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安
田
元
久
氏
の
北
海
道
大
学
文
学
部
在
任
中
、
氏
を
中
心
と
し
て
研
究
と

一
討
論
を
進
め
て
｛
米
た
中
世
史
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
さ
き
に
守
宮
三
十
・
五
年
、

そ
の
成
果
と
し
て
劇
、
臼
本
封
建
制
成
立
の
諸
前
提
』
を
世
に
問
い
、
学
界
の

注
鼠
を
受
け
た
。
今
圏
刊
行
さ
れ
た
『
初
期
封
建
制
の
研
究
』
は
、
そ
の
後

を
う
け
た
第
二
の
論
集
で
あ
り
、
筆
者
も
同
グ
ル
ー
プ
の
真
整
な
討
議
を
想

…
隊
し
つ
つ
、
齪
ハ
味
深
く
読
了
し
た
。
今
陣
の
論
集
は
、
安
田
氏
以
下
七
氏
の

論
稿
を
収
め
て
い
る
が
、
「
以
下
そ
の
内
容
か
」
紹
介
し
、
若
モ
の
感
想
を
も
申

し
述
べ
た
い
。

　
先
ず
福
田
蜷
彦
「
第
二
次
封
建
関
係
の
形
成
過
程
i
豊
後
国
に
お
け
る
大

友
氏
の
主
従
制
を
中
心
と
し
て
一
」
は
巻
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
雄
篇
で

あ
る
。
最
初
に
氏
は
主
と
し
て
、
源
平
争
乱
期
に
緒
方
惟
義
の
率
い
た
武
士
団

を
検
討
し
、
そ
れ
が
臼
δ
癩
衙
機
構
を
通
じ
て
結
集
さ
れ
た
武
士
を
主
と
し
、

㊨
私
的
武
士
団
は
家
父
暴
騰
的
原
理
に
よ
っ
て
結
集
さ
れ
る
近
親
と
郎
従
に

限
定
さ
れ
て
い
た
と
し
、
他
に
補
助
的
な
も
の
と
し
て
の
属
盟
関
係
に
よ
っ

て
結
集
さ
れ
た
同
族
・
近
隣
の
武
士
を
あ
げ
る
。
次
に
鎌
倉
時
代
、
豊
後
に

入
都
し
た
大
友
氏
が
主
従
関
係
を
生
み
串
す
要
素
と
し
て
、
e
公
武
両
政
権

の
現
地
最
高
貴
任
者
と
し
て
の
職
権
、
⇔
養
子
縁
組
関
係
の
設
定
に
よ
っ
て

拡
大
さ
れ
る
同
族
集
醸
に
及
ぼ
す
姶
厭
的
家
督
権
、
同
新
恩
・
寄
進
・
買
得

等
で
拡
大
さ
れ
た
所
領
に
お
け
る
処
分
・
宛
行
権
を
含
め
た
支
配
権
を
あ
げ
、

鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
に
お
け
る
三
考
の
融
合
が
、
大
友
氏
と
在
地
領
主
と
の

問
に
主
従
関
係
を
形
成
さ
せ
た
と
し
、
所
領
給
与
を
媒
介
と
す
る
封
建
的
主

従
闘
係
の
源
泉
と
し
て
と
く
に
㊧
を
重
視
す
る
。
次
に
大
友
嫡
家
と
一
族
庶

子
家
と
の
闘
係
を
と
り
あ
げ
、
惣
領
儲
に
閥
す
る
薪
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

即
ち
元
来
惣
領
と
は
、
国
衙
・
庄
園
領
主
か
・
一
2
年
貢
・
公
事
納
入
貴
任
巻
と

倣
さ
れ
て
い
た
領
主
の
支
配
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
は
関
蒐
公

事
を
惣
領
の
催
促
に
よ
っ
て
納
入
さ
せ
た
が
、
惣
領
は
公
審
納
入
の
責
任
春

で
、
そ
の
下
の
寄
子
（
一
族
と
は
隈
ら
ぬ
故
に
庶
子
の
名
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し

て
、
福
田
氏
は
寄
子
の
称
を
用
い
る
）
と
の
関
係
は
、
所
顧
上
の
物
的
関
係
に
過

ぎ
ず
、
慰
撫
と
洌
箇
の
所
領
を
有
す
る
庶
子
家
に
は
、
嫡
家
の
惣
額
権
が
及

ば
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
幕
府
の
惣
領
侮
酌
公
事
徴
収
法
は
、
観
念
的

な
同
族
結
含
を
物
的
に
裏
付
け
る
役
調
を
果
し
た
し
、
象
嫡
も
惣
領
の
権
限

を
通
じ
て
そ
れ
を
促
進
し
た
。
鎌
倉
末
期
、
幕
府
が
公
事
徴
取
に
つ
い
て
、

所
領
を
古
註
と
す
る
惣
領
早
産
方
式
か
ら
、
一
族
結
合
の
鑑
嫡
を
基
礎
と
す

る
方
式
に
転
じ
た
こ
と
は
、
も
と
溺
箇
の
概
念
で
あ
っ
た
覆
嫡
と
惣
領
を
合

一
さ
せ
、
そ
れ
を
や
が
て
家
督
権
に
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
南
北
朝
末
期

