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本
稿
は
、
筆
者
の
大
友
氏
研
究
に
関
す
る
軌
跡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
題
の
「
研
究
史
的

考
察
」
と
は
、
い
わ
ば
「
自
分
史
」
を
研
究
生
活
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

戦
後
の
学
界
の
変
貌
・
展
開
は
ま
こ
と
に
目
ま
ぐ
る
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
論
点
と
し
て
は
「
封
建
制
」
に
関
す
る
諸
論
争
が
主
流
を
占
め

た
。
日
本
の
封
建
制
に
つ
い
て
種
々
の
観
点
か
ら
分
析
を
加
え
る
動
き
が
活
発
と
な
り
、
そ
の
手
法
も
社
会
経
済
史
的
方
法
論
が
盛
行
し
た
。

こ
の
よ
う
な
論
点
と
方
法
論
の
発
展
の
中
で
、
近
世
史
料
と
く
に
地
方
文
書
の
発
掘
調
査
が
盛
ん
と
な
り
、
そ
の
成
果
が
自
治
体
史
の
編
纂

・
刊
行
が
あ
い
つ
ぐ
状
況
と
な
り
、
編
纂
事
業
の
伸
展
の
中
で
多
く
の
史
料
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
従
来

の
「
郷
土
史
」
か
ら
日
本
歴
史
の
全
体
像
の
一
部
と
し
て
の
「
地
方
史
」
と
し
て
の
研
究
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
（
近
来
は
「
地
域
史
」
と
い

う
観
点
で
見
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
）
。

筆
者
が
「
豊
後
大
友
氏
研
究
」
を
志
向
し
始
め
た
時
期
は
、
ま
さ
に
右
に
見
た
状
況
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
自
治
体
史
の
編
纂
・
刊
行
、
史

料
集
の
編
纂
・
刊
行
、
史
料
採
訪
な
ど
い
ず
れ
も
進
行
中
で
あ
り
、
専
攻
す
る
研
究
業
績
も
体
系
的
な
も
の
は
な
く
、
先
導
す
る
研
究
者
も
見

当
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
筆
者
の
稚
拙
な
学
力
を
も
っ
て
切
り
開
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い

は
じ
め
に

豊
後
大
友
氏
の
研
究
史
的
考
察
（
芥
川
）

豊
後
大
友
氏
の
研
究
史
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考
察

芥
川
龍
男

Hosei University Repository



Ⅲ
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
大
友
宗
麟
（
義
鎮
）

筆
者
の
歴
史
研
究
の
最
初
の
関
心
は
い
わ
ゆ
る
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
い
う
範
晴
で
の
論
著
は
戦
前

戦
後
を
通
じ
て
極
め
て
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
末
期
Ⅱ
戦
国
期
の
日
本
の
動
向
の
中
で
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
不
十
分
と
い
う
よ
り

も
欠
如
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
で
あ
る
姉
崎
正
治

『
切
支
丹
伝
道
の
興
廃
』
に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
業
績
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
「
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
」
の
名
辞
は
周
知
の
も

の
と
な
っ
て
い
た
が
、
守
護
大
名
か
ら
戦
国
大
名
へ
の
成
長
過
程
に
お
い
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
る
こ
と
ま
た
は
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
が

い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
か
な
ど
の
研
究
視
角
は
な
か
っ
た
。
筆
者
の
最
初
に
抱
い
た
疑
問
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、

戦
国
期
の
九
州
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
大
村
純
忠
・
大
友
宗
麟
・
有
馬
晴
信
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
大
友
宗
麟
は
、
日

本
に
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
第
一
歩
を
記
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
に
積
極
的
に
接
触
し
、
領
内
に
布
教
の
許
可
を
与
え
た
の
は
天
文

二
○
年
（
一
五
五
一
）
八
月
（
そ
の
前
年
一
一
月
に
い
わ
ゆ
る
「
二
階
崩
れ
の
変
」
が
あ
り
、
父
義
鑑
は
重
傷
に
倒
れ
た
が
死
の
直
前
に
、
宗
麟

は
か
ろ
う
じ
て
大
友
氏
二
一
代
の
家
督
を
継
い
だ
）
で
、
そ
の
年
末
に
イ
ン
ド
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ザ
ビ
エ
ル
に
使
者
を
付
し
て
、
イ

ン
ド
総
督
に
宣
教
師
の
派
遣
方
を
懇
請
し
た
。
以
後
豊
後
の
府
内
城
下
が
キ
リ
シ
タ
ン
布
教
の
拠
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
最
も
早

く
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
理
解
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
友
宗
麟
自
身
の
受
洗
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
（
幸
田
成
友
『
日
欧

通
交
史
』
。
『
耶
蘇
会
士
日
本
通
信
』
・
拙
著
『
豊
後
大
友
氏
』
等
）
。

し
か
る
に
肥
前
の
大
村
純
忠
の
場
合
、
洗
礼
を
受
け
た
の
は
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
で
あ
る
が
、
大
友
宗
麟
は
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）

で
あ
り
、
一
五
年
の
差
が
見
ら
れ
る
。
ザ
ビ
エ
ル
と
会
っ
て
か
ら
二
七
年
の
年
月
を
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
差
は
い
っ
た
い
何
を
意

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
十
余
年
の
年
月
は
未
知
は
未
知
な
り
に
ほ
の
か
な
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
に
お
い
て
、
そ
の

概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
以
下
の
文
中
で
「
大
友
宗
麟
」
は
「
宗
麟
」
の
呼
び
名
で
統
一
し
た
い
。
ち
な
み
に
、
は
じ
め
は
「
義

鎮
」
と
称
し
、
天
正
五
年
二
五
六
一
）
に
剃
髪
し
て
「
瑞
峰
宗
麟
」
と
称
し
た
。

豊
後
大
友
氏
研
究
の
動
機

法
政
史
学
第
四
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九
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②
受
洗
に
よ
る
効
用

受
洗
に
よ
る
効
用
と
そ
れ
を
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
戦
国
期
の
九
州
の
情
勢
で
あ
る
が
、
そ
の
前

提
と
し
て
古
代
以
来
の
九
州
の
お
か
れ
た
歴
史
地
理
的
特
性
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
九
州
の
地
が
古
代
以
来
の
海
外
交
渉
（
主
に

朝
鮮
半
島
・
中
国
大
陸
の
諸
国
な
ど
）
の
玄
関
ロ
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
西
北
九
州
（
筑
前
・
肥
前
な
ど
）

