
書

評

上
杉
和
央
著

『
江
戸
知
識
人
と
地
図
』小

野

将

　
本
書
は
、
歴
史
地
理
研
究
者
の
上
杉
氏
が
、
既
発
表
の
諸
論
考
や
氏
の
博

士
論
文
を
ベ
ー
ス
に
し
て
纏
め
上
げ
ら
れ
た
、
初
の
単
管
で
あ
る
。
著
者
の

上
杉
氏
は
、
二
十
～
世
紀
初
め
の
学
界
に
登
場
し
た
気
鋭
の
歴
史
地
理
学
者

で
あ
り
、
文
献
史
学
の
分
野
で
日
本
近
世
史
研
究
に
従
事
す
る
評
者
は
、

偶
々
似
通
っ
た
研
究
対
象
を
扱
っ
て
み
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
氏

の
仕
事
に
刺
戟
を
受
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
充
実
し
た
成
果
を
高
く
評
価
し

た
い
と
考
え
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
今
回
書
評
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、

評
者
に
と
っ
て
は
ま
た
と
な
い
好
機
で
あ
っ
た
が
、
何
分
専
攻
分
野
や
研
究

伝
統
の
相
違
も
～
方
で
は
大
き
く
、
専
ら
歴
史
学
研
究
の
世
界
で
生
き
て
き

た
評
者
自
身
が
「
歴
史
地
理
学
」
の
世
界
に
は
い
た
っ
て
暗
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
こ
の
場
で
は
誤
解
や
理
解
の
至
ら
ぬ
て
ん
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
詣
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
地
理
学
上
で
の
位
心
づ
け
や
、
地
理
学
研
究

に
“
圏
有
”
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
専
門
家
に
よ
る
評
価
に
委
ね
る

こ
と
と
し
、
専
ら
日
本
近
世
史
研
究
の
視
角
か
ら
の
議
論
に
限
っ
た
う
え
で
、

書
評
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
著
者
な
ら
び
に
読
者
諸
賢
に
は
、
予
め
こ
の
て
ん
に
つ
き
御
断
り
し
て
お

き
た
く
、
上
記
の
事
情
か
ら
く
る
不
可
避
的
な
過
誤
の
た
ぐ
い
に
つ
い
て
は

い
ず
れ
御
批
正
い
た
だ
き
た
い
も
の
と
、
ま
ず
最
初
に
御
願
い
申
し
上
げ
て

お
く
次
第
で
あ
る
。

㎜
　
ホ
書
の
構
成
と
概
要

　
本
書
は
三
部
構
成
か
ら
な
る
。
ま
ず
最
初
に
、
本
書
に
お
け
る
下
立
て
の

構
成
を
示
し
て
お
く
（
な
お
、
序
章
お
よ
び
第
八
章
が
新
稿
と
い
う
）
。

　
序
章
　
　
知
識
人
た
ち
の
森
へ
と
い
ざ
な
う
地
図

　
　
第
～
部
　
本
居
宣
長
の
地
理
的
知
識

　
第
一
章
　
青
年
期
宣
長
と
地
図

　
第
二
章
　
宣
長
の
教
育
と
地
図

　
第
三
章
　
宣
長
と
世
界
図
　
　
地
図
貸
借
と
利
用
の
観
点
か
ら

　
　
第
二
部
　
江
戸
期
最
大
の
地
図
作
成
者
、
森
幸
安

　
第
四
章
　
「
ナ
ゾ
の
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
」
の
実
像

　
第
五
章
　
森
幸
安
の
地
誌
と
地
図

　
　
第
三
部
　
地
図
と
一
八
世
紀
の
社
会

　
第
六
章
　
地
図
貸
借
か
ら
見
え
る
知
識
入
社
会

　
第
七
章
　
博
物
学
と
地
図
収
集
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
第
八
章
　
三
才
須
知
　
　
地
図
収
集
の
政
治
・
思
想
的
背
景

　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

　
一
瞥
し
て
判
る
と
お
り
、
本
書
の
第
～
部
と
第
二
部
は
近
世
日
本
の
十
八

世
紀
を
生
き
た
個
人
レ
ヴ
ェ
ル
に
光
を
当
て
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
著
名
な

学
者
た
る
本
居
宣
長
と
、
知
名
度
で
は
劣
り
些
か
マ
イ
ナ
ー
な
人
物
で
あ
る

地
図
作
成
者
の
森
幸
安
の
事
例
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
第
三
部
に
至
っ
て
こ
れ

ら
諸
事
例
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
、
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
追
究
さ
れ
、
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評書

著
者
な
り
の
見
通
し
に
お
い
て
全
体
的
な
結
論
に
導
か
れ
る
、
と
い
う
構
成

と
な
っ
て
い
る
。
総
じ
て
論
旨
は
非
常
に
明
瞭
で
概
ね
理
解
し
や
す
く
、
構

成
面
で
も
著
者
の
行
き
届
い
た
配
慮
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
。

　
本
書
の
問
題
設
定
を
明
示
す
る
序
章
に
つ
い
て
は
す
ぐ
後
に
振
り
か
え
る

こ
と
に
し
て
、
以
降
の
本
論
を
順
次
み
て
い
こ
う
。
十
八
世
紀
後
期
の
国
学

者
・
本
居
宣
長
を
対
象
と
す
る
第
一
部
は
三
章
立
て
で
、
ま
だ
「
国
学
者
扁

と
し
て
名
を
成
す
以
前
の
宣
長
（
改
名
以
前
は
小
津
栄
貞
と
称
し
た
）
が
、

そ
の
若
き
修
学
期
に
お
い
て
作
成
し
て
い
た
都
市
図
や
日
本
図
を
論
じ
る
第

一
章
、
宣
長
の
修
学
過
程
と
子
息
・
春
庭
へ
の
教
育
に
お
け
る
地
図
の
扱
い

を
取
り
上
げ
る
第
二
章
、
筆
名
な
上
田
秋
成
と
の
論
争
に
お
い
て
、
論
争
し

た
そ
の
銘
々
が
使
用
し
た
世
界
図
に
つ
い
て
考
証
し
、
か
つ
地
図
収
集
の
在

り
様
に
迫
る
第
三
章
に
わ
か
れ
る
。

　
近
世
日
本
の
学
者
の
な
か
で
も
、
ひ
と
き
わ
多
量
の
関
係
史
資
料
に
め
ぐ

ま
れ
る
松
阪
本
居
家
の
伝
存
史
料
（
隅
本
居
宣
長
全
集
』
に
集
成
さ
れ
た
著

作
類
は
、
き
わ
め
て
浩
灘
で
は
あ
る
も
の
の
、
家
藏
史
料
か
ら
み
れ
ば
そ
の

実
、
一
部
分
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
）
を
集
中
的
か
つ
仔
細
に
検
討
し
た
だ
け