に
室
町
幕
府
…
が
行
な
っ
た
惣
領
職
の
・
安
堵
・
宛
行
は
、
惣
領
践
象
嫡
…
へ
の
軍

事
統
率
権
の
附
与
で
あ
り
、
庶
子
家
法
宮
化
の
決
定
酌
要
因
と
な
り
、
ま
た

弱
小
武
士
の
一
揆
形
式
に
よ
る
翁
面
も
、
守
護
大
友
の
被
官
化
へ
の
契
機
を

内
蔵
し
て
い
た
。
南
北
朝
末
期
に
は
、
大
友
氏
の
下
に
第
二
次
封
建
関
係
が

形
成
さ
れ
、
そ
の
基
本
は
、
爲
の
駈
領
擾
給
を
媒
介
と
す
る
封
建
関
係
に
整

序
化
さ
れ
た
と
し
、
こ
れ
を
守
護
領
岡
舗
の
成
立
と
見
て
い
る
。
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こ
こ
に
い
う
第
二
次
封
建
関
係
と
は
、
鎌
倉
殿
と
獅
家
入
と
の
間
の
封
建

関
係
で
は
な
く
、
御
蒙
人
と
そ
の
来
春
と
の
間
の
そ
れ
を
指
す
が
、
明
ら
か

に
重
要
な
課
題
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
従
来
殆
ど
研
究
が
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
一
般
的
形
成
翻
に
つ
い
て
、
或
は
問
題
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
守
護
領

園
制
と
い
う
一
応
の
結
論
を
得
た
こ
と
は
、
本
稿
の
功
績
で
あ
る
。
ま
た
平

安
末
か
ら
南
北
朝
末
に
至
る
長
い
期
間
が
、
大
き
な
構
想
と
綿
密
な
論
証
で

と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
守
護
領
国
制
形
成
の
論
文
と
し
て
見
て
も
、
視
角

の
斬
新
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
唯
、
大
友
氏
に
お
け
る
主
従
関
係
形
成
の
契
機

と
し
て
三
つ
の
権
限
を
あ
げ
、
各
々
の
長
短
を
論
じ
た
中
で
、
e
の
職
権
の
限

界
と
し
て
、
国
を
越
え
て
の
動
員
が
園
難
だ
と
す
る
点
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

細
摸
大
友
郷
や
肥
後
鹿
子
木
庄
に
職
権
が
及
ば
ぬ
（
三
一
頁
）
の
は
自
明
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
ω
、
爾
、
或
は
最
終
的
な
守
護
領
国
制
の
ど
れ
が
実

ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

質
的
に
こ
の
限
界
を
克
服
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
福
田
氏
の
指
摘
は
誤
り
で
は

な
い
が
、
こ
の
点
こ
そ
が
職
権
の
隈
界
の
特
色
だ
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
象
る
意
味
で
は
、
⇔
の
族
的
支
配
権
が
こ
の
点
を
克
服
し
得
た
と
想

定
し
て
も
、
氏
の
惣
領
制
論
か
ら
は
、
反
っ
て
否
定
的
な
解
答
が
生
れ
る
と

思
う
の
で
あ
る
。
な
お
惣
領
制
に
つ
い
て
は
、
他
に
鈴
木
氏
の
論
稿
が
あ
り
、

論
旨
に
共
鳴
点
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
後
述
に
譲
る
。

　
次
に
川
島
正
彬
「
東
寺
領
荘
園
に
お
け
る
支
醍
と
在
地
構
造
i
備
中
国
新

見
庄
の
ば
あ
い
一
」
は
、
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
に
お
け
る
東
寺
の
農
民
支
配

を
、
新
見
庄
の
文
永
八
年
、
建
武
元
年
の
土
地
台
帳
に
基
づ
き
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
当
庄
の
濃
紅
は
、
代
官
的
名
主
（
三
洋
降
庄
官
）
・
名
主
（
㈹
薩

接
的
農
業
経
営
か
ら
遊
離
し
た
地
主
的
名
主
溺
、
㈲
藏
接
的
農
業
経
営
を
行
な
う
ω
自

名
耕
作
名
主
層
、
⑭
結
論
及
び
勉
名
耕
作
名
主
層
）
・
作
入
酌
百
姓
・
下
人
の
四
階

層
に
分
た
れ
る
、
貰
寺
の
支
紀
に
は
、
提
業
羅
営
か
ら
遊
離
し
た
名
空
よ
り

も
、
作
人
的
百
姓
を
直
接
把
握
す
る
猟
と
、
旧
来
の
名
体
制
を
維
持
す
る
面

と
が
あ
り
、
そ
れ
は
名
江
湖
か
ら
直
接
生
産
者
把
握
体
潤
へ
の
過
渡
的
段
階

に
位
置
付
け
ら
れ
、
ま
た
名
支
配
体
制
を
行
な
う
一
方
、
部
分
的
な
が
ら
提

民
の
村
落
結
合
に
基
礎
を
お
き
、
地
縁
的
「
村
落
」
を
収
取
睡
…
構
に
編
入
し

た
と
し
、
東
寺
支
配
の
方
向
を
東
寺
…
庄
官
（
三
碧
）
…
村
落
－
論
難
的
建

業
経
営
者
の
形
で
図
式
化
し
て
い
る
。

　
杉
山
博
氏
あ
論
文
を
は
じ
め
、
新
見
庄
の
研
究
が
多
く
、
川
島
氏
が
そ
の

ユ
ユ
ー
ク
な
見
解
を
述
べ
て
い
く
に
は
、
若
干
の
障
害
が
あ
っ
た
よ
う
で
、

と
く
に
分
析
の
基
礎
と
な
る
農
斑
の
身
分
構
成
が
、
ほ
と
ん
ど
永
原
慶
二
氏

の
類
型
に
依
存
し
て
い
る
点
な
ど
、
．
や
や
物
足
り
ぬ
面
が
あ
る
。
尤
も
小
農

鶏
の
出
現
に
つ
い
て
、
　
「
旧
名
の
分
舗
」
に
よ
る
耕
作
地
の
分
割
経
営
と
な

ら
ん
で
、
薪
購
造
成
を
強
調
し
た
り
、
或
は
杉
山
玩
の
「
当
名
主
体
制
」
を

批
判
す
る
等
、
興
味
深
い
指
摘
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
部
分
的
な
、
遠

