
壷
国

評　
韮

小
島
晋
治
・
並
木
頼
寿
編

『
近
代
中
国
研
究
案
内
』

飯
　
　
島

渉

　
日
ホ
と
中
園
の
国
交
が
回
復
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
二
〇
年
以
上
が
経
過

し
た
。
こ
の
闘
の
近
代
中
圏
史
研
究
の
世
界
に
お
け
る
も
っ
と
も
大
き
な
変

化
は
、
研
究
者
の
相
互
訪
問
の
機
会
が
激
増
し
た
こ
と
、
か
つ
、
そ
れ
が
容

易
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
日
本
人
が
中
国
に
行
く
こ
と
は

容
易
に
な
っ
た
が
、
中
国
人
が
日
本
へ
来
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
と
く

に
、
北
京
・
上
海
・
広
州
以
外
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
ろ
う
）
。

研
究
対
象
が
近
代
史
で
あ
る
と
は
い
え
、
研
究
者
に
と
っ
て
、
歴
史
の
舞
台

を
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。

ま
た
、
現
実
の
中
国
社
会
の
難
し
さ
、
厳
し
さ
に
触
れ
、
た
め
息
ま
じ
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

訪
中
談
を
聞
く
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。
「
中
国
に
行
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
し
こ
と
の
影
響
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
確
実
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
大
学
院
生
の
留
学
は
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
が

留
学
し
て
い
た
の
は
、
ほ
ぼ
一
〇
年
前
だ
が
、
み
ん
な
が
～
様
に
貧
し
く
（
も

ち
ろ
ん
、
豊
か
な
人
も
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
を
人
に
見
せ
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
）
、
留
学
生
も
生
活
必
需
晶
を
求
め
て
走
り
園
っ
て
い
た
頃
1
7
四
比

べ
れ
ば
、
最
近
の
中
国
は
慕
ら
し
ゃ
す
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
拝
金
主
義
の

嵐
が
吹
き
荒
れ
る
今
日
、
留
学
生
と
い
え
ど
、
昔
に
比
べ
て
た
い
へ
ん
な
こ

と
も
多
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
同
晧
期
に
留
学
し
て
い
た
人
び
と
が
集
ま
る

機
会
に
繊
る
言
葉
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
旧
き
よ
き
時
代
」
を
懐
か
し
む
声

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
日
本
に
留
学
し
て
近
代
中
国
史
を
研
究
す

る
中
国
人
の
数
も
激
増
し
て
い
る
。
大
学
の
研
究
窪
は
、
そ
う
し
た
留
学
生
、

ま
た
、
台
湾
、
香
港
か
ら
の
留
学
生
に
占
領
さ
れ
て
い
る
と
、
筆
者
は
中
国

の
研
究
者
に
冗
談
ま
じ
り
に
言
う
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
ら
を
通
じ

て
有
益
な
情
報
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
意
識
や
研
究
ス
タ
イ
ル
に
日
常
的
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
さ
し
あ
た
り
は
大
歓
迎
な
の
だ
が
。

　
近
代
史
研
究
の
世
界
で
、
こ
う
し
た
事
態
が
進
行
し
た
背
娯
に
は
、
こ
の

問
、
申
国
で
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
周
恩
来
・

毛
沢
棄
な
ど
革
命
第
一
世
代
の
あ
い
つ
ぐ
死
虫
、
文
化
大
革
命
の
終
焉
、
華

国
鋒
の
失
脚
と
郵
小
平
の
実
権
掌
握
、
こ
う
し
た
政
治
状
況
の
ま
っ
た
く
の

逆
転
の
中
で
、
「
改
革
・
開
放
」
が
経
済
政
策
の
基
調
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

農
業
・
農
村
の
改
革
で
は
人
民
公
社
が
解
体
さ
れ
、
沿
海
都
市
部
を
中
心
に

外
資
（
華
人
資
本
さ
ら
に
は
臼
米
欧
の
資
本
）
が
導
入
さ
れ
、
市
場
経
済
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
す
る
政
策
が
と
ら
れ
、
郷
鎮
企
業
の
発
展
が
中
国
経
済
の

成
長
を
さ
さ
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
経
済
改
革
に
と
も
な
っ
て
、
政
治
改
革

も
求
め
ら
れ
た
が
、
胡
耀
邦
の
失
脚
、
死
去
、
そ
れ
を
契
機
と
す
る
天
安
門

事
件
、
趙
紫
陽
の
失
脚
と
い
う
激
動
の
な
か
で
、
政
治
改
革
は
挫
折
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
間
に
は
、
東
欧
・
ソ
連
の
社
会
主
義
諸
国
が
崩
壊
し
た
。

そ
の
中
國
に
与
え
た
影
響
は
は
か
り
し
れ
な
い
。
＝
力
、
天
安
門
事
件
後
の

中
国
で
は
、
郵
小
平
の
健
康
が
気
遣
か
わ
れ
つ
つ
も
、
「
改
革
・
開
放
」
は

い
つ
そ
う
の
進
展
を
見
せ
、
二
一
世
紀
は
「
中
国
の
世
紀
」
で
あ
る
と
も
言
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一書

わ
れ
、
沿
海
地
域
の
経
済
発
展
は
な
お
過
熱
化
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
世

