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こ
こ
数
年
間
に
お
け
る
中
世
東
国
の
水
運
に
関
す
る
研
究
の
進
展
に
は
、
ま

さ
に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

馬
軍
な
ど
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
全
く
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
中

世
東
国
の
水
上
交
通
が
、
実
は
予
想
以
上
に
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

は
じ
め
に

キ
ー
ワ
ー
ド

家
康
神
話
道
灌
伝
説

【
研
究
ノ
ー
ト
】中

世
東
国
水
運

江
戸
湾
内
交
通

か
つ
て
、
平
氏
の
水
軍
に
対
す
る
源
氏
の
騎

次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
。
か
か
る
活
発
な
研
究
の
中
で
、
中
世

に
お
け
る
江
戸
の
位
置
付
け
、
特
に
近
世
都
市
江
戸
の
源
流
と
し
て
の
位
置
付

け
は
、
今
ま
さ
に
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
、
中
世
の
江
戸
は
家
康
か
入
る
ま
で
小
さ
な
漁
村
で
あ
っ
た
と
さ

れ
、
そ
の
よ
う
な
寒
漁
村
を
、
海
運
の
至
便
さ
や
後
背
地
の
広
さ
と
い
っ
た
地

理
的
特
性
か
ら
自
ら
の
城
下
町
と
し
て
選
び
、

(l
)
 

の
先
見
性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、

れ
る
の
は
太
田
道
灌
の
存
在
の
み
で
あ
り
、
後
北
条
政
権
下
の
江
戸
は
殆
ど
無

視
さ
れ
て
い
た
と
す
ら
言
え
る
。
し
か
し
、
家
康
は
本
当
に
小
さ
な
漁
村
と
し

て
の
江
戸
の
地
を
、
そ
の
卓
見
の
み
で
自
ら
の
城
下
町
と
し
て
選
び
、

市
に
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、

と
こ
ろ
で
筆
者
は
、

か
ろ
う
じ
て
取
り
上
げ
ら

そ
も
そ
も
家
康
以
前
の
江
戸
は
、
本

江
戸
東
京
博
物
館
に
準
備
段
階
か
ら
奉
職
し
、
開
館
前

に
は
中
世
の
江
戸
に
つ
い
て
扱
っ
た
「
通
史
展
示
」
を
担
当
し
た
。
こ
の
業
務

を
通
じ
て
筆
者
は
、
中
世
の
江
戸
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。

中
世
公
家
領
荘
園
を
専
攻
す
る
筆
者
に
と
っ
て
暗
中
模
索
の
毎
日
で
あ
っ
た
が
、

＊
元
当
館
学
芸
貝
・
現
皇
學
館
大
学
専
任
講
師

当
に
小
さ
な
漁
村
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
大
都

品
川
と
伊
勢
関
八
州
国
家
体
制
後
北
条
政
権

利根川・常陸川水系

ぉニーは
ゎ ‘じ
にり 冊中 冊喜中 めに 目
に
お 次
けの
江る 水運
戸を
のめ
位ぐ

付置け 研る

塁

一
大
都
市
に
発
展
さ
せ
た
家
康

家
康
は
な
ぜ
江
戸
を
選
ん
だ
の
か

中
世
東
国
の
水
運
と
江
戸
の
位
置
付
け

岡
野
友
彦
＊
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門
外
漢
な
が
ら
も
自
ら
の
視
野
を
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

慎
一
氏
と
の
議
論
の
中
か
ら
、
水
運
を
中
心
と
す
る
「
東
国
の
流
通
」
と
い
う

テ
ー
マ
が
、
中
世
の
江
戸
を
解
明
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に
な
る
ら
し
い

階
に
当
た
る
一
九
八
0
年
代
末
か
ら
一
九
九
0
年
代
初
頭
に
か
け
て
、

ー
マ
に
関
す
る
研
究
は
日
進
月
歩
の
状
況
で
あ
っ
た
。

上
る
資
料
の
整
理
や
管
理
と
い
っ
た
基
礎
的
か
つ
不
可
欠
な
他
業
務
に
追
わ
れ

る
毎
日
の
中
で
、

こ
の
開
館
準
備
段

こ
の
テ

そ
の
た
め
、
数
万
点
に

次
々
と
発
表
さ
れ
る
研
究
業
績
を
正
確
に
追
う
余
裕
も
な
く
、

か
ろ
う
じ
て
陶
磁
器
や
板
碑
の
流
通
を
中
心
に
若
干
の
展
示
を
構
成
す
る
こ
と

し
か
で
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
業
務
上
の
研
究
を
充
分
展
示
に
活

か
し
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
反
省
を
踏
ま
え
て
、
近
年
急
速
に
進
展
し
た

う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
く
べ
き

な
お
、
中
世
東
国
の
水
運
に
つ
い
て
論
ず
る
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
が
当
時
の
河
川
の
流
路
と
そ
の
名
称
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
中
世
の
利
根

川
は
今
日
の
江
戸
川
や
中
川
、
隅
田
川
を
経
て
現
在
の
東
京
湾
に
注
ぎ
込
ん
で

(2
)
 

い
た
。
こ
の
う
ち
隅
田
川
と
い
う
名
称
が
中
世
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

謡
曲
「
角
田
川
」
な
ど
か
ら
明
白
で
あ
る
が
、
こ
の
古
隅
田
川
を
も
含
め
、
栗

橋
・
関
宿
か
ら
葛
西
や
浅
草
へ
と
至
る
こ
の
流
れ
を
、
ひ
と
ま
ず
ま
と
め
て
「
利

根
川
」
と
称
し
、
今
日
の
利
根
川
は
「
常
陸
川
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま

た
中
世
の
「
利
根
川
」
の
流
れ
込
ん
で
い
た
今
日
の
東
京
湾
は
、
中
世
に
お
い

な
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

中
世
東
国
水
運
史
研
究
の
成
果
を
整
理
し
、
そ
の
中
で
中
世
の
江
戸
が
ど
の
よ

伊
勢
の
間
の
太
平
洋
交
通
と
い
う
三
つ
は
、
今
日

）の時

）
れ
を
「
利
根
川
・
常
陸
川
水
系
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。

て
は
「
内
海
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

今日、
一
、
中
世
東
国
の
水
運
を
め
ぐ
る
研
究
史

ま
さ
に
隆
盛
を
き
わ
め
る
に
至
っ
た
中
世
東
国
の
水
運
に
関
す
る
研

究
の
歩
み
は
、
以
下
に
述
べ
る
三
つ
の
時
期
に
大
き
く
区
分
す
る
こ
と
が
で
ぎ

る
。
即ち、

一
九
七
0
年
代
ま
で
の
草
創
期
、

し
て
一九
九
0
年
代
の
充
実
期
で
あ
る
。

と
り
あ
え
ず
こ
れ
を
「
江

一
九
八
0
年
代
の
発
展
期
、

伝
っ
て
、
散
見
さ
れ
る
程
度
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

で
、
既
に
先
駆
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
が
、
小
笠
原
長
和
氏
と
高
島
緑

(3
)
 

雄
氏
の
業
績
で
あ
る
。

ま
ず
小
笠
原
氏
は
、
中
世
の
房
総
半
島
と
相
模
・
武
蔵
と
が
江
戸
湾
の
沿
岸

交
通
に
よ
っ
て
深
く
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
江
戸
湾

さ
ら
に
常
陸
川
を
経
て
銚
子
へ
と
抜
け
る
河
川
交

か
ら
利
根
川
を
経
て
関
宿
、

通
の
存
在
を
発
見
、

一
方
高
島
氏
は
、
『
品
川
区
史
』
の
編
纂
を
通
じ
て
中
世
の
品
川
湊
に
注
目
し
、

通
の
存
在
に
つ
い
て
初
め
て
論
及
さ
れ
た
。
こ
の
三
つ、
即
ち
、
ま
ず
江
戸
湾

内
の
沿
岸
交
通
、
次
に
利
根
川
・
常
陸
川
水
系
の
河
川
交
通
、
そ
し
て
品
川
と

げ
て
い
る
中
世
東
国
水
運
史
の
基
本
的
三
要
素
と
い
う
こ
と
が
で
き
、

一
九
七
0
年
代
ま
で
の
中
世
東
国
水
運
史
研
究
は
、
上
述
し
た
先
入
観
も
手

と
考
え
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
後
述
す
る
と
お
り

そ
し
て
、
専
門
委
員
で
あ
る
段
木
一
行
先
生
の
御
指
導
や
、
同
僚
で
あ
る
斎
藤

そ
う
し
た
中

「
目
を
見
張
る
」
成
果
を
上

戸
湾
」
と
称
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
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中世東国の水運と江戸の位置付け