慮
勝
ち
な
批
判
に
留
ま
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き

一
層
の
展
開
を
期
待
し
た
い
。
な
お
土
地
台
帳
の
分
析
に
つ
い
て
、
　
「
農
民

の
動
き
に
対
応
し
て
荘
園
領
主
が
と
っ
た
消
極
的
意
味
を
も
つ
も
の
」
、
「
荘

園
領
主
が
積
極
約
に
在
地
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
扁

を
区
別
し
、
こ
の
場
合
、
前
者
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う

か
。
両
者
が
機
械
的
に
区
別
で
き
ぬ
の
は
当
然
と
し
て
、
機
械
的
で
な
く
と

も
、
こ
の
よ
う
な
区
別
が
可
能
で
あ
り
、
有
意
義
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
小
林
宏
「
石
見
團
益
田
氏
の
領
主
制
に
つ
い
て
㎏
は
、
鎌
倉
時
代
の

地
頭
領
主
が
南
北
朝
内
乱
の
中
で
、
如
何
な
る
領
主
制
を
展
開
し
て
い
っ
た

か
を
、
石
見
の
益
田
氏
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
源
平
内
乱
期
の
虚
円
氏
鳳
、
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在
庁
の
指
揮
者
と
し
て
、
石
見
一
国
に
広
大
な
所
領
を
も
ち
、
東
国
の
環
族

的
領
主
に
も
似
た
性
格
を
備
え
、
石
見
押
領
使
と
し
て
源
頼
朝
方
に
掌
握
さ

れ
た
。
鎌
倉
時
代
を
通
じ
、
益
田
馬
は
数
箇
の
有
力
庶
子
家
を
分
出
し
、
そ

れ
ぞ
れ
要
地
に
本
拠
を
構
え
て
領
主
制
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
領
主
制
は
血

縁
的
、
同
族
的
な
惣
領
制
を
主
軸
と
し
て
お
り
、
葬
血
縁
を
含
め
た
広
鈍
な

性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
山
野
支
配
権
、
用
水
管
理
権
等
、
共
同

体
的
諸
機
能
の
杷
握
に
よ
る
封
建
的
領
主
制
の
形
成
は
進
ん
で
い
た
と
見
ら

れ
る
。
南
北
朝
内
乱
初
期
に
は
、
弱
小
庶
子
家
の
独
立
の
動
き
も
見
ら
れ
た

が
、
内
乱
の
仁
王
と
と
も
に
惣
領
家
を
中
心
と
す
る
強
力
な
結
合
体
が
形
成

さ
れ
、
と
く
に
益
田
本
宗
家
で
は
、
領
内
農
民
に
対
す
る
給
恩
地
宛
行
を
媒

介
と
す
る
封
建
的
主
従
関
係
が
成
立
し
、
こ
の
主
従
制
を
中
心
と
す
る
統
制

秩
序
が
確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
益
田
本
宗
家
で
も
、
有
力
庶
子
寂
で
も
、
領

主
麟
聞
の
連
帯
結
合
は
弱
く
、
　
一
国
的
、
地
域
的
封
建
制
を
展
開
す
る
動
き

は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
益
田
氏
の
如
き
大
領
主
が
出
現
し
た
先
進
地
帯
に
お
け
る
辺
境
（
一
二
八

頁
）
で
の
、
国
人
領
主
制
形
成
の
一
例
と
し
て
、
ま
た
そ
の
下
に
ど
の
よ
う

に
し
て
封
建
的
主
従
関
係
が
形
成
さ
れ
た
か
な
ど
、
興
味
が
持
た
れ
た
。
小

林
馬
に
よ
れ
ば
、
益
田
氏
の
よ
う
な
国
人
届
の
動
向
が
守
護
領
国
制
の
形
成

を
左
右
す
る
の
で
あ
り
、
本
稿
は
守
護
領
国
制
展
開
の
条
件
の
検
討
と
い
う

問
題
意
識
を
も
っ
て
い
る
。
当
然
小
林
氏
も
約
束
し
た
守
護
領
国
制
の
究
現

が
必
須
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
稿
を
読
み
っ
つ
常
に
抱
い
た
感
想
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
国
衙
の
把
握
が
守
護
領
國
制
展
開
の
条
件
だ
と
さ
れ
、
石

見
で
は
守
護
が
国
衙
を
把
握
す
る
条
件
を
欠
き
、
守
護
と
在
地
勢
力
と
の
関

係
が
弱
体
だ
っ
た
と
い
う
。
守
護
と
国
衙
と
の
関
係
が
、
こ
の
国
で
の
守
護

領
溺
制
究
明
の
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
し
、
是
非
検
討
願
い
た
い
点
で
あ
る
。
守

護
が
国
議
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
益
田
氏
が
国
徹
や
守
護
に
密
接
な

関
係
を
も
ち
、
外
部
勢
力
の
入
部
が
困
難
だ
っ
た
為
だ
が
、
益
田
氏
の
国
衙
・

守
護
と
の
親
近
性
の
証
明
に
は
、
推
測
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
点
は
史
料
の

