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『
岩
野
泡
鳴
全
集
』
未
収
録
作
品
と
初
出
未
詳
作
品
の
調
査
報
告

王

憶

雲

小
稿
は
、
臨
川
書
店
『
岩
野
泡
鳴
全
集
』（
平
六
・
一
〇
～
平
九
・
七
、

以
下
『
臨
川
書
店
版
全
集
』
と
略
）
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
岩
野
泡
鳴
の

文
章
一
点
（
①
）
の
紹
介
と
、
初
出
紙
誌
未
確
認
の
作
品
七
点
（
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
）
の
調
査
報
告
を
行
い
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

『
臨
川
書
店
版
全
集
』
第
一
六
巻
に
は
、
単
行
本
未
収
録
で
初
出
未
詳

の
泡
鳴
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
国
民
図
書
版
『
泡
鳴
全

集
』
に
収
録
さ
れ
て
は
い
た
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
初
出
の
確
認
で
き
な

か
っ
た
も
の
」
（
紅
野
敏
郎
「
解
説
・
解
題
」
）
で
あ
る
。
初
出
情
報
の
確

定
は
、
旧
全
集
と
呼
ば
れ
た
、
国
民
図
書
株
式
会
社
か
ら
出
さ
れ
た
『
泡

鳴
全
集
』
（
大
一
〇
・
一
～
大
一
一
・
七
、
以
下
『
国
民
図
書
版
全
集
』

と
略
）
の
編
集
事
情
や
泡
鳴
関
連
の
雑
誌
・
人
物
な
ど
を
再
考
す
る
こ
と

に
繋
が
る
。

以
下
に
、
そ
の
作
品
と
説
明
を
記
し
て
い
く
。

①
「
日
本
深
山
に
怪
奇
の
異
人
」

明
治
四
二
年
八
月
五
日
発
行
の
「
冒
険
世
界
」
第
二
巻
第
九
号
「
冒
険

探
検
実
譚
」
欄
（
目
次
で
は
「
冒
険
探
検
奇
譚
」
と
あ
り
）
に
発
表
（
四

四
頁
～
四
七
頁
）。
三
段
組
、
総
ル
ビ
。『
国
民
図
書
版
全
集
』
、『
臨
川
書

店
版
全
集
』
と
も
に
未
収
録
。

同
欄
に
ト
ル
コ
、
南
洋
、
北
極
の
怪
奇
な
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

泡
鳴
は
日
本
の
部
分
を
担
当
し
て
い
る
。
遠
野
の
山
中
に
未
発
見
の
人
種

が
い
る
と
い
う
話
に
つ
い
て
、
泡
鳴
は
文
章
の
末
尾
に
「
僕
の
友
人
で
、

法
制
局
参
事
官
を
勤
め
て
ゐ
る
柳
田
国
男
君
が
、
近
頃
、
同
郷
の
有
志
家

を
招
い
て
そ
の
実
談
を
筆
記
し
た
。
僕
の
茲
に
書
き
入
れ
た
材
料
も
多
く

は
同
氏
か
ら
出
て
ゐ
る
の
だ
。
」
と
そ
の
話
の
出
所
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
「
同
郷
の
有
志
家
」
は
佐
々
木
喜
善
の
こ
と
で
、
そ
の
話
を
筆
記
し

た
も
の
と
し
て
、
柳
田
の
『
遠
野
物
語
』
は
翌
年
の
六
月
に
出
版
さ
れ
た
。

泡
鳴
と
柳
田
は
同
じ
龍
土
会
の
要
員
で
あ
り
、
泡
鳴
は
柳
田
主
催
の
イ
プ

セ
ン
会
に
も
熱
心
に
参
加
し
て
い
た
。

「
冒
険
世
界
」
誌
上
へ
の
執
筆
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
編
集
兼
発
行
人

押
川
春
浪
（
方
存
）
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
⑥
「
故

押
川
春
浪
の
事
」
の
項
目
を
参
照
さ
れ
た
い
。

以
下
に
冒
頭
部
分
の
図
版
と
全
文
を
掲
げ
る
。

日
本
深
山
に
怪
奇
の
異
人

＝
未
発
見
の
人
類
を
探
検
せ
よ
＝
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▲
探
検
家
は
眼
を
見
張
れ

わ
が
国
の
伝
説
又
は
怪
談
の
中
に
、
天
狗
、
大
入
道
、
山
男
、
大

人
な
ど
の
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
単
に
手
段
的
な
も
の
、
空
想

的
な
も
の
、
さ
ら
に
又
恐
怖
か
ら
来
た
錯
覚
的
な
も
の
等
が
多
い
と

し
て
も
、
僕
等
に
ど
う
し
て
も
こ
の
種
の
も
の
に
属
し
な
い
現
実
的

な
本
物
が
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
単
純
な
考
へ
か
ら

し
て
、
羽
根
の
生
へ
た
鼻
高
物
や
、
二
三
丈
も
そ
び
え
る
青
入
道
や
、

毛
深
い
力
男
や
な
ど
が
、
別
に
人
間
以
外
に
存
在
し
て
ゐ
る
と
信
ず

る
訳
で
は
な
い
。
わ
が
国
に
於
て
、
国
人
ま
た
は
戸
籍
吏
の
未
だ
発

見
し
な
い
人
間
が
住
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ら
し
い
と
云
ふ
の

だ
、
そ
れ
も
わ
が
国
領
範
囲
内
の
離
れ
小
島
や
絶
海
の
孤
島
を
云
ふ

の
で
は
な
い
。
わ
が
本
島
に
於
て
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ら
し
い
の

だ
。
一
概
に
迷
信
と
冷
笑
し
て
は
困
る
。
種
々
な
記
録
や
伝
説
の
う

ち
に
随
分
証
拠
と
な
る
事
柄
が
あ
る
の
で
あ
る
。

余
程
以
前
の
事
だ
。
淡
路
の
国
の
士
族
で
、
撃
剣
と
柔
術
と
が
上

手
な
ゆ
ゑ
を
以
つ
て
巡
査
に
採
用
さ
れ
た
人
が
、
そ
の
細
君
の
権
幕

と
虐
待
と
に
堪
へ
か
ね
て
そ
の
職
を
辞
し
、
妻
子
と
離
れ
、
自
分
一

人
で
播
州
の
某
牧
場
へ
行
つ
た
そ
こ
で
、
兼
て
心
得
あ
る
馬
術
を
応

用
し
て
、
荒
馬
を
馴
ら
す
役
を
勤
め
て
ゐ
た
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
詩
篇