が

こ
の
三
つ
が
既
に
出
揃
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

に
草
創
期
と
称
す
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

こ
の
草
創
期
の
研
究
の
上
に
立
っ
て
、

論
な
ど
を
通
じ
て
、

本
中
世
に
お
け
る
多
様
な
商
品
流
通
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
た
。

な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
こ
の
網
野
氏
の
提
言
は
、

を
受
け
、

証
例
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

も
の
と
し
て
よ
り
む
し
ろ
地
域
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
主
張

期、

こ
れ
を
ま
さ

一
九
八
0
年
代
、
東
国
水
運
史
研
究

を
大
い
に
発
展
さ
せ
た
の
が
、
網
野
善
彦
氏
の
日
本
中
世
史
全
体
に
対
す
る
新

(4) 

鮮
な
提
言
で
あ
っ
た
。
網
野
氏
は
一連
の
「
非
農
業
民
」
論
や
「
荘
園
公
領
制
」

日
本
中
世
を
自
給
自
足
経
済
と
す
る
通
説
を
批
判
し
、

そ
し
て
「
島
国

11
閉
鎖
的
」
と
い
う
通
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
海
や
川
が
地
域
を
分
け
る

し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
水
運
は
西
国
の
み
な
ら
ず
東
国
に
お
い
て
も
無
視
で
き

日
本
中
世
史
の
そ

の
他
の
分
野
と
同
様
、
東
国
水
運
史
に
関
す
る
今
日
の
活
発
な
研
究
の
、

ば
「
火
付
け
役
」
と
し
て
の
役
割
を
充
分
に
果
た
し
た
と
言
え
る
。

日
言
わ

さ
ら
に
こ
の
頃
か
ら
全
国
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
自
治
体
史
の
編
纂
事
業

は
、
関
東
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
遠
藤
忠
氏
・
鈴
木
哲
雄
氏
・
盛
本
昌

広
氏
ら
が
、
「
市
史
研
究
」
や
「
県
史
研
究
」
な
ど
に
優
れ
た
研
究
を
発
表
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
主
と
し
て
草
創
期
に
お
け
る
小
笠
原
氏
の
提
言

江
戸
湾
内
の
沿
岸
交
通
や
利
根
川
の
河
川
交
通
に
つ
い
て
数
々
の
実

そ
し
て
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
横
浜
市
金
沢
区
に
あ
る
六
浦
の
上
行
寺
東
遺
跡

マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
よ
っ
て
破
壊
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。
貴
重
な
中
世

遺
跡
の
保
存
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
多
く
の
中
世
史
研
究
者
た
ち
は
、
何
故

こ
の
遺
跡
が
貴
重
な
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
的
課
題

ら
研
究
を
深
め
、
各
博
物
館
の
優
れ
た
企
画
展
示
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
。
平

立
博
物
館
の
宮
瀧
交
二
氏
ら
の
仕
事
は
、
相
互
に
（
谷
口
氏
が
品
川
の
紀
要
に

も
手
伝
っ
て
、
中
世
に
お
け
る
鎌
倉
か
ら
江
戸
湾
へ
の
外
港
と
し
て
の
六
浦
の

位
置
に
注
目
し
始
め
、
江
戸
湾
内
交
通
は
学
界
の
注
目
を
集
め
る
に
至
っ
た
の

(6) 

で
あ
る
。
結
局
こ
の
遺
跡
は
保
存
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

が
そ
の
後
の
東
国
水
運
史
研
究
に
与
え
た
影
響
に
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
と
い

を
押
し
開
け
た
の
が
永
原
慶
ニ
・
綿
貫
友
子
両
氏
に
よ
る
品
川
と
伊
勢
と
の
間

(71) 

の
太
平
洋
交
通
に
関
す
る
一
連
の
研
究
で
あ
っ
た
。中
で
も
金
沢
文
庫
所
蔵
「
武

蔵
国
品
河
湊
船
帳
」

こ
の
遺
跡
の
保
存
運
動

一
九
八
0
年
代
末
以
降
、
充
実
期
の
扉

の
詳
細
な
検
討
を
通
じ
、
中
世
の
品
川
湊
に
人
港
し
た
船

の
中
に
伊
勢
の
船
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
解
明
し
た
綿
貫
氏
の
業
績
は
、
中
世

の
伊
勢
・
品
川
間
に
お
け
る
「
隔
地
間
取
引
」

意
味
で
、

の
存
在
を
明
確
に
し
た
と
い
う

ま
さ
に
画
期
的
と
称
す
る
に
相
応
し
い
。
更
に
同
じ
頃
、
峰
岸
純
夫

氏
は
発
展
期
の
研
究
を
総
括
し
、
特
に
「
利
根
川
・
常
陸
川
水
系
」
に
注
目
し

(8) 

て
水
運
史
研
究
を
中
世
東
国
史
全
体
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
永
原
・
綿
貫
・
峰
岸
三
氏
に
よ
っ
て
開
花
さ
せ
ら
れ
た
一
九
九
0
年
代

の
研
究
を
、
真
に
充
実
し
た
も
の
に
成
長
さ
せ
た
の
は
、
関
東
各
地
の
歴
史
系

博
物
館
に
お
け
る
学
芸
員
た
ち
の
努
力
で
あ
っ
た
。
既
に
上
行
寺
東
遺
跡
保
存

運
動
を
通
じ
て
江
戸
湾
沿
岸
交
通
に
論
及
し
て
い
た
市
立
市
川
歴
史
博
物
館
の

一
連
の
業
績
、

湯
浅
治
久
氏
を
は
じ
め
、
特
に
品
川
区
立
品
川
歴
史
館
の
柘
植
信
行
氏
に
よ
る

さ
ら
に
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
の
谷
口
栄
氏
、
埼
玉
県

寄
稿
し
た
り
、
湯
浅
氏
が
葛
飾
の
図
録
に
寄
稿
す
る
な
ど
）
交
流
を
見
せ
な
が

こ
う
し
た
発
展
期
の
研
究
を
受
け

つ
こ
と
が
で
ぎ
る
。
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以
上
の
雑
駁
な
研
究
史
の
整
理
を
も
っ
て
し
て
も
、
中
世
東
国
の
水
運
に
関

二
、
中
世
に
お
け
る
江
戸
の
位
置
付
け

そ
し
て
そ
の
後
、

足
ら
ず
の
間
に
、
中
世
東
国
の
水
運
に
つ
い
て
論
及
し
た
研
究
は
、
上
述
し
た

(10)
 

も
の
を
含
め
三
十
数
本
に
上
る
。
ま
さ
に
東
国
水
運
史
は
、
日
本
中
世
史
研
究

の
中
で
も
最
も
注
目
を
集
め
る
分
野
の
一
っ
に
ま
で
充
実
し
て
ぎ
た
の
で
あ
る
。

』
（
角
川
選
書
、

の
研
究
に
よ
っ
て
既
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と

こ
の
浅
草
と
品
川

一
九
九
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
今
日
に
至
る
わ
ず
か
六
年
在
し
続
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

述
し
て
ぎ
た
中
世
史
研
究
の
側
の
動
向
と
は
一
応
別
の
流
れ
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
で
も
な
お
、
家
康
が
江
戸
を
選
ん
だ
前
提
と
し
て
中
世
東
国
水
運
の
存
在
に

