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馬
部
隆
弘
『
椿つ
ば
い井
文
書
』（
中
公
新
書
）
の
書
評
を
探
し
て
い
て
、

さ
る
著
名
な
日
本
近
世
史
研
究
者
に
よ
る
、
次
の
よ
う
な
評
が
眼
に

止
ま
っ
た
。

　「
偽
物
に
も
比
較
的
「
無
害
な
」
も
の
と
有
害
な
も
の
が
あ
る
。

例
え
ば
「
東
日
流
外
三
郡
誌
」
や
「
竹
内
文
献
」
は
偽
作
と
本
書
は

い
う
が
、
こ
れ
ら
近
現
代
に
ひ
ろ
ま
っ
た
「
超
古
代
史
」
モ
ノ
は
実

害
が
少
な
い
。
歴
史
学
者
も
ち
ゃ
ん
と
「
作
品
だ
」
と
わ
か
っ
て
い

て
相
手
に
せ
ず
、
行
政
も
教
育
や
観
光
誘
致
に
利
用
し
な
い
か
ら
で

　
報
告
二

　
近
現
代
日
本
に
お
け
る
偽
作
史
書
と
そ
の
受
容
を
考
え
る
た
め
に

　
　
―
―
藤
原
明
氏
の
近
業
に
接
し
て

書
評藤

原
明
『
日
本
の
偽
書
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
九
年
）

藤
原
明
『
偽
書
『
東つ

が

る
日
流
外そ

と

三さ
ん

郡ぐ
ん

誌し

』
の
亡
霊
―
―
荒

あ
ら
は
ば
き吐

の
呪
縛
』

（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
九
年
）

藤
原
明
『
幻
影
の
偽
書
『
竹
内
文
献
』
と
竹
内
巨
麿
―
―
超
国
家
主
義
の
妖
怪
』

（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
二
〇
年
）　

　
　
長
谷
川
　 

亮
　
一
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近
現
代
日
本
に
お
け
る
偽
作
史
書
と
そ
の
受
容
を
考
え
る
た
め
に
（
長
谷
川
）

あ
る
。」（
磯
田
道
史「
見
抜
け
な
か
っ
た
失
敗
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」『
毎

日
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
四
月
二
五
日
付
朝
刊
一
七
面
）

　
一
見
偽
物
だ
と
気
づ
か
れ
に
く
い
『
椿
井
文
書
』
が
、
行
政
や
教

育
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
の
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
の
は

そ
の
通
り
で
あ
る
。し
か
し
、『
東
日
流
外
三
郡
誌
』（
以
下『
三
郡
誌
』）

は
、
当
初
は
近
世
に
編
纂
さ
れ
た
地
誌
と
し
て
、
自
治
体
史
の
「
資

料
編
」
と
い
う
形
で
公
刊
さ
れ
、
長
年
に
わ
た
り
東
北
地
方
の
地
域

史
研
究
を
混
乱
さ
せ
、
そ
の
影
響
は
今
日
に
至
る
ま
で
残
り
続
け
て

い
る
。
決
し
て
「
比
較
的
無
害
」
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。
荒
唐
無

稽
な
『
竹
内
文
献
』
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
、
そ
こ
か
ら
派

生
し
た
「
キ
リ
ス
ト
の
墓
」
や
「
モ
ー
ゼ
の
墓
」
は
、
現
在
も
観
光

地
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
偽
書
に
つ
い
て
い
え
ば
、
偽
書
と
し
て
の
巧
拙
や
内
容

の
派
手
さ
、
荒
唐
無
稽
さ
な
ど
は
、
そ
の
社
会
的
・
文
化
的
な
影
響

力
と
は
必
ず
し
も
相
関
し
な
い
。
稚
拙
な
ニ
セ
モ
ノ
が
行
政
や
教
育

に
悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
は
起
こ
り
う
る
し
、
現
実
に
起
こ

っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
超
古
代
史
」
は
「
古
史
古
伝
」
な
ど
と
も