制
約
と
し
て
や
む
を
得
な
い
が
、
一
四
五
頁
に
引
用
さ
れ
た
貞
応
二
年
の
検

注
帳
（
大
田
文
）
の
解
釈
に
は
疑
問
が
の
こ
る
。
「
於
公
郷
落
縁
、
虫
建
保
六

年
検
注
事
事
注
進
之
、
為
守
護
所
之
沙
汰
、
先
進
文
書
田
数
付
也
」
の
記
述

に
よ
っ
て
、
建
保
六
年
守
護
所
の
検
注
が
あ
り
、
国
衙
の
機
能
が
守
護
筋
に

吸
収
さ
れ
て
い
る
の
に
、
貞
応
二
年
の
検
注
帳
が
在
国
司
以
下
に
よ
っ
て
提

出
さ
れ
た
の
を
疑
問
と
し
て
い
る
。
し
か
し
建
保
六
年
の
検
注
主
体
も
国
衙

在
庁
で
あ
り
、
守
謹
所
の
沙
汰
と
し
て
文
書
を
注
進
し
た
ま
で
で
あ
る
。
史

料
解
釈
の
こ
の
誤
解
は
些
細
な
点
で
は
な
く
、
小
林
矯
の
益
田
氏
盤
守
護
刻

在
国
司
書
の
重
要
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
一
言
し

て
お
き
た
い
。

　
越
野
孝
「
薩
摩
地
方
に
お
け
る
郡
司
層
と
名
主
層
」
は
、
鎌
倉
疇
代
の
薩

摩
に
お
け
る
伝
統
的
在
地
領
主
届
を
郡
司
層
（
郡
司
を
脚
本
）
と
名
主
履
（
郡

司
の
冠
詮
な
く
単
に
名
主
と
し
て
存
在
）
に
分
ち
、
各
々
の
領
主
権
の
内
容
を
考

察
す
る
。
郡
司
願
に
は
律
令
以
来
の
郡
司
が
職
権
を
挺
子
と
し
て
領
主
化
し

た
場
合
と
、
開
発
傾
主
が
郡
司
職
を
獲
得
し
た
場
合
と
が
あ
り
、
後
者
は
開

発
に
よ
っ
て
土
遷
化
し
た
者
が
、
国
衙
の
紋
雑
体
擬
の
変
質
に
つ
れ
て
、
倉

院
を
中
心
に
旧
来
の
郡
司
と
支
配
領
域
を
分
ち
、
郡
司
の
所
管
を
は
な
れ
、

国
家
の
権
力
体
系
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
芳
名
主
層
の
有
す
る
名

は
、
郡
司
領
有
権
の
内
部
に
開
発
に
よ
っ
て
成
立
し
た
別
納
の
名
で
、
名
主

は
郡
司
の
徴
集
権
か
ら
独
立
し
て
、
直
接
国
衙
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
た
も
の
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で
あ
り
、
名
主
の
中
に
は
在
庁
職
を
獲
得
し
て
在
庁
化
し
た
も
の
も
あ
る
伽

郡
司
膚
と
名
主
層
と
の
領
主
権
に
は
差
異
が
あ
り
、
前
者
は
職
権
と
し
て
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

え
ら
れ
た
官
費
権
、
裁
判
権
を
有
し
、
郡
領
全
体
に
権
限
が
及
ん
だ
に
反
し
、

後
者
は
裁
判
権
を
も
た
ず
、
勧
農
権
に
も
制
約
が
あ
り
、
そ
の
名
内
に
も
郡

司
の
勧
農
・
裁
判
権
が
行
使
さ
れ
た
。
郡
司
・
名
主
の
争
い
は
、
名
主
層
を

国
衙
・
守
護
・
惣
地
頭
等
に
結
び
付
か
せ
、
そ
の
解
決
は
、
島
津
氏
の
守
護
．

大
名
化
、
在
地
領
主
層
の
被
官
化
と
い
う
地
域
的
封
建
体
制
樹
立
へ
の
方
向

を
と
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
領
主
鱗
成
立
に
お
け
る
公
権
の
意
義
を
考
え
る
上
に
も
貴
重
な
研
究
で
あ

り
、
ま
た
律
令
制
郡
司
に
お
け
る
勧
農
権
と
下
級
裁
判
権
と
の
関
係
を
表
裏

一
体
と
す
る
見
方
は
、
郡
司
の
性
格
を
理
解
す
る
上
に
有
益
で
あ
っ
た
。
論

旨
も
極
め
て
明
解
で
あ
る
が
、
そ
の
明
解
さ
が
反
っ
て
若
干
の
疑
問
を
留
め

る
。
郡
司
履
、
名
主
層
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
侮
え
ば
名
主
の
在
庁
化
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郡
司
な
り
名
主
な
り
の
単
一
な
性
格
だ
け
で
、
説

明
し
き
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
く
に
郡
司
の
勧
農
権
が
躍
家

権
力
の
媒
介
に
よ
る
も
の
、
名
主
の
そ
れ
が
私
権
に
発
す
る
も
の
と
さ
れ
る

が
、
そ
の
よ
う
に
綾
甥
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
越
野
氏
の
い
う
郡
司
層

が
、
本
来
の
律
令
以
来
の
郡
司
の
み
で
な
く
、
国
衙
に
よ
る
把
握
の
契
機
に

あ
4
9
い
て
、
郡
司
と
名
主
と
に
共
通
性
が
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
点
に
開
題
が
あ

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
佐
藤
竪
　
「
封
建
的
主
従
制
の
源
流
に
関
す
る
一
試
論
一
儲
闘
叡
家
霜
に

