し
て
の
側
同
と
文
字
資
料
と
い
う
側
面
の
、
ふ
た
つ
の
属
性
の
振
幅

を
表
し
た
も
の
と
言
、
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

籾
山
氏
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
簡
臆
を
生
物
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
一
生
を
理

解
し
ょ
、
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
シ
フ

7
1
の
モ
デ
リ
ン
グ

を
援
用
し
、
筒
臆
史
料
の
機
能
脈
絡
、
つ
ま
り
制
作
・
使
用
・
移
動
・
保

管
・
再
利
川
市
と
い
っ
た
段
階
を
把
握
し
た
う
え
で
、
そ
の
段
階
と
、
筒
臆
史

料
の
関
係
を
理
解
す
る
、
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
。
「
童
日
刊
の
は
た
ら
き

を
決
定
す
る
の
は
、
書
面
白
樫
の
属
性
で
は
な
く
、
他
の
書
面
や
置
か
れ
た

環
境
な
ど
と
の
関
係
で
あ
る
(
六
四
頁
)
」
と
の
指
摘
は
極
め
て
根
源
的
な

問
題
で
、
同
じ
圭
目
而
で
も
辿
る
過
程
や
段
階
に
よ
っ
て
書
面
の
性
格
は
刻
々

と
婆
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
に
他
な
ら
な
い
。
段
階
を
個
別
に
検
討
す
る

の
で
は
な
く
、
一
連
の
つ
な
が
り
と
し
て
そ
の
有
矯
轄
婆
を
把
握
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
筒
臆
の
も
つ
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
閥
連
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
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と
、
こ
こ
に
「
生
態
的
研
究
」
と
銘
打
っ
た
ね
ら
い
が
あ
る
と
言
う
。

筒
照
史
料
を
扱
う
上
で
、
文
ハ
子
情
報
、
す
な
わ
ち
「
テ
ク
ス
ト
情
報
」
の

み
着
目
す
る
こ
と
を
誠
め
、
筒
陪
帽
を
総
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
、
「
テ
ク
ス

ト
以
外
の
情
報
」
を
讃
み
込
み
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
情
報
と
ど
の
よ
う
に
つ

き
あ
わ
せ
て
い
く
の
か
、
が
簡
積
阻
字
の
要
黙
と
な
る
と
評
者
は
理
解
し
た
。

本
書
に
牧
め
ら
れ
た
各
論
文
は
、
必
ず
し
も
筒
臆
の
形
態
ば
か
り
を
取
り
上

げ
た
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
ふ
た
つ
の
閥
係
に
つ
い
て

掘
り
下
げ
、
あ
る
い
は
関
係
の
愛
遷
・
過
程
を
解
き
明
か
す
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
、
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
は
研
究
篇
の
論
文
か
ら
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
各
論
の
位

置
づ
け
、
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
序
論
に
て
籾
山
氏
が
要
を
得
た
解
説

を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
改
め
て
ま
と
め
直
す
の
も
無
駄
か
も
知
れ
な
い
の

だ
が
、
評
者
な
り
の
要
約
と
思
う
と
こ
ろ
を
附
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
筒
臆
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
ふ
た
り
の
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
に
よ
る
二
篇
。

李
均
明
氏
に
よ
る
「
筒
臆
文
書
の
種
類
と
遺
汁
一
諮
要
素
の
関
係
」
o

こ
こ
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
テ
ク
ス
ト
情
報
以
外
」
の
情
報
と
は
、
出
土
し
た

遺
跡
と
い
う
位
置
情
報
で
あ
る
。
出
土
簡
臆
の
種
別
は
、
出
十
-
し
た
遺
跡
の

種
別
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
、
と
す
る
の
は
、
一
見
首
然
の
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
遺
跡
の
比
定
は
、
結
局
出
土
筒
臆
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
出
土
筒
臆
の
正
確
な
整
理
・
分
類
が
遺
跡
比
定

に
い
か
に
重
大
な
も
の
か
は
向
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
遺
跡
の
種
別
と
出

土
筒
慣
の
関
係
に
つ
い
て
焦
黙
を
絞
り
、
論
じ
ら
れ
る
。

扱
わ
れ
る
遺
跡
は
五
つ
。
大
量
の
筒
臆
が
溌
見
さ
れ
、
遺
跡
の
性
格
が
明

確
な
里
耶
遺
跡
、
甲
渠
候
官
遺
跡
、
肩
水
金
闘
遺
跡
、
懸
泉
置
遺
跡
、
走
馬

棲
遺
跡
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
遺
跡
の
差
異
が
文
書
の
差
異
と
し
て
ど
の
よ
う

に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
五
つ
の
遺
跡
の
う
ち
、
い
く
つ
か
の
分

類
を
設
定
し
、
房
屋
城
垣
遺
跡
と
井
害
遺
跡
の
遣
い
、
官
署
の
等
級
の
差
異
、

特
に
、
金
闘
と
懸
泉
置
出
土
の
「
停
」
の
差
異
が
、
ど
の
よ
う
に
簡
臆
に
現

れ
る
の
か
を
例
示
す
る
。
そ
の
中
に
は
、
遺
跡
の
時
代
差
・
署
名
の
差
異
も

検
討
の
封
象
と
な
る
。

さ
ら
に
は
遺
跡
の
性
質
を
確
定
し
う
る
文
書
と
し
て
、
肩
水
金
闘
・
懸
泉

置
出
土
の
封
検
と
、
里
耶
出
土
の
往
来
文
書
の
例
を
翠
げ
る
。
ま
た
筒
臆
の

数
量
が
増
加
し
た
分
、
比
定
の
正
確
さ
が
増
し
た
例
と
し
て
、
走
馬
楼
遺
跡

山
川
土
の
簿
籍
群
を
奉
げ
、
走
馬
棲
遺
跡
は
臨
湘
侯
相
府
内
に
位
置
し
て
い
た

も
の
と
す
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
文
書
の
種
別
と
遺
跡
の
種
別
の
相
閥
、
筒

臆
と
出
土
位
置
情
報
と
の
相
闘
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
論
文

で
あ
る
。
特
定
の
筒
臆
群
の
み
に
釘
象
を
絞
る
の
で
は
な
く
、
戦
闘
楚
筒
か

ら
三
岡
呉
筒
ま
で
、
筒
謄
史
料
全
慨
に
釘
す
る
目
配
り
が
放
い
た
概
説
は
、

筒
臆
研
究
が
時
代
・
地
域
ご
と
に
個
別
細
分
化
さ
れ
た
現
状
を
考
え
れ
ば
、

ま
こ
と
に
有
り
難
い
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
結
論
を
ふ
ま
え
、
遺
跡
比
定
の
困

難
さ
が
件
、
つ
例
に
は
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
改
め
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

耶
義
田
氏
の
大
論
「
漢
代
簡
塘
文
書
に
お
け
る
正
本
・
副
本
・
草
稿
と
署

名
の
問
題
」
は
、
懸
案
と
な
っ
て
い
た
、
筒
臆
に
別
筆
で
書
か
れ
て
い
る
署

名
、
あ
る
い
は
空
格
が
あ
っ
て
署
名
が
な
い
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
解
稗
す

る
か
と
言
う
問
題
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
重
厚
長
大
、
簡
単
に
要
約
す
る
。
居
延
筒
に
み
ら
れ
る
署
名
は

長
官
の
自
署
で
あ
る
と
す
る
大
庭
倫
氏
の
説
に
封
し
、
邪
氏
は
、
著
名
の
す

べ
て
は
長
官
の
も
の
で
は
な
く
、
層
明
吏
が
代
行
し
た
も
の
が
あ
り
、
場
合
に
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よ
っ
て
は
指
不
を
書
き
加
え
た
の
も
属
史
で
あ
る
と
い
う
。
文
書
の
放
力
を