呼
ば
れ
る
が
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
そ
れ
以
前
の「
伝
承
」、神
武
天
皇
以
前
の「
歴

史
」
な
ど
に
関
す
る
記
述
を
含
む
一
連
の
偽
書
群
で
あ
り
、
具
体
的

に
は
『
秀ほ
つ

真ま

伝つ
た
え』『

上
う
え
つ

記ふ
み

』『
宮
下
文
献
』『
竹
内
文
献
』『
安
部
文
献
』

『
九
鬼
文
献
』『
三
郡
誌
』な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、そ
の
多
く
は
、

漢
字
渡
来
以
前
に
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
た
固
有
の
文
字
（
と
し
て

近
世
に
偽
作
さ
れ
た
）「
神じ
ん

代だ
い

文
字
」に
関
す
る
記
述
を
含
ん
で
お
り
、

一
部
は
神
代
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
が
、
昭

和
初
期
に
超
国
家
主
義
者
ら
に
よ
っ
て
、
日
本
の
真
の
古
代
史
を
伝

え
る
文
献
と
し
て
宣
揚
さ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
以
後

の
古
代
史
ブ
ー
ム
や
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
な
ど
の
中
で
注
目
を
集
め
て

き
た
。

　
こ
れ
ら
の
偽
書
群
に
つ
い
て
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
の
藤

原
明
氏
（
以
下
「
著
者
」
と
表
記
）
が
全
般
的
に
論
じ
た
著
書
『
日

本
の
偽
書
』（
文
春
新
書
、
二
〇
〇
四
年
）
が
、
二
〇
一
九
年
五
月

に
河
出
文
庫
よ
り
、「
文
庫
版
あ
と
が
き
」
を
付
し
て
再
刊
さ
れ
た
。

同
書
は
、『
上
記
』『
竹
内
文
献
』『
三
郡
誌
』『
秀
真
伝
』
の
四
つ
を

取
り
上
げ
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
偽
書
群
の
生
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え

る
上
の
材
料
と
し
て
、
平
安
初
期
に
成
立
し
た
偽
書
『
先せ
ん

代だ
い

旧く

事じ

本ほ
ん

紀ぎ

』（
以
下
『
旧
事
紀
』）
と
、
近
世
に
お
け
る
そ
の
派
生
本
『
先
代

旧
事
本
紀
大た
い

成せ
い

経き
ょ
う』（
以
下
『
大
成
経
』）
に
つ
い
て
も
扱
っ
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
『
三
郡
誌
』
に
つ
い
て
論

じ
た
『
偽
書
『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
の
亡
霊
』
を
二
〇
一
九
年
一
二

月
に
、『
竹
内
文
献
』
に
つ
い
て
論
じ
た
『
幻
影
の
偽
書
『
竹
内
文
献
』

と
竹
内
巨
麿
』
を
二
〇
二
〇
年
一
月
に
、
い
ず
れ
も
河
出
書
房
新
社

よ
り
上
梓
し
て
い
る
。『
竹
内
文
献
』
も
『
三
郡
誌
』
も
、
い
ず
れ
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も
す
で
に
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
書
物
で
あ
る
が
、
著
者
は

決
し
て
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
な
く
、
先
行
研
究
を
批
判
し
て
新
た
な

研
究
視
角
を
提
供
し
て
い
る
。
な
お
、『
偽
書
『
東
日
流
外
三
郡
誌
』

の
亡
霊
』
と
『
幻
影
の
偽
書
『
竹
内
文
献
』
と
竹
内
巨
麿
』
は
『
日

本
の
偽
書
』
が
前
提
に
な
っ
た
内
容
で
あ
り
、ま
た
『
日
本
の
偽
書
』

で
不
十
分
だ
っ
た
点
や
そ
の
後
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
後
二
書
が
補