界
的
な
不
況
、
日
本
の
構
造
不
況
に
よ
っ
て
、
諸
外
国
の
中
国
市
場
へ
の
期

待
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
盲
流
」
、
ご
く
最
近
は

「
民
工
潮
」
と
す
こ
し
ソ
フ
ト
な
言
い
回
し
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
中
国
社

会
の
流
動
化
、
市
場
化
は
い
ち
じ
る
し
い
速
度
で
進
ん
で
い
る
。

　
冗
長
な
書
き
出
し
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

拙
文
を
読
ん
で
く
だ
さ
る
方
に
は
、
あ
た
り
ま
え
と
も
言
え
る
こ
と
を
長
々

と
書
い
た
の
は
、
本
書
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
私
た
ち
の
置
か
れ
て

い
る
環
境
の
変
化
と
中
国
社
会
の
変
化
の
激
し
さ
、
速
さ
を
筆
者
な
り
に
確

認
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
に
せ
、
上
海
の
人
倫
政
府
ビ
ル
を

香
港
上
海
銀
行
が
買
収
す
る
御
時
勢
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
こ
う
し
た
変
化
の
中
で
、
「
こ
れ
か
ら
近
代
中
国
を
研
究
し
た

い
と
志
し
て
い
る
若
い
人
や
、
広
く
中
国
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
方
々
」
（
v

頁
）
を
対
象
と
し
て
編
集
さ
れ
た
研
究
案
内
で
あ
る
。
岩
波
講
座
『
現
代
中

国
』
シ
リ
ー
ズ
に
『
現
代
中
国
研
究
案
内
』
（
｝
九
九
〇
年
）
が
あ
り
、
構

成
も
同
一
で
あ
り
、
本
書
は
そ
の
近
代
版
と
し
て
編
集
さ
れ
た
。
本
書
を
手

に
す
る
と
き
、
は
じ
め
に
思
い
出
す
の
は
、
出
版
さ
れ
て
か
ら
相
当
の
時
間

が
経
過
し
た
と
は
い
え
、
坂
野
正
高
、
田
中
正
俊
、
衛
藤
藩
吉
編
『
近
代
中

属
研
究
入
門
』
（
東
京
大
学
図
版
会
、
一
九
七
四
年
）
で
あ
る
。
同
書
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
研
究
論
文
に
直
結
す
る
内
容
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

本
書
は
、
四
部
構
成
を
と
り
、
ま
さ
に
初
学
者
（
こ
の
言
葉
が
本
書
に
使
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
帯
に
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
初
学
者
の
意
味
は

い
ろ
い
ろ
で
あ
ろ
う
）
向
け
の
工
夫
さ
れ
た
構
成
と
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

以
下
、
構
成
を
示
す
。

第
1
部
　
研
究
動
向

　
－
　
日
本
に
お
け
る
中
国
近
代
史
研
究
の
動
向
　
並
木
頼
寿

　
H
　
中
国
に
お
け
る
中
国
近
代
史
研
究
の
動
向
　
狭
間
直
樹

　
皿
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
国
近
代
史
研
究
の
動
向
　
佐
藤
慎
一

第
2
部
　
図
書
紹
介

第
3
部
　
資
料
紹
介

第
4
部
統
計
・
年
表

　
な
お
、
「
近
代
」
の
範
囲
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
中

華
人
民
共
和
闘
成
立
前
後
ま
で
と
さ
れ
、
内
容
も
ほ
ぼ
同
時
期
を
対
象
と
し

て
い
る
。
拙
文
は
、
以
下
、
構
成
に
そ
っ
て
若
千
の
感
想
を
述
べ
て
書
評
に

か
え
る
。
筆
者
は
、
「
近
代
」
全
体
を
過
不
足
な
く
評
す
る
に
は
道
半
ば
以

前
に
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
近
代
中
国
を
研
究
し
た
い
と
志
し
て

い
る
若
い
薄
し
に
は
入
れ
て
も
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
1
部
研
究
動
向
は
、
並
木
頼
寿
、
狭
間
直
樹
、
佐
藤
慎
一
三
氏
に
よ
る

日
本
、
中
困
（
台
湾
、
香
港
を
含
む
）
、
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
に
お
け
る
研
究

動
向
の
紹
介
で
あ
る
。

　
並
木
氏
は
、
は
じ
め
に
日
本
の
戦
前
の
中
国
研
究
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
し

た
の
ち
、
　
九
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
、
八
○
年
代
の
研
究
動

向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
日
本
の
敗
戦
と
中
国
の
革
命
」
、
「
停
滞
論
批
判
と
変
革

の
主
体
」
、
「
人
民
闘
争
と
階
級
分
解
」
、
「
中
国
近
代
史
像
の
転
換
」
と
特
微

づ
け
、
主
要
な
研
究
成
果
を
丁
寧
に
整
理
し
、
そ
れ
を
研
究
者
の
課
題
意
識

と
も
関
連
さ
せ
て
紹
介
し
て
い
る
。
研
究
動
向
の
整
理
に
は
、
時
代
状
況
や

研
究
者
の
意
識
に
も
踏
み
込
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
個
々
の
糊
題
に
写
す
る
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研
究
史
を
整
理
す
る
こ
と
と
は
異
な
っ
た
難
し
さ
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
紙

