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本
書
は
、
三
人
の
ベ
テ
ラ
ン
研
究
者
と
、
三
人
の
気
鋭
の
若
手
研
究
者
の
論
考
か

ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
が
力
作
で
、
充
実
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
本
の
タ

イ
ト
ル
は
い
か
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
書
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
こ
の
タ

イ
ト
ル
が
本
書
の
趣
旨
の
本
質
的
部
分
を
端
的
に
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
通

読
す
る
と
、
良
い
意
味
で
の
〝
満
腹
感
〞
が
得
ら
れ
る
良
書
で
あ
る
。
以
下
、
各
論

考
の
紹
介
を
し
つ
つ
、
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
く
。

本
書
を
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浪
川

　
健
治

　

ま
ず
冒
頭
に
、
編
者
浪
川
健
治
氏
に
よ
る
標
記
の
文
章
が
置
か
れ
、
本
書
を
編
む

う
え
で
の
考
え
方
と
各
章
の
概
要
が
示
さ
れ
る
。
編
者
は
、
存
在
様
態
の
変
化
を
歴

史
的
に
捉
え
る
と
き
に
必
要
と
な
る
「
時
間
」
と
「
空
間
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は

「
人
間
の
生
き
る
「
場
」
と
し
て
存
在
し
、
人
間
の
生
活
や
生
産
、
知
識
や
認
識
に

重
層
的
な
基
底
性
と
変
化
の
モ
メ
ン
ト
を
与
え
る
」
と
す
る
。
と
く
に
前
近
代
で

は
、
人
間
の
生
活
を
刻
み
、
営
み
の
「
場
」
で
あ
っ
た
も
の
は
地
域
と
し
て
あ
ら
わ

れ
、
近
世
日
本
で
は
封
建
領
主
の
政
治
支
配
単
位
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た

う
え
で
、
封
建
的
割
拠
を
越
え
る
労
働
力
＝
民
衆
移
動
に
注
目
す
る
。
十
八
世
紀
後

期
に
は
ロ
シ
ア
の
北
東
ア
ジ
ア
進
出
も
加
わ
り
、
列
島
の
北
域
、
列
島
内
の
各
地
域

で
労
働
力
＝
民
衆
移
動
が
繰
り
返
さ
れ
、
十
九
世
紀
に
入
る
と
資
本
主
義
諸
国
の
接

近
に
よ
り
対
外
関
係
は
変
質
し
、
世
界
認
識
の
構
造
化
が
進
ん
で
く
る
。
本
書
は
こ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
、「
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
展
開
を
、
地
域
社
会
の
変

質
と
対
外
関
係
の
変
化
の
あ
り
よ
う
と
そ
の
意
味
か
ら
考
察
」
し
、「
そ
れ
ら
を
意

識
し
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
知
」
的
営
為
に
考
察
を
及
ぼ
す
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　

や
や
抽
象
的
な
文
章
だ
が
、
本
書
全
体
を
読
ん
で
改
め
て
こ
の
文
章
を
読
む
と
、

本
書
編
集
の
趣
旨
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。

第
Ⅰ
部
　
列
島
北
域
の
異
文
化
受
容
と
「
同
化
」

1
　
北
奥
社
会
の
変
容
と
海
峡
地
域
の
形
成

　
　
　
―
人
・
も
の
の
海
峡
往
来
を
通
し
て
―
　
　
　
　
　
　
瀧
本
　
壽
史

　

ま
ず
、
津
軽
海
峡
は
分
断
の
海
峡
で
は
な
く
、
松
前
・
蝦
夷
地
と
を
結
ぶ
海
上
往

来
の
動
脈
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
弘
前
藩
・
盛
岡
藩
の
指
定
湊
に
よ
る
統
制
の

体
制
が
、
十
八
世
紀
に
は
「
抜
荷
」「
隠
積
」
と
い
っ
た
行
為
に
よ
り
動
揺
し
て
い
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
動
揺
が
北
前
船
の
活
動
と
関
連
し
て
い