あ
っ
て
、
第
　
部
の
内
容
は
非
常
に
豊
穣
で
あ
り
、
ま
さ
に
史
料
群
の
豊
か

さ
に
見
合
っ
た
成
果
と
な
っ
て
い
る
。

　
宣
長
と
地
図
、
と
い
う
こ
の
組
み
合
わ
せ
自
体
は
、
従
来
か
ら
注
目
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
ま
だ
　
般
的
に
は
厨
新
し
い
問
題
設
定
で

あ
る
と
も
書
え
よ
う
。
こ
こ
を
突
破
口
と
し
て
、
宣
長
を
め
ぐ
る
研
究
史

（
整
理
す
る
だ
け
で
も
大
変
な
労
力
を
要
す
る
位
の
、
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ

る
程
に
ぶ
厚
い
積
み
重
ね
の
歴
史
が
あ
る
）
を
も
更
新
し
得
た
と
こ
ろ
に
、

著
者
の
提
出
し
た
研
究
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
第
一
章
の
分
析
対
象
は
大
き
く
い
っ
て
二
つ
あ
り
、
ひ
と
つ
は
修
学
期
の

宣
長
が
そ
の
創
造
に
の
め
り
込
ん
だ
架
空
の
都
市
図
「
端
原
氏
城
下
絵
図
」
、

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
も
宣
長
の
作
製
に
か
か
る
大
型
B
本
図
の
『
大
日
本
天

下
四
海
画
図
」
で
あ
る
（
両
者
と
も
本
居
宣
長
記
念
館
所
蔵
）
。
些
か
私
事

に
わ
た
る
が
、
か
つ
て
評
者
は
こ
の
前
者
の
絵
図
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た

　
　
　
　
②

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
論
文
の
成
稿
後
に
、
い
ち
早
く
著
者
が
提
出
さ
れ
た

「
厳
原
氏
城
下
絵
図
扁
の
検
討
結
果
（
初
出
は
二
〇
〇
二
年
目
に
接
し
て
、

驚
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
分
野
は
異
な
る
が
同
一
の
翠
黛
に
関
心
を
も

ち
、
当
時
没
交
渉
の
ま
ま
並
行
し
て
検
討
を
加
え
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
、
や
や
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
の
際
、
上
杉
氏
の
論
考
を
一
読
す
る
に
、
そ

の
着
実
な
検
討
結
果
に
は
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。
だ
が
一
方
で
は
、
着
眼
点

や
分
析
水
準
が
少
し
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
実
際
に
は
論
点
の
重

複
は
さ
ほ
ど
見
ら
れ
ず
、
自
分
の
成
果
を
世
に
問
う
こ
と
に
も
幾
ら
か
の
意

義
が
残
さ
れ
た
も
の
と
、
多
少
な
り
と
も
安
堵
し
た
の
が
、
今
に
思
い
出
さ

れ
る
（
も
っ
と
も
、
着
実
な
考
証
か
ら
逸
れ
る
こ
と
の
な
い
精
密
な
著
者
の

眼
か
ら
す
れ
ば
、
評
者
の
論
じ
方
に
つ
い
て
も
、
批
判
な
い
し
否
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
）
。

　
こ
の
虚
構
の
「
空
想
都
市
図
」
及
び
、
逐
一
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
想
像

上
の
「
系
図
」
、
著
者
に
よ
る
こ
れ
ら
の
読
み
取
り
と
分
析
は
、
デ
ィ
シ
プ

リ
ナ
リ
ー
な
伎
禰
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
て
実
に
精
細
で
あ
り
、
主

と
し
て
文
学
研
究
者
た
ち
が
為
し
て
き
た
従
来
の
検
証
結
果
を
、
大
き
く
凌

駕
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
素
材
で
あ
る
大
型
日
本
図
に
つ
い
て
も
、
そ
の
手
本
・
素
材

に
用
い
ら
れ
た
原
図
の
解
明
（
い
わ
ゆ
る
「
流
宣
図
」
等
々
）
に
は
じ
ま
っ

て
、
そ
の
作
成
過
程
の
詳
細
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
若
き
宣
長
の
手
に
よ
る
、

地
図
作
製
上
で
の
地
理
情
報
の
取
捨
選
別
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
が
明
ら
か
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に
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
能
動
的
な
態
度
」
と
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る

（
三
九
頁
）
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
修
学
す
る
宣
長
の
成
長
過
程
に
お
い
て
地
理
的
知
識
の
位
置

つ
く
と
こ
ろ
、
そ
の
関
心
の
所
在
を
辿
り
、
そ
の
上
で
宣
長
の
教
育
面
に
お

け
る
方
針
を
考
察
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
男
子
の
春
庭
に
施
し
た
教
育
に
お

い
て
、
大
量
の
地
図
類
の
模
写
や
書
写
を
集
中
的
に
行
わ
せ
た
事
実
に
、
著

考
は
着
目
す
る
。
宣
長
が
そ
の
教
材
と
し
て
の
効
果
を
確
信
す
る
と
こ
ろ
が

ら
、
息
子
の
春
庭
に
、
「
図
的
理
解
」
重
視
の
学
問
教
育
を
注
入
し
て
い
っ

た
在
り
様
が
、
捉
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
後
半
生
に
失
明
し
な
が
ら
も
語
学

上
の
一
大
業
績
を
あ
げ
た
本
居
春
庭
の
、
尋
常
な
ら
ざ
る
生
涯
を
考
え
る
上

で
も
重
要
な
研
究
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
章
で
は
ま
ず
、
宣
長
収
集
の
地
図
を
め
ぐ
る
相
互
貸
借
関
係
、
そ
の

交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
書
翰
類
を
も
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
未
刊
の
田

図
や
都
布
図
な
ど
は
、
入
手
す
る
た
め
に
は
こ
れ
を
模
写
す
る
他
な
く
、
収

集
を
目
的
と
し
て
交
流
関
係
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
続
い
て

宣
長
と
秋
成
と
の
論
争
の
考
察
に
入
り
、
両
者
が
そ
の
知
見
を
述
べ
る
基
礎

と
し
て
い
た
世
界
図
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
注
目
す
べ
き
見
解

が
提
示
さ
れ
る
。
念
頭
に
置
か
れ
た
図
像
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
た
こ

と
が
要
因
と
な
っ
て
、
両
者
の
議
論
に
登
窯
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
で
あ
り
、
興
国
由
来
の
よ
り
新
し
い
世
界
図
に
接
し
て
い
た
秋
成
と
は
違

っ
て
、
宣
長
の
方
は
＝
八
O
年
以
上
も
前
の
情
報
」
（
一
〇
六
頁
）
を
基

礎
に
論
じ
て
い
た
と
い
う
。
著
者
は
、
学
術
情
報
の
収
集
範
囲
に
お
け
る
宣

長
の
「
限
界
」
や
「
閾
値
」
「
境
界
線
」
を
論
じ
て
い
る
。

　
宣
長
を
含
む
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
論
じ
る
際
、
秋
成
の
属
し
た
木
村
薬