で
云
へ
ば
、
馬
馴
ら
し
の
誰
れ
そ
れ
と
歌
は
れ
る
ヒ
ー
ロ
ー
だ
。
然

し
独
り
居
は
寂
し
い
も
の
だ
か
ら
妻
子
を
呼
び
寄
せ
る
と
、
細
君
だ

け
は
や
つ
ぱ
し
馴
ら
す
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
好
き
な
酒
さ
へ
碌

に
飲
ま
し
て
貰
へ
な
か
つ
た
。
家
庭
に
対
す
る
不
平
と
不
愉
快
と
は

国
に
ゐ
た
時
よ
り
も
一
層
烈
し
く
な
り
、
そ
の
不
平
と
不
愉
快
と
が

積
り
積
つ
て
、
つ
ひ
に
気
が
狂
つ
た
。
し
て
い
つ
の
ま
に
か
家
を
飛

び
出
し
て
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▲
姿
を
隠
し
て
仕
舞
つ
た

そ
れ
が
ま
る
で
リ
プ
バ
ン
ヰ
ン
ク
ル
の
様
な
お
話
だ
が
、
家
族
の

も
の
や
世
間
の
人
々
に
は
天
狗
に
さ
ら
は
れ
た
の
だ
、
い
や
、
神
隠

し
に
会
つ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
定
ま
つ
た
。
家
族
は
止
む
を
得
ず

国
に
引
返
し
て
、
も
と
の
屋
敷
の
破
家
に
落
ち
つ
き
、
い
つ
家
長
の

行
衛
が
分
る
か
と
、
見
す
ぼ
ら
し
い
生
活
を
つ
づ
け
て
ゐ
た
。
場
所

は
同
国
洲
本
だ
。
数
年
は
間
も
な
く
経
過
し
た
。
す
る
と
、
或
時
、

山
を
一
つ
隔
て
た
隣
村
の
人
が
そ
の
家
へ
や
つ
て
来
て
、
家
の
跡
取

り
息
子
（
僕
の
小
学
友
達
で
あ
つ
た
）
に
そ
の
父
が
変
な
風
を
し
て

立
つ
て
ゐ
た
の
を
、
山
で
見
た
か
ら
早
く
迎
へ
に
行
け
と
告
げ
た
。

息
子
は
取
る
も
の
も
取
り
敢
へ
ず
、
急
い
で
つ
い
て
行
く
と
、
果
し

て
お
城
山
の
絶
頂
の
、
昔
巨
蟒
が
住
ん
で
ゐ
た
と
云
は
れ
る
洞
穴
の

近
所
の
岩
に
腰
か
け
て
、ぼ
ろ
〳
〵
に
破
れ
た
衣
物
を
纏
つ
た
ま
ゝ
、

気
ぬ
け
を
し
た
様
子
で
、
ぼ
ん
や
り
空
を
な
が
め
て
、
長
ら
く
探
し

て
ゐ
る
父
が
ゐ
た
。
『
お
前
の
母
は
情
が
な
い
』
と
云
つ
た
切
り
、

息
子
に
つ
い
て
家
へ
帰
つ
て
来
た
が
そ
の
数
年
の
間
の
こ
と
に
就
て

は
何
事
も
語
ら
な
か
つ
た
し
、
ま
た
語
ら
う
と
し
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
呂
律
が
ま
は
ら
な
か
つ
た
。
所
の
人
人
の
実
見
や
推
測
を
総
合

す
る
と
、
例
の
巨
蟒
の
洞
穴
に
住
ん
で
ゐ
て
、
夜
に
な
る
と
、
麓
の

八
幡
宮
境
内
の
小
社
な
ど
に
あ
が
る
こ
わ
飯
な
ど
を
盗
ん
で
喰
つ
て

ゐ
た
ら
し
い
。
人
々
の
周
旋
で
、
そ
の
宮
の
神
主
の
下
役
を
勤
め
る

様
に
な
つ
た
が
、
間
も
な
く
衰
弱
の
為
め
に
死
ん
で
し
ま
つ
た
。

僅
か
に
十
数
年
前
、
狭
い
島
国
の
一
小
山
に
於
て
で
さ
へ
、
数
年

間
、
発
見
さ
れ
な
い
で
生
き
て
ゐ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
し
て
、
人