っ
て
い
る
、
と
い
う
関
係
な
の
で
、
参
照
す
る
際
は
三
冊
を
合
わ
せ

て
参
照
す
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。

　
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
以
下
、
こ
の
三
冊
を
取
り
上
げ
て
論

じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
偽
書
群
は
、
ど
の
よ
う
に
呼
ん
だ
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
か
？

　
今
日
、こ
れ
ら
は
「
古
史
古
伝
」
と
総
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
の
呼
称
は
も
と
も
と
、
神
代
文
字
等
の
ア
マ
チ
ュ
ア
研
究
者
で
あ

っ
た
吾あ

郷ご
う

清き
よ

彦ひ
こ

が
、『
古
事
記
以
前
の
書
』（
一
九
七
二
年
）
や
『
日

本
超
古
代
秘
史
資
料
』（
一
九
七
六
年
）
な
ど
に
お
い
て
、『
九
鬼
文

献
』『
竹
内
文
献
』『
宮
下
文
献
』
等
を
「
古
史
」、『
上
記
』『
秀
真
伝
』

等
を
「
古
伝
」
と
呼
び
、
そ
の
後
、
作
家
の
佐さ

治じ

芳よ
し

彦ひ
こ

が
、『
謎
の

竹
内
文
書
』（
一
九
七
九
年
）
以
下
一
連
の
著
作
で
、
吾
郷
の
用
語

を
援
用
し
て
「
古
史
古
伝
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
は
じ
め
、
定
着
す

る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
［
原
田 

二
〇
二
〇
：
七
二
～
八
〇
］。
す

な
わ
ち
、
信
奉
者
の
立
場
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
上
に
定
義
も
あ
い
ま

い
で
、
学
術
用
語
と
し
て
使
い
に
く
い
。

　
著
者
は
か
つ
て
、
こ
れ
ら
偽
書
群
の
総
称
と
し
て
「
近
代
偽
撰
国

史
」
と
い
う
呼
称
を
提
案
し
た
［
藤
原 

二
〇
〇
四
、同 

二
〇
一
九
ａ
：

一
八
〇
］。
評
者
（
長
谷
川
）
は
以
前
、「
古
史
古
伝
」
に
代
え
て
こ

の
呼
称
が
使
え
な
い
か
と
考
え
た
が
、「
近
代
」「
国
史
」
と
い
う
表

現
に
引
っ
か
か
り
を
覚
え
て
使
用
を
断
念
し
、
そ
の
際
の
疑
問
点
に

つ
い
て
「
成
立
（
偽
作
）
時
期
が
近
世
に
遡
る
も
の
や
一
九
七
〇
年

代
以
降
ま
で
下
る
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
お
り
、「
近
代
」
と
い
う
呼

称
は
適
切
さ
を
描
き
、
ま
た
、
必
ず
し
も
史
書
と
し
て
書
か
れ
て
い

る
と
も
限
ら
ず
、「
国
史
」
と
い
う
呼
称
に
も
難
点
が
あ
る
」
と
記

し
た
こ
と
が
あ
る
［
長
谷
川 

二
〇
一
七
：
一
四
六
］。
こ
の
た
び
、

こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
よ
り『
日
本
の
偽
書
』の「
文
庫
版
あ
と
が
き
」

［
藤
原 

二
〇
一
九
ａ
：
一
八
八
～
一
九
〇
］
お
よ
び
『
偽
書
『
東
日

流
外
三
郡
誌
』
の
亡
霊
』［
藤
原 

二
〇
一
九
ｂ
：
八
九
～
九
〇
］
で

応
答
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
ま
ず
、
そ
の
点
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た

い
。

　「
近
代
」
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
近
代
の
偽
書
を
近
代
に
台
頭
し

た
偽
書
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
成
立
（
偽
作
）
時
期
よ
り
も
、
そ
れ