幅
の
制
約
の
中
で
、
並
木
氏
の
整
理
は
明
快
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
読
む
と
き
、
日
本
の
近
代
史
研
究
が
い
か
に
中
国
や
日
本
の
政
治

情
勢
に
影
響
さ
れ
て
い
た
か
を
改
め
て
感
ず
る
。
ま
た
、
～
九
八
O
年
代
以

後
の
研
究
は
、
そ
れ
以
前
の
研
究
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
で
あ
る
が
、
筆
者
自

身
は
ま
さ
に
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
近
代
中
国
を
研
究
の
対
象
と
す
る
に
至

っ
た
世
代
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
勉
強
は
、
野
沢
豊
、
田
中
正
俊
編
『
講
座

中
国
近
現
代
史
』
一
～
七
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
に
妊
め
ら

れ
た
一
連
の
論
文
を
読
む
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
現
在
、
そ
こ
で
示
さ
れ

た
論
点
の
幾
つ
か
は
、
す
で
に
有
効
な
も
の
と
は
言
い
難
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
り

近
年
の
多
様
な
成
果
を
見
る
と
き
、
近
代
中
国
史
全
体
を
通
じ
た
論
点
の
整

理
が
改
め
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
さ
ら
に
、
「
中
院
に
行
っ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
の
意
味
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
ま
た

　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

簡
単
に
中
国
に
行
け
て
し
ま
っ
た
世
代
に
属
し
て
い
る
が
、
講
本
の
中
国
研

究
に
あ
っ
て
、
戦
前
は
た
し
か
に
申
国
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
た
時
代
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
戦
後
の
数
十
年
間
は
、

日
本
の
中
国
研
究
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
多

様
化
し
た
と
は
い
え
、
近
年
の
研
究
成
果
の
視
角
に
は
戦
前
の
視
角
と
通
ず

る
も
の
が
多
い
と
漠
然
と
感
じ
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

よ
い
の
か
、
筆
者
は
は
か
り
か
ね
て
い
る
。

　
並
木
氏
は
、
現
在
の
研
究
状
況
を
「
中
國
革
命
の
姻
対
化
と
中
国
社
会
の

独
自
性
の
再
認
識
」
の
二
点
に
要
約
し
、
「
発
展
段
階
論
を
武
器
と
す
る
世

界
史
的
な
普
遍
主
義
を
近
代
語
國
の
歴
史
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
努
力
は
後

退
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
伝
統
中
国
を
中
心
と
し
た
棄
ア
ジ
ア
地
域
の
歴
史

的
展
開
の
特
殊
性
が
検
討
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
」
（
二
五
頁
）
、
と
す
る
。
こ

の
整
理
に
筆
者
も
岡
感
で
あ
る
。
近
代
中
国
史
研
究
は
、
い
わ
ば
近
代
中
国

の
歴
史
の
個
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
同
時
に
「
歴
史
学
」
固
有
の
課
題
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
知

的
体
系
の
構
成
の
あ
り
方
が
、
昨
今
の
大
学
改
革
の
推
移
（
も
ち
ろ
ん
、
大

学
だ
け
が
研
究
機
関
で
は
な
い
が
）
に
兇
ら
れ
る
よ
う
に
「
地
域
研
究
」
へ

と
傾
斜
す
る
な
か
、
筆
者
は
歴
史
学
の
方
法
に
こ
だ
わ
り
た
い
、
と
の
感
情

を
捨
て
さ
れ
ず
、
う
じ
う
じ
と
考
え
て
い
る
。

　
次
に
、
狭
間
氏
は
梁
啓
超
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
ま
ず
中
華
民
国
時
期
の
歴

史
研
究
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
時
期
の
研
究
状
況
を
、

ω
建
国
か
ら
文
化
大
革
命
ま
で
（
一
九
四
九
～
六
五
年
）
、
㈲
文
化
大
革
命

時
期
（
一
九
六
六
～
七
六
年
）
、
㈹
そ
れ
以
後
（
一
九
七
七
年
以
後
）
、
の
三

つ
の
時
期
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
状
況
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
研
究

動
向
に
触
れ
、
研
究
成
果
を
紹
介
し
て
い
る
。
全
体
を
通
じ
て
、
中
国
に
お

い
て
は
、
歴
史
研
究
が
直
ち
に
政
治
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
近
年
の
状
況
は
、
歴
史
主
義
が
中
心
と
な
り
、
「
禁
区
」
が
か
な

り
減
少
し
、
資
料
の
公
開
が
進
め
ら
れ
、
あ
ら
た
な
視
点
（
マ
ル
ク
ス
主
義

歴
史
学
の
範
囲
を
超
え
た
も
の
も
含
め
）
も
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
さ
れ

る
。　

狭
間
氏
は
、
ま
た
、
台
湾
と
香
港
に
お
け
る
研
究
状
況
に
も
ふ
れ
る
。
た

だ
し
、
そ
こ
で
は
政
治
史
が
中
心
で
あ
り
、
近
年
著
し
い
進
展
を
見
せ
て
い

る
台
湾
史
の
よ
う
な
地
域
史
研
究
あ
る
い
は
社
会
経
済
史
研
究
の
動
向
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

