
　　 ─ 《論文》

一

一
　
河
本
家
の
古
典
籍
の
発
見

　

著
者
が
鳥
取
県
に
あ
る
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
に
赴
任
し
た

の
は
、
一
九
九
八
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
河
本
家
の
古

典
籍
の
多
く
は
同
校
の
図
書
館
の
一
室
に
、
古
文
書
と
と
も
に
保

管
さ
れ
て
い
た
。
側
聞
す
る
と
こ
ろ
、
民
俗
学
調
査
の
一
環
と
し

て
こ
れ
ら
の
資
料
が
同
校
に
寄
託
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
全
く
の
新
出
の
資
料
で
あ
る
こ
と
に
も
興
味
を
抱
い
た
が
、

当
時
は
ま
だ
目
録
な
ど
も
な
く
、
手
当
た
り
次
第
に
こ
れ
ら
を
見

て
ゆ
く
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。
当
初
の
感
触
と
し
て
は
、
版
本
の

多
い
こ
と
、
ま
た
江
戸
時
代
の
も
の
が
多
く
、
時
に
明
治
期
の
も

の
を
見
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

二
　
河
本
家
の
古
典
籍
の
整
理
と
紹
介

　

発
見
当
初
、
気
に
か
か
っ
た
の
は
『
礼
儀
類
典
』
と
い
う
書
物

で
あ
る
。
こ
れ
は
有
職
故
実
に
関
す
る
部
類
書
で
、
大
変
大
部
な

も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
『
礼
儀
類
典
』
の
調
査
に
ま
ず
着
手
し
た

理
由
で
あ
る
が
、
宮
中
儀
礼
を
調
べ
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
こ
の

本
が
、
地
方
の
一
民
間
家
庭
か
ら
見
つ
か
っ
た
そ
の
理
由
が
あ
ま

り
に
不
可
解
で
あ
っ
た
の
と
、
著
者
自
身
が
平
安
文
学
を
少
し
か

じ
っ
て
い
て
、
そ
の
点
か
ら
も
興
味
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
る
。
特

に
図
絵
三
冊
の
出
来
は
よ
く
、
視
覚
に
も
十
分
訴
え
る
も
の
が

あ
っ
た
。

　

こ
の
水
戸
光
圀
編
『
礼
儀
類
典
』
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
書
陵

部
を
は
じ
め
各
地
に
同
書
の
閲
覧
に
出
向
き
、
ま
た
先
行
研
究

を
参
考
に
し
て
勤
務
校
の
紀
要
に
紹
介
し
た１

。
同
書
の
発
見
は
、

二
〇
〇
二
年
十
一
月
の
河
本
家
住
宅
の
公
開
に
合
わ
せ
て
一
般
に

展
示
さ
れ
、
地
元
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
当
時
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
記
事
を
見
る
と
、
ど
の
紙
面
の
見

出
し
も
「
黄
門
さ
ま
の
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
報
道
に
つ

い
て
は
水
戸
光
圀
の
名
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

河
本
家
の
古
典
籍
の
全
体
像
と
特
色

　
―
調
査
開
始
以
来
の
歩
み
、

�

あ
る
い
は
『
百
番
歌
合
』
の
こ
と
―

�

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
　
原
　
　
　
豊
　�

二
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二

　

こ
の
時
期
を
前
後
し
て
、
別
に
調
査
を
進
め
、
米
子
高
専
に
保

管
さ
れ
て
い
た
蔵
書
に
、
河
本
家
に
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た
蔵
書
分

を
加
え
て
、
簡
単
な
所
蔵
目
録
を
作
成
し
た２

。
こ
の
目
録
は
、
書

名
と
冊
数
、
版
本
か
写
本
か
の
区
別
し
か
し
て
い
な
い
の
で
、
全

く
学
術
的
な
調
査
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も

そ
の
後
の
調
査
の
見
通
し
を
、
最
低
限
示
す
こ
と
に
結
果
と
し
て

な
っ
た
と
思
う
。
そ
の
後
、
主
だ
っ
た
古
典
籍
の
紹
介
の
た
め
の
、

こ
れ
も
簡
易
な
解
題
を
作
成
し
た３

。

　

こ
の
時
期
、
科
学
研
究
費
補
助
金
と
し
て
「
稽
古
有
文
館
蔵
古

典
籍
の
研
究
」
が
採
択
さ
れ
て
い
た
の
で
、
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル

画
像
化
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｄ
─

Ｒ
Ｏ
Ｍ
を
記

録
媒
体
と
し
て
そ
の
画
像
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
た
も
の
で
、
寛
文
十
年

刊
『
義
経
記
』
と
慶
安
元
年
刊
『
鉄
槌
（
徒
然
草
の
注
釈
書
）』

の
二
点
の
書
面
の
画
像
す
べ
て
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
二
〇
〇
二
年
度
の
仕
事
で
あ
る
。
現
在

