
介且

つ
、
最
後
に
未
収
史
料
が
一
日
も
早
く
何
ら
か
の

形
で
活
字
化
さ
れ
る
事
を
、
殊
に
今
回
原
本
優
先

の
方
針
か
ら
収
録
を
断
念
さ
れ
た
『
歴
代
古
案
』

等
の
編
纂
物
の
活
字
化
を
切
望
し
て
お
き
た
い
。
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A
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高
槻
市
文
化
財
調
査
報
告
書

第
一
四
冊

『
摂
津
高
槻
城
一
本
目
跡
発
掘

調
査
報
告
書
一
』

　
近
年
歴
史
時
代
の
遣
跡
の
発
掘
が
、
開
発
に
よ

る
破
壌
と
裏
腹
の
関
係
で
は
あ
る
が
と
み
に
盛
ん

と
な
り
、
瞠
目
す
べ
き
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
中
で
も

近
世
初
頭
を
中
心
と
す
る
特
に
新
し
い
時
代
の
発

掘
の
成
果
で
あ
り
、
近
世
考
古
学
の
先
駆
的
業
績

と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。
一
九
七

五
～
七
六
年
の
発
掘
当
時
に
は
石
垣
の
基
礎
に
整

然
と
し
た
航
測
の
木
組
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
話

題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
本
格
的
な
報
告
書
が
高
槻

城
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

学
界
の
共
有
財
産
と
な
っ
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し

い
。
近
世
は
お
ろ
か
中
世
の
遺
溝
で
す
ら
何
の
調

査
も
さ
れ
な
い
ま
ま
破
壊
さ
れ
る
こ
と
の
な
お
多

い
今
日
、
こ
こ
ま
で
事
を
運
ば
れ
た
関
係
者
の
見

識
に
ま
ず
敬
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
雷
は
調

査
を
担
当
さ
れ
た
一
人
の
、
高
槻
市
教
委
技
術
吏

員
森
田
克
行
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
以

下
本
書
の
内
容
紹
介
を
試
み
た
い
。

　
第
一
章
「
高
槻
城
の
位
置
と
概
要
」
で
は
、
高

槻
城
の
歴
史
と
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
遺
構
の
概
略

が
示
さ
れ
、
高
山
右
近
時
代
の
「
総
郭
型
」
か
ら

「
郭
内
専
連
立
」
へ
移
行
し
、
広
大
な
城
地
を
持

つ
に
至
っ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
調
査
経
過
」
は
、
近
代
以
降
の
城
肚

の
変
貌
と
今
回
の
調
査
の
経
過
の
記
録
。

　
第
三
章
「
遺
構
」
で
は
、
典
型
的
な
沖
積
低
地

で
あ
り
、
　
「
石
垣
に
よ
る
城
壁
構
築
に
は
不
向
き

な
地
盤
」
に
築
か
れ
た
石
垣
の
全
貌
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
多
量
の
栗
石
と
加
工
木
材
を
組
合
せ
た

「
梯
子
胴
木
組
」
を
骨
格
と
し
て
造
ら
れ
た
人
工

基
盤
、
松
葉
敷
に
よ
る
足
場
確
保
な
ど
誠
に
興
味

深
い
。
こ
の
他
、
船
底
な
ど
廃
城
時
の
遣
構
に
つ

い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
「
遺
物
」
で
は
、
第
三
章
で
述
べ
ら

れ
た
「
梯
子
胴
木
組
」
の
木
材
を
は
じ
め
と
す
る

「
石
垣
構
築
に
か
か
わ
る
資
材
」
を
中
心
に
、

「
建
物
に
か
か
わ
る
資
材
」
な
ど
壁
土
に
至
る
ま

で
の
遺
物
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
り
、
木
材
は
勿

論
、
石
垣
や
根
固
め
石
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
も
、

法
量
・
岩
質
・
刻
印
等
の
デ
ー
タ
を
一
覧
表
に
す

る
と
い
う
詳
細
な
報
告
に
な
っ
て
い
る
。
屋
瓦
の

分
類
も
詳
し
い
。

　
第
五
章
「
考
察
」
で
は
、
以
上
の
遺
構
・
遺
物

に
つ
い
て
、
石
垣
構
築
の
技
法
を
中
心
に
、
化
学

的
な
分
析
な
ど
も
交
え
な
が
ら
考
察
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。
前
述
の
「
梯
子
型
胴
木
組
」
は
栗
石
で

掘
方
の
底
面
が
埋
め
つ
く
さ
れ
て
は
じ
め
て
機
能

し
、
ま
た
こ
の
工
法
は
や
は
り
地
盤
が
較
弱
な
故

で
あ
り
低
湿
地
に
築
城
せ
ん
が
た
め
の
施
工
法
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
木
材
の
大
き
さ
か
ら
そ

の
組
織
的
な
供
給
を
想
定
し
、
穿
た
れ
た
方
形
孔

か
ら
陸
送
の
方
法
に
雷
及
す
る
な
ど
、
こ
う
し
た

遺
構
・
遺
物
が
当
時
の
社
会
の
様
々
な
側
面
に
迫

り
う
る
材
料
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
組
合
せ
用
具
」
に
よ
る
張
糸
を
使
っ
た
石
垣
技

法
の
説
明
も
興
味
深
い
。
石
材
に
つ
い
て
も
、
規

模
、
形
状
、
矢
穴
の
分
析
な
ど
、
特
に
石
垣
造
り

の
基
本
的
な
技
術
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
豊
富
で
、
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同
種
の
調
査
・
研
究
に
は
必
ず
参
照
さ
る
べ
き
も