に
お
け
る
松
浦
水
軍
を
は
じ
め
と
す
る
倭
窓
の
事
実
が
、
東
ア
ジ
ア
の
各
地
と
の
絶
え
ざ
る
私
貿
易
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ

て
い
る
。
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
た
公
貿
易
と
も
い
え
る
日
明
貿
易
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
私
貿
易

は
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
西
北
九
州
の
み
な
ら
ず
、
肥
後
・
薩
摩
に
至
る
九
州
西
岸
一
帯
は
い
た
る
と
こ
ろ

入
り
江
と
多
数
の
島
が
散
在
す
る
と
と
も
に
、
海
流
の
関
係
か
ら
も
東
ア
ジ
ア
諸
国
船
の
漂
着
・
私
的
な
来
航
が
頻
繁
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
イ
ン
ド
に
総
督
と
布
教
の
拠
点
が
形
成
さ
れ
、
マ
カ
オ
ま
で
来
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
日
本
の

一
角
に
た
ど
り
着
く
必
然
性
は
整
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
岡
本
良
知
三
六
世
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究
』
）
。

い
つ
ぽ
う
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
拠
点
も
、
豊
後
の
み
な
ら
ず
肥
前
の
平
戸
に
お
け
る
松
浦
鎮
信
の
も
と
で
発
展
を
遂
げ
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
船
の
平
戸
来
航
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
寄
港
地
選
定
の
条
件
と
し
て
、
ミ
サ
を
あ
げ
る
こ
と
の
で
き

る
キ
リ
ス
ト
教
会
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
松
浦
鎮
信
は
平
戸
港
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
保
護
に
よ
り
見
事
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航
と
交
易

味
し
て
い
る
の
か
、
豊
後
大
友
氏
研
究
の
最
初
の
問
題
点
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
宗
麟
は
も
ち
ろ
ん
、
大
村
・
有
馬
と
も
に
九
州
に
お
け
る
戦
国

期
の
大
名
で
あ
り
、
の
ち
に
は
「
天
正
少
年
遣
欧
使
節
」
に
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
使
節
の
派
遣
に
つ
い
て
は
、
三
大
名
が
直
接
派
遣
し
た

ご
と
く
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
（
松
田
毅
一
『
天
正
少
年
使
節
』
ハ
角
川
新
書
Ｖ
参
照
）
。
キ
リ
シ
タ
ン
大

名
と
し
て
の
重
要
な
受
洗
の
時
期
に
つ
い
て
は
右
に
見
た
よ
う
な
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
国
期
の
九
州
に
お
い
て
、

彼
ら
が
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
一
考
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

の
便
を
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
点
か
ら
肥
前
大
村
の
領
主
大
村
純
忠
の
キ
リ
シ
タ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
対
す
る
関
心
が
強
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
松
浦
氏
の
み

豊
後
大
友
氏
の
研
究
史
的
考
察
（
芥
川
）
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な
ら
ず
、
大
村
領
の
東
に
接
す
る
肥
前
竜
造
寺
氏
も
し
ば
し
ば
大
村
領
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
は
さ
み
撃
ち
に
も
近
い
状
況
の
も

と
に
お
い
て
、
大
村
氏
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
寄
港
と
交
易
に
よ
り
、
特
に
鉄
砲
な
ど
の
火
器
に
必
要
な
塩
硝
の
入
手
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
に
も
キ
リ
ス
ト
教
会
と
宣
教
師
ら
の
拠
点
と
し
て
横
瀬
浦
の
開
港
・
長
崎
開
港
と
あ
い
つ
ぎ
、
同
族
で
あ
る
島
原
領
の
有
馬
氏
の
も
と
に

お
い
て
も
教
会
・
セ
ミ
ナ
リ
ョ
な
ど
が
あ
い
つ
い
で
開
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
村
純
忠
の
受
洗
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
つ
ま
り

領
国
維
持
の
打
開
策
と
い
う
面
が
強
く
う
か
が
わ
れ
、
ま
さ
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
（
受
洗
）
こ
と
に
よ
る
効
用
を
期
し
た
と
い
え
る
の
で
あ

る
（
渋
江
小
摩
策
「
純
忠
時
代
大
村
に
於
け
る
耶
蘇
教
及
貿
易
」
『
史
学
雑
誌
』
七
編
一
二
号
、
松
田
毅
一
『
大
村
純
忠
伝
』
、
松
田
毅
一
・

川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
西
九
州
編
）
。

こ
の
よ
う
な
西
九
州
の
地
を
拠
点
と
し
て
い
た
大
村
氏
の
み
な
ら
ず
、
松
浦
・
有
馬
氏
な
ど
の
場
合
と
東
九
州
の
豊
後
を
領
国
と
し
て
い
た

大
友
氏
の
場
合
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
日
本
に
於
け
る
最
初
の
キ
リ
シ
タ
ン
布
教
の
拠
点
と
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
右
に
見
た

よ
う
に
平
戸
・
島
原
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
寄
港
地
と
セ
ッ
ト
で
発
展
を
遂
げ
た
の
に
比
し
て
、
九
州
の
南
端
薩
摩
を
巡
っ
て
日
向
・
豊
後
ま
で

来
航
す
る
こ
と
は
極
め
て
ま
れ
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
理
的
位
置
の
み
な
ら
ず
、
豊
後
に
接
す
る
豊
前
一
帯
・
筑
前
の
博
多
の
掌

握
を
め
ぐ
る
長
門
・
周
防
の
大
内
氏
と
の
間
に
於
け
る
攻
防
が
あ
い
つ
い
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
友
氏
の
領
国
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
布
教
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航
が
セ
ッ
ト
に
な
る
諸
条
件
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
大
友
氏
自
体
分
国
経
営
に
奔
走

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
宗
麟
は
父
義
鑑
の
あ
と
を
受
け
て
鋭
意
支
配
権
の
拡
大
に
つ
と
め
、
永
禄
二
年
（
’
五
五
九
）
に
は
将
軍
義
輝
か
ら

豊
前
・
筑
前
・
筑
後
守
護
職
に
補
任
さ
れ
、
こ
こ
に
九
州
の
う
ち
六
か
国
守
護
職
を
手
に
入
れ
て
九
州
の
雄
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
拙
著
『
豊

後
大
友
氏
巳
。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
事
情
が
宗
麟
自
身
の
受
洗
を
遅
ら
せ
た
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た
。

宗
麟
は
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
七
月
、
神
父
カ
ブ
ラ
ル
に
よ
っ
て
洗
礼
を
受
け
、
教
名
を
ド
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
称
し
た
。
こ
の
い
き

