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本
書
は
著
者
二
十
年
の
研
究
の
集
大
成
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
各
種
学
会
誌

等
に
発
裏
さ
れ
た
諸
論
文
が
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
全
編
が
、

ほ
と
ん
ど
全
面
的
な
再
検
討
に
も
と
づ
い
て
改
稿
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
論

文
集
の
も
つ
緊
張
性
と
、
書
き
お
ろ
し
の
も
つ
一
貫
性
と
い
う
長
所
を
兼
備

し
た
好
著
と
な
っ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
紙
数
で
五
百
頁
を
超
え
る
大
著
を
的

確
に
紹
介
検
討
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
以
下
章
別
に
そ
の
要
旨
を

簡
単
に
紹
介
し
つ
つ
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
一
章
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
鎮
西
の
動
向
」
は
、
「
鎮
西
在
地
土
豪
の

鎌
倉
御
家
人
化
政
策
」
、
「
鎮
西
奉
行
天
野
遠
景
の
派
遣
」
の
二
節
か
ら
な
り
、

鎮
西
御
家
人
成
立
の
特
質
が
、
武
士
団
内
に
お
け
る
庶
子
の
自
立
性
の
強
さ

と
、
名
主
層
武
士
の
大
量
厚
免
政
策
に
も
と
つ
く
、
文
治
・
建
久
年
間
で
の

弱
少
武
土
の
大
量
地
頭
化
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
等
は
、
鎮
西
に
お
け
る

幕
府
勢
力
の
確
立
を
顕
的
に
派
遣
さ
れ
た
鎮
西
奉
行
天
野
遠
景
を
「
古
代
荘

園
領
主
の
支
配
よ
り
彼
等
を
解
放
し
て
く
れ
る
勢
力
と
し
て
迎
え
」
た
、
と

さ
れ
る
。

　
た
し
か
に
幕
府
が
鎮
西
武
士
を
大
量
に
厚
免
し
た
こ
と
、
幕
府
支
配
に
在

地
勢
力
の
抵
抗
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
、
　
そ
れ
は

「
古
代
的
荘
園
領
主
」
か
ら
の
解
放
を
願
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私

は
九
州
の
在
地
勢
力
が
大
部
分
平
氏
の
影
響
下
に
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
幕

府
に
よ
っ
て
厚
免
・
安
堵
さ
れ
た
こ
と
自
体
に
そ
の
因
は
あ
っ
た
と
考
え
る
。

「
古
代
的
荘
園
領
主
」
か
ら
の
解
放
と
か
、
「
荘
園
領
主
側
の
古
代
的
支
配
」

と
い
っ
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
が
、
本
書
の
主
題
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
全
体
を
貫
ぬ
く
網
羅
的
史
料
収
集
に
も
と
つ
く
緻
密
な
立
論

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
抽
象
的
概
念
的
表
現
で
あ
る
。
庶
子
の
独
立
性
等
の
こ

と
に
つ
い
て
は
後
に
も
ふ
れ
る
が
、
弱
少
領
主
の
大
蚤
御
家
人
化
の
因
と
し

て
、
鎮
西
北
西
部
で
は
在
庁
・
郡
司
等
の
系
譜
を
引
く
領
主
が
鎌
倉
御
家
人

化
す
る
こ
と
な
く
没
落
し
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
一
〇
頁
）
、
こ
の
こ

と
は
案
外
実
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
二
章
「
鎮
西
統
治
機
関
の
研
究
」
は
、
四
節
よ
り
な
る
。
第
一
節
「
鎮

西
奉
行
考
」
で
は
、
先
行
学
説
の
検
討
か
ら
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
に
結
論
さ
れ

る
。
建
久
年
間
の
天
野
遠
景
の
解
任
後
、
鎮
西
奉
行
の
権
限
は
各
国
守
護
に

分
化
し
、
正
応
六
年
（
＝
一
九
三
）
の
北
条
兼
時
・
時
家
の
下
向
ま
で
、
鎮
西

全
般
に
わ
た
る
権
限
を
有
し
た
も
の
は
、
六
波
羅
探
題
以
外
に
な
い
。
こ
れ

ま
で
鎮
西
奉
行
と
し
て
の
権
限
と
み
ら
れ
て
来
た
武
藤
氏
の
鎮
西
全
般
に
わ

た
る
権
限
は
、
実
は
大
宰
府
機
構
の
最
高
責
任
者
皿
少
弐
と
し
て
の
も
の
で

あ
っ
て
、
武
藤
氏
は
そ
れ
を
次
第
に
自
か
ら
の
も
の
に
し
つ
つ
、
幕
府
の
訴

訟
準
備
手
続
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
遠
景
の
あ
と
史
料

上
武
藤
氏
や
大
友
氏
が
、
　
「
鎮
西
守
護
」
・
「
東
方
奉
行
」
等
と
し
て
現
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

る
の
は
、
守
護
と
し
て
の
一
部
奉
行
を
意
味
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
と
く

に
蒙
古
襲
来
以
後
は
、
　
「
鎮
西
奉
行
等
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
蒙
古
襲

