
書

評

水
戸
部
正
男
著

公
家
新
制
の
研
究

滝
川
政
次
郎

　
公
家
新
制
は
、
平
安
末
期
に
京
都
の
朝
延
が
身
近
に
感
じ
て
い
る
弊
風
を
矯

正
す
る
た
め
に
、
既
に
律
令
格
式
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
禁
令
の
う
ち
か

ら
数
箇
条
を
抽
出
し
て
、
寛
旨
、
院
宣
、
窟
符
等
の
形
式
を
以
て
公
布
し
た
一

種
の
格
で
あ
っ
て
、
そ
の
起
源
は
平
安
中
期
に
遡
り
、
そ
の
鯨
風
は
鎌
倉
中
期

に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
続
々
群
書
類
従
、
法
制
部
に
は
、
弘
長
三
年
の
「
公
家

新
制
し
四
十
一
舗
条
と
建
久
・
寛
喜
・
文
永
の
「
三
代
制
符
」
と
が
収
め
ら
れ

て
い
る
が
、
公
家
新
制
が
盛
ん
に
公
布
せ
ら
れ
、
且
つ
そ
れ
が
些
少
な
が
ら
も

法
制
と
し
て
の
権
威
を
も
つ
た
の
は
、
平
安
末
期
の
い
わ
ゆ
る
静
置
暗
代
で
あ

る
。
院
政
時
代
の
公
家
新
制
に
つ
い
て
は
、
大
正
年
間
に
故
三
浦
周
行
博
士
が

詳
細
な
研
究
を
『
法
学
論
叢
』
に
発
表
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
公
家
新
制
に
つ

い
て
の
研
究
は
殆
ど
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
水
戸
都
尉
は
、
，
こ
こ
に

見
る
と
こ
ろ
あ
り
、
公
象
新
制
の
研
究
に
傾
到
せ
ら
れ
る
こ
と
滋
に
年
有
り
、

こ
の
た
び
そ
の
研
究
を
大
成
し
て
、
一
二
の
単
行
本
を
刊
行
し
、
私
に
も
そ
の

一
本
を
嵜
贈
ぜ
ら
れ
た
。
私
は
我
が
日
本
法
制
史
学
の
た
め
に
こ
の
書
の
出
版

を
賀
す
る
と
共
に
、
水
戸
部
氏
の
積
年
の
労
苦
と
御
厚
志
に
対
し
、
敬
意
と
謝

意
を
表
し
た
い
。

　
本
書
は
、
序
章
、
第
一
章
公
家
薪
制
の
成
立
、
第
二
章
平
安
時
代
の
公
家
新

制
、
第
四
章
鎌
倉
時
代
の
公
家
新
制
、
第
五
章
公
家
新
制
と
武
家
新
制
の
関
係

の
六
輩
よ
り
成
り
、
公
家
新
制
の
法
規
史
的
研
究
は
、
r
略
尽
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、

著
者
は
第
一
章
公
家
新
制
の
成
立
に
お
い
て
、
新
制
の
濫
臨
を
述
べ
て
い
る
が
、

第
四
章
鎌
倉
時
代
の
公
家
新
制
に
お
い
て
は
、
正
応
の
新
制
を
述
べ
る
の
み
で
、

正
応
以
後
公
家
新
制
が
打
ち
絶
え
た
理
由
に
つ
い
て
は
侮
も
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
新
制
の
も
と
つ
く
と
こ
ろ
は
、
前
述
の
ご
と
く
律
令
格
式
で
あ
る
が
、

そ
の
律
令
格
式
と
新
制
と
の
関
係
を
説
く
こ
と
頗
る
糧
で
あ
る
。
新
糊
の
内
容

に
お
い
て
首
座
を
占
ぬ
る
も
の
は
、
衣
服
、
調
度
の
過
差
を
禁
ず
る
ご
と
で
あ

る
が
、
衣
服
、
調
度
、
輿
車
の
身
分
的
制
限
の
制
度
は
、
養
老
の
衣
服
令
、
儀

制
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
延
喜
弾
正
式
、
類
聚
三
代
格
、
禁
制
部
の