跡
の
至
ら
な
い
深
山
幽
谷
が
、
わ
が
国
に
も
、
ま
だ
方
々
に
あ
る
で

は
な
い
か
？

大
和
の
国
、
大
山
三
上
は
毎
年
巡
礼
に
行
く
講
中
も

あ
つ
て
、
随
分
有
名
だ
が
、
そ
の
神
社
の
奥
の
院
と
云
へ
ば
、
二
十

里
も
大
森
林
を
日
の
目
も
見
ず
に
通
つ
て
行
く
の
だ
。
そ
こ
に
は
十

数
軒
の
人
家
が
あ
つ
て
、
住
人
は
い
づ
れ
も

▲
一
種
の
異
人
族

言
語
も
碌
に
通
じ
な
い
、
俗
に
平
家
の
落
人
と
云
は
れ
て
居
る
。

落
人
と
云
へ
ば
、
飛
騨
の
白
川
郷
、
熊
本
県
下
の
五
箇
の
荘
な
ど
も

さ
う
云
は
れ
て
ゐ
て
、
是
等
は
い
づ
れ
も
よ
く
人
の
知
つ
て
ゐ
る
処

ろ
だ
。
然
し
、
わ
が
国
人
の
習
慣
と
し
て
、
深
山
や
幽
谷
に
住
し
て

ゐ
る
種
族
を
発
見
す
る
と
、
直
ぐ
平
家
の
落
人
な
ど
と
速
断
し
て
し

ま
う
。
し
て
、
ま
た
、
そ
れ
が
未
発
見
で
あ
る
と
、
そ
の
伝
説
や
た

ま
〳
〵
出
つ
く
は
し
た
こ
と
に
拠
つ
て
、
天
狗
、
大
入
道
、
若
し
く

は
山
男
、
大
人
な
ど
と
特
発
的
な
解
釈
を
附
し
て
し
ま
ひ
易
い
が
、

大
人
と
は
異
種
族
の
残
党
、
ま
た
は
僕
等
と
同
種
族
で
も
、
長
く
交

通
を
絶
し
て
ゐ
た
も
の
だ
。
平
家
ま
た
は
そ
の
他
の
落
人
ど
こ
ろ
か
、

コ
ロ
ボ
ツ
ク
ル
ま
た
は
ア
イ
ヌ
人
種
が
、
本
系
的
日
本
人
種
の
圧
迫

と
強
制
と
に
取
り
ま
か
れ
て
、
山
谷
を
落
ち
の
び
か
ね
、
そ
の
ま
ま

籠
城
し
て
し
ま
つ
た
の
も
な
い
と
は
限
ら
な
い
、
諸
国
の
古
い
風
土

記
ま
た
は
記
録
伝
説
等
に
出
て
ゐ
る
大
人
な
ど
の
話
は
、
全
く
そ
れ

と
関
係
が
な
い
と
は
云
へ
ま
い
。
鹿
児
島
県
人
が
珍
重
す
る
そ
の
県

下
の
伝
説
的
記
録
『
し
づ
の
お
だ
ま
き
』
に
も
、
大
人
の
こ
と
が
出

て
ゐ
る
さ
う
だ
。

さ
う
い
ふ
も
の
が
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
僕
等
と
は
違
つ
て
、
無
教
育
、

無
心
配
の
唯
だ
そ
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
動
く
ば
か
り
で
、

―
身
体

は
図
ぬ
け
て
発
達
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
し
、
毛
髪
を
刈
ら
な
け
れ
ば
、

僕
等
よ
り
も
ず
つ
と
毛
深
く
生
へ
て
ゐ
る
だ
ら
し

―
木
の
実
を
食

（
マ
マ
）

ら
ひ
、
草
の
実
を
摘
み
、
健
康
で
、
健
脚
で
、
渓
谷
を
毛
物
の
如
く
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達
者
に
渡
り
歩
く
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
、
仙
人
に
会
つ
て
来
た
な

ど
云
ふ
伝
説
も
そ
の
実
こ
ん
な
人
間
の
住
所
に
行
つ
て
来
た
こ
と
が

あ
ら
う
し
、
ま
た
女
が
天
狗
に
さ
ら
は
れ
た
と
い
ふ
様
な
話
も
、
ま

こ
と
は
、
こ
ん
な
部
落
で
女
性
の
欠
乏
を
補
ふ
為
め
に
、
山
里
か
ら

奪
つ
て
行
つ
た
こ
と
も
あ
ら
う
。
ま
た
、
そ
の
反
対
に
、
日
向
の
国

飫
肥
の
山
中
で
、
鹿
を
取
る
わ
な
を
懸
け
て
置
い
た
と
こ
ろ
が
、
翌

日
行
つ
て
見
る
と
、

▲
裸
体
の
女
が
罠
に
懸
つ
て

ゐ
た
。
こ
れ
は
徳
川
幕
府
文
政
年
間
の
こ
と
だ
わ
が
国
一
般
の
種
族

（
マ
マ
）

以
外
の
も
の
で
な
け
れ
ば
裸
体
で
出
あ
る
く
女
や
罠
の
何
た
る
か
を

知
ら
な
い
も
の
が
あ
ら
う
か
？

ま
た
か
う
い
ふ
話
が
あ
る
。
飛
騨
の
山
中
で
樵
夫
が
何
だ
か
異
様

な
入
道
に
出
会
つ
た
が
、
余
り
お
そ
ろ
し
い
の
で
、
携
へ
て
ゐ
た
に

ぎ
り
飯
を
や
つ
た
。
す
る
と
、
そ
れ
を
甘
さ
う
に
喰
つ
た
。
翌
日
、

ま
た
同
じ
と
こ
ろ
に
や
つ
て
来
た
が
、
今
回
は
み
や
げ
に
珍
ら
し
い

木
の
実
を
持
つ
て
来
て
に
ぎ
り
飯
と
交
換
し
た
。
之
を
聴
い
た
別
な

樵
夫
が
、
翌
日
出
て
行
つ
て
そ
れ
を
鉄
砲
で
打
ち
殺
し
た
。
し
て
、

そ
の
ま
た
翌
日
行
つ
て
見
る
と
、
倒
れ
て
ゐ
る
大
人
の
そ
ば
に
、
大

き
な
女
が
独
り
坐
は
つ
て
泣
い
て
ゐ
た
さ
う
だ

陸
中
の
国
遠
野
郷
で
は
、
よ
く
そ
こ
ら
の
女
が
盗
ま
れ
る
さ
う
だ

が
、
そ
の
山
中
が
深
い
だ
け
に
、
未
発
見
の
人
間
が
ゐ
る
ら
し
い
。

そ
の
郷
人
の
極
近
い
伝
説
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
実
験
談
の
う
ち
に
、

山
び
ら
き
小
屋
で
餅
を
焼
い
て
ゐ
た
と
こ
ろ
が
、
例
の
異
人
が
や
つ

て
来
て
そ
れ
を
欲
し
さ
う
な
様
子
を
見
せ
た
の
で
一
つ
や
る
と
、
よ

ろ
こ
ば
し
さ
う
に
ぐ
ひ
呑
み
に
し
た
。
翌
日
も
来
た
の
で
、
真
ッ
か

に
焼
い
た
石
こ
ろ
を
喰
は
し
た
。
す
る
と
、
翌
日
、
そ
の
者
は
近
所

の
谷
合
ひ
で▲

根
笹
で
編
ん
だ
三
尺
の
わ
ら
じ

を
穿
い
た
ま
ゝ
死
ん
で
ゐ
た
。
三
尺
と
は
、
怖
い
の
で
大
き
く
見
え

た
の
だ
ら
う
。

わ
が
国
の
人
類
学
者
等
や
古
物
学
者
等
は
眠
つ
て
ゐ
る
。
坪
井
博

士
一
流
の
筆
法
で
、
徒
ら
に
外
国
人
の
こ
し
ら
へ
た
人
類
学
な
ど
を

そ
の
ま
ゝ
に
套
襲
し
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
な
け
れ
ば
、
コ
ロ
ボ
ク
ル
な