論
及
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

一
九
九
二
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
上

一
九
九
一
年
）
と
、
水
江
漣
子
氏
『
家
康
入
国
な
ぜ
江
戸
を
選
ん
だ
の
か

成
―
―
年
(
-
九
九
0)
の
横
浜
開
港
資
料
館
「
江
戸
湾
の
歴
史
中
世
・
近

世
の
湊
と
人
び
と
」
展
を
皮
切
に
、
平
成
五
年
(
-
九
九
三
）
に
は
埼
玉

県
立
博
物
館
「
つ
ば
・
か
め
・
す
り
ば
ち
」
展
、
品
川
区
立
品
川
歴
史
館
「
海

に
ひ
ら
か
れ
た
ま
ち
中
世
都
市
・
品
川
」
展
、
葛
飾
区
郷
土
と
天
文

の
博
物
館
「
下
町
・
中
世
再
発
見
」
展
が
相
次
い
で
開
催
さ
れ
、
優
れ
た
「
図

録
」
と
と
も
に
関
連
す
る
「
館
報
」
や
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集
」
な
ど
も
作

(9
)
 

成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

近
世
都
市
史
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
家
康
の
江
戸
入
り
に
つ
い
て
論
じ
る
動

き
が
始
ま
っ
た
。
鈴
木
理
生
氏
『
幻
の
江
戸
百
年
』
（
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

に
で
き
た
も
の
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
、

B
利
根
川
・
常
陸
川
水
系
の
河
川
交
通
、

と
い
う
三
つ
の
航
路
の
存
在
が
、

A
江
戸
湾
内
の
沿
岸
交
通
、

c品
川
と
伊
勢
の
間
の
太
平
洋
交
通

こ
の
十
数
年
の
研
究
を
通
じ
て
ま
す
ま
す
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
ぎ
た
と
い
う
事
実
も
、
明
確
に
で
き
た
と
言
え
よ
う
。

と
す
る
と
、
当
然
次
に
注
目
さ
れ
て
く
る
の
は
、
こ
の
A
.
B
.
c三
航
路
の

沿
岸
ば
か
り
で
な
く
、
関
東
地
方
の
諸
遺
跡
、
特
に
A
.
B航
路
沿
岸
の
遺
跡

(11)
 

か
ら
も
出
土
し
て
い
る
と
い
う
事
実
や
、
東
国
に
多
く
分
布
す
る
伊
勢
神
宮
領

荘
園
が
、
葛
西
御
厨
や
大
河
土
御
厨
、
相
馬
御
厨
な
ど
、
特
に
A
.
B航
路
沿

岸
に
分
布
し
て
い
る
と
い
っ
た
事
実
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

ヽ

こ
の
よ
う
に

と
す
る
な
ら
ば
、

た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
は
、
伊
勢
と
東

国
と
の
太
平
洋
交
通
が
、
品
川
か
ら
さ
ら
に
江
戸
湾
沿
岸
交
通
や
利
根
川
・
常

陸
川
水
系
を
通
っ
て
、
関
東
地
方
全
体
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

に
違
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
交
通
は
荘
園
制
成
立
期
以
来
、
中
世
を
通
じ
て
存

A
.
B
.
c三
航
路
が
そ
れ
ぞ
れ
有
機
的
に
関
連
し
て
い
た

そ
れ
ら
の
航
路
を
結
び
付
け
る
中
継
地
点
が
ど
こ
か
に
あ
っ

B
の
利
根
川
・
常
陸
川
水
系
に
於
て
は
、

で
あ
る
石
浜
（
浅
草
）

陸
路
と
の
結
節
点

が
言
わ
ば
終
起
点
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
既
に
谷
口
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

品
川
が
終
起
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
如
上
の
高
島
・
永
原
・
綿
貰
・
柘
植
各
氏
ら

更
に
こ
の
同
じ
時
期
に

い
わ
ゆ
る
「
江
戸
・
東
京
ブ
ー
ム
」
の
中
か
ら

例
え
ば
、
南
伊
勢
地
方
で
し
か
生
産
さ
れ
な
い

相
互
関
係
と
い
う
問
題
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

す
る
研
究
が

C
の
太
平
洋
交
通
に
於
て
は
、

「
伊
勢
型
」
鍋
が

c航
路

こ
の
十
数
年
の
間
に
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
て
ぎ
た
こ
と
は
明
白
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岡野 友彦

で つ
武
将
の
姓
と
し
て
初
め
て
歴
史
上
に
現
れ
る
わ
け
だ
が

と
を
結
ぶ
水
運
上
の
中
継
地
点
、
そ
れ
こ
そ
江
戸
前
島
と
い
う
防
波
堤
に
囲
ま

れ
た
日
比
谷
入
江
と
い
う
絶
好
の
停
泊
地
を
持
つ
中
世
の
江
戸
だ
っ
た
の
で
は

太
田
道
灌
時
代
の
江
戸
の
風
景
を
示
す
も
の
と
し
て
有
名
な
『
江
亭
記
』
を

見
る
と
、
「
南
顧
す
れ
ば
則
ち
品
川
の
流
れ
、
溶
々
潔
々
と
し
て
以
て
碧
を
染

と
あ
り
、

め
、
人
家
北
南
に
鱗
差
す
。
（
中
略
）
東
望
す
れ
ば
則
ち
平
川
漂
溺
と
し
て
長
堤

緩
く
廻
り
、
水
石
塊
偉
に
し
て
佳
気
鬱
葱
た
り
、
之
を
浅
草
の
浜
と
謂
う
。」（原

江
戸
周
辺
の
風
景
が
、
北
や
西
の
そ
れ
で
は
な
く
、
南
の
品

漢文）
川
と
東
の
浅
草
の
風
景
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
南
の
品
川
と
東
の
浅
草
、

こ
の
両
者
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
中
世
の
江
戸
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

浅
草
か
ら
始
ま
る
B
航
路
と
、
品
川
か
ら
始
ま
る
C
航
路
と
を
結
ぶ
A
航
路
上

の
結
節
点
と
し
て
、
中
世
の
江
戸
が
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
よ
う
。
か
か
る
江
戸
の
位
置
付
け
は
、
上
述
し
て
き
た
A
.
B
.

て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
中
世
を
通
じ
て
存
在
し
続
け
て
い
た
も
の
に
相
違

そ
も
そ
も
江
戸
と
い
う
名
称
は
、
源
頼
朝
の
挙
兵
に
応
じ
た
江
戸
重
長
と
い

こ
の
江
戸
重
長
と

い
う
武
将
は
、
『義
経
記
』
に
「
江
戸
太
郎
八
ヶ
国
の
大
福
長
者
と
聞
く
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
大
福
長
者
」
と
い
う
表
現
か
ら
考
え
る
と
、
重
長
は
武

将
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
大
商
人
と
い
っ
た
方
が
適
切
な
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え

(12)
 

ら
れ
る
。
彼
の
姓
は
そ
の
拠
点
の
地
名
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の

こ
の
時
既
に
江
戸
と
い
う
地
域
は
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ

な
い
。
c三
航
路
の
相
互
交
流
の
歴
史
か
ら
見
て

）
の
道
灌
の
時
代
に
な
っ
て
初
め

な
か
ろ
う
か
。

国
政
権
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
た
わ
け
で
あ
る
。

氏
と
い
っ
た
B
地
域
の
武
士
団
を
そ
の
政
権
基
盤
と
し
て
出
発
し
た
。
そ
し
て

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
伊
豆
で
挙
兵
し
た
頼
朝
は

こ
の
内
の
北
条
氏
や
三
浦

い
さ
さ
か
突
飛
な

の
江
戸
こ
そ
が
、
上
述
し
て
ぎ
た
東
国
水
運
の
結
節
点
と
し
て
彼
の
商
業
活
動

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
東
国
に
お
け
る
江
戸
の
位
置
は
、
既
に
中
世
初

期
か
ら
水
運
上
の
結
節
点
と
し
て
充
分
に
そ
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
家
康
が
江
戸
を
選
ん
だ
の
は
余
り
に
も
当
然
の
選
択
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
当
に
江
戸
の
地
が
中
世
初
期
以
来

そ
れ
は
ど
重
要
な
土
地
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
今
度
は
、
最
初
の
東
国
政