る
こ
と
を
、
奉
納
さ
れ
た
船
絵
馬
・
仏
像
・
石
造
物
な
ど
か
ら
示
し
、
十
八
世
紀
後

半
以
降
の
、
藩
権
力
が
把
握
し
き
れ
な
い
新
た
な
海
峡
往
来
の
展
開
を
論
じ
る
。
蝦

夷
地
の
商
品
生
産
地
化
と
場
所
請
負
制
の
展
開
に
よ
り
、
北
奥
民
衆
が
「
松
前
挊か

せ
ぎ

」

と
し
て
蝦
夷
地
に
入
り
込
み
、
そ
れ
は
主
た
る
生
業
と
し
て
構
造
化
し
て
い
た
。
さ

〔
書
評
〕

　
浪
川
健
治
編

『
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ

　
―
流
動
化
す
る
地
域
と
構
造
化
す
る
世
界
認
識
―
』

木
村
　
直
也
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ら
に
、
蝦
夷
地
警
備
に
よ
っ
て
諸
士
の
往
来
や
物
資
輸
送
に
関
わ
る
民
衆
負
担
が
増

加
し
、
盛
岡
藩
領
・
弘
前
藩
領
で
一
揆
が
頻
発
し
、
民
衆
に
よ
る
抵
抗
に
よ
り
藩
領

域
を
超
え
た
地
域
的
結
合
＝
地
域
認
識
が
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
つ
い
で
、

弘
前
・
盛
岡
藩
に
よ
る
下
北
・
津
軽
半
島
沿
岸
部
の
本
州
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
同
化
政

策
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
外
圧
に
起
因
す
る
蝦
夷
地
内
国
化
に
よ
る
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、
蝦
夷
地
産
物
は
ア
イ
ヌ
文
化
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
ず
、
蝦
夷
地

渡
り
の
産
物
と
し
て
受
容
す
る
認
識
が
生
じ
た
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
蝦
夷
錦
が
仏

具
な
ど
と
し
て
残
り
、
ア
イ
ヌ
衣
料
の
ア
ッ
ト
ゥ
シ
が
和
人
社
会
の
労
働
着
と
し
て

定
着
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
海
峡
地
域
が
国
家
・
民
族
を

超
え
た
交
流
・
歴
史
的
展
開
を
体
現
す
る
場
で
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
同
時
進
行
の
地
域
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
。

　

本
稿
は
、
丹
念
な
実
証
を
織
り
込
み
つ
つ
、
近
世
後
期
に
お
け
る
内
憂
外
患
と
い

う
変
動
の
中
で
、
民
衆
の
活
動
に
よ
り
藩
領
域
を
超
え
た
海
峡
地
域
と
し
て
の
ま
と

ま
り
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
、
大
き
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
提
示
し
て
い
る
。
そ

の
前
向
き
な
評
価
に
つ
い
て
は
評
者
も
同
意
す
る
が
、
さ
ら
に
本
州
ア
イ
ヌ
を
同
化

し
つ
つ
、
中
央
集
権
的
な
明
治
政
府
の
も
と
で
当
該
地
域
が
辺
境
＝
開
発
対
象
地
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
の
関
連
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
い
っ
そ
う
考
察
が

深
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
細
か
い
こ
と
だ
が
、
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
民
事
事

件
に
お
い
て
内
済
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
異
民
族
と
し
て
、
一
つ

の
社
会
集
団
と
し
て
認
識
さ
れ
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
」（
五
二
頁
）
と
さ

れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
内
済
は
一
般
に
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
本
州
ア
イ
ヌ
と

し
て
独
自
な
形
で
あ
っ
た
の
か
、
今
ひ
と
つ
読
み
取
れ
な
か
っ
た
。

2
　
津
軽
ア
イ
ヌ
は
宝
暦
六
年
に
「
同
化
」
さ
れ
た
か
　
―
近
世
に
お
け
る
少
数

　
　
民
族
集
団
（eth

n
ic g
ro
u
p

）
の
歴
史
的
位
置
― 

浪
川
　
健
治

　

本
稿
は
、
弘
前
藩
に
お
け
る
「
狄え

ぞ

」（
本
州
ア
イ
ヌ
）
と
そ
の
「
同
化
」（
本
稿
で

は
「
狄
」
身
分
の
否
定
、「
狄
村
」
の
消
滅
を
意
味
す
る
）
の
実
態
に
つ
い
て
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。
弘
前
藩
で
は
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
年
に
乳
井
貢
が
外
ヶ