ど
の
説
明
を
繰
り
返
し
、
少
し
も
独
得
の
研
究
を
初
め
な
い
。
た
ま

（
マ
マ
）

に
何
か
や
り
出
す
と
、
丸
山
を
発
掘
し
て
芝
公
園
の
風
致
を
そ
こ
ね

た
り
、
お
穴
さ
ま
を
掘
り
散
ら
し
て
迷
信
家
連
の
恨
み
を
買
ふ
く
ら

ゐ
の
こ
と
だ
。人
類
学
や
発
掘
学
を
持
て
遊
ん
で
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
、

僕
等
が
在
り
と
信
ず
る
未
発
見
の
人
類
な
ど
は
、
到
底
、
彼
等
に
話

し
た
つ
て
分
る
ま
い
。
僕
等
は
、
そ
れ
が
為
め
に
、
世
の
大
胆
有
為

の
探
検
家
諸
君
に
望
む
と
こ
ろ
が
多
い
の
だ
。

未
発
見
人
類
探
検
に
目
的
と
な
る
べ
き
地
方
は
、
以
上
挙
げ
た
外

に
、
ま
だ
岩
代
の
南
、
会
津
、
只
見
川
の
上
流
で
最
も
遠
い
山
里
か

ら
二
十
里
ほ
ど
這
入
つ
た
深
山
に
は
ゐ
る
ら
し
い
。
ま
た
、
岩
舟
郡

の
三
面
は
徳
川
時
代
に
分
つ
た
の
だ
が
南
蒲
原
郡
に
は
、
明
治
に
な

つ
て
か
ら
発
見
さ
れ
た
部
落
が
あ
つ
て
、
近
頃
ま
で
戸
籍
が
な
か
つ

た
の
だ
。

遠
州
の
奥
山
は
、
そ
の
入
り
口
の
京
丸
ま
で
し
か
人
跡
は
這
入
つ

て
ゐ
な
い
。
或
時
、

▲
大
き
な
牡
丹
の
花
が
流
れ
て
来
た

の
で
、
上
流
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
行
く
と
、
絶
壁
の
上
は
、
一
面
に
牡

丹
の
花
盛
り
で
あ
つ
た
さ
う
だ
。

木
曽
の
御
嶽
山
の
ふ
も
と
に
も
、
世
間
と
交
通
し
な
い
部
落
が
あ
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る
さ
う
だ
。

ま
た
、
駿
河
の
奥
で
、
井
川
と
い
ふ
の
は

―
そ
こ
の
郷
主
は
海

野
氏

―
馬
の
飼
ひ
方
を
知
ら
な
い
人
間
の
部
落
だ
。
そ
の
ま
た
奥

へ
は
ま
だ
這
入
つ
て
見
た
も
の
が
な
い
。

未
発
見
人
類
存
在
の
信
仰
が
よ
し
ん
ば
過
去
の
事
実
に
当
つ
て
ゐ

た
と
し
て
も
、
諸
君
が
探
検
に
よ
つ
て
そ
れ
を
確
め
得
た
だ
け
有
効

で
は
な
い
か
？

ま
し
て
現
在
の
事
実
ら
し
い
証
拠
も
諸
方
の
談
柄

に
の
ぼ
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
遠
野
郷
の
最
近
伝
説
の
如
き
は
、
僕
の
友

人
で
、
法
制
局
参
事
官
を
勤
め
て
ゐ
る
柳
田
国
男
君
が
、
近
頃
、
同

郷
の
有
志
家
を
招
い
て
そ
の
実
談
を
筆
記
し
た
。
僕
の
茲
に
書
き
入

れ
た
材
料
も
多
く
は
同
氏
か
ら
出
て
ゐ
る
の
だ
。
同
氏
は
こ
の
事
に

就
て
非
常
な
信
仰
と
研
究
と
を
持
つ
て
ゐ
る
。
若
し
諸
君
に
し
て
僕

が
あ
げ
た
目
的
地
に
つ
き
、
な
ほ
詳
し
く
そ
の
実
際
を
知
り
た
い
な

ら
、
柳
田
君
に
就
い
て
糺
し
給
へ
。

②
「
日
本
現
代
の
新
体
詩
界
」

明
治
四
一
年
一
月
一
〇
日
発
行
の
「
宇
宙
」
第
二
巻
第
一
号
に
発
表
（
三

三
頁
～
四
七
頁
）
。
署
名
は
東
京
子
。
二
段
組
、
ル
ビ
僅
少
。
誤
字
・
闕

字
・
衍
字
の
類
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
。
な
お
、
後
述
の
③
「
東
京
通

信
」
も
同
号
に
掲
載
さ
れ
る
。

泡
鳴
「
新
体
詩
史
」（
明
四
一
・
一
〇
脱
稿
）
の
第
七
章
「
第
七
期
（
明

治
三
九
年
以
後
）」
の
内
容
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。「
新
体
詩

史
」
は
、
泡
鳴
生
前
に
出
版
さ
れ
ず
、
死
の
直
後
に
編
集
さ
れ
た
『
国
民

図
書
版
全
集
』
第
一
四
巻
に
、『
新
体
詩
作
法
』（
明
四
〇
・
一
二
、
修
文

館
）
な
ど
と
併
せ
て
収
録
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
最
初
に
「
は
し
が
き
」
が

つ
け
ら
れ
、
単
行
本
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
「
新
体
詩
史
」
所
収

の
文
章
が
、
明
治
四
〇
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
「
新
思
潮
」
「
文
章
世

界
」
「
太
陽
」
な
ど
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大
久
保
典
夫

「
解
説
・
解
題
」（
『
臨
川
書
店
版
全
集
』
第
一
一
巻
）
に
詳
し
い
。
し
か

し
、
「
宇
宙
」
掲
載
分
に
つ
い
て
は
従
来
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

