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大
沼
宜
規
著

『
考
証
の
世
紀
─
十
九
世
紀
日
本
の
国
学
考
証
派
』

（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
二
一
年
）

三
ツ
松
　
誠

　

本
書
は
、
著
者
大
沼
宜
規
氏
が
筑
波
大
学
に
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文

を
加
筆
修
正
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

序　

章　
「
国
学
考
証
派
」
研
究
の
視
点

　

第
一
部　

江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
「
国
学
考
証
派
」

　
　

第
一
章　

寛
政
の
改
革
と
「
国
学
考
証
派
」
の
登
場

　
　

第
二
章　

考
証
の
浸
透

　
　

第
三
章　

幕
末
期
に
お
け
る
「
国
学
考
証
派
」
の
機
能

　

第
二
部　
「
国
学
考
証
派
」
の
方
法
と
そ
の
深
化

　
　

第�

一
章　

屋
代
弘
賢
の
歴
史
考
証

─
『
古
今
要
覧
稿
』
の
編
纂
と

そ
の
周
辺

　
　

第�

二
章　

小
中
村
清
矩
の
「
六
国
史
」
考
証

─
明
治
版
「
国
史
大

系
」
の
編
纂
と
そ
の
方
法

　
　

第�

三
章　

木
村
正
辞
の
『
万
葉
集
』
考
証

─
旧
蔵
書
か
ら
み
る
研

究
方
法

　

第
三
部　
「
国
学
考
証
派
」
に
と
っ
て
の
明
治

　
　

第
一
章　

小
中
村
清
矩
・
木
村
正
辞
の
官
省
出
仕
と
考
証
実
務

　
　

第
二
章　
「
国
学
考
証
派
」
の
後
継
者
と
し
て
の
池
辺
義
象

　
　

終　

章　
「
国
学
考
証
派
」
の
歴
史
的
意
義

　

評
者
に
と
っ
て
本
書
の
刊
行
は
、
予
想
外
の
う
れ
し
い
出
来
事
で
あ
っ

た
。
著
者
の
大
沼
氏
は
長
ら
く
国
立
国
会
図
書
館
に
勤
め
、
近
世
後
期
か

ら
明
治
期
に
活
躍
し
た
好
古
家
・
考
証
家
の
旧
蔵
書
を
調
査
・
研
究
し
、

関
係
史
料
を
紹
介
す
る
地
道
な
仕
事
を
積
み
上
げ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
書
誌
学
的
性
格
も
強
い
氏
の
成
果
の
数
々
か
ら
評
者
は
、
今
で

は
半
ば
忘
れ
去
ら
れ
た
学
者
の
営
み
の
重
み
、
ま
た
特
殊
文
庫
の
世
界
の

奥
深
さ
に
つ
い
て
、
教
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
反
面
、
目
録
類
等
も
多
い

著
者
の
仕
事
を
纏
め
て
読
め
る
よ
う
に
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で

は
な
い
か
、
と
も
思
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

確
か
に
本
書
も
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
全
て
を
一
冊
に
ま

と
め
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
残
念
な
こ
と
で
は

な
い
。
本
書
は
、「
十
九
世
紀
」
の
「
国
学
考
証
派
」
と
い
う
形
で
研
究

対
象
を
定
式
化
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
問
う
形
で
研
究
成
果
を
提
示
す

る
と
い
う
、
明
確
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

十
九
世
紀
の
蔵
書
家
た
ち
に
つ
い
て
の
研
究
水
準
は
、
も
と
も
と
は
著

者
同
様
、
図
書
館
・
文
庫
で
古
典
籍
を
取
り
扱
う
中
で
腕
を
磨
い
て
き
た

書
誌
学
研
究
者
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
き
た
部
分
が
大
き
い
（
川
瀬
一
馬
や

森
銑
三
、
丸
山
季
夫
ら
の
仕
事
が
代
表
的
な
も
の
だ
ろ
う
か
）。
諸
書
の
来
歴

を
解
き
明
か
し
、
古
人
の
横
顔
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
そ
の
腕
前
に
は
、