浜
を
巡
視
し
た
と
き
に
津
軽
の
ア
イ
ヌ
を
「
人
間
」
に
取
り
立
て
、「
同
化
」
し
た

と
語
ら
れ
続
け
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
国
日
記
」
な
ど
の
藩
政
史
料
に
は
記
さ
れ
て

お
ら
ず
、
諸
史
料
を
分
析
し
た
結
果
、
宝
暦
六
年
時
点
で
「
狄
」
の
百
姓
身
分
へ
の

組
み
込
み
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
ア
イ
ヌ
の
風
俗
が
「
正
民
同
様
」
に

な
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
後
も
「
狄
」
と
し
て
の
扱
い
や
儀
礼
行
為
は
存
続
し

て
い
た
と
す
る
。
で
は
な
ぜ
宝
暦
六
年
に
「
狄
」
支
配
が
停
止
さ
れ
た
と
さ
れ
、
伝

承
と
し
て
語
り
継
が
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
同
年
に
「
生
死
之
者
」
の
改
め
が
施
行

さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
宗
門
改
に
か
わ
る
新
た
な
人
身
把
握
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
が
外
ヶ
浜
を
巡
視
し
た
乳
井
貢
の
施
策
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
結
論
付
け

る
。
そ
し
て
、「
狄
」
の
風
俗
が
表
面
上
は
失
わ
れ
つ
つ
も
、「
狄
」
支
配
は
形
を
変

え
な
が
ら
そ
の
後
も
続
き
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
至
っ
て
「
正
民
同
様
」
に

取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。
対
外
的
緊
張
と
蝦
夷
地
の
「
内
国
」
化
が
進
む
な
か
で

弘
前
藩
で
も
「
狄
」
の
身
分
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
存
在
の
明
確
化
を
避

け
る
た
め
「
狄
」
支
配
停
止
は
周
知
さ
れ
ず
、
す
で
に
宝
暦
六
年
に
「
狄
」
支
配
が

停
止
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
伝
承
が
語
り
続
け
ら
れ
た
と
す
る
。

　

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
長
い
間
に
わ
た
っ
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
宝
暦
六
年
の
「
同

化
」
の
事
実
を
否
定
す
る
も
の
で
、
意
欲
的
か
つ
画
期
的
な
論
考
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
諸
史
料
を
精
緻
・
厳
密
に
分
析
し
た
う
え
で
の
結
論
で
あ
り
、
説
得
力
に
富
む
。
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た
だ
、
な
ぜ
乳
井
貢
が
「
狄
」
支
配
を
停
止
し
た
と
近
世
後
期
の
人
々
が
認
識
し
た

の
か
に
つ
い
て
、
宝
暦
六
年
の
新
た
な
人
身
把
握
に
引
き
ず
ら
れ
た
単
な
る
事
実
誤

認
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
何
か
積
極
的
・
意
図
的
な
意
味
づ
け
が
あ
っ
た
の
か
。

現
状
で
は
史
料
的
限
界
が
あ
る
と
は
思
う
が
、
欲
を
言
え
ば
も
う
少
し
説
明
が
ほ
し

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
Ⅱ
部
　
民
衆
移
動
と
統
合
の
論
理

1
　
労
働
力
移
動
を
め
ぐ
る
過
渡
期
と
し
て
の
文
化
・
文
政
期

　
　
　
―
文
政
期
元
結
一
件
か
ら
見
る
松
代
と
飯
田
―
　
　
　
速
渡
　
賀
大

　

ま
ず
、
飯
田
藩
・
松
代
藩
に
関
わ
る
先
行
研
究
が
、
他
地
域
と
の
相
互
の
影
響
に

つ
い
て
踏
み
込
み
に
欠
け
る
と
し
、
本
稿
で
は
地
域
間
の
つ
な
が
り
に
分
析
の
比
重

を
置
く
と
す
る
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
史
料
か
ら
、
飯
田
藩
で
は
他
領
か
ら

借
屋
人
が
流
入
し
て
商
品
生
産
に
携
わ
る
一
方
、
松
代
藩
が
飯
田
領
か
ら
元
結
職
人

を
引
き
抜
い
て
生
産
を
始
め
よ
う
と
し
、
紙
漉
の
技
術
の
流
出
も
懸
念
さ
れ
た
こ
と

を
示
し
、
飯
田
領
内
の
新
興
在
方
商
人
が
職
人
流
出
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。
次
に
、
飯
田
か
ら
江
戸
へ
元
結
・
水
引
を
送
る
権
限
を
め
ぐ
る
文
政
五
年
の