が
主
と
し
て
享
受
さ
れ
た
時
代
に
着
目
す
る
」
と
し
、
そ
の
上
で

「「
偽
撰
」
の
呼
称
を
も
用
い
た
の
は
、
成
立
（
偽
作
）
を
近
代
に
限

定
し
た
と
の
誤
解
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
「
近
代
偽
撰
国
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近
現
代
日
本
に
お
け
る
偽
作
史
書
と
そ
の
受
容
を
考
え
る
た
め
に
（
長
谷
川
）

史
」の
呼
称
を
撤
回
し
、「
他
に
適
切
な
呼
称
が
見
出
さ
れ
る
ま
で
は
、

「
近
代
の
偽
書
」
な
い
し
は
「
近
代
の
偽
国
史
」
等
と
便
宜
称
す
る

こ
と
と
し
た
い
」
と
し
て
い
る
［
藤
原 

二
〇
一
九
ａ
：
一
八
九
～

一
九
〇
］（
な
お
、『
日
本
の
偽
書
』
内
で
は
「
偽
書
“
記
紀
以
前
の

書
”」［
藤
原 

二
〇
一
九
ａ
：
二
三
］
と
い
う
表
現
）。

　
成
立
で
は
な
く
受
容
の
時
期
に
着
目
す
る
、
と
い
う
の
は
一
つ

の
見
識
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
一
度
忘

却
さ
れ
「
昭
和
一
〇
年
代
の
国
家
主
義
の
高
揚
期
に
も
そ
の
存
在

は
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
」［
藤
原 
二
〇
一
九
ａ
：
一
一
三
］、
戦
後

に
な
っ
て 

“
再
発
見
”
さ
れ
た
『
秀
真
伝
』
や
、『
市し

浦う
ら

村
史
資
料

編
』（
一
九
七
五
～
七
七
年
）
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
こ
と
で
広
ま
っ

た
『
三
郡
誌
』
に
は
、
う
ま
く
当
て
は
ま
ら
な
い
。
著
者
は
、『
三

郡
誌
』
の
原
型
の
偽
作
開
始
時
期
は
一
九
四
一
年
ま
で
遡
る
［
藤
原 

二
〇
一
九
ｂ
：
第
三
章
］
と
し
、「
近
代
」
は
一
九
四
五
年
以
前
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
「
近
代
」
の
呼
称
を
用
い
て
も
差
し
支
え
な
い
、

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
『
三
郡
誌
』
と
い
う
形
を
整
え
て

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
一
九
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る
こ

と
は
動
か
し
よ
う
が
な
い
の
だ
か
ら
、
著
者
が
主
張
す
る
「
享
受
さ

れ
た
時
代
に
着
目
す
る
」
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
や
は
り
問
題
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。「
近
現
代
」
と
す
る
か
、あ
る
い
は
せ
め
て
、「
近

代
」
に
「
現
代
」
も
含
む
、と
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
な
お
、
評
者
の
旧
稿
で
は
指
摘
し
そ
び
れ
た
が
、「
国
史
」
は
「
一

国
の
歴
史
」
な
い
し
「
自
国
の
歴
史
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の

自
国
中
心
主
義
的
な
意
味
合
い
を
考
え
れ
ば
、
分
析
用
語
と
し
て
用

い
る
の
は
適
切
で
な
い
。

　
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
偽
書
群
を
ど
う
呼
ん
だ

ら
い
い
の
か
、
評
者
自
身
に
も
何
か
妙
案
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

評
者
は
旧
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
多
く
が
神
代
文
字
に
関
す
る
伝

承
を
含
む
か
、
あ
る
い
は
神
代
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

な
か
ば
苦
し
ま
ぎ
れ
に
「
神
代
文
字
文
献
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る

が
［
長
谷
川 

二
〇
一
七
：
一
二
五
］、
こ
れ
に
つ
い
て
は
著
者
か
ら

「『
但
馬
国
司
文
書
』
等
神
代
文
字
に
触
れ
な
い
偽
書
も
「
近
代
偽
撰

国
史
」
と
仮
称
し
た
一
群
と
系
統
的
に
無
関
係
の
も
の
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
を
包
摂
し
た
呼
称
が
必
要
と
考
え
る
」［
藤
原 