来
に
備
え
て
鎮
西
に
派
遣
さ
れ
た
北
条
一
族
、
い
わ
ゆ
る
鎮
西
特
殊
合
議
制
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訴
訟
機
関
の
構
成
員
、
鎮
西
談
議
所
頭
人
等
を
ふ
く
め
て
、
職
務
分
担
し
た

多
数
の
鎮
西
奉
行
が
お
か
れ
た
。
武
藤
・
大
友
両
氏
も
、
文
永
二
年
（
　
二

六
五
）
に
は
六
国
二
島
に
わ
た
る
正
八
幡
宮
造
営
役
の
支
配
権
を
特
命
と
し

て
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
蒙
古
襲
来
の
緊
急
事
態
下
で
は
、
一
時
的
に
鎮
西
全

般
の
軍
事
統
無
権
を
付
与
さ
れ
、
訴
訟
手
続
の
面
で
も
権
限
の
強
化
が
み
ら

れ
る
も
の
の
、
　
そ
れ
は
遠
景
そ
し
て
兼
時
・
勝
家
や
鎮
西
探
題
の
も
っ
た

「
鎮
西
惣
奉
行
」
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
第
二
節
以
下
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
の
究
明
に
よ
っ
て
、
第
一
節
を
補
強

す
る
。
す
な
わ
ち
第
二
節
「
中
漂
親
能
と
鎮
西
の
関
係
」
は
、
親
能
を
遠
景
、

に
つ
づ
く
鎮
西
奉
行
と
す
る
史
料
の
逐
一
の
批
判
か
ら
、
そ
の
権
限
を
「
成

敗
権
を
含
む
特
殊
権
限
」
と
み
な
が
ら
も
、
遠
景
の
一
元
的
支
配
権
と
は
相

違
し
、
鎮
西
惣
奉
行
と
は
し
え
な
い
、
そ
れ
は
鎮
西
各
国
守
護
の
補
任
と
親

能
の
非
在
地
性
に
よ
る
、
と
す
る
。
第
三
節
「
鎮
西
に
お
け
る
六
波
羅
探
題

の
権
限
」
で
は
、
鎮
西
に
対
す
る
六
波
羅
探
題
の
発
給
文
書
を
網
羅
的
に
収

集
し
、
そ
の
権
限
は
殆
ん
ど
訴
訟
準
備
機
関
に
す
ぎ
ず
、
軍
事
雄
弁
権
短
き

わ
め
て
微
弱
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
承
久
の
乱
後
蒙
古
襲
来
に
い
た

る
長
期
に
わ
た
り
、
鎮
西
全
般
に
お
よ
ぶ
権
限
を
有
し
た
唯
一
の
幕
府
出
先

機
関
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
第
四
節
「
鎮
西
統
治
に
お
け
る
武
藤
氏
の
役

割
」
で
は
、
　
「
宰
府
守
護
所
」
が
武
藤
氏
の
守
護
と
し
て
の
そ
れ
を
示
し
、

武
藤
揺
は
そ
れ
と
は
別
に
大
宰
少
弐
と
し
て
の
全
鎮
西
に
お
よ
ぶ
権
限
を
も

っ
た
、
従
っ
て
武
藤
氏
の
全
鎮
西
に
及
ぶ
権
限
は
鎮
西
奉
行
と
し
て
の
も
の

で
は
な
い
こ
と
、
文
永
年
間
以
後
軍
事
単
寧
権
を
ふ
く
む
鎮
西
全
般
に
お
よ

ぶ
そ
の
権
限
は
、
遠
景
以
来
潜
在
化
し
て
い
た
も
の
の
顕
在
化
で
は
な
く
、

薪
し
く
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
史
料
の
網
羅
的
収
集
に
も
と
づ
き
、
先
行
学
説
を
逐
一
検
討
し
て

の
行
論
は
、
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
創
見
に
と
ん
で
い
る
。
と
く
に
旧

来
の
見
方
が
、
　
「
鎮
西
奉
行
」
を
鎮
西
全
般
に
及
ぶ
特
殊
権
限
を
も
つ
「
鎮

西
惣
奉
行
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
固
定
観
念
に
煩
わ
さ
れ
て
い
た

と
し
て
、
そ
れ
を
白
紙
に
も
ど
し
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
ユ
ニ
ー

ク
な
見
解
が
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
成
果
を
高
く
評
価
し
た
上
で

な
お
若
干
の
疑
問
を
も
つ
。
そ
れ
は
氏
の
方
法
が
、
鎮
西
統
治
機
関
の
変
遷

と
い
う
視
点
を
設
定
し
た
こ
と
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
氏
が
「
白
紙
」
か

ら
の
出
発
を
意
図
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遠
景
の
鎮
西
奉
行
か
ら
種
々

の
中
閻
羅
諸
機
関
を
経
て
、
鎮
西
探
題
で
終
結
す
る
諸
統
治
機
構
の
究
明
と

い
う
枠
組
が
出
来
て
し
ま
い
、
実
際
は
白
紙
か
ら
の
出
発
に
な
り
得
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
遠
景
の
鎮
西
奉
行
以
来
鎮
西