少
な
く
と
も
評
者
の
よ
う
な
者
に
は
、
到
底
叶
わ
な
い
も
の
が
あ
る
。
で

日本思想史学54-書評【全】　　［出力］ 2022年9月28日　午後1時41分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学54〈2022〉　176

は
、
そ
の
叙
述
さ
れ
た
個
性
は
、
歴
史
的
世
界
の
全
体
性
の
中
に
ど
う
位

置
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
業
績
を
読
み
な
が
ら
、
は
じ
め
は

そ
ん
な
問
い
も
抱
く
の
だ
が
、
面
白
い
面
白
い
と
読
み
進
め
て
い
く
う
ち

に
、
自
分
が
間
違
っ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
り
、
結
局
愚
か
な
評
者
は
、

疑
問
を
持
っ
て
い
た
こ
と
さ
え
忘
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
近
年
で
は
、
そ
れ
ら
と
は
立
場
を
異
に
す
る
研
究
が
登
場
し
て

い
る
。
本
誌
二
六
号
に
掲
載
さ
れ
た
阪
本
是
丸
「
明
治
国
学
の
研
究
課

題
」（
一
九
九
四
年
）
が
、「
近
代
天
皇
制
国
家
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
支

え
た
思
想
や
歴
史
観
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
制
度
的
」「
に
支
え
た
古
典
知

識
や
考
証
の
基
盤
に
近
世
以
来
の
国
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
考
証
学
が
存

在
す
る
こ
と
」
へ
の
注
目
を
促
し
て
以
来
、
考
証
的
な
明
治
期
の
国
学
者

に
関
す
る
研
究
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
本
書
と
も
研
究
対
象
を
同
じ
く
す

る
部
分
が
あ
る
齊
藤
智
朗
『
井
上
毅
と
宗
教
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）、

藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
が
代
表
的
な

業
績
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
学
問
の
歴

史
的
被
拘
束
性
を
問
う
研
究
潮
流
が
広
が
り
を
見
せ
る
な
か
で
、
史
学
に

つ
い
て
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
『
歴
史
と
国
家
』（
邦
訳
：
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）、
文
学
に
つ
い
て
は
品
田
悦
一
・
齋
藤
希
史

『「
国
書
」
の
起
源
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
九
年
）
の
よ
う
な
仕
事
が
現
れ
、

明
治
国
家
に
お
け
る
考
証
派
の
国
学
者
と
漢
学
者
た
ち
の
動
き
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
も
い
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
重
要
性
を
こ
こ
で
繰
り
返
す
必
要

は
あ
る
ま
い
。
と
は
い
え
評
者
と
し
て
は
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
無
か
ら

突
然
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
そ
れ
ら
学
的
営
為
の
前
史
が
気
に
な
っ
て

く
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
な
か
で
手
に
し
た
本
書
の
、
考
証
家
た
ち
を
十
九
世
紀
日
本
と

い
う
枠
組
み
の
な
か
で
評
価
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
い
わ
ば

「
即
自
」
的
な
蔵
書
家
研
究
と
、
究
極
的
に
は
近
代
天
皇
制
国
家
と
の
関

わ
り
で
学
問
を
見
る
立
場
と
の
あ
い
だ
で
、
そ
の
欠
を
埋
め
る
可
能
性
を

秘
め
た
も
の
に
見
え
た
。

�

＊

　

こ
こ
か
ら
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
序
章
「「
国
学
考
証
派
」
研

究
の
視
点
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
が
注
目
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら

明
治
時
代
前
期
（
十
九
世
紀
）
に
盛
り
上
が
っ
た
、「
根
拠
を
も
と
に
結
論

を
導
き
だ
す
こ
と
で
検
証
可
能
性
を
担
保
す
る
、
合
理
的
な
思
考
様
式
」

を
備
え
た
「
考
証
と
い
う
営
為
」
で
あ
る
。
な
か
で
も
主
役
と
さ
れ
る
の

は
、（
漢
学
系
で
は
な
く
）
国
学
系
の
考
証
派
で
あ
る
。
大
久
保
利
謙
こ
そ

彼
ら
を
近
代
史
学
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
評
価
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は