葭
堂
を
中
心
と
す
る
上
方
の
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
関
係
に
説
き
及
ぶ
部

分
は
重
要
で
あ
る
。
両
者
は
連
接
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
こ
に
世
界
地
理
の

知
識
共
有
が
起
こ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
う
し
た
局
面
で
は
、
「
そ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
機
能
し
な
か
っ
た
」
（
～
○
八
頁
）
と
い
う
。
思
う
に
、
『
平
安
人

物
志
睡
や
『
浪
華
郷
友
上
価
に
列
挙
さ
れ
た
よ
う
な
、
濃
厚
な
中
国
趣
味
を

随
伴
し
た
と
こ
ろ
の
上
方
文
化
人
た
ち
が
、
十
八
世
紀
妾
時
に
形
成
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
か
ら

た
高
尚
な
サ
ー
ク
ル
が
風
靡
さ
せ
た
思
潮
と
い
う
も
の
は
、
努
め
て
「
漢

ニ
こ
ろ

意
」
の
排
斥
に
あ
た
っ
た
宣
長
に
と
っ
て
は
、
到
底
容
認
し
が
た
い
性
格
の

も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
な
お
、
本
書
第
七
章
の
二
七
九
～
二
八

○
頁
も
参
看
さ
れ
た
い
）
o

　
第
二
部
で
は
、
十
八
世
紀
中
葉
を
生
き
た
、
文
化
人
と
し
て
は
よ
り
マ
イ

ナ
ー
な
、
し
か
し
膨
大
な
数
量
の
地
図
製
作
で
知
ら
れ
て
い
る
、
森
幸
安
と

い
う
地
図
作
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
　
）
生
ま
れ

の
幸
安
は
、
既
知
の
伝
記
情
報
が
少
な
い
人
物
で
あ
っ
て
、
地
図
作
製
の
事

績
以
外
が
不
明
な
ま
ま
の
「
ナ
ゾ
の
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
」
と
も
評
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
著
者
は
先
行
研
究
の
限
界
を
指
摘
し
、
多
く
の
事
実
を
確
定

し
て
い
る
。
第
四
章
は
、
基
礎
的
な
考
証
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、
森
幸
安
は

晩
年
の
十
年
間
に
大
饗
の
地
図
を
作
製
し
た
が
、
そ
れ
以
前
は
む
し
ろ
地
誌

編
纂
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
出
身
は
京
都
町
方
で
、
御
所
に
も
出
入
り
し
て
い

　
　
　
　
④

た
「
香
具
所
」
を
経
営
す
る
叔
父
村
山
氏
の
家
督
を
継
い
だ
こ
と
、
次
い
で

享
保
年
中
に
経
営
を
離
れ
、
大
坂
に
移
住
し
た
後
は
、
京
都
周
辺
を
主
た
る

対
象
と
し
て
地
誌
稿
本
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
、
が
次
々
と
指
摘
さ
れ
る
。

地
図
を
作
製
す
る
以
前
の
時
期
の
幸
安
は
、
「
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
で
は
な

く
ト
ポ
グ
ラ
フ
ァ
ー
」
だ
っ
た
（
一
五
五
頁
）
と
い
う
訳
で
、
そ
こ
に
幸
安

に
よ
る
著
述
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
五
章
で
は
、
こ
れ
ら
地
誌
と
地
図
の
連
関
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
森
幸
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評書

安
は
最
初
に
全
国
地
誌
作
成
の
計
画
を
立
て
て
お
り
、
そ
の
う
ち
「
畿
内

部
」
の
作
成
が
一
段
落
つ
い
た
段
階
に
な
っ
て
か
ら
、
地
図
製
作
に
取
り
か

か
っ
た
。
地
誌
と
関
連
し
て
過
去
の
情
報
が
記
載
さ
れ
た
「
歴
史
地
図
」

（
京
都
を
中
心
と
す
る
）
が
製
作
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
重
層
的
に
繋
げ

た
「
歴
史
ア
ト
ラ
ス
」
の
製
作
も
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
寛
延

二
年
（
一
七
四
九
）
作
成
の
地
図
上
で
は
、
地
誌
的
記
載
と
図
像
と
が
相
補

的
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
「
図
書
」
と
い
う
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
幸
安

作
の
諸
地
図
に
お
け
る
余
自
部
分
に
、
詳
網
な
文
字
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
こ
そ
、
こ
の
「
図
書
」
の
発
想
が
辿
り
着
い
た
「
結
論
」
で
あ
る
と
、

著
者
は
評
価
し
て
い
る
。

　
第
二
部
で
は
総
じ
て
、
幸
安
に
よ
る
著
作
・
地
図
に
お
け
る
ご
く
微
小
な

記
載
ま
で
を
も
著
者
の
眼
が
拾
い
上
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
情
報
を
読
み
込

ん
で
整
合
的
に
繋
ぎ
合
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
研
究
を
塗
り
替
え
る

質
の
成
果
に
到
達
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
部
で
は
議
論
の
ス
ケ
ー
ル
が
い
っ
そ
う
拡
大
さ
れ
、
近
世
日
本
の

コ
般
読
者
層
」
の
さ
ら
に
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
十
八
世

紀
段
階
の
「
知
識
人
社
会
」
全
体
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
第
六
章
で
は
、
第

三
章
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
な
地
図
貸
借
の
交
流
関
係
を
実
現
す
る
上

で
不
可
欠
だ
っ
た
、
「
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
具
体

的
事
例
と
し
て
は
、
十
八
世
紀
後
期
の
大
坂
天
満
宮
社
家
で
あ
る
渡
辺
吉
倉

　
　
　
　
⑤

と
い
う
人
物
を
め
ぐ
る
交
友
関
係
を
基
軸
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
地
図
を
収

集
し
て
い
た
渡
辺
は
、
多
く
の
文
化
人
や
武
士
等
か
ら
地
図
を
借
用
・
模
写

し
て
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
こ
と
、
か
つ
本
書
第
二
部
で
の
主
役

を
な
し
た
森
幸
安
（
こ
の
吉
賢
と
は
同
世
代
）
を
ふ
く
む
地
図
収
集
家
達
と

情
報
を
共
有
す
べ
く
、
相
互
貸
借
の
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
こ
と
が
、
本

章
で
は
示
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
、
前
掲
の
宣
長

や
、
大
坂
の
コ
レ
ク
タ
ー
・
木
村
素
葭
堂
と
い
っ
た
次
世
代
に
属
す
る
著
名

人
も
加
わ
っ
て
お
り
、
諸
身
分
や
職
分
を
横
断
し
て
成
り
立
つ
質
の
交
流
関

係
で
あ
っ
た
。
渡
辺
吉
賢
ら
の
収
集
活
動
が
、
幸
安
の
作
製
地
図
や
、
宣
長

の
主
著
『
古
事
記
杉
重
の
素
材
を
成
し
た
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
一
＝
○
頁
に
「
老
申
水
野
患
邦
扁
と
見
え
る
が
、
こ
れ
は
水
野
忠

