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「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
一
九
七
六
年
以
来
一
〇
年
間
に
わ

た
っ
て
研
究
活
動
を
継
続
し
て
き
た
「
西
洋
生
活
意
識
研
究
会
」
の
メ
ン
バ

ー
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
三
部
か
ら
成
り
、
第
一
部
は
キ
リ
ス
ト
教
中

心
に
、
宗
教
意
識
と
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
行
動
様
式
を
、
第
二
部
で
は
宮
廷

と
都
市
に
お
け
る
生
活
環
境
を
、
第
三
部
で
は
、
家
、
城
、
軍
隊
を
対
象
に

と
り
上
げ
、
そ
れ
ら
と
社
会
制
度
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。
新
し
い

社
会
史
的
視
点
に
立
つ
意
欲
的
な
力
作
を
集
め
た
論
叢
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
ず
木
村
尚
三
郎
氏
は
、
本
論
文
集
の
序
論
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
層
文
化

一
1
中
世
人
の
生
活
意
識
を
め
ぐ
っ
て
一
」
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
史
研
究
の
基
本
的
な
視
点
を
打
出
そ
う
と
す
る
。
氏
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

一
二
世
紀
を
、
現
在
の
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
社
会
と
文
化
が
形
成
さ
れ
る
時
期
、

一
四
・
五
世
紀
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
生
活
空
間
が
拡
大
す
る
と
同
時
に
、

人
び
と
の
心
が
内
に
向
っ
て
生
と
死
を
強
く
意
識
し
始
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

の
心
情
と
生
活
意
識
が
形
成
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
と
す
る
。
評
者
に
は
、
一

四
・
五
世
紀
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
心
が
内
に
向
う
時
期
を
さ
れ
る
点
の
論
証

に
若
干
の
論
証
不
足
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
層
文
化
の
な

り
た
ち
を
見
る
と
こ
ろ
に
、
わ
が
国
と
ヨ
ー
μ
ッ
パ
と
の
共
存
の
あ
り
方
を

探
る
契
機
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
地
道
な
提
言
と
し
て
好
感
が
も
て

る
。　

キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
意
識
を
主
題
と
し
た
第
一
部
の
第
一
論
文
は
青
山
吉

信
氏
の
「
偽
作
と
伝
統
ー
グ
ラ
ス
ト
ソ
ベ
リ
伝
説
形
成
の
一
側
面
l
」

で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ブ
・
マ
ー
ム
ズ
ベ
リ
の
記
録
に
後
世
大
き
な
改
窟
の

加
え
ら
れ
た
『
グ
ラ
ス
ト
ソ
ベ
リ
修
道
院
古
史
』
を
史
料
と
し
て
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
が
聖
ダ
ン
ス
タ
ソ
聖
遺
骨
の
数
奇
な
転
変
に
関
す
る
説
話
を
彼
の
『
古

史
』
に
と
り
上
げ
な
か
っ
た
事
情
、
そ
の
説
話
が
一
一
八
四
年
に
『
古
史
』

に
改
籔
さ
れ
挿
入
さ
れ
る
に
到
っ
た
事
情
を
問
題
に
し
て
い
る
。

　
ノ
ル
マ
ン
征
服
後
の
イ
ギ
リ
ス
教
会
に
お
い
て
、
新
来
の
ノ
ル
マ
ソ
司
教
、

院
長
ら
が
サ
ク
ソ
ン
聖
者
の
聖
遺
物
を
軽
視
し
た
こ
と
に
抵
抗
す
る
動
き
が

あ
っ
た
が
、
と
く
に
保
守
的
な
修
道
院
に
お
い
て
は
サ
ク
ソ
ン
黙
過
虫
の
美

化
が
始
ま
っ
た
。
と
く
に
古
い
起
源
を
主
張
す
る
グ
ラ
ス
ト
ソ
ベ
リ
修
道
院

は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
グ
ラ
ス
ト
ソ
ベ
リ
修
道
院
は
、
カ
ソ
タ

ベ
リ
に
対
す
る
対
抗
意
識
が
強
く
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
招
い
て
『
古
史
』
を
書

か
せ
て
、
そ
の
古
さ
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
グ
ラ
ス
ト
ソ
ベ

ジ
修
道
院
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
ダ
ン
ス
タ
ソ
聖
無
骨
の
カ
ン
タ
ベ
リ
か
ら
グ

ラ
ス
ト
ソ
ベ
リ
へ
の
移
送
と
い
う
説
話
を
と
り
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
に
不
満

を
抱
く
が
、
し
か
し
、
ベ
ケ
ッ
ト
論
争
後
の
カ
ソ
タ
ベ
リ
の
衰
退
と
、
ヘ
ン

リ
…
二
世
の
保
護
を
え
た
グ
ラ
ス
ト
ソ
ベ
リ
修
道
院
の
当
時
の
復
興
に
よ
っ

て
そ
の
不
満
が
い
や
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
カ
ソ
タ
ベ
リ
巡
礼
の
繁
栄
と
、