諸
法
命
に
定
め
る
衣
服
、
調
度
の
身
分
的
制
限
の
も
と
つ
く
と
こ
ろ
も
、
亦
養

老
の
衣
服
全
、
儀
制
令
で
あ
る
。
僧
尼
の
服
色
に
つ
い
て
も
、
養
老
の
僧
尼
令

に
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
新
制
の
内
容
を
説
明
す
る
に
当
っ
て
、

そ
れ
に
先
行
す
る
格
式
の
引
用
は
陵
々
で
あ
る
が
、
そ
の
も
と
つ
く
律
令
を
挙

げ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
点
私
と
し
て
は
不
満
で
あ
る
。
法
規
史
の
研
究

と
し
て
も
、
そ
の
点
は
省
略
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
公
家
新
制
は
、
日
本
法
話
史
の
史
料
と
し
て
は
甚
だ
価
値
の
乏
し
い
も
の
で

あ
る
。
法
制
史
は
國
民
の
法
律
生
活
の
歴
史
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
立
派
な
形

式
を
整
え
た
法
令
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
国
畏
大
衆
の
生
酒
を
規
律
し
得
ず
、

国
民
の
実
生
活
と
は
没
交
渉
で
あ
っ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
捌
史
上
一

顧
の
価
値
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
公
家
新
調
は
、
京
都
の
朝
廷
が
既
に
兵
権
の

主
体
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
平
安
末
期
に
、
朝
廷
が
纏
か
に
そ
の
威
令
の

及
ぶ
廷
臣
の
下
部
や
京
都
の
住
民
に
対
し
て
、
往
時
の
惰
勢
に
よ
っ
て
年
中
行
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事
的
に
公
布
し
た
法
令
で
あ
っ
て
、
国
罠
全
体
の
休
滅
、
福
祉
に
関
係
す
る
と

こ
ろ
極
め
て
鮮
少
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
形
式
は
王
朝
盛
時
の
法
令
と
周
一
で

あ
る
が
、
法
制
史
料
と
し
て
の
緬
値
は
殆
ど
皆
無
に
近
い
。
公
家
新
制
の
価
値

は
、
主
と
し
て
田
本
法
規
史
上
に
あ
っ
て
、
法
制
史
上
に
は
な
い
と
い
っ
て
よ

い
と
思
う
。
平
安
末
期
に
生
じ
た
新
制
な
る
法
令
の
形
式
が
、
鎌
倉
幕
府
に
よ

っ
て
模
倣
せ
ら
れ
、
武
家
特
有
の
内
容
を
盛
っ
た
武
家
新
梱
な
る
成
文
法
が
現

わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
日
本
法
規
史
上
の
重
大
事
件
で
あ
る
と
同
時
に
、

日
本
法
制
史
の
上
に
お
い
て
も
亦
軽
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
件
で
あ
る
。

故
に
本
壼
酬
の
日
本
法
制
史
の
研
究
と
し
て
は
、
第
五
章
の
「
公
家
新
制
と
武
家

新
註
の
関
係
」
に
最
も
大
ぎ
い
価
敏
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
公
家
新
’
制
の
内
容
が
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
研
究

が
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
公
家
新
制
は
法
制

史
料
と
し
て
は
く
だ
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
平
安
末
期
の
風
俗
史
の
史
料
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
り
ゅ
う

て
は
、
大
き
な
価
値
を
も
つ
て
い
る
。
平
安
末
期
に
お
け
る
風
流
の
流
行
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
ん

級
富
人
、
青
侍
、
寺
院
の
大
衆
、
神
人
、
供
人
、
放
免
等
の
下
剋
上
の
風
俗
、

京
都
の
治
安
の
零
れ
て
い
る
こ
と
、
賀
茂
の
祭
、
紙
園
会
の
行
粧
等
は
、
こ
の

覇
翻
の
申
に
生
き
生
き
と
写
さ
れ
て
い
る
。
読
み
づ
ら
い
平
安
，
鎌
倉
の
公
家

の
日
記
類
を
精
読
し
て
、
新
制
の
テ
キ
ス
ト
を
こ
れ
だ
け
正
確
に
復
元
す
る
仕

事
は
、
一
般
史
の
史
家
に
よ
っ
て
も
曾
て
為
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