の
技
術
か
ら
す
れ
ば
、
な
お
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古

典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
の
意
味
は

あ
っ
た
か
に
思
っ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
四
年
度
か
ら
は
、
河
本
家
の
蔵
書
を
国
文
学
研
究
資
料

館
の
調
査
収
集
事
業
の
対
象
と
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
同
館
の
江
戸
英
雄
氏
の
ご
尽
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
、全
国
基
準
の
調
査
方
法
に
よ
る
調
査
が
始
ま
り
、

改
め
て
河
本
家
蔵
書
の
す
べ
て
に
目
を
通
す
と
い
う
作
業
を
行
う

こ
と
に
な
っ
た
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
調
査
カ
ー
ド
は
大
変
精

密
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
書
誌
を

知
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
翌
二
〇
〇
五
年
度
か
ら
は
、
当
時

松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
山
﨑
真
克
氏
に
も

調
査
員
と
し
て
お
手
伝
い
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
十
年
に
及
ん
だ
国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
る
調
査
は
、

二
〇
一
四
年
度
を
も
っ
て
終
了
し
た
。
蔵
書
中
全
体
の
七
割
程
度

の
調
査
が
な
さ
れ
、
そ
の
う
ち
文
学
関
連
の
も
の
は
お
お
よ
そ
完

了
し
た
。
こ
の
間
、
記
録
さ
れ
た
調
査
カ
ー
ド
は
蔵
書
に
関
わ
る

基
礎
資
料
と
し
て
大
変
有
益
で
あ
る
。
こ
の
調
査
事
業
を
引
き
継

ぐ
形
で
、
島
根
大
学
を
中
心
に
し
た
現
在
の
調
査
段
階
へ
と
進
む

こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
の
調
査
は
、
蔵
書
の
デ
ジ
タ
ル
保
存
と
公

開
が
主
な
目
的
で
あ
り
、
今
後
は
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
画
像
に
よ
っ

て
、
よ
り
深
い
考
察
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
　
蔵
書
の
形
成
と
そ
の
集
積

　

河
本
家
の
蔵
書
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
。
現
状
で
は
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三

必
ず
し
も
明
確
な
結
論
に
至
ら
な
い
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
お
お

よ
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
こ
こ
で
提
示
し
た
い
と
思
う
。

　

そ
も
そ
も
、
河
本
家
蔵
書
の
う
ち
江
戸
時
代
よ
り
前
、
中
世
期

ま
で
に
作
ら
れ
た
書
物
は
存
在
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
蔵
書
形

成
に
お
い
て
も
、
当
然
近
世
以
降
の
こ
と
と
認
め
ら
れ
る
。
蔵
書

の
書
き
入
れ
等
か
ら
、
既
に
江
戸
時
代
中
後
期
に
お
い
て
河
本
家

の
所
蔵
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、そ
れ
な
り
に
は
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
蔵
書
全
体
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
考
え
る
場
合
、

そ
の
形
成
は
特
に
幕
末
か
ら
近
代
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

を
言
い
た
い
。

　

河
本
家
に
は
二
点
の
蔵
書
目
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
点
は
外

題
に
「
稽
古
有
文
館
書
目
録
」
と
あ
る
写
本
【
写
真
１
】
で
、
明

治
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
目
録
①
と
す
る
。
二
点
目
は

同
じ
く
外
題
に
「
書
目
録
」
と
あ
る
写
本
【
写
真
２
】
で
、
表
紙

に
「
明
治
十
八
年
九
月
拾
日
」「
河
本
燕
處
」
と
あ
る
。
河
本
燕

處
は
、
河
本
家
十
三
代
の
芳
蔵
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
目
録
②

と
す
る
。
両
目
録
と
も
に
デ
ジ
タ
ル
公
開
が
さ
れ
て
い
る
の
で
御

覧
い
た
だ
き
た
い
。
目
録
①
の
作
成
年
代
は
正
確
に
は
不
明
で
あ

る
が
、
目
録
②
の
成
立
時
期
と
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、
目
録
①
は
当
時
河
本
家
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
書
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四

箱
（
そ
の 

多
く
は
現
存
し
て
い
る
）
ご
と
の
分
類
で
あ
り
、
そ

の
箱
番
は
「
第
壱
号
」
か
ら
「
第
三
十
八
号
」
ま
で
で
あ
る
。
一

方
、
目
録
②
は
分
野
別
な
い
し
は
整
理
順
の
目
録
の
よ
う
に
も
見

え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
在
、
河
本
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
蔵
書
は
目
録

①
②
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
も
の
よ
り
も
相
当
に
多
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
目
録
①
②
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
書
物

は
、
明
治
時
代
後
期
以
降
に
河
本
家
に
収
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
河
本
家
の
蔵
書
に
捺
さ

れ
た
蔵
書
印
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
す
べ

て
の
蔵
書
印
を
確
認
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
蔵
書
印
そ
れ
自
体
も