探
題
に
い
た
る
ま
で
、
氏
が
触
れ
て
い
る
機
関
な
り
地
位
な
り
は
、
幕
府
と

鎮
西
御
家
人
の
間
に
あ
っ
て
、
訴
訟
手
続
や
御
家
入
統
率
上
の
役
割
を
果
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
遠
景
や
中
原
親
能
、
そ
れ
に
少
弐
・
大
友
両

氏
の
果
し
た
役
割
と
、
六
波
羅
探
題
か
ら
鎮
西
探
題
に
つ
な
が
る
も
の
は
、

質
的
に
同
次
元
で
は
論
じ
が
た
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

遠
景
の
解
任
が
ほ
ぼ
鎮
西
各
国
守
護
の
成
立
と
即
応
し
て
い
る
し
、
鎮
西
各

国
の
守
護
が
遠
景
の
権
限
を
か
な
り
の
点
で
継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、

遠
景
以
後
鎮
西
惣
奉
行
が
み
と
め
ら
れ
ず
、
存
在
し
た
の
は
部
分
的
な
職
権

を
も
つ
鎮
西
奉
行
等
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
文
永
年
間
以
前
に
幕
府
と
の
中
間
に
あ
っ
て
鎮
西
奉

行
を
代
行
し
た
の
は
武
藤
氏
で
も
大
友
氏
で
も
な
く
、
六
波
羅
探
題
で
あ
っ

た
」
（
五
一
頁
）
、
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
六
波
羅
探
題
の
権
限
が
実
際
は
訴

訟
準
備
取
次
機
関
的
性
格
が
つ
よ
く
、
そ
の
権
限
が
微
弱
で
あ
っ
た
と
し
て

も
Y
関
東
の
権
限
の
部
分
的
委
託
と
し
て
の
聴
訴
機
能
に
こ
そ
そ
の
本
質
が
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あ
っ
た
の
で
あ
り
、
氏
の
い
わ
れ
る
「
鎮
西
奉
行
等
」
と
は
重
層
的
な
い
し

並
列
的
な
関
係
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
鎮
西
探

題
は
臨
戦
体
制
下
に
お
い
て
、
関
東
の
機
能
を
そ
っ
く
り
代
行
す
る
更
に
強

力
な
権
限
を
関
東
か
ら
委
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
暫
時
・
暁

家
の
派
遣
な
ど
経
過
的
過
程
を
経
て
、
氏
の
い
う
所
の
鎮
西
奉
行
等
の
権
限

を
も
吸
収
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
は
、
裁
許
機
能
を
中
心
と
す
る
か
つ

て
の
六
波
羅
探
題
の
鎮
西
に
対
す
る
権
限
を
ふ
く
む
関
東
の
権
限
の
代
行
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
機
能
的
な
面
か
ら
に
し
て
も
鎮
西
惣

奉
行
と
い
う
名
辞
を
鎮
西
探
上
等
に
あ
て
る
の
は
適
当
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
要
す
る
に
「
鎮
西
奉
行
」
と
い
う
名
称
を
、
鎌
倉
期
全
般
に
も
っ

て
ま
わ
る
必
要
は
全
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
第
四
節
に
お
い
て
、
文
永
以
後
の
武
藤
・
大
友
両
氏
の
権
限
が
、
新

た
な
付
与
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
潜
在
化
し
て
い
た
も
の
の
顕
然

化
で
は
な
い
と
さ
れ
る
点
な
ど
は
、
逆
に
あ
ま
り
に
明
快
す
ぎ
て
危
惧
を
お

ぼ
え
る
。
そ
れ
は
正
式
官
職
と
し
て
の
鎮
西
奉
行
権
の
継
承
で
は
な
い
が
、

中
原
親
能
に
つ
な
が
る
大
友
氏
、
あ
る
い
は
少
弐
兼
数
ケ
国
守
護
の
武
藤
氏

の
も
っ
て
い
た
伝
統
的
勢
力
1
1
権
限
を
基
盤
に
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
そ
れ
を
全
て
新
付
の
も
の
と
割
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
却
っ
て
事

実
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
武
藤

氏
の
九
州
全
般
に
わ
た
る
権
限
が
、
大
宰
府
最
高
責
任
巻
と
し
て
の
地
位
に

も
と
づ
い
て
、
訴
訟
準
備
尋
沙
汰
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
権
限
が
事
実
上
遠
景
の
そ
れ
の
一
部
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
「
鎮
西
奉
行
」
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
「
鎮
西
御
家
人
の
研
究
」
で
あ
る
。
第
一
節
の
「
肥
前
国
に
お

け
る
鎌
倉
御
家
人
」
で
は
、
御
家
人
交
名
も
領
主
を
記
載
し
た
岡
田
帳
も
伝

来
し
な
い
肥
前
国
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
の
徹
底
的
収
集
か
ら
、

御
家
人
七
四
家
、
御
家
人
の
可
能
性
の
強
い
も
の
五
八
家
を
検
出
し
、
こ
の

よ
う
に
小
規
模
な
名
主
的
御
家
人
を
多
数
に
成
立
せ
し
め
た
条
件
と
し
て
、

庶
子
家
の
分
化
独
立
が
鎌
倉
初
期
に
比
較
的
早
期
に
進
展
し
、
惣
領
制
的
に

支
配
統
制
し
え
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
国
御
家
人
の
網
羅

的
検
出
は
、
す
で
に
田
中
稔
氏
や
五
昧
克
夫
氏
等
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
国