本
書
の
平
安
朝
史
に
対
す
る
貢
献
は
大
き
い
。
法
制
史
家
で
あ
る
著
者
は
、
公

家
漸
制
の
法
捌
史
料
と
し
て
の
価
値
し
か
説
い
て
い
な
い
が
、
本
書
は
平
安
蒔

代
史
特
に
そ
の
風
俗
史
、
社
会
史
の
専
門
家
に
と
っ
て
極
め
て
利
翔
価
値
の
高

い
書
で
あ
る
こ
と
は
、
私
の
転
じ
て
疑
わ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
太
・
書
第
三
章
及
び
第
四
章
に
は
、
附
録
と
し
て
「
興
福
寺
の
寺
辺
赫
制
」
及

び
門
け
ち
う
の
し
．
ん
せ
い
漏
　
（
家
中
の
新
制
）
な
る
も
の
が
紹
介
せ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
著
者
が
素
材
弊
捜
の
う
ち
に
獲
ら
れ
た
め
ず
ち
し
い
史
料
で
、

故
三
浦
博
士
の
研
究
に
も
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
史
料
で
あ
る
。
家
中
の
新
制
は
、

朝
廷
の
新
制
に
倣
っ
て
、
摂
関
公
卿
が
そ
の
家
司
の
雑
人
に
対
し
て
発
し
た
制

法
で
あ
っ
て
、
家
法
の
一
種
で
あ
る
。
鎌
倉
三
代
に
は
、
朝
廷
も
京
都
に
お
け

る
最
高
舞
阪
の
↓
貴
族
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
公
家
漸
制
も
皇
窒
の

家
中
新
制
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
公
家
新
制
の
中
に
は
、
庄
團
の
整
理
、

地
方
窟
吏
の
誠
筋
等
、
…
般
罠
生
と
磁
接
関
係
の
あ
る
条
項
が
な
い
で
は
な
い

が
、
そ
れ
が
実
効
の
あ
っ
た
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
庄
園
の
多
望
を

調
査
し
て
、
そ
の
正
権
限
の
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
取
り
潰
す
と
い
う
朝
廷
の

政
策
は
、
皇
室
の
収
入
を
増
加
せ
し
め
る
た
め
で
あ
っ
て
、
取
り
上
げ
た
土
地

を
口
分
の
田
ピ
し
て
百
姓
に
班
給
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
著
者
は
こ
れ
ら

の
条
項
の
法
制
史
的
価
値
を
過
大
に
評
価
し
て
い
る
よ
5
に
思
、
）
。

　
公
家
新
制
が
、
実
効
の
あ
る
法
律
と
し
て
ど
ん
な
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ

っ
た
か
を
示
す
た
め
に
、
私
が
曾
っ
て
『
法
律
史
話
』
（
昭
和
七
年
、
東
京
巌

松
堂
刊
）
に
掲
載
し
て
お
い
た
次
の
二
つ
の
話
を
愛
に
転
載
す
る
。

　
醍
醐
天
皇
の
御
代
、
み
か
ど
の
御
雛
幸
あ
つ
き
内
匠
蔵
人
と
い
ふ
美
女
が
あ

　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
を
う
ま

　
つ
た
。
｝
日
勅
許
を
得
て
牛
車
に
乗
っ
て
嵐
馬
の
節
会
を
見
物
に
行
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
ぎ