二
〇
一
九
ａ
：

一
九
〇
］
と
い
う
批
判
を
い
た
だ
い
た
。
確
か
に
、
神
代
文
字
で
書

か
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
か
の
よ
う
な
呼
称
を
用
い
る
こ
と

は
不
適
切
で
あ
っ
た
。
原
田
実
氏
の
よ
う
に
、「
古
史
古
伝
」
と
い

う
呼
称
の
問
題
点
を
認
め
つ
つ
も
、
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
再
定
義
し
た
上
で
用
い
る
［
原
田 

二
〇
二
〇
：
七
九

～
八
〇
］
と
い
う
の
も
一
案
で
は
あ
ろ
う
が
、
な
お
熟
考
を
待
ち
た

い
と
思
う
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
が
「
記
紀
以
前
の
書
」
と
し
て
受
容
さ
れ
た
、
と

い
う
点
で
共
通
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、た
と
え
ば
『
竹
内
文
献
』

に
は
南
朝
関
係
の
偽
文
書
が
含
ま
れ
、『
三
郡
誌
』
に
は
津
軽
安
藤
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（
東
）
氏
の
歴
史
に
関
す
る
記
述
が
含
ま
れ
る
な
ど
、
個
々
の
偽
書

に
つ
い
て
見
た
場
合
、
必
ず
し
も
擬
古
代
史
の
み
を
扱
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　『
日
本
の
偽
書
』に
お
い
て
は
、偽
書
生
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、

「
言
説
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
」（
門か
ど

屋や

温あ
つ
し）

―
―
す
な
わ
ち
、
偽
作
者

が
偽
書
の
受
容
者
側
の
言
説
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
偽
書

を
作
り
出
す
現
象
（
受
容
者
は
、
偽
書
の
内
容
や
偽
作
に
必
要
な
知

識
を
自
分
自
身
が
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
む
し
ろ
偽
書

を
自
説
の
裏
付
け
と
し
て
受
け
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
）
―
―

を
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、『
上
記
』（
幕
末
成
立
か
）
の
記
す
ウ
ガ

ヤ
王
統
譜
（
神
武
天
皇
の
父
神
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
エ
ズ
を
、
一
代
で
は

な
く
七
二
代
に
わ
た
る
世
襲
王
統
と
す
る
系
譜
）
が
、
明
治
期
の
吉

良
義
風
『
上
記
鈔
訳
』（
一
八
七
七
年
）
を
通
じ
て
『
竹
内
文
献
』『
宮

下
文
献
』
等
に
取
り
込
ま
れ
た
、
と
い
う
系
譜
関
係
は
早
く
に
藤
野

七
穂
氏
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
日
本
の
偽
書
』
に
お
い

て
は
〈
中
世
日
本
紀
〉
に
着
目
し
、
ウ
ガ
ヤ
王
統
譜
の
原
型
が
〈
中

世
日
本
紀
〉
に
基
づ
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
近
世
に
お
け

る
神
代
文
字
の
偽
作
は
、『
大
成
経
』に
お
け
る
神
代
文
字
実
在
論（
具

体
的
な
文
字
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
の
影
響
と
み

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
た
だ
、〈
中
世
日
本
紀
〉か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
詳
論
さ
れ
る
一
方
、

従
来
、
神
代
文
字
絡
み
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
近
世
国
学
、

特
に
平
田
派
と
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
疑

問
と
し
た
い
。
も
と
よ
り
、
平
田
篤あ
つ

胤た
ね

の
神
代
文
字
研
究
は
、
神
代

文
字
と
し
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
様
々
な
文
字
を
扱
っ
た
も
の
で

あ
り
、
平
田
派
に
よ
る
偽
作
な
ど
と
い
っ
た
単
純
な
関
係
で
は
な
い

が
、『
上
記
』
が
篤
胤
の
『
古
史
成
文
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
［
藤