争
論
の
史
料
を
分
析
し
、
裁
許
に
よ
り
在
村
商
人
が
城
下
商
人
の
「
支
配
」
下
に
入

る
よ
う
指
示
さ
れ
た
が
、
す
で
に
在
村
商
人
や
借
屋
人
が
元
結
商
売
の
発
展
を
支
え

て
い
た
と
す
る
。
松
代
藩
は
文
化
・
文
政
期
に
商
品
生
産
に
向
け
て
活
発
な
動
き
を

示
し
、
元
結
を
特
産
物
候
補
と
し
、
ま
た
御
用
商
人
の
八
田
家
で
働
く
奉
公
人
平
兵

衛
は
、「
他
所
者
」
で
あ
り
な
が
ら
情
報
獲
得
な
ど
で
能
動
的
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
労
働
力
移
動
の
活
発
化
に
対
し
て
、
松
代
藩
・
飯
田
藩

が
規
制
を
加
え
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
天
保
期
に
か
け
て
現
状
を
認
め
て
い
く
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
文
化
・
文
政
期
が
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。

　

本
稿
は
史
料
を
博
捜
し
、
単
一
の
藩
に
留
ま
ら
ず
、
他
地
域
と
の
交
流
・
労
働
力

移
動
に
注
目
し
つ
つ
、
近
世
後
期
の
変
化
の
解
明
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
論
文
で

あ
る
。
著
者
も
課
題
と
し
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
広
く
他
地
域
と
の
関
連
を
追
究
す
る

必
要
は
あ
る
が
、
本
稿
の
事
例
だ
け
で
も
当
該
期
に
お
け
る
商
品
流
通
の
展
開
と
そ

れ
に
伴
う
労
働
力
移
動
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。
評
者
が
気
に
な
っ
た
点
と
し

て
、
ま
ず
、
本
稿
で
は
松
代
藩
の
元
結
生
産
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
結
論
付
け
て
い

る
（
一
三
九
頁
）
が
、
同
藩
の
妻
科
村
の
史
料
だ
け
か
ら
で
結
論
付
け
る
の
は
難
し

い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
著
者
は
、
松
代
藩
の
「
日
記
繰
出
」
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
人
馬
賃
銭
割
増
記
事
を
も
と
に
、
同
藩
産
物
の
流
通
ル
ー
ト
と
な
る
街
道
の
動
向

に
注
目
し
た
情
報
収
集
で
あ
る
と
す
る
（
一
四
六
頁
）
が
、
こ
の
掲
載
記
事
に
つ
い

て
、
幕
府
に
よ
る
人
馬
賃
銭
割
増
指
示
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
松
代
藩
産
物
の
流
通

ル
ー
ト
関
連
だ
け
を
抜
き
出
し
て
記
録
し
た
と
い
う
検
証
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

江
戸
幕
府
日
記
（「
柳
営
日
次
記
」「
年
録
」
な
ど
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
人
馬
賃
銭

割
増
記
事
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
よ
い
。

2
　
大
名
巡
見
時
に
お
け
る
上
級
家
臣
と
の
関
係

　
　
　
―
萩
毛
利
家
に
お
け
る
「
御
国
廻
」
を
事
例
に
―
　
　
根
本
み
な
み

　

本
稿
は
、
地
方
知
行
制
を
採
る
萩
毛
利
家
に
お
い
て
、
上
級
家
臣
の
領
地
に
大
名

が
訪
問
す
る
こ
と
の
意
義
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
萩
毛
利

家
で
は
近
世
初
期
か
ら
、
初
入
国
し
た
大
名
が
領
内
を
巡
見
す
る
「
御
国
廻
」
が
行

わ
れ
て
き
た
が
、
行
程
上
に
領
地
を
も
つ
上
級
家
臣
は
「
家
」
を
挙
げ
て
対
応
し
た
。
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寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
行
わ
れ
た
六
代
当
主
宗
広
の
「
御
国
廻
」
で
は
、
三
末