近
代
史
学
の
祖
と
目
さ
れ
た
漢
学
系
考
証
学
者
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
の
否

定
的
な
取
り
上
げ
ら
れ
方
を
除
け
ば
、
近
年
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
対
象
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
旨
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
彼
ら
の
特

質
と
し
て
は
、
①
文
献
の
校
訂
や
編
纂
・
出
版
を
含
め
た
広
義
の
歴
史
考

証
の
重
視
、
②
政
策
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
「
実
用
主
義
、
登
用
志
向
、

在
官
意
識
、
官
学
意
識
」
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
歴
史
考
証
か
ら
宗
教
性
や
文

芸
性
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
姿
勢
、
③
政
治
機
構
や
文
献
入
手
を
可
能
に

す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
の
問
題
と
結
び
つ
い
た
江
戸
・
東
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京
と
い
う
地
域
性
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
分
析
の
視
角
と
し
て
は
、

彼
ら
の
学
問
上
の
方
法
や
成
果
に
つ
い
て
、
①
具
体
的
に
ど
う
近
代
的
学

問
に
受
け
継
が
れ
た
か
、
②
ど
う
政
治
的
・
社
会
的
実
践
に
つ
な
げ
よ
う

と
し
た
か
、
③
直
接
的
影
響
関
係
・
人
脈
な
ど
も
加
味
し
て
取
り
上
げ
る
、

と
い
う
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
る
。

　

第
一
部
「
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
「
国
学
考
証
派
」」
で
は
、
幕
府

や
諸
藩
で
国
学
考
証
派
が
政
治
的
有
用
性
を
示
し
た
事
例
が
紹
介
さ
れ
る
。

第
一
章
は
屋
代
弘
賢
や
和
学
講
談
所
を
主
役
と
す
る
「
寛
政
の
改
革
と

「
国
学
考
証
派
」
の
登
場
」
で
あ
る
。
故
実
家
や
賀
茂
真
淵
・
本
居
宣
長

の
よ
う
な
国
学
者
と
は
別
に
、
寛
政
改
革
を
契
機
に
考
証
・
文
案
作
成
能

力
を
必
要
と
さ
れ
国
学
考
証
派
が
登
場
す
る
様
が
描
か
れ
る
。
第
二
章

「
考
証
の
浸
透
」
は
、
幕
府
儀
礼
を
め
ぐ
る
屋
代
弘
賢
と
松
岡
行
義
父
子

の
交
渉
や
、
水
戸
藩
の
『
大
日
本
史
』
を
は
じ
め
と
し
た
編
纂
事
業
を
事

例
に
、
国
学
考
証
派
の
社
会
的
浸
透
を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
平
田
篤

胤
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
国
学
考
証
派
に
お
け
る
在
官
意
識
の
強
さ
や
宗

教
性
・
倫
理
性
と
の
分
離
傾
向
を
指
摘
す
る
。
第
三
章
は
、
対
外
交
渉
の

在
り
方
が
大
き
く
変
化
し
た
幕
末
期
に
活
躍
の
場
を
広
げ
た
前
田
夏
蔭
や
、

開
国
を
踏
ま
え
設
置
さ
れ
た
紀
州
藩
古
学
館
で
の
小
中
村
清
矩
の
、
歴
史

考
証
を
重
ん
じ
た
活
動
を
取
り
上
げ
た
「
幕
末
期
に
お
け
る
「
国
学
考
証

派
」
の
機
能
」
に
な
る
。

　

第
二
部
「「
国
学
考
証
派
」
の
方
法
と
そ
の
深
化
」
は
、
彼
ら
の
考
証

の
在
り
方
を
、
作
品
に
寄
り
添
っ
て
紹
介
す
る
も
の
に
な
る
。
第
一
章

「
屋
代
弘
賢
の
歴
史
考
証
」
は
、
屋
代
弘
賢
が
進
め
た
『
古
今
要
覧
稿
』

編
纂
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
作
業
過
程
や
論
証
の
具
体
相
を
紹
介
す
る
。

第
二
章
「
小
中
村
清
矩
の
「
六
国
史
」
考
証
」
は
、
明
治
版
「
国
史
大

系
」
と
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
た
小
中
村
清
矩
校
訂
の
諸
本
と
を
比
較
分