さ
つ
は
前
掲
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
に
は
次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
神
の
教
え
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
当
初
か
ら
、
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
思
わ
れ
、
胸
中
で
は
良
い
も
の
と
思
い
つ
つ
も
、
キ
リ
シ

タ
ン
に
な
ら
ず
に
今
日
に
至
っ
た
の
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

一
つ
に
は
、
な
か
な
か
そ
の
機
会
も
な
く
、
ま
た
機
会
を
作
る
の
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
が
、
嫡
子
義
統
も
成
人
し
、
領
国
支
配
を
委
ね

法
政
史
学
第
四
十
九
号
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③
田
北
学
先
生
と
の
出
会
い

筆
者
が
大
友
氏
研
究
を
主
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
田
北
学
先
生
と
の
出
会
い
に
あ
っ
た
。
大
友
氏
に
関
し
て
筆
者
が
最
初
に
手
に

し
た
の
は
、
先
生
の
編
纂
に
な
る
『
大
友
史
料
』
第
壱
・
弐
輯
と
『
編
年
大
友
史
料
』
正
和
以
前
・
自
正
和
二
年
至
正
平
六
年
の
全
四
冊
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
入
手
し
て
手
は
じ
め
に
『
大
友
史
料
』
第
壱
・
弐
集
の
人
名
索
引
を
作
成
し
て
、
上
梓
し
た
段
階
で
先
生
に
進
呈
し
た
。

こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
何
回
と
な
く
大
分
市
上
野
が
丘
の
御
宅
に
参
上
し
て
ご
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
（
昭
和
三
○
年
代
後
半
）
。

当
時
先
生
は
年
来
の
課
題
で
あ
っ
た
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
編
集
の
最
終
段
階
に
到
達
さ
れ
、
身
辺
に
は
そ
の
原
稿
と
、
文
書
写
真
の

入
っ
た
書
棚
の
み
と
い
う
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
よ
う
に
整
理
さ
れ
た
環
境
の
中
で
、
夫
人
と
お
二
人
の
静
か
な
生
活
を
営
ま
れ
て
い
た
。
御
宅

は
大
分
駅
を
出
て
間
も
な
く
の
ト
ン
ネ
ル
の
上
に
位
置
し
て
い
た
が
、
列
車
の
響
き
も
伝
わ
ら
ず
静
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
お
庭
か
ら
左
手
に

は
大
分
川
が
遡
行
し
、
右
手
に
は
豊
後
国
府
跡
が
遠
望
さ
れ
、
ま
さ
に
戦
国
期
大
友
氏
の
拠
点
府
内
の
周
辺
が
一
望
で
き
る
好
適
な
位
置
に

あ
っ
た
。
先
生
が
こ
の
地
を
選
ば
れ
た
の
も
む
く
な
る
か
な
と
痛
感
し
た
。

先
生
は
大
分
高
商
（
現
大
分
大
学
経
済
学
部
）
創
立
以
来
商
業
英
語
担
当
の
教
授
で
あ
っ
た
が
、
御
自
分
の
家
が
大
友
氏
庶
家
の
田
北
氏
の

る
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
こ
と
を
考
え
る
時
間
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
第
二
の
理
由
は
、
自
分
（
宗
麟
）
は
、
日
本
の
｛
示
教
の

真
髄
を
知
り
た
い
と
念
願
し
、
禅
宗
こ
そ
日
本
仏
教
の
基
本
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
禅
を
理
解
す
れ
ば
そ
の
目
的
が
果
た
せ
る
と
思
い
、

莫
大
な
費
用
を
か
け
て
禅
寺
院
（
寿
林
寺
で
あ
ろ
う
）
を
建
立
し
、
学
僧
（
怡
雲
宗
悦
）
を
招
い
て
観
想
（
座
禅
）
に
励
ん
だ
が
不
安
の

み
募
り
、
得
る
こ
と
が
な
い
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
こ
で
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
を
決
意
し
た
」
（
文
中
（
）
の
部
分
は
筆
者
の
注
記
）
。

宗
麟
が
洗
礼
を
受
け
る
に
至
っ
た
心
境
が
く
ま
な
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
松
田
穀
一
氏
の
長
年
に
わ
た
る
探
究
の
結
果
ほ
ぼ
そ
の

全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
の
翻
訳
・
刊
行
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
宗
麟
の
受
洗
前
後
の
事

情
等
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
宗
麟
の
生
涯
ｌ
そ
の
転
機
ｌ
」
（
筆
者
編
『
大
友
宗
麟
の
す
べ
て
』
所
収
）
に
お
い
て
す
で
に
触
れ
た
の
で
省
略
し

た
い
。
大
略
こ
の
よ
う
な
事
情
を
明
ら
か
に
し
得
た
の
に
は
、
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
史
料
集
の
編
纂
・
刊
行

に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

豊
後
大
友
氏
の
研
究
史
的
考
察
（
芥
川
）
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Ⅲ
大
友
氏
関
係
史
料
の
調
査

前
記
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
の
編
纂
か
ら
や
や
遅
れ
て
「
大
分
県
史
料
』
の
編
纂
刊
行
が
始
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
県
内
文
書
を
地
域

別
・
所
蔵
家
別
に
編
纂
さ
れ
て
お
り
編
年
体
で
は
な
い
が
、
古
代
末
期
か
ら
近
世
に
わ
た
る
広
範
な
も
の
で
あ
る
（
こ
の
成
果
が
県
内
未
見
文

書
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
と
も
に
、
『
大
分
県
史
』
編
纂
刊
行
の
基
盤
に
な
っ
た
）
。
関
連
し
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
近
県
の
佐
賀
県
・
熊
本
県

に
お
い
て
も
史
料
集
刊
行
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
戦
国
期
の
大
友
氏
の
分
国
で
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
（
拙
稿
「
西
国
武
士
団
関
係
史
料

（
古
文
書
）
の
収
集
と
調
査
」
『
私
学
研
修
』
二
七
号
所
収
）
。

筆
者
の
史
料
調
査
は
、
田
北
先
生
の
教
示
さ
れ
た
大
分
県
・
福
岡
県
に
お
け
る
文
書
所
蔵
家
の
歴
訪
と
文
書
調
査
か
ら
は
じ
め
た
。
三
○
年

前
の
当
時
は
、
い
ず
こ
に
お
い
て
も
史
料
採
訪
の
処
女
地
の
感
が
あ
っ
た
。
ど
こ
の
御
宅
に
お
い
て
も
快
く
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
い
わ
ゆ