多
く
あ
り
、
そ
の
選
別
も
単
純
で
は
な
い
。
中
に
は
旧
蔵
者
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
蔵
書
印
も
見
受
け
ら
れ
る
。
や
や
曖
昧
な
と
こ

ろ
も
残
し
つ
つ
、
確
認
し
得
る
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
次
の
グ
ル
ー

プ
Ａ
・
Ｂ
の
両
群
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

河
本
家
蔵
書
に
見
ら
れ
る
主
だ
っ
た
蔵
書
印

Ａ　
「
伯
州
箆
津
河
本
氏
」「
稽
古
有
文
館
」「
河
本
氏
」「
河
本
」

Ｂ　
「
藤
本
文
庫
」「
藤
本
重
郎
蔵
書
之
印
」「
藤
本
氏
図
書
印
」

「
藤
本
氏
蔵
書
印
」

　

こ
の
う
ち
、
グ
ル
ー
プ
Ａ
は
河
本
家
に
お
い
て
伝
来
し
た
蔵
書

に
捺
さ
れ
た
印
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
蔵
書
印
は
主
に
十
二
代
の
通

繕
（
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
没
）
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
な
お
、
通
繕
は
よ
く
書
籍
を
購
入
し
た
よ
う
で
、
こ

の
時
期
は
、
通
繕
以
前
に
既
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
一
部
の
書
籍
と

通
繕
自
身
が
購
入
し
た
書
籍
が
と
も
に
存
し
た
よ
う
な
観
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
グ
ル
ー
プ
Ａ
は
河
本
家
の
当
主
の
趣
向
が
大
い
に

反
映
さ
れ
た
書
籍
で
あ
り
、
同
様
な
営
為
は
次
の
十
三
代
芳
蔵
の

時
代
に
も
継
承
さ
れ
、
先
ほ
ど
の
目
録
①
②
が
作
成
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
次
の
グ
ル
ー
プ
Ｂ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
藤
本
文
庫
な
い

し
は
藤
本
重
郎
（
一
八
四
九
～
一
九
三
四
）
個
人
の
所
蔵
本
で
あ

り
、
グ
ル
ー
プ
Ａ
と
は
特
に
分
け
て
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
、
東
伯
郡
八
橋
町
に
私
立
藤
本
文

庫
が
開
設
さ
れ
る
。
蔵
書
数
は
五
万
冊
を
誇
っ
た
が
、
昭
和
四

（
一
九
二
九
）
年
に
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
う
。
蔵
書
の
う
ち
三
万
余

冊
が
、
後
に
西
伯
郡
教
育
会
に
入
る
。
さ
ら
に
米
子
市
役
所
、
明

道
小
学
校
等
に
分
散
保
管
さ
れ
た
後
、昭
和
十
七（
一
九
四
二
）年
、

藤
本
文
庫
数
千
冊
を
整
理
し
て
、
当
時
の
米
子
市
立
図
書
館
が
開
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五

館
す
る４

。

　

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
米
子
市
立
図
書
館
に
藤
本
文
庫
旧
蔵
本
と

確
認
で
き
る
も
の
は
少
な
い
。
戦
中
・
戦
後
の
混
乱
期
を
経
て
、

そ
の
動
き
は
複
雑
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
も
ま
た
蔵
書
印
で
考

え
て
み
た
い
。
現
在
も
米
子
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
蔵

書
に
は
「
藤
本
文
庫
」
の
印
と
と
も
に
「
米
子
市
立
図
書
館
」
の

印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
方
の
印
の
あ
る
も
の
で
館
外
に
流

出
し
て
し
ま
っ
た
も
の
は
頗
る
多
い
。
次
に
米
子
市
立
山
陰
歴
史

館
に
「
藤
本
文
庫
」
印
の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
定
の
ま

と
ま
り
の
あ
る
分
量
で
あ
る
。
さ
ら
に
鳥
取
大
学
医
学
図
書
館
に

も
「
藤
本
文
庫
」
印
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
多
く
は
医
書
で
あ
る
。

　

現
在
、
河
本
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
Ｂ
の
蔵
書
に
は

「
藤
本
文
庫
」
以
降
の
蔵
書
印
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
ど
う
や

ら
こ
れ
は
西
伯
郡
教
育
会
に
移
さ
れ
る
前
に
河
本
家
に
収
蔵
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。藤
本
文
庫
の
閉
鎖
が
昭
和
四
年
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
時
期
か
ら
あ
ま
り
時
間
を
か
け
ず
に
河
本
家
に
移
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
。も
ち
ろ
ん
藤
本
氏
個
人
の
蔵
書
も
あ
っ
た
わ
け
で
、

グ
ル
ー
プ
Ｂ
の
蔵
書
印
の
中
に
は
そ
れ
を
思
わ
せ
る
も
の
も
認
め

ら
れ
る
の
で
、
や
や
足
下
が
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
き

く
言
え
ば
、
藤
本
重
郎
氏
に
関
わ
る
蔵
書
群
が
Ｂ
で
あ
り
、
そ
れ

ら
は
現
在
の
河
本
家
蔵
書
の
中
で
言
え
ば
、
最
も
新
し
い
時
期
の

収
蔵
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
河
本
家
の
現
在
の
蔵
書
は
、
近
世
中
期
頃