権
保
す
る
の
は
署
名
で
は
な
く
印
で
あ
る
か
ら
だ
。
耶
氏
は
筆
跡
鑑
定
を
行

い
甲
渠
郭
侯
獲
の
著
名
に
二
粧
類
の
筆
跡
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
、
そ
の
う
ち

ひ
と
つ
は
尉
史
の
某
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
、
選
境
組
織

に
お
け
る
文
書
の
や
り
と
り
は
ル

l
テ
ィ
ー
ン
化
し
て
お
り
、
こ
う
し
た

ル
|
テ
ィ
ー
ン
化
し
た
文
書
の
中
に
は
長
官
で
は
な
く
、
開
局
吏
が
署
名
し
た

も
の
が
多
く
合
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
。
そ
の
う
え
で
邪
氏
は
、
日
附
や

署
名
が
空
欄
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
保
存
用
の
底
本
も
し
く
は
副
本
だ
け

で
は
な
く
、
護
送
待
ち
の
正
本
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

次
に
邪
氏
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
副
本
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
正
本
で
は
な
い
も
の
に
は
草
稿
・
定
稿
・
副
本
・
底
本
が
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
副
本
を
考
え
る
上
で
、
郎
氏
は
漢
代
の
字
義
を
援
用
し
、
特
需
複

製
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
「
副
」
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
成
本
・
副
本
と
さ

れ
る
た
め
に
保
存
さ
れ
る
「
副
」
が
あ
る
一
方
、
場
合
に
よ
っ
て
は
護
送
さ

れ
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
副
」
の
な
か
で
の
、
副
本

と
草
稿
の
静
別
を
行
い
、
結
呆
草
稿
は
非
常
に
少
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

本
論
文
の
意
義
は
「
副
本
」
の
定
義
に
メ
ス
を
入
れ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
「
副
本
」
と
針
と
な
り
、
何
を
以
て
「
正
本
」
と
み
な
す
の
か
、
と

い
う
問
題
に
直
結
す
る
。
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
多
く
の
論
者
は
、
文
書
と
は

「
愛
信
者
と
受
信
者
が
あ
り
、
移
動
し
た
も
の
」
と
い
う
{
厄
義
に
従
っ
て
い

た
。
ゆ
え
に
甲
渠
候
官
遺
跡
に
て
後
掘
さ
れ
た
甲
渠
郭
候
を
投
信
者
と
す
る

文
書
は
、
移
動
し
な
か
っ
た
文
書
で
あ
り
、
自
動
的
に
「
控
え
」
「
底
本
」

「
下
書
き
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
邪
氏
の
「
副
」
の
字
義
は

張
家
山
漠
律
で
の
字
義
に
邸
し
、
「
複
窮
さ
れ
た
も
の
」
と
解
す
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
移
動
す
る
副
本
」
と
い
っ
た
従
来
の
想
定
か
ら
は
外
れ
た

事
象
が
出
現
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
文
書
研
究
も
そ
の
段
階
ご
と
の
愛
、
痘

を
追
う
研
究
、
す
な
わ
ち
籾
山
氏
の
い
う
生
態
的
研
究
に
踏
み
込
ん
だ
と
も

い
え
る
。
こ
の
楓
角
は
今
後
、
特
に
里
耶
秦
筒
研
究
上
、
重
要
な
音
信
郎
を
持

(
3
)
 

っ
て
く
る
は
ず
で
、
書
面
の
た
ど
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
意
義
を

存
分
に
示
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

書
刊
の
た
ど
る
過
程
を
考
え
る
な
ら
ば
、
次
の
青
木
論
文
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
出
土
位
置
に
書
面
の
性
格
の
差
異
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

今
後
は
そ
れ
を
考
慮
し
た
解
穫
が
今
後
必
要
に
な
っ
て
来
る
だ
ろ
う
。
特
に

司
ωN
に
文
書
の
控
え
と
未
縫
迭
文
書
が
何
故
混
在
し
て
置
か
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
開
司
明
日
N
E
N
1
5印
が
な
ぜ
後
迭
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
は

不
明
(
九
八
頁
)
と
邪
氏
は
す
る
が
、
評
者
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
な
ぜ
文

書
が
後
逸
さ
れ
ず
に
町
い
お
に
留
め
置
か
れ
た
か
、
で
あ
る
。
都
尉
府
か
ら

期
限
つ
き
で
回
答
す
る
よ
う
文
書
が
迭
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
回
答
が
愛

迭
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
文
書
行
政
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す
重
大
事
で

あ
り
、
こ
れ
こ
そ
議
責
の
釘
象
と
な
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
思
う
に
、

何
勺
司
M
M
E
N
-
-
⑦
印
が
簡
略
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
の
は
、
都
尉
府
へ

の
回
答
が
「
該
嘗
者
な
し
」
と
い
う
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
赦
令
に
つ
い
て
の
都
尉
府
と
候
官
の
や
り

と
り
は
、
甲
渠
候
官
が
「
該
嘗
者
な
し
」
と
報
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
件
は
こ
れ
以
上
進
展
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
互
い

の
暗
歎
の

f
解
事
項
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
評
者
は
思
う
。

署
名
の
有
無
は
、
原
則
と
ル

l
テ
ィ
ー
ン
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
規

定
通
り
に
は
行
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
肝
要
な
の
は
、
文
書
の
世

界
の
背
後
に
あ
る
ル

l
テ
ィ
ー
ン
が
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
と
い
う
見
極
め
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
最
も
共
通
理
解
が
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得
に
く
く
、
至
難
の
問
題
な
の
だ
が
。

次
は
、
研
究
舎
の
中
核
を
捨
う
若
手
研
究
者
の
三
篇
。
い
ず
れ
も
膨
大
な

表
に
額
著
な
よ
う
に
、
園
版
と
到
時
し
、
網
羅
的
に
拾
い
上
げ
、
簡
噴
の
作

成
か
ら
廃
棄
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
蹄
納
的
に
追
求
し
よ
う
と
い
う
力
作
が

並
ぶ
。李

均
明
論
文
が
着
目
し
た
木
簡
の
出
土
位
置
情
報
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
活

用
し
た
の
が
青
木
俊
介
「
候
官
に
お
け
る
簿
籍
の
保
存
と
廃
棄
|
|
〉
∞
遺

祉
文
書
庫
・
事
務
匡
劃
出
土
筒
慣
の
朕
況
を
手
が
か
り
に
|
|
」
で
あ
る
。

出
土
地
黙
の
差
異
が
、
ど
の
よ
う
に
筒
臆
の
内
容
・
形
態
の
差
異
に
現
れ
て

い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
欲
作
で
、
着
想
し
取
り
組
ん
だ
黙

は
高
く
許
債
で
き
よ
、
つ
。

議
論
の
中
心
と
な
る
の
は
、
明
白
と
、
場
内
西
部
か
ら
出
土
し
た
文
書

の
比
較
で
あ
る
。
ま
ず
、
明
白
山
土
の
も
の
が
、
部
か
ら
候
官
へ
護
迭
さ

れ
た
文
書
で
は
な
く
、
候
官
作
成
の
文
書
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
明
白

を
文
書
庫
で
あ
っ
た
と
す
る
。
一
方
、
境
内
西
側
出
土
の
筒
臆
は
、
部
燈
な

ど
で
作
成
さ
れ
た
文
書
の
原
本
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
こ
れ
ら
西
側
出
土

