
水
澤
利
忠
博
士
を
偲
ぶ

『
史
記
会
注
考
證
校
補』
の
こ
と
ー

長
年
に
わ
た
っ
て
本
学
会
の
理
事
と
し
て、

ま
た、

平
成
二
年
度

か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
は、

会
長
と
し
て
学
会
を
統
管
し、

わ
れ
わ

れ
後
学
を
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
水
澤
利
忠
先
生
は、

昨
年
十
二
月
二

十
九
日
に
長
逝
さ
れ
ま
し
た。

二
十
余
年
に
及
ぶ
閾
病
生
活
で
し
た

が、

病
床
で
は
終
始
明
る
＜

振
舞
わ
れ、

九
十
五
歳
の
天
寿
を
全
う

さ
れ
ま
し
た。

そ
の
生
き
ざ
ま
は
誠
に
見
事
な
も
の
で
し
た。

先
生
は
史
記
の
研
究
者
と
し
て、

そ
の
名
を
国
の
内
外
に
馳
せ
て

お
ら
れ
ま
す
が、

先
生
と
史
記
と
の
出
会
い
は、

東
京
文
理
科
大
学

卒
業
後、

竹
田
復
博
士
の
主
催
す
る
史
記
の
研
究
会
に、

特
別
研
究

生
と
し
て
参
加
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
仄
聞
し
て
い
ま
す。

そ
の

研
究
会
で、

史
記
の
諸
本
を
対
校
す
る
任
に
当
た
ら
れ
た
先
生
は、

文
字
通
り
の
東
奔
西
走 、

史
記
に
関
す
る
資
料
を
全
国
の
図
書
館
・

文
庫、

神
社
仏
閣
を
訪
ね
て
渉
猟
さ
れ
た
の
で
す
が、

採
訪
さ
れ
た

個
所
は
二
十
数
ヶ

所、

調
査
・

収
集
さ
れ
た
資
料
は
四
十
数
種
に
及

ぶ
と
聞
い
て
い
ま
す。

後
年、

こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
「
史
記
会

＊

 

＊

 

注
考
證
校
補」
全
九
巻
を
完
成
し、

昭
和
三
十
七
年
に、
「
史
記
之

文
献
学
的
研
究」

の
論
文
を
以
て、

文
学
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ

ま
し
た。
『
校
補』
刊
行
後
も、
「
史
記
桃
源
抄
の
研
究」
全
五
冊 、

「
史
記
正
義
の
研
究」 、
「（
国
宝
南
化
本）

史
記
l

全
十
二
巻、
『
史

記
列
伝」

訳
注
（一
）
（
二）
（
三）
（
新
釈
漢
文
大
系）
な
ど
の
大

著
を、

相
次
い
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た。

そ
の
赫
々
た
る
業
績
は、

東

京
教
育
大
学
（
非
常
勤
講
師） 、

巣
鴨
高
等
学
校
（
専
任
講
師） 、

群

馬
工
業
高
等
専
門
学
校
（
名
誉
教
授） 、

群
馬
県
立
女
子
大
学
（
名

誉
教
授） 、

文
教
大
学
（
教
授）
で
の
教
育
業
績
と
相
侯
っ
て、

平

成
四
年
に
は、

勲一二
等
瑞
宝
章
の
栄
誉
に
輝
か
れ
ま
し
た。

上
述
の
如
く、

先
生
は一
貫
し
て
史
記
研
究
に
生
涯
を
捧
げ
て
こ

ら
れ
た
の
で
す
が、

本
稿
で
は
先
生
が
最
も
心
血
を
注
が
れ
た
大
著

『
史
記
会
注
考
證
校
補」
の
お
仕
事
を
回
顧
し
つ
つ、

在
り
し
日
の

先
生
を
お
偲
び
し
た
い
と
思
い
ま
す。

青

＊

 