の
と
な
ろ
う
。
屋
瓦
に
つ
い
て
は
、
高
槻
城
出
土

の
も
の
の
分
類
と
編
年
だ
け
で
な
く
、
畿
内
に
お

け
る
近
世
瓦
の
成
立
に
つ
い
て
も
数
頁
を
費
し
て

お
り
、
貴
重
な
研
究
と
言
え
よ
う
。
章
末
に
は
調

査
の
主
要
成
果
で
あ
る
沖
積
地
で
の
石
垣
基
底
部

の
作
成
技
法
を
復
元
的
に
図
示
し
て
ま
と
め
て
い

る
。　

付
論
「
近
世
高
槻
城
の
修
築
と
そ
の
背
景
」
で

は
、
文
献
と
石
垣
の
刻
印
・
墨
書
印
か
ら
藤
堂
竜

虎
の
関
与
を
推
測
し
、
そ
れ
を
大
坂
域
の
普
請
と

関
係
づ
け
て
い
る
が
、
概
ね
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
点
も
石
境
の
技
術
な
ど
考
古
学
的

な
資
料
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
れ
ば
更
に
面
白
い
。

　
以
上
、
筆
者
は
所
謂
「
文
献
」
畑
の
人
間
で
あ

る
た
め
、
十
分
な
紹
介
と
評
価
が
で
き
て
い
る
と

は
思
わ
れ
な
い
が
、
よ
く
ま
と
ま
っ
た
高
水
準
の

報
告
書
で
あ
る
こ
と
は
問
違
い
な
く
、
詳
し
く
は

現
物
を
御
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　
た
だ
少
し
欲
を
言
う
と
、
こ
れ
は
ひ
と
え
に
こ

の
種
の
調
査
・
研
究
の
立
ち
遅
れ
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
折
角
の
デ
ー
タ
が
孤
立
気
味
で
、
高

槻
城
の
歴
史
を
離
れ
た
城
郭
史
、
或
い
は
更
に
中

・
近
世
史
へ
の
広
が
り
が
乏
し
く
、
そ
れ
ら
全
体

の
中
で
の
位
贋
づ
け
が
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。

成
果
の
中
心
で
あ
る
石
垣
に
つ
い
て
も
も
う
少
し

他
と
の
比
較
が
欲
し
い
し
、
ま
た
筆
者
の
関
心
で

言
え
ば
、
第
一
章
で
高
山
右
近
の
総
二
型
城
下
町

が
原
型
で
あ
る
こ
と
を
言
う
な
ら
、
そ
れ
と
同
時

代
の
同
じ
総
捲
型
の
城
下
町
、
例
え
ば
荒
木
村
重

の
伊
丹
城
や
、
或
い
は
最
近
大
規
模
な
総
理
の
存

在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
勝
竜
邑
城
な
ど
と
の
比
較

が
あ
れ
ば
、
高
槻
城
の
持
つ
価
値
が
更
に
明
ら
か

に
な
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
並
行
す

る
遺
構
の
デ
ー
タ
が
揃
い
、
総
合
的
な
考
察
が
可

能
に
な
る
日
を
待
ち
た
い
。

　
と
も
あ
れ
、
考
古
学
の
成
果
が
他
の
分
野
に
御

益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
今
後
は
「
文
献
」
史
学
者
な
ど
も
、
近
世
吏

に
至
る
ま
で
こ
う
し
た
成
果
を
活
用
し
て
い
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
更
に
こ
う
し
た
遺

跡
に
目
が
向
け
ら
れ
、
保
存
と
調
査
が
盛
ん
に
な

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
　
　
　
　
（
A
4
版
　
一
五
五
頁
図
版
＝
○
頁

　
　
　
　
　
別
建
二
枚
　
一
九
八
四
年
三
月
　
高
槻
市

　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
　
四
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
（
小
島
道
裕
　
京
都
大
学
大
学
院
生
）

Z
O
び
O
N
環
剛
（
鋤
『
鋤
ω
ぼ
§
r
㊤

ω
8
昏
謬
a
き
霞
ω
8
総

記
匿
G
Q
o
a
①
蔓
℃
ω
鍵
象
Φ
ω

腫
。
唐
ぽ
8
ほ
営
δ
霧
跨
●

U
・
c
◎
窃
O
一
μ
○
◎
O
O

　
本
書
は
著
者
辛
島
昇
氏
が
過
去
一
五
年
間
に
発

表
さ
れ
た
九
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
わ
た
る
南
イ

ン
ド
史
、
主
要
に
は
チ
ョ
ー
ラ
朝
時
代
の
タ
ミ
ル

ナ
ー
ド
ゥ
に
関
す
る
一
三
の
研
究
論
文
を
編
ん
で

一
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、

も
と
和
文
で
発
表
さ
れ
今
回
英
訳
し
て
収
録
さ
れ

た
一
編
を
除
き
、
す
べ
て
国
際
会
議
や
海
外
の
雑

誌
、
国
内
の
紀
要
、
海
外
学
術
調
査
報
告
書
等
さ

ま
ざ
ま
な
場
に
お
い
て
英
文
で
発
表
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
う
ち
四
編
は
イ
ン
ド
人
学
者
と
共
同
し

て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
採
録
に
際

し
て
重
複
箇
所
の
渕
除
や
最
新
の
研
究
成
果
の
吸

収
な
ど
全
体
の
調
整
と
若
干
の
補
訂
が
な
さ
れ
た

ほ
か
、
新
し
く
長
文
の
解
説
を
草
し
、
本
書
の
対

象
と
す
る
と
こ
ろ
や
課
題
、
各
論
文
の
位
置
づ
け

な
ど
を
開
か
に
し
て
い
る
。

　
＝
二
編
の
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
よ
く
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