か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
の
長
期
間
に
渡
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
流

動
的
な
蔵
書
の
あ
り
方
に
こ
そ
注
目
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ

る
。

四
　
蔵
書
の
特
色

　

河
本
家
蔵
書
の
特
色
を
簡
単
に
述
べ
よ
う
と
思
う
。
言
う
ま
で

も
な
く
現
在
の
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
そ
の

膨
大
な
量
で
あ
る
。
約
八
百
五
十
種
、
五
千
冊
弱
と
い
う
分
量
は
、

地
方
の
一
民
間
の
家
の
古
典
籍
の
蔵
書
数
と
し
て
は
あ
ま
り
に
多

過
ぎ
る
。
鳥
取
県
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
全
国
的
に
見
て
も
珍

し
い
の
で
は
な
い
か
。

　

膨
大
な
量
は
自
ず
と
多
種
多
様
な
書
籍
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

も
繋
が
る
。
文
学
・
歴
史
・
仏
教
・
神
道
・
産
業
・
目
録
・
書

道
・
往
来
物
・
漢
籍
・
日
本
漢
文
な
ど
な
ど
、
そ
の
分
野
と
ジ
ャ

ン
ル
の
広
が
り
は
や
は
り
圧
倒
的
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
結
果
的

に
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
一
個
人
の
蔵
書
群
か
ら
よ
り
社
会
的
・
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六

公
共
的
な
蔵
書
群
へ
と
成
長
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
言

え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
稀
少
な
書
物
の
所
蔵
の
あ
る
こ
と
も
押
さ
え
て

お
き
た
い
。
こ
こ
で
、
具
体
的
な
書
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
伝
来
自
体
が
極
め
て
稀
な
も
の
、
ま
た
孤
本
（
河
本
家
に

よ
る
制
作
）
の
存
在
は
学
術
的
な
意
味
に
お
い
て
大
変
貴
重
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
蔵
書
自
体
の
あ
り
方
と
し
て
、
そ
の
集
積
・

成
長
は
あ
る
に
し
て
も
、
散
佚
の
形
跡
が
ほ
ぼ
見
当
た
ら
な
い
こ

と
も
興
味
深
い
。
例
え
ば
、
河
本
家
に
関
わ
る
蔵
書
印
を
持
つ
古

典
籍
は
、河
本
家
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
一
切
確
認
で
き
て
い
な
い
。

散
佚
の
形
跡
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
住
居

と
な
っ
た
建
築
物
の
維
持
や
、
地
域
の
共
同
体
の
安
定
し
た
継
承

な
ど
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
蔵
書
と
と
も

に
こ
れ
も
膨
大
に
残
さ
れ
た
古
文
書
か
ら
は
、
逆
に
蔵
書
に
関
わ

る
記
載
も
あ
り
得
る
わ
け
で
、
こ
う
し
た
古
文
書
の
残
存
も
幸
運

と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

河
本
家
蔵
書
自
体
に
戻
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
所
蔵
の
多
く
の
部

分
は
近
世
期
の
版
本
で
あ
り
、
書
誌
学
的
に
見
て
、
際
だ
っ
て
古

い
と
か
、
す
べ
て
の
蔵
書
が
絶
対
的
に
稀
少
で
あ
る
、
と
言
う
べ

き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
蔵
書
を
群
と

し
て
見
た
時
、
ま
た
地
域
史
や
地
域
文
化
と
の
関
連
で
見
た
時
、

こ
こ
に
含
ま
れ
る
情
報
は
あ
る
一
定
の
学
術
的
な
刺
激
を
与
え
続

け
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
蔵
書
群
は
、
歴
史
的
・
文
化
的

総
体
と
い
う
広
い
概
念
か
ら
捉
え
る
べ
き
資
料
で
あ
り
、
文
学
研

究
な
い
し
は
歴
史
研
究
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
学
問
領
域
の
み
か
ら

の
判
断
を
嫌
う
傾
向
に
あ
る
も
の
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
資
料

自
体
は
も
と
よ
り
何
ら
か
の
学
術
研
究
の
た
め
に
存
し
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
近
年
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
逆
に
そ

の
意
義
に
つ
い
て
問
い
返
さ
れ
る
べ
き
は
、
む
し
ろ
現
在
の
私
た

ち
の
資
料
へ
の
向
き
合
い
方
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

五
　
『
百
番
歌
合
』
を
読
む

　