木

五

郎
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昭
和
三
十
二
年、

東
京
教
育
大
学
に
入
学
し
て
間
も
な
い
頃 、

先

輩
か
ら
誘
わ
れ
て、

当
時
非
常
勤
講
師
と
し
て
史
記
を
講
じ
て
お
ら

れ
た
先
生
の
『
校
補」
の
お
仕
事
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が、

先
生
の
知
遇
を
得
た
始
ま
り
で
し
た。

当
初、

私
に
与
え
ら
れ
た
仕
事
は、

滝
川
亀
太
郎
博
士
の
『
史
記

会
注
考
證」
と
宋
版
の
景
祐
監
本
と
を、

正
文
・

注
文
に
わ
た
っ
て

対
校
し
そ
の
異
同
を
書
き
留
め
る、

と
い
う
こ
と
で
し
た。

学
寮
の

暗
い
電
灯
の
下
で、

睡
魔
に
襲
わ
れ
な
が
ら、

く
る
日
も
く
る
日

も、

無
味
乾
燥
と
も
思
え
る
文
字
の
つ
き
合
わ
せ
に
精
を
出
し
て
い

た
の
を
憶
え
て
い
ま
す。
田
舎
か
ら
ポ
ッ
と
出
の
学
生
に、

先
生
の

研
究
の
意
義
な
ど
理
解
す
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
す
が、

そ
れ
で
も

心
の
ど
こ
か
に
”

学
問“
の
端
く
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
も
知

れ
な
い、

と
い
う
充
足
感
が
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。

夏
休
み
に
入
る
と、

同
じ
く

先
生
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
先
輩

や
同
輩
た
ち
と、

先
生
の
板
橋
の
ご
自
宅
に
寝
泊
り
す
る
生
活
が
始

ま
り
ま
し
た。

も
ち
ろ
ん
ク
ー

ラ
ー

な
ど
は
な
い
時
代
で
す
か
ら、

わ
れ
わ
れ
は
毎
日
氷
屋
さ
ん
か
ら
運
ば
せ
た
氷
柱
を
た
ら
い
に
い
れ

て
涼
を
と
り
な
が
ら、

氷
柱
を
囲
ん
で
『
会
注
考
證」

の
輪
読
や

「
校
補」
の
校
勘
に
精
を
出
し
た
も
の
で
し
た。

夜
の
十
時
に
な
る

と、

先
生
は
わ
れ
わ
れ
郎
党
ど
も
を
引
き
連
れ
て
近
く
の
銭
湯
で
汗

を
流
し、

冷
た
い
ビ
ー

ル
を
振
舞
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
の
が
日
課

＊

 

き
さ
ら
ぎ
の

ス
っ

＊

 

或
る
雪
の
降
る
朝

ば
も
な
し
に

突
如

身
ま
か
り

給
う
た

今
は
亡
き
父
上
の
み
霊
に
捧
ぐ

み
と
せ
の
後
の

そ
の
日
の
朝

利
忠
し
る
す

格
調
高
い
こ
の
文
章
を一
読
し
て、

先
生
の
感
謝
と
無
念
の
思
い

が、

こ
も
ご
も
心
に
泌
み
わ
た
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す。

）
の
研
究
を
は
げ
ま
し
給
い

＊

 

別
れ
の
こ
と

で
し
た
が、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
二
階
を
梁
山
泊
と
呼
ん
で
気
取
っ
て