の
簡
績
は
、
加
書
と
し
て
復
原
不
可
能
な
こ
と
、
年
代
が
古
い
こ
と
、
脅
書

簡
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
大
量
の
断
簡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
意
園
し
て
保
存
さ

れ
た
文
書
庫
山
土
と
は
匡
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
西
側
鳴
内
は
退
戴

庫
で
あ
っ
た
と
す
る
。

部
燈
か
ら
候
官
へ
迭
ら
れ
た
文
書
は
、
候
官
に
て
新
た
に
文
書
が
作
成
さ

れ
た
段
階
で
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
部
燈
か
ら

候
官
に
途
ら
れ
た
原
文
書
と
、
候
官
か
ら
都
尉
府
へ
愛
逸
さ
れ
る
文
書
と
の

間
に
、
文
書
主
義
の
前
提
に
あ
る
監
察
制
度
を
、
出
土
位
置
の
遣
い
か
ら
見

い
だ
し
た
貼
は
大
き
な
成
果
で
あ
ろ
う
。
層
位
ま
で
判
明
し
て
い
る
懸
泉
置

漢
簡
が
全
て
公
開
さ
れ
た
暁
に
は
、
層
位
・
探
方
の
み
な
ら
ず
簡
の
形
態
・

分
類
・
原
本
と
控
え
の
恒
別
・
紀
年
・
同
有
名
詞
な
ど
の
情
報
を
盛
り
込
ん

だ
の
日
を
組
ん
で
み
る
と
、
簡
噴
の
時
間
的
・
空
間
的
愛
還
が
わ
か
り
や

す
く
な
る
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
邪
論
文
と
の
閥
達
、
す
な
わ
ち
文
書

が
辿
る
段
階
と
、
甲
渠
候
官
の
中
で
の
位
置
の
愛
遷
と
の
閥
連
は
、
こ
れ
か

ら
の
筒
臆
撃
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

籾
山
氏
が
提
唱
す
る
「
木
簡
の
一
生
」
に
つ
い
て
正
面
か
ら
扱
っ
た
の
が
、

高
村
武
幸
「
筒
臆
の
再
利
用
|
|
居
延
漠
簡
を
中
心
に
|
|
」
で
あ
る
。
高

村
氏
の
仕
事
は
、
木
製
品
と
木
簡
史
料
の
静
別
を
形
能
い
か
ら
行
い
、
そ
の
過

程
を
汁
念
に
と
き
ほ
ぐ
そ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

高
村
氏
の
論
で
中
核
と
な
る
の
は
、
木
簡
と
し
て
の
用
途
を
失
い
、
車
な

る
木
製
品
と
な
っ
て
か
ら
ど
う
使
用
さ
れ
る
か
、
を
考
え
た
第
三
節
に
あ
る

だ
ろ
う
。
氏
が
着
目
し
た
の
は
、
先
端
の
み
が
焦
が
さ
れ
た
筒
、
あ
る
い
は

先
端
が
斜
め
に
切
断
さ
れ
た
簡
で
あ
る
。
肘
延
簡
に
占
め
る
こ
れ
ら
の
筒
臆

は
、
膨
大
な
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
墜
倒
さ
れ
る
が
、
か
な
り
の
量
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
誇
木
(
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
)
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
、
と
高
村
氏
は
考
え
る
。
氏
は
慎
重
だ
が
、

や
は
り
こ
う
し
た
等
水
簡
が
多
数
出
土
し
た
叶

g
l印
。
は
ト
イ
レ
粂
ゴ
ミ

捨
て
場
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
風
十
に
あ
た
る
と
い
う
立
地
か
ら
考

え
る
と
無
理
一
な
く
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
無
論
、
例
外
に
つ
い
て
の
目

配
り
も
怠
り
な
く
、
鳩
内
か
ら
出
土
し
た
↓

g
出
土
簡
に
つ
い
て
は
誇
木

の
可
能
性
を
否
定
す
る
。
た
だ
そ
れ
は
誇
木
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
だ
け
で
あ
り
、
誇
木
川
巾
に
加
工
さ
れ
た
段
階
で
鳴
内
に
放
置
さ
れ
た
可
能

性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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さ
ら
な
る
用
例
は
、
他
の
木
製
品
へ
の
韓
用
で
あ
る
。
そ
の
中
で
問
題
と

な
る
の
は
、
木
簡
が
木
製
品
に
縛
用
さ
れ
た
の
か
、
木
製
品
へ
書
寓
さ
れ
た

の
か
、
と
い
う
棒
別
で
あ
る
。
官
官
民
を
見
た
だ
け
で
は
確
信
持
っ
て
判
断
つ

か
な
い
問
題
で
あ
る
た
め
、
木
簡
を
賓
見
し
て
雨
者
を
婦
別
す
る
と
い
う
手

法
を
採
る
。
官
何
回
呉
を
見
た
だ
け
で
は
木
製
品
に
縛
用
さ
れ
た
木
簡
と
思
っ
て

い
た
も
の
の
い
く
つ
か
が
、
賓
際
干
に
取
っ
て
み
る
と
、
木
製
品
に
習
宝
目
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
結
論
は
、
評
者
も
驚
き
で
あ
る
。
木
簡
の
一

生
を
シ
フ
ァ
ー
に
な
ぞ
ら
え
て
モ
デ
ル
化
し
た
チ
ャ
ー
ト
は
、
木
簡
と
木
製

品
の
た
ど
る
有
矯
轄
獲
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

本
論
は
「
書
面
」
以
外
の
簡
臆
史
料
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
虞
域

の
木
製
品
全
般
の
な
か
に
お
け
る
筒
臆
の
位
置
づ
け
を
企
園
し
た
と
い
う
貼

に
お
い
て
、
新
し
い
楓
座
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
氏
も
認
め
る
よ
う
に
、
検
・
券
・
撤
と
い
っ
た
異
な
っ
た
形
状
の

も
の
は
異
な
っ
た
一
生
を
迭
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
出
土
し
た
簡
噴
史
料

が
他
の
用
途
に
再
利
用
さ
れ
た
も
の
か
否
か
を
ど
の
よ
う
に
詩
別
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
な
ど
、
さ
ら
に
賓
見
を
通
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
は
多
い
よ
う
で

丸
町
ヲ
心
。

鈴
木
直
美
「
馬
王
堆
三
披
墓
出
土
簡
に
み
る
遣
策
作
成
過
程
と
甘
的
」
は
、

櫨
(
特
に
葬
櫨
)
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
、
筒
臆
が
ど
う
編
輯
さ
れ
て
い

っ
た
の
か
、
と
い
う
従
来
に
な
い
蹴
黙
か
ら
筒
臆
史
料
を
扱
う
。
馬
王
堆
三

競
墓
出
土
の
遣
策
と
出
土
遺
物
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遣
策
が
リ
ス

ト
と
し
て
作
成
さ
れ
、
編
輯
を
経
、
埋
葬
さ
れ
る
過
程
を
追
跡
し
た
も
の
。

骨
局
員
の
不
鮮
明
さ
、
出
土
状
況
の
悪
さ
、
あ
る
い
は
山
土
位
置
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
遣
策
復
原
の
不
確
貫
性
、
遣
策
内
容
に
針

廃
す
る
出
土
遺
物
の
有
無
と
い
っ
た
不
確
賓
性
を
乗
り
越
え
、
遺
策
の
「
一

生
」
を
明
ら
か
に
し
、
新
た
な
覗
貼
を
切
り
開
い
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
山