一
一
八
四
年
の
グ
ラ
ス
ト
ソ
ベ
リ
修
道
院
の
大
火
と
頼
む
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の

死
、
バ
ス
・
ウ
ェ
ル
ズ
司
教
と
の
対
決
な
ど
、
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
修
道
院
は

存
亡
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
、
ア
ー
サ
ー
遺
骨
の
発
見
、
聖
バ
ト
リ
ッ
ク
・

チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
、
聖
ダ
ン
ス
タ
ン
の
グ
ラ
ス
ト
ソ
ベ
リ
へ
の
移
送
説
話
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な
ど
を
握
着
し
て
し
ぎ
り
に
復
興
と
挽
回
を
願
う
。
本
論
は
、
そ
う
し
た
中

に
『
古
史
』
の
改
猿
を
位
置
づ
け
た
好
論
で
あ
る
が
、
修
道
院
解
散
後
も
そ

う
し
た
伝
説
が
独
り
歩
き
し
た
と
い
う
後
日
諏
も
面
白
い
。
そ
う
し
た
伝
説
、

説
話
を
捏
造
偽
作
し
、
ま
た
そ
れ
を
う
け
入
れ
て
い
た
中
世
人
の
心
性
が
取

扱
わ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

　
朝
倉
文
市
氏
の
「
小
教
区
制
の
成
立
ー
サ
ク
ソ
ソ
末
期
の
小
教
区
教
会

に
つ
い
て
一
」
で
は
、
初
め
に
サ
ク
ソ
ン
末
期
の
小
教
区
教
会
の
実
情
が

説
か
れ
る
。
評
者
は
、
一
〇
世
紀
前
後
に
、
修
道
院
聖
堂
中
心
の
布
教
で
あ

っ
た
の
が
、
小
教
区
教
会
が
ふ
え
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
に
密
着
し
て
い

た
小
教
区
教
会
中
心
の
布
教
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
に
解
し
た
が
、
そ
の
辺

の
意
味
の
と
り
に
く
い
叙
述
が
気
に
な
る
。
し
か
し
．
．
8
冨
U
o
ヨ
①
ω
魯
図

竃
。
舜
畠
○
塗
ヨ
．
．
の
分
析
か
ら
小
教
区
教
会
と
住
民
と
の
関
係
を
見
る
と

こ
ろ
は
き
わ
め
て
興
味
深
く
、
カ
ソ
タ
ベ
リ
の
支
配
下
に
あ
る
教
会
の
間
に
、

母
教
会
一
娘
教
会
と
い
う
系
列
関
係
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ミ
サ
用
聖

香
油
を
h
o
Φ
を
払
っ
て
母
教
会
か
ら
う
け
と
る
と
い
う
教
会
階
層
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
す
で
に
サ
ク
ソ
ン
末
期
か
ら
形
成
さ
れ
て
お
り
、

一
〇
世
紀
以
後
、
数
の
上
で
も
組
織
の
上
で
も
余
り
変
っ
て
い
な
い
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
、
サ
ク
ソ
ン
末
期
に
小
教
区
教
会
制
が
確
立
し
て
い
た
と
い
う

重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
し
か
し
そ
の
小
教
区
激
会
は
殆
ど
が
私
有
教
会
で

あ
り
、
司
教
に
対
し
て
は
母
教
会
を
通
じ
て
聖
香
油
料
だ
け
は
払
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
が
、
司
教
と
そ
う
し
た
私
有
小
教
区
教
会
と
の
支
配
・
従
属
関

係
、
ま
た
、
そ
の
私
有
小
教
区
教
会
に
は
修
道
院
が
私
有
す
る
教
会
が
多
か

っ
た
と
患
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
司
教
と
そ
う
し
た
修
道
院
と
の
支
配
・
従

属
関
係
な
ど
の
究
明
が
つ
ぎ
の
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
八
塚
春
児
氏
の
「
第
一
回
十
字
軍
と
教
皇
　
　
教
会
統
一
無
題
を
中
心
に

1
」
は
、
ク
レ
ル
モ
ソ
に
お
け
る
ウ
ル
バ
ヌ
ス
ニ
世
の
演
説
が
不
明
で
、

そ
の
力
点
が
ビ
ザ
ソ
ツ
救
援
に
あ
る
の
か
、
エ
ル
サ
レ
ム
解
放
に
あ
る
の
か

間
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
ア
レ
ク
シ
オ
ス
一
世
の
要

請
を
う
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
救
援
の
た
め
に
ウ
ル
パ
ヌ
ス
が
軍
隊
召
集