権
で
あ
る
頼
朝
政
権
が
、
何
故
江
戸
を
選
ば
ず
鎌
倉
を
選
ん
だ
か
と
い
う
問
題

が
、
次
な
る
疑
問
と
し
て
湧
い
て
こ
よ
う
。
そ
こ
で
以
下
、

発
想
で
は
あ
る
が
、
家
康
以
前
の
中
世
東
国
政
権
が
、
何
故
江
戸
と
い
う
土
地

を
そ
の
政
権
所
在
地
と
し
て
選
ば
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
こ
と

で
、
逆
に
家
康
が
江
戸
を
選
ぶ
に
至
っ
た
必
然
性
を
よ
り
明
確
に
し
て
み
よ
う

と
思
う
。

(13)
 

既
に
豊
田
武
氏
や
峰
岸
純
夫
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
中
世

の
東
国
は
概
ね
利
根
川
を
境
と
し
て
、
伝
統
的
大
豪
族
層
の
蝠
鋸
す
る
東
上

域
）
と
、
中
小
武
士
団
や
国
人
層
が
党
や
一
揆
と
い
っ
た
結
合
形
態
で
存
在
す

る
西
上
野
・
武
蔵
・
相
模
・
伊
豆
と
い
う
地
域
（
同
じ
く
B
地域）
と
に
大
別

石
橋
山
の
合
戦
に
破
れ
安
房
に
逃
れ
た
後
、
今
度
は
上
総
氏
や
千
葉
氏
と
い
っ

た
A
地
域
の
豪
族
層
を
味
方
に
引
き
入
れ
る
こ
と
で
政
権
を
強
化
し
、
初
の
東

を
支
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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と
は
緊
張
関
係
を
も
っ
て
望
む
と
い
う
こ
の
構
造
は
、
室
町
時
代
に
お
い
て
も

お
り
、
太
田
道
灌
の
江
戸
城
も
、

基
本
的
に
同
様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
享
徳
の
乱
に
お
い
て
、
関
東
管
領
と
古
河

公
方
の
勢
力
範
囲
は
概
ね
利
根
川
を
境
と
し
て
南
西
と
北
東
に
明
確
に
別
れ
て

言
わ
ば
関
東
管
領
方
の
先
兵
と
し
て
両
勢
力

の
拮
抗
す
る
位
置
に
築
か
れ
た
出
城
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
関
東
管

領
方
の
政
権
所
在
地
は
あ
く
ま
で
も
鎌
倉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
国
時

代
、
北
条
早
雲
・
氏
綱
・
氏
康
が
伊
豆
・
相
模
・
武
蔵
を
攻
略
し
た
時
期
の
後

北
条
政
権
に
お
い
て
も
そ
の
構
造
に
変
化
は
な
く
、
後
北
条
氏
は
そ
の
政
権
所

在
地
を
小
田
原
に
置
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
構
造
に
変
化
が
訪
れ
た
の
は
戦
国
末
期
の
北
条
氏
政
・
氏
直
政
権
期
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
藤
博
信
氏
が
「
関
八
州
国
家
体
制
」
と
称
さ
れ
た

B
地
域
の
中
小
国
人
層
を
そ
の
政
権
基
盤
と
し
つ
つ

A
地
域
の
大
豪
族
層

な
か
っ
た
ら
し
い
。
平
家
追
討
軍
を
出
発
さ
せ
た
直
後
の
舞
永
二
年

し
か
し
な
が
ら
頻
朝
は
、
独
立
の
気
風
が
強
く
、
時
と
し
て
脅
威
を
感
じ
る

程
の
実
力
を
有
し
て
い
た
A
地
域
の
豪
族
層
を
決
し
て
心
か
ら
は
信
用
し
て
い

三
）
末
、
梶
原
景
時
を
し
て
上
総
介
広
常
を
暗
殺
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
証

左
の
一
っ
と
な
ろ
う
。
そ
も
そ
も
鎌
倉
幕
府
そ
の
も
の
が
、
最
終
的
に
足
利
氏

や
新
田
氏
と
い
っ
た
A
地
域
の
豪
族
層
に
よ
っ
て
滅
ば
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
を
想
起
さ
れ
た
い
。
頼
朝
に
と
っ
て
最
も
安
心
で
ぎ
る
政
権
基
盤
と
は
、

地
域
の
中
小
武
士
団
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
頼
朝
政
権
が
、

そ
の
政
権
所
在
地
と
し
て
選
ば
な
か
っ
た
の
も
、

こ
と
が
で
き
る
。

B
 

A
地
域

と
B
地
域
と
の
境
界
線
と
も
い
う
べ
ぎ
利
根
川
の
河
口
に
あ
る
江
戸
の
地
を
、

言
わ
ば
当
然
の
こ
と
と
い
う 一八

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

(14)
 

通
り
、
後
北
条
氏
は
越
相
同
盟
成
立
後
の
氏
政
・
氏
直
政
権
期
に
於
て
、

A
地

域
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
「
中
世
東
国
政
権
」
が
初
め
て
A
.
B

両
地
域
を
含
め
た
東
国
支
配
を
実
現
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

で
ぎ
よ
う
。
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
変
化
を
受
け
て
政
権
所
在
地
に
関
す
る
認

識
に
も
若
干
の
変
化
が
出
て
来
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(15)
 

最
近
発
表
さ
れ
た
黒
田
基
樹
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
氏
直
政
権
期
、
氏
直
の

父
で
「御
隠
居
様
」
と
称
さ
れ
て
い
た
北
条
氏
政
は
、

佐
倉
と
い
っ
た
利
根
川
・
常
陸
川
水
系
沿
岸
諸
地
域
に
対
し
て
支
配
関
係
文
書

を
発
給
し
て
い
る
と
い
う
。
黒
田
氏
は
か
か
る
動
ぎ
を
、
氏
政
に
よ
る
「
水
の

大
動
脈
」
支
配
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ
、
特
に
そ
れ
ら
諸
地

域
の
基
点
に
位
置
し
て
い
た
江
戸
は
、
後
北
条
氏
の
関
八
州
全
域
支
配
確
立
に

お
い
て
中
核
的
拠
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
確

か
に
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
江
戸
は
中
世
初
期
以
来
水
運
上
の
結
節
点
と
し
て
、

東
国
の
中
で
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
地
を
政
治
的
拠
点
と

す
る
こ
と
を
阻
ん
で
い
た
の
は
、
上
述
し
て
き
た
利
根
川
を
挟
む
A
地
域
と
B

地
域
の
政
治
的
対
立
で
あ
っ
た
。

戦
国
末
期
に
お
い
て
、

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
立
が
解
消
さ
れ
た

江
戸
が
東
国
政
権
の
中
核
的
拠
点
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た

通
説
に
よ
れ
ば
、
家
康
が
入
っ
た
頃
の
江
戸
は
「
太
田
道
灌
が
か
つ
て
築
い

た
城
は
あ
っ
た
が
」
、
そ
れ
も
す
た
れ
て
「
わ
ず
か
な
家
並
み
の
漁
村
」
と
な
っ

て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
述
し
た
通
り
太
田
道
灌
の
築
い
た
江
戸

城は、
政
治
的
に
は
あ
く
ま
で
も
関
東
管
領
方
の
出
先
機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
江
戸
城
を
関
東
全
域
支
配
確
立
の
中
核
的
拠
点
へ
と
成
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長
さ
せ
た
の
は
、
北
条
氏
政
・
氏
直
政
権
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
家
康
は
す
た

れ
て
い
た
道
灌
の
城
跡
に
入
っ
て
こ
れ
を
復
興
し
た
の
で
は
な
く
、
道
灌
の
頃

か
ら
更
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
後
北
条
氏
の
江
戸
城
に
入
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

家
康
が
江
戸
を
選
ぶ
に
至
っ
た
前
提
条
件
、

い
う
定
説
や
、

前
の
江
戸
を
寒
漁
村
と
し
、

そ
れ
は
、
東
国
水
運
の
結
節
点

と
し
て
中
世
初
期
以
来
徐
々
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
東
国
全