来
る
だ
ろ
う
。

鈴
木
論
文
の
主
眼
は
、
元
来
作
成
さ
れ
た
リ
ス
ト
と
し
て
の
遣
策
が
、
ど

の
よ
う
な
過
程
を
経
て
改
編
さ
れ
、
ム
ー
あ
る
遣
策
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
手
が
か
り
と
す
る
の
は
、
簡
に
残
さ
れ
た
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー

ク
や
書
き
入
れ
、
あ
る
い
は
遣
策
筒
本
文
と
小
計
筒
(
竹
簡
で
は
な
く
、
木

臆
で
あ
る
)
と
の
、
あ
る
い
は
記
載
内
容
と
賓
際
の
遺
物
と
の
合
致
あ
る
い

は
髄
離
で
あ
る
。
鈴
木
氏
は
遣
策
本
文
と
小
計
簡
と
の
合
致
は
見
ら
れ
る
が

遺
物
と
の
数
が
合
わ
な
い
も
の
と
、
這
策
と
小
計
筒
と
の
合
致
が
み
ら
れ
な

い
も
の
の
、
チ
ェ
ッ
ク
マ

l
ク
な
ど
か
ら
遣
策
と
副
葬
品
を
釘
照
し
た
形
跡

が
あ
る
も
の
、
と
ふ
た
つ
に
大
別
し
、
遺
策
と
小
計
簡
と
の
作
成
段
階
の
差

異
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
遺
策
は
、
は
じ
め
に
準
備
リ
ス
ト

が
骨
格
を
な
し
て
お
り
、
贈
品
の
中
身
が
確
認
さ
れ
れ
ば
リ
ス
ト
に
附
け
加

え
ら
れ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
時
間
品
リ
ス
ト
と
な
り
、
最
終
的
に
告
地
策
が

加
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
冥
府
宛
の
文
書
と
な
っ
た
、
と
そ
の
愛
遷
を
説
明
す

フ
匂
。

制
約
の
多
い
中
、
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
り
に
分
類
し
(
耶
氏
が
取
り
上
げ

た
永
元
器
物
簿
を
想
起
さ
せ
る
)
、
儀
穫
の
場
に
お
け
る
時
間
差
と
編
纂
過

程
を
讃
み
取
ろ
う
と
し
た
蛤
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
今
後
は
、
鈴
木
氏
の
言

う
よ
う
に
、
さ
ら
な
る
時
間
差
を
筆
跡
な
ど
か
ら
讃
み
取
る
作
業
が
残
っ
て

い
る
。
墓
葬
出
土
筒
研
究
の
新
た
な
展
開
に
期
待
し
た
い
。

99 

佐
藤
信
「
日
本
古
代
文
書
木
簡
の
機
能
と
廃
棄
」
は
、
数
多
く
の
日
本
山

土
木
簡
の
う
ち
、
文
書
木
簡
の
分
類
と
山
川
土
地
・
出
土
吠
況
を
丁
寧
に
紹
介

し
た
も
の
。
評
者
の
よ
う
な
日
本
木
簡
の
門
外
漢
に
と
っ
て
は
非
常
に
有
意
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義
な
論
文
で
あ
る
。
日
本
で
は
用
途
に
よ
っ
て
紙
と
木
簡
の
使
い
分
け
が
行

わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
紙
で
は
な
く
木
簡
が
使
わ
れ
た
理
由
を
扱
う
と
と

も
に
、
文
書
の
差
出
と
宛
所
と
の
閥
係
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
、

廃
棄
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
焦
慰
を
あ
て
る
。

こ
こ
で
の
分
類
は
十
二
種
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
居
延
漢
簡
研
究

に
お
け
る
、
水
田
分
類
を
想
起
さ
せ
、
文
書
行
政
の
共
通
知
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
差
異
も
多
い
。
そ
の
理
由
は
、
恐
ら
く
は
出
土
遺
跡
の
性

格
の
差
異
や
、
紙
文
書
の
有
無
と
い
う
前
提
の
差
違
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
許
者
が
興
味
を
引
か
れ
た
の
は
、
召
文
木
簡
に
通
行
の
保
詮
や
「
食

馬
」
支
給
を
保
詮
す
る
文
言
が
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
過
所
と
な
っ
て
携

帯
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
木
簡
が
使
用
さ
れ
た
必
然
性
を
見
い
だ
す

の
は
説
得
的
で
あ
る
。
ま
た
郡
符
有
文
木
簡
に
、
丁
半
に
三
片
に
切
断
さ
れ

て
廃
棄
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
、
公
文
書
を
確
賓
に
失
殺
さ
せ
'
陵
棄
し
て
い
る

手
法
も
注
目
で
あ
る
。

過
所
に
つ
い
て
い
え
ば
、
居
延
簡
の

E
0・H
簡
が
賓
見
の
結
果
竹
製
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
、
賓
際
に
中
凶
で
は
竹
筒
の
過
所
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

竹
簡
の
存
在
し
な
い
日
本
の
大
賓
令
の
注
に
「
過
所
符
者
、
随
使
用
竹
木
」

と
竹
簡
の
規
定
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
察
す
る
。
筒
塘
を
(
貫
見
す

る
こ
と
が
、
血
ハ
籍
史
料
の
讃
み
直
し
に
つ
な
が
る
と
い
う
貴
重
な
成
果
で
あ

る。
本
論
の
最
後
に
は
、
差
山
と
宛
所
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

文
書
の
差
出
と
宛
所
の
究
明
は
、
中
園
・
円
本
を
問
わ
ず
、
出
土
地
が
ど
の

官
署
で
あ
っ
た
の
か
を
特
定
す
る
際
に
は
極
め
て
重
要
な
手
が
か
り
を
輿
え

て
く
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
は
形
態
に
注

H
し
、
破
壊
方
法
や
、

誇
木
へ
の
樽
用
へ
の
注
意
も
促
す
。
特
に
い
く
つ
か
の
郡
符
木
簡
に
み
ら
れ

る
大
型
の
木
簡
に
、
親
質
的
救
果
か
ら
く
る
権
威
誇
示
機
能
を
認
め
る
の
は

興
味
深
い
提
言
で
あ
る
。
文
書
の
「
見
た
日
」
に
備
わ
る
威
厳
・
権
威
と
い

う
も
の
が
、
律
令
制
園
家
の
も
と
、
ど
の
よ
う
に
地
方
へ
惇
播
し
、
後
代
へ

展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
古
代
史
研
究
の
ト
ピ
ッ
ク
を
含
め
、
大
い
に

勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

籾
山
明
「
筒
臆
・
鎌
白
巾
・
紙
|
|
中
園
古
代
に
お
け
る
書
寓
材
料
の
同
浸
透

|
|
」
は
、
従
来
、
簡
臆
が
紙
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
、
と
い
う
園
式
の
な

か
に
、
嫌
白
巾
の
存
在
が
呆
た
し
た
役
割
を
新
た
に
位
置
づ
け
、
察
倫
の
再
一
計

債
を
行
、
つ
。

ま
ず
基
本
資
料
と
な
る
『
後
漢
書
』
宣
者
列
停
の
正
確
な
解
種
、
察
侯
紙

登
場
以
前
、
紙
と
は
絹
の
巻
物
(
鎌
吊
)
を
指
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

な
ぜ
絹
の
巻
物
を
指
し
て
い
た
「
紙
」
と
い
う
文
字
が
、
察
倫
の
作
っ
た
も

の
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
と
、
ま
ず
は
形
献
が
鎌
吊
を
連
想

さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
氏
が
指
摘
す
る
の
は
水
の
中
で
繊
維
を
ほ
ぐ
し
、
水

を
切
る
と
い
う
作
業
が
漂
紫
と
造
紙
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
漂