析
し
、
後
者
に
近
代
史
学
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
認
め
る
。
第
三
章

「
木
村
正
辞
の
『
万
葉
集
』
考
証
」
は
、
木
村
正
辞
の
旧
蔵
書
を
概
観
し

た
う
え
で
、
彼
の
『
万
葉
集
』
研
究
が
、
校
合
・
善
本
の
蓄
積
を
前
提
に

し
た
用
例
分
析
を
踏
ま
え
た
考
証
に
よ
る
こ
と
を
、
具
体
的
に
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
は
、
主
役
と
な
っ
た
学
者
に
限
ら
ず
、
彼
ら
の
考

証
作
業
に
影
響
を
与
え
た
様
々
な
学
者
・
蔵
書
家
が
姿
を
見
せ
て
い
る
。

当
該
期
の
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
が
う
か
が
え
る
。

　

第
三
部
は
「「
国
学
考
証
派
」
に
と
っ
て
の
明
治
」
と
題
し
、
明
治
政

府
の
も
と
で
の
国
学
考
証
派
の
活
動
が
紹
介
さ
れ
る
。
第
一
章
「
小
中
村

清
矩
・
木
村
正
辞
の
官
省
出
仕
と
考
証
実
務
」
で
は
、
津
和
野
派
に
対
す

る
平
田
派
の
敗
北
・
没
落
と
い
う
一
般
的
な
国
学
像
に
対
置
す
る
形
で
、

新
政
府
に
お
け
る
国
学
考
証
派
の
在
り
方
が
提
示
さ
れ
る
。
国
史
や
『
古

事
類
苑
』
に
教
科
書
の
編
纂
、
官
制
改
革
案
の
起
草
、
神
祇
部
局
や
司
法

省
に
お
け
る
調
査
実
務
な
ど
、
彼
ら
は
明
治
国
家
に
お
い
て
、
そ
の
考
証

能
力
を
生
か
し
た
活
躍
の
機
会
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か

る
役
割
の
後
継
者
育
成
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
が
東
京
大
学
文
学
部
附

属
古
典
講
習
科
で
あ
る
。
第
二
章
「「
国
学
考
証
派
」
の
後
継
者
と
し
て

の
池
辺
義
象
」
は
、
小
中
村
清
矩
が
展
開
し
た
古
典
講
習
科
に
お
け
る
教

育
の
在
り
方
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
清
矩
の
養
子
に
な
っ
た
池
辺
義
象
を

は
じ
め
と
し
た
そ
の
卒
業
生
た
ち
の
活
動
を
、
国
学
考
証
派
を
継
承
す
る
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も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
。

　

終
章
の
題
は
「「
国
学
考
証
派
」
の
歴
史
的
意
義
」
で
あ
る
。
国
学
考

証
派
た
ち
の
活
動
の
場
の
縮
小
・
死
去
の
過
程
を
詳
述
し
、
明
治
政
府
の

運
営
の
安
定
化
と
と
も
に
彼
ら
の
役
割
は
終
わ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
方
法

と
文
献
学
上
の
基
礎
的
な
成
果
は
近
代
人
文
学
の
素
地
と
な
っ
た
旨
を
説

く
。
そ
の
上
で
、
本
書
の
内
容
を
要
約
し
、
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
論
点

を
列
挙
す
る
（
①
為
政
者
の
考
証
観
、
②
近
代
人
文
学
の
側
に
ど
ん
な
影
響
を

も
た
ら
し
た
の
か
、
③
国
学
考
証
派
の
文
人
的
側
面
、
④
市
井
の
考
証
家
な
ど

に
特
徴
的
な
、
純
粋
な
知
的
営
み
と
し
て
の
考
証
の
文
化
的
広
が
り
、
⑤
国
学

考
証
派
と
相
通
ず
る
、
遊
び
と
融
合
し
た
好
古
趣
味
に
基
づ
く
活
動
）。

�

＊

　