域
の
政
治
的
統
一と
い
う
事
実
を
待
っ
て
、
家
康
が
入
る
寸
前
の
戦
国
末
期
に

果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
家
康
が
入
る
ま
で
江
戸
は
小
さ
な
漁
村
で
あ
っ
た
と

そ
の
寒
漁
村
を
自
ら
の
城
下
町
に
選
ん
だ
の
は
家
康
の
卓
見
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
定
説
は
、
今
や
大
ぎ
く
書
き
替
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

そ
の
よ
う
な
江
戸
を
選
ん
だ
家
康
の
先
見
性
を
強

調
す
る
認
識
は
、
享
保
初
年
、
兵
学
者
大
道
寺
友
山
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
家
康

の
逸
話
風
伝
記
「
岩
淵
夜
話
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
「
岩
淵
夜
話
」
に
よ
る
と
、
家
康
以
前
の
江
戸
は
「
東

の
方
平
地
之
分
ハ
こ
、
も
か
し
こ
も
汐
入
之
芦
原
に
て
、
町
や
侍
屋
敷
を
十
町

よ
っ
て
作
ら
れ
て
ぎ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
、
家
康
以

し
か
し
、
そ
れ
で
は
こ
れ
ま
で
の
定
説
は

る
ま
い
。 お

わ
り
に

は
全
て
出
揃
っ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。一

体
い
つ
ど
の
よ
う
な
人
々
に

以
上
述
べ
て
ぎ
た
通
り
近
年
急
速
に
進
展
し
た
中
世
東
国
水
運
史
研
究
の
成

価
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
の
通
説
が

き
て
ど
こ
を
し
ま
り
と
云
へ
き
様
も
な
く
」
と
い
っ
た
様
子
で
あ
り
、

戸
城
も
「
御
城
と
申
せ
ハ
む
か
し
よ
り
一国
持
大
将
の
住
た
る
に
も
あ
ら
す
、

上
杉
の
家
老
太
田
道
灌
斎
初
め
て
縄
を
は
り
と
り
立
、

居
せ
し
迄
之
事
な
れ
ハ
、
城
も
ち
い
さ
く
堀
の
は
ゞ
も
せ
ま
く
、
門
屏
之
鉢
に

て
」
と
い
っ
た
有
り
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。

日
の
定
説
が
こ
の
「
岩
淵
夜
話
」

あ
ろ
う
。

検
討
す
る
こ
と
は
、

ま
た
江

其
後
北
条
家
之
遠
山
住

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
江
戸
を
選
ん

だ
の
は
、
「芦
原
之
時
に
後
々
末
々
迄
繁
昌
之
地
た
る
へ
き
と
御
下
墨
」
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
「
大
神
君
之
御
賢
慮
」
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今

の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で

こ
う
し
た
伝
説
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
ぎ
た
の
か
を

そ
れ
自
体
た
い
へ
ん
興
味
深
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
今
そ

れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
こ
れ
が
天
正
か
ら
一
世
紀
あ

ま
り
を
経
た
享
保
初
年
、
徳
川
吉
宗
が
日
光
杜
参
を
再
開
す
る
な
ど
、
家
康
の

働
い
て
い
た
こ
と
は
は
ば
間
違
い
あ
る
ま
い
。
と
す
る
と
、
中
世
の
江
戸
と
言

え
ば
太
田
道
灌
の
江
戸
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
てい
っ
た
の
も
、
家
康
の
功
績

を
高
め
る
た
め
に
、
家
康
が
入
る
寸
前
の
後
北
条
政
権
下
の
江
戸
を
こ
と
さ
ら

低
く
評
価
し
た
結
果
、
相
対
的
に
そ
の
前
の
太
田
道
灌
時
代
の
江
戸
が
高
く
評

家
康
の
神
格
性
を
高
め
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
「
家
康
神
話
」
「
道
灌
伝
説
」

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
我
々
は
、

る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば

こ
こ
に
家
康
の
功
績
を
高
め
よ
う
と
す
る
意
図
が

神
格
性
が
再
び
強
調
さ
れ
て
く
る
時
代
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
ぎ
た
も
の
で
あ

と
割
付
へ
き
様
も
な
く
、
拐
又
西
の
方
ハ
ひ
や
う
／
＼
と
芦
原
武
蔵
野
へ
つ
ヽ
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中世東国の水運と江戸の位置付け

き
た
中
世
東
国
水
運
史
研
究
に
お
い
て
も
、

）
れ
を
近
世
都
市
江
戸
と
の
関
連

い
く
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

江
戸
幕
府
を
支
え
る
人
々
が
、
中
世

そ
ろ
そ
ろ
こ
の
「
家
康
神
話
」
「
道
灌
伝
説
」
か
ら
脱
却
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
江
戸
東
京
学
」
は
、
明
治
の
人
た
ち
が
「
江
戸
時
代
の
文
化
的

遺
産
を
全
く
認
め
な
か
っ
た
こ
と
」
を
批
判
し
、
江
戸
と
東
京
を
連
続
し
て
捉

(17)
 

え
る
視
点
か
ら
出
発
し
た
。
新
時
代
を
築
い
た
人
々
が
、
前
代
の
遺
産
を
あ
え

て
認
め
よ
う
と
し
な
い
傾
向
は
古
今
東
西
に
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
え
て
し
て
歴

史
を
歪
め
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
贅
言
を
要
し
な
い
。「
江
戸
東
京
学
」
は
こ

の
構
造
を
看
破
し
た
。
な
ら
ば
今
度
は
、

な
か
ん
ず
く
戦
国
時
代
の
後
北
条
政
権
に
よ
る
遺
産
を
全
く
認
め
な
か
っ
た
こ

と
を
批
判
し
、
あ
ら
た
め
て
中
世
の
江
戸
と
近
世
の
江
戸
を
連
続
し
て
捉
え
て

と
こ
ろ
で
江
戸
東
京
博
物
館
は
、
我
が
国
で
初
め
て
の
「
本
格
的
な
都
市
史

博
物
館
」
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
そ
の
展
示
や
資
料
収
集
は
、
「
徳
川
家

康
が
江
戸
に
入
府
し
て
か
ら
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
至
る
約
4
0
0年
間
」
を

中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
（
『
江
戸
東
京
博
物
館
総
合
案
内
』
は
か
）
。
中
世

ま
で
の
江
戸
の
歴
史
が
、
都
市
の
歴
史
に
お
い
て
意
味
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
た
状
況
に
お
い
て
は
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
上
述
し
て
き

た
通
り
、
江
戸
が
都
市
と
し
て
発
展
す
る
前
提
条
件
が
、
中
世
に
於
て
既
に
出

揃
っ
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
以
上
、
当
館
が
「
都
市
史
博
物
館
」
と
し
て

主
に
扱
う
べ
き
対
象
範
囲
も
大
き
く
拡
げ
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

し
か
も
そ
れ
は
、
単
に
江
戸
東
京
学
や
江
戸
東
京
博
物
館
の
み
の
問
題
で
は

な
い
。
中
世
史
と
近
世
史
の
「
断
絶
」
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
が
、
上
述
し
て

で
考
察
し
た
仕
事
は
黒
田
基
樹
氏
の
論
文
以
外
に
見
当
た
ら
ず
、
逆
に
近
世
都

っ
て

方
で
し
か
生
産
さ
れ
な
い
「
伊
勢
型
」
鍋
が
関
東
地
方
の
諸
遺
跡
で
出
土
す
る

市
史
研
究
の
中
で
、
今
日
こ
れ
程
盛
ん
に
な
っ
た
中
世
東
国
水
運
史
研
究
の
成

果
を
取
り
入
れ
た
業
績
は
、
鈴
木
理
生
氏
の
著
書
以
外
管
見
に
触
れ
な
い
。

「
家
康
は
何
故
江
戸
を
選
ん
だ
の
か
」
と
い
う
課
題
の
真
の
解
明
の
た
め
に

は
、
ま
ず
何
よ
り
も
こ
う
し
た
中
世
史
と
近
世
史
の
断
絶
を
打
ち
破
り
、
両
者

の
対
話
を
始
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
更
に
、
例
え
ば
南
伊
勢
地