　
狭
間
氏
の
指
摘
す
る
如
く
、
中
国
の
逓
代
史
研
究
は
近
年
多
様
な
成
果
を

生
み
出
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
気
に
な
る
問
題
も
あ
る
。
そ
の
～
つ
は
、

「
改
革
・
開
放
」
の
晴
代
の
中
で
、
中
国
の
歴
史
学
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
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の
職
題
で
馨
る
い
筆
者
の
知
る
限
り
㌻
各
大
学
の
歴
史
系
が
騒
か
れ
て
い
る

環
境
は
、
お
義
理
に
も
よ
い
と
は
誘
え
ず
、
歴
史
系
の
縮
小
も
進
ん
で
い
る

と
聞
く
。
歴
史
系
が
、
単
独
の
学
部
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
畠
体
が
驚
く
べ
き

こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
、
歴
史
学
あ
る
い
は
歴
史
系
は
、
政
治

か
ら
の
攻
撃
の
前
に
経
済
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
佐
藤
氏
は
、
薯
し
い
進
展
を
見
せ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る

研
究
状
況
を
整
理
す
る
。
そ
の
手
法
は
、
近
代
中
国
研
究
の
父
で
あ
っ
た
フ

ェ
ア
バ
ン
ク
の
軌
跡
を
た
ど
り
、
現
在
の
研
究
状
況
に
及
ぶ
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
筆
者
に
は
、
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の

軌
跡
を
簡
潔
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
有
益
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
も
中
国
研
究
は
政
治
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
研
究
分
野
で

あ
っ
た
。
佐
藤
氏
は
、
ポ
ー
ル
・
コ
…
エ
ン
の
整
理
に
よ
り
つ
つ
、
現
在
の

研
究
状
況
を
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
整
理
は
、
ス
キ
ナ
ー
の
マ
ク
ロ
・
リ
ー

ジ
ョ
ン
論
、
農
民
反
乱
、
民
衆
文
化
、
都
市
、
思
想
と
い
う
多
方
面
に
及
び
、

簡
潔
か
つ
明
快
で
あ
る
。
ま
た
、
む
す
び
の
「
研
究
情
報
を
入
手
す
る
方
法

に
つ
い
て
」
は
、
と
て
も
親
切
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
算
氏
に
よ
る
研
究
動
向
の
整
理
は
、
手
法
の
違
い
は
あ

れ
、
い
ず
れ
も
、
読
者
が
研
究
状
況
の
推
移
を
簡
潔
に
知
る
こ
と
が
で
き
る

構
成
・
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
何
処
の
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が

時
代
の
産
物
で
あ
る
こ
と
、
研
究
主
体
の
意
識
と
切
り
醗
す
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
の
意
味
で
、
読
者
に
は
、
こ
れ
ら

の
論
文
を
単
な
る
目
録
と
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
意
識
を
省
み
る
契
機
と

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
第
2
部
図
書
紹
介
は
、
「
近
代
中
国
に
関
心
を
持
つ
人
び
と
、
こ
れ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

近
代
中
国
研
究
を
志
す
人
び
と
の
た
め
の
必
読
書
」
（
小
島
氏
に
よ
る
凡
例
、

九
九
頁
、
傍
点
は
誹
用
者
）
を
絡
介
し
た
も
の
で
み
る
レ
小
島
普
治
㌻
並
木

頼
寿
、
浜
下
武
志
、
上
田
信
、
村
田
雄
二
郎
、
井
上
裕
正
、
伊
東
昭
雄
の
各

氏
の
執
筆
に
な
り
、
内
容
は
、
A
参
考
図
書
（
小
島
）
　
B
史
料
集
・
調
査

記
録
（
小
島
）
　
C
全
集
（
並
木
）
　
D
通
史
・
年
表
（
小
島
）
　
E
政
治

（
並
木
）
　
F
経
済
（
浜
下
）
　
G
社
会
（
上
田
）
　
H
思
想
・
文
学
（
村

田
）
　
」
外
交
（
井
上
）
　
K
日
量
関
係
（
伊
東
）
で
あ
る
。

　
A
～
D
項
臼
は
、
工
具
書
・
史
料
の
紹
介
で
あ
る
。
紹
介
さ
れ
る
図
書
が

日
本
語
の
も
の
中
心
に
な
る
こ
と
は
本
書
の
性
格
か
ら
や
む
を
え
な
い
。
辞

典
類
に
つ
い
て
も
、
『
重
代
職
官
手
解
』
が
紹
介
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
『
中

国
近
代
官
制
詞
典
』
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
細
か

い
点
を
あ
げ
れ
ば
、
C
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
文
集
の
中
に
は
リ
プ
リ
ン
ト
さ

れ
て
、
安
価
に
手
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘

も
あ
れ
ば
よ
り
親
切
で
あ
っ
た
。

　
D
～
K
項
羅
を
～
撫
し
て
感
ず
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
「
必
読
書
」
で
あ

る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
読
ん
で
い
な
い
も
の
も
多
い
な
あ
」
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
何
ら
か
の
動
機
に
よ
っ
て
、
近
代
中
国
を
勉
強
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
過
程
で
、
文
章
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
目
先
の
課
題
に
ば
か