原 

二
〇
一
九
ａ
：
三
三
］
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
決
し
て

無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
も
含
め
、
今
後
は
、
近

世
に
於
け
る
神
代
文
字
“
創
作
”
の
課
程
が
研
究
課
題
と
な
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　『
三
郡
誌
』
は
、
出
羽
土
崎
（
現
・
秋
田
県
秋
田
市
）
の
浪
人
・

秋
田
孝た
か

季す
え

と
、
そ
の
妹
婿
で
津
軽
飯い
い

詰づ
め

（
現
・
青
森
県
五
所
川
原
市

飯
詰
）
の
庄
屋
の
和
田
長
三
郎
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
（
た

だ
し
、
紹
介
当
初
は
三
春
藩
主
の
秋
田
孝の
り

季す
え

が
作
者
と
さ
れ
て
い
た

形
跡
が
あ
り
、
後
付
け
で
同
字
異
訓
の
別
人
に
よ
る
著
作
と
さ
れ
た

疑
い
が
強
い
）、長
三
郎
の
子
孫
を
称
し
た
和
田
喜
八
郎
（
一
九
二
九

～
九
九
）
が
家
伝
の
文
書
と
し
て
紹
介
し
、
一
九
七
三
年
に
『
車
力

町
史
』
で
そ
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
た
の
ち
、
一
九
七
五
～
七
七
年
に

『
市し

浦う
ら

村
史
資
料
編
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
、
秋
田
氏
の
先

祖
で
あ
る
津
軽
安
藤
（
東
）
氏
の
歴
史
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
和
田
喜
八
郎
の
所
蔵
し
て
い
た
文
書
群
は
他
に
も
多
数
に
の
ぼ



－  56  －－  57  －

近
現
代
日
本
に
お
け
る
偽
作
史
書
と
そ
の
受
容
を
考
え
る
た
め
に
（
長
谷
川
）

り
、
藤
原
氏
は
総
称
と
し
て
《
和
田
資
料
》
と
呼
ん
で
い
る
［
藤
原 

二
〇
一
九
ｂ
：
二
二
］。
一
九
九
〇
年
代
の
真
贋
論
争
の
結
果
、
所

蔵
者
自
身
が
現
代
に
偽
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
が
確
定
し

た
。

　『
偽
書
『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
の
亡
霊
』
は
、
同
書
が
所
蔵
者
自

身
に
よ
る
偽
作
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
と
し
た
う
え
で
、
従
来

の
偽
書
説
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。《
和
田
資
料
》は
、市
浦
村
版『
三

郡
誌
』
の
公
刊
以
前
に
出
現
し
た
グ
ル
ー
プ
と
、
そ
れ
以
後
に
出
現

し
た
グ
ル
ー
プ
と
で
、
そ
の
出
来
栄
え
に
差
が
あ
る
の
だ
が
、
従
来

の
偽
書
説
は
出
来
の
悪
い
後
者
を
中
心
に
扱
っ
て
き
た
た
め
、「
偽

書
と
し
て
も
、
元
は
何
か
あ
っ
た
は
ず
」
と
い
う
主
張
を
完
全
に
否

定
で
き
て
い
な
い
と
い
う
。

　
従
来
、
一
連
の
《
和
田
資
料
》
偽
作
の
発
端
は
、
一
九
四
九
年
の

飯
詰
山
中
で
の
「
役
え
ん
の

小お

角づ
ぬ

墳
墓
」
の
「
発
掘
」
だ
と
さ
れ
て
き
た
が
、

藤
原
氏
は
、開か
い

米ま
い

智ち

鎧が
い「
藩
政
前
史
梗
概
」（
福
士
貞
蔵
編『
飯
詰
村
史
』

一
九
五
一
年
、所
収
）
等
に
断
片
的
に
見
え
る
「
中
山
三
千
坊
資
料
」

が
偽
作
の
発
端
で
あ
り
、
そ
の
出
現
は
一
九
四
一
年
に
ま
で
遡
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
、「
役
小
角
墳
墓
」
の
出
現
も
一
九
四
九
年
か
ら