河
本
家
の
蔵
書
に『
百
番
歌
合
』と
い
う
の
が
あ
る５【
写
真
３
・

４
】。
こ
れ
は
蔵
書
家
で
も
あ
っ
た
十
二
代
河
本
通
繕
の
主
催
・

編
集
と
思
わ
れ
る
歌
合
で
あ
る
。
判
者
は
、
歌
人
の
小
谷
古
蔭
が

想
定
さ
れ
る
が
、
明
確
で
は
な
い
。
歌
合
で
あ
る
か
ら
、
左
右
に

分
か
れ
て
歌
を
詠
み
合
い
、
そ
の
上
で
判
者
が
判
詞
を
述
べ
、
勝

敗
を
定
め
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
数
番
を
取
り
上
げ
、
そ 

の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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　　 ─ 《論文》

七

二
十
五
番　

左　

同
（
鹿
）

さ
や
か
な
る
月
に
こ
こ
ろ
を
す
ま
さ
ず
は
を
し
か
の
声
は
き

こ
え
ざ
ら
な
ん　

通
繕

　
　
　
　
　

右

山
川
の
お
と
に
せ
か
れ
て
た
し
か
に
は
き
か
で
更
行
く
さ
を

し
か
の
声

　

左　

結
句
「
ざ
ら
な
ん
」
と
い
ふ
詞
は
「
ど
ふ
ぞ
聞
こ
え

ぬ
や
う
に
」
と
願
ふ
意
也
。
こ
れ
ら
も
『
言
葉
の
八
衢
』
を

見
れ
ば
く
わ
し
く
知
ら
る
べ
し
。「
ざ
ら
ま
し
」
と
す
べ
し
。

　

右　

一
首
の
し
ら
べ
と
と
の
は
ず
。
左
勝
。

　

こ
の
二
十
五
番
で
は
「
鹿
」
を
詠
ん
で
い
る
。
左
は
十
二
代
の

通
繕
で
、
右
の
詠
者
は
不
明
で
あ
る
。
歌
の
後
が
判
詞
で
あ
り
、

ま
ず
判
者
は
左
の
歌
の
文
法
的
な
誤
り
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い

る
。
左
の
歌
で
通
繕
は
「
牡
鹿
の
声
は
聞
こ
え
な
い
だ
ろ
う
」
と

い
う
意
味
で
詠
み
た
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ざ

ら
な
ん
」
で
は
、「
ざ
ら
」
が
打
消
し
の
助
動
詞
「
ず
」
の
未
然

形
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
接
続
の
関
係
上
、
次
の
「
な
ん
」
が
誂

え
（
願
望
）
の
終
助
詞
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
判
者
の
言
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八

う
よ
う
に
「
ど
ふ
ぞ
聞
こ
え
ぬ
や
う
に
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、

通
繕
の
意
識
と
は
異
な
っ
て
し
ま
う
。
無
理
に
文
法
的
に
処
理
す

れ
ば
、「
ざ
り
な
ん
」（
打
消
し
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
用
形
に
、

強
意
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
、
推
量
の
助
動
詞
「
む
（
ん
）」）

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
が
、
判
者
は
「
ざ
ら
ま
し
」
を
提

案
し
て
い
る
。「
ま
し
」
は
反
実
仮
想
の
意
味
で
あ
り
、
歌
こ
と

ば
と
し
て
も
、
実
際
に
は
聞
こ
え
て
い
る
と
い
う
状
況
説
明
の
点

に
お
い
て
も
適
当
で
あ
る
。こ
の
判
詞
は
著
し
く
教
育
的
で
あ
り
、

そ
こ
に
載
せ
る
『
詞
八
衢
』
は
本
居
春
庭
著
の
文
法
書
で
あ
る
。

な
お
、『
詞
八
衢
』
は
河
本
家
の
蔵
書
中
に
も
あ
り
、
関
連
性
を

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
左
の
歌
、
文
法
的
に
は
間
違
っ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
わ
け
か
「
勝
」
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

二
十
六
番　

左　

山
家
鹿

世
を
い
と
ふ
片
山
蔭
に
住
む
と
て
も
つ
ま
こ
ふ
鹿
の
声
は
淋

し
き

　
　
　
　
　

右

霜
ふ
け
て
あ
ら
し
さ
え
行
松
の
戸
に
う
き
世
か
は
し
き
鹿
の

声
か
な　

通
繕

　

左　
「
妻
こ
ふ
鹿
」
と
い
ふ
も
『
八
衢
』
に
か
な
は
ず
。「
つ

ま
と
ふ
鹿
」
と
す
べ
し
。「
恋
ふ
」
と
い
ふ
時
は
「
こ
ふ
る
」

と
な
く
て
は
語
格
た
が
へ
り
。

　

右　

四
ノ
句
「
う
き
世
を
き
そ
ふ
」
と
す
べ
し
。
左
右
と

も
に
上
の
句
、
猶
お
だ
や
か
な
ら
ず
。
此
番
持
。

　