を
決
意
し
た
と
い
う
説
に
立
っ
て
、
東
西
両
教
会
統
一
問
題
を
中
心
に
論
じ
「

て
い
る
。

　
東
西
両
教
会
統
一
の
計
画
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
ビ
ザ
ソ
ッ
救
援
の

志
向
に
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
と
く
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
ニ
世
は
、
対
立
教
皇
や

ド
イ
ツ
皇
帝
と
の
対
抗
上
ビ
ザ
ソ
ツ
と
の
交
渉
に
多
大
の
関
心
を
持
っ
て
い

た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
ニ
世
は
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
ア
レ
ク
シ
オ
ス
一
壷

の
再
審
を
と
ら
え
て
、
ま
ず
軍
隊
派
遣
に
応
じ
た
が
、
彼
に
、
東
西
正
教
会

宥
和
の
志
向
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
渡
航
の
志
向
の
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
書
簡
史
料
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
演
説
に
東
西
両
教
会

統
一
問
題
へ
の
雷
及
が
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
推
測
し
、
帝
国
と
の
対
抗
意

識
よ
り
も
、
諸
侯
、
騎
土
を
教
皇
に
直
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
、
ま
た
フ

ラ
ン
ス
と
の
接
近
志
向
が
強
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
十
字
軍
を
機
会
に
内

戦
を
外
征
に
転
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
の
平
和
運
動
を
お
し
す
す
め
て
教
皇
の

宗
主
権
政
策
を
す
す
め
る
意
図
も
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
示
唆
深
い
展
望
も

そ
え
ら
れ
て
い
る
。

　
渡
辺
昌
美
氏
の
「
奇
蹟
と
幻
想
」
は
、
中
世
の
人
び
と
は
死
せ
る
人
の
亡

霊
を
よ
く
見
、
生
と
死
の
交
感
の
中
で
生
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
代

人
と
違
っ
て
申
世
人
は
そ
う
し
た
幻
想
を
日
誌
、
年
代
記
な
ど
に
誌
す
価
値

の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
に
中
世
人
の
、
精
神
の
昏
迷
で
な
く
、

彼
ら
の
精
神
の
姿
勢
を
見
よ
う
と
す
る
視
点
が
斬
新
で
あ
る
。

　
「
王
者
の
夢
」
を
、
教
会
的
モ
ラ
ル
が
前
索
に
出
て
来
て
在
来
の
ゲ
ル
マ
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評書

ソ
的
モ
ラ
ル
を
批
判
し
て
ゆ
く
過
程
の
産
物
で
あ
る
と
分
析
し
、
そ
こ
に
、

教
会
特
権
と
教
会
へ
の
寄
進
と
を
す
す
め
よ
う
と
し
た
教
会
の
か
く
さ
れ
て

い
た
意
図
を
見
、
シ
ガ
ー
ル
の
興
味
深
い
奇
蹟
分
析
を
通
じ
て
、
聖
遺
物
崇

敬
に
念
力
を
認
め
て
現
世
利
益
を
期
待
す
る
と
い
う
岬
物
的
性
格
が
あ
っ
た

こ
と
を
見
、
霊
場
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
、
具
体
的
な
、
キ
リ
ス
ト
教

以
前
の
土
俗
の
底
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
が
、
中
世
人
に
日
常
的
に
起
っ

た
非
日
常
的
奇
蹟
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
を
提
起
し
て

い
る
。
し
か
し
評
者
に
は
、
中
世
人
に
あ
っ
て
は
、
神
は
、
愛
の
神
で
あ
る

よ
り
も
怖
れ
ら
れ
る
べ
き
神
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
背
後
に
、
神
の
権
威
を
武

器
と
し
ょ
う
と
す
る
教
会
側
の
姿
勢
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
が
、

そ
の
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
中
世
人
の
精
神
生
活
へ
の
関
心
を

そ
そ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　
第
二
部
は
中
世
人
の
生
活
意
識
を
テ
ー
マ
と
す
る
が
、
里
見
元
一
郎
氏
の

「
富
廷
文
明
の
系
譜
i
s
・
イ
ェ
イ
ガ
ー
の
近
著
の
紹
介
を
か
ね
て
一
」

は
、
宮
廷
文
明
を
、
封
建
騎
士
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の
移
行
期
の
も
の
と

し
て
で
な
く
、
中
世
の
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
、
宮
廷
の
起

源
を
揖
ー
マ
に
求
め
て
、
宮
廷
は
抑
制
と
謙
譲
を
む
ね
と
し
た
人
間
性
の
理

想
を
追
求
し
つ
づ
け
て
来
た
場
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
育
く
ん
で
来

た
場
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
イ
ェ
イ
ガ
ー
説
を
ふ
ま
え
て
、
一
二
世
紀
フ
ラ