る
生
の
古
文
書
に
触
れ
る
感
激
の
連
続
で
あ
っ
た
。
採
訪
し
た
の
は
県
立
大
分
図
書
館
・
県
立
福
岡
図
書
館
・
九
州
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室

・
九
州
大
学
文
化
施
設
九
州
文
化
史
研
究
所
・
北
九
州
市
立
図
書
館
・
臼
杵
市
立
図
書
館
等
の
ほ
か
、
個
人
所
蔵
文
書
と
し
て
は
日
田
市
の
草

流
れ
を
く
む
こ
と
か
ら
、
田
北
氏
さ
ら
に
大
友
氏
の
研
究
を
発
意
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
は
大
友
関
係
史
料
収
集
・
調
査
の
必
要
性
を
痛
感
さ
れ

て
、
以
後
県
内
は
も
ち
ろ
ん
近
県
の
古
文
書
所
蔵
家
の
歴
訪
と
調
査
、
東
大
史
料
編
纂
所
に
お
け
る
調
査
に
取
り
組
ま
れ
、
戦
前
に
一
部
を
公

刊
し
た
も
の
の
戦
時
中
の
た
め
中
絶
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
そ
れ
ら
の
成
果
を
整
理
し
、
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
と

し
て
刊
行
す
る
段
階
に
到
達
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
生
の
御
宅
に
滞
在
し
て
御
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
間
『
大
友
史
料
』
編
纂
を
意
図
さ
れ
た
動
機
か
ら
集
大
成
に
至
る
経
過

を
克
明
に
語
ら
れ
、
文
書
写
真
に
よ
る
解
読
の
御
指
導
の
合
間
に
も
「
大
友
史
料
を
収
集
し
て
思
う
の
は
、
こ
れ
は
単
な
る
大
友
一
族
の
歴
史

に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
中
世
全
体
に
か
か
わ
る
研
究
に
な
る
。
こ
の
点
を
忘
れ
ず
に
頑
張
っ
て
ほ
し
い
」
と
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
。
ま
た
研

究
上
の
テ
ー
マ
も
次
か
ら
次
に
提
示
さ
れ
、
臨
地
研
究
の
必
要
性
・
花
押
の
重
視
な
ど
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
拙
稿
「
大
友

史
料
」
『
国
史
大
辞
典
』
２
巻
所
収
、
「
歴
史
と
私
」
『
歴
史
手
帖
』
第
一
六
巻
四
号
所
収
）
。

研
究
経
過
と
方
法
論

法
政
史
学
第
川
十
九
号
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一
、
鎌
倉
（
大
友
屋
敷
跡
）

前
掲
「
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
の
中
で
唯
一
の
図
版
に
、
大
友
氏
の
始
祖
大
友
能
直
の
鎌
倉
に
お
け
る
屋
敷
跡
の
図
が
あ
る
。
現
鎌
倉

市
扇
ケ
谷
三
丁
目
（
古
く
は
亀
ケ
谷
の
う
ち
）
の
一
角
に
あ
る
谷
戸
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
の
編
者
田
北
氏
が
戦
前

に
調
査
し
て
以
後
の
確
認
調
査
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
田
北
氏
の
調
査
の
時
点
で
は
、
「
大
友
」
と
い
う
字
名
が
あ
り
、
そ
れ
に
接
し
た
墓
地

に
「
大
友
稲
荷
」
と
呼
ば
れ
る
石
祠
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
能
直
が
中
原
親
能
か
ら
譲
ら
れ
た
も
の
で
、
「
大
友
」
は
大
友
屋
敷
の
跡
。
「
大
友

稲
荷
」
付
近
は
大
友
氏
の
墓
地
で
あ
ろ
う
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

筆
者
が
調
査
し
た
こ
ろ
（
二
○
余
年
前
）
も
景
観
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
谷
戸
の
奥
ま
っ
た
「
大
友
稲
荷
」
を
含
む
部
分
は

某
氏
の
宅
地
に
な
っ
て
お
り
、
大
半
が
茂
る
に
ま
か
せ
た
樹
木
と
下
草
に
覆
わ
れ
、
細
い
流
れ
が
何
本
か
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
湧
水
が
に
じ

み
出
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
某
氏
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
敷
地
内
か
ら
古
瓦
が
出
土
し
、
石
碑
ら
し
き
も
の
の
破
片
も
出
る
と
の
こ

と
で
あ
る
（
渡
辺
澄
夫
『
大
分
の
歴
史
』
３
・
大
分
合
同
新
聞
社
刊
）
。

二
、
相
模
大
友
郷
（
大
友
氏
本
貫
の
地
）

す
で
に
史
料
上
で
は
大
友
氏
の
本
貫
の
地
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
地
の
比
定
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
所
で
あ
る

（
『
吾
妻
鏡
』
・
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
・
牧
健
二
『
日
本
封
建
制
の
研
究
」
）
。
現
在
地
は
神
奈
川
県
小
田
原
市
東
大
友
・
西
大
友
・
延
清

を
含
む
一
帯
が
大
友
郷
の
範
囲
と
推
定
で
き
る
。
小
田
原
の
東
方
に
広
が
る
酒
匂
川
の
氾
濫
原
の
う
ち
、
等
高
線
二
○
～
二
五
メ
ー
ト
ル
を
示

す
扇
端
部
に
位
置
す
る
微
高
地
で
あ
る
。
東
方
に
は
曽
我
の
地
を
抱
え
込
む
よ
う
に
ゆ
る
ぎ
山
塊
が
連
な
り
、
西
方
遇
か
に
箱
根
連
山
の
見
え

②
臨
地
研
究
と
文
書
調
査

野
文
書
・
帆
足
文
書
、
筑
後
（
福
岡
県
浮
羽
町
）
の
河
原
文
書
、
柳
川
市
の
立
花
文
書
・
米
多
比
文
書
な
ど
で
あ
る
が
、
カ
メ
ラ
・
フ
ィ
ル
ム

さ
ら
に
筆
者
の
技
術
す
べ
て
が
今
日
と
は
異
な
り
、
写
真
撮
影
と
と
も
に
筆
写
も
並
行
し
て
行
っ
た
。
こ
の
一
連
の
調
査
は
、
そ
の
後
も
種
々

の
縁
か
ら
拡
大
す
る
一
方
で
、
そ
の
全
貌
を
記
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
文
書
の
実
見
と
と
も
に
そ
の
折
の
ヒ
ャ
リ
ン
グ
と
地
域
に
対
す
る
理
解