続
く
二
十
六
番
で
も
文
法
的
な
判
詞
が
目
立
つ
。左
の
歌
の「
妻

恋
ふ
鹿
」
は
間
違
い
で
、
上
一
段
活
用
の
「
恋
ふ
」
の
連
体
形
は

「
恋
ふ
る
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
別
に
「
妻

問
ふ
鹿
」
を
提
案
し
て
い
る
。
歌
語
で
あ
る
か
ら
、
文
法
的
に
整

合
性
が
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
最
後
に
あ

る
「
持
」
と
は
引
き
分
け
の
こ
と
で
あ
る
。

四
十
九
番　

左　

雪

都
に
も
冬
き
に
け
ら
し
打
わ
た
す
柳
桜
に
ふ
れ
る
白
雪

　
　
　
　
　

右

し
づ
か
な
る
す
が
た
も
見
え
で
高
砂
の
松
の
嵐
も
雪
と
こ
そ

な
れ　

遊
子

　

左　
（
一
字
不
明「
拙
」か
）雑
に
し
て
と
と
の
ひ
が
た
し
。

　

右　

初
・
二
「
鐘
の
音
も
間
ど
ほ
に
く
れ
て
」
と
あ
り
て
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　　 ─ 《論文》

九

「
あ
ら
し
は
」
と
す
べ
し
。
語
勢
つ
よ
く
し
て
『
新
古
今
』

の
風
致
あ
り
。
論
な
く
勝
。

　

少
し
飛
ぶ
が
四
十
九
番
で
、
歌
題
は
「
雪
」
で
あ
る
。
右
の
歌

は
詠
者
が「
遊
子
」で
あ
る
が
、ど
う
い
う
人
物
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
右
の
歌
に
つ
い
て
、
判
詞
を
基
に
作
り
直
す
と
「
鐘
の
音
も

間
遠
に
暮
れ
て
高
砂
の
松
の
嵐
は
雪
と
こ
そ
な
れ
」
と
な
り
、
傍

線
部
が
元
の
歌
か
ら
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
添
削
と

言
う
よ
り
も
、
読
み
直
し
の
よ
う
な
観
さ
え
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
歌
は
『
新
古
今
集
』
の
「
風
致
」
が
あ
っ
て
「
勝
」
だ
と
い
う
。

こ
こ
ま
で
大
き
く
改
変
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
歌
が
勝
っ

て
し
ま
う
の
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
ど
う
や
ら
判
者
は
『
新
古

今
集
』
を
高
く
評
価
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
鳥
取
藩
で
は

衣
川
長
秋
が
『
新
古
今
集
』
の
口
語
訳
を
執
筆
し
た
こ
と
な
ど
も

あ
り
、
そ
の
関
係
で
因
伯
歌
壇
に
お
い
て
は
『
新
古
今
和
歌
集
』

の
評
価
が
相
対
的
に
高
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
地
域

の
事
情
や
学
統
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

七
十
二
番　

左　

冬
恋

待
ち
わ
び
て
ま
た
か
き
ち
ら
す
う
づ
み
火
も
な
み
だ
に
き
ゆ

る
夜
半
も
有
り
け
り　

遊
子

　
　
　
　
　

右

冬
が
れ
の
言
の
葉
草
は
く
ち
ぬ
と
も
思
ふ
か
ぎ
り
は
し
ひ
て

頼
ま
ん

　

左　

二
ノ
句「
か
き
の
み
お
こ
す
」と
あ
り
て
、四
・
五「
な

み
だ
の
露
に
き
ゆ
る
夜
は
哉
」
と
す
べ
し
。

　

右　

上
ノ
句　

聞
こ
え
が
た
し
。『
鰒
玉
集
』
に
「
忘
れ

草
枯
れ
行
く
冬
に
也
に
け
り
つ
れ
な
き
人
も
し
ひ
て
た
の
ま

ん
」と
い
ふ
歌
あ
り
。か
く
よ
め
ば
よ
く
と
と
の
へ
り
。左
勝
。

　

こ
の
七
十
二
番
も
大
幅
な
改
変
を
求
め
て
い
る
。
先
程
と
同
様

に
左
の
歌
を
判
者
の
意
向
に
沿
っ
て
改
変
す
る
と
、「
待
ち
わ
び

て
か
き
の
み
お
こ
す
埋
み
火
も
涙
の
露
に
消
ゆ
る
夜
半
か
な
」
と

こ
の
よ
う
に
だ
い
ぶ
異
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
歌
が
勝
っ
て
し
ま

う
の
も
、
前
の
例
と
よ
く
似
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
右
の
歌

で
、
こ
こ
で
は
加
納
諸
平
編
『
類
題
鰒
玉
集
』
の
歌
が
引
か
れ
て

い
る
。『
類
題
鰒
玉
集
』
は
第
七
編
ま
で
あ
り
、
幕
末
期
の
歌
集

と
し
て
特
に
重
要
な
も
の
と
言
え
る
。
主
に
柿
園
派
と
呼
ば
れ
る

歌
人
た
ち
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
因
伯
歌
壇
は
そ
の
柿
園

派
が
大
変
強
い
地
域
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
反
映
さ
れ
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一
〇