ン
ス
の
騎
士
道
を
規
準
と
し
た
宮
廷
文
明
よ
り
も
、
よ
り
古
い
一
〇
・
一
隔

世
紀
の
ド
イ
ツ
宮
廷
文
明
を
と
り
上
げ
た
庵
の
で
あ
る
。

　
オ
ッ
ト
ー
一
世
が
息
子
に
ビ
ザ
ソ
ツ
皇
女
テ
オ
フ
ァ
…
ノ
を
嫁
と
し
て
迎

え
て
以
来
、
オ
ヅ
ト
ー
の
嬉
野
に
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
文
化
を
た
だ
よ
わ
せ

た
絢
猛
た
る
宮
廷
文
明
が
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
伝
統
は
聖
な
る
皇
帝
と
い

う
ロ
ー
マ
風
理
念
を
打
出
し
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
一

一
世
紀
ド
イ
ツ
宮
廷
文
明
は
、
宮
廷
礼
拝
堂
を
中
心
と
し
た
聖
職
者
に
よ
り

支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
特
色
と
す
る
も
の
で
、
古
典
的
教
養
と
キ
リ
ス
ト

教
的
教
養
が
ゲ
ル
マ
ン
的
野
蛮
性
を
超
克
し
て
ゆ
く
場
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
教
会
改
革
と
叙
任
権
闘
争
の
進
む
中
で
宮
廷
に
奉
仕

す
る
聖
職
者
が
非
難
さ
れ
て
、
一
一
世
紀
ド
イ
ツ
宮
廷
か
ら
聖
職
者
が
去
る

よ
う
に
な
り
、
騎
士
道
と
と
も
開
花
し
た
一
二
世
紀
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
文
明
に

と
っ
て
代
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
一
一
世
紀
ド
イ
ツ
宮
廷
が
あ
っ
て
初
め

て
＝
一
世
紀
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
文
明
が
あ
る
こ
と
を
力
説
し
、
宮
廷
文
明
の
時

代
に
お
け
る
現
わ
れ
方
の
差
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
相
を
晃
よ
う
と
す
る

大
き
な
意
図
が
窺
わ
れ
て
味
わ
い
深
い
。

　
瀬
原
義
生
氏
の
「
中
世
末
期
ド
イ
ツ
市
民
の
歴
史
意
識
－
都
市
年
代
記

を
通
し
て
み
た
一
」
で
は
、
都
市
年
代
記
が
書
か
れ
た
背
景
と
し
て
、
一

四
世
紀
後
半
に
ド
イ
ツ
各
都
市
の
ツ
ン
フ
ト
闘
争
が
鎮
ま
り
旧
都
市
貴
族
の

系
譜
を
ひ
く
有
力
市
民
の
支
配
が
確
立
し
て
家
系
史
を
回
顧
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
出
て
来
た
外
に
、
都
帯
間
の
交
渉
や
、
諸
侯
領
主
連
合
を
相
手
と
し

た
都
市
の
折
衝
な
ど
が
盛
ん
に
な
っ
て
外
交
文
書
整
理
の
機
会
と
必
要
が
多

く
な
っ
て
来
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
一
四
世
紀
後
半
に
は
著
者
に
教
会
人
が
多
か
っ
た
が
一
五
世
紀
に
は
俗
人

が
多
く
な
る
と
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
ブ
ル
ガ
ル
ト
・
ツ
ィ
．
ン
ク
（
一

三
七
六
－
一
四
七
四
）
の
年
代
記
が
と
り
上
げ
「
ら
れ
、
自
分
の
幽
い
立
ち
と

生
涯
を
書
い
て
い
る
そ
の
第
三
巻
か
ら
、
ツ
ィ
ン
ク
が
諸
侯
に
対
し
て
強
い

不
信
を
持
ち
、
そ
の
た
め
に
も
都
市
相
互
の
友
好
関
係
と
団
結
の
必
要
を
説

き
、
諸
侯
の
野
心
に
対
し
て
帝
国
の
秩
序
を
願
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。

ツ
イ
ソ
ク
の
そ
う
し
た
帝
国
観
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
都
市
年
代
記
に
お
い

て
も
見
ら
れ
、
帝
国
と
は
帝
国
都
市
の
総
体
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
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あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
一
五
世
紀
後
半
に
皇
帝
と
都
箭
の
協
調
関
係
が

崩
れ
て
来
て
も
、
そ
れ
と
は
逆
に
都
帯
こ
そ
が
帝
国
で
あ
る
と
い
う
理
念
が

益
々
強
ま
っ
て
来
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
う
し
た
都
市
市
民

の
帝
国
観
の
外
に
、
豪
時
の
市
民
は
、
自
分
の
住
む
都
帯
中
心
の
窒
間
、
世

界
を
考
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
過
ま
、
現
在
、
未
来
と
い
う
時
間
的
感
覚
が