紫
と
造
紙
と
の
聞
に
は
、
ま
だ
隔
た
る
も
の
が
あ
る
。

根
山
氏
が
着
目
す
る
の
は
、
麻
で
あ
る
。
近
年
出
土
し
て
い
る
前
漠
紙
が

麻
紙
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
質
、
綿
の
代
用
品
と
し
て
麻
紫
が
使
用
さ
れ
、

賓
際
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
奉
げ
、
麻
紫
を
作
成
す
る
に
園
塊
状
で
は
な

く
一
小
而
吠
の
シ
l
ト
に
加
工
し
た
と
き
、
広
州
紙
が
完
成
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
説
く
。
廊
の
存
在
を
漂
紫
と
造
紙
の
聞
に
置
い
た
こ
と
が
、
籾
山
氏
の
造

意
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
絹
よ
り
安
債
な
「
紙
」
は
察
倫
に
よ

っ
て
高
品
質
化
さ
れ
、
爆
設
的
に
普
及
し
た
と
す
る
。

で
は
、
筒
臆
と
紙
と
の
閥
係
は
ど
う
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筒
臆
と

紙
雨
者
の
出
土
が
確
認
さ
れ
、
全
容
が
公
開
さ
れ
て
い
る
棲
蘭
の
例
を
籾
山
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氏
は
紹
介
し
、
そ
こ
に
明
確
な
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。
筒
臆

が
公
文
書
・
簿
籍
・
割
符
に
使
用
さ
れ
る
の
に
針
し
、
紙
は
ほ
ぼ
書
信
と
書

籍
(
ま
れ
に
紙
の
簿
籍
が
あ
る
)
に
限
定
さ
れ
る
。
素
材
の
遣
い
が
用
途
の

遣
い
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
を
筒
潔
に
、
鋭
く
指
摘
す
る
。
最
後
に
書
信
・

書
籍
が
紙
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
紙
が
鎌
白
巾
の
代
用
品
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
一
方
、
依
然
と
し
て
公
文
書
に
木
簡
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
は
大
量
使

用
と
い
う
貼
に
現
由
を
求
め
る
。
つ
ま
り
、
大
量
生
産
が
可
能
と
な
っ
た
暁

に
は
、
筒
陥
聞
の
果
た
し
た
役
割
を
紙
が
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
昔
、
際
、
棲
蘭
か
ら
出
土
し
た
紙
の
簿
籍
、
典
籍
か
ら
紙
の

用
例
を
引
き
、
紙
が
間
単
な
る
鎌
自
巾
の
代
用
品
だ
け
で
は
な
く
、
筒
績
の
代
用

品
と
も
な
り
つ
つ
あ
っ
た
過
程
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

劉
増
貴
(
鈴
木
直
美
誇
)
「
ド
層
の

Em史
と
歴
史
の
下
層
|
|
吉
嘉
門
に
お

け
る
「
中
園
祉
曾
史
」
研
究
の
回
顧
|
|
」
は
、
過
去
五
十
年
に
お
け
る
憂

湾
古
代
枇
舎
史
的
学
の
レ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。
簡
横
向
学
が
簡
噴
阜
で
自
己
完
結
さ

せ
ず
、
向
か
う
先
が
ど
こ
か
を
考
え
る
と
き
、
枇
合
史
と
い
う
分
野
が
ひ
と

つ
の
目
標
と
な
る
だ
ろ
う
。
劉
氏
の
レ
ビ
ュ
ー
は
、
王
晴
佳
氏
に
則
る
か
た

ち
で
「
枇
曾
史
」
の
生
成
と
総
長
選
を
み
つ
つ
の
段
階
に
分
け
て
追
う
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

劉
氏
の
レ
ビ
ュ
ー
を
謹
む
と
、
い
か
に
蓋
湾
現
代
政
治
|
|
と
く
に
戒
殿

令
解
除
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
古
代
史
研
究
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
、

ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
「
下
層
の
歴
史
(
民
衆
の

歴
史
こ
か
ら
「
歴
史
の
下
層
(
政
治
・
経
済
・
軍
事
な
ど
と
明
白
に
異
な

る
歴
史
の
暦
位
、
二
六
三
頁
)
」
へ
移
行
す
べ
し
と
の
劉
氏
の
主
張
が
展
開

さ
れ
る
。
「
上
層
」
を
規
定
す
る
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
と
い
う
問
題

を
考
え
る
と
き
、
劉
氏
自
身
の
古
代
史
研
究
に
立
ち
位
置
を
求
め
る
上
で
の

首
府
藤
が
垣
間
見
え
、
改
め
て
氏
が
今
ま
で
歩
ん
で
き
た
研
究
成
呆
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
納
得
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

陶
安
あ
ん
ど
「
書
寓
材
料
と
モ
ノ
の
狭
間
|
|
円
本
木
簡
学
と
の
比
較
を

通
じ
て
み
た
中
園
筒
臆
撃
の
ジ
レ
ン
マ
」
は
、
中
獄
麓
主
目
院
裁
竹
筒
の
整
理
を

経
験
し
た
著
者
に
よ
る
、
筒
臆
向
学
の
構
築
に
向
け
て
日
本
木
簡
血
宇
で
の
知
見

が
有
用
で
あ
る
と
の
提
言
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
本
論
の
か
な
り
の
部
分

が
「
蹴
覚
的
簡
臆
」
と
い
う
楓
角
を
打
ち
出
し
た
冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢

帝
園
|
|
木
簡
・
竹
筒
の
時
代
』
(
名
古
屋
大
卒
出
版
合
、
二

O
会

O
年
)

の
許
に
あ
て
ら
れ
る
。
陶
安
氏
は
、
立
種
的
加
工
が
可
能
な
木
簡
か
ら
文
書

行
政
・
漢
帝
園
を
讃
み
解
い
た
と
こ
ろ
に
最
大
の
貢
献
が
あ
る
と
許
債
し
つ

つ
も
、
編
綴
簡
と
墓
葬
出
土
簡
を
排
除
し
て
逢
境
出
土
の
車
濁
簡
の
み
に
て

論
を
組
み
立
て
る
こ
と
を
批
判
し
、
木
簡
と
い
う
モ
ノ
の
み
か
ら
固
有
の
歴

史
を
描
く
こ
と
へ
の
疑
義
を
提
示
す
る
。

最
後
に
陶
安
氏
は
、
簡
噴
に
童
日
か
れ
た
内
容
は
、
多
く
の
場
合
簡
臆
に
書

か
れ
る
必
然
性
は
な
く
、
議
み
取
れ
る
情
報
の
大
宇
は
筒
臆
特
有
の
も
の
で

は
な
い
、
と
筒
臆
撃
の
限
界
に
つ
い
て
述
べ
る
。
形
態
か
ら
い
か
に
情
報
を

引
き
出
す
の
か
、
と
い
う
氏
の
苦
悶
は
、
氏
が
墓
葬
出
土
の
竹
簡
を
主
に
研

究
針
象
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
も
の
と
推
察
す
る
。
た
と
え
ば
テ

ク
ス
ト
以
外
の
情
報
が
多
種
多
様
で
、
テ
ク
ス
ト
情
報
、
つ
ま
り
金
文
に
頼

ら
ず
と
も
研
究
が
成
り
立
つ
青
銅
器
研
究
を
考
え
る
と
、
形
態
の
印
刷
民
換
に
乏

し
い
墓
葬
出
土
竹
筒
研
究
に
お
い
て
は
木
筒
形
態
研
究
を
ど
の
よ
う
に
生
か

せ
ば
よ
い
の
か
、
同
惑
す
る
の
も
致
し
方
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
筒
謄
の