い
ま
し
た。

当
時、

先
生
の
ご
両
親
は
ご
健
在
で、

父
上
は
北
海
道
の
小
学
校

長
を
定
年
退
職
し
て
上
京
し、

同
じ
板
橋
の
家
で
学
習
塾
を
開
き
な

が
ら、

物
心
両
面
で
先
生
の
研
究
を
支
え
て
お
ら
れ
ま
し
た。

朝
食

は
毎
朝
母
上
が
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た。

味
噌
汁
と
目
ざ
し
の、

い
わ
ゆ
る一
汁一
菜
の
質
素
な
も
の
で
し
た
が、

そ
れ
で
も
美
味
し

い
と
言
わ
な
い
と
機
嫌
が
悪
い
ん
だ、

と
先
生
は
冗
談
ま
じ
り
に
仰

言
っ
て
い
ま
し
た。

父
上
は
昭
和
三
十
四
年
に、
「
校
補」
の
完
成

を
見
る
こ
と
な
く
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た。

後
年、

先
生
は

「
校
補」

巻
八
の
研
究
篇
の
扉
に、

次
の
よ
う
な
献
詞
を
題
さ
れ
て

い
ま
す。

朝
夕

完
成
の
日
を
待
ち
わ
び
給

た
だ一
言
の
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そ
の
頃 、

わ
れ
わ
れ
学
生
に
ま
じ
っ
て、

先
生
の
史
記
の
講
義
を

熱
心
に
聴
講
し
て
い
る
一
人
の
妙
齢
の
婦
人
の
姿
が
あ
り
ま
し
た。

そ
れ
が
先
生
の
ご
令
閾 、

澄
子
夫
人
だ
と
わ
か
る
の
に、

そ
れ
ほ
ど

時
間
は
か
か
り
ま
せ
ん
で
し
た。

奥
様
は
先
生
の
お
仕
事
の
最
も
よ

き
理
解
者
で、

ご
結
婚
以
来、

育
児
の
労
ら
先
生
の
訪
書
旅
行
に
も

同
行
し
て
調
査
・

校
合
に
当
た
ら
れ
る
な
ど、

内
助
の
功
を
尽
く
さ

れ
ま
し
た。

先
生
の
恩
師
で
あ
る
内
野
熊一
郎
博
士
は
「
史
記
会
注

考
證
校
補
彙
報」

に、

次
の
よ
う
な
逸
話
を
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す。

一
昨
年、

春
も
葉
桜
に
な
っ
た
或
る
日
曜 、
「
ご
免
く
だ
さ
い」

と、

甘
い
し
と
や
か
な
女
性
の
声
に、

首
を
か
た
ぶ
け
玄
関
に
出

て
み
る
と、

水
澤
学
士
が
消
艶
な
同
夫
人
・

令
嬢
と
ニ
ッ
コ
リ
立

っ
て
い
る。

仙
台
・

米
澤
で
の
書
キ
入
レ
筆
写
を
終
え
て、

大
き

く
一
と
抱
え
も
の
筆
写
原
稿
を、

見
せ
に
来
て
く
れ
た
の
で
あ

る。

嬉
し
さ
う
で
あ
る。
「
こ
れ
で
完
了
？」 、
「
ハ
イ」

と
婦
人

が
答
へ
る。
一
寸
異
様
に
思
え
て、
「
あ
な
た
も
ご
一
し
ょ

に
？」 。
「
ハ
イ、

手
助
け
に
…」
と、

う
な
ず
い
た。
「
ホ
ウ
…」

と
私
は、

思
は
ず
両
人
の
顔
を
見
つ
め
て、

感
入
し
た
こ
と
で
あ

る。

な
る
ほ
ど、

こ
れ
ほ
ど
の
大
部
の
筆
写
が、

十
日
や
そ
こ
ら

で、

た
だ一
人
の
力
で
出
来
る
筈
は
な
い。

学
士
の
正
義
侠
文
補

輯
の
大
労
作
に
は、

実
に
そ
の
蔭
に、

こ
う
し
た
美
わ
し
い
内
助

の
花
が、

咲
き
そ
う
て
い
た
の
で
あ
る
（「
推
薦
の
こ
と
ば」） 。

右
の
よ
う
に、

澄
子
夫
人
を
は
じ
め
と
す
る
ご
家
族 、

受
業
生
の

助
力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、

先
学
の
諸
先
生
方
の
ご
指
導、

文
部
省

の
助
成
や
財
界
の
後
援
な
ど
に
よ
っ
て、

昭
和
三
十
二
年
に
は、

「
校
補」
の
第
一
•

第
二
巻
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た。

先
生
が
史
記
の

研
究
を
始
め
ら
れ
て
か
ら、

十
年
近
い
歳
月
が
経
っ
て
い
ま
す。

滝

川
亀
太
郎
博
士
畢
生
の
著
作
「
史
記
会
注
考
證」
の
史
記
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
の
優
秀
性
を
顕
彰
す
る
た
め
に、

博
士
未
見
の
諸
資
料
を

博
捜
・

対
校
し
て、
「
考
證」
を
よ
り
完
整
な
る
も
の
と
し
て
世
に

問
お
う
と
す
る、

先
生
の
壮
大
な
意
図
が
具
体
的
な
姿
を
現
わ
し
始

め
た
の
で
す。

巻
頭
の
「
校
届
資
料
一
覧」
（
史
記
古
紗
本
以
下
七

十
余
種）
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も、

そ
の
該
博
さ
に
驚
嘆
さ
せ
ら
れ

ま
す。

板
本
と
の
校
醒―
つ
を
と
っ
て
み
て
も、

周
知
の
よ
う
に、

史
記
の
正
文
は
五
十
余
万
字、

こ
れ
に
集
解、

索
隠 、

正
義
の
三
家

注
を
加
え
れ
ば、

そ
の
文
字
数
は
推
し
て
知
る
べ
き
で
す。

そ
れ
ら

を
全
て
二
十
数
種
に
つ
い
て
逐
一
対
校
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
か