数
年
遡
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
初
期
の
偽
作
は
開
米

や
福
士
ら
郷
土
史
家
ら
と
の
「
言
説
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
」
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
中
山
修
験
法
場
の
宣
揚
を
目
的
と
し
て

作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
、
安
藤
（
東
）
氏
と
は
直
接
の
関
係
は
な
か

っ
た
。
こ
の
段
階
で
、
素
性
不
明
の
神
で
あ
る
ア
ラ
ハ
バ
キ
が
修
験

道
と
関
連
の
あ
る
神
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
ら
し
い
。

　
そ
の
後
、
資
料
所
蔵
者
の
ス
ポ
ン
サ
ー
で
市
浦
村
史
編
纂
委
員
で

あ
っ
た
藤
本
光
幸
の
影
響
を
受
け
、
安
藤
（
東
）
氏
の
故
事
来
歴
と

反
体
制
的
な
歴
史
叙
述
を
大
き
な
特
徴
と
す
る
現
行
の
『
三
郡
誌
』

が
成
立
し
、
ア
ラ
ハ
バ
キ
は
「
荒
あ
ら
は
ば
き吐
」（
ア
ラ
ハ
バ
キ
を
こ
の
よ
う

に
表
記
す
る
の
は
《
和
田
資
料
》
の
み
）
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
藤
本
は
「
言
説
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
」
の
相
手
と
し
て
十

分
な
能
力
が
な
く
、『
三
郡
誌
』
に
は
、庄
司
力
蔵
の
小
説
『
安
東
船
』

（
一
九
六
七
～
六
八
年
新
聞
連
載
、一
九
七
四
年
単
行
本
化
）か
ら「
安

東
水
軍
」
の
設
定
な
ど
を
盗
用
す
る
な
ど
し
て
お
り
、そ
の
後
の
《
和

田
資
料
》
は
さ
ら
に
杜
撰
で
安
易
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い

う
の
が
著
者
の
見
立
て
で
あ
る
。

　
以
上
、
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
く
初
期
偽
作
過
程
の
解

明
や
、「
安
東
水
軍
」
の
ネ
タ
元
が
小
説
『
安
東
船
』
で
あ
る
こ
と

の
特
定
な
ど
、
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
点
も
含
め
、
本
書
の
研
究
史

上
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
た
だ
し
、
本
書
の
論
点
に
つ
い
て
理
解

す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
『
三
郡
誌
』
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
も

っ
て
お
い
た
方
が
良
い
。

　『
竹
内
文
献
』
は
、
神
道
系
新
宗
教
「
天あ
ま

津つ

教
」
の
教
主
・
竹た
け

内う
ち

巨き
ょ

麿ま
ろ

（
一
八
七
四
？
～
一
九
六
六
）
が
、
家
伝
の
神
宝
と
し
て
紹
介
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し
た
資
料
の
総
称
で
、
太
古
に
お
い
て
天
皇
は
全
世
界
を
統
治
し
、

モ
ー
セ
、
釈
迦
、
キ
リ
ス
ト
な
ど
が
天
皇
の
教
え
を
請
い
来
日
し
た
、

と
い
っ
た
奇
怪
な
「
歴
史
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、に
も
か
か
わ
ら
ず
、

と
い
う
よ
り
そ
の
せ
い
で
、
軍
人
な
ど
の
一
部
に
関
心
を
持
つ
者
が

い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。『
幻
影
の
偽
書『
竹
内
文
献
』と
竹
内
巨
麿
』

は
、
竹
内
の
評
伝
の
形
で
、
偽
作
の
過
程
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
本
書
の
重
要
な
指
摘
と
し
て
は
、
ま
ず
、
従
来
、
竹
内
巨
麿
は
受