評
者
の
見
立
て
で
は
本
書
は
、
文
人
・
書
痴
を
め
ぐ
る
好
事
家
的
関
心

に
応
え
る
研
究
と
し
て
の
魅
力
は
勿
論
、
そ
う
し
た
目
か
ら
見
ら
れ
る
こ

と
の
多
か
っ
た
学
者
た
ち
の
営
み
が
、
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
歴
史
的
役
割

を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
明
瞭
化
・
定
式
化
し
た
と
い
う
意
義
を
持
つ
。

考
証
的
・
実
用
志
向
で
神
学
や
文
芸
趣
味
を
後
継
に
退
か
せ
た
小
中
村
清

矩
ら
近
代
国
学
者
の
政
治
的
有
用
性
を
強
調
し
た
藤
田
の
研
究
な
ど
に
よ

っ
て
、
平
田
派
の
没
落
に
明
治
国
学
史
を
代
表
さ
せ
る
議
論
は
、
既
に
過

去
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
本
書
は
、
考
証
能
力
に
よ
っ
て
政
治

へ
貢
献
し
、
あ
る
い
は
近
代
的
人
文
学
の
前
史
と
な
っ
た
国
学
的
営
為
が

近
世
段
階
で
既
に
確
認
で
き
る
こ
と
、
広
い
視
野
と
具
体
的
な
事
例
か
ら

示
し
て
見
せ
た）

1
（

。
近
世
後
期
の
蔵
書
家
・
考
証
家
・
好
古
家
た
ち
を
め
ぐ

る
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
あ
ま
り
成
功
（
も
し
く
は
意
図
）
し
て
こ
な
か
っ

た
通
史
的
位
置
付
け
が
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
つ
い
に
与
え
ら
れ

た
の
で
あ
る）

2
（

。
近
世
史
研
究
者
に
も
明
治
史
研
究
者
に
も
、
広
く
お
勧
め

で
き
る
一
冊
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
書
が
示
し
た
実
証
成
果
が
現
在
の
様
々
な
学
問
分
野
に
と
っ

て
関
わ
り
が
あ
る
点
も
、
強
調
し
て
お
き
た
い
。
国
語
国
文
学
、
歴
史
学
、

美
術
史
学
、
考
古
学
、
法
制
史
学
、
神
道
学
…
…
国
学
考
証
派
の
知
的
営

為
が
先
行
研
究
あ
る
い
は
前
史
に
あ
た
る
業
界
は
幅
広
い
。
学
史
を
重
ん

じ
る
そ
れ
ら
の
世
界
の
研
究
者
に
と
っ
て
得
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
、
間

違
い
あ
る
ま
い）

（
（

。

�

＊

　

最
後
に
蛇
足
の
よ
う
な
読
後
感
を
一
つ
。
十
九
世
紀
に
活
躍
し
た
学
者

の
一
群
に
つ
い
て
の
国
学
考
証
派
と
い
う
本
書
の
定
式
化
は
、
詳
細
か
つ

丁
寧
な
実
証
に
即
し
た
も
の
で
、
一
般
化
の
在
り
方
に
も
無
理
が
な
い
よ

う
に
見
え
る
。
た
だ
本
書
の
ミ
ク
ロ
な
叙
述
は
、
国
家
に
そ
の
知
的
能
力

を
持
っ
て
奉
仕
し
よ
う
と
し
た
国
学
考
証
派
の
面
々
が
、
学
問
的
性
格
を

異
に
す
る
数
多
の
学
者
た
ち
や
学
者
な
ら
ざ
る
者
と
し
て
生
き
た
当
該
期

の
人
々
と
の
間
に
取
り
結
ば
れ
た
、
広
範
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
活
動

し
て
い
た
こ
と
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
屋
代
弘
賢
一
人

と
っ
て
み
て
も
、
篤
胤
の
よ
う
な
癖
の
あ
る
人
物
も
含
め
た
国
学
者
と
の

関
係
に
限
ら
ず
、
旗
本
と
し
て
の
地
位
、
幕
府
儒
官
と
の
役
割
分
担
、
書

家
と
し
て
の
名
声
、
大
名
と
の
交
際

─
そ
の
「
考
証
」
活
動
を
論
じ
る
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上
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
つ
な
が
り
の
在
り
方
は
、
本
書
が
示
唆
す