つ
い
て
一
」
は
、
家
司
制
の
源
流
か
ら
筆
を
起
し
、
藤
原
道
長
の
時
代
に
お

け
る
摂
関
家
家
司
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
家
司
と
は
、

察
政
機
闘
の
総
称
の
他
に
、
広
義
に
は
家
府
職
員
す
べ
て
を
、
狭
義
に
ぱ
致

厭
職
員
、
最
狭
義
に
は
政
所
別
当
を
指
す
。
大
饗
亮
氏
は
、
十
一
世
紀
初
頭

に
お
い
て
家
ム
7
組
織
（
令
綱
職
鐵
の
み
）
↓
・
家
司
伽
羅
傭
繊
（
私
酌
設
鷹
職
員
の
み
）

の
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
な
完
全
な
転
化
は
あ
り
得
ず
、

む
し
ろ
令
制
職
員
と
私
的
職
員
の
混
在
こ
そ
家
司
組
織
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
の
家
令
組
織
↓
象
司
組
織
の
変
化
は
、
平
安
初
期
に
お
け
る
諸
家
政
所
拡

充
の
愚
慮
で
あ
り
、
そ
れ
は
察
令
側
に
お
け
る
私
的
関
係
が
強
め
ら
れ
、
そ

れ
を
中
心
的
要
素
と
し
て
家
司
制
（
政
所
職
貴
）
が
成
立
し
た
時
期
で
あ
る
。

以
後
道
長
時
代
ま
で
は
、
家
司
制
が
令
制
職
員
を
申
核
と
す
る
構
造
か
ら
、

私
的
設
置
職
員
を
中
核
と
す
る
構
造
に
変
質
す
る
時
期
で
、
道
長
時
代
に
そ

の
変
質
が
完
成
、
政
所
別
当
を
頂
点
と
す
る
新
職
員
構
造
が
確
立
し
た
。
次

に
道
長
時
代
を
中
心
に
、
全
盛
期
摂
関
象
家
司
の
性
格
を
考
え
る
と
、
彼
ら

は
受
領
生
活
に
よ
る
豊
か
な
経
済
力
、
ま
た
は
太
政
官
機
構
内
の
文
書
処
理

態
力
を
保
持
し
、
そ
の
受
領
功
注
入
、
特
殊
能
力
提
供
の
反
対
給
付
と
し
て

摂
関
家
か
ら
官
職
位
階
を
給
与
さ
れ
る
。
摂
関
家
と
象
司
と
の
結
合
は
、
公

私
醜
態
的
、
物
質
的
、
双
務
酌
で
、
情
誼
的
、
道
義
的
で
は
な
く
、
摂
関
察

が
弱
体
化
す
る
と
、
家
司
の
主
要
な
も
の
は
、
院
に
転
じ
る
。
な
お
摂
関
家

政
所
家
瑚
は
、
政
局
を
円
滑
に
運
営
す
る
機
動
力
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
「
摂

関
家
政
所
が
政
治
の
中
心
で
あ
り
、
象
司
が
弁
・
史
官
に
相
当
す
る
機
能
を

果
す
」
い
わ
ゆ
る
摂
関
象
政
所
政
治
な
る
執
政
形
態
は
存
在
し
な
か
っ
た
と

述
べ
て
い
る
。

　
本
稿
は
綿
密
な
制
度
史
的
研
究
で
あ
り
、
む
し
ろ
個
々
の
考
証
に
興
味
深

く
有
益
な
点
が
多
い
が
、
そ
の
デ
ィ
テ
イ
ル
を
細
叙
す
る
暇
は
な
い
。
唯
封

建
的
主
従
制
の
成
立
を
考
え
る
上
に
重
要
で
あ
り
な
が
ら
、
研
究
の
乏
し
か

っ
た
家
司
制
の
研
究
が
異
体
化
さ
れ
た
こ
と
、
摂
関
政
治
、
院
政
と
受
領
の
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問
題
が
搾
め
ら
れ
、
説
得
的
な
結
論
に
近
付
い
た
こ
と
等
は
有
意
義
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
摂
関
察
家
司
に
関
す
る
叙
述
が
、
良
房
で
は
じ
め
ら
れ
て
い
る

の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
佐
藤
氏
の
家
司
制
に
関
す
る
図
式
か
ら
い
え
ば
、

藤
原
氏
に
お
い
て
も
平
安
初
期
（
良
房
を
含
み
そ
れ
以
前
）
が
重
要
な
画
期
で

あ
る
し
、
摂
闘
政
治
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
良
扉
の
摂
政
就
任
よ
り
も
、
実

頼
以
後
の
摂
関
常
器
の
方
が
意
義
が
大
き
い
と
思
う
。
そ
し
て
本
稿
は
、
む

し
ろ
今
後
解
決
さ
る
べ
き
多
く
の
課
題
と
素
材
を
提
供
し
た
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
論
題
よ
り
見
て
も
、
佐
藤
氏
の
覇
題
意
識
は
封
建
的
主
従
制
の
源
流

探
求
に
あ
る
が
、
そ
の
属
的
は
な
お
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
今
一
っ
は
政
所

政
治
の
存
在
否
定
だ
が
、
そ
の
場
禽
、
太
政
宮
機
構
内
の
文
需
処
理
能
力
保

持
者
が
、
摂
関
象
蒙
司
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
開
題
が
摂
関
政
治
の
公
的
側
画
と
私
的
側
席
と
の
兼
ね
合
い
に

あ
る
こ
と
は
明
瞭
だ
が
、
解
決
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

　
鈴
木
英
雄
「
象
督
と
惣
領
に
関
す
る
覚
書
」
は
、
先
ず
家
督
の
軍
事
統
率

権
は
、
公
法
的
軍
事
指
揮
権
（
妻
事
機
能
等
の
数
治
的
地
位
、
郷
家
人
と
し
て
の

地
位
）
及
び
一
族
所
領
に
対
す
る
惣
領
主
権
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
　
一
族
結

合
の
血
縁
的
倫
理
意
識
に
支
え
ら
れ
て
成
立
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
家
督
闘