た
判
詞
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、『
類
題
鰒
玉
集
』
も
河
本

家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

九
十
一
番　

左　

同
（
駒
か
）

い
ざ
け
ふ
は
の
り
て
を
ゆ
か
ん
雲
井
に
も
と
ふ
べ
く
な
か
ぬ

鶴
ぶ
ち
の
駒　

通
繕

　
　
　
　
　

右

君
が
よ
の
千
よ
の
す
が
た
に
な
び
く
ら
し
牧
の
あ
ら
駒
鶴
ぶ

ち
に
し
て　
　

好
繁

　

左　

三
・
四
・
五
句　

飯
田
秀
雄
ぬ
し
の
歌
に
似
寄
て
よ
ろ

し
か
ら
ず
。

　

右　

よ
く
聞
こ
え
た
り
。
論
な
く
勝
。

　

九
十
一
番
で
あ
る
が
、
左
の
歌
が
飯
田
秀
雄
（
一
七
九
一
～

一
八
五
九
）
に
似
て
い
て
よ
く
な
い
の
だ
と
指
摘
す
る
。
飯
田
秀

雄
は
江
戸
時
代
後
期
の
神
職
で
、
歌
人
。
飯
田
俊
子
・
年
平
の
父

に
あ
た
る
人
物
で
も
あ
る
。
先
の
衣
川
長
秋
に
師
事
し
た
後
、
和

歌
山
で
本
居
大
平
、
加
納
諸
平
に
学
ん
で
い
る
。
こ
の
判
詞
の
解

釈
で
あ
る
が
、
判
者
に
よ
る
飯
田
秀
雄
の
詠
歌
自
体
に
対
す
る
評

価
が
そ
も
そ
も
低
い
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
詠
歌
に
似
て
い
る
こ

と
に
対
す
る
単
純
な
指
摘
な
の
か
、
や
や
判
断
に
迷
う
と
こ
ろ
で

あ
る
。
た
だ
、
飯
田
秀
雄
と
い
う
具
体
的
な
人
物
名
が
こ
こ
に
記

さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

河
本
家
の
面
々
は
、
幕
末
期
の
因
伯
歌
壇
の
動
き
に
関
係
が

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
立
ち
位
置
は
加
納
諸
平
を

中
心
と
し
た
柿
園
派
の
末
流
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
示

し
た
通
繕
の
和
歌
は
歌
人
の
和
歌
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
学
ぼ

う
と
す
る
者
の
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
学
び
」
の
姿
勢
こ
そ
が
、

彼
ら
の
詠
歌
の
拙
劣
さ
を
超
え
て
、
当
時
の
地
域
文
化
の
実
際
的

な
あ
り
様
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
わ
け
で
あ
る
。
地
方
歌

壇
の
あ
り
様
は
全
国
的
な
状
況
と
地
域
的
な
状
況
の
二
面
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
る
。
普
遍
的
な
意
味
で
の
近
世
後
期
の
全
国
的
な
文

芸
層
の
広
が
り
と
、
柿
園
派
の
隆
盛
が
特
に
顕
著
だ
が
、
因
伯
地

域
に
お
け
る
独
自
性
の
双
方
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

河
本
家
の
蔵
書
群
は
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
大
き
な
示
唆

を
与
え
る
。
そ
れ
は
、『
百
番
歌
合
』
か
ら
読
み
取
れ
る
問
題
と

同
時
に
、
現
在
の
河
本
家
蔵
書
の
語
る
も
の
の
こ
と
で
も
あ
る
。

和
歌
関
連
の
資
料
が
あ
る
一
定
の
ま
と
ま
り
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る

点
と
、
河
本
家
自
体
の
文
芸
的
活
動
と
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ

た
の
だ
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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　　 ─ 《論文》

一
一

六
　
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
化
の
効
果
と
展
望

　

現
在
、
河
本
家
蔵
書
は
着
々
と
デ
ジ
タ
ル
保
存
な
ら
び
に
公
開

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
発
揮
す

る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
技
術
的
・
環
境
的
な
問
題
で
言
え
ば
、
こ
れ
は
私
が
河

本
家
の
蔵
書
調
査
を
始
め
た
頃
に
比
べ
て
雲
泥
の
差
と
い
う
ほ
か

は
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
本
の
詳
細
を
見

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、肉
眼
よ
り
よ
く
見
え
る
こ
と
す
ら
あ
る
。

一
方
、
広
が
り
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
世
界
中
の
人
々
が
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
特
に
海
外
の
研
究

者
に
と
っ
て
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

調
査
研
究
活
動
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
な
意
味
で
の
効
果
も
考

え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
教
育
活
動
で
あ
る
が
、
大
学
・
高
校
・
中

学
校
・
小
学
校
な
い
し
は
社
会
人
向
け
講
座
等
の
教
材
と
し
て
の

利
用
に
適
し
て
い
る
。
実
際
に
勤
務
先
の
大
学
で
の
講
義
や
、
一

般
向
け
の
公
開
講
座
で
本
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
が
、
有
効
性
を
実