ら、

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
話
で
す
が、

先
生
は
そ
れ
を
敢
行
さ
れ

た
の
で
し
た。
『
校
補」
刊
行
に
先
立
っ
て
発
刊
さ
れ
た
「
彙
報」

＊

 

＊

 

＊

 

若
き
日
の
先
生
ご
夫
妻
の
琴
葱
相
和
し
た
ご
精
励
ぶ
り
と、

そ
れ

を
頼
も
し
げ
に
見
守
る
慈
父
の
ご
と
き
恩
師
の
暖
か
い
ま
な
ざ
し

が、

初
彿
と
す
る一
酌
で
す。
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先
生
の
『
校
補
j

は、

そ
の
後
「
史
記
之
文
献
学
的
研
究」

と
い

う
六
三
0
頁
に
及
ぶ
大
論
文
と
と
も
に、

全
九
巻
と
し
て
完
結
し
ま

す
が、

こ
の
『
校
補」
並
び
に
論
文
に
対
す
る
全
面
的
か
つ
周
到
な

評
価
は、

澤
谷
昭
次
氏
に
「
水
澤
利
忠
の
「

史
記
会
注
考
證
校

補」」
（
「
史
学
雑
誌』
七
二
—

九）
と
題
す
る
す
ぐ
れ
た
論
考
が
あ

り
ま
す
の
で、

そ
ち
ら
に
譲
る
と
し
て、

私
は
中
国
に
お
け
る
本
書

の
評
価
に
つ
い
て、

そ
の
一
端
を
紹
介
し
て
責
め
を
塞
ぎ
た
い
と
思

で、

＊

 

＊

 

＊

 

一
貫
し
て
こ
の
研
究
を
指
導
し
て
こ
ら
れ
た
竹
田
復
博
士
は、

水
澤
君
が
よ
く
こ
れ
ら
の
膨
大
な
資
料
を
幾
度
か
の
長
期
に
亘

る
訪
書
旅
行
に
よ
っ
て
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は、

偏
に
各

方
面
の
支
援
鞭
撻
の
熱
情
の
賜
物
で
あ
る
が、

ま
た
同
君
の
不
撓

不
屈 、

終
始
一
貫
せ
る
学
的
良
心
に
よ
っ
て
始
め
て
能
く
な
し
得

た
こ
と
で
あ
り、

た
だ
敬
服
に
堪
え
な
い。

と、

そ
の
成
果
を
心
よ
り

喜
ば
れ、

諸
橋
轍
次
博
士
も
同
じ
「
彙

報」

で、

マ

マ

思
ふ
に
乾
嘉
の
学
風
が
成
に
伝
わ
っ
て
か
ら、

明
治
の
中
葉
以

後
校
勘
に
力
め
た
る
も
の
は
勘
く
な
い。

然
か
も一
書
に
就
て
此

程
ま
で
に
精
緻
を
極
め
て
徹
底
を
期
し
た
も
の
は
他
に
類
を
見
な

、

。

ヽ＞
と、

そ
の
先
学
未
踏
の
壮
挙
を
称
え
て
お
ら
れ
ま
す。

い
ま
す。

中
国
に
お
い
て
滝
川
博
士
の
「
考
證」
が、

三
家
注
以
後
の
中
日

両
国
の
研
究
成
果
を
集
大
成
し
た
も
の
と
し
て
高
く

評
価
さ
れ、

か

つ
て
五
十
年
代
に
北
京
古
籍
出
版
社
か
ら
影
印
出
版
さ
れ
ま
し
た

が、

そ
の
後
も
大
陸
・

台
湾
双
方
か
ら、

何
度
か
縮
印
本
が
出
版
さ

れ、

二
0
0
九
年
に
は
新
世
界
出
版
社
か
ら
全
十
四
冊
と
し
て
出
版

さ
れ
て
い
ま
す。

ま
た、
「
校
補」
に
つ
い
て
は、

七
十
年
代
に
台

湾
の
広
文
書
局
か
ら
影
印
出
版
さ
れ
ま
し
た
が、

こ
の
両
者
を
併
せ

て
縮
影
さ
れ
た
も
の
が、
一
九
八
六
年
に
上
海
古
籍
出
版
社
か
ら、

上
下
の
両
巨
冊
と
し
て
出
版
さ
れ、

史
記
研
究
者
の
渇
望
を
癒
す
も

の
と
し
て
斯
界
の
迎
え
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
し
た。

そ
の
巻
頭

に
揚
げ
ら
れ
た
「
出
版
説
明」

は
『
考
證」
「
校
補」
に
対
す
る
当

時
の
中
国
学
界
の
評
価
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で、

そ
の
一
部
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す。
（
「
考
證」
に
関
す
る
部