が
深
ま
っ
た
こ
と
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

豊
後
大
友
氏
の
研
究
史
的
考
察
（
芥
川
）
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現
在
の
群
馬
県
利
根
郡
川
場
村
一
帯
が
利
根
庄
と
比
定
で
き
る
。
こ
の
地
は
大
友
氏
始
祖
能
直
当
時
か
ら
の
所
領
で
あ
り
、
能
直
の
次
男
親

秀
が
別
称
「
利
根
二
郎
」
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝
領
に
つ
い
て
の
片
鱗
は
う
か
が
え
る
が
、
史
料
的
に
は
南
北
朝
期
ま
で
の
間
の
事
情

は
不
明
で
あ
る
。
現
在
村
内
に
は
吉
祥
寺
・
桂
昌
寺
な
ど
が
存
在
し
、
村
史
に
お
い
て
も
克
明
に
大
友
氏
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
『
川
場
村
の
歴
史
と
文
化
』
）
。
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
現
地
調
査
を
試
み
た
結
果
次
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
友
氏
七
代
の
当
主

大
友
氏
泰
は
延
元
一
一
年
（
一
一
一
一
三
七
）
禅
僧
中
巌
円
月
に
請
う
て
大
友
氏
祖
先
墳
墓
の
地
で
あ
る
鎌
倉
藤
ケ
谷
に
住
せ
し
め
、
同
四
年
冬
に

は
、
父
貞
宗
具
簡
の
供
養
の
た
め
上
野
利
根
庄
に
吉
祥
寺
を
創
建
し
、
中
巌
を
開
山
と
し
た
。
ま
た
氏
泰
の
兄
即
宗
和
尚
は
吉
祥
寺
長
老
と

な
っ
て
い
る
。
寺
域
は
川
場
村
の
西
部
の
字
門
前
の
南
面
し
た
谷
戸
一
帯
で
あ
る
。
谷
奥
に
従
っ
て
緩
や
か
な
登
り
道
の
参
道
と
な
り
、
両
脇

に
は
樹
齢
の
古
い
杉
の
大
木
が
そ
び
え
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
切
り
株
は
四
・
五
百
年
の
年
輪
を
示
し
て
い
る
。
谷
戸
の
最
奥
に
本
堂
と
、
向

か
っ
て
左
に
経
蔵
、
右
手
に
鍾
棲
・
庫
裡
と
い
う
配
置
の
伽
藍
で
あ
る
。

住
職
高
木
宗
監
氏
の
面
晤
を
得
て
諸
史
料
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
堂
須
弥
壇
に
は
大
友
氏
歴
代
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
、
中
巌
円
月

著
の
『
東
海
一
嘔
集
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
古
文
書
は
文
和
三
年
（
’
三
五
四
）
七
月
二
四
日
付
け
の
、
大
友
氏
時
に
よ
る
寺
領
寄
進
状

な
っ
た
（
拙
稿
「

族
』
新
人
物
往
来

三
、
上
野
利
根
庄

る
地
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
旅
行
記
『
東
関
紀
行
』
に
よ
れ
ば
、
西
大
友
か
ら
東
大
友
を
通
り
、
曽
我
に
至
る
道
筋
に
あ
た
っ
て
い
た
ら
し

い
。
筆
者
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
（
昭
和
四
七
年
春
）
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
の
集
落
は
深
い
木
立
に
囲
ま
れ
、
酒
匂
川
か
ら
引
い
た
分
水
と
堰
が
網

の
目
の
よ
う
に
走
っ
て
い
た
。
東
大
友
の
長
善
寺
周
辺
に
は
水
田
が
め
ぐ
っ
て
い
る
が
い
わ
ゆ
る
深
田
で
あ
る
。
筆
者
は
ま
ず
長
善
寺
に
行

き
、
老
婦
人
か
ら
聞
き
取
り
を
始
め
た
、
筆
者
の
求
め
に
応
じ
て
『
昔
時
過
去
簿
』
（
過
去
帳
）
が
持
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
を
拝
見
し
て
い
る

と
、
な
か
か
ら
折
り
た
た
ま
れ
た
古
文
書
が
出
て
き
た
、
二
通
の
後
北
条
氏
発
給
の
虎
之
印
判
で
あ
る
（
現
在
は
小
田
原
市
立
図
書
館
に
寄
託

さ
れ
て
い
る
）
。

こ
の
よ
う
な
調
査
か
ら
、
こ
の
地
が
い
わ
ゆ
る
大
友
郷
で
あ
り
、
東
大
友
の
地
は
能
直
本
貢
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
も
の
と

っ
た
（
拙
稿
「
豊
後
大
友
氏
と
相
模
大
友
郷
」
『
日
本
歴
史
』
二
八
七
号
、
拙
著
「
豊
後
大
友
氏
』
新
人
物
性
来
社
刊
、
同
『
豊
後
大
友
一

一
新
人
物
性
来
社
刊
）
。
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（
軸
装
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
紛
れ
も
な
い
正
本
で
あ
る
。
ま
さ
に
大
友
氏
と
の
ゆ
か
り
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
吉
祥
寺
に
つ
い
で
、

村
内
の
字
谷
地
の
桂
昌
寺
を
訪
れ
た
。
吉
祥
寺
の
東
方
数
百
メ
ー
ト
ル
の
河
岸
段
丘
上
に
あ
る
。
当
寺
の
開
山
は
、
吉
祥
寺
三
代
の
住
職
萬
像

機
一
和
尚
（
応
永
三
年
九
月
一
一
一
一
日
Ⅱ
’
’
’
’
九
六
没
）
と
さ
れ
、
寺
域
は
大
友
館
の
跡
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
、
地

域
も
平
坦
地
に
あ
り
、
周
囲
に
は
土
塁
の
名
残
が
め
ぐ
り
、
水
田
と
そ
れ
に
連
な
る
集
落
の
角
地
に
あ
り
、
面
積
お
よ
そ
一
町
五
反
程
度
と
見

受
け
ら
れ
た
。
境
内
の
一
角
に
は
、
大
友
氏
時
と
夫
人
の
供
養
塔
と
思
わ
れ
る
宝
筐
印
塔
二
基
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
大
友
氏
時
に
ま
つ
わ
る
伝
承
も
あ
る
（
こ
の
裏
付
け
の
検
討
は
今
後
の
問
題
で
あ
る
）
。
大
友
氏
の
諸
系
図
に
よ
れ
ば
、
始
祖
大
友
能