で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
節
も
そ
れ
に
一
国
を
加
え
た
貴
重
な
労
作
で
あ
る
。

た
だ
肥
前
の
場
合
、
多
数
の
小
規
模
御
家
人
の
存
在
と
い
う
点
で
き
わ
め
て

特
異
で
あ
り
、
そ
れ
が
何
故
で
あ
る
か
を
ふ
く
め
て
、
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
特
質
の
究
明
に
は
、
筑
前
そ
の
他
の
北
九
州
諸
国
と
の
対
比
が
不
可

欠
で
あ
る
し
、
肥
前
国
の
中
で
も
松
浦
党
な
ど
の
海
辺
武
士
団
と
、
国
府
周

辺
の
圏
衙
系
武
士
団
と
を
比
較
し
て
考
え
て
い
く
必
要
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
節
は
「
鎮
西
に
お
け
る
東
国
御
家
入
」
で
、
鎮
西
に
お
け
る
「
下
り

衆
」
つ
ま
り
九
州
以
外
に
本
貫
を
有
す
る
御
家
人
の
網
羅
的
検
出
を
国
毎
に

行
な
い
、
約
＝
二
〇
の
非
鎮
西
御
家
人
を
検
出
、
う
ち
三
例
以
外
は
全
て
東

国
に
本
貫
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
所
領
給
与

の
契
機
に
は
、
幕
府
の
鎮
西
支
配
の
た
め
の
特
殊
権
限
の
付
与
に
伴
な
う
経

済
的
基
盤
の
給
与
、
源
平
合
戦
以
来
岩
戸
合
戦
に
い
た
る
合
戦
の
勲
功
賞
、

蒙
古
襲
来
に
備
え
て
の
東
国
御
家
人
の
鎮
西
土
着
に
伴
な
う
経
済
的
基
礎
強

化
の
た
め
の
給
与
、
得
宗
領
拡
大
の
一
環
と
し
て
の
給
与
等
が
あ
る
こ
と
、

地
域
的
に
は
豊
後
国
が
も
っ
と
も
多
く
、
御
家
人
の
規
模
は
九
州
北
繭
部
が

零
細
で
、
南
部
は
大
き
い
こ
と
、
そ
の
支
配
方
式
は
、
惣
領
下
向
例
は
殆
ん

ど
な
く
、
は
じ
め
は
小
規
模
所
領
で
は
代
官
方
式
、
大
規
模
所
領
の
も
の
は

庶
子
配
分
方
式
を
と
る
が
、
蒙
古
襲
来
に
伴
な
う
纂
府
の
政
策
の
中
で
下
向
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土
着
化
が
進
ん
だ
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
長
年
に
わ
た
る

氏
の
史
料
収
集
お
よ
び
研
究
の
成
果
が
結
集
さ
れ
た
力
作
で
あ
り
、
次
の
第

四
章
（
と
く
に
一
～
三
節
）
と
と
も
に
、
網
羅
的
史
料
収
集
に
よ
る
帰
納
的
分

析
と
い
う
氏
の
手
法
が
、
も
っ
と
も
成
功
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
た
だ
若

干
の
も
の
に
つ
い
て
は
東
国
御
家
人
と
演
算
被
官
の
区
別
が
、
な
お
今
後
の

問
題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
章
「
蒙
古
襲
来
の
社
会
的
影
響
」
は
四
節
よ
り
な
る
。
第
一
節
「
鎮

西
御
家
人
と
元
憲
恩
賞
地
」
は
、
元
憲
恩
賞
地
に
つ
い
て
未
確
認
で
あ
っ
た

多
く
の
事
例
を
発
掘
追
加
し
、
そ
れ
ら
の
配
分
に
は
、
か
つ
て
相
田
二
郎
氏

が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
、
九
ケ
国
を
三
分
し
、
所
領
地
も
三
区
に
分
け
三
回

に
亘
っ
て
配
分
す
る
、
と
い
っ
た
法
則
性
は
見
出
し
得
な
い
こ
と
、
対
象
と

な
っ
た
土
地
は
多
く
関
東
御
領
な
い
し
北
条
氏
領
で
あ
っ
た
が
、
給
与
さ
れ

た
方
に
と
っ
て
は
知
行
困
難
で
、
大
し
た
意
義
を
も
ち
え
な
か
っ
た
場
合
が

多
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
前
章
同
様
史
料
の

網
羅
的
収
集
の
強
み
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
第
二
節
「
惣
領
制
の