分
は、

紙
面
の
都
合
で
割
愛
い
た
し
ま
す） 。

『
考
證」
は
多
く
の
書
を
参
照
し
て
校
定
し
て
い
る
が、

校
記

を
作
ら
ず
直
接
改
訂
・

増
補
し
て
い
る。

そ
の
後、

水
澤
利
忠
は

五
十
年
代
に
『
史
記
会
注
考
證
校
補」
を
著
し
て、

そ
の
欠
を
補

っ
た。
「
校
補」
は
『
考
證』
を
底
本
と
し、

広
く

衆
本
を
対
校

す
る
こ
と
三
十
余
種
に
及
び、

そ
の
他、

中
日
の
校
記
資
料
四
十
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種
近
く
を
参
考
に
し
て
い
る。

そ
の
中
に
は、

宋
本
八
種、

元
本

＿一
種、

日
本
の
古
本
四
種、

傲
煙
写
本
残
巻
三
種、

日
本
古
紗
本

残
巻
十
数
種
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り、

現
在
の
板
本
も
ほ
と
ん
ど

網
羅
さ
れ
て
い
る。

『
校
補』
で
は、
『
考
證』
で
省
略
さ
れ
た
『
正
義」
侠
文
の
出

所
を一
々
明
記
し
て
お
り、

ま
た、

二
十
余
種
の
日
本
古
紗
本
校

記
等
の
資
料
に
よ
っ
て、

新
た
に
『
正
義」
侠
文
二
百
余
条
を
増

輯
し
て
い
る。

そ
の
中
に
は、

亡
侠
し
た
古
籍
の
文
章
も
い
く

分

か
含
ま
れ
て
い
る
し、
「
考
證
l

の
三
家
注
移
録
時
の
錯
誤
も
訂

正
さ
れ
て
い
る。

『
校
補』
の
特
徴
は
校
本
が
多
い
点
に
あ
る。

従
前、
「
史
記」

の
校
記
と
し
て
は、

清
の
張
文
虎
の
「
校
刊
史
記
集
解
索
隠
正
義

札
記」
が
最
良
の
も
の
で、

現
行
の
標
点
本
は
こ
れ
に
よ
っ
て
校

訂
し
て
い
る。

水
澤
は
「
札
記』
を
全
面
的
に
参
照
し
た
上
で、

更
に
張
氏
未
見
の
宋
代
唯一
の
三
家
注
合
刻
本
の
黄
善
夫
本、

及

び
わ
が
国
の
蔵
書
目
録
に
今
ま
で
著
録
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
南
宋