家
や
岩
国
吉
川
家
、
須
佐
益
田
家
へ
の
下
賜
に
関
す
る
出
費
が
削
減
さ
れ
た
。
阿
川

毛
利
家
は
、
宗
広
の
宿
泊
場
所
を
自
ら
の
田
屋
（
在
郷
住
宅
）
に
す
る
よ
う
申
し
入

れ
、
須
佐
益
田
家
が
田
屋
へ
の
大
名
宿
泊
時
に
献
上
・
拝
領
を
許
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
そ
う
し
た
費
用
増
大
を
伴
う
格
式
の
変
更
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す

る
こ
と
で
、
阿
川
毛
利
家
へ
の
田
屋
宿
泊
は
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
後
「
御
国
廻
」
は

実
現
し
な
い
が
、
湯
治
、
寺
院
拝
礼
、「
御
船
召
初
」
な
ど
に
伴
う
大
名
の
巡
見
は

行
わ
れ
、
そ
の
際
に
大
名
は
民
衆
と
も
接
触
し
、
臨
時
の
立
ち
寄
り
と
い
う
形
で
家

臣
の
領
地
を
訪
問
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
幕
末
期
の
巡
見
に
は
、
海
防
に
か
か
わ
る

視
察
が
目
的
に
加
わ
る
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
北
浦
巡
見
の
と
き
に
敬
親
は

須
佐
も
訪
問
し
た
が
、
須
佐
益
田
家
の
田
屋
を
萩
毛
利
家
が
借
り
上
げ
る
形
を
取
り
、

須
佐
益
田
家
か
ら
の
献
上
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
須
佐
益
田
家
は
萩
毛
利
家

側
と
相
談
し
つ
つ
、
か
つ
て
の
「
御
国
廻
」
に
準
じ
る
形
で
準
備
し
、
敬
親
の
好
む

物
を
用
意
し
て
「
御
内
献
上
」
を
行
い
、「
家
」
の
格
式
を
保
と
う
と
し
た
。
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
て
著
者
は
、
大
名
に
よ
る
領
地
訪
問
は
、
家
臣
の
「
家
」
の
あ
り
方
に

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
結
論
付
け
る
。

　

本
稿
で
は
大
名
の
領
内
巡
見
の
実
態
、
と
り
わ
け
最
上
級
家
臣
の
対
応
に
つ
い
て

詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
読
者
が
新
た
に
得
ら
れ
る
知
見
も
多
い
。
た
だ
上
級

家
臣
の
「「
家
」
の
あ
り
方
」
に
関
し
て
は
あ
ま
り
具
体
的
な
説
明
が
な
く
、
も
う

少
し
根
源
的
な
考
察
・
言
及
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
著
者
も
今
後

の
課
題
と
し
て
い
る
が
、
大
名
の
巡
見
や
上
級
家
臣
ら
の
対
応
が
、
家
臣
団
内
部
で

ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
し
、
さ
ら
に
領
内
の
民

衆
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
も
考
察
を
広

げ
る
と
、
大
名
巡
見
の
よ
り
豊
か
な
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
Ⅲ
部
　
構
造
化
す
る
世
界
認
識

1
　
大
槻
平
泉
の
対
外
認
識
　
―
『
経
世
体
要
』
に
み
る
内
憂
と
外
患
―

　 

阿
曾
　
歩

　

ま
ず
著
者
は
、
各
地
を
遊
歴
し
た
の
ち
仙
台
藩
の
養
賢
堂
の
学
頭
と
な
り
、
学
制

改
革
を
推
進
し
た
大
槻
平
泉
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
彼
の
生
涯
に
つ
い
て
紹
介
し

た
う
え
で
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
の
自
序
が
あ
る
『
経
世
体
要
』
に
つ
い
て
論

じ
て
い
く
。
同
書
は
匿
名
で
書
か
れ
、
国
の
成
り
立
ち
、
天
皇
、
学
問
、
政
治
体
制
、

海
防
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
平
泉
の
「
守

禦
」
の
認
識
を
も
と
に
、「
内
憂
」
と
「
外
患
」
に
分
け
て
分
析
す
る
。「
内
憂
」
と

し
て
は
、
平
泉
は
中
国
を
尊
ん
で
「
皇
国
」
を
蔑
む
学
者
た
ち
の
存
在
を
憂
い
て
い

る
が
、
著
者
は
近
世
知
識
人
た
ち
の
華
夷
意
識
を
紹
介
し
つ
つ
、
平
泉
は
「
世
界
を

知
り
、
中
国
が
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
ま
っ
た
、
自
国
中
心
主
義
と
も
い