直
の
次
男
親
秀
が
「
利
根
二
郎
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
、
親
秀
の
次
男
重
秀
も
や
は
り
最
初
は
「
利
根
二
郎
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
能

直
の
母
は
「
利
根
の
局
」
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
注
意
す
べ
き
は
大
友
氏
時
の
末
子
氏
能
は
「
利
根
六
郎
、
上
野
国
利
根
居
住
有

子
孫
」
（
常
楽
寺
本
大
友
系
図
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
所
収
）
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
大
友
館
」
の
伝
承
も
故
な
し
と
い
え
る
こ
と

を
実
感
し
た
（
前
掲
『
川
場
村
の
歴
史
と
文
化
』
、
拙
著
『
豊
後
大
友
一
族
』
）
。
右
に
見
た
吉
祥
寺
・
桂
昌
寺
の
あ
る
利
根
圧
Ⅱ
川
場
村
は
、

大
友
氏
が
南
北
朝
動
乱
期
に
お
い
て
足
利
方
と
し
て
行
動
し
た
こ
と
に
よ
り
、
大
友
氏
の
起
源
に
か
か
わ
る
東
国
の
故
地
を
回
復
す
る
こ
と
が

で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
族
の
連
続
性
を
示
す
精
神
的
拠
点
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
と
同
類
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
相
模
国
長
坂
郷

四
、
相
模
長
坂
郷
と
無
量
寿
寺

暦
応
元
年
（
延
元
一
一
一
年
Ⅱ
一
三
一
一
一
八
）
十
月
に
、
大
友
氏
七
代
の
氏
泰
は
父
貞
｛
示
の
遺
志
を
継
い
で
、
鎌
倉
の
浄
智
寺
に
い
た
竺
仙
に
請
う

て
一
一
一
浦
「
長
坂
山
無
量
寿
寺
」
の
開
山
と
し
た
（
『
竺
仙
録
』
）
。
「
長
坂
山
」
と
は
長
坂
郷
に
関
連
性
あ
り
と
推
察
し
た
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
数

回
の
調
査
を
行
っ
た
。
長
坂
郷
は
現
在
の
横
須
賀
市
長
坂
に
比
定
さ
れ
る
。
こ
こ
は
三
浦
半
島
西
南
の
沿
岸
部
に
位
置
し
、
北
に
大
楠
山
、
西

に
芦
名
、
東
南
は
大
田
和
、
東
は
小
田
和
湾
を
経
て
長
井
の
地
に
接
し
て
い
る
。
長
坂
郷
に
つ
い
て
は
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
一
一
一
）
一
一
月
の

「
大
友
氏
時
当
知
行
散
在
所
領
諸
職
注
進
状
」
と
、
永
徳
三
年
（
一
三
八
一
一
一
）
七
月
「
大
友
親
世
当
知
行
国
々
散
在
所
領
諸
職
注
進
状
」
の
一
一

点
の
史
料
に
見
出
さ
れ
る
。
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
の
う
ち
長
坂
村
の
項
で
は
「
無
量
寺
金
剛
山
長
寿
院
と
号
す
。
浄
土
宗
…
…
開
基

は
和
田
左
衛
門
尉
義
盛
と
云
伝
ふ
…
…
」
と
あ
る
が
、
現
無
量
寺
に
あ
る
過
去
帳
に
よ
り
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
火
災
に
あ
っ
て
い
る
こ

で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
族
〈

と
無
量
寿
寺
の
問
題
が
あ
る
。

四
、
相
模
長
坂
郷
と
無
量
寿
十

豊
後
大
友
氏
の
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と
な
ど
も
あ
り
、
前
掲
史
料
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
。
し
か
し
『
竺
仙
録
』
に
は
律
宗
を
改
め
禅
宗
に
改
め
た
こ
と
、
さ
ら
に
大
改
修
工
事

の
有
様
を
記
し
た
部
分
を
描
写
、
さ
ら
に
現
無
量
寺
境
内
を
寺
地
と
称
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
の
東
に
隣
接
し
て
、
北
か
ら
小
峰
・
下

ノ
山
・
長
坂
・
宮
ノ
前
な
ど
の
小
字
名
が
残
っ
て
い
る
。
宮
ノ
前
に
は
祖
母
岳
神
社
が
あ
り
、
無
量
寺
と
相
対
す
る
位
置
に
あ
る
。

以
上
の
現
地
調
査
か
ら
長
坂
郷
と
無
量
寿
寺
（
現
無
量
寺
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
長
坂
郷
の
地
に
お
い
て
は
、
先
の
利
根
郷

に
比
し
て
、
大
友
氏
と
の
関
係
を
示
す
伝
承
す
ら
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
無
量
寺
の
火
災
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
戦
国
期
に

お
い
て
後
北
条
氏
の
勢
力
下
に
入
っ
た
こ
と
と
近
世
を
経
過
す
る
中
で
大
友
氏
と
の
関
係
が
断
絶
し
た
、
つ
ま
り
長
坂
郷
を
含
む
関
東
及
び
相

模
の
置
か
れ
た
歴
史
的
環
境
の
変
化
が
最
大
の
理
由
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
今
後
究
明
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
（
拙
稿
「
豊
後
大
友
氏
と

相
模
長
坂
郷
」
『
日
本
歴
史
』
一
一
一
三
四
号
、
拙
著
『
豊
後
大
友
一
族
』
）
。

五
、
豊
後
国
（
大
分
県
）
玖
珠
郡
の
集
中
調
査

玖
珠
郡
は
豊
後
国
西
北
部
に
あ
り
、
さ
ら
に
西
北
に
隣
接
す
る
日
田
郡
を
経
由
し
て
筑
後
国
に
接
し
て
い
る
。
玖
珠
郡
・
日
田
郡
と
も
に
盆

地
で
あ
る
が
、
と
く
に
玖
珠
郡
の
景
観
は
周
囲
が
休
火
山
に
囲
ま
れ
、
そ
の
山
容
は
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
玖
珠
・
日
田
両
郡

と
も
に
小
宇
宙
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
玖
珠
郡
に
は
、
古
代
末
期
以
来
豊
後
清
原
氏
一
族
（
長
野
・
小
田
・
魚
返
・
野
上
・
帆
足
等
の

諸
家
）
の
拠
点
と
し
て
そ
の
一
族
が
郡
内
一
帯
に
広
が
り
を
見
せ
た
所
で
あ
り
、
『
弘
安
図
田
帳
』
な
ど
に
こ
れ
ら
諸
家
の
名
が
見
ら
れ
る
。