之
の
誤
り
で
あ
り
、
修
正
を
要
す
る
ミ
ス
で
あ
る
。

　
本
書
最
後
に
位
置
す
る
二
章
は
、
こ
う
し
た
地
図
収
集
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

「
時
代
背
景
」
を
探
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
七
章
で
著
者
は
、
前

章
で
み
た
渡
辺
吉
賢
は
「
異
物
あ
つ
め
」
で
も
知
ら
れ
、
か
つ
宝
暦
期
に
開

催
さ
れ
て
い
た
「
薬
物
会
」
・
「
薬
品
会
」
へ
の
出
品
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
に

注
目
し
、
そ
れ
を
皮
切
り
と
し
て
、
同
時
代
の
知
識
人
界
に
お
け
る
「
博
物

学
的
関
心
」
の
あ
り
方
に
改
め
て
視
線
を
向
け
る
。
十
八
世
紀
当
時
の
平
賀

源
内
や
木
村
莱
葭
堂
ら
に
よ
る
諸
国
物
産
・
器
物
の
収
集
活
動
が
、
地
理
的

関
心
に
基
づ
く
地
図
考
証
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
て
ん
を
指
摘
し
、
当
時
日

本
全
国
に
跨
る
「
博
物
収
集
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
成
立
し
て
お
り
、
地
図
収

集
目
的
で
の
交
流
も
、
実
際
に
は
そ
の
一
角
を
占
め
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
著
者
が
論
じ
て
き
た
地
図
収
集
が
、
当

時
に
あ
っ
て
は
多
種
多
様
な
「
博
物
学
的
関
心
」
の
一
環
を
な
し
て
い
た
こ

と
が
、
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
最
終
章
の
第
八
章
は
、
前
章
で
提
起
し
た
「
博
物
収
集
と
地
図
収
集
が
結

び
つ
い
た
思
想
的
・
社
会
的
な
背
景
」
（
二
八
○
頁
）
を
、
先
行
研
究
の
咀

囎
の
上
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
い
う
博
物
収
集
の
文
化
に
お
い
て

は
、
実
物
の
図
示
に
よ
る
「
正
し
い
し
表
現
と
い
う
ス
タ
イ
ル
（
二
九
三

頁
）
が
求
め
ら
れ
た
と
さ
れ
、
図
示
の
機
能
を
担
う
出
版
物
や
写
本
も
、
実
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物
を
補
完
す
る
よ
う
な
収
集
対
象
と
な
っ
た
こ
と
に
注
意
が
促
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
正
確
な
図
版
を
重
視
す
る
、
視
覚
的
に
「
正
し
い
」
知
の
所
持
を

求
め
た
文
化
こ
そ
が
、
著
者
に
よ
り
「
収
集
文
化
」
と
命
名
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
（
二
九
六
頁
）
。
こ
の
文
脈
か
ら
、
地
図
は
博
物
収
集
の
文
化
と
蔵

書
・
読
書
の
議
論
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
「
収
集
文
化
」
形
成
の
契
機
と
し
て
著
者
が
重
視
す
る
の
が
、
十

八
世
紀
前
半
、
享
保
期
の
国
家
事
業
で
あ
る
。
将
軍
吉
宗
の
命
に
よ
る
、
採

薬
使
を
派
遣
し
て
の
薬
草
検
分
や
廻
村
産
物
調
査
と
い
っ
た
、
享
保
期
の
一

連
の
殖
産
振
興
政
策
が
、
物
産
学
の
進
展
を
促
す
と
と
も
に
、
地
域
社
会
に

も
イ
ン
パ
ク
ト
を
齎
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
「
収
集
文
化
」
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
以
下
の
指
摘
が

な
さ
れ
る
。
近
世
の
出
版
文
化
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
貝
原
益
軒
の
刊
行
著

作
（
益
軒
本
）
が
、
広
汎
に
流
布
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
著

書
『
大
和
本
草
繍
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
万
物
の
解
明
を
自
指
し
て
知
識
を

集
成
し
て
ゆ
く
「
博
学
」
と
い
う
姿
勢
が
益
軒
の
思
想
に
は
認
め
ら
れ
る
こ

と
、
そ
こ
で
は
具
体
的
な
「
民
生
日
用
」
の
水
準
か
ら
出
発
し
て
の
学
知
こ

そ
が
追
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
地
理
的
知
識
も
こ
れ
に
資
す
る
一
要
素
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
思
想
が
、
出
版
物
を
介
す
る

読
者
層
へ
の
啓
蒙
活
動
に
よ
り
、
当
時
の
社
会
や
後
代
の
有
識
者
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
本
書
の
序
章
で
は
、
地
図
を
愛
撫
し
た
宣
長
や
幸
安
の
よ
う
な

個
別
事
例
の
検
討
と
、
そ
の
背
景
を
な
す
当
時
の
文
脈
と
し
て
の
社
会
的
・

文
化
的
状
況
の
考
察
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
性
の
解
明
が
、
最
大

の
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。
相
補
的
な
視
点
で
両
者
を
視
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
で
著
者
は
、
後
者
を
い
わ
ば
門
森
」
に
慕
え
、
前
者
に
つ
い
て

は
、
後
者
の
構
成
要
素
を
な
す
「
木
扁
に
糾
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の

「
木
」
と
「
森
」
の
、
十
八
世
紀
段
階
に
お
け
る
全
体
的
な
在
り
様
こ
そ
が

問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
そ
の
「
森
」
の
正
体
が
「
収
集
文

化
」
と
さ
れ
、
産
物
や
書
籍
や
地
図
を
交
換
し
集
積
し
た
の
が
、
そ
の
担
い

手
た
る
個
々
の
知
識
人
だ
っ
た
、
と
い
う
見
取
図
が
描
出
さ
れ
た
。
最
後
に
、

「
収
集
文
化
」
の
政
治
的
・
思
想
的
な
背
景
を
な
し
た
十
八
世
紀
当
時
の
諸

条
件
、
そ
れ
ら
を
著
者
は
い
わ
ば
、
「
知
識
人
た
ち
の
森
」
を
生
み
出
し
た

「
環
境
」
と
い
っ
た
よ
う
に
捉
え
な
お
し
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
本
書
の

全
体
構
成
は
緊
密
に
組
み
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
通
読
す
れ
ば

大
方
は
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
本
醤
の
特
徴

　
歴
史
地
理
学
概
究
者
と
し
て
の
著
者
の
本
領
は
、
本
書
の
第
一
部
及
び
第

二
部
で
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
実
に
地
理
学
ら
し
い
考

証
・
研
究
で
あ
る
と
い
え
、
そ
こ
で
の
最
新
の
成
果
と
し
て
受
け
と
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
本
書
第
三
部
は
よ
り
広
く
近
世
文
化