う
べ
き
考
え
方
」（
二
二
〇
頁
）
で
あ
り
、「「
皇
国
」
の
「
国
体
」
を
知
り
、
そ
の

根
幹
で
あ
る
「
皇
統
」
を
重
視
し
、
講
究
し
、
守
護
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
」

（
二
二
六
頁
）
と
す
る
。
つ
い
で
「
外
患
」
と
し
て
は
、
平
泉
が
長
崎
で
レ
ザ
ー
ノ

フ
来
航
を
間
近
で
見
て
幕
府
の
対
応
を
批
判
し
、
日
本
国
全
体
が
海
防
の
備
え
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
た
め
の
「
制
度
」（「
外
備
え
」「
内
備
え
」）

の
整
備
、「
封
建
制
」
の
利
点
、「
時
勢
」
を
み
る
必
要
、
海
防
訓
練
と
し
て
の
捕
鯨

な
ど
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
最
後
に
著
者
は
、
平
泉
の
「
実
学
」
的
側
面
の

み
な
ら
ず
儒
学
的
側
面
も
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
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本
稿
は
、
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
大
槻
平
泉
と
『
経
世
体
要
』
に
つ
い
て
丁
寧

に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
知
識
人
な
ら
で
は
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い

て
興
味
深
い
。
な
お
、
著
者
は
二
三
四
頁
で
北
方
防
禦
の
た
め
の
「
参
勤
交
代
の
制

度
の
導
入
」
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
参
勤
交
代
」
の
用
語
使
用
に
は
違
和

感
が
あ
り
、
説
明
が
ほ
し
い
。
ま
た
、
平
泉
が
明
示
し
て
い
な
い
「
内
憂
」
と
「
外

患
」
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る
が
、「
内
憂
」
の
中
身
が
今
ひ
と
つ
明
瞭
で
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
（「
皇
国
」
を
蔑
む
学
者
た
ち
に
つ
い
て
は
説
明
）。
近
世
後
期
に

は
「
内
憂
外
患
」
が
問
題
に
な
り
、
松
平
定
信
や
徳
川
斉
昭
ら
の
著
述
で
は
、「
外

患
」
に
対
置
さ
れ
る
「
内
憂
」
は
一
揆
・
打
ち
こ
わ
し
を
中
心
と
し
た
社
会
不
安
を

指
し
て
い
る
の
だ
が
、
平
泉
の
認
識
は
ど
う
な
の
か
。
さ
ら
に
『
経
世
体
要
』
の
文

章
に
は
、
他
の
思
想
家
と
同
じ
よ
う
な
言
説
も
み
ら
れ
る
。
神
道
と
と
も
に
儒
教
も

重
視
し
た
と
い
う
平
泉
特
有
の
側
面
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち

の
影
響
を
受
け
、
平
泉
独
自
の
認
識
は
ど
こ
か
に
つ
い
て
も
う
少
し
切
り
込
む
と
、

よ
り
『
経
世
体
要
』
の
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

2
　
馬
場
為
八
郎
の
『
魯
西
亜
来
聘
紀
事
』
に
つ
い
て
　
　
　
楠
木
　
賢
道

　

本
稿
は
、
長
崎
の
阿
蘭
陀
通
詞
の
馬
場
為
八
郎
が
記
し
た
『
魯
西
亜
来
聘
紀
事
』

の
内
容
、
執
筆
背
景
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
近
世
後
期
に
福
居
芳
麿
が
奇

書
珍
本
類
を
書
写
し
た
『

か
い

谷こ
く

叢
説
』
の
所
蔵
状
況
を
紹
介
し
、
そ
こ
に
『
魯
西
亜

来
聘
紀
事
』
が
収
録
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。
馬
場
為
八
郎
は
文
化
元
年