戦
国
期
に
は
こ
れ
ら
諸
家
が
い
わ
ゆ
る
「
玖
珠
郡
衆
」
と
し
て
大
友
氏
に
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
玖
珠
郡
衆
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
玖
珠
郡
衆

の
一
考
察
ｌ
ｌ
野
上
氏
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
渡
辺
澄
夫
先
生
古
稀
記
念
事
業
会
編
「
九
州
中
世
社
会
の
研
究
」
所
収
）
に
お
い
て
触
れ
た

の
で
省
略
し
、
玖
珠
郡
一
帯
の
調
査
の
概
要
を
述
べ
た
い
。

筆
者
が
玖
珠
郡
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
三
七
年
一
○
月
が
最
初
で
あ
る
が
、
昭
和
四
九
年
以
降
は
連
続
し
て
訪
れ
た
。
そ
れ
は
地
元
の
研
究
者

と
知
己
を
得
て
か
ら
調
査
の
密
度
も
増
し
、
昭
和
五
五
年
九
月
に
は
「
玖
珠
郡
史
談
会
」
の
発
足
を
み
る
に
い
た
っ
た
。
玖
珠
郡
史
談
会
発
足

ま
で
の
数
年
間
は
筆
者
と
と
も
に
、
古
文
書
・
金
石
文
・
城
吐
の
遺
構
な
ど
を
見
て
回
る
と
と
も
に
、
夜
は
宿
舎
で
討
論
の
連
続
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
足
し
げ
く
訪
れ
、
玖
珠
郡
の
み
な
ら
ず
、
関
連
し
て
湯
布
院
・
日
田
・
竹
田
・
国
東
・
鶴
崎
、
福
岡
県
の
八
女
・
柳
川
・
大
牟
田
・

三
池
等
に
も
お
も
む
き
、
文
書
調
査
を
含
む
聞
き
取
り
・
現
地
踏
査
を
行
っ
た
。
歴
史
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
誰
し
も
が
経
験
す
る
よ
う
に
、
机
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修
』
第
二
七
号
所
収
）
。

筆
者
の
い
う
悉
皆
調
査
と
は
、
文
書
に
つ
い
て
は
所
蔵
家
に
伝
存
さ
れ
た
文
書
で
あ
れ
ば
近
世
・
近
代
に
及
ぶ
も
の
す
べ
て
を
見
る
、
小
字

な
ど
の
旧
地
名
・
伝
承
・
住
居
・
墓
地
・
旦
那
寺
・
交
通
手
段
な
ど
の
聞
き
取
り
調
査
も
合
わ
せ
て
行
う
、
こ
れ
に
よ
っ
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る

文
書
の
背
景
事
情
を
探
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
い
く
ど
と
な
く
行
わ
れ
た
調
査
過
程
に
お
け
る
反
省
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
調
査
と
い
う
も
の
は
所
蔵
家
の
生
活
も
あ
り
、
い
く
ど
も
訪
れ
る
保
証
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
調
査
に
赴
い
た
時
点
が
す
べ
て
で

あ
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
拙
稿
「
西
国
武
士
団
関
係
史
料
八
古
文
書
Ｖ
の
収
集
と
調
査
」
『
私
学
研

入
れ
て
、
調
去

重
要
で
あ
る
。

上
で
諸
史
料
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
も
、
い
つ
し
か
そ
の
背
景
・
景
観
な
ど
い
わ
ゆ
る
土
地
勘
が
働
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
た
。

玖
珠
郡
内
に
お
い
て
は
ま
ず
郡
内
の
九
重
町
字
野
上
に
あ
る
野
上
一
族
の
墓
地
を
訪
れ
た
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
、
以
後
豊
後
情
原
一
族
と
、

そ
れ
か
ら
分
出
し
た
諸
家
の
文
書
調
査
が
続
い
た
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
文
書
所
蔵
家
の
ほ
と
ん
ど
が
戦
国
期
か
ら
の

居
住
者
で
あ
り
、
戦
国
末
期
大
友
氏
滅
亡
後
の
移
住
事
情
な
ど
も
明
確
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
集
落
の
状
況
も
聞
き
取
り
に
よ
っ

て
ほ
ぼ
戦
国
期
及
び
そ
れ
以
前
の
復
元
が
可
能
な
ば
か
り
か
、
す
で
に
消
滅
し
か
か
っ
て
い
る
小
字
以
下
の
地
名
も
古
老
の
方
々
が
明
確
に
記

憶
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
総
体
と
し
て
中
世
の
様
相
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
郡
内
文
書
は
、
先
に
触
れ
た
『
増
補
訂
正
編
年
大
友

史
料
』
や
『
大
分
県
史
料
』
に
収
録
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
調
査
体
制
や
所
蔵
家
の
調
査
時
点
で
の
諸
事
情
な
ど
も
関
係
し
て
、
近
世
・
近

代
の
文
書
、
伝
存
事
情
な
ど
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
欠
を
補
う
と
と
も
に
、
い
く
ど
も
訪
れ
る
保
証
は
な
い
こ
と
も
考
慮
に

入
れ
て
、
調
査
に
あ
た
っ
て
は
悉
皆
調
査
を
心
掛
け
た
。
な
か
で
も
伝
存
事
情
に
つ
い
て
知
り
得
る
こ
と
は
文
書
の
分
析
・
理
解
に
き
わ
め
て

右
に
見
た
一
連
の
調
査
の
中
で
、
野
上
文
書
の
調
査
と
博
捜
の
作
業
は
得
る
所
が
多
か
っ
た
。
先
に
触
れ
た
郡
内
九
重
町
の
豊
後
中
村
駅

（
Ｊ
Ｒ
久
大
線
）
ほ
ど
近
く
に
字
野
上
の
地
が
あ
る
。
こ
の
辺
り
が
野
上
一
族
の
旧
地
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
野
上
文
書
の
残
存
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
に
見
ら
れ
る
野
上
文
書
を
手
が
か
り
に
し
て
、
漸
次
そ
の
原
本
・
文
献
な
ど
に
あ
た

る
う
ち
に
現
段
階
で
可
能
な
限
り
の
野
上
文
書
を
収
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
大
分
県
立
図
書
館
蔵
の
『
碩
田
叢
誌
』
・
前
田
育
徳

会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
の
野
上
文
書
・
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
影
写
本
、
さ
ら
に
財
津
文
書
調
査
の
過
程
で
相
当
数
の
野
上
文
書
（
現
伊
東
市