　
こ
ろ
、
そ
の
車
か
ら
は
禁
鋤
の
深
紅
の
色
に
染
め
た
涼
衣
が
散
晃
す
る
の
で
、

　
検
非
違
使
源
中
正
は
、
乞
う
て
そ
の
衣
裳
を
戯
さ
し
め
、
こ
れ
を
破
却
ぜ
ん

　
と
し
た
。
時
．
に
、
内
匠
は
、
弓
懸
を
そ
ば
聰
く
招
い
て
、
小
奢
入
童
を
し
て

　
色
紙
を
贈
ら
し
め
た
。
中
正
披
ぎ
み
る
に

　
　
　
大
空
に
照
る
日
の
色
を
い
さ
め
て
は
天
の
下
に
は
誰
か
注
む
べ
ぎ

　
と
あ
っ
た
の
で
、
中
庸
は
無
情
の
思
ひ
に
忍
び
ず
、
諸
臣
と
纈
議
し
、
破
ら
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ず
し
て
こ
れ
を
返
し
た
。
そ
の
夜
、
中
正
は
大
内
に
参
り
、
雑
事
勅
問
の
つ

　
い
で
に
、
具
さ
に
こ
の
事
を
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
延
喜
の
御
か
ど
に
は
、
中

　
正
を
お
尤
め
な
き
の
み
か
、
却
っ
て
婦
女
の
衣
裳
を
破
ら
ざ
る
は
情
あ
り
と

　
し
て
お
褒
め
の
勅
談
を
賜
は
つ
た
。
こ
れ
を
伝
へ
聞
く
入
、
皆
以
て
蟄
代
の

　
美
談
と
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
允
亮
が
祖
父
惟
宗
蔑
本
よ
り

　
語
り
伝
へ
た
話
で
あ
っ
て
、
　
『
薪
古
今
和
歌
集
』
に
も
こ
れ
と
同
じ
話
が
見

　
え
て
み
る
が
、
そ
の
本
は
や
は
り
『
政
事
要
略
』
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
（
圃
一
書
｝
二
一
ハ
｝
貫
）

　
　
平
安
朝
の
末
蟹
の
著
名
な
物
語
を
蒐
め
た
糊
、
古
今
二
曲
集
』
巻
三
公
購
の

　
都
に
は
、
次
の
や
う
な
物
語
が
見
え
て
い
る
。
何
れ
の
年
で
あ
っ
た
か
、
ハ

　
ッ
キ
り
し
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
た
が
、
或
る
年
白
馬
の
簾
会
が
行
は
れ
た
時

　
に
、
進
士
に
し
て
且
つ
検
非
違
使
の
判
官
で
あ
っ
た
藤
原
経
仲
は
、
場
内
の

　
取
締
の
為
め
に
、
配
下
の
検
非
違
使
共
を
伴
う
て
磁
場
し
た
。
併
し
場
内
に

　
は
別
段
糺
弾
す
べ
き
演
出
も
な
か
っ
た
の
で
、
ほ
か
の
検
非
違
使
等
は
盛
手

　
持
無
沙
汰
で
退
出
し
や
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
経
仲
は
、
何
某
僧
正
の
児
が

　
沓
を
は
き
な
が
ら
木
の
股
に
登
っ
て
節
会
を
見
物
レ
て
る
る
の
を
見
付
け
た

　
の
で
、
直
ち
に
下
部
を
遣
し
て
こ
れ
を
搦
め
と
ら
し
め
、
　
「
長
大
垂
髪
に
し

　
て
皮
の
沓
を
は
き
、
た
か
き
木
に
登
り
て
宮
閣
を
う
か
が
ふ
。
　
一
身
を
も
つ

　
て
師
の
を
か
し
を
な
せ
る
、
し
か
る
べ
し
や
、
い
か
ん
」
と
勘
問
し
た
。
天

　
皇
こ
の
事
を
聞
し
召
さ
れ
、
叡
感
あ
り
て
経
仲
に
女
房
の
衣
を
賜
は
せ
ら
れ

　
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
　
（
同
書
、
一
二
九
頁
）

　
前
の
話
は
、
新
制
に
璽
蝕
す
る
禁
色
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
紅
花
で
染
め

る
深
紅
の
色
が
流
行
し
、
紅
花
一
斤
の
値
段
が
一
貫
文
に
も
達
し
た
の
で
、
延

喜
の
み
か
ど
が
こ
れ
を
禁
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
政
事
要
略
に
見
え
て
い
る
。
そ