有
の
権
限
で
は
な
い
と
す
る
。
次
に
惣
領
の
講
源
を
考
察
し
、
幕
府
成
立
以

前
は
、
荘
翻
髄
的
収
納
の
面
に
お
け
る
地
域
的
な
年
貢
公
寮
徴
収
責
任
者
だ

っ
た
と
す
る
（
諾
郷
惣
領
）
。
従
っ
て
惣
庶
の
所
領
が
庄
郷
を
異
に
す
れ
ば
、

惣
領
の
統
瀾
は
及
ば
ず
、
血
縁
性
は
地
縁
性
の
内
部
に
包
括
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
二
郷
惣
領
は
鎌
倉
賭
代
に
も
継
続
す
る
が
、
他
に
幕
府
に
対
す
る
御
家

人
役
勤
仕
の
関
係
と
し
て
、
新
し
い
惣
領
が
現
わ
れ
る
。
御
家
人
役
は
御
家

人
へ
の
人
別
賦
課
で
あ
ウ
、
一
族
間
の
族
鋼
に
依
存
す
る
収
納
関
係
で
あ
っ

て
、
こ
の
薪
し
い
惣
領
を
父
祖
跡
惣
領
と
よ
ん
で
い
る
、
こ
の
場
合
、
惣
領

の
公
事
徴
牧
権
は
、
幕
府
の
一
方
的
決
定
に
よ
る
設
定
と
、
本
主
－
一
父
祖
に

よ
る
族
内
的
附
与
と
い
う
両
面
か
ら
創
出
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　
惣
領
制
研
究
の
一
問
題
点
が
、
惣
領
（
鯖
）
概
念
の
混
乱
に
あ
る
時
、
こ

の
種
の
整
理
は
確
か
に
有
益
で
あ
る
。
本
稿
は
、
先
の
福
田
氏
の
論
文
の
一

部
と
共
通
す
る
面
も
あ
り
、
福
田
説
と
併
せ
て
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
い
。
福

田
氏
も
鈴
木
氏
も
、
概
念
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
中
田
薫
氏
の
古
典
概
念

に
戻
れ
と
い
い
、
中
田
説
の
特
色
を
「
封
建
的
義
務
勤
仕
の
体
制
漏
と
し
て

理
解
す
る
。
然
し
コ
の
所
領
を
数
子
に
分
配
し
た
る
に
拘
わ
ら
ず
、
亡
霊

に
対
す
る
所
論
公
事
勤
仕
の
関
係
に
立
て
は
、
不
分
の
　
体
と
看
徹
し
、
そ

の
大
部
分
の
知
行
者
た
る
長
子
を
以
て
、
そ
の
金
部
の
総
領
知
者
と
需
敬
す

の
制
扁
と
総
顛
制
を
規
定
す
る
中
田
氏
に
お
い
て
、
血
縁
的
族
制
は
封
的
義

務
と
圃
等
の
比
重
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
私
自
身
も
亦
単
に
露
髄
の
醸
か
ら

の
み
惣
領
制
を
理
解
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
学
説
史
的
に
い
っ
て

特
に
両
氏
に
求
め
た
い
の
は
、
研
究
史
上
大
き
な
位
置
を
占
め
て
来
た
松
本

縣
八
郎
、
豊
、
田
武
氏
ら
の
学
説
に
対
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
説
に
対
す
る
閥
氏
の
立
場
を
想
像
す
る
こ
と
は
磁
難
で
は
な

い
が
、
そ
れ
が
明
示
さ
れ
ぬ
煽
り
、
研
究
の
混
観
の
最
終
的
解
決
に
は
到
達

し
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
公
事
勤
仕
の
立
場
か
ら
の
惣
領
掘
握
は
、
史
料
的
に
晃
て
も
明

ら
か
に
正
し
い
。
族
制
の
面
か
ら
の
論
者
が
、
い
さ
さ
か
も
て
余
し
気
味
だ

っ
た
惣
領
主
、
惣
地
頭
も
決
し
て
異
例
の
存
在
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
し
、
庄
郷
惣
傾
↓
父
祖
跡
惣
領
の
図
式
が
与
え
ら
れ
、
且
つ
前
者
の
一
般
的

存
在
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
窪
園
鱗
に
関
す
る
常
識
的
理
解
に
お
い
て
、
そ
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れ
を
支
配
機
構
内
の
ど
こ
に
位
践
響
け
る
べ
き
か
闘
惑
す
る
。
そ
の
処
理
は

本
名
体
制
以
上
に
困
難
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
問
題
は
、
鈴
木
幾
の
語
源
的
考

察
に
関
係
す
る
が
、
平
安
時
代
の
動
詞
「
惣
領
」
が
土
地
知
行
上
の
用
語
と

し
て
限
定
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。
そ
の
初
冤
と
さ
れ
る
治
安
三

年
兼
清
解
文
の
「
称
宮
寺
可
惣
領
泥
画
」
は
、
鈴
木
氏
の
場
合
、
句
読
の
付

け
方
か
ら
見
て
「
宮
寺
と
称
し
惣
領
す
べ
き
の
懸
船
と
読
解
し
、
惣
領
の
対

象
を
土
地
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
（
二
九
九
頁
）
、
実
は
門
宮
轡
惣
領
す
べ

き
の
由
を
称
し
」
で
あ
っ
て
、
惣
領
の
対
象
は
土
地
で
な
く
突
端
で
あ
る
。

惣
領
が
土
地
知
行
に
関
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
の
は
、
土
地
関

係
史
料
が
多
数
残
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
来
る
偶
然
で
あ
り
、
私
は
惣
領
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
ひ
き