乏
し
く
、
持
続
す
る
現
在
と
い
う
よ
う
な
時
間
感
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、

従
っ
て
年
代
記
は
何
時
で
も
書
き
つ
が
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
解

説
さ
れ
る
。
従
っ
て
彼
ら
に
と
っ
て
は
都
市
の
終
り
は
世
界
の
終
末
で
あ
っ

た
訳
で
、
自
分
が
生
き
て
い
る
現
在
中
心
の
中
世
人
独
特
の
感
覚
と
意
識
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
鯖
田
豊
之
氏
の
「
都
市
環
境
の
特
色
…
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
上
水
道
の
背
景

－
」
は
、
都
市
の
発
展
と
上
水
道
施
設
の
問
題
を
、
人
間
の
生
活
と
自
然

の
か
か
わ
り
合
い
と
い
う
観
点
か
ら
疫
学
的
な
考
察
を
加
え
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
日
本
で
は
水
道
の
水
源
を
問
わ
な
い
の
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
都

市
で
は
泉
水
、
地
下
水
に
水
源
を
求
め
る
執
念
が
強
か
っ
た
こ
と
が
結
論
的

に
云
え
る
が
、
中
世
末
か
ら
近
代
初
め
に
は
泉
水
の
道
マ
水
工
事
が
大
都
市
人

口
の
膨
脹
に
追
い
つ
か
ず
、
水
売
屋
、
水
溶
と
い
う
地
表
水
を
売
る
商
売
人

が
い
た
こ
と
が
興
味
深
い
。
　
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
、
浄
水
技
術
を
伴

わ
な
い
、
蒸
気
機
関
に
よ
る
給
水
が
独
走
し
た
過
玄
の
時
代
の
コ
レ
ラ
大
流

行
の
恐
怖
が
長
く
尾
を
引
い
て
、
ウ
ィ
ー
ン
、
パ
リ
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
良
質

の
水
源
と
し
て
泉
水
、
地
下
水
を
求
め
る
執
念
が
か
き
た
て
ら
れ
、
比
較
的

地
表
水
に
頼
っ
て
い
た
ロ
ン
ド
ン
で
も
、
地
表
水
を
地
下
水
に
近
い
も
の
に

す
る
努
力
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
良
質
の
泉
水
、
地
下
水

へ
の
執
着
に
彼
ら
の
自
然
と
の
共
存
志
向
が
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。

　
玉
垣
嘉
失
氏
の
「
女
と
男
の
情
景
一
裁
判
史
料
抄
の
瞥
見
か
ら
一
」

は
、
筆
者
の
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
期
の
裁
判
史
料
研
究
が
産
み
出
し
た
領
民

生
活
史
の
興
味
深
い
一
面
を
浮
び
上
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
下
層
民
女
性
は
、
と
く
に
召
使
い
と
し
て
奉
公
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

結
婚
の
口
約
束
に
誘
惑
さ
れ
て
男
の
暴
力
的
な
性
の
犠
牲
と
な
る
ケ
ー
ス
が

多
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
男
女
関
係
か
ら
生
れ
る
不
義
の
子
の
殺
害
事
件
な

ど
に
つ
い
て
は
、
欠
席
裁
判
で
判
決
が
下
さ
れ
、
ま
た
肖
像
に
よ
る
死
刑
の

執
行
を
あ
え
て
し
て
、
．
犯
人
を
共
同
体
の
外
へ
排
除
し
た
よ
う
で
、
そ
こ
に

は
領
主
権
力
の
威
信
を
示
そ
う
と
す
る
底
意
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
し
か
し
事
件
関
係
者
に
聖
職
者
を
含
む
場
合
、
そ
の
裁
判
管
轄
権
が

問
題
と
な
る
が
、
結
局
は
、
国
王
裁
判
官
、
バ
イ
イ
裁
判
所
裁
判
官
に
よ
っ

て
裁
判
さ
れ
、
領
主
裁
判
所
の
手
か
ら
離
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と

に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
禁
欲
を
善
と
し
た
中
世
に
お
け
る
下

層
民
の
性
生
活
の
一
端
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
教
会
倫
理
と
村
の
生

活
実
態
と
の
落
差
を
感
ぜ
し
め
る
駈
論
で
あ
る
。

　
第
三
部
は
生
活
の
場
と
し
て
の
社
会
制
度
の
変
化
が
扱
わ
れ
る
が
、
平
城

照
雨
氏
の
「
錦
芋
か
ら
軍
隊
ヘ
ー
フ
ラ
ソ
ク
軍
制
に
関
す
る
覚
書
　
　
」

は
、
か
つ
て
中
世
国
論
史
研
究
の
主
題
と
な
っ
た
国
王
自
由
入
学
説
に
お
け

る
自
由
人
の
強
制
史
的
位
置
づ
け
の
問
題
を
再
検
討
し
て
、
中
世
前
期
の
軍

制
を
考
究
す
る
野
心
的
な
所
論
で
あ
る
。

　
古
典
学
説
が
自
由
人
に
つ
い
て
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
時
代
の
古
法
由
人
の
伝
統