形
態
と
て
蔦
能
で
は
な
い
。
形
態
の
み
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
青

木
論
文
で
取
り
上
げ
た
出
土
位
置
情
報
を
取
り
込
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
邪
論

文
で
扱
っ
た
筆
跡
に
(
甲
骨
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
の
は
百
も
承
知
の
上
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で
)
挑
戦
し
て
み
た
り
、
さ
ら
に
材
質
の
地
域
差
な
ど
と
い
っ
た
切
り
口
を

総
合
し
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
、
墓
葬
出
土
筒
臆
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
情
報
以
外
の
情
報
に
は
何
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
を
模
索
し
績
け
、
そ
れ
と
テ
ク
ス
ト
情
報
と
の
相
関
・
整
合
性
や
希

離
・
組
簡
を
ど
の
よ
う
に
解
担
押
し
て
い
く
の
か
、
筒
臆
皐
と
い
う
も
の
を
構

築
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
こ
れ
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
主
書
目
を
通
通
マ
じ
て
音

テ
ク
ス
ト
情
報
以
外
の
情
報
と
、
テ
ク
ス
ト
情
報
と
の
閥
係
を
徹
底
的
に
追

求
し
よ
う
、
と
い
う
姿
勢
が
貰
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
代
表
的
な
テ
ク

ス
ト
情
報
以
外
の
情
報
と
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
日
本
木
簡
撃
が
常
に
注
目

し
て
き
た
筒
臆
の
形
態
で
あ
る
。
こ
の
成
果
は
、
竹
簡
で
は
な
く
、
西
北
遺

境
出
土
の
木
簡
を
中
心
に
据
え
て
き
だ
か
ら
こ
そ
な
し
え
た
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
蹴
貼
は
、
漫
境
出
土
木
簡
だ
け
で
は
な
く
、

墓
葬
出
土
竹
簡
に
も
有
数
で
あ
る
こ
と
は
鈴
木
論
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。
あ

ら
た
め
て
日
本
木
簡
皐
と
の
共
同
作
業
の
可
能
性
を
拓
い
て
い
た
だ
い
た
先

墜
と
、
世
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
た
も
の
へ
の
感
謝
と
そ
れ
を
受
け
継
ぐ

責
任
を
、
評
者
も
共
有
し
た
い
。
こ
こ
日
本
で
得
ら
れ
た
視
座
は
今
後
と
も

海
外
研
究
者
と
も
共
有
し
績
け
て
頂
き
た
く
、
特
に
中
園
大
陸
で
は
急
務
で

あ
っ
て
、
事
態
の
打
開
の
た
め
に
も
、
ま
ず
は
中
園
語
謬
の
出
版
を
検
討
し

て
は
頂
け
な
い
だ
ろ
う
か
。

近
年
の
歴
史
史
料
の
多
様
化
を
考
え
る
と
き
、
過
去
を
知
る
た
め
の
資
料

(
4
)
 

と
い
う
も
の
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
、
文
字
資
料
と
い
う
も
の
は
そ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
文

献
と
遺
物
と
の
境
界
だ
け
で
は
な
く
、
文
献
と
す
べ
て
の
歴
史
資
料
と
の
境

界
に
我
々
歴
史
研
究
者
は
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
氷
河
を
掘
削
し
た
ア
イ
ス
コ
ア
や
鍾
乳
洞
の
石
街
か
ら
過
去

の
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
現
在
、
す
べ
て
の
歴
史
的
学
に
と
っ
て
は

今
後
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

賓
見
の
封
象
と
な
る
の
は
、
簡
臆
史
料
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
史
料

が
出
土
し
た
遺
跡
そ
の
も
の
も
そ
の
封
象
と
な
り
、
成
果
は
調
査
篇
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
来
日
調
査
篇
に
は
中
村
威
也
「
額
済
納
調
査
報
告

記
」
、
高
村
武
幸
「

K
七
一
。
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
|
|
「
居
延
豚
城
と

漠
代
河
西
枇
命
門
」
補
遺
|
|
」
、
片
野
龍
太
郎
「
渓
代
遅
郡
の
都
尉
府
と
防

衛
線
|
|
長
城
防
衛
線
遺
構
の
基
礎
的
研
究
|
|
」
の
三
篇
の
報
告
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
調
査
と
考
察
の
要
貼
を
ま
と
め
て
取
り
だ
し
、
そ

れ
に
つ
い
て
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
附
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

報
告
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
勝
・
都
尉
府
に
規
格
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
で

あ
る
。
高
村
報
告
で
は
問
、
戸
。
遺
跡
を
居
延
豚
遺
跡
に
、
片
野
報
告
で
は

問
。
∞
∞
遺
跡
を
居
延
都
尉
府
に
比
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
同
州
戸
。
遺
跡

(
5
)
 

も
日
庶
民
∞
遺
跡
も
同
じ
規
模
で
あ
り
、
一
方
を
牒
城
の
規
格
、
一
方
を
都
尉

府
の
規
格
に
首
て
は
め
よ
う
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
同
じ
規
格
の

旦
N
C
S
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
都
尉
府
・
牒
以
外

の
い
ず
れ
か
の
官
署
が
、
都
尉
府
・
豚
と
同
じ
規
格
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た

が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
か
、
と
い
う
問
題
を
新
た
に
抱
え
る
こ
と
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

高
村
報
告
で
は
、
同
コ
ο
遺
跡
を
居
延
豚
に
比
定
す
る
根
擦
と
し
て
、
東

門
の
存
在
を
奉
げ
る
。
そ
れ
は
問
、
口
O

遺
跡
が
勝
城
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
原

の
も
の
と
同
じ
く
四
壁
に
門
が
設
置
さ
れ
て
い
る
は
ず
、
と
い
う
前
提
に
立
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つ
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
口
C

遺
跡
に
束
門
は
存
在
し
な
い
。
高
村
報

告
で
微
細
に
調
査
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
東
壁
は
北
西
|
南
東
の
方
向
に
穿

か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
風
蝕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
同
コ
C

遺
跡
の
遺
物

が
南
東
に
集
ま
っ
て
い
る
の
も
、
問
。
∞
∞
遺
跡
の
北
壁
が
南
に
倒
壊
し
て
い

る
の
も
、
そ
し
て
ト
イ
レ
が
南
東
に
置
か
れ
る
の
も
、
す
べ
て
西
北
の
卓
越

風
が
理
由
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
際
城
と
し
て
は
小
さ
す
ぎ
る
同
戸
。

遺
跡
に
、
中
原
豚
城
の
典
型
を
首
て
は
め
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
許
者
に
は

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
閉
口
C

遺
跡
内
の
穴
を
柱
穴
と
解
調
停
し
て
い
る
が
、
制
規

堅
氏
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
二
箇
所
は
賓
際
に
縫
掘
さ
れ
た
上

で
筈
蔵
と
判
断
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

片
野
報
告
で
は
、
都
尉
府
と
峰
憶
の
規
格
を
想
定
し
て
い
る
。
ス
タ
イ
ン

や
近
年
の
調
査
報
告
を
同
定
し
(
こ
れ
は
勢
作
!
)
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
上

で
峰
崎
肱
に
も
規
格
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
す
る
。
都
尉
府
遺
跡
を
推
定
す

る
上
で
、
規
格
の
み
な
ら
ず
防
衛
線
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
州
⑦
∞
∞

遺
跡
が
居
延
都
尉
府
、
ロ
ロ
〈
遺
跡
を
玉
門
都
尉
府
に
比
定
す
る
。
確
か
に

遺
跡
と
い
う
「
貼
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
線
」
か
ら
遺
跡
の
性
格
・
機
能
を