の
み
か
ど
御
自
身
が
、
寵
姫
に
そ
の
禁
色
の
衣
裳
を
着
せ
、
こ
れ
を
河
介
し
た

検
非
違
使
を
凝
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
新
制
の
実
行
な
ど
は
思
い

も
嵜
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
雨
下
す
る
新
制
に
よ
っ
て
朝
廷
、
院
画
の
馨
修
が
止
．

め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
人
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
迂
潤

港
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
の
話
は
、
木
の
上
に
登
っ
て
籔
会
を
見

物
し
て
い
る
稚
児
を
捕
え
て
、
あ
だ
か
も
怪
漢
が
定
心
を
窺
っ
て
い
る
か
の
ご

と
く
勘
聞
し
、
白
馬
の
節
会
を
一
叢
興
あ
る
も
の
と
し
た
こ
と
が
、
　
「
時
に
の

ぞ
み
て
い
み
じ
か
り
け
り
」
と
賞
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
代

に
は
、
犯
人
の
逮
捕
・
審
問
も
一
つ
の
遊
戯
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

故
に
こ
の
時
代
に
は
、
瓢
制
を
頒
つ
と
い
う
政
も
、
遊
戯
的
な
要
素
を
も
つ
年

中
行
事
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て

動
乱
に
傭
え
る
三
関
の
通
関
使
差
遣
が
、
大
葬
の
儀
式
の
一
部
と
な
り
、
徒
囚

に
鉄
を
つ
け
る
鷲
谷
の
政
が
、
左
右
獄
の
年
中
行
事
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
法
令
公
布
の
手
続
も
、
ま
た
年
中
行
誤
に
堕
し
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
公
家
新
制
は
、
法
制
史
料
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

立
派
な
宣
留
、
院
宣
、
官
符
の
形
を
も
つ
た
戒
文
法
で
あ
る
以
上
、
法
欄
史
家

と
し
て
は
こ
れ
を
全
然
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
依
っ
て
私
も
い
っ
か
は

こ
れ
を
調
べ
上
げ
て
、
そ
れ
が
日
本
法
面
史
の
上
に
占
め
る
位
羅
を
は
っ
き
り

さ
せ
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
新
制
の
本
文
を
蒐
集
、
整
理
す
る
と
い

う
仕
事
は
、
存
外
骨
の
折
れ
る
も
の
う
い
仕
事
で
あ
る
の
で
、
つ
い
手
が
つ
か

な
か
っ
た
。
水
戸
部
氏
は
、
こ
の
も
の
う
い
骨
の
折
れ
る
仕
事
を
、
根
気
よ
く

や
り
遂
げ
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
私
と
し
て
は
感
謝
の
外
な
い
。
し
か

し
水
戸
部
氏
が
こ
ん
な
仕
事
に
あ
た
ら
青
年
暗
代
の
精
力
を
費
消
し
尽
さ
れ
た
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書

か
と
思
う
と
、
お
気
の
襟
で
あ
っ
た
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

重
ね
て
串
述
べ
る
が
、
法
規
史
の
研
究
は
、
法
制
史
の
研
究
の
基
礎
工
作
と
し

て
大
切
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
法
制
史
の
研
究
で
あ
る
と
考
え
て

は
な
ら
な
い
。
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
人
々
の
生
活
意
識
に
シ
ン
パ
サ
イ
ズ

す
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
蒔
代
々
々
に
制
定
せ
ら
れ
た
法
を
当
時
の
人
々
が

ど
う
受
取
つ
た
か
、
ま
た
そ
の
法
に
よ
っ
て
当
時
の
人
々
の
福
祉
が
ど
れ
だ
け

増
進
若
し
く
は
阻
害
せ
ら
れ
た
か
が
わ
か
っ
て
こ
そ
、
真
の
法
制
史
で
あ
る
。

法
制
史
学
も
、
今
や
従
来
の
縢
を
噛
む
よ
う
な
法
規
史
の
研
究
か
ら
脱
却
し
て
、

温
い
血
の
通
っ
た
法
律
生
活
史
に
遙
讃
し
て
ゆ
く
時
期
に
到
達
し
か
け
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
◆