と
い
う
事
実
の
発
見
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
関
西
の
研
究
と
関
東
の
研
究
、

文
献
史
学
と
考
古
学
、
都
市
史
と
交
通
史
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
の
協
業
に
よ

こ
の
課
題
は
よ
り
豊
か
な
歴
史
像
を
描
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

[註
]

(1
)
こ
の
よ
う
な
通
説
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
そ
の
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
例
え
ば
当
館
も
そ
の
『
総
合
案
内
』
(
-
九
九
―
―一年
）
の
中
で
、
「
当

時
の
江
戸
は
、
太
田
道
灌
が
か
つ
て
築
い
た
城
は
あ
っ
た
が
、
わ
ず
か
な
家
並

み
の
漁
村
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
家
康
が
、
上
方
に
対
す
る
軍
事
的
要
地
の
小

田
原
や
、
武
家
政
権
の
伝
統
を
も
つ
鎌
倉
で
な
く
、
あ
え
て
江
戸
を
本
拠
地
と

し
た
理
由
は
、
江
戸
が
広
大
な
後
背
地
と
水
運
の
便
に
恵
ま
れ
、
将
来
へ
の
発

展
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。」
と
解
説
し
て

いる
。

(
2
)
今
日
の
江
戸
川
・中
川
・隅
田
川
に
相
当
す
る
河
川
が
、
中
世
に
お
い
て
ど

の
様
な
流
路
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
そ
も
そ
も
ぶ
中
世
」

と
一口
にい
っても、
十
二
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
の
五
世
紀
に
わ
た
り
、

そ
の
間
に
様
々
な
流
路
の
変
遷
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

江
戸
東
京
博
物
館
の
通
史
展
示
室
に
あ
る
「
東
京
湾
変
遷
模
型
」
の
中
の
「
約

4
0
0年
前
」
の
地
図
模
型
は
、
中
世
末
期
の
流
路
を
復
元
し
て
い
る
わ
け
だ

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
利
根
川
（
今
日
の
中
川
）
と
太
日
川
（
今
日
の
江
戸
川
）
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と
は
、
今
日
の
水
元
公
園
あ
た
り
で
若
干
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
隅
田
川
と
は

全
く
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
隅
田
川
は
入
間
川
（
今
日
の
荒
川
）
の
末
流
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
調
査
報
告
書
第
1
集
『
東
京

湾
変
遷
模
型
原
図
』
一
九
九
四
年
）
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
、
隅
田
川
が
そ

も
そ
も
下
総
と
武
蔵
の
国
境
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
や
、
「
正
保
年
中
改
定
図
」

に
亀
有
か
ら
須
田
（
墨
田
）
へ
と
抜
け
る
流
路
（
古
隅
田
川
）
が
描
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
中
世
を
通
じ
て
隅
田
川
は
、
利
根
川
の
末
流
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
利
根
川
が
太
日
川
と
入
間
川
に
そ
れ

ぞ
れ
流
れ
込
ん
で
い
た
と
す
る
久
保
純
子
氏
の
説
（
「
東
京
低
地
の
水
域
・
地
形

の
変
遷
と
人
間
活
動
」
大
矢
雅
彦
氏
編
『
防
災
と
環
境
保
全
の
た
め
の
応
用
地

理
学
』
、
古
今
書
院
、
一
九
九
四
年
）
に
従
っ
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

(3)
小
笠
原
長
和
氏
「
中
世
の
東
京
湾
房
総
と
武
相
と
の
関
係
」
（
『
史

観
』
四
七
号
、
一
九
五
六
年
）
、
「
東
国
史
の
舞
台
と
し
て
の
利
根
川
・
常
陸
川

水
系
」
（
東
国
戦
国
史
研
究
会
編
『
関
東
中
心
戦
国
時
代
史
論
集
』
名
著
出
版
、

一
九
八
0
年
）
、
高
島
緑
雄
氏
『
品
川
区
史
』
通
史
編
「
中
世
編
」
(
-
九
七
三

年
）
三
二
七
ー
三
五
七
ペ
ー
ジ
、
さ
ら
に
高
島
氏
は
一
九
八
八
年
に
「
中
世
南

武
蔵
の
郡
郷
と
交
通
荏
原
郡
を
中
心
に
」
と
題
す
る
研
究
発
表
を
、

地
方
史
研
究
協
議
会
大
会
で
行
っ
て
お
ら
れ
、
ま
た
一
九
九
二
年
に
は
、
後
述

す
る
峰
岸
純
夫
氏
・
柘
植
信
行
氏
そ
し
て
北
原
進
氏
と
「
江
戸
湾
岸
の
中
世
史

荏
原
地
域
を
中
心
に
」
と
題
す
る
座
談
会
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
（
『
史

誌
』
三
六
号
、
一
九
九
二
年
に
掲
載
）
。

(4)
網
野
善
彦
氏
の
一
連
の
主
著
と
し
て
は
、
一
般
向
け
の
も
の
と
し
て
『
無
縁
・

公
界
・
楽
』
（
平
凡
社
選
書
、
一
九
七
八
年
）
、
『
日
本
中
世
の
民
衆
像
』
（
岩
波

新
書
、
一
九
八
0
年
）
、
『
東
と
西
の
語
る
日
本
の
歴
史
』
（
そ
し
え
て
文
庫
、
一

九
八
二
年
）
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
特
に
東
国
水
運
史
に
つ
い
て
積
極
的
な

提
言
を
行
っ
た
論
文
と
し
て
は
「
中
世
前
期
の
水
上
交
通
に
つ
い
て
」
（
『
茨
城

県
史
研
究
』
四
一
二
号
、
一
九
七
九
年
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
「
海
民

の
社
会
と
歴
史
（
二
）
霞
ヶ
浦
・
北
浦
」
（
『
社
会
史
研
究
』
二
号
、

一
九
八
三
年
）
や
、
ぶ
金
沢
氏
・
称
名
寺
と
海
上
交
通
」
（
『
三
浦
古
文
化
』
四
四

号
、
一
九
八
八
年
）
、
「
太
平
洋
の
海
上
交
通
と
紀
伊
半
島
」
（
「
海
と
列
島
文
化
」

第
八
巻
『
伊
勢
と
熊
野
の
海
』
小
学
館
、

表
し
続
け
て
お
ら
れ
る
。

(5)
遠
藤
忠
氏
「
古
利
根
川
の
中
世
水
路
関
」
（
『
八
潮
市
史
研
究
』
四
号
、
一
九

八
一
年
）
、
安
池
尋
幸
氏
「
中
世
・
近
世
に
お
け
る
江
戸
内
海
渡
船
の
展
開

富
津
・
野
島
間
の
渡
船
の
場
合
」
（
『
神
奈
川
県
史
研
究
』
四
九
号
、
一
九

八
二
年
）
、
鈴
木
哲
雄
氏
「
古
隅
田
川
地
域
史
ノ
ー
ト
」
（
『
春
日
部
共
栄
高
等
学

校
研
究
収
録
』
二
号
、
一
九
八
二
年
）
、
「
古
隅
田
川
地
域
史
に
お
け
る
中
世
的

地
域
構
造
」
（
『
千
葉
史
学
』
四
号
、
一
九
八
四
年
）
、
原
田
信
男
氏
「
利
根
川
の

水
運
」
「
水
運
と
陸
運
」
（
『
鷲
宮
町
史
』
通
史
編
上
、
一
九
八
六
年
）
、
太
田
富

康
氏
「
利
根
川
下
流
地
域
の
水
運
利
権
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
香
取
社
と
称