論
へ
の
挑
戦
と
も
な
っ
て
お
り
、
議
論
の
対
象
も
幅
も
大
い
に
拡
張
さ
れ
て

い
る
の
が
明
瞭
で
あ
る
。
近
年
非
常
に
流
行
し
て
い
る
感
の
あ
る
、
書
籍
・

出
版
物
・
読
者
層
を
め
ぐ
る
近
世
文
化
研
究
（
青
木
美
智
男
や
横
田
冬
彦
・

若
尾
政
希
ら
が
主
導
し
て
き
た
）
が
積
極
的
に
摂
取
さ
れ
て
お
り
、
文
化

人
・
知
識
人
の
主
体
形
成
の
過
程
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
本
書
の
前
半
に
も
、

そ
の
こ
と
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
十
八
世
紀
と
も
な
る
と
、
地
図
と
い
う
も
の
が
、
図
面
・
図
版
と
し
て
一

般
に
広
く
流
通
し
て
い
た
こ
と
の
意
義
を
強
調
す
る
本
書
の
主
張
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
視
覚
文
化
論
と
し
て
も
受
け
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
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評書

れ
は
特
徴
的
な
出
版
・
製
作
技
法
の
展
開
、
あ
る
い
は
絵
画
作
品
の
存
在
や

美
術
史
的
な
問
題
と
も
関
連
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
広

く
考
証
家
や
好
古
家
と
い
っ
た
文
化
人
の
世
界
や
、
あ
る
い
は
園
芸
愛
好
家

た
ち
の
織
り
成
す
文
化
等
々
、
多
種
多
様
な
諸
テ
ー
マ
の
広
が
り
に
関
わ
っ

て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
諸
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
な
、
魅
力
的
な

対
象
の
発
見
が
、
本
書
に
生
彩
を
あ
た
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
実
際
こ
の
本
は
、
多
数
の
収
載
さ
れ
た
図
版
を
見
て
い
る
だ
け
で
も
愉
し

く
、
何
よ
り
「
図
を
好
む
」
著
者
自
身
が
享
楽
し
な
が
ら
書
い
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
程
で
あ
っ
て
、
恰
も
そ
の
執
筆
態
度
が
、
読
み
手
の

側
に
も
あ
り
あ
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
評
者
に
こ
う
し
た
印
象
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
、
た
い
へ
ん
読
み
進
め
や
す

い
書
き
ぶ
り
も
ま
た
本
書
の
特
徴
で
あ
り
、
リ
ー
ダ
ブ
ル
な
が
ら
も
す
ぐ
れ

て
実
証
的
で
あ
る
と
い
う
、
実
現
困
難
な
狙
い
を
ク
リ
ア
し
た
出
来
栄
え
と

な
っ
て
い
る
。
著
者
の
手
腕
の
冴
え
を
窺
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

三
　
若
干
の
疑
問
と
今
後
の
課
題

　
最
後
に
、
本
書
に
つ
い
て
の
疑
問
点
を
述
べ
る
。
ま
ず
第
　
部
か
ら
は
、

本
居
宣
長
に
つ
い
て
の
評
価
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
著
考
は
ま
ず
第
一

章
に
お
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
7
・
…
⊥
駅
都
に
遊
学
す
る
以
前
の
宣
長

は
、
松
坂
の
木
綿
商
の
家
に
あ
っ
て
、
一
般
的
な
教
育
、
平
均
的
な
生
活
を

営
ん
で
い
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
京
都
遊
学
以
前
、
青
年
期
の
宣
長
の
検
討

結
果
は
、
江
芦
時
代
を
代
表
す
る
国
学
者
宣
長
と
い
う
特
異
な
事
例
と
し
て

の
み
扱
う
の
で
は
な
く
、
同
様
の
町
人
層
に
も
当
て
は
ま
る
、
よ
り
～
般
的

な
事
例
と
し
て
も
扱
い
う
る
こ
と
に
な
る
」
（
八
買
）
。
青
年
期
の
宣
長
は
ま

だ
か
の
著
名
な
「
国
学
者
」
で
は
な
い
の
で
、
近
世
十
八
世
紀
に
お
け
る
一

般
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
評
者
の
よ

う
な
者
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
評
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
宣
長
の
よ
う
な
「
国
学
者
」
の
存
在
を

近
世
身
分
制
社
会
に
お
け
る
「
異
端
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
が
（
注

②
所
掲
論
文
）
、
こ
と
宣
長
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
社
会
編
成
の
正
統

か
ら
外
れ
た
思
想
や
実
践
面
に
お
け
る
周
縁
性
の
み
を
、
そ
こ
で
殊
更
に
問

題
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
松
坂
修
学
期
以
来
の
、
彼
の
手
に
よ
る
多
数

の
テ
ク
ス
ト
群
に
つ
い
て
も
、
「
若
き
宣
長
は
書
物
に
認
め
ら
れ
る
知
を
集

積
・
網
羅
し
、
地
図
作
成
的
な
想
像
力
を
め
ぐ
ら
す
空
間
表
象
の
実
践
に
携

わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
年
『
古
事
記
伝
繍
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
注
釈
の
業

績
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
特
異
な
資
質
を
陶
冶
し
て

い
た
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
、
さ
ら
に
は
「
突
出
し
た
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク

な
も
の
が
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
お
い
た
。
恐
ら
く
こ
の
て
ん
が
、
評
者
と

上
杉
氏
と
の
間
で
の
、
見
解
の
最
大
の
相
違
点
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
宣

長
が
接
し
た
多
数
の
書
物
か
ら
の
抜
書
稿
本
作
成
に
は
じ
ま
っ
て
、
虚
構
の

端
原
氏
を
め
ぐ
る
系
図
と
都
市
図
づ
く
り
や
、
大
型
日
本
図
の
調
製
、
こ
れ

ら
の
作
業
に
は
栢
当
程
度
の
膨
大
な
労
力
と
時
間
1
1
余
暇
、
さ
ら
に
は
資
金

も
が
必
要
な
筈
で
あ
り
、
同
時
代
で
の
大
店
の
構
成
員
へ
般
に
ま
で
敷
街
で

き
る
も
の
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
先
の
引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
同

　
　
　
　
へ

様
の
町
人
層
」
な
る
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
は
、
や
は
り
考
え
が
た
い
も
の

が
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
本
書
後
半
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
宣
長
以
外
に
も
本
書
に
登
場
し

て
く
る
著
名
人
、
例
え
ば
平
賀
源
内
や
上
田
秋
成
、
初
世
木
村
素
葭
堂
ら
は
、

同
時
代
の
社
会
内
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
相
当
あ
く
の
強
い
、
エ
ク
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
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本
草
家
の
戸
田
旭
山
や
弄
石
家
の
木
内
石
亭
と
い
っ
た
人
物
を
加
え
て
も
よ