り
眼
を
奪
わ
れ
、
勉
強
の
領
域
が
狭
く
な
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
も

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
し
か
し
、
で
あ
る
。
率
直
な
と
こ
ろ
、
「
こ
れ
は
冤
て

お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
あ
」
、
と
い
う
も
の
が
多
く
あ
っ
て
反
省
さ
せ

ら
れ
た
。
第
二
に
、
個
々
の
編
者
の
視
野
の
広
さ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
G
社

会
の
項
副
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
儒
…
教
と
道
教
』
に
は
じ
ま
り
、

中
国
音
楽
史
、
女
性
史
に
も
触
れ
つ
つ
、
一
方
で
は
、
仁
井
田
陞
『
中
国
の

農
村
家
族
』
等
の
古
典
と
な
っ
た
研
究
審
や
冒
。
・
o
℃
プ
名
．
目
ω
プ
。
甑
9
ハ
婁
鳥

撃
鍵
）
・
し
ご
●
同
臼
三
（
ヨ
9
ω
’
”
G
ミ
ミ
鷲
卜
8
ミ
h
ミ
a
§
ミ
建
§
這
動
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b
o
ミ
§
§
題
等
の
最
新
の
研
究
書
に
も
触
れ
、
最
後
に
茅
盾
『
申
国
の
一

日
』
で
終
わ
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
た
図
書
を
読
み
す
す
め
る

こ
と
に
よ
り
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
近
代
中
国
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
こ
れ
は
失
礼
な
読
み
方
に
な
る
や
も

し
れ
な
い
が
、
執
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る

の
か
を
、
短
い
文
章
の
中
か
ら
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
K
思
想
・
文
学
の
項
に
お
い
て
、
村
田
氏
が
小
野
川
秀
実
『
清
末

政
治
思
想
研
究
』
に
つ
い
て
、
麗
し
い
資
料
が
発
見
さ
れ
た
現
在
に
お
い
て

も
、
な
お
説
得
力
を
持
つ
研
究
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
「
本

書
が
描
き
出
し
た
洋
務
一
変
法
－
革
命
の
三
段
階
論
は
、
そ
の
後
の
近
代
思

想
史
研
究
を
大
き
く
方
向
づ
け
た
。
今
後
、
新
事
実
の
発
掘
と
と
も
に
、
こ

の
図
式
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
ゆ
く
か
が
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
大
き
な

課
題
で
あ
ろ
う
」
（
＝
二
三
頁
）
と
し
て
い
る
の
に
は
村
田
氏
の
研
究
ス
タ
ン

ス
が
垣
間
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
第
2
部
は
、
基
本
的
な
図
書
を
網
羅
し
、
広
い
視
野
か

ら
問
題
意
識
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
一
溶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
す
く
な
く
と
も
改
め
て
勉
強
の

契
機
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
図
書
の
配
列
は
、
出
版
時
期
で
は

な
く
、
内
容
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
戦
争
に
関
す
る
も
の
が
前
に
、
の
ち
に
大
ま

か
な
時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
中
心
は
研
究
書
（
そ
の
中
に
は
、
J
の

陳
舜
臣
『
ア
ヘ
ン
戦
争
』
の
よ
う
な
図
書
も
含
ま
れ
る
）
で
あ
る
た
め
、
内

容
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
ま
り
違
和
感
は
な
い
が
、
項
目
に
よ
っ

て
は
戦
前
の
文
献
が
入
り
こ
ん
で
い
て
多
少
の
と
ま
ど
い
を
感
じ
た
。

　
第
3
部
資
料
紹
介
は
、
従
来
の
研
究
案
内
と
は
異
な
っ
た
本
書
の
特
徴
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、
読
者
が
容
易
に
史
料
に
却
し
て
近
代
中
書
に
現
れ
る
こ
之

が
で
き
る
よ
う
、
史
料
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

分
野
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
こ
う
し
た
試
み
は
あ
っ
た
が
、
近
代
中
国

全
体
に
つ
い
て
の
試
み
は
最
初
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
生
意
気
な
こ
と
を
言
え

ば
、
歴
史
学
は
、
や
は
り
史
料
の
学
で
あ
っ
て
、
史
料
の
も
つ
盤
か
さ
に
触

れ
る
こ
と
が
勉
強
の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
。
そ
の
意
味

で
は
、
幅
広
い
分
野
の
史
料
を
容
易
に
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
本
書
は
、

ま
さ
に
研
究
案
内
た
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
第
2
部
の
著
者
の
分
担
に
な
る

そ
の
構
成
は
、
1
政
治
（
並
木
）
　
H
経
済
（
浜
下
）
　
皿
社
会
（
上
田
・

並
木
）
　
y
思
想
・
文
学
（
村
田
）
　
V
外
交
（
井
上
）
M
貝
中
関
係
（
伊

東
）
で
あ
る
。
政
治
が
二
〇
節
、
そ
の
他
は
一
〇
節
程
度
が
設
定
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
節
の
中
で
基
本
的
な
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
最
初
に
こ
の
部
分
を
一
瞥
し
た
印
象
を
述
べ
て
お
く
と
、
筆
者
に
「
や
っ