（
一
八
〇
四
）
に
長
崎
で
レ
ザ
ー
ノ
フ
来
航
に
対
処
し
、
そ
の
後
フ
ヴ
ォ
ス
ト
フ
ら

が
樺
太
・
択
捉
島
を
襲
撃
す
る
と
文
化
四
年
に
江
戸
出
府
を
命
じ
ら
れ
、
江
戸
で
は

高
橋
景
保
の
も
と
で
オ
ラ
ン
ダ
語
書
籍
か
ら
ロ
シ
ア
関
係
の
内
容
の
翻
訳
に
当
た
り
、

さ
ら
に
翌
年
に
は
ソ
ウ
ヤ
出
張
を
命
じ
ら
れ
た
。
馬
場
は
こ
の
間
に
『
魯
西
亜
来
聘

紀
事
』
を
ま
と
め
、
帰
路
に
箱
館
で
会
っ
た
坂さ

か
と
う東

鴻こ
う

が
こ
の
書
を
写
し
、
の
ち
に
福

居
芳
麿
が
江
戸
で
坂
東
鴻
か
ら
そ
れ
を
借
り
て
模
写
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本

稿
著
者
は
、『
魯
西
亜
来
聘
紀
事
』
の
各
部
分
の
内
容
を
丁
寧
に
分
析
・
解
説
し
て

い
く
。
同
書
は
、
レ
ザ
ー
ノ
フ
へ
の
御
諭
書
、
ロ
シ
ア
国
書
和
解
、
世
界
航
路
や
各

国
の
船
幟
、
ロ
シ
ア
や
オ
ラ
ン
ダ
の
船
図
・
旗
図
、
韃
靼
地
図
・
地
理
書
和
解
、
ロ

シ
ア
・
清
朝
間
の
通
商
、
ラ
ン
ゲ
の
中
国
旅
行
日
記
の
和
解
、
レ
ザ
ー
ノ
フ
と
の
応

接
時
の
雑
話
・
見
聞
、
ロ
シ
ア
の
国
営
施
設
の
解
説
か
ら
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け

ロ
シ
ア
と
清
の
関
係
に
関
す
る
記
事
を
訳
出
し
て
い
る
の
は
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
通

商
関
係
樹
立
を
考
え
て
い
た
か
ら
だ
と
著
者
は
推
定
す
る
。
編
ま
れ
た
背
景
と
し
て

は
、
レ
ザ
ー
ノ
フ
に
対
し
阿
蘭
陀
通
詞
ら
が
通
商
実
現
を
幕
府
に
働
き
か
け
る
と
伝

え
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
樺
太
・
択
捉
島
襲
撃
を
経
て
馬
場
が
江
戸
・
ソ
ウ
ヤ
に
派
遣
さ

れ
、
そ
の
前
後
で
ロ
シ
ア
関
連
情
報
を
収
集
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
最
後
に
著

者
は
、
レ
ザ
ー
ノ
フ
来
航
の
際
の
阿
蘭
陀
通
詞
た
ち
の
外
交
経
験
が
写
本
と
い
う
形

で
受
け
継
が
れ
、
幕
末
の
幕
府
外
交
に
活
か
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。

　

本
稿
は
、『
魯
西
亜
来
聘
紀
事
』
の
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
同
書
編
纂
の
背
景
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
論
じ

て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
志
筑
忠
雄
が
ケ
ン
ペ
ル
の
「
鎖
国
論
」
を
訳
出
し
（
一
八

〇
一
年
）、
そ
の
後
徐
々
に
「
鎖
国
」
概
念
が
広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
一
方

で
は
本
稿
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
初
頭
の
阿
蘭
陀
通
詞
た
ち
が
、
ロ
シ
ア

に
対
す
る
清
朝
と
幕
府
の
対
応
の
違
い
を
認
識
し
、
積
極
的
に
ロ
シ
ア
と
の
通
商
を

考
慮
し
て
情
報
収
集
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
が
伏
流
し
て
い
た
こ

と
が
、
幕
末
の
展
開
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。
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全
体
と
し
て

　

ま
ず
技
術
的
な
こ
と
だ
が
、
一
部
の
論
考
に
は
地
図
が
付
い
て
い
る
も
の
の
、
細

か
く
地
名
が
出
て
く
る
場
合
、
地
図
と
難
読
地
名
の
ル
ビ
が
あ
る
と
わ
か
り
や
す

か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
部
の
論
考
で
の
引
用
史
料
に
つ
い
て
、
い
つ
、
誰
が
誰
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
状
況
で
書
い
た
も
の
か
、
も
う
少
し
説
明
を
し
て
く
れ
る
と
あ
り