考
慮
す
る
手
法
は
有
放
で
あ
ろ
う
が
、
問
。
∞
∞
遺
跡
を
居
延
都
尉
府
と
断
定

す
る
に
は
、
周
透
の
漢
代
遺
跡
の
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。で

は
、
百
凶
器
遺
跡
・
肉
、
戸
。
遺
跡
の
ふ
た
つ
の
遺
跡
を
ど
の
よ
う
に
考

え
た
ら
よ
い
の
か
、
許
者
の
考
え
を
簡
単
に
遮
べ
て
お
く
。
路
博
徳
が
遮
虜

障
を
築
い
た
太
初
三
年
(
前
一

O
一
一
)
、
光
総
動
徐
白
骨
川
が
長
城
を
造
管
す

る
o

ダ
ル
ハ
ン
・
ム
ミ
ン
ガ
ン
聯
合
旗
か
ら
西
、
モ
ン
ゴ
ル
岡
ウ
ム
ヌ
ゴ
ピ

牒
に
至
る
ま
で
二
本
の
長
城
の
痕
跡
が
延
び
て
い
る
が
、
こ
れ
が
そ
の
と
き

の
長
城
と
グ
さ
れ
て
い
る
九
こ
の
長
城
沿
い
に
は
園
郭
が
い
く
つ
か
存
在

し
、
い
く
つ
か
は
岡
家
文
物
局
編
『
中
園
文
物
地
園
集
・
内
蒙
古
自
治
匿
分

冊
』
(
西
安
地
園
出
版
枇
、
二

O
O
一
二
)
に
記
さ
れ
、
あ
る
い
は
調
査
報
告

が
公
表
さ
れ
、
さ
ら
に
は
未
報
告
の
も
の
が
衛
星
書
像
か
ら
確
認
で
き
る
。

規
模
は
ほ
と
ん
ど
が
居
延
の
遺
跡
と
同
じ
く
一
透
約
百
三
十
メ
ー
ト
ル
で
あ

り
、
そ
の
数
は
五
十
を
超
え
る
。

(
6
)
 

す
べ
て
の
も
の
が
漠
代
初
築
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
漠
代
西
北
地
域
に

お
い
て
は
園
郭
の
規
格
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
こ
の
規

模
の
園
郭
は
、
朔
北
長
城
の
み
な
ら
ず
、
河
西
国
廊
に
も
い
く
つ
か
見
え
、

さ
ら
に
は
棲
蘭
「
開
遺
跡
が
こ
の
規
格
そ
の
も
の
で
あ
る
。
共
通
す
る
の

は
規
模
の
み
な
ら
ず
、
風
下
に
ひ
と
つ
、
門
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
よ
り
居
延
の
尽
凶
器
遺
跡
・
関
口

C遺
跡
に

E
N
C
E
遺
跡
を
加
え
た
み

(
7
)

ミ

つ
つ
の
遺
跡
も
、
こ
の
時
期
特
有
の
軍
事
採
慰
の
規
格
で
建
造
さ
れ
た
も
の

と
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
都
尉
府
や
豚
衝
が
、
み
つ
つ
の
遺
跡
の
う
ち
い

ず
れ
か
に
置
か
れ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
都
尉
府
や
豚
街
が
置
か
れ

る
こ
と
を
前
提
に
建
造
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
後
は
こ
う
し

た
軍
事
援
黙
が
牒
衡
や
都
尉
府
に
韓
則
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
れ
ば
よ
く
、

そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
居
延
オ
ア
シ
ス
の
遺
跡
を
議
論
す
る
場
合
、
規
格
か
ら
そ
の
性
格

を
明
ら
か
に
す
る
の
は
限
界
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
方
向
性
と
し

て
、
片
野
報
告
が
取
り
組
ん
だ
よ
う
に
、
周
浸
透
跡
と
の
関
連
を
考
え
る
の

が
最
も
有
数
で
あ
ろ
う
。
問
。
∞
∞
遺
跡
は
胤
迭
の
峰
崎
地
、
特
に
北
東
へ
延
び

る
蜂
燈
線
が
漠
代
遺
跡
と
の
関
連
が
見
え
や
す
い
の
に
封
し
、
剛
山
コ
C

遺
跡

は
孤
立
し
て
い
る
。
ソ
ン
マ
ル
ス
ト
レ
ム
が
注
目
す
る
よ
う
に
、
〉
巳
遺

跡
と
〉
包
遺
跡
と
を
結
ぶ
線
上
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
渓
代
の
痕
跡
が
残
っ
て

い
る
か
、
ま
ず
は
過
去
の
報
告
を
精
査
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
一
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帯
に
は
い
く
つ
か
未
報
告
遺
跡
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
年
代
が
重
要
な
手

が
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
遺
跡
の
立
地
と
い
う
面
か
ら
考
え
る
と
、
雨
者
の
聞
に
は
決
定
的

な
差
異
が
あ
る
。
問
。
∞
∞
遺
跡
は
奮
黒
河
の
支
流
沿
い
に
建
て
ら
れ
て
い
る

の
に
封
し
、
同
門
戸
。
遺
跡
は
支
流
か
ら
離
れ
た
場
所
に
建
て
ら
れ
、
遠
方
か

ら
水
路
を
建
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

同
コ
C

遺
跡
周
透
の
開
設
に
は
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
存
在
を
前

提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
村
氏
が
想
定
す
る
同
窓
∞
遺

跡
と
閃
コ
。
遺
跡
の
時
代
差
か
ら
都
尉
府
と
際
街
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
手

法
に
適
合
的
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
居
延
オ
ア
シ
ス
占
援
直
後
の
様
相

を
筒
照
史
料
の
み
か
ら
謹
み
取
る
の
は
相
嘗
の
同
難
が
件
、
っ
と
思
わ
れ
る
。

文
字
資
料
以
外
の
資
料
を
ど
の
よ
う
に
駆
使
す
る
か
、
す
べ
て
は
こ
こ
に
か

か
っ
て
こ
よ
う
。
方
法
論
の
構
築
が
急
が
れ
る
。

か
く
い
う
許
者
が
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
す
べ
て
は
、
野
外
調
査
に
お
い
て

考
古
皐
の
専
'
ゑ
貌
堅
氏
・
白
石
典
之
氏
や
白
然
地
理
撃
、
特
に
衛
星
書
一
像
を

用
い
た
地
理
皐
の
専
家
相
馬
秀
贋
氏
ら
他
分
野
・
多
分
野
研
究
者
と
の
フ

ィ
ー
ル
ド
調
査
に
て
直
接
ご
教
示
い
た
だ
い
た
こ
と
が
基
に
な
っ
て
い
る
。

遺
物
・
遺
跡
か
ら
、
あ
る
い
は
遺
跡
の
立
地
、
地
形
・
景
観
、
衛
星
書
一
像
と

い
っ
た
文
字
の
な
い
歴
史
資
料
か
ら
、
何
を
ど
の
よ
う
に
讃
み
取
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
現
場
で
叩
き
込
ん
で
い
た
だ
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
幾
許

か
の
コ
メ
ン
ト
が
で
き
た
わ
け
で
あ
り
、
評
者
ひ
と
り
の
力
量
で
は
決
し
て

な
い
。
本
書
が
他
分
野
と
の
共
作
・
合
作
に
よ
っ
て
新
た
な
段
階
に
踏
み
込

ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
だ
ま
だ
手
を
組
む
べ
き
研
究
領
域
が
あ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
史
料
に
沈
潜
す
る
と
同
時
に
、
慶
く
他
分
野
と
の
共
作
を
模
索