名
寺
」
（
『
埼
玉
地
方
史
』
二
ニ
号
、
一
九
八
七
年
）
、
湯
山
学
氏
「
戦
国
時

代
の
六
浦
・
三
浦
房
総
と
の
関
係
を
中
心
に
」
（
『
中
世
房
総
』
二
号
、

一
九
八
七
年
）
、
盛
本
昌
広
氏
「
走
湯
山
燈
油
料
船
と
神
崎
関
」
（
『
千
葉
史
学
』

一
三
号
、
一
九
八
八
年
）
、
「
中
世
東
国
に
お
け
る
塩
の
生
産
と
流
通
」
（
『
三
浦

古
文
化
』
四
五
号
、
一
九
八
九
年
）
。

(6)
上
行
寺
東
遺
跡
の
保
存
運
動
を
通
じ
た
研
究
成
果
と
し
て
は
『
歴
史
手
帖』

一
四
巻
三
号
、
特
集
「
神
奈
川
六
浦
と
上
行
寺
遺
跡
」
(
-
九
八
六
年
）
や
、
『
神

奈
川
地
域
史
研
究
』
第
三
・
四
合
併
号
、
特
集
「
上
行
寺
東
遺
跡
と
保
存
運
動
」

（
一
九
八
六
年
）
、
あ
る
い
は
、
上
行
寺
東
遺
跡
を
考
え
る
会
編
『
中
世
の
六
浦

と
上
行
寺
東
遺
跡
』
や
、
六
浦
文
化
研
究
所
編
『
六
浦
文
化
研
究
』
に
掲
載
さ

れ
た
諸
論
文
な
ど
が
あ
る
。
特
に
そ
の
後
の
東
国
水
運
史
研
究
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
業
績
と
し
て
、
石
井
進
氏
「
中
世
六
浦
の
歴
史
」
（
『
三
浦
古
文
化
』

四
0
号
、
一
九
八
六
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(7)
永
原
慶
二
氏
『
内
乱
と
民
衆
の
世
紀
』
（
「
大
系
日
本
の
歴
史
」
六
、
小
学
館
、

一
九
八
八
年
）
二
九
三
ー
ニ
九
六
ペ
ー
ジ
、
「
熊
野
・
伊
勢
商
人
と
中
世
の
東
国
」

（小
川
信
先
生
古
稀
記
念
論
集
『
日
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
』
続
群
書
類
従

半
島
の
歴
史
と
現
在
』
四
号
、
一
九
九
二
年
）
、
「
伊
勢
商
人
と
永
楽
銭
基
準
通

貨
圏
」
（
同
上
五
号
、
一
九
九
三
年
）
、
「
戦
国
期
伊
勢
・
三
河
地
方
の
物
資
流
通

構
造
」
（
同
上
六
号
、
一
九
九
四
年
）
、
永
原
氏
・
小
川
信
氏
「
対
談
徳
川
家

一
九
九
二
年
）
と
い
っ
た
論
文
を
発
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中世東国の水運と江戸の位置付け

康
以
前
の
江
戸
一
大
都
市
発
展
の
前
史
を
探
る
」
（
『
江
戸
東
京
博
物

館
準
備
ニ
ュ
ー
ス
』
四
号
、
一
九
九
二
年
）
、
綿
貫
友
子
氏
「
『
武
蔵
国
品
河
湊

船
帳
』
を
め
ぐ
っ
て
中
世
関
東
に
お
け
る
隔
地
間
取
引
の
一
側
面
」

（『史丼』三
0
号
、
一
九
八
九
年
）
、
「
中
世
東
国
と
太
平
洋
海
運
」
（
『
六
浦
文

化
研
究
』
二
号
、
一
九
九
0
年
）
、
「
海
上
・水
上
の
道
を
探
る
」
（
『
新
視
点
日

本
の
歴
史
』
四
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
三
年
）
、
「
尾
張
・
参
河
と
中
世
海

運
」
（
『
知
多
半
島
の
歴
史
と
現
在
』
五
号
、
一
九
九
三
年
）
、
「
中
世
後
期
東
国

に
お
け
る
流
通
の
展
開
と
地
域
社
会
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
六
四
号
、
一
九
九

四
年
）
、
「
神
人
と
海
運
関
東
渡
海
の
神
船
を
め
ぐ
っ
て
」
（
羽
下
徳
彦

氏
編
『
中
世
の
地
域
杜
会
と
交
流
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
。

(8)
峰
岸
純
夫
氏
「
中
世
東
国
の
水
運
に
つ
い
て
」
（
『
国
史
学
』
一
四
七
号
、
一

九
九
0
年
）
、
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
世
東
国
の
水
運
史
研
究
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
歴

史
評
論
』
五
0
七
号
、
一
九
九
二
年
）
、
「
中
世
東
国
水
運
史
研
究
の
現
状
と
問

題
点
」
（
『
中
世
東
国
の
物
流
と
都
市
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。
尚
、
本

稿
末
の
付
記
参
照
）
。

(9)
湯
浅
治
久
氏
「
中
世
の
”
二
子
浦
Ii

覚
書
」
（
『
市
立
市
川
歴
史
博
物
館
年
報
』

一
九
八
七
年
）
、
「
東
京
低
地
と
江
戸
湾
交
通
」
（
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館

特
別
展
図
録
『
下
町
・
中
世
再
発
見
』
、
一
九
九
三
年
）
、
「
東
京
低
地
と
江
戸
湾

交
通
」
（
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集
『
東
京
低
地
の

中
世
を
考
え
る
』
名
著
出
版
、
一
九
九
五
年
）
、
柘
植
信
行
氏
「
中
世
品
川
の
信

仰
空
間
東
国
に
お
け
る
都
市
寺
院
の
形
成
と
展
開
」
（
『
品
川
歴
史
館

紀
要
』
六
号
、
一
九
九
一
年
）
、
「
中
世
品
川
の
寺
院
形
成
」
（
『
歴
史
手
帖
』
ニ

一
巻
一
号
、
一
九
九
三
年
）
、
「
開
か
れ
た
東
国
の
海
上
交
通
と
品
川
湊
」
（
「
中

世
の
風
景
を
読
む
L

―
―
『
都
市
鎌
倉
と
坂
東
の
海
に
暮
ら
す
』
新
人
物
往
来
社
、

一
九
九
四
年
）
、
谷
口
栄
氏
「
下
総
葛
飾
郡
大
嶋
郷
の
故
地
」
（
『
東
京
考
古
』
八

号
、
一
九
九
0
年
）
、
「
品
川
歴
史
館
所
蔵
常
滑
大
甕
」
（
『
品
川
歴
史
館
紀
要
』

六
号
、
一
九
九
一
年
）
、
下
山
治
久
氏
・
福
島
金
治
氏
「
対
談
『
江
戸
湾
の
歴
史
』

展
に
寄
せ
て
」
（
横
浜
開
港
資
料
館
館
報
『
開
港
の
ひ
ろ
ば
』
三
0
号
、
一
九
九

0
年
）
、
高
野
修
氏
・
中
尾
尭
氏
・伊
藤
克
己
氏
・柘
植
信
行
氏
「
品
川
の
寺
々

都
市
と
寺
院
の
成
り
立
ち
」
（
『
品
川
歴
史
館
紀
要
』
八
号
、
一
九
九

三
年
）
、
さ
ら
に
一
九
九
四
年
に
は
、
湯
浅
・
宮
瀧
両
氏
も
参
加
し
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
中
世
関
東
の
物
流
と
都
市
」
が
、
第
九
二
回
吏
学
会
大
会
に
お
い
て
開

催
さ
れ
、
一
九
九
五
年
に
は
そ
の
報
告
内
容
を
ま
と
め
た
『
中
世
東
国
の
物
流

と
都
市
』
（
山
川
出
版
社
）
が
刊
行
さ
れ
た
（
付
記
参
照
）
。

(10)
上
述
し
て
き
た
以
外
の
も
の
で
、
中
世
東
国
水
運
史
に
論
及
し
た
近
年
の
主

な
研
究
と
し
て
は
、
佐
藤
博
信
氏
「
十
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
江
戸
湾
を
め
ぐ

る
房
総
諸
勢
力
の
動
向
と
く
に
品
川
「
妙
国
寺
文
書
」
の
禁
制
を
め
ぐ
っ

て
」
（
『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
八
六
号
、
一
九
九
一
年
）
、
「
東
国
に
お
け
る

享
徳
の
大
乱
の
諸
前
提
に
つ
い
て
鎌
倉
公
方
足
利
成
氏
の
徳
政
令
発
布
を

め
ぐ
っ
て
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
九
七
号
、
一
九
九
一
年
）
、
岡
田
清
一
氏
「
大