い
が
、
強
烈
な
個
性
で
世
に
聞
こ
え
た
者
が
多
く
あ
っ
て
、
果
た
し
て
こ
れ

ら
の
存
在
を
知
識
人
層
一
般
の
問
題
と
し
て
概
括
的
に
論
じ
き
る
こ
と
が
可

能
な
の
か
、
や
や
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

　
こ
う
し
た
存
在
が
、
十
八
世
紀
中
後
期
、
即
ち
宝
暦
～
天
明
期
の
上
方
に

集
中
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
注
意
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
が

「
知
識
人
屡
」
や
「
知
的
読
者
層
」
と
し
て
取
り
出
し
て
く
る
諸
事
例
は
、

近
世
的
な
都
市
性
の
刻
印
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
お
り
、

と
り
わ
け
京
坂
の
事
例
が
目
立
つ
。
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
比

し
て
、
上
方
の
濃
密
な
が
ら
も
や
や
狭
小
な
文
化
人
サ
ー
ク
ル
の
所
在
が
窺

え
る
よ
う
に
読
め
た
の
で
あ
る
が
、
文
化
状
況
を
論
じ
る
際
に
は
、
地
域
差

の
検
証
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
評
者
は
、
十
八
世
紀
末

ま
で
の
段
階
で
は
、
京
坂
・
上
方
の
文
化
的
先
進
性
は
な
お
卓
越
し
て
い
た
、

　
　
　
　
　
⑥

と
考
え
て
い
る
。
い
っ
た
い
雅
文
芸
や
書
画
と
い
っ
た
上
級
文
化
に
お
け
る
、

十
八
世
紀
上
方
で
の
諸
方
面
に
亙
る
高
度
な
達
成
に
対
し
て
は
、
世
事
派
の

盛
行
な
ど
を
除
け
ば
、
江
戸
さ
え
比
肩
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
全
国
的
規
模
に
お
け
る
文
化
水
準
の
違
い
を
、
意
識
し
て
お
く
必
要

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
、
畿
内
近
国
を
除
け
ば
地
方
の
事
例
が
多
く

挙
が
ら
な
い
の
も
示
唆
的
で
、
歴
史
学
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
今
後
は
地

域
間
・
都
鄙
問
に
お
け
る
文
化
的
伝
播
・
交
渉
の
過
程
を
、
よ
り
深
め
検
討

し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
第
三
部
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
諸
学
術
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
些
か

見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
著
者
が
、
「
そ
も
そ
も
日
本
で
の
博
物
学
と
は

本
草
学
か
ら
出
発
し
て
お
り
」
（
二
八
一
　
頁
）
、
「
本
草
学
に
起
源
を
発
す
る

博
物
学
的
関
心
」
（
二
八
○
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
の
多

種
多
様
な
産
物
収
集
の
文
化
は
、
近
世
本
草
学
の
流
れ
に
端
を
発
し
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
近
世
日
本
本
草
学
の
研
究
史
を
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
お

よ
そ
稲
生
若
水
か
ら
松
岡
恕
庵
（
親
達
）
・
小
野
蘭
山
に
至
る
、
京
都
中
心

の
、
漢
籍
に
依
存
し
読
書
人
的
な
傾
向
を
も
っ
た
書
斎
派
の
本
草
学
者
が
連

な
る
系
譜
と
、
一
方
で
江
戸
中
心
に
展
開
し
た
、
阿
部
将
翁
・
田
村
藍
水

（
元
雄
）
や
平
賀
源
内
と
い
っ
た
、
実
用
本
位
で
実
地
経
験
・
技
術
実
践
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

重
視
し
た
本
草
学
者
た
ち
の
系
譜
と
を
、
対
立
的
に
捉
え
た
古
典
学
説
が
先

ず
は
存
在
す
る
。
こ
の
通
説
に
対
し
て
近
年
は
批
判
が
出
さ
れ
て
お
り
、
寛

政
改
革
後
に
江
戸
の
学
統
は
要
田
し
た
こ
と
、
幕
府
に
よ
り
京
か
ら
江
戸
に

招
聰
さ
れ
た
小
野
芝
山
を
中
心
と
し
て
一
大
学
統
が
全
国
的
に
開
花
し
た
こ

と
が
実
証
的
に
解
明
さ
れ
た
上
で
、
こ
の
蘭
山
学
統
が
近
世
後
期
に
洋
学
に

親
近
し
つ
つ
齎
し
た
高
度
な
学
術
的
達
成
を
直
視
す
べ
き
で
、
さ
ら
に
は
幕

末
に
か
け
本
草
研
究
が
隆
盛
し
た
意
義
を
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
は
、
源
内
や
兼
出
張
、
戸
田
旭
山
と
い
っ
た
本
草
に
通
じ
た
知
識
人

ら
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
近
世
初
発
以
降
の
本
草
学
統
の
展
開
を
見
合
わ
せ

た
と
き
、
上
記
の
よ
う
な
研
究
史
と
の
関
係
で
は
、
本
草
学
か
ら
博
物
学
的

関
心
へ
と
い
う
、
一
般
論
的
な
説
明
の
み
で
は
、
な
お
曖
昧
な
部
分
が
残
る

よ
う
に
思
う
。
本
源
と
し
て
の
本
草
学
か
ら
物
産
学
へ
、
さ
ら
に
は
博
物
学

へ
の
展
開
過
程
を
、
単
線
的
な
理
解
に
陥
ら
ぬ
よ
う
、
周
到
な
用
意
を
も
っ

て
記
述
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
｝
方
で
は
、
近
世
段
階
の
本
草
研
究
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
「
博
物
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
批
判
し
、
こ
の
呼
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
留
保
す
る
立
場
も
あ
る
。
地
理
学
に
は
直
接
関
連
し
な
い
事
柄
で
は
あ
る

が
、
従
来
の
研
究
史
上
の
議
論
に
つ
い
て
、
著
者
な
り
の
整
理
を
明
示
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
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評flt
回

　
続
い
て
思
想
史
上
の
理
解
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。
第
八
章
に
お
い
て
著
者

は
、
益
軒
本
の
思
想
の
検
討
か
ら
出
発
し
て
、
儒
学
や
医
学
、
さ
ら
に
支
配

思
想
に
お
け
る
、
「
三
才
」
の
重
視
・
追
究
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
の

三
才
に
は
「
天
文
」
・
「
人
事
」
と
並
ん
で
「
地
理
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ

う
し
た
考
え
方
が
、
地
図
収
集
の
文
化
の
背
景
を
な
す
も
の
と
し
て
重
視
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
評
価
で
は
、
や
や
一
般
的
に
過

ぎ
る
よ
う
な
印
象
を
も
っ
た
。
近
世
思
想
史
を
研
究
す
る
若
尾
政
希
に
よ
れ

ば
、
員
原
益
軒
の
思
想
に
み
ら
れ
る
「
天
地
の
子
」
と
し
て
の
人
、
と
い
う

観
念
は
、
「
天
地
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
近
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