解
体
と
鎌
倉
幕
府
」
は
、
徳
治
年
間
の
通
常
「
庶
子
独
立
令
」
と
さ
れ
る
も

の
が
、
実
は
異
国
警
固
役
の
確
保
の
み
を
匿
的
と
し
た
も
の
で
、
庶
子
独
立

政
策
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
鎮
西
探
題
の
裁
許
の
あ
り

方
か
ら
指
摘
す
る
。
短
篇
だ
が
説
得
力
に
と
む
語
論
で
あ
る
。
第
三
節
「
鎌

倉
幕
府
滅
亡
の
歴
史
的
前
提
」
は
、
二
四
二
通
に
の
ぼ
る
鎮
西
探
題
裁
許
状

を
収
集
分
析
し
、
探
題
設
置
に
よ
っ
て
少
弐
氏
以
下
の
鎮
西
守
護
層
は
そ
の

権
限
を
大
幅
に
奪
わ
れ
て
探
題
へ
の
反
感
を
も
っ
た
し
、
御
家
人
と
荘
園
領

主
で
あ
る
寺
社
の
争
い
に
対
す
る
探
題
の
裁
許
は
、
圧
倒
的
に
寺
社
を
勝
訴

せ
し
め
、
御
家
人
と
雰
御
家
人
で
は
御
家
人
の
、
惣
庶
の
対
立
で
は
惣
領
の

立
場
を
支
持
す
る
な
ど
、
現
状
維
持
の
保
守
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
在

地
勢
力
と
く
に
詩
評
家
入
や
庶
子
層
の
聖
賢
を
招
き
、
惣
じ
て
彼
等
を
倒
幕

勢
力
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
た
裁
許
状
の
網
羅

的
収
集
に
も
と
つ
く
数
量
的
処
理
に
よ
る
立
論
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合

多
少
の
危
惧
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
鎮
西
と
く
に
遠
隔
地
荘
園
に
あ
っ
て

は
、
荘
園
領
主
と
地
頭
の
対
立
は
、
実
は
内
容
的
に
は
小
地
頭
と
惣
地
頭
の

対
立
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
小
地
頭
と
惣
地
頭
の
対
立
は
、
鎌
倉
期
鎮
西
に

お
け
る
政
治
的
対
抗
の
基
調
で
す
ら
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
裁
許
状
の
分
析

に
お
い
て
も
、
　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
慮
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
　
第
四
節

「
肥
前
国
御
家
人
白
魚
九
郎
入
道
行
覚
に
つ
い
て
」
は
、
非
御
家
人
が
異
国

警
固
番
役
を
勤
め
る
こ
と
で
御
家
人
化
せ
ん
と
し
た
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

ず
反
幕
府
勢
力
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
、
本
主
の
系
統
を
ひ
く
五

島
小
値
賀
島
内
浦
部
島
（
実
は
中
通
島
）
の
「
下
沙
汰
職
」
を
も
つ
白
魚
行
覚

と
、
地
頭
峯
（
松
浦
）
貞
の
相
論
へ
の
鎮
西
探
題
の
対
応
か
ら
指
摘
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
本
節
は
第
五
章
の
松
浦
党
の
研
究
と
関
連
す
る
所
が
大
で
あ

る
の
で
、
そ
こ
で
あ
わ
せ
て
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
五
章
「
鎮
西
北
部
武
士
団
の
研
究
」
は
、
い
わ
ゆ
る
松
浦
党
の
研
究
で
、

「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦
党
」
、
「
松
浦
党
の
変
質
」
の
二
節
よ
り
な
る
。

第
一
節
で
瀬
野
氏
は
、
党
的
武
士
団
の
特
色
を
、
「
弱
少
武
士
団
の
共
和
的

連
合
」
で
あ
る
と
す
る
通
説
を
批
判
し
、
鎌
倉
期
の
松
浦
一
族
は
孤
立
的
小

武
士
団
と
し
て
存
在
し
、
共
和
的
結
合
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
松
浦

一
族
が
自
ら
「
松
浦
党
」
と
称
し
た
例
は
な
く
、
「
党
」
に
は
多
分
に
弱
少

武
士
団
に
対
す
る
第
三
者
の
蔑
視
の
意
味
が
あ
っ
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
第

二
節
で
は
、
そ
の
変
質
と
し
て
、
せ
ま
い
範
囲
の
惣
的
な
一
揆
（
小
一
揆
）
の

ほ
か
、
さ
ら
に
広
籟
な
軍
事
的
結
合
を
き
め
た
大
一
揆
が
作
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
今
川
了
俊
等
の
戦
略
的
意
図
に
も
と
つ
く
上
か
ら
の
組
織
化
に
松
浦
党
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評書

が
応
じ
た
も
の
で
、
百
姓
勢
力
の
発
展
に
対
決
す
る
た
め
の
領
主
層
の
自
主

的
団
結
と
す
る
内
部
要
因
説
を
批
判
す
る
。

　
ほ
ぼ
以
上
の
ご
と
く
結
論
さ
れ
る
瀬
野
氏
の
松
浦
党
理
解
は
き
わ
め
て
ユ

ニ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
問
題
も
多
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
主
と
し
て
第

四
章
第
四
節
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
峯
貞
と
白
魚
行
覚
の
相
論
の
基
礎
条
件

で
あ
る
両
者
の
浦
部
島
と
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
で
あ
る
。
煩
雑
な
が
ら
相
論
の
前
言
と
な
っ
て
い
る
経
過
を
必
要
な
か