て
み
う
と
い
わ
れ
て
も
こ
れ
は
で
き
な
い
な
あ
」
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。
節
の
立
て
方
、
ま
た
史
料
の
選
択
そ
れ
自
体
が
歴
史
観
の
表

明
で
あ
り
、
実
際
に
は
太
平
天
国
時
期
と
か
義
和
団
時
期
と
か
を
し
て
、
専

門
領
域
と
称
す
る
こ
と
の
多
い
昨
今
に
あ
っ
て
、
近
代
を
通
じ
て
、
そ
れ
を

や
っ
て
み
う
と
い
わ
れ
て
も
。
執
筆
者
お
よ
び
編
者
の
営
み
に
、
頭
の
下
が

る
想
い
が
す
る
。

　
そ
の
う
ち
、
1
政
治
や
V
外
交
、
M
日
中
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の

節
の
立
て
方
は
、
比
較
的
オ
ー
ソ
ド
ク
ス
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
学
に
あ
っ

て
、
政
治
（
あ
る
い
は
政
治
の
一
部
分
た
る
外
交
）
は
、
経
済
や
社
会
と
は

異
な
っ
た
意
味
づ
け
を
求
め
ら
れ
る
た
め
、
全
く
新
し
い
も
の
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
も
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

1
政
治
、
第
1
1
節
「
少
数
毘
族
の
動
向
」
で
は
、
左
宗
業
の
上
奏
か
ら
は
じ

ま
り
、
一
九
四
五
年
一
月
「
束
ト
ル
キ
ス
タ
ン
人
民
共
和
最
宣
言
賑
を
史
冊
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ナ
る
ひ
読
者
は
、
こ
れ
に
よ
ウ
て
「
中
蟹
」
の
少
数
民
族
問
踵
の
歴
史
鹸
背

景
を
理
解
す
る
き
っ
か
け
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
1
6
節
「
憲
法
」
は
、

一
九
〇
八
年
の
欽
定
憲
法
大
綱
か
ら
、
三
六
年
の
い
わ
ゆ
る
五
五
三
皇
ま
で

六
種
類
の
基
本
法
を
抄
訳
し
て
い
る
。
政
治
の
節
に
憲
法
が
あ
る
こ
と
は
あ

た
り
ま
え
と
い
え
ば
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
が
、
筆
者
は
新
鮮
な
印
象
を
受
け

た
。
そ
う
い
え
ば
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
六
種
類
の
基
本
法
の
う
ち
、

見
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、
欽
定
憲
法
大
綱
と
中
華
民
国
臨
時
約
法
だ
け
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
並
木
氏
は
魯
迅
の
「
あ
る
童
話
」
を
取
り
上
げ
、

憲
法
が
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
隅
時
代
人
の
批
判
を
紹
介
す

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
K
経
済
、
巡
社
会
は
、
執
筆
者
の
研
究
ス
タ
ン
ス
が
直

裁
的
に
示
さ
れ
、
従
来
と
は
だ
い
ぶ
こ
と
な
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
浜

下
氏
は
、
ま
ず
第
1
節
で
、
「
経
済
観
念
・
経
済
組
織
」
を
取
り
上
げ
、
　
ア

レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ミ
ッ
チ
ー
の
中
国
人
の
経
済
観
念
に
つ
い
て
の
観
察
と
合

股
、
合
会
を
取
り
上
げ
る
。
次
に
「
商
人
と
商
業
組
織
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

そ
の
構
成
は
、
以
下
、
「
市
場
」
、
「
運
輸
し
、
「
財
政
」
、
「
通
貨
・
金
融
」
等

と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
経
済
政
策
の
推
移
よ
り
は
実
態
経
済
に
重
き

が
お
か
れ
、
商
業
組
織
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
際
に
も
、
買
弁
契
約
、
米
行
規

則
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
商
会
法
等
は
取
り
上
げ

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
商
業
に
力
点
が
お
か
れ
、
農
業
・
手
工
業
・
工
業
は
後

景
に
お
か
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
従
来
の
近
代
中
国
経
済
の
理
解
に
関
す
る
浜

下
氏
の
批
判
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
上
田
・
並
木
氏
は
、
「
洋
」
「
土
」
「
野
」
「
包
と
鵜
」
等
の
文
事
に

こ
め
ら
れ
た
意
味
に
、
中
頃
社
会
の
特
微
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
意
欲
的
な

構
成
を
取
る
。
こ
の
う
ち
、
「
土
」
は
「
洋
」
に
対
す
る
伝
統
的
な
、
農
村
・

盤
民
の
イ
メ
…
ジ
で
あ
る
と
し
て
、
ア
ー
サ
ー
・
入
ミ
ス
『
中
鼠
の
村
落
駄

毛
沢
東
「
湖
南
農
民
運
動
視
察
報
告
臨
、
思
置
漢
「
『
定
県
社
会
概
況
調
査
』

序
言
」
、
費
孝
通
「
村
落
調
査
の
方
法
偏
、
申
国
農
村
慣
行
調
査
「
調
査
項
目

（
策
寺
側
）
」
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、
陶
行
動
の
君
う
「
善
し
脹
「
矯
正
さ