人
の
あ
い
だ
で
社
会
通
念
化
し
た
意
識
で
あ
る
と
い
う
。
天
地
と
人
間
の
関

係
が
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
介
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
意
識
が
一
般
的
な
社
会
通
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
三
才
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
言
説
も
、
当
時
の
常
識
的
な
｝
般
論
を
繰
り
返
す
に
留
ま
る

こ
と
と
な
り
、
著
者
の
よ
う
に
と
り
た
て
て
「
思
想
史
的
背
景
」
と
し
て
特

筆
す
べ
き
必
要
性
は
希
薄
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
近
世
思
想

に
お
け
る
天
地
と
人
間
の
関
係
論
を
検
討
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
地
理

や
医
学
と
と
も
に
天
文
・
気
象
・
暦
算
な
ど
の
諸
分
野
も
重
視
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
諸
学
の
相
互
関
係
や
意
識
形
態
に
つ
い
て
、
総
合
的

に
検
証
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
窪
溜
の
「
三
才
須
知
」
は
、
直
接
に
は
『
和
漢
三
才
図
会
匝
か
ら
採
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
著
者
の
寺
島
良
安
の
議
論
そ
の
も
の
は
、
所

謂
「
運
気
論
」
に
立
脚
し
て
お
り
、
こ
の
運
気
論
こ
そ
、
先
の
若
尾
の
い
う

と
こ
ろ
の
、
「
天
地
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
の
中
核
を
な
す
思
想
モ
デ
ル
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
医
学
史
上
で
は
「
易
医
相
通
・
三
才
須
知
」
と
さ
れ
る
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

想
法
で
あ
っ
て
、
占
断
に
踏
み
こ
む
「
易
医
」
の
思
想
に
も
親
近
す
る
。
こ

の
辺
り
の
事
情
も
勘
案
し
た
上
で
、
再
考
す
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
ろ
う
。
総

じ
て
本
書
の
第
八
章
で
は
、
前
段
に
比
し
て
抽
象
度
を
格
段
に
上
げ
て
い
る

こ
と
で
、
趣
旨
の
明
確
な
理
解
を
妨
げ
る
と
こ
ろ
が
往
々
に
し
て
在
る
よ
う

に
思
う
。

　
事
例
の
一
般
性
／
個
別
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
識
字
層
の

階
層
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
著
者
は
、
近
世
日
本
の
識
字
層

を
一
般
読
者
層
と
知
的
読
者
層
と
に
大
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
、
「
新
た
な

知
的
権
威
を
求
め
た
身
分
横
断
的
な
読
者
層
が
い
わ
ゆ
る
知
識
人
層
を
講
成

す
る
」
（
．
鳳
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
社
会
の
実
態
と
し
て
は
、

い
ま
少
し
複
雑
な
在
り
様
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
教

育
史
研
究
者
の
辻
本
雅
史
は
、
益
軒
本
に
ふ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
一
方
に
は
儒
学
（
漢
文
）
に
親
し
む
少
数
の
知
識
人
層
が
お
り
、
他

方
に
手
習
塾
で
識
字
能
力
を
得
た
だ
け
の
圧
倒
的
多
数
の
民
衆
層
が
い
る
。

そ
し
て
そ
の
中
間
に
、
漢
文
習
得
に
至
ら
な
い
ま
で
の
、
読
書
に
よ
っ
て
通

俗
的
な
学
問
を
目
指
し
、
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
文
化
的
中
間
層
が
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
程
度
の
厚
み
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
」
。
本
書
の
主
題
と
大
き
く
か
か

わ
る
と
こ
ろ
で
は
、
民
衆
の
世
界
と
対
比
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
著
作
者
・
知

識
人
層
や
「
文
化
的
中
間
層
」
の
絡
み
合
い
、
さ
ら
に
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

の
所
在
と
帰
趨
を
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
当
該
期
に
お
け
る
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
規
模
と
質
を
規
定
す
る

よ
う
な
、
重
大
な
問
題
で
も
あ
る
筈
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
通
時
的
な
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
。
本
書
で
は
「
収
集
文
化
」

形
成
の
大
き
な
契
機
と
し
て
、
将
軍
吉
宗
に
よ
る
享
保
期
の
諸
政
策
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
先
行
す
る
諸
研
究
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
享
保

期
の
画
期
性
は
明
確
で
、
そ
こ
で
の
著
者
の
理
解
に
問
題
は
な
い
の
だ
が
、
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十
八
世
紀
の
歴
史
的
展
開
を
み
る
上
で
、
享
保
期
の
政
治
と
並
ん
で
田
沼
時

代
の
政
策
を
も
同
様
に
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
田
沼
期
の
幕
政
は
、
財
政

収
入
増
加
や
国
益
追
求
の
た
め
に
、
産
物
振
興
や
國
鷹
品
増
産
を
目
指
す
開

発
政
策
を
追
求
し
た
の
で
あ
り
、
「
人
参
博
士
」
田
村
藍
水
に
よ
る
朝
鮮
人

参
の
国
産
化
成
功
や
、
田
沼
二
次
が
一
時
期
は
平
賀
源
内
の
後
ろ
盾
と
な
っ

た
事
実
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
田
沼
期
に
新
た
な
産
業
技
術
の
知
識
が
期
待

さ
れ
た
こ
と
が
、
初
期
の
蘭
学
の
み
な
ら
ず
物
産
学
一
般
の
進
展
に
及
ぼ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
影
響
に
は
、
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
決
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
。

　
総
じ
て
著
者
が
十
八
世
紀
を
ど
の
よ
う
な
歴
史
段
階
と
位
遣
づ
け
て
い
る

の
か
が
、
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
既
に
十
七
世
紀
末
の
段
階

で
、
貝
原
益
軒
を
取
り
巻
く
人
脈
の
間
で
地
図
情
報
が
交
換
さ
れ
、
「
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

図
」
へ
の
関
心
も
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
目
を
後
の

十
九
世
紀
に
転
じ
る
と
、
本
草
学
や
物
産
学
の
担
い
手
、
さ
ら
に
は
「
好
古

家
」
た
ち
に
よ
り
、
諸
物
を
対
象
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
前
近
代
的
な
学

問
領
域
の
世
界
が
、
明
治
以
降
に
は
解
体
さ
れ
て
、
近
代
学
兄
と
し
て
再
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

成
さ
れ
た
こ
と
を
説
く
研
究
書
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
の
類
似
で
捉
え

れ
ば
、
い
ま
だ
専
門
分
野
と
し
て
未
分
化
な
、
地
図
愛
好
家
た
ち
に
よ
る
考

証
の
世
界
か
ら
、
近
代
諸
学
、
地
理
学
へ
の
転
換
は
い
つ
、
い
か
に
し
て
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

き
た
の
か
と
い
う
問
題
設
定
と
も
な
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
前
後
の
諸
世
紀
と

は
分
か
た
れ
る
十
八
世
紀
特
有
の
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
事