ぎ
り
で
要
約
す
る
と
、
ほ
ぼ
次
の
如
く
で
あ
る
。
浦
部
島
は
平
安
末
清
原
是

包
が
知
行
し
て
い
た
が
、
領
家
の
勘
豪
を
受
け
没
収
さ
れ
、
そ
の
姪
清
原
三

子
の
夫
の
御
厨
執
行
源
（
松
浦
）
直
が
弁
済
使
と
し
て
知
行
し
た
。
そ
の
後
直

は
三
子
を
離
別
、
宋
人
船
頭
後
家
を
後
妻
と
し
、
そ
の
連
子
を
養
子
に
し
連

と
名
乗
ら
せ
所
領
を
譲
っ
た
。
そ
れ
を
予
期
し
て
三
子
も
直
と
自
分
の
子
で

あ
る
山
代
囲
に
譲
っ
た
。
連
は
文
治
四
年
幕
府
の
安
堵
を
受
け
た
が
、
是
包

の
甥
の
尋
覚
も
相
伝
の
由
緒
を
主
張
し
て
連
と
争
い
、
建
久
七
年
前
右
大
将

家
政
所
下
文
で
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
た
。
一
方
囲
は
実
力
に
よ
っ
て
浦
部
島

を
押
妨
し
、
尋
覚
・
連
を
不
知
行
に
追
込
み
、
建
保
元
年
に
は
当
知
行
を
根

拠
に
幕
府
か
ら
安
堵
を
受
け
た
。
こ
れ
に
さ
き
だ
ち
尋
覚
は
全
所
領
を
嫡
子

通
澄
に
ゆ
ず
っ
て
い
た
し
、
連
は
甥
の
峯
持
に
譲
っ
．
た
。
不
知
行
の
両
者
は

共
同
し
、
通
澄
と
持
は
親
子
の
契
を
結
び
、
通
澄
は
持
に
譲
与
し
た
。
そ
し

て
持
は
承
久
三
年
関
東
下
知
状
で
地
頭
職
を
獲
得
し
た
。
そ
こ
で
囲
の
子
で

建
保
六
年
安
堵
の
下
文
を
得
て
い
た
固
と
持
の
相
論
と
な
り
、
住
人
に
対
す

る
尋
問
ま
で
行
な
わ
れ
、
「
云
尋
覚
之
流
、
云
連
文
書
、
共
切
得
譲
」
（
青
方

文
書
＝
一
号
）
と
い
う
こ
と
で
安
貞
二
年
持
の
地
頭
職
が
安
堵
さ
れ
た
。
し

か
し
平
戸
に
居
る
持
と
し
て
は
十
分
支
配
し
が
た
く
、
暦
仁
元
年
に
い
た
り
、

通
澄
の
弟
の
青
立
家
島
（
覚
円
）
に
、
　
「
し
た
の
さ
た
」
を
「
和
与
」
と
い
う

形
で
委
ね
た
。
そ
し
て
の
ち
に
こ
の
「
し
た
の
さ
た
」
臆
下
沙
汰
職
の
性
格

を
め
ぐ
っ
て
、
持
の
子
孫
（
湛
・
貞
）
と
家
高
の
子
孫
（
能
面
賦
義
心
・
行
覚
）

が
争
う
こ
と
に
な
る
。
峯
貞
は
、
下
沙
汰
職
は
反
歩
の
下
地
も
断
持
し
な
い

地
頭
代
官
で
あ
る
と
主
張
し
、
行
管
は
本
主
の
子
孫
で
地
頭
に
他
な
ら
ぬ
こ

と
を
主
張
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
以
上
が
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
文
書
が
結
論
的
に
示
す
一
応
の
経
過
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
実
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
貞
二
年

忌
裁
許
に
さ
き
だ
ち
、
尋
問
さ
れ
た
住
人
等
が
、
「
尋
覚
与
連
相
知
行
」
（
一

二
号
）
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
こ
と
や
、
関
東
の
裁
許
が
変
隠
し
、
「
春
野

尋
覚
替
々
知
行
」
（
同
）
と
判
断
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
浦
部
島
に
対
す
る
両
者
の
関
係
が
本
来
曖
昧
で
あ
り
、

住
人
か
ら
み
れ
ば
ま
さ
に
「
相
知
行
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
幕
府
は
そ
の
実
態

を
把
握
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
幕
府
は
文
永

九
年
の
裁
許
状
で
、
暦
仁
元
年
の
和
与
（
下
沙
汰
職
の
補
任
）
を
あ
ら
た
め
て

確
認
す
る
以
前
は
、
　
「
於
浦
部
島
下
沙
汰
者
、
暦
仁
元
年
持
帯
下
西
念
（
覚

　
　
　
　
（
峯
）

円
）
畢
、
湛
亦
建
長
七
年
同
所
出
避
状
也
、
至
地
頭
職
者
、
持
・
湛
之
知
行

不
可
有
相
違
之
旨
、
暦
仁
・
建
長
覚
円
出
状
畢
、
子
息
能
高
儀
堪
就
得
分
相

論
之
篇
、
文
永
五
年
経
其
沙
汰
之
処
、
湛
蕉
門
非
西
念
領
掌
由
欝
欝
、
或
不

嫌
得
分
旨
称
之
、
申
状
畳
々
矯
錺
也
、
西
念
亦
輪
帯
次
第
証
文
、
不
給
安
堵

御
下
文
、
和
与
他
人
之
間
、
両
方
共
以
不
足
知
行
之
仁
、
勿
可
為
闘
所
」

（
三
〇
号
）
と
し
て
い
る
。
湛
の
申
状
を
も
っ
て
「
舞
々
矯
錺
」
と
判
断
し
て

い
る
こ
と
は
、
幕
府
に
実
態
把
握
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
の
理
由
は
、
田
地
と
異
な
り
浦
々
は
、
人
の
功
力
の
加
わ
ら