「
新
体
詩
史
」
の
「
は
し
が
き
」
に
よ
る
と
、
泡
鳴
が
最
終
的
に
脱
稿

し
た
の
は
、
「
日
本
現
代
の
新
体
詩
界
」
よ
り
後
で
あ
る
。
両
者
を
比
較

す
る
と
、
「
新
体
詩
史
」
第
七
章
に
お
い
て
大
幅
な
加
筆
と
削
除
、
詩
の

置
き
換
え
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
書
誌
的
な
情
報
が
加
え
ら

れ
た
箇
所
や
作
家
の
肩
書
き
・
作
品
名
を
「
新
体
詩
史
」
第
七
章
で
改
め

た
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
る
。

こ
こ
に
加
筆
さ
れ
た
箇
所
だ
け
を
記
し
て
お
く
。
「
新
体
詩
史
」
第
七

章
に
大
幅
に
加
筆
さ
れ
た
の
は
、
次
の
五
箇
所
で
あ
る
。
『
臨
川
書
店
版

全
集
』
第
一
一
巻
の
頁
を
示
し
つ
つ
、
以
下
に
記
す
。

・
二
四
五
頁
下
段
「
今
一
つ
云
つ
て
置
く
べ
き
は
、
」
か
ら
、
二
四
六

頁
下
段
「
ま
だ
そ
の
特
色
を
認
め
ら
れ
る
作
で
は
な
か
つ
た
。
」
ま

で
。

・
二
四
九
頁
上
段
「
し
て
、
そ
の
自
然
主
義
派
で
な
い
そ
の
自
然
派
的

傾
向
の
影
響
は
」
か
ら
、
二
四
九
頁
下
段
に
引
用
さ
れ
て
い
る
鷗
外

の
詩
『
雫
』
の
末
尾
ま
で
。

・
二
五
〇
頁
上
段
「
乃
ち
、『
闇
の
盃
盤
』
、『
褄
と
る
君
』」
か
ら
二
五

〇
頁
下
段
「
燃
え
て

の
ぼ
る
。
」
に
終
わ
る
『
闇
の
盃
盤
』
の
引

用
ま
で
。

・
二
五
四
頁
下
段
「
さ
き
に
挙
げ
た
鉄
幹
の
『
詩
話
』
は
、
」
か
ら
、

二
五
七
頁
下
段
に
引
用
さ
れ
て
い
る
泡
鳴
の
子
守
唄
『
笛
の
音
』
の

末
尾
ま
で
。

・
二
五
八
頁
上
段
「
こ
の
詩
史
稿
を
書
い
た
年
、
」
か
ら
最
後
ま
で
。
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対
し
て
、
「
日
本
現
代
の
新
体
詩
界
」
の
「
序
に
云
つ
て
置
く
が
」
か
ら

末
尾
ま
で
（
「
宇
宙
」
四
七
頁
）
が
削
除
さ
れ
た
。
以
下
に
そ
の
箇
所
を

掲
げ
て
お
く
。

序
に
云
つ
て
置
く
が
、
英
語
詩
人
が
帰
朝
し
て
間
も
な
く
、
渠
の
思

ひ
付
き
で
、
日
英
米
同
合
の
『
あ
や
め
会
』
な
る
も
の
が
設
け
ら
れ
、

わ
が
国
の
重
も
な
詩
人
に
、
英
国
の
ア
ー
サ
ー
シ
モ
ン
ズ
、
ヰ
リ
ア

ム

イ
ー
ツ
等
、
米
国
の
オ
ー

キ
ン
ミ
ラ
ー
チ
ャ
ー
ル
ス

ス
タ

ダ
ー
ド
等
、
外
国
詩
人
二
十
名
ほ
ど
が
加
盟
し
て
、
定
期
刊
行
詩
集

を
出
す
こ
と
に
な
つ
た
。
其
第
一
集
『
あ
や
め
草
』
は
三
十
九
年
六

月
に
出
で
、
第
二
集
『
と
よ
は
た
雲
』
は
四
十
年
一
月
に
出
た
。
其

他
現
の
代
詩
を
読
ま
う
と
す
る
諸
君
に
便
す
る
為
め
、
諸
家
の
を
も

（
マ
マ
）

な
詩
集
を
挙
げ
る
と
、
有
明
氏
の
『
春
鳥
集
』
並
に
『
独
絃
哀
歌
』
、

泣
菫
氏
の
『
白
羊
宮
』
並
に
『
二
十
五
絃
』
、
泡
鳴
氏
の
『
夕
潮
』

並
に
『
悲
恋
悲
歌
』
（
此
両
著
は
『
泡
鳴
詩
集
』
と
し
て
一
冊
に
ま

と
ま
つ
た
の
が
あ
る
）、
林
外
氏
の
『
夏
花
少
女
』
、
花
外
氏
の
『
ゆ

く
雲
』
、
酔
茗
氏
の
『
塔
の
影
』
、
小
山
内
董
氏
の
『
小
野
の
別
れ
』
、

（
マ
マ
）

上
田
敏
氏
の
訳
詩
集
『
海
潮
音
』
等
で
あ
る
。
ま
た
、
お
も
な
新
体

詩
を
よ
く
裁
せ
る
雑
誌
は
、『
太
陽
』
、『
早
稲
田
文
学
』
、『
新
思
潮
』
、

（
マ
マ
）

『
文
章
世
界
』
、『
新
小
説
』
等
で
、其
ア
マ
チ
ユ
ア
的
な
習
作
を
も
裁
せ

（
マ
マ
）

る
の
は
『
明
星
』
、『
渠
人
』
、『
文
庫
』
、『
新
声
』
等
で
あ
る
。
過
去

一
年
間
程
は
、
出
版
界
が
辞
書
類
並
に
実
業
的
書
類
に
い
そ
が
し
つ

く
て
、
文
芸
物
は
、
小
説
の
方
は
ま
だ
出
る
が
、
お
も
な
詩
人
の
詩

集
さ
出
へ
ず
に
居
る
状
態
で
あ
る
。
近
頃
僕
は
『
新
体
詩
作
法
』
と

（
マ
マ
）

い
ふ
も
の
を
出
版
す
る
。
名
は
至
極
通
俗
だ
が
新
体
詩
の
種
類
、
音

律
、
格
調
、
修
辞
等
に
就
て
こ
れ
ま
で
世
間
が
は
つ
き
り
と
知
ら
な

か
つ
た
点
を
明
か
に
説
明
し
た
専
門
的
研
究
で
あ
る
。
ま
た
、
『
新

体
詩
史
』
な
る
も
の
を
著
述
中
で
、
材
料
を
集
め
て
居
る
。
こ
の
出

版
は
明
年
に
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。

こ
の
箇
所
で
泡
鳴
自
身
は
、
『
新
体
詩
作
法
』
を
近
頃
出
版
す
る
計
画

と
、
「
新
体
詩
史
」
の
執
筆
に
関
す
る
状
況
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
説