が
カ
ロ
リ
ン
グ
勅
令
に
出
て
く
る
一
般
自
由
人
に
う
け
つ
が
れ
た
と
考
え
る

の
に
対
し
、
国
王
自
由
人
学
説
は
、
古
典
学
説
が
い
う
と
こ
ろ
の
自
由
人
は

國
王
に
貢
租
を
負
う
国
王
に
従
属
す
る
三
王
自
由
人
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

し
か
し
筆
老
は
、
国
王
自
由
人
学
説
も
国
王
貢
租
人
（
国
王
自
由
人
）
と
い

う
一
種
類
の
自
由
人
を
考
え
る
点
で
古
典
学
説
と
類
似
す
る
が
、
マ
イ
ヤ
ー
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評書

が
、
両
学
説
を
折
衷
し
て
国
王
自
由
人
学
説
の
説
く
新
し
い
自
由
人
（
国
王

自
由
人
）
の
外
に
、
古
典
学
説
の
説
く
旧
い
タ
イ
プ
の
自
由
人
、
す
な
わ
ち

国
王
に
慰
種
、
軍
役
を
負
わ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
完
全
自
由
人
と
い
う
べ
き
自

由
入
も
過
渡
的
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
点
に
注
屠
す
る
。

　
筆
者
は
こ
の
マ
イ
ヤ
ー
説
に
注
目
し
て
、
初
期
に
は
国
王
に
軍
役
や
貢
租

を
負
わ
な
い
自
由
人
が
い
た
経
過
的
段
階
が
あ
り
、
そ
の
経
過
的
段
階
を
経

た
後
で
す
べ
て
の
自
由
人
が
軍
役
義
務
を
負
撫
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
斬

新
な
視
点
に
立
ち
、
そ
の
視
点
か
ら
中
世
初
期
の
戦
争
を
考
え
て
、
本
来
戦

争
は
、
農
民
に
そ
の
生
計
を
補
う
べ
き
機
会
を
与
え
る
経
済
行
為
で
あ
っ
た

と
し
、
戦
争
が
そ
う
い
っ
た
自
由
人
の
権
利
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
初

期
の
経
過
的
段
階
か
ら
、
戦
争
が
義
務
に
転
化
し
て
ゆ
く
契
機
を
、
軍
隊
王

権
理
念
の
発
展
、
と
く
に
王
を
国
家
権
力
の
代
表
者
と
見
る
新
し
い
国
家
観

の
誕
生
に
求
め
る
。
自
由
人
軍
役
の
権
利
か
ら
義
務
へ
の
転
化
と
い
う
視
点

か
ら
初
期
ゲ
ル
マ
ン
国
家
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
示
唆
多
い
好
論
で
あ
る
。

　
木
津
隆
司
氏
の
「
西
欧
中
世
の
家
、
家
族
の
研
究
の
現
状
と
問
題
点
」
は
、

家
の
歴
史
社
会
学
と
い
う
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
研
究
成
果
を
出
発
点
と
し
て
、

家
族
の
状
況
、
実
態
と
政
治
構
造
と
の
関
連
を
考
え
る
、
こ
れ
亦
野
心
的
な

好
論
で
あ
る
。

　
》
費
臼
錠
9
一
門
が
、
分
枝
に
分
れ
て
も
よ
く
結
束
を
維
持
し
て
、
高
位

の
官
職
と
巨
大
な
所
領
を
｝
門
で
維
持
し
て
い
た
事
情
を
見
て
、
カ
ロ
リ
ン

グ
王
権
が
そ
う
し
た
貴
族
と
そ
の
親
族
団
の
忠
誠
関
係
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
論
ず
る
。
カ
ロ
リ
ソ
グ
貴
族
は
父
系
、
母
系
の
双
方
か
ら
等

し
く
継
承
さ
れ
て
い
る
点
、
貴
族
は
そ
う
し
た
出
生
と
起
源
を
大
事
に
し
て

お
り
下
級
家
士
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
点
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
が
、
し
か

し
稀
れ
に
は
通
難
し
、
下
級
家
母
で
あ
っ
た
》
ぎ
抹
。
屋
が
》
◎
巴
げ
貧
α
ω
家

の
分
枝
鵠
＝
員
。
鼻
ω
一
門
に
連
な
っ
て
上
昇
し
、
ま
た
カ
ペ
ー
の
始
祖

菊
。
げ
Φ
詳
冨
国
。
詳
も
｝
α
巴
ぎ
益
ω
一
門
の
保
護
下
に
上
昇
し
て
い
っ
た
例

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ル
イ
敬
立
言
の
後
半
の
ア
ナ
ー
キ
ー
は
、
出
生
と
起
源
を