感
で
き
る
。
さ
ら
に
、
地
域
社
会
と
い
う
枠
組
み
で
見
れ
ば
、
こ

の
こ
と
が
特
に
琴
浦
町
を
中
心
に
し
て
文
化
的
な
刺
激
を
与
え
続

け
る
可
能
性
が
見
て
取
れ
よ
う
。
例
え
ば
「
和
本
の
ま
ち　

こ
と

う
ら
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
地
域
性
を
示
す
こ
と
も
で
き
る
に
違

い
な
い
。

　

一
方
、
現
実
的
な
問
題
と
し
て
こ
れ
ら
の
蔵
書
に
用
い
ら
れ
て

い
る
変
体
仮
名
や
く
ず
し
字
は
誰
も
が
す
ら
す
ら
と
読
め
る
わ
け

で
は
な
い
。
専
門
的
な
教
育
と
本
人
の
努
力
が
ど
う
し
て
も
必
要

に
な
る
。
各
書
籍
の
解
題
は
も
と
よ
り
、
翻
字
や
現
代
語
訳
の
掲

載
へ
む
け
て
の
取
組
み
も
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、

こ
う
し
た
作
業
を
全
て
の
資
料
に
つ
い
て
行
う
の
は
現
状
で
は
困

難
で
あ
り
、
既
に
紙
ベ
ー
ス
で
公
開
し
た
翻
字
等
の
再
活
用
を
進

め
る
方
が
現
実
的
な
よ
う
で
あ
る
。

七
　
ま
と
め
に
か
え
て

　

や
や
雑
駁
で
は
あ
っ
た
が
、
河
本
家
の
蔵
書
に
つ
い
て
の
考
察

を
ま
と
め
て
み
た
。
や
は
り
、
蔵
書
全
体
を
見
渡
す
と
い
う
こ
と

は
一
個
人
の
力
量
を
超
え
る
も
の
だ
と
、
改
め
て
認
識
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
む
し
ろ
広
く
公
開
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

デ
ジ
タ
ル
化
の
一
方
で
、
実
物
の
保
存
・
保
管
に
つ
い
て
も
よ

り
意
識
的
で
あ
り
た
い
と
思
う
。
河
本
家
の
蔵
書
は
幸
運
に
も
今

私
た
ち
の
現
前
に
あ
る
。た
だ
し
、そ
れ
は
様
々
な
偶
然
の
重
な
っ
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一
二

た
結
果
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
文
化
財
的
資
料
を
残
し
続
け
る
と

い
う
営
み
は
常
に
困
難
を
伴
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

偶
然
性
を
重
く
受
け
止
め
、
こ
の
偶
然
が
さ
ら
に
続
く
こ
と
を
願

う
ば
か
り
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
は
「
河
本
家
稽
古
有
文
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
─
古
典

籍
発
見
の
軌
跡
と
そ
の
展
望
─
」（
於
琴
浦
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「
ま
な
び
タ
ウ
ン
と
う
は
く
」　

二
〇
一
六
年
一
〇
月
三
〇
日
）
に

お
け
る
基
調
講
演
を
基
に
し
て
い
る
。

注１　

原
豊
二
「
稽
古
有
文
館
蔵
『
礼
儀
類
典
』
図
絵
」『
米
子
工
業
高

等
専
門
学
校
研
究
報
告
』
三
十
六
号
（
二
〇
〇
〇
）。
後
に
『
源
氏

物
語
と
王
朝
文
化
誌
史
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
）
所
収
。

２　

原
豊
二
・
山
藤
良
治
「
稽
古
有
文
館
（
河
本
家
）
蔵
古
典
籍
目
録
」

『
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』
三
十
七
号
（
二
〇
〇
一
）。

３　

原
豊
二
「
稽
古
有
文
館
（
河
本
家
）
蔵
古
典
籍
解
題
」『
米
子
工

業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』
三
十
九
号
（
二
〇
〇
三
）。

４　

藤
本
文
庫
な
ら
び
に
米
子
市
立
図
書
館
の
設
置
に
つ
い
て
は
『
新

修
米
子
市
史　

第
三
巻　

通
史
編　

近
代
』（
米
子
市
、
二
〇
〇
七
）

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

５　

原
豊
二
「
稽
古
有
文
館
蔵
『
百
番
歌
合
』
翻
刻
と
解
題
」『
専
修

総
合
科
学
研
究
』
一
〇
号
（
二
〇
〇
二
）
が
あ
る
が
、
翻
字
ミ
ス
が

多
い
。
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
て
確
認
の
上
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

付
記
・
河
本
家
の
蔵
書
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
以
下
のT

RC-A
D

EA
C

株
式
会
社
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
シ

ス
テ
ム
か
ら
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。

https://trc-adeac.trc.co.jp/W
J11C0/W

JJS02U
/3290515100
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