明
は
、
「
新
体
詩
史
」
本
文
の
生
成
過
程
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
手
が

か
り
と
な
ろ
う
。
「
新
体
詩
史
」
の
「
は
し
が
き
」
を
書
く
際
に
、
泡
鳴

は
「
こ
の
『
詩
史
』
に
残
つ
た
の
は
、
今
見
れ
ば
、
た
だ
材
料
の
滓
で
あ

る
か
の
様
な
気
が
す
る
」
と
弱
音
を
吐
い
て
お
り
、
出
版
に
躊
躇
し
て
い

る
心
情
を
窺
わ
せ
る
。

削
除
さ
れ
た
代
わ
り
に
、
「
新
体
詩
史
」
第
七
章
の
末
尾
に
、
明
治
四

一
年
の
詩
壇
の
動
き
を
述
べ
る
箇
所
が
追
加
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も

ち
ろ
ん
、
「
日
本
現
代
の
新
体
詩
界
」
の
発
表
時
点
で
は
書
く
こ
と
の
で

き
な
い
事
柄
で
あ
る
。

泡
鳴
は
「
新
体
詩
史
」
を
ま
と
め
上
げ
た
も
の
の
、
結
局
単
行
本
と
し

て
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
脱
稿
の
翌
年
二
月
に
、
第
七
章
ま
で

の
内
容
は
、
「
太
陽
」
第
一
五
巻
三
号
臨
時
増
刊
「
明
治
史
第
七
編

文

芸
史
」
に
「
第
四
編

新
体
詩
界
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
「
太
陽
」
所

収
の
「
新
体
詩
界
」
本
文
に
関
し
て
、
前
出
の
大
久
保
氏
は
「
普
通
な
ら

初
出
と
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
定
本
（
旧
全
集
の
「
新
体

詩
史
」
）
を
注
文
の
枚
数
に
合
わ
せ
て
圧
縮
・
要
約
し
た
も
の
だ
」
と
説

明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
七
章
に
お
い
て
は
、
「
新
体
詩
史
」
と
「
新

体
詩
界
」
と
の
間
に
、
段
落
の
分
け
方
が
異
な
る
箇
所
は
あ
る
も
の
の
、

異
同
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
「
新
体
詩
史
」
第
七
章
は
、
明
治
四
一
年
一

〇
月
ま
で
に
「
宇
宙
」
所
収
の
「
日
本
現
代
の
新
体
詩
界
」
を
も
と
に
修
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正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
「
太
陽
」
に
「
新
体
詩

界
」
と
し
て
発
表
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

③
「
東
京
通
信
」

明
治
四
〇
年
一
一
月
一
○
日
、
一
二
月
一
〇
日
発
行
の
「
宇
宙
」
第
一

巻
第
七
号
、
第
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
東
京
通
信
」
は
『
臨
川
書
店
版
全

集
』
第
一
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『
国
民
図
書
版
全
集
』
第
一
七

巻
に
は
、
こ
の
「
東
京
通
信
」
の
続
き
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
、
『
臨
川
書
店
版
全
集
』
第
一
六
巻
の
紅
野
敏
郎
「
解
説
・
解
題
」

は
、
「
そ
の
後
の
「
宇
宙
」
に
掲
載
さ
れ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
未
確

認
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
宇
宙
」
と
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
あ
る
青

木
大
成
堂
か
ら
出
さ
れ
た
在
日
邦
人
向
け
の
雑
誌
で
あ
る
。
青
木
大
成
堂

の
出
版
事
情
に
関
し
て
は
、
日
比
嘉
高
「
北
米
移
民
と
日
本
書
店

―
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
中
心
に

―
」（
「
立
命
館
言
語
文
化
研
究
」
平
二
〇

・
九
）
が
詳
し
い
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
「
宇
宙
」
と
泡
鳴
と
の
関
係
に
言

及
す
る
先
行
研
究
は
ま
だ
な
い
。
こ
こ
で
は
「
宇
宙
」
に
見
出
さ
れ
る
泡

鳴
に
関
す
る
問
題
点
を
述
べ
て
お
く
。

稿
者
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、明
治
四
一
年
一
月
一
〇
日
発
行
の
「
宇

宙
」
第
二
巻
第
一
号
（
七
六
頁
～
八
五
頁
）
に
「
東
京
通
信
」
の
続
き
の

一
部
を
確
認
し
た
。
二
段
組
、
ル
ビ
な
し
。
末
尾
に
「
（
以
下
次
号
）
」
の

記
載
が
あ
る
。

第
二
巻
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
「
東
京
通
信
」
は
、
二
つ
の
部
分

に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
「
東
京
商
業
会
議
所
外
国
通
信
係
Ｂ
、
Ｂ
、

Ｍ
、
生
」
の
「
十
二
月
十
六
日
東
京
発
信
」
と
い
う
短
い
文
章
（
八
一
頁

～
八
二
頁
）
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
「
東
京
通
信
」
の
前
半
は
「
現
皇
帝
陛

下
の
御
生
母
」
か
ら
「
も
う
首
縊
め
台
が
転
ず
る
の
を
待
つ
ま
で
の
こ
と

に
な
つ
た
。
」
（
『
臨
川
書
店
版
全
集
』
第
一
六
巻
、
二
四
五
頁
～
二
四
九

頁
）
ま
で
で
あ
り
、
後
半
は
「
前
前
通
信
で
云
つ
た
大
演
習
は
」
か
ら
「
真

鍮
及
黄
銅
は
十
六
万
四
千
余
円
を
増
加
し
て
居
る
。
」（
二
四
九
頁
～
二
五

一
頁
）
と
い
う
一
文
に
終
わ
る
。
全
集
の
本
文
と
の
間
に
大
き
な
異
同
は

認
め
ら
れ
な
い
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
全
集
に
収
録
さ
れ
た
「
わ
が
皇
太