な
い
所
与
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
所
有
権
の
発
達
1
1
明
確
化
が
お
く
れ
、
本

来
幕
府
法
の
世
界
に
な
じ
み
難
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
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か
し
、
双
方
の
当
事
者
が
、
幕
府
に
訴
え
て
自
己
の
主
張
を
貫
ぬ
こ
う
と
す

る
時
、
幕
府
法
の
秩
序
に
合
せ
た
主
張
と
整
理
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
し
た
の
さ
た
」
を
「
下
沙
汰
職
」
と
す
る
こ
と
自
体
そ
う
で
あ
り
、
地
頭

と
地
頭
代
と
い
う
形
も
そ
う
で
あ
る
。
現
地
に
あ
っ
て
「
相
知
行
」
と
い
う

判
断
を
も
つ
住
人
等
と
日
常
接
し
て
い
た
青
螺
H
白
魚
氏
に
と
っ
て
、
　
「
領

主
の
論
理
」
に
も
と
つ
く
幕
府
法
の
世
界
は
、
あ
た
か
も
蟻
地
獄
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
自
か
ら
の
意
見
を

通
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
権
利
を
保
障
し
て
い
る
「
在
地
の
論
理
」

か
ら
か
け
は
な
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
は
黒
円
の
よ
う
に
代
官

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
出
来
る
だ
け
実
を
と
る
か
、
行
覚
の
ご
と
く
自
か

ら
地
頭
と
称
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
道
し
か
な
い
。
幕
府
法
は
こ
の
在
地
の

慣
行
を
表
現
す
る
言
葉
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
霧
評
の
域
を
は
み
出
し
、
私
見
を
述
べ
て
来
た
の
は
、
こ
の
こ
と
が

第
五
章
に
展
開
さ
れ
る
松
浦
党
の
実
態
に
つ
い
て
の
根
本
的
認
識
に
か
か
わ

っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。

　
松
浦
氏
一
族
が
そ
の
立
地
条
件
の
分
散
性
に
対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
鎌
倉

と
の
御
為
人
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
等
が
松
浦
一
族
を
強
調

し
は
じ
め
る
の
が
南
北
朝
期
以
降
で
あ
る
こ
と
は
、
瀬
野
馬
の
指
摘
の
通
り

で
あ
る
。
し
か
し
鎌
倉
期
に
お
い
て
庶
家
の
自
立
性
・
個
別
性
を
強
調
す
る

こ
と
に
は
購
鳴
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
氏
は
党
を
小
武
士
団
の
共
和
的
結
合
と

す
る
見
方
に
、
近
代
の
政
党
な
ど
の
概
念
が
先
入
観
と
し
て
あ
る
と
批
判
さ

れ
る
。
だ
が
中
世
に
お
い
て
も
「
党
類
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
そ
れ
が
偲
別
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
集
団
を
指
し
て
い
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
「
党
」
の
原
義
は
、
暗
黒
不
明
に
し
て
つ

ま
び
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
相
知
行
」
的
関

係
を
も
つ
個
別
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
一
－
未
分
化
な
存
在
を
指
す
呼
称
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
自
立
し
た
小
武
士
団
の
共
同
的
結

合
と
は
い
い
が
た
い
が
、
あ
る
種
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
庶
家
の
個
別
的
御
家
人
化
は
、
必
ず
し
も
存
在
形

態
の
個
別
性
に
対
応
す
る
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
弘
安
十
年
の
北
条
為

蒔
書
状
（
四
七
四
頁
に
引
用
）
に
見
え
る
「
松
浦
一
族
御
厨
庄
地
頭
響
町
余

人
」
の
集
団
的
恩
賞
要
求
に
つ
い
て
、
瀬
野
氏
は
こ
の
よ
う
な
一
揆
的
結
合

が
成
立
し
た
こ
と
は
、
前
提
と
し
コ
族
の
独
立
割
拠
の
状
態
の
存
在
を
意

味
」
す
る
（
四
九
二
頁
注
①
）
と
さ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
説
劇
的
で
は
な
い
。

む
し
ろ
何
ら
か
の
未
分
化
な
要
素
を
ふ
く
ん
だ
ゆ
る
や
か
な
結
合
の
存
在
を

前
提
に
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
松
浦
一
族
が
自
か

ら
「
松
浦
党
」
と
な
の
っ
た
た
し
か
な
史
料
は
見
出
し
が
た
い
。
だ
が
五
〇

〇
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
北
肥
戦
誌
」
所
収
の
建
武
五
年
の
討
死
手
負
分