れ
な
い
子
供
の
活
動
」
と
し
て
、
王
上
清
『
長
安
城
中
の
少
年
』
に
と
ど
ま

ら
ず
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
。
い
ず
れ
、
こ
れ
を
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ん
だ
読
者
が
、
ア
リ
エ
ス
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
も
「
子
供
の
発
見
」

を
す
る
日
も
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
4
部
統
計
・
年
表
の
う
ち
、
統
計
は
、
こ
の
種
の
案
内
に
お
い
て
は
新

た
な
試
み
で
あ
る
。
中
国
史
研
究
に
あ
っ
て
、
統
計
資
料
の
利
用
は
、
統
計

の
確
度
、
カ
バ
ー
す
る
範
囲
等
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
有
す
る
。
し
か
し
、

浜
下
・
小
瀬
両
氏
の
指
摘
す
る
如
く
、
た
と
え
問
題
点
が
あ
る
と
し
て
、
社

会
経
済
史
研
究
に
お
い
て
数
字
を
扱
う
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の

点
に
鑑
み
、
　
こ
こ
で
は
、
「
外
国
貿
易
」
等
八
項
層
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
近

代
経
済
全
般
の
長
期
的
傾
向
が
簡
潔
に
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い

て
は
、
参
照
文
献
と
さ
れ
て
い
る
、
久
保
亨
『
中
国
経
済
一
〇
〇
年
の
あ
ゆ

み
』
（
創
研
出
版
、
　
一
九
九
一
年
）
が
最
も
ま
と
ま
っ
た
デ
ー
タ
を
提
供
し

て
い
る
が
、
同
書
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
工
業
サ
イ
ド
に
力
点
を
置
く
の
に

対
し
て
、
本
書
は
、
「
中
国
経
済
と
地
域
」
、
「
人
口
・
移
動
」
等
を
取
り
上

げ
、
異
な
っ
た
観
点
を
示
そ
う
と
し
て
お
り
、
凄
味
深
い
。
た
だ
し
、
統
計

の
配
列
に
は
若
干
の
疑
問
を
感
ず
る
。
地
域
・
人
口
問
題
等
の
背
景
の
う
え

に
、
農
業
・
工
業
が
あ
り
、
経
済
動
向
を
し
め
す
貿
易
や
園
際
収
支
が
あ
る

と
い
う
筆
者
の
理
解
は
、
古
典
的
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
4
部
の
～
半
を
な
す
年
表
は
、
吉
沢
誠
一
郎
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

一
七
九
三
年
の
マ
カ
…
ト
ニ
ー
使
節
団
の
中
国
訪
問
か
ら
～
九
匹
九
年
一
二
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月
七
日
の
国
民
政
府
の
台
北
へ
の
移
動
ま
で
、
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
晴
期
の
設
定
は
、
本
書
の
対
象
が
「
近
代
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
ア
ヘ

ン
戦
争
以
前
か
ら
の
連
続
面
や
現
代
中
国
へ
の
連
続
面
を
意
識
す
る
（
v
頁
）

こ
と
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
年
表
の
作
成
は
、
月
日
の

確
定
自
体
に
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、
事
項
と
し
て
ど

の
よ
う
な
事
実
を
選
択
す
る
か
に
歴
史
観
が
藩
儒
的
に
示
さ
れ
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
も
、
な
か
な
か
難
し
い
仕
事
で
あ
る
。
試
み
に
、
一
九
二
一
年

を
見
て
み
る
と
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
項
は
一
〇
項
目
、
孫
文
の
非
常

大
総
統
就
任
、
共
産
党
第
一
回
大
会
（
本
年
表
で
は
七
月
二
三
日
）
、
ワ
シ

ン
ト
ン
会
議
の
開
催
等
と
な
ら
ん
で
、
石
橋
湛
山
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」

の
発
表
や
魯
迅
『
阿
Q
正
伝
』
の
『
濫
悪
』
へ
の
連
載
開
始
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
目
配
り
の
広
さ
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

　
以
上
、
各
部
分
を
一
瞥
し
た
感
想
を
述
べ
た
が
、
全
体
か
ら
受
け
る
印
象

の
一
つ
に
、
「
近
代
」
を
対
象
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

五
四
運
動
以
前
に
関
す
る
内
容
が
多
い
か
な
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
筆
者

は
、
執
筆
者
の
多
く
は
五
四
運
動
以
前
を
中
心
に
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
る

方
と
了
解
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
印
象
は
、
そ
う
し
た
筆
者
の
先
入

観
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ま
一
つ
の
印
象
は
、
い
っ
た
い
、
私
た
ち
の
研
究
対
象
と
し
て
い
る
の

は
、
「
中
国
近
代
」
な
の
か
「
近
代
中
国
」
な
の
か
、
ど
ち
ら
な
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
対
象
は
、
「
近
代
中
国
」
で
あ
る
が
、
試

み
に
、
筆
者
の
貧
し
い
書
架
を
一
而
し
て
み
る
と
、
日
本
語
の
研
究
書
で
は
、

「
中
国
近
代
し
を
使
っ
た
書
籍
が
や
や
多
い
か
な
と
感
じ
つ
つ
も
、
「
近
代

ゆ
国
」
と
そ
れ
庶
ど
差
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
研
究
者
が
両
方