子
殿
下
の
韓
国
御
巡
遊
は
、
」
以
降
の
文
章
（
二
五
一
頁
～
二
六
〇
頁
）

は
依
然
と
し
て
確
認
で
き
な
い
。
稿
者
の
調
査
し
た
限
り
、「
宇
宙
」
は
、

国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
第
一
巻
第
六
、
七
号
、
第
二
巻
第
一

号
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
臨
川
書
店
版
全
集
』
に
よ
れ
ば
、

第
一
巻
第
八
号
に
泡
鳴
の
「
幼
馴
染
」
（
小
説
）
と
「
東
京
通
信
」
の
一

部
を
確
認
し
た
と
い
う
が
、
稿
者
は
こ
の
号
の
存
在
を
確
認
で
き
ず
、
実

見
に
及
ん
で
い
な
い
。

第
一
巻
第
七
号
の
「
東
京
通
信
」
は
、
岩
野
泡
鳴
の
名
前
で
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
、
第
二
巻
第
一
号
の
本
文
に
お
い
て
は
、
前
半
の
執
筆
者
は
「
東

京
子
」
、
後
半
は
「
岩
野
泡
鳴
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
目
次
で
は
前

半
後
半
の
分
別
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
作
者
も
「
東
京
子
」
と
し
か
表
示
さ

れ
て
い
な
い
。
第
一
巻
第
六
号
奥
付
に
あ
る
次
号
予
告
に
、
「
本
社
は
高

橋
五
郎
岩
野
泡
鳴
の
両
君
を
東
京
通
信
者
と
定
め
て
故
国
文
壇
其
他
の
通

信
一
切
を
依
嘱
せ
り
」
と
あ
る
か
ら
、
前
半
を
担
当
す
る
「
東
京
子
」
は

高
橋
五
郎
で
あ
る
可
能
性
も
残
る
。
た
だ
し
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、

同
号
に
あ
る
「
東
京
子
」
の
執
筆
し
た
「
日
本
現
代
の
新
体
詩
界
」
は
、

泡
鳴
の
「
新
体
詩
史
」
第
七
章
の
一
部
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
東

京
通
信
」
の
「
東
京
子
」
も
や
は
り
泡
鳴
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ

れ
る
が
、
同
号
の
「
東
京
通
信
」
に
「
岩
野
泡
鳴
」
「
東
京
子
」
と
い
う

二
つ
名
前
の
表
記
が
存
在
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
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④
「
思
索
力
の
欠
乏
せ
る
現
文
壇
」

明
治
四
二
年
五
月
一
五
日
発
行
の
「
秀
才
文
壇
」
第
九
巻
第
一
一
号
に

発
表
（
二
頁
～
八
頁
）
。
二
段
組
、
総
ル
ビ
。
目
次
で
は
「
欠
乏
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
の
表
題
に
は
「
缺
乏
」
と
あ
る
。
末
尾
に
「
四

十
二
年
四
月
二
十
二
日
稿
」
と
記
載
。
同
号
に
は
服
部
嘉
香
「
実
感
詩
論
」

や
相
馬
御
風
「
子
（
翻
訳
）」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

『
国
民
図
書
版
全
集
』
第
一
八
巻
に
収
録
さ
れ
る
際
に
、
「
小
説
読
者

と
現
代
文
界
の
欠
陥
」
と
改
題
さ
れ
た
。
初
出
と
全
集
本
文
と
の
間
に
は
、

冒
頭
と
文
末
に
異
同
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
末
の
加
筆
は
、
評
論
の
単

行
本
の
た
め
に
追
加
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
評
論
は
泡

鳴
の
ど
の
単
行
本
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。（
「
→
」
以
降
が
全
集
本
文
）

冒
頭

現
代
文
界
の
欠
陥
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
云
ふ
に
先
立
ち
文
芸
の
読

者
の
こ
と
を
考
へ
て
見
給
へ
。
文
界
と
い
へ
ば
、
→
現
代
文
界
の

欠
陥
は
ど
う
云
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
か
と
云
ふ
問
題
を
秀
才
文
壇
記

者
が
持
つ
て
来
た
を
幸
ひ
、
こ
こ
に
暫
く
之
が
思
案
を
し
て
見
よ

う
。
文
界
と
い
へ
ば
、

末
尾

地
方
に
も
沢
山
出
て
来
な
け
れ
ば
嘘
だ
。
／
（
四
十
二
年
四
月
二

十
二
日
稿
）
→
地
方
に
も
沢
山
出
て
来
な
け
れ
ば
嘘
だ
。
そ
れ
か

ら
、
ま
た
、
こ
れ
も
思
索
力
の
不
足
か
ら
来
る
こ
と
だ
が
、
言
語

を
乱
用
し
て
、
心
に
も
な
い
こ
と
を
発
し
た
り
す
る
悪
弊
が
多
過

ぎ
る
。
こ
れ
は
然
し
別
に
述
べ
よ
う
。
（
明
治
四
十
二
年
四
月
）

⑤
「
夢
遊
病
的
犯
罪
者
」

明
治
四
三
年
二
月
五
日
発
行
の
「
刑
事
法
評
林
」
第
二
巻
第
二
号
「
有

声
無
声
」
欄
に
発
表
（
九
四
頁
～
九
六
頁
）
。
二
段
組
、
ル
ビ
な
し
。
同

欄
に
は
小
杉
天
外
「
芸
術
上
の
犯
人
」
も
掲
載
。

「
刑
事
法
評
林
」
は
啓
成
社
か
ら
発
売
さ
れ
た
刑
事
制
度
関
係
の
研
究

雑
誌
で
、
発
行
人
は
堀
由
蔵
。
第
一
巻
第
一
号
（
明
四
二
・
九
・
一
七
）

の
「
発
刊
之
辞
」
に
「
本
評
林
は
現
行
の
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
其
他
刑