土
地
・
族
制
な
ど
の
特
定
対
象
と
は
結
び
付
か
ぬ
、
単
な
る
門
惣
べ
領
み
る
扁

義
だ
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
熊
谷
家
文
書
正
安
二
年
関
東
下
知
状
を
通
じ
、

庄
郷
惣
領
と
父
祖
跡
惣
領
の
関
係
を
と
り
あ
げ
て
い
る
（
三
〇
一
　
頁
）
が
、
こ

の
庄
郷
惣
領
は
、
鶴
岡
八
鱈
宮
に
対
す
る
年
貢
弁
進
の
関
係
で
の
惣
領
で
あ

り
、
幕
府
と
は
無
関
係
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
故
こ
の
史

料
に
基
づ
き
、
幕
府
が
庄
郷
惣
領
を
主
張
す
る
側
を
偶
々
勝
訴
と
し
た
と
い

う
理
由
で
、
幕
麿
の
政
策
が
同
族
酌
規
制
を
否
定
し
、
地
域
毎
に
同
族
団
を

ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
豊
田
氏
の
最
近
の
見
解
（
「
惣
領
制
と
幕
府

法
“
『
文
化
陸
二
八
…
｛
）
は
成
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
史
料
解
釈
の
点

で
は
、
建
長
二
年
の
造
閑
院
殿
雑
綾
町
録
に
関
し
て
、
鈴
木
氏
は
某
跡
形
式
の

賦
課
を
検
討
し
、
河
越
氏
の
例
に
よ
っ
て
、
建
長
二
年
轟
隠
の
前
代
の
父
祖

を
某
跡
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
三
σ
五
頁
）
。
し
か
し
普
通
名
詞
に
も

近
い
河
越
次
郎
、
同
三
郎
等
の
名
称
で
、
特
定
の
人
物
を
決
定
す
る
の
は
園

難
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
埋
れ
ば
、
鎌
倉
初
期
の
人
物
を
某
跡
と
し
た
と
見

る
べ
き
で
な
い
か
．
そ
の
他
、
父
祖
跡
惣
領
の
戒
立
時
期
、
禰
田
・
鈴
木
両

氏
の
寄
子
の
把
握
の
相
違
な
ど
、
お
聞
き
し
た
い
点
も
あ
る
が
、
長
文
に
な

る
の
と
、
私
の
理
解
不
足
を
恐
れ
蜜
略
す
る
。

　
た
だ
掃
い
古
し
の
む
し
返
し
に
な
る
が
、
鈴
木
氏
の
大
前
提
た
る
家
督
鷹

軍
事
統
率
権
、
惣
領
1
1
公
窮
徴
版
権
は
果
し
て
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

家
督
と
惣
領
と
い
う
称
呼
の
混
同
だ
け
で
な
く
、
中
田
氏
自
身
が
明
記
し
て

い
る
よ
う
に
、
両
者
の
権
限
が
す
で
に
混
岡
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
『
法

制
史
論
集
第
一
巻
』
一
一
六
頁
）
。
大
番
役
、
異
国
警
固
役
は
公
事
で
あ
る
と
共

に
軍
役
で
あ
る
。
こ
れ
を
配
分
と
統
率
に
分
つ
こ
と
が
、
現
実
に
即
し
て
妥

当
か
ど
う
か
疑
問
な
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
大
饗
氏
が
確
実
な
武
家
関
係

史
料
に
お
け
る
象
督
の
初
見
を
、
鎌
倉
末
期
に
し
か
見
出
し
得
な
か
っ
た
の

は
、
大
饗
氏
と
は
別
の
意
味
で
当
然
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
大
饗
「
中
枇
の
親
族
組
織
と
封
建
制
O
」
『
澗
山
大
学
説
経
学
会
雑
誌
』
四
二
）

　
最
後
に
安
田
元
久
「
平
家
没
官
領
に
つ
い
て
」
は
通
常
平
家
没
官
領
と
呼

ば
れ
る
所
領
を
㈱
平
家
一
門
の
所
領
、
働
平
氏
家
人
の
所
領
、
㈲
平
家
与
党

人
・
謀
叛
人
の
所
領
に
分
ち
、
㈲
の
内
容
た
る
本
家
職
・
領
家
職
を
「
荘
領

主
漏
職
と
し
、
働
⑥
の
領
主
権
は
在
地
領
主
の
私
的
土
地
支
配
権
で
こ
れ
を

「
在
地
領
主
」
職
と
呼
ん
で
い
る
。
次
に
本
来
の
謝
絶
没
官
領
注
文
は
、
寿

永
二
年
七
月
の
平
氏
没
落
か
ら
翌
年
三
月
の
間
に
成
立
し
た
も
の
で
、
こ
の

注
文
に
の
せ
ら
れ
た
所
領
こ
そ
、
正
し
い
意
味
で
の
平
家
没
官
領
で
あ
り
、

そ
れ
が
荘
領
主
職
を
内
容
と
す
る
㈹
で
あ
る
。
頼
朝
は
原
則
と
し
て
そ
れ
ら

に
地
頭
を
設
置
し
、
ま
た
没
官
所
々
の
検
知
、
預
所
の
補
任
に
よ
っ
て
、
知

行
・
支
配
権
を
実
現
し
て
い
っ
た
。
こ
の
平
家
没
官
領
の
存
在
は
、
働
③
や
、

更
に
は
内
乱
期
を
通
じ
て
頼
朝
が
行
な
っ
た
在
地
所
領
の
没
収
の
合
法
化
に
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評

影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
ら
に
も
地
頭
が
設
鐙
さ
れ
た
。
文
治
元
年
の
地
頭
職