動
的
な
偽
作
者
で
あ
っ
て
、
天
皇
に
よ
る
世
界
統
一
と
い
う
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
は
巨
麿
が
本
来
持
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
に
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
が
あ
る
と
主
張
し
た
酒
井
勝か
つ

軍と
き

ら
信
奉
者
の
思
想
を
取
り
込
む

こ
と
で
初
め
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

巨
麿
は
能
動
的
な
偽
作
者
で
、
世
界
統
一
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
巨
麿
自

身
が
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
神
々
の
世
界
巡
幸
な
ど
を
記
す

気
宇
壮
大
な
構
想
を
包
含
す
る
現
行
『
竹
内
文
献
』
の
誕
生
の
上
限

は
、
大
正
一
三
年
［
一
九
二
四
年
］
前
後
。
そ
し
て
、
そ
の
テ
イ
ク

オ
フ
は
、
巨
麿
自
身
に
よ
る
と
考
え
て
大
過
な
い
と
断
定
し
て
よ
い

と
思
う
」［
藤
原 

二
〇
二
〇
：
三
一
］
と
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、『
竹
内
文
献
』
は
第
二
次
天
津
教
事
件
で
裁
判
所
に
押
収

さ
れ
た
ま
ま
、
東
京
大
空
襲
で
大
審
院
と
と
も
に
焼
失
し
た
、
と
い

う
通
説
に
つ
い
て
も
、
疑
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
阿
部
仲
麻
呂
の
子
孫
を
自
称
し
、
モ
ー
セ
の
日
本
渡

来
に
つ
い
て
記
し
た
文
書
（『
安
部
文
献
』）
を
所
蔵
す
る
と
称
し
て

い
た
安
部
正
人
（
一
八
七
五
？
～
一
九
六
九
）［
藤
原 

二
〇
二
〇
：

一
二
四
～
一
二
五
］
に
つ
い
て
、こ
の
人
物
は
山
岡
鉄
舟
（
一
八
三
六

～
八
八
）
の
口
述
と
さ
れ
る
『
武
士
道
』（
一
九
〇
二
年
刊
）
や
『
鉄

舟
随
筆
』（
一
九
〇
三
年
刊
）
な
ど
を
編
纂
・
刊
行
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
原
稿
が
所
在
不
明
で
、
内
容
に
も
不
自
然
な
点
が
多
々
あ

り
、
安
部
自
身
に
よ
る
偽
作
で
あ
る
疑
い
が
強
い
こ
と
を
申
し
添
え

て
お
く
［
長
谷
川 

二
〇
一
八
：
一
三
五
～
一
四
〇
］。

　
書
き
切
れ
な
か
っ
た
点
も
多
い
が
、
は
な
は
だ
簡
単
な
が
ら
、
以

上
で
紹
介
を
終
え
た
い
。
正
確
さ
を
重
ん
じ
る
著
者
の
主
張
を
、
評

者
の
拙
い
要
約
で
損
な
っ
て
い
な
い
か
と
恐
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
偽
書
を
史
料
価
値
な
き
も
の
と
し
て
否
定
す
る

だ
け
で
は
、
明
治
初
年
の
「
太
平
記
は
史
学
に
益
な
し
」（
久
米
邦く
に

武た
け

）
の
水
準
か
ら
一
歩
も
出
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
偽
書
を
、
そ

の
制
作
意
図
や
制
作
過
程
に
遡
り
、あ
る
い
は
受
容
状
況
を
見
定
め
、

そ
こ
か
ら
何
が
言
え
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
考
え
る
こ
と
こ

そ
が
、
現
代
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
偽
書
の
扱
い
方
で
あ
ろ
う
。
こ

の
三
冊
は
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
無
視
で
き
な
い
観
点
を
示

し
て
い
る
も
の
と
思
う
。
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近
現
代
日
本
に
お
け
る
偽
作
史
書
と
そ
の
受
容
を
考
え
る
た
め
に
（
長
谷
川
）
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東
邦
大
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講
師
・
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