紹
興
十
年
刊
の
大
字
集
解
本
を
も
校
勘
し
て
い
る。

日
本
の
古
紗

本、

並
び
に
古
本
校
記
に
至
っ
て
は、

張
氏
は
な
お
さ
ら
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、
「
校
補」

の
資
料
は
『
札
記」
に
比
べ
て
は
る
か
に
貴
重
な
も
の
で
あ
り、

同
時
に
標
点
本
の
不
備
を
補
う
も
の
で
も
あ
る。

『
校
補」
は
同一
系
統
の
版
本
に
対
し
て、

主
次
を
分
た
ず
逐

一
収
録
し
て
い
る。

こ
の
点
に
つ
い
て
作
者
は
「
自
序」

の
中
で

弁
明
は
し
て
い
る
が、

や
は
り

繁
瑣
の
嫌
い
は
免
れ
な
い。

校
記

も
異
同
を
羅
列
し
た
も
の
が
多
く、

是
非
を
弁
じ
た
も
の
が
す
く

な
い
の
は、

明
ら
か
に
そ
の
欠
点
で
あ
る。

数
は
少
な
い
が、

通

仮
字、

異
体
字
の
校
録
は
不
必
要
で
あ
る。

し
か
し、
『
校
補」

は
あ
ら
ゆ
る
版
本
を
網
羅
し
て
お
り、

し
た
が
っ
て
古
本
『
史

記』
と
三
家
注
の
本
来
の
姿
を
ほ
ぼ
窮
い
知
る
こ
と
が
で
き、

後

世
の
武
英
殿
本、

金
陵
書
局
本、

標
点
本
等
の
通
行
本
の
得
失
を

考
察
す
る
上
で
も、

重
視
す
る
に
値
す
る
校
勘
の
書
で
あ
り、

「
考
證」
と
補
完
し
合
う
著
作
と
い
え
よ
う。

引
用
が
長
く
な
り
ま
し
た
が、

右
の
文
は、
「
校
補』
の
校
醒
資

料
に
つ
い
て
若
干
の
誤
認
は
あ
る
も
の
の、
『
校
補」
の
特
長
に
つ

い
て
は、

概
ね
正
し
く

把
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す。

た
だ、
『
校

補』
を
張
文
虎
の
『
札
記」
に
比
べ
て
は
る
か
に
貴
重
だ
と
す
る
評

価
は、

現
在
中
国
に
お
い
て
は
張
文
虎
校
訂
の
金
陵
書
局
本
を
底
本

と
す
る
評
点
本
（
中
華
書
局
刊）
が
最
も
善
本
と
さ
れ、

近
年
相
次

い
で
出
版
さ
れ
た
史
記
の
訳
注
が
い
ず
れ
も
評
点
本
に
よ
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
る
と、

随
分
思
い
切
っ
た
発
言
の
よ
う
に
も
み
え
ま

す
が、

九
0
年
に
出
版
さ
れ
た
張
新
科
氏
の
「
史
記
研
究
史
略』
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も、

ほ
ぼ
同
様
の
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と、

今

日
の
中
国
の
史
記
学
界
に
お
け
る
共
通
の
認
識
を
示
し
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
で
し
ょ
う。

後
半
の
「
校
補」

批
判
は
次
の
二
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
ま
す。

(
1)

同
一
系
統
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は、

繁
瑣
に
わ
た
る
の

で
逐
一
収
録
す
る
必
要
は
な
い。

(
2)

異
同
の
羅
列
が
多
く、

異
同
の
是
非
を
論
じ
た
も
の
が
少

な
い。

と
い
う
の
が
そ
れ
で
す。
「
出
版
説
明」

の
筆
者
も
触
れ
て
い
る
よ

う
に、

こ
う
し
た
批
判
に
対
す
る
水
澤
先
生
の
立
場
は、

す
で
に
先

生
の
「
自
序」
（「
校
補」

巻
一）

の
中
に
み
え
て
い
る
の
で
す。

抑
々
同
源
の
板
本
を
推
定
す
る
は、

一
見
甚
だ
易
き
に
似
て
実

は
然
ら
ず。

一
―
之
を
校
し
て
始
め
て
其
の
同
源
た
る
を
知
る。

又
同
源
の
板
本
と
雖
も、

刻
す
る
者
の、

意
を
以
て
改
む
る
者
無

き
を
保
せ
ず
（
無
い
と
は
保
障
で
き
な
い） 。

是
に
於
い
て
余 、

彪

し
ば
ら

雑
を
顧
み
ず、

同
源
の
板
本
を
以
て
姑
く

比
校
し、

博
く

諸
本
の

異
同
を
採
り
て、

以
て
学
者
の
採
択
す
る
を
侯
つ。
（
原
文
は
漢

文 。
カ
ッ
コ
内
は
筆
者）

つ
ま
り、

(
1)

に
対
し
て
は、

系
統
を
同
じ
く
す
る
テ
キ
ス
ト

で
も
復
刻
者
が
臆
改
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（
た
と
え
ば、

わ
が

国
に
の
み
伝
わ
る
南
宋
慶
元
本
と
そ
の
復
刻
で
あ
る
百
柄
本
と
を
対

校
し
て
み
る
と
校
改
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い。
『
校
補」

参
照 。

筆
者）

の
で、

繁
雑
で
あ
っ
て
も
そ
の
全
容
の
開
示
は
必
要
で
あ
る

と
い
う
の
が
先
生
の
立
場
で
あ
り、

(
2)

の
批
判
も
先
生
の
真
意

を
料
酌
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す。

か
つ
て
先
生

が
「
京
都
の
先
生
か
ら
『
校
補』

に
は
”

校
II

が
あ
っ
て

”
勘
II

が

な
い
と
言
わ
れ
た
よ」

と
仰
言
っ
て
い
た
の
を
想
い
出
し
ま
す
が、

先
生
の
真
意
は、

自
己
の
臆
断
を
極
力
避
け
て、

是
非
の
判
断
を
研

究
者
の
見
識
に
委
ね
る
こ
と
が
最
善
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か。