る
と
こ
ろ
だ
け
で
も
、
実
に
多
様
で
あ
る
。
国
学
考
証
派
を
「
考
証
の
世

紀
」
の
輝
き
と
し
て
評
価
す
る
分
に
は
問
題
な
か
ろ
う
が
、「
考
証
の
世

紀
」
を
織
り
成
し
た
の
は
国
学
考
証
派
だ
け
で
は
決
し
て
な
い）

4
（

。
そ
し
て

本
書
が
事
細
か
に
描
き
出
し
た
国
学
考
証
派
の
営
み
で
さ
え
、
彼
ら
の
努

力
の
う
ち
、
ご
く
一
部
で
し
か
な
い
。
本
書
の
外
側
に
広
が
る
当
該
期
の

知
の
布
置
状
況
を
本
書
と
同
様
の
解
像
度
で
描
き
出
し
、「
考
証
の
世
紀
」

の
全
貌
に
迫
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
作
業
過
程
の
魅
力
は
さ
て
お
き
、

課
題
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
達
成
不
可
能
な
も
の
に
思
え
て
く
る
。

　

今
で
は
失
わ
れ
た
「
考
証
」
の
総
体
は
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
も
の

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
る
だ
け
で
気
が
遠
く
な
る
。

注
（
1
）　

た
だ
し
宗
教
性
の
切
り
離
し
と
い
う
特
質
に
つ
い
て
は
、
藤
田
説
の
ほ

う
が
限
定
的
な
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
点
、
両
説
の
違
い
と
し
て
留
意

が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
平
田
篤
胤
が
持
つ
よ
う
な
宗
教
性
と
は
一
線
を
画

し
た
形
で
の
倫
理
性
・
道
徳
性
を
伴
っ
た
営
為
は
、
本
書
の
射
程
の
外
に
見

え
る
。

（
2
）　

国
学
系
の
「
考
証
」
活
動
に
注
目
し
て
、
近
世
後
期
の
政
治
や
社
会
の

性
格
を
論
じ
る
研
究
は
、
後
進
の
あ
い
だ
で
ト
レ
ン
ド
に
な
っ
て
も
い
る
よ

う
だ
。
古
畑
侑
亮
や
金
炯
辰
の
研
究
を
見
よ
。

（
（
）　

歴
史
学
の
外
側
に
お
け
る
本
書
の
意
義
と
い
う
点
で
気
に
な
っ
た
の
は
、

本
書
が
国
学
考
証
派
に
文
芸
性
の
抑
制
と
い
う
性
格
を
認
め
る
一
方
で
、
彼

ら
の
歌
会
活
動
や
『
万
葉
集
』
考
証
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
後
期
国
学
に
つ
い
て
は
、
村
岡
典
嗣
（『
増
補
本
居
宣
長
』
二
、
平

凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）
以
来
、「
歌
文
派
対
古
道
派
（
平
田
派
）」

と
い
う
図
式
が
存
在
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
国
学
考
証
派
は
こ
の
図
式
を
脱

構
築
す
る
も
の
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
前
者
に
入
る
の
か
。
和
歌

を
め
ぐ
る
著
者
の
見
解
、
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
点
に
関
す
る
評
者
の
見
解
は
「
本
居
内
遠
の
文
事
」（『
日
本
文
学
』
六

九
─
一
二
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
4
）　

き
り
が
な
い
の
で
例
示
は
一
人
だ
け
に
し
て
お
く
が
、
や
は
り
紀
州
藩

に
仕
え
て
考
証
を
得
意
と
し
た
長
澤
伴
雄
（
近
年
で
は
亀
井
森
が
研
究
を
進

め
て
い
る
）
で
さ
え
、
西
に
活
動
拠
点
を
置
き
、
歌
壇
の
大
立
者
だ
っ
た
点

で
、
本
書
の
示
す
国
学
考
証
派
の
特
徴
が
当
て
は
ま
ら
な
い
存
在
に
な
る
。

�

（
佐
賀
大
学
准
教
授
）
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