川
戸
御
厨
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」
（
『
埼
玉
県
史
研
究
』
二
六
号
、
一
九
九

一
年
）
、
「
相
馬
御
厨
を
め
ぐ
る
中
世
の
水
運
」
（
『
沼
南
町
史
研
究
』
二
号
、
一

九
九
一
年
）
、
浜
名
敏
夫
氏
「
中
世
江
戸
湾
の
海
上
交
通
」
（
『
千
葉
史
学
』
一
九

号
、
一
九
九
一
年
）
、
市
村
高
男
氏
「
中
世
東
国
に
お
け
る
房
総
の
位
置
地

域
構
造
論
的
視
点
か
ら
の
概
観
」
（
『
千
葉
史
学
』
ニ
―
号
、
一
九
九
二

年
）
、
和
泉
雄
三
氏
「
中
世
の
海
上
交
通
」
（
『
函
大
商
学
論
究
』
二
五
巻
二
号
、

一
九
九
二
年
）
、
井
原
今
朝
男
氏
「
幕
府
・鎌
倉
府
の
流
通
経
済
政
策
と
年
貢
輸

送
中
世
東
国
流
通
史
の
一
考
察
」
（
永
原
慶
二
氏
編
『
中
世
の
発
見
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
、
川
島
優
美
子
氏
「
中
世
関
東
内
陸
に
お
け
る
香

取
社
の
位
置
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
河
川
を
め
ぐ
る
歴
史
像
境
界
と

交
流
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）
、
「
中
世
関
東
に
お
け
る
水
運
シ
ス

テ
ム
解
明
の
た
め
の
一
試
論
」
（
『
茨
城
県
史
研
究
』
七
一
号
、
一
九
九
三
年
）
、

七
号
、
一
九
九
三
年
）
、
滝
川
恒
昭
氏
「
房
総
里
見
氏
と
江
戸
湾
の
水
上
交
通
」

（
『
千
葉
史
学
』
二
四
号
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

(11)
谷
口
栄
氏
「
葛
西
城
出
土
の
「
伊
勢
型
」
鍋
に
つ
い
て
」
（
『
竹
箆
』
三
号
、

一
九
八
七
年
）
、
伊
藤
裕
偉
氏
「
中
世
南
伊
勢
系
の
土
師
器
に
関
す
る
一
考
察
L

(『
Miehistory』
vol
1
、
一
九
九
0
年
）
、
「
南
伊
勢
系
土
師
器
の
展
開
と
中

世
土
器
工
人
」
（
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
』
一
号
、
一
九
九

二
年
）
、
「
南
伊
勢
系
土
師
器
の
生
産
と
分
布
」
（
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
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特
別
展
図
録
『
下
町
・
中
世
再
発
見
』
、
一
九
九
三
年
）
。

(12)
無
論
、
『
義
経
記
』は
中
世
後
期
の
成
立
に
か
か
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
ま
ま
、
中
世
初
期
の
江
戸
重
長
の
姿
を
正
し
く
描
い
て
い
る
と
は
考
え
が
た

い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
『
義
経
記
』
を
生
み
出
し
た
頃
の
江
戸
が
、
か
か
る

伝
説
と
違
和
感
が
な
い
ほ
ど
、
商
業
的
な
発
達
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ

け
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
も
重
長
は
、
房
総
半
島
か
ら

武
蔵
国
に
入
ろ
う
と
し
た
頼
朝
の
行
く
手
を
阻
ん
だ
武
将
と
し
て
登
場
し
て
お

り
、
利
根
川
河
口
の
実
権
を
握
る
武
将
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

(13)
豊
田
武
氏
「
中
世
の
関
東
」
（
『
下
野
史
学
』
八
号
、
一
九
五
六
年
、
後
に
戦

国
大
名
論
集
三
『
東
国
大
名
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
に
収
録
）
、

峰
岸
純
夫
氏
「
上
州一
揆
と
上
杉
氏
守
護
領
国
体
制
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
―
一
八

四
号
、
一
九
六
四
年
、
後
に
同
氏
著
『
中
世
の
東
国
地
域
と
権
力
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
に
収
録
）
、
な
お
峰
岸
氏
は
こ
の
構
造
を
基
本

的
に
は
中
世
後
期
の
東
国
を
特
色
付
け
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
豊
田

氏
の
指
摘
通
り
こ
れ
は
中
世
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
傾
向
と
言
え
る
。

(14)
佐
藤
博
信
氏
「
戦
国
期
に
お
け
る
東
国
国
家
論
の
一
視
点
古
河
公
方
足

利
氏
と
後
北
条
氏
を
中
心
と
し
て
」
（『歴史学
研
究
』一
九
七
九
年
度
大

会
別
冊
特
集
「
世
界
認
識
に
お
け
る
地
域
と
民
衆
」
、
一
九
七
九
年
、
後
に
同
氏

著
『
古
河
公
方
足
利
氏
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

一九
八
九
年
に
収
録
）
、
な
お
同

氏
は
、
前
掲
『
東
国
大
名
の
研
究
』
に
も
同
論
文
を
収
録
し
て
お
ら
れ
、
そ
の

「
解
説
」
の
中
で
、
特
に
豊
田
・
峰
岸
両
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
北
関
東
(A

地
域
）
と
南
関
東

(B地
域
）
と
の
対
立
と
い
う
構
造
に
注
目
さ
れ
、
そ
の
対

立
構
造
が
解
消
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
後
北
条
期
を
捉
え
て
お
ら
れ
る
。

(15)
黒
田
基
樹
氏
「
「
御
隠
居
様
」
北
条
氏
政
と
江
戸
地
域
戦
国
末
期
江
戸
の

史
的
位
置
」
（
東
京
都
北
区
教
育
委
貝
会
『
文
化
財
研
究
紀
要
』
第
七
集
、

一
九
九
四
年
、
後
に
同
氏
著
『
戦
国
大
名
北
条
氏
の
領
国
支
配
』
岩
田
書
院
、

一九
九
五
年
に
収
録
）
、
な
お
本
稿
は
、
一九
九
三
年
九
月
に
第
一
六
七
回
戦
国

史
研
究
会
で
行
わ
れ
た
同
氏
に
よ
る
同
内
容
の
研
究
発
表
に
触
発
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
言
わ
ば
こ
の
黒
田
論
文
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
研
究
史
の
整
理
を
行

っ
て
み
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

(16)

『
江
戸
東
京
博
物
館
総
合
案
内
』
な
ど
。
詳
し
く
は
註
(1)
を
参
照
の
こ

と

(17)
小
木
新
造
氏
『江
戸
東
京
学
事
始
め
』
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

年
、
な
ど
。

[
付
記
]

本
稿
脱
稿
(
-
九
九
五
年
八
月
二
十
一
日
）
後
、
峰
岸
純
夫
氏
・
村
井
章
介
氏
編

『
中
世
東
国
の
物
流
と
都
市
』
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
―
一
月
）
が
刊
行
さ
れ

た
。
同
書
は
、
東
国
水
運
研
究
史
上
に
お
い
て
決
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
研

究
成
果
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
脱
稿
後
の
た
め
こ
の
成
果
を
充
分
に
活
か
し
切

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
同
書
に
は
、
峰
岸
氏
の
「
中
世
東
国
水
運
史
研
究

の
現
状
と
問
題
点
」
と
い
う
詳
細
な
研
究
史
整
理
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
、
巻
末
に
は

研
究
文
献
目
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
も
研
究
史
の
整
理
を
目
的
の
一
っ
と
し

て
お
り
、
峰
岸
論
文
と
重
複
す
る
部
分
も
多
々
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
本

稿
は
あ
く
ま
で
も
「
江
戸
」
を
中
心
と
し
た
切
り
口
で
東
国
水
運
研
究
史
を
ま
と
め

た
と
い
う
意
味
で
、
包
括
的
な
研
究
史
の
把
握
を
目
指
し
た
峰
岸
論
文
と
は
ま
た
違

っ
た
意
味
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
御
寛
恕
の
程
を
お
願
い
申

し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

一
九
九
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