豊
後
大
友
氏
の
研
究
史
的
考
察
（
芥
川
）
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も
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
筆
者
の
豊
後
大
友
氏
を
中
心
と
す
る
研
究
の
歩
み
を
披
瀝
し
た
。
現
段
階
に
お
い
て
多
く
の
補
正
や
整
合
な
ど
な
す
べ
き
こ

と
は
極
め
て
多
い
が
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
先
述
し
た
多
く
の
古
文
書
史
料
を
、
『
西
国
武
士
団
関
係
史
料
集
」
と
し
て
共
同
研
究
者
の
福
川

一
徳
氏
の
絶
大
な
る
協
力
の
も
と
に
編
集
・
発
刊
中
（
現
在
二
六
巻
ま
で
刊
行
）
で
あ
る
。
そ
の
主
旨
は
、
史
料
の
公
開
に
あ
り
、
活
字
判
の

史
料
集
の
限
界
を
、
少
し
で
も
形
状
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
完
壁
を
期
し
得
な
い
解
読
の
補
正
も
写
真
の
掲
出
に
よ
っ
て
後
日
補
正
で
き
る

等
の
配
慮
と
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
文
書
は
諸
事
情
か
ら
年
数
の
経
過
に
伴
っ
て
移
動
し
時
に
は
散
逸
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
と
く
に

散
逸
し
た
場
合
、
文
書
に
書
か
れ
た
事
実
そ
の
も
の
が
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
食
い
止
め
る
と
と
も
に
、
新

し
い
問
題
発
見
と
そ
の
解
明
の
手
が
か
り
に
な
れ
ば
幸
い
と
考
え
て
の
作
業
で
あ
る
。

稿
を
終
わ
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
間
に
受
け
た
関
係
各
位
・
諸
機
関
の
御
厚
情
・
御
協
力
・
御
支
援
に
対
し
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る

在
住
の
財
津
本
家
・
熊
本
在
住
の
財
津
氏
な
ど
の
所
蔵
、
財
津
家
は
古
代
以
来
の
日
田
に
於
け
る
豪
族
大
蔵
氏
の
流
れ
を
く
み
、
戦
国
期
に
は

日
田
八
奉
行
の
一
つ
で
あ
り
、
戦
国
末
期
以
降
肥
後
細
川
に
仕
官
し
た
系
譜
を
持
つ
）
を
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に
財
津
一
族
に
伝

存
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
学
界
未
見
文
書
で
あ
る
ば
か
り
か
、
先
に
掲
げ
た
『
碩
田
叢
誌
』
の
編
者
で
あ
る
、
近
世
の
大
分
に
お
け

る
豪
商
で
あ
り
碩
学
で
あ
っ
た
後
藤
碩
田
の
調
査
し
筆
写
し
た
原
本
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
新
し
い
発
見
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
調
査
を
通
じ
て
、
古
代
末
期
以
来
玖
珠
郡
内
に
お
い
て
発
展
を
遂
げ
た
野
上
氏
の
、
中
世
を
通
じ
て
の
存
在
形
態
が
把
握
で
き
た

と
と
も
に
、
一
族
の
分
出
と
近
世
に
於
け
る
動
向
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
得
た
（
拙
稿
「
野
上
文
書
の
伝
来
と
移
動
の
事
情
に
つ
い
て
」
古
文

書
研
究
第
一
四
号
所
収
、
前
掲
同
「
玖
珠
郡
に
つ
い
て
の
一
考
察
ｌ
ｌ
野
上
氏
を
中
心
に
ｌ
」
「
九
重
町
誌
」
下
巻
に
部
分
執
筆
）
．

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
一
九
九
六
年
十
二
月
七
日
（
土
）
の
法
政
大
学
史
学
会
に
お
け
る
講
演
「
豊
後
大
友
氏
の
研
究
史
的
考
察
」
の
論
旨
を
加
筆
、
成
稿
し

た
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

法
政
史
学
第
四
十
九
号

一
一
一
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芥
川
教
授
の
略
歴

一
九
四
七
年
四
月
私
立
武

一
九
四
七
年
九
月
同
退
職

一
九
四
七
年
九
月
私
立
世

学
校
）

’
九
五
二
年
三
月
同
退
職

一
九
五
二
年
四
月
法
政
大

一
九
五
二
年
六
月
法
政
大

一
九
五
八
年
三
月
助
手
辞

一
九
六
七
年
三
月
法
政
大

一
九
六
七
年
四
月
山
口
工

（
旧
制
）
入
学

一
，
九
五
○
年
三
月
同
卒
業

一
九
四
七
年
五
月
法
政
大
学
第
二
文
学
部
地
理
歴
史
学
科
歴
史
専
攻

一
九
四
四
年
四
月
駒
沢
大
学
専
門

一
九
四
七
年
三
月
駒
沢
大
学
卒
業

一
九
一
一
六
年
七
月
二
一
一
一
日
福
岡
市
荒
戸
町
で
誕
生

【
学
歴
】

’
九
三
九
年
四
月
私
立
正
則
中
学
校
入
学

一
九
四
四
年
三
月
同
四
年
修
了

一
九
四
四
年
四
月
駒
沢
大
学
専
門
部
歴
史
科
入
学
（
現
文
学
部
歴
史
学
科
）

一
九
六
九
年
三
月

【
職
歴
】

豊
後
大
友
氏
の
研
究
史
的
考
察
（
芥
川
）

私
立
武
相
中
学
校
（
旧
制
）
教
諭

法
政
大
学
第
二
高
等
学
校
退
職

山
口
工
業
短
期
大
学
（
新
設
）
助
教
授
・
法
政
大
学
第

二
教
養
部
兼
任
講
師

山
口
工
業
短
期
大
学
（
新
設
）
助
教
授
退
職

助
手
辞
任

法
政
大
学
第
二
高
等
学
校
教
諭

法
政
大
学
文
学
部
兼
任
助
手

私
立
世
田
谷
中
学
（
旧
制
・
現
世
田
谷
学
園
中
・
高
等

学
校
）
教
諭

一
九
九
七
年
三
月

一
九
六
九
年
四
月

一
九
七
一
年
三
月

一
九
七
一
年
四
月

一
九
七
三
年
四
月

一
九
九
○
年
四
月

昭
和
音
楽
短
期
大
学
助
教
授

同
退
職

法
政
大
学
第
二
教
養
部
助
教
授

同
教
授

法
政
大
学
第
二
教
養
部
長
・
法
政
大
学
評
議
員
（
～
九

一
年
三
月
）

定
年
退
職
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