尊
重
す
る
部
族
的
な
古
い
政
治
体
制
か
ら
国
王
を
首
長
と
す
る
職
務
の
階
層

化
へ
移
行
す
る
転
換
期
で
、
下
層
階
層
の
者
が
上
昇
転
化
す
る
好
機
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
、
血
縁
関
係
を
か
た
く
な
に
維
持
し
よ
う
と
す
る
動
き

が
根
強
く
見
ら
れ
た
こ
と
を
、
そ
の
》
α
巴
ぎ
a
ω
一
門
が
門
閥
の
た
め
に

は
王
家
へ
の
抵
抗
も
辞
さ
な
か
っ
た
例
に
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
東
西
フ
ラ

ン
ク
の
分
裂
が
決
定
的
と
な
り
、
》
審
ぎ
舘
留
家
の
よ
う
に
東
西
フ
ラ
ン
ク

に
股
が
っ
た
封
所
有
が
次
第
に
禁
止
さ
れ
る
に
及
ん
で
血
族
組
織
に
亀
裂
が

生
じ
て
来
る
。
そ
し
て
西
フ
ラ
ン
ク
王
権
が
、
な
お
宮
職
の
世
襲
制
の
未
確

定
で
あ
る
点
を
利
し
て
官
職
任
命
権
を
行
使
し
、
大
親
族
の
分
裂
、
す
な
わ

ち
大
親
族
内
部
の
小
親
族
相
互
の
対
抗
関
係
を
う
ま
く
利
用
し
て
い
っ
た
こ

と
の
中
に
、
軍
側
リ
ン
グ
政
治
構
造
と
貴
族
親
族
構
造
と
が
適
合
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
を
分
析
さ
れ
る
所
論
は
す
ば
ら
し
い
。
し
か
し
、
八
八
○
年
か
ら

の
大
変
化
、
す
な
わ
ち
八
八
八
年
に
カ
ロ
リ
ソ
グ
家
以
外
の
者
を
王
と
し
た

こ
と
、
大
親
族
の
継
承
よ
り
も
小
親
族
の
継
承
が
目
立
っ
て
く
る
こ
と
、
そ
．

し
て
家
（
親
族
）
関
係
か
ら
主
従
関
係
と
い
う
異
な
っ
た
人
聞
関
係
へ
の
変

化
と
い
う
三
つ
の
重
要
な
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
変
化
を
ど

の
よ
う
に
整
合
的
に
見
る
の
か
に
つ
い
て
の
展
望
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
点
が
惜
し
ま
れ
る
。

　
井
上
泰
男
氏
の
「
上
世
フ
ラ
ン
ス
の
城
と
集
落
」
は
、
　
…
○
世
紀
末
頃
、

そ
れ
ま
で
の
農
民
の
法
身
分
の
網
違
、
荘
園
領
主
の
多
様
性
な
ど
に
よ
っ
て

そ
の
発
展
が
妨
げ
ら
れ
て
い
た
村
共
同
体
意
識
が
、
小
教
区
教
会
の
創
設
に
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よ
る
教
区
共
同
体
意
識
の
発
展
に
よ
っ
て
集
団
化
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ

る
が
、
も
う
一
つ
、
民
衆
の
保
護
、
非
常
時
の
避
難
所
と
し
て
の
意
味
を
も

っ
た
城
の
建
設
も
、
定
住
の
歴
史
に
重
要
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
り
、
城

主
と
教
会
領
主
と
の
共
有
領
主
権
契
約
に
よ
っ
て
プ
ー
ル
集
落
が
益
々
発
展

し
て
ゆ
く
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
場
合
、
城
主
が
創
設
す
る
誠
の
礼
拝
堂
が
新
し
い
定
住
を
よ
ぶ
よ
う

に
な
る
と
、
そ
の
礼
拝
堂
が
洗
礼
盤
や
墓
地
を
持
つ
普
通
の
教
区
教
会
と
な

り
、
既
存
の
教
区
教
会
を
衰
退
さ
せ
る
こ
と
と
も
な
る
が
、
し
か
し
＝
一
世

紀
以
後
と
な
る
と
城
が
作
ら
れ
て
も
定
住
を
誘
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
そ

れ
は
一
二
世
紀
に
慣
習
法
の
固
定
化
が
進
行
し
た
た
め
で
、
権
利
の
譲
渡
、

何
ら
か
の
解
放
の
恩
恵
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
．
る
と

注
意
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
ベ
リ
イ
と
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
に
つ
い
て
、
城
の

創
設
が
自
生
的
定
住
を
よ
ん
だ
城
塞
集
落
例
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
と
も
に
大