捕
注
進
状
は
、
自
か
ら
の
こ
と
を
「
松
浦
一
党
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
史

料
は
、
　
必
ず
し
も
退
け
る
べ
き
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
た
し
か
に

「
党
」
は
著
名
な
存
在
で
な
い
も
の
を
集
団
と
し
て
呼
称
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
は
た
し
て
第
三
者
の
蔑
称
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
隅
田
党
や
湯
浅
党

な
ど
の
場
合
と
併
せ
て
更
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が

ら
「
吾
妻
鏡
」
元
暦
二
年
三
月
二
四
艮
条
に
は
「
山
導
兵
藤
勘
弁
遠
井
松
浦

党
為
大
将
軍
、
挑
戦
源
氏
之
将
帥
」
の
ご
と
き
記
載
も
あ
る
こ
と
を
つ
け
加

え
て
お
く
。

　
最
後
に
松
浦
党
一
揆
の
評
価
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。
疵
は
一
般
に
鎌
倉
幕

府
滅
亡
後
「
i
一
族
」
を
称
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
惣

傾
制
解
体
後
の
惣
領
の
庶
子
統
欄
の
減
退
と
、
そ
れ
に
代
る
地
縁
的
結
合
が

未
成
熟
の
段
階
で
、
南
北
両
朝
と
も
一
族
意
識
の
喚
起
に
よ
り
軍
事
力
の
組
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評書

織
化
を
意
図
し
、
在
地
が
こ
れ
に
応
じ
た
も
の
と
さ
れ
、
松
浦
党
の
一
揆
も

か
か
る
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
松
浦
党
の
場
合
、
鎌
倉
期
に
惣
領

制
的
関
係
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
と
く
に
他
の
条
件
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。
私
は
こ
の
段
階
で
各
庶
家
の
個
別
的
所
有
が
漸
く
明
確
に
成
立
し
て

き
て
、
～
揆
雨
落
状
に
見
え
る
農
罠
面
縛
の
方
向
も
そ
の
中
で
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
も
の
と
思
う
。
瀬
野
氏
が
軍
事
的
大
一
揆
の
成
立
契
機
を
今
川
了
俊

等
の
工
作
に
も
と
め
た
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
氏
も
松
浦
党
内
部
に
一
揆

を
作
る
傾
向
性
の
あ
っ
た
こ
と
は
み
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
軍
事
的

大
一
揆
と
日
常
的
な
小
一
揆
と
の
関
係
一
連
続
性
が
も
っ
と
重
視
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
さ
も
な
い
と
、
上
か
ら
の
働
き
か
け
が
一
揆
と
い
う
形
で

受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
が
闘
ら
か
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

一
揆
結
成
の
契
機
が
上
か
ら
の
工
作
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
一
揆
の
本

質
を
一
義
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
も
は
や
与
え
ら
れ
だ
枚
数
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。
氏
は
こ
れ
ま
で
『
九
州

地
方
中
世
文
書
編
年
目
録
』
や
『
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
』
の
編
集
を
は
じ
め
、

数
多
く
の
基
礎
的
作
業
に
よ
っ
て
学
界
に
大
き
な
貢
献
を
さ
れ
て
来
た
。
そ

し
て
さ
ら
に
、
網
羅
的
史
料
収
集
と
蓋
然
的
立
論
を
さ
け
る
氏
独
特
の
禁
欲

的
方
法
に
も
と
つ
く
本
書
は
、
鎌
倉
時
代
研
究
に
永
く
残
る
貴
重
な
財
産
を

加
え
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
と
く
に
九
州
中
世
史
研
究
に
と
っ

て
は
ま
さ
に
座
右
の
書
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
機
会
に
氏
の
多

年
の
御
努
力
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

　
さ
い
ご
に
蛇
足
で
は
あ
る
が
、
氏
の
方
法
に
つ
い
て
総
括
的
な
感
想
を
つ

け
加
え
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。

　
た
し
か
に
一
部
分
の
史
料
で
蓋
然
的
説
明
を
す
る
こ
と
は
よ
ほ
ど
慎
重
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
書
ほ
ど
に
史
料
を
網
羅
的
に
収
集
し
た
上
で
は
、

あ
え
て
蓋
然
的
立
場
に
ふ
み
込
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
所
詮
わ
れ
わ
れ

が
知
り
得
る
史
料
は
、
現
実
に
存
在
し
た
無
数
の
事
象
の
一
部
で
し
か
あ
り

え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
総
計
が
歴
史
の
真
実
（
実
態
）
を
示
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
の
史
料
収
集
の
の
ち
に
は
、
真
実

把
握
の
た
め
の
留
険
が
画
然
も
と
め
ら
れ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
も

と
よ
り
望
蜀
の
言
で
あ
る
。

　
以
上
き
わ
め
て
精
緻
な
労
作
に
対
す
る
に
蛮
刀
を
も
っ
て
し
た
感
が
あ
る

が
、
日
頃
の
氏
の
学
恩
に
あ
ま
え
て
、
卒
直
な
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。
氏
の
論
旨
を
誤
解
し
た
り
し
て
い
る
所
も
あ
る
か
と
思
う
。
氏
の
御
海

容
を
願
い
た
い
。
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