罰
法
規
の
解
釈
に
資
せ
む
と
す
る
は
勿
論
、
刑
事
制
度
に
対
し
直
接
間
接

に
関
係
を
有
す
る
制
度
、
就
中
監
獄
並
に
未
成
年
犯
罪
者
に
関
す
る
諸
般

の
問
題
を
研
究
し
て
、
犯
罪
よ
り
生
ず
る
個
人
国
家
及
び
社
会
の
苦
痛
危

険
を
防
止
し
、
人
類
の
向
上
発
展
を
期
す
る
に
在
り
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
評
論
で
泡
鳴
は
狂
人
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
「
此
等
は
法
医
学
上

の
研
究
題
目
で
あ
る
が
、
又
文
芸
上
の
問
題
と
し
て
、
も
面
白
い
材
料
で

（
マ
マ
）

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
号
の
前
後
に
も
文
学
者
の
文
章
が
多
く
見

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
巻
第
一
号
に
は
中
島
孤
島
・
吉
野
臥
城
、
第

三
号
に
は
後
藤
宙
外
、
第
四
号
に
は
児
玉
花
外
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
る
。

ま
た
、
第
八
号
に
は
上
田
敏
「
犯
罪
と
文
芸
」
が
あ
る
。

『
国
民
図
書
版
全
集
』
第
一
一
巻
に
収
録
さ
れ
る
際
に
、
「
滑
稽
の
趣

味
」
（
「
女
学
世
界
」
明
四
〇
・
五
）
と
併
せ
収
め
ら
れ
、
そ
の
一
部
に
な

っ
た
。
全
集
本
文
と
の
間
に
、
誤
植
の
訂
正
や
句
読
点
の
変
更
が
見
受
け

ら
れ
る
が
、
大
き
な
異
同
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑥
「
故
押
川
春
浪
の
事
」

大
正
四
年
一
月
一
日
発
行
の
「
冒
険
世
界
」
第
八
巻
第
一
号
に
発
表
（
一

二
八
頁
）
。
三
段
組
、
ぱ
ら
ル
ビ
。
『
臨
川
書
店
版
全
集
』
第
一
五
巻
に
収

録
さ
れ
て
い
る
が
、
解
題
に
初
出
未
詳
と
あ
る
。
初
出
と
全
集
本
文
の
間

に
は
、
誤
植
を
訂
し
た
箇
所
が
一
つ
あ
る
ほ
か
、
異
同
は
認
め
ら
れ
な
い
。

泡
鳴
は
明
治
二
四
年
か
ら
二
七
年
に
か
け
て
仙
台
神
学
校
（
の
ち
の
東

北
学
院
）
に
在
籍
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
の
校
長
は
創
立
者
で
も
あ
る
押

川
方
義
で
、
そ
の
息
子
の
春
浪
も
在
籍
し
て
い
た
。
泡
鳴
は
押
川
方
義
の
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こ
と
を
第
二
の
父
親
と
し
て
慕
っ
て
お
り
、
春
浪
と
も
親
密
な
付
き
合
い

の
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
追
悼
文
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。

⑦
「
信
州
行
の
印
象
」

「
俳
味
」
第
六
巻
第
一
号
に
発
表
（
八
二
頁
～
八
三
頁
）
。
目
次
に
「
第

五
拾
六
号
」
と
あ
る
。
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
の
同
号
に
は
奥
付
が

欠
落
し
て
い
る
が
、
第
六
巻
第
二
号
の
情
報
に
よ
る
と
大
正
四
年
一
月
の

発
行
と
推
測
さ
れ
る
。
一
段
組
、
ぱ
ら
ル
ビ
。

全
集
本
文
と
の
間
に
異
同
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
一
箇
所
の
み
。
初
出

八
三
頁
の
三
行
目
に
「
旅
館
の
客
室
に
」
と
あ
る
が
、
『
国
民
図
書
版
全

集
』
と
『
臨
川
書
店
版
全
集
』
に
は
「
旅
館
の
各
室
に
」
と
あ
る
。

⑧
「
今
の
芝
居
に
対
す
る
苦
情
七
ヶ
条
」

大
正
八
年
九
月
一
〇
日
発
行
の
「
新
演
芸
」
第
四
巻
第
一
〇
号
臨
時
増

刊
読
者
号
に
発
表
（
一
六
頁
～
一
七
頁
）。
三
段
組
、
総
ル
ビ
。

こ
の
臨
時
増
刊
読
者
号
は
、
岡
村
柹
紅
「
読
者
号
発
行
に
就
い
て
」
に

よ
れ
ば
、
「
此
に
於
て
こ
の
読
者
号
の
企
て
ゞ
、
こ
れ
ま
で
発
表
す
る
機

会
の
な
か
つ
た
一
般
見
物
諸
君
の
言
説
の
為
に
全
部
解
放
す
る
こ
と
に
な

つ
た
」
と
い
う
趣
旨
で
、
読
者
か
ら
原
稿
を
集
め
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
た
だ
し
雑
誌
の
最
初
に
「
読
物
」
の
欄
が
あ
り
、
そ
こ
に
文
学
者

が
書
い
た
作
品
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
泡
鳴
以
外
に
、
楠
山
正
雄
・
秋
田

雨
雀
・
小
山
内
薫
な
ど
の
劇
評
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

全
集
本
文
と
の
間
に
大
き
な
異
同
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
全
集
の

末
尾
に
大
正
二
年
の
日
付
が
あ
る
が
、
初
出
に
は
な
い
。
初
出
の
発
表
時

期
か
ら
見
る
と
、
全
集
の
日
付
は
誤
り
の
可
能
性
が
高
い
。

［
付
記
］

引
用
に
関
し
て
、
漢
字
は
通
行
の
字
体
を
用
い
、
ル
ビ
を
適
宜
略
し
た
。
⑦
「
信

州
行
の
印
象
」
に
つ
い
て
は
永
渕
朋
枝
氏
か
ら
御
教
示
を
得
た
。
ま
た
、
閲
覧
の

許
可
を
下
さ
っ
た
各
所
蔵
機
関
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

（
お
う

お
く
う
ん
・
致
理
技
術
学
院
応
用
日
語
系
助
理
教
授
）