す
る
、
そ
の
雨
立
こ
そ
が
我
々
の
世
代
の
課
題
で
あ
る
と
の
白
覚
を
持
ち
な

が
ら
、
史
料
と
向
き
合
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
た
い
。

++占(
1
)

里
耶
秦
簡
講
語
、
曾
「
里
耶
秦
簡
誇
注
」
(
『
中
園
出
土
資
料
研
究
』

第
八
競
、
二

O
O
四
年
)
、
同
「
里
耶
秦
筒
研
究
ノ
l
ト
」
(
『
中
園

出
土
資
料
研
究
』
第
九
競
、
二

O
O
五
年
)
や
、
エ
チ
ナ
漠
筒
講
讃

合
「
エ
チ
ナ
漢
筒
諜
注
」
(
『
中
園
出
土
資
料
研
究
』
第
一

O
披
、
二

O
O
六
年
)
が
あ
る
。

(
2
)

最
も
額
著
な
例
は
敦
煙
馬
圏
湾
遺
跡
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
冨
火
口
至
編
『
透
境
出
土
渓
簡
の
研
究
』
(
朋
友
書
庖
、
二

O

O
三
)
に
牧
め
ら
れ
た
藤
田
高
夫
・
宮
宅
潔
・
佐
藤
達
郎
各
氏
の
論

文
を
参
照
の
こ
と
。
さ
ら
に
は
居
延
〉
呂
遺
跡
の
問
題
も
あ
る
。

〉
呂
遺
跡
は
通
淳
第
二
亭
粂
通
浮
第
二
燈
と
す
る
の
が
陳
夢
家
氏

以
来
の
通
説
で
あ
る
(
『
漢
簡
綴
遮
』
中
華
書
局
、
一
九
八

O
)
が、

評
者
ら
が
調
査
し
た
限
り
〉
呂
遺
跡
に
は
周
遣
に
五
つ
の
燈
(
銭

淳
も
散
在
す
る
)
し
か
な
く
、
他
の
蜂
燈
と
通
信
を
行
、
つ
た
め
の
設

備
(
峰
墓
・
積
薪
)
は
な
い
。
同
土
し
た
簡
臆
の
一
以
す
方
向
性
と
、

遺
跡
の
性
格
の
方
向
性
に
組
栴
を
来
し
て
い
る
場
合
、
出
土
簡
塘
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
っ
た
の
か
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
3
)

そ
も
そ
も
籾
山
氏
は
居
延
・
敦
埋
簡
を
念
頭
に
、
里
耶
秦
簡
に
て

文
言
が
追
加
さ
れ
る
段
階
ご
と
に
「
主
文
書
」
「
副
文
書
」
と
い
う

概
念
を
想
定
し
て
い
た
。
「
里
耶
秦
筒
諜
注
」
(
前
出
)
の
「
解
題
に

か
え
て
」
を
参
照
。

(
4
)

一
帽
井
憲
彦
『
歴
史
向
学
入
門
』
(
岩
波
書
席
、
二

O
O
六
)
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頁



の
園
が
わ
か
り
や
す
い
。

(
5
)

評
者
は
か
つ
て
呉
初
膝
『
河
西
漠
塞
調
査
輿
研
究
』
(
文
物
出
版

枇
、
二

O
O
五
)
の
記
述
に
従
い
、
同
窓
∞
遺
跡
の
東
に
さ
ら
に
日

大
な
同
郭
が
あ
る
と
し
た
(
拙
稿
「
居
延
オ
ア
シ
ス
の
遺
跡
分
布
と

エ
チ
ナ
河
|
|
漢
代
居
延
オ
ア
シ
ス
の
歴
史
的
復
元
に
む
け
て

|
|
」
井
上
充
幸
・
加
藤
雄
三
・
森
谷
一
樹
編
『
オ
ア
シ
ス
地
域
史

論
叢
|
|
黒
河
流
域
二

0
0
0年
の
勃
描
』
松
香
堂
、
二

O
O
七)。

し
か
し
、
賓
地
調
査
、
衛
星
重
像
の
刈
讃
に
よ
る
と
、
旧
民
八
加
藤
氏
の

一
言
、
っ
同
郭
は
水
路
を
見
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ

こ
に
謹
ん
で
訂
正
し
た
い
。

(
6
)

た
と
え
ば
中
園
人
民
大
皐
北
方
民
族
考
古
研
究
所
・
中
共
烏
投
特

後
旗
委
員
舎
宣
惇
部
『
陰
山
槍
桑
烏
投
特
後
旗
歴
史
文
化
遺
存
調

査
報
告
』
(
内
蒙
古
人
民
山
版
枇
、
二

O
一
O
)
や
A
-
A
-
科
瓦

列
夫

-
A
・
額
一
銅
徳
深
巴
特
爾
「
蒙
古
岡
南
え
壁
省
西
夏
長
城
奥
漢

受
降
城
有
閥
問
題
的
再
探
討
」
(
『
内
蒙
古
文
物
考
古
』
二

O
O
八
年

第
二
競
)
を
参
照
。
コ
ヴ
ア
レ
フ
と
エ
ル
デ
ネ
パ
l
ト
ル
は
年
代
測

定
の
結
呆
、
ウ
ム
ヌ
ゴ
ピ
牒
内
の
長
城
や
園
郭
の
初
築
は
西
夏
時
代

で
あ
る
と
し
、
内
蒙
古
自
治
匿
境
内
の
所
謂
「
漠
外
城
」
も
西
夏
時

代
に
造
営
さ
れ
た
も
の
と
主
張
す
る
。
モ
ン
ゴ
ル
凶
境
内
の
長
城
・

723 

園
郭
の
年
代
で
は
雨
名
の
見
解
ど
お
り
西
夏
時
代
を
遡
る
こ
と
は
な

い
こ
と
は
評
者
ら
も
確
認
し
、
円
頭
に
て
護
表
し
た
(
森
谷
一
樹
・

白
石
典
之
・
、
口
出
石
E
E
谷
戸
]
)
C
ι
包
括
戸
。
回
三
寸

CE'
相

馬
秀
慶
「
二

O
二
ー
二

O
二
一
年
蒙
占
園
南
文
壁
省
長
城
・
城
壁

遣
社
調
査
報
告
」
東
北
亜
占
代
衆
溶
奥
城
市
考
古
図
際
撃
術
研
討
舎
、

二
O
二
一
年
一

O
月
、
中
園
人
民
大
挙
)

0

(
7
)

所
謂
漢
内
城
沿
い
の
園
郭
は
『
漢
書
』
地
理
志
桐
陽
豚
依
「
北
山

石
門
障
得
光
椋
城
、
又
西
北
得
支
就
城
、
又
西
北
得
頭
長
城
、
又
西

北
得
摩
河
城
、
又
西
得
宿
虜
城
。
」
の
「
城
」
に
あ
た
る
可
能
性
が

あ
る
だ
ろ
う
。

【
附
記
】
本
文
脱
稿
後
の
二

O
一
二
年
八
月
十
一
日
、
相
馬
秀
虞
教
授

は
突
然
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
先
生
と
行
っ
た
多
く
の
現
地
調
査
の
報

告
を
き
ち
ん
と
し
た
形
に
す
る
前
に
旅
立
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
私

に
と
っ
て
痛
恨
の
極
み
で
あ
り
断
憶
に
堪
え
な
い
。
謹
ん
で
ご
冥
一
帽
を
お

祈
り
す
る
。
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二
O
二
年
十
一
月
東
京
六
一
書
房

B
五

利

二

八

二

頁

七

六

O
O園