使
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
中
圏
語
の
研
究
書
で
は
「
近
代
中
国
」
は
ご
く

僅
か
で
、
「
中
團
近
代
」
が
目
立
つ
。
実
の
と
こ
ろ
、
筆
者
も
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
深
く
考
え
た
こ
と
が
な
く
、
論
文
で
は
両
方
使
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
は
単
に
字
面
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
第
1

部
の
研
究
動
向
で
、
佐
藤
氏
は
、
論
文
タ
イ
ト
ル
に
あ
っ
て
、
「
中
国
近
代

史
」
と
し
て
い
る
が
、
論
述
に
あ
っ
て
は
、
さ
ら
り
と
「
近
代
中
国
毒
し
研

究
と
し
て
い
る
。
近
代
性
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
個
々

の
研
究
者
の
考
え
方
の
違
い
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
少
し
気
に
な

る
点
で
あ
る
。

　
与
え
ら
れ
た
紙
幅
を
超
え
て
贅
言
を
述
べ
て
き
た
。
本
書
が
、
「
こ
れ
か

ら
近
代
申
国
を
研
究
し
た
い
と
志
し
て
い
る
若
い
人
や
、
広
く
中
国
に
関
心

を
抱
い
て
い
る
方
々
」
（
v
頁
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
研
究
者
あ
る
い
は

近
代
中
国
史
を
専
攻
す
る
も
の
に
と
っ
て
も
、
自
ら
を
省
み
る
契
機
と
な
る

こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
の
『
近
代
中
国
研
究
入
門
』
は
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
、
研
究
者
あ
る
い
は
研
究
者
た
ら
ん
と
す
る
も
の
の
た
め

の
研
究
入
門
で
あ
っ
た
。
碩
学
が
そ
の
学
問
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
中
で

示
し
た
道
筋
は
、
実
に
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
筆
潜
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た

道
筋
の
半
ば
に
も
到
達
し
な
い
ま
ま
に
、
自
ら
を
さ
ら
け
だ
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
入
門
と
な
ら
ん
で
、
新
た
な

時
代
の
申
で
よ
り
広
い
読
者
を
対
象
と
し
た
案
内
が
必
要
と
さ
れ
る
時
代
が

　
　
　
　
　
　
③

や
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
工
夫
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
と
も
関
わ
っ

て
、
本
書
は
、
一
九
八
○
年
代
ま
で
の
成
果
の
う
え
に
、
よ
り
広
い
観
点
か

ら
近
代
中
心
学
を
鳥
卒
し
、
有
益
な
情
報
を
広
く
読
者
に
蝿
供
し
よ
う
之
し

た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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①
　
築
磯
が
澱
近
読
ん
だ
も
の
の
う
ち
、
た
め
息
の
連
続
の
代
表
は
、
石
田
浩
『
わ

　
が
ま
ま
研
究
者
の
中
国
謀
欝
献
戦
記
一
改
革
・
開
放
下
の
中
国
レ
ポ
：
ト
ー
』
（
閉
光

　
洋
馨
房
、
一
九
九
四
年
分
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
う
も
中
国
研
究
者
は
、
中
国
の

　
こ
と
に
な
る
と
我
身
の
こ
と
の
よ
う
に
怒
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
率
直
に
言
っ
て

　
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
村
仁
司
『
中
日
で
考
え
る
』
（
青
息
社
、

　
一
九
九
四
年
）
は
、
申
国
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
先
入
観
が
な
い
た
め
か
、
ず
い
ぶ

　
ん
と
冷
静
で
あ
る
。
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
中
国
や
中
国

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
人
に
対
し
て
厳
し
い
と
い
う
構
造
は
、
明
治
以
果
、
抜
き
が
た
い
習
性
と
し
て
日

　
本
人
の
う
ち
に
あ
る
ら
し
い
。
考
え
さ
せ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。

②
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
『
〈
子
供
〉
の
誕
生
』
（
杉
山
光
信
、
杉
山
恵
美
子
訳
、

　
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
○
年
）
、
参
照
。

③
　
ご
く
最
近
だ
け
で
も
、
中
国
・
葦
人
に
関
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
書
は
膨
大
な
数
に
の

　
ぼ
る
。
こ
う
し
た
書
籍
に
、
歴
史
的
思
考
が
欠
け
て
い
る
と
感
ず
る
の
は
筆
者
だ

　
け
で
は
あ
る
ま
い
。
目
に
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
中
央
公
論
七
月
号
臨
時
増
刊
『
中

　
照
ビ
ジ
ネ
ス
徹
底
研
究
』
、
遍
刊
東
洋
経
済
臨
瞼
増
刊
筒
．
ア
ジ
ア
の
不
安
－
中
国

　
経
済
は
大
丈
夫
か
』
（
と
も
に
｝
九
九
四
年
）
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　
（
A
5
判
　
三
六
四
頁
　
一
九
九
三
年
六
月
　
岩
波
書
店
　
四
六
〇
〇
円
）

　
（
繊
浜
国
立
大
学
経
済
学
部
助
敦
授
　
織

評書
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