が
た
い
部
分
が
あ
っ
た
。

　

本
書
の
六
本
の
論
考
は
、
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
各
部
内
で
の
親
近
性
は
あ
る
が
、
全
体
と
し

て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
性
の
あ
る
論
考
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
を
通
読
す
る
と
、
近
世

後
期
、
す
な
わ
ち
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
移
行
期
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
へ

と
誘い

ざ
なわ

れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
の
後
明
治
維
新
を
経
て
近
代
国
民
国
家
が
成
立

す
る
と
い
う
単
線
的
な
認
識
で
は
な
く
、
多
様
な
歴
史
的
存
在
を
前
提
に
し
た
考
察

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
は
〝
境
界
〞 

の
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
ロ
シ
ア
と
の
間
で
国
境
が
引

か
れ
る
方
向
に
向
か
う
が
、
国
境
や
藩
境
を
超
え
る
よ
う
な
、
必
ず
し
も
国
家
に
回

収
さ
れ
な
い
、
流
動
化
す
る
地
域
の
動
向
が
確
実
に
あ
る
。
第
Ⅰ
部
で
は
「
列
島
の

北
域
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
、
海
峡
地
域
の
多
様
な
民
衆
の
動
き
と
、
権
力
側
の

規
制
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
第
Ⅱ
部
で
は
、
藩
を
超
え
る
民
衆
の
移
動
や

領
内
で
の
大
名
の
移
動
か
ら
、
当
該
期
の
社
会
の
変
動
を
示
す
。
第
Ⅲ
部
で
は
対
外

的
契
機
に
よ
る
新
た
な
世
界
認
識
の
獲
得
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
れ
は
国
家
の
枠

組
み
を
強
化
す
る
方
向
と
、
国
家
・
民
族
を
超
え
た
認
識
に
よ
り
通
商
を
志
向
す
る

方
向
と
い
う
、
相
反
す
る
方
向
性
で
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

本
書
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
有
名
で
は
な
い
民
衆
・
知
識
人
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
い

る
（
根
本
論
文
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
い
上
層
武
士
の
家
の
動
向
を
紹
介
）。
か
つ

て
は
民
衆
を
と
り
あ
げ
る
に
し
て
も
、
一
揆
・
打
ち
こ
わ
し
・
村
方
騒
動
に
参
加
す

る
〝
闘
う
民
衆
〞
が
高
く
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
書
で
は
日
常
的
な
生
活
・
生

業
を
営
む
〝
闘
わ
な
い
〞
民
衆
に
重
点
が
置
か
れ
、
彼
ら
の
動
向
が
権
力
の
支
配
の

あ
り
方
を
揺
る
が
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
幕
末
維
新
期
の
変

動
・
変
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
第
Ⅲ
部
の
知
識
人
た
ち
の

認
識
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
対
外
関
係
と
国
内
変
動
と
の
関
連
で
あ
る
。
第
Ⅲ
部
で
は
両
者
の
直
接
的

な
関
連
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
で
は
ロ
シ
ア
の
接
近
や
海
防
強
化
の

動
向
が
、
地
域
に
お
け
る
移
動
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に

は
「
鎖
国
」
概
念
が
生
ま
れ
て
し
だ
い
に
浸
透
し
て
い
く
と
同
時
に
、
新
た
な
地
域

の
流
動
化
と
、
対
外
的
な
刺
激
に
よ
る
世
界
認
識
の
構
造
化
が
進
み
、
従
来
の
幕
藩

体
制
・
四
カ
国
限
定
の
外
交
体
制
を
突
き
崩
し
て
い
く
こ
と
で
維
新
変
革
を
迎
え
る
。

　

本
書
は
、
以
上
の
よ
う
な
大
き
な
展
望
と
、
近
世
後
期
の
意
味
を
改
め
て
じ
っ
く

り
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
一
書
で
あ
る
。
多
く
の
方
々
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

（
Ａ
5
判
、
二
一
〇
頁
、
清
文
堂
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
八
日
発
行
、
本
体
価
格

八
二
〇
〇
円
＋
税
）
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