　
水
戸
部
氏
は
、
こ
の
研
究
を
大
成
せ
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
平
安
中
期
よ
り
超

越
初
期
に
至
る
大
量
の
史
料
に
眼
を
通
さ
れ
た
と
思
う
。
噴
霧
巻
末
の
引
溺
史

料
索
引
に
は
、
百
種
内
外
の
階
名
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
水
戸
部
氏
が

検
索
せ
ら
れ
た
史
料
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
検
索
し
た
が
何
の
史

料
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
文
献
が
幾
ら
あ
っ
た
か
は
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
本

書
に
載
せ
ら
れ
た
新
制
の
本
文
に
は
、
有
職
の
読
み
癖
に
よ
る
振
仮
名
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
振
仮
名
の
一
つ
に
も
多
大
の
苦
心
と
研
究
が
積
ま
れ
て

い
る
と
思
う
。
薄
く
は
こ
の
君
大
な
記
録
文
書
を
読
破
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
獲

．
ら
れ
た
知
見
を
本
と
し
て
、
泓
は
水
戸
部
氏
に
平
安
末
期
の
法
制
史
の
専
門
家

に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
、
律
令
、
式
厨
の
時
代
の
専
門
家
は
あ
っ
て

も
、
そ
の
過
渡
期
の
時
代
の
専
門
家
は
い
な
い
。
春
秋
に
富
ま
れ
る
水
戸
都
氏

に
は
、
私
の
希
望
を
叶
え
て
下
さ
る
能
力
は
充
分
あ
る
と
期
待
し
て
い
る
。

　
（
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判
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昭
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一
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清
水
盛
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編

会
田
雄
次

封
建
社
会
と
共
同
体

井
ケ
田
良
治

瀬
　
原
　
義
　
生

　
村
落
共
同
体
の
研
究
が
学
界
の
関
心
事
と
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
多
数
の
研

究
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
佃
溺
的
な
村
落
の
実
体
報
告

で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
そ
の
正
反
対
に
、
強
い
理
論
的
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ

た
理
論
的
み
と
お
し
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
と
く
に
臼
本
の
村
落
共
同
体

を
と
り
あ
つ
か
う
場
会
、
当
然
な
さ
れ
る
べ
き
ヨ
…
ロ
ッ
パ
そ
の
他
諸
地
域
の

共
同
体
と
の
比
較
は
、
・
抽
象
化
さ
れ
た
理
論
の
次
元
で
の
み
行
な
わ
れ
、
噂
実

体
的
醜
体
酌
な
比
較
は
十
分
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
日
本
の
村
落

「
共
心
体
の
構
造
的
後
進
性
と
そ
の
根
づ
よ
い
残
存
と
い
う
認
識
を
生
み
出
し
た

一
つ
の
原
動
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
争
い
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

本
書
の
よ
う
に
ひ
ろ
く
各
繭
を
対
象
と
す
る
研
究
岩
の
比
較
研
究
の
成
果
を
え

た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
編
者
が
．
「
は
し
が
き
」
に
の
べ
て

い
る
よ
う
に
、
ま
ず
村
落
共
同
体
を
封
建
社
会
に
圏
有
な
時
代
的
特
質
を
も
つ

も
の
と
限
定
し
、
　
「
生
産
乎
段
の
共
有
な
い
し
難
壁
と
再
生
産
活
動
の
共
切
と

を
基
礎
に
し
て
結
ば
れ
た
、
小
経
営
農
艮
の
地
縁
酌
集
団
で
あ
る
」
と
包
括
的

に
定
義
す
る
。
そ
し
て
と
く
に
従
来
と
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た

「
村
落
共
同
体
と
封
建
権
力
の
あ
い
だ
の
政
治
的
な
関
係
」
に
注
騒
し
つ
つ
、

141 （141）