右
の
「
自
序」

に
み
ら
れ
る
「
博 ク
採
門 テ
異
同
→ 、

以
テ
侯孟
学
者ノ
採
択→ル

ヲ
焉」

の
一
文
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す。

そ
こ
で
想
い
出
さ
れ
る
の
は、

昭
和
三
十
八
・

九
年
の
頃
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か、

牛
島
徳
次
先
生
が、

後
に
「
漢
語
文
法
論
（
古
代

編）」

と
し
て
結
実
す
る
下
原
稿
を
大
学
院
の
講
義
に
か
け
ら
れ
ま

し
た。

資
料
は
史
記
を
主
と
し、

漠
書
を
補
助
的
に
使
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
が、

先
生
は
講
義
の
中
で
「
史
記
に
は
水
澤
君
の
「
校
補」

が
あ
る
か
ら、

本
当
に
有
難
い」

と
し
ば
し
ば
述
懐
さ
れ
て
い
た
の

を
覚
え
て
い
ま
す。

多
く
の
用
例
か
ら
帰
納
的
に
文
法
を
論
じ
る
記

述
文
法
の
方
法
論
を
と
ら
れ
て
い
た
先
生
に
と
っ
て、

適
切
な
用
例

の
選
定
に
「
校
補」

は
不
可
欠
の
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う。

昭
和

四
十
二
年
に
刊
行
さ
れ、

先
生
の
学
位
論
文
と
も
な
っ
た
「
漢
語
文
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少
し
話
が
そ
れ
ま
し
た
が、

最
後
に、

中
国
の
史
記
研
究
に
お
い

て
先
生
の
「
校
補
j

が
活
用
さ
れ
て
い
る
例
を一
っ
紹
介
し
て
稿
を

終
り
た
い
と
思
い
ま
す。

司
馬
遷
の
生
年
に
つ
い
て
今
日
二
つ
の
説
が
あ
る
の
は
周
知
の
と

こ
ろ
で
す。
―
つ
は
王
国
維
の
景
帝
中
五
年
（
前一
四
五）
説
で、

「
太
史
公
自
序」

の
「
五
年ニ

シテ
而
当ヱ
太
初
元
年
ご

に
付
さ
れ
た

「
正
義」
注
「
遷
年
四
十
二
歳」

に
依
拠
す
る
も
の
で、

太
初
元
年

（
前一
0
四）

か
ら
四
十
二
年
を
逆
算
し
て、

前
一
四
五
年
を
生
年

と
す
る
も
の
で
す。

今―
つ
は、

郭
沫
若
ら
の
武
帝
の
建
元
六
年
（
前一
三
五）

説

＊

 

＊

 

＊

 

法
論
（
古
代
編）』
の
「
緒
論」

に
も、

他
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
古
い
文
献
同
様、

史
記
も
伝
本、

異

本
が
少
な
く
な
く、

こ
れ
を
研
究
資
料
と
し
て
用
い
る
に
は、

そ

の
「
底
本」

の
選
定
と
本
文
校
訂
と
が
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い

た
が、

幸
い
滝
川
亀
太
郎
氏
の
『
史
記
会
注
考
証」 、

さ
ら
に
は

水
瀾
利
忠
氏
の
『
史
記
会
注
考
証
校
補」
が
刊
行
さ
れ
た
現
在
で

は、

こ
の
問
題
は
さ
ほ
ど
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す。

ま
さ
に
水
澤
先
生
の
意
を
得
た
「
校
補
l

の

活
用
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。

で、

同
じ
く
自
序
の
「（
談）
卒シテ
三
歳ニ

シテ
而
遷
為
ヱ人
史
公→」

に
付
さ
れ
た
『
索
隠」
注
「
博
物
志、

太
史
令
茂
陵
顕
武
里 ノ
大
夫

司
馬
遷、

年
二
十
八、
（
元
封）
三
年
六
月
乙
卯 、

除
疇ル
六
万
石―-」

に
依
拠
し、

元
封
三
年
（
前一
〇
八）

か
ら
二
十
八
年
を
逆
算
し

て、

前一
三
五
年
を
生
年
と
す
る
も
の
で
す。

こ
の
二
つ
の
説
に
は、

十
年
の
開
き
が
あ
り、

従
来
さ
ま
ざ
ま
に

論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が、

今
日
で
は
(
1)
の
説
に
収
飲
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
す。

現
代
の
中
国
の
著
名
な
史
記
学
者
張
大
可
氏
も

(
1)