態
は
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
に
推
移
・
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
時

期
区
分
と
段
階
設
定
の
巨
視
的
な
問
題
で
あ
り
、
本
書
よ
り
発
し
て
著
者
に

お
伺
い
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
附
け
加
え
て
い
う
な
ら
ば
、
本
書

の
扱
う
時
代
以
降
ま
で
も
、
地
図
収
集
の
文
化
と
そ
の
消
長
を
追
跡
す
る
、

と
い
っ
た
作
業
を
完
遂
で
き
る
の
は
、
こ
の
著
者
を
措
い
て
他
に
あ
る
ま
い
、

と
評
者
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
上
、
批
判
点
や
課
題
を
い
く
つ
か
書
き
連
ね
て
き
た
が
、
本
書
の
価
値

を
些
か
も
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
お
判
り
戴
け
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
初
め
て
著
者
の
論
稿
に
接
し
た
際
、
地
理
学
に
も
議
論
の
通
じ
そ
う
な
若

手
が
現
れ
た
も
の
だ
、
と
い
っ
た
感
概
を
評
者
は
抱
い
た
の
を
、
い
ま
に
記

憶
し
て
い
る
。
著
者
上
杉
氏
の
登
場
に
よ
っ
て
、
近
世
日
本
を
対
象
と
す
る

地
理
学
研
究
と
文
献
史
学
研
究
と
の
対
話
可
能
性
は
、
い
っ
そ
う
大
き
く
開

け
た
も
の
と
確
信
す
る
。
今
後
、
著
者
の
研
究
成
果
を
推
進
力
と
し
て
、
歴

史
地
理
学
と
歴
史
学
全
般
と
が
、
そ
の
連
携
・
協
働
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る

こ
と
を
願
っ
て
已
ま
な
い
。

①
本
書
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
重
要
な
の
が
日
野
龍
夫
の
仕
事
で

　
あ
ろ
う
（
『
日
野
龍
夫
著
作
二
野
二
巻
宣
長
・
秋
成
・
蕪
村
臨
ぺ
り
か
ん
社
、

　
二
〇
〇
五
年
）
。

②
小
野
「
『
国
学
』
の
都
市
性
」
（
鈴
木
博
之
他
編
『
シ
リ
ー
ズ
都
市
・
建
築
・

　
歴
史
　
6
　
都
市
文
化
の
成
熟
』
東
京
大
学
出
版
会
、
工
○
〇
六
年
）
。
な
お
附

　
言
し
て
お
け
ば
、
評
者
の
議
論
に
お
い
て
は
、
宣
長
に
よ
る
都
市
空
間
プ
ラ
ン
の

　
構
想
と
、
近
世
伝
統
都
市
の
身
分
制
的
な
社
会
博
空
間
構
造
と
の
連
関
如
何
を
問

　
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
主
限
が
あ
っ
た
。

③
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
中
野
三
敏
『
十
八
世
紀
の
江
戸
文

　
芸
㎞
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
の
見
解
が
基
礎
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

④
引
用
史
料
に
い
う
「
御
香
具
所
」
と
い
っ
た
、
「
公
武
」
出
入
関
係
を
有
し
た

　
御
用
商
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
近
世
都
市
史
研
究
で
殆
ど
深
め
ら
れ
て
い
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な
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
＝
一
四
頁
所
引
史
料
に
出
る
「
香
具
師
の
長
」
と
い

　
つ
た
呼
称
か
ら
す
れ
ば
、
調
香
等
に
従
事
す
る
職
人
的
な
要
素
を
も
考
察
す
る
必

　
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
の
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で

　
あ
ろ
う
。

⑤
こ
の
渡
辺
吉
賢
を
検
討
す
る
上
で
の
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
天
満
宮
祝
部
渡

　
辺
家
の
社
会
的
位
置
は
、
不
詳
な
ま
ま
で
あ
る
。
従
来
の
諸
研
究
で
は
、
社
頭
内

　
部
で
の
神
職
共
同
組
織
の
実
態
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑥
こ
の
て
ん
、
後
藤
雅
知
他
編
賜
身
分
的
周
縁
を
考
え
ゑ
（
吉
川
弘
文
館
、
二

　
〇
〇
八
年
）
所
収
の
轡
評
論
説
で
も
、
関
蓋
し
て
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
地
誌
編

　
纂
事
業
や
世
界
地
理
研
究
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
、
懐
徳
堂
系
の
学
者
も
こ
こ
に
含
ま

　
れ
よ
う
。
陶
徳
民
『
懐
濃
墨
朱
子
学
の
研
究
㎞
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
　
一
九
九
四

　
年
）
な
ど
参
看
の
こ
と
。

⑦
尾
藤
正
英
「
江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
本
草
学
」
（
噸
東
京
大
学
教
養
学
部
入
文

　
科
学
科
紀
要
　
第
十
一
　
歴
史
と
文
化
1
一
歴
史
学
研
究
報
告
第
五
集
』
、
一

　
九
五
七
年
）
に
も
と
つ
く
見
解
で
、
古
島
敏
雄
学
説
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

⑧
遠
藤
正
治
『
本
草
学
と
洋
学
』
（
薬
司
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑨
平
野
恵
『
十
九
世
紀
日
本
の
園
芸
文
化
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。

⑲
門
近
世
に
お
け
る
『
日
本
㎞
意
識
の
形
成
」
（
若
尾
・
菊
池
勇
夫
編
魍
覚
醒
す
る

　
地
域
意
識
㎞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
。

⑪
誉
田
秀
美
「
博
物
の
限
と
臨
床
の
眼
」
（
山
田
慶
児
編
晒
物
の
イ
メ
ー
ジ
匝
朝

　
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
）
。

⑫
『
教
育
を
『
江
戸
』
か
ら
考
え
ゑ
（
N
H
K
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
、
五
二
頁
。

⑬
藤
田
覚
凹
田
沼
意
次
㎞
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
。

⑭
渡
辺
美
季
「
竹
森
道
占
と
地
図
奉
納
」
（
『
九
州
史
学
㎞
一
四
六
、
二
〇
〇
六

　
年
）
。

⑮
鈴
木
襲
之
㎎
好
古
家
た
ち
の
1
9
世
紀
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑯
既
に
研
究
蓄
積
の
備
わ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
近
代
以
前
に
つ
い
て
は
な
お
手
薄
で

　
あ
っ
た
た
め
に
、
著
者
の
よ
う
な
視
角
か
ら
の
研
究
は
提
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

　
の
で
は
な
い
か
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
地
理
学
の
鋼
度
化
自
体
が
、
二
十
世
紀
ま
で

　
遅
れ
て
ず
れ
込
ん
だ
こ
と
も
、
研
究
状
況
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
し
あ

　
た
り
水
内
俊
雄
「
地
理
思
想
と
国
民
国
家
形
成
」
（
『
思
想
』
八
四
五
、
一
九
九
四

　
年
）
な
ど
。（
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