小
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
の
分
立
が
目
立
っ
た
こ
の
二
つ
の
地
域
に
お
い
て
、
教
会

と
誠
が
集
落
の
形
成
に
果
し
た
役
割
は
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
べ
囁
リ
イ
で
は
、

城
と
、
付
設
し
た
礼
拝
堂
や
共
住
教
会
と
の
二
重
構
造
を
と
っ
て
発
展
し
た

の
に
対
し
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
で
は
、
武
装
化
さ
れ
た
教
会
が
核
と
な
り
、

発
展
と
と
も
に
囲
．
壁
を
拡
大
し
て
い
っ
た
Q
D
巴
艮
渉
誉
9
葺
内
外
冨
巴
①
の
例

が
注
目
．
さ
れ
る
。
城
塞
都
市
形
成
の
始
源
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
最
後
の
阪
口
修
平
氏
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
王
政
期
の
軍
隊
と
社
会
」
は
、

常
備
軍
の
成
立
は
、
そ
の
た
め
の
恒
常
的
な
租
税
制
の
確
立
と
、
そ
れ
を
徴

集
し
管
理
す
る
官
僚
制
の
成
立
を
伴
う
も
の
で
、
絶
対
王
政
の
屋
台
骨
の
形

成
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
、
中
世
以
来
農
村
、
都
市
に
あ
っ
た

身
・
分
制
諸
団
体
が
ど
の
よ
う
に
絶
対
王
政
の
支
配
下
に
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
か

と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
カ
ソ
ト
ン
制
を
中
心
に
農
畏
が
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
隊
の
不
可
欠
な
要
素
と
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
を
論
じ
て
、
農
民
は
、
従
来
の
貴
族
ダ
ー
ツ
ヘ
ル
支
配
の
下

に
軍
隊
の
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
ま
た
農
民
が
軍
隊
に
関

係
し
て
社
会
的
地
位
を
高
め
て
反
抗
的
と
な
り
、
そ
の
た
め
農
村
の
規
律
が

乱
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
貴
族
ダ
ー
ツ
ヘ
ル
も
、
従
来
の
農
村
支
配
に

軍
隊
の
介
入
を
許
し
て
競
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
彼
ら
自
身
が
軍
隊
の

将
校
と
な
っ
て
君
主
と
の
一
体
感
を
強
め
さ
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
定
と
、

ま
た
都
市
も
、
カ
ソ
ト
ソ
制
適
用
の
被
害
を
う
け
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
軍
隊
駐
屯
地
と
さ
れ
て
中
世
以
来
の
都
市
の
自
律
性
を
失
わ
せ
ら
れ

る
と
い
う
大
き
な
影
響
を
蒙
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
こ
う

し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
王
政
期
の
軍
隊
が
、
社
会
の
軍
事
化
を
促
進
し
て
、

身
分
制
社
会
構
造
を
大
き
く
変
容
さ
せ
て
く
る
つ
軍
隊
の
軍
事
力
で
な
く
、

社
会
構
造
に
与
え
た
影
響
を
見
よ
う
と
し
た
．
興
味
深
い
所
論
で
あ
る
。

　
社
会
史
、
生
活
史
の
新
し
い
観
点
か
ら
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
中
世
、
近
世
を
射

程
に
入
れ
て
、
研
究
領
域
の
外
的
拡
延
と
内
的
深
化
を
目
指
し
た
以
上
の
諸

氏
の
志
向
は
、
こ
の
と
こ
ろ
稽
≧
停
滞
し
勝
ち
な
工
業
化
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
研
究
に
斬
新
な
視
点
と
、
興
味
深
い
多
く
の
研
究
テ
ー
マ
を
提
供
す
る

も
の
と
し
て
、
同
学
者
に
多
く
の
影
響
を
与
え
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従

来
の
研
究
が
、
国
制
史
、
経
済
史
な
ど
、
中
世
人
の
活
躍
の
場
を
見
る
こ
と

に
偏
し
て
い
た
が
、
そ
の
場
で
活
躍
し
た
人
び
と
が
日
頃
何
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
か
、
ま
た
そ
の
活
躍
の
場
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
た
か
と
い

う
点
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
諸
論
文
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
研
究
、

ま
た
そ
の
結
晶
で
あ
る
研
究
成
果
に
は
た
え
ず
斬
新
な
視
角
、
視
点
が
要
求

さ
れ
る
。
勿
論
斬
新
な
視
点
が
あ
っ
て
研
究
が
進
む
の
で
な
く
、
不
断
の
研
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究
の
積
み
重
ね
の
中
か
ら
そ
う
し
た
斬
薪
な
視
点
が
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
長
い
間
研
鎭
を
つ
ま
れ
た
本
研
究
会
メ
ン
バ
ー
各
氏
の
御
努
力
に

敬
意
を
衰
し
た
い
。
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