説
を
支
持
す
る
一
人
で
す
が、

自
説
を
補
強
す
る
た
め
に、

該
所
の
「
索
隠」

に
つ
い
て
の
「
校
補』
の
校
記
「
二
国
叩
喫一」

を
援
用
し
て、

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
ま
す。

漢
唐
時
代
の
数
字
の
記
載
は、
”

二
十“
を
”

廿“

に
作
り、

”
三
十“

を
”

舟“
に
作
っ
た
た
め、

両
者
は
混
じ
や
す
い。

日

本
人
の
「
史
記
会
注
考
證
校
補』
が
引
く
日
本
の
古
本
南
化
本
で

は、
『
索
隠』
の
”

二
十
八“

を

ゴ一
十
八“

に
作
っ
て
い
る。

こ
の
こ
と
は、
「
索
隠」
と
「
正
義
j

の
引
拠
が
同
源
で、

本
来

一
致
し
て
い
た
も
の
が、

流
伝
す
る
う
ち
に、
「
索
隠」
の
「
三

十
八」

が
「
二
十
八」

に
誤
っ
た
こ
と
を
証
す
る
に
足
る
も
の
で

あ
る
（『
史
記
新
注」
付
録
「
司
馬
遷
の
系
年」） 。

こ
う
し
た
「
校
補」
の
活
用
は、

今
後
日
中
両
国
で
ま
す
ま
す
そ

の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
の
で
す
が、

残
念
な
の
は
先
述
の
「
考
證」
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か
つ
て

”
梁
山
泊“

に
屯
ろ
し
て
先
生
の
お
仕
事
を
中
心
に
な
っ

て
支
え
た
先
輩
の
一
人
は、

大
学
院
の
課
程
を
終
え
る
と、

結
婚
し

た
ば
か
り
の
新
妻
を
伴
っ
て
北
海
道
の
新
設
さ
れ
た
大
学
に
赴
任

し、

そ
の
僅
か
数
か
月
後
に
輪
禍
に
遇
っ
て
殉
職
さ
れ
ま
し
た。

「
校
補」

完
成
後
も、
『
史
記
桃
源
抄
の
研
究」

の
校
定
に
尽
力
さ
れ

た
今
一
人
の
先
輩
も、

一
昨
年
病
を
得
て
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た。

学
部
・

大
学
院
の
六
年
間 、

共
に
励
ま
し
合
い
な
が
ら
「
校
補』

の

仕
事
に
従
事
し
た
畏
友
と
も、

昨
年
幽
明
を
異
に
し
ま
し
た。

そ
し

て、

こ
の
度
の
先
生
と
の
お
訣
れ
で
す。

私
の
想
い
出
の
中
の
青
春

時
代
に
幕
が
降
ろ
さ
れ
た
よ
う
で、

万
感
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
り
ま

す。

今
は
先
生
ご
付
託
の
新
釈
漢
文
大
系
「
史
記」

列
伝
の
訳
業
を

一
日
も
早
く

完
成
さ
せ
て、

先
生
の
ご
霊
前
に
供
え
た
い
と
願
う
ば

か
り
で
す。

先
生
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す。

＊
本
稿
脱
稿
後 、

文
教
大
学
の
阿
JI
修
三
氏
か
ら 、
二
0一
三
年
刊
行
の

『
点
校
本
史
記
修
訂
本」
（
中
華
書
局）
で、
『
考
證」
『
校
補」
が
重
要
な

＊

 

＊

 

＊

 

「
校
補」

合
冊
影
印
の
際、

先
生
の
論
文
「
史
記
之
文
献
学
的
研
究」

が
日
本
語
と
い
う
こ
と
で
割
愛
さ
れ
た
こ
と
で
す。

も
し
も
こ
の
論

文
が
中
国
の
学
者
た
ち
に
読
ま
れ
て
い
た
ら、

日
本
の
史
記
研
究
に

対
す
る
評
価
は
ま
す
ま
す
高
ま
る
に
違
い
な
い
と
思
う
か
ら
で
す。

校
訂
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る、

と
の
ご
指
教
を
い
た
だ
い
た。
そ

の
実
態
に
つ
い
て、

後
日 、

改
め
て
考
察
し
て
み
た
い 。
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