補
任
勅
許
は
、
本
来
の
平
家
没
、
官
領
と
他
の
没
収
所
領
と
の
区
別
な
く
、
す

べ
て
の
地
頭
補
任
に
つ
い
て
、
国
家
公
権
に
よ
る
合
法
性
を
与
え
、
頼
朝
は

門
在
地
領
主
」
職
を
杷
書
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
さ
し
て
目
薪
ら
し
い
結
論
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
平
家
信
越
領
を
類
聴

し
、
そ
の
本
来
の
意
義
を
明
か
に
し
た
こ
と
は
、
研
究
の
混
乱
を
圃
噂
す
る

上
に
有
意
義
だ
し
、
結
論
も
ほ
ぼ
詞
調
で
き
る
。
た
だ
安
瞬
氏
は
文
治
以
前

に
は
、
㈱
の
み
が
地
頭
補
任
の
合
法
性
を
有
し
た
と
い
う
。
確
か
に
院
よ
り

頼
朝
に
手
交
さ
れ
た
没
宮
注
文
に
は
㈱
の
み
が
収
載
さ
れ
て
い
た
ろ
う
が
、

さ
り
と
て
働
⑥
に
つ
い
て
全
く
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
思
え

な
い
（
地
頭
補
任
権
の
獲
得
は
文
治
元
年
だ
と
し
て
も
）
。
㈲
働
は
院
側
に
お
け
る

内
容
掌
握
が
不
可
能
だ
っ
た
だ
け
で
、
矢
張
没
官
領
に
属
し
、
頗
朝
の
管
理
に

委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
吾
妻
鏡
文
治
元
年
十
二
月
六
β
条
研
収

の
兼
紫
苑
頼
朝
書
状
に
一
種
痕
・
嘱
望
・
種
遠
・
秀
遠
之
所
領
者
、
依
レ
為
轟

没
官
鳶
職
（
任
二
先
例
（
可
レ
置
昌
沙
汰
人
職
一
之
劇
、
難
急
冴
存
駿
こ
と
あ

る
。
こ
の
所
領
は
安
田
氏
の
分
類
で
は
働
に
属
す
る
が
、
「
没
宮
之
所
」
で

あ
り
、
沙
汰
人
を
融
く
こ
と
が
、
公
武
の
間
で
峯
然
の
先
倒
と
了
解
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
注
文
に
収
載
の
有
無
と
、
没
宮
領
と
し
て
の
合
法
性
と
は

一
応
分
離
し
て
考
え
う
る
と
習
う
。
な
お
史
料
解
釈
の
点
で
、
寿
永
三
年
四

月
六
日
付
の
頼
朝
下
文
に
見
え
る
池
大
納
言
旧
領
十
六
庄
の
う
ち
、
八
条
院

領
十
、
女
房
領
二
は
問
題
な
し
と
し
て
、
布
施
・
龍
門
・
安
鷹
・
稲
木
の
四

庄
は
、
　
「
有
昌
由
緒
乙
と
一
揺
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
領
有
関
係
は
不
明
で

あ
る
．
安
田
氏
は
こ
れ
ら
が
後
白
河
院
領
た
る
こ
と
を
稲
木
庄
に
つ
い
て
証

明
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
誤
り
は
な
い
が
、
文
書
様
式
上
は
、
こ
れ
ら
も
八

条
院
傾
と
見
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
稲
木
庄
は
別
と
し
て
、
他
の
三
民

は
昭
慶
門
院
御
領
鼠
録
で
は
八
条
院
庁
分
で
あ
り
、
特
に
安
鷹
庄
は
夙
に
鳥

羽
院
よ
り
皇
女
八
条
院
に
俵
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
す
る
。

　
絹
轟
の
紙
数
を
費
消
し
て
蕪
辞
を
速
ね
た
が
、
或
は
著
者
の
本
意
の
理
解

の
不
足
、
或
ぼ
私
の
蓑
現
の
未
練
不
備
に
つ
い
て
、
若
干
の
不
安
を
覚
え
る
。

ま
た
部
分
的
に
は
論
点
が
細
部
に
わ
た
っ
た
上
、
紙
数
を
考
慮
し
て
叙
述
を

簡
略
化
し
た
た
め
、
読
者
の
理
解
し
難
い
点
も
あ
ろ
う
が
、
併
せ
て
御
寛
恕

を
願
い
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
川
島
馬
以
下
の
四
馬
が
、
先
度
の
論
集
に
執

筆
し
て
い
な
い
新
人
で
あ
る
こ
と
は
、
中
世
史
研
究
グ
ル
ー
プ
の
層
の
厚
さ

を
示
す
も
の
と
し
て
、
心
強
い
こ
と
で
あ
る
。
且
つ
各
自
が
独
自
の
立
場
と

方
法
で
問
題
を
追
求
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
在
地
領
主
制
、
主
従
糊
、
守

護
領
国
鋤
、
惣
傾
制
等
の
封
建
制
研
究
上
の
重
要
な
課
題
を
共
通
の
話
題
と

し
て
い
る
の
も
、
同
人
的
な
研
究
方
法
の
好
ま
し
い
方
向
と
い
え
よ
う
。
部

外
者
と
し
て
や
や
借
越
の
思
い
が
な
い
で
も
な
い
が
、
編
者
が
一
悠
は
研
究

グ
ル
ー
プ
を
去
ら
れ
た
の
ち
も
、
相
互
の
切
磋
に
よ
っ
て
、
編
春
の
希
望
す

る
第
三
、
第
四
の
成
果
を
公
に
さ
れ
る
こ
と
を
祈
念
す
る
。
　
（
A
5
判
三
五
一

頁
　
昭
和
三
九
年
三
月
　
吉
川
弘
文
三
日
　
定
価
＝
一
…
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
窟
都
大
学
助
教
授
）

139 （913）


