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す
で
に
筆
者
は
、
歴
史
的
史
料
・
文
献
の
扱
い
に
つ
い
て
意
見
を

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
部
落
解
放
研
究
所
主
催
の
研
究
者
集
会
で
報

告
し
た
も
の
で
あ
る
（
「
歴
史
的
史
料
。
文
献
の
扱
い
に
つ
い
て
」

『
部
落
解
放
研
究
』
第
一
一
一
五
号
、
一
九
一
八
一
一
一
年
）
。
発
表
後
、
一
一
、
一
一
一

の
方
か
ら
も
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
表
現
に
多
少
の
問
題
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な

い
と
、
い
ま
で
も
思
っ
て
い
ろ
。

拙
稿
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
後
に
成
沢
栄
寿
氏
か
ら
も
批
判
を
い

た
だ
い
た
（
「
部
落
問
題
を
主
と
し
て
見
た
表
現
の
自
由
と
「
差

①
ま
ず
、
歴
史
的
史
料
・
文
献
の
問
題
に
つ
い
て
の
基
本
的
姿
勢

と
し
て
、
拙
稿
で
、
「
ま
ず
私
た
ち
は
、
基
本
と
し
て
、
被
差
別
部

落
の
歴
史
は
抹
殺
さ
れ
た
り
、
隠
蔽
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
も
っ
と

も
っ
と
差
別
の
歴
史
と
解
放
へ
の
た
た
か
い
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
日
本
史
の
研
究
の

う
え
に
も
、
部
落
史
、
解
放
運
動
史
が
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
部

落
の
完
全
解
放
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
で

欠
落
し
て
い
た
も
の
が
補
な
わ
れ
、
部
落
解
放
運
動
が
、
こ
の
六
十

年
間
に
、
日
本
の
人
権
、
福
祉
、
平
和
の
た
た
か
い
の
う
え
に
は
た

し
て
き
た
大
き
な
役
割
が
正
し
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
こ
と
に
ふ
れ
、
成
沢
氏
は
こ
れ
を
否
定
も
批

判
も
さ
れ
て
い
な
い
。
（
一
一
一
三
ペ
ー
ジ
）

②
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
こ
れ
と
逆
行
す
る
動
き
、
た
と
え
ば

「
府
県
史
あ
る
い
は
市
町
村
史
の
編
集
に
あ
た
っ
て
、
こ
と
さ
ら
被

差
別
部
落
に
関
す
る
資
料
が
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
叙
述
が
省
略

さ
れ
た
り
す
る
例
で
す
。
私
た
ち
の
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
多
く
の
場

合
、
編
集
・
執
筆
に
あ
た
っ
て
研
究
者
の
側
で
は
真
剣
に
部
落
史
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
行
政
の
側
か
ら
干
渉
さ
れ
た
り
、
ク

レ
ー
ム
が
つ
い
た
り
し
て
い
る
よ
う
で
す
」
と
指
摘
し
た
の
に
対
し

て
も
、
成
沢
氏
は
「
そ
の
通
り
で
あ
る
」
と
し
て
い
ろ
。
（
同
前
）

③
ま
た
、
問
題
の
あ
る
例
と
し
て
「
た
と
え
ば
図
書
館
な
ど
で
、

部
落
問
題
に
関
す
る
多
く
の
図
書
が
閲
覧
禁
止
に
な
っ
て
い
る
場
合

一
、
共
通
の
理
解

歴
史
的
史
料
・
文
献
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
成
沢
栄
寿
氏
へ
の
反
批
判
Ｉ

１ 
別
用
語
」
問
題
」
「
表
現
の
自
由
と
「
差
別
用
語
」
』
一
九
八
五

年
、
一
一
三
１
一
一
一
一
○
ペ
ー
ジ
）
。

正
直
に
い
っ
て
、
こ
の
批
判
を
い
た
だ
い
て
、
私
は
意
を
強
く
し

た
次
第
で
あ
る
。
拙
稿
に
た
い
す
ろ
成
沢
氏
の
批
判
の
語
気
は
た
し

か
に
強
い
が
、
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
氏
は
拙
稿
の
多
く
の
論
旨
、

そ
れ
も
基
本
的
な
考
え
方
を
否
定
し
て
お
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
拙
稿
自
体
、
筆

者
の
独
断
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
歴
史
研
究
者
の
ほ
ぼ
一

致
し
た
、
共
通
の
理
解
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

成
沢
氏
と
は
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
、
共
通
の
理
解
が
で
き
た
と

考
え
て
い
ろ
。

が
あ
る
こ
と
で
す
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
て
も
、
「
同
感
で
あ
る
」

と
し
て
い
ろ
。
（
同
前
）

④
し
た
が
っ
て
、
拙
稿
で
「
無
原
則
な
図
書
の
閲
覧
禁
止
と
い
っ

た
措
置
に
は
反
対
」
で
あ
り
、
「
閲
覧
制
限
は
最
小
限
度
に
」
と
書

い
た
点
に
つ
い
て
も
、
「
こ
れ
も
肯
首
す
べ
き
意
見
で
あ
る
」
と
賛

成
さ
れ
る
。
（
同
前
）

⑤
そ
し
て
、
「
史
料
や
古
地
図
・
歴
史
記
述
の
発
表
・
刊
行
・
公

開
に
あ
た
っ
て
は
、
研
究
者
や
執
筆
者
・
出
版
関
係
者
な
ど
は
必
ず

被
差
別
部
落
の
当
事
者
（
運
動
体
）
と
協
議
し
、
十
分
に
そ
の
意
見

を
尊
重
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
い
う
点
に
関
し
て
も
、

「
協
議
や
意
見
の
尊
重
は
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
ろ
。
（
一
二
七
ペ
ー

ジ
）⑥
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
具
体
的
に
、
「
地
名
・
人
名
の
扱
い
は
、

も
ち
ろ
ん
当
該
の
部
落
の
意
向
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
（
中
略
）
そ
れ
が
一
般
の
書
店
を
通
じ
て
売
ら
れ
、
か
な

り
広
範
囲
の
読
者
に
読
ま
れ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
応
じ
た
配
慮
が
必

要
で
し
ょ
う
し
、
『
部
落
解
放
研
究
』
の
よ
う
な
、
部
落
問
題
の
研

究
誌
に
掲
載
さ
れ
る
場
合
に
は
、
比
較
的
原
文
を
そ
こ
な
わ
な
い
形

で
の
せ
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
の

論
文
の
理
解
に
と
っ
て
不
必
要
な
と
こ
ろ
で
は
、
地
域
名
や
人
名

に
つ
い
て
か
な
り
配
慮
し
て
い
ま
す
」
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て

も
、
成
沢
氏
は
「
筆
者
は
差
別
や
偏
見
が
残
存
し
て
い
る
事
実
に
基

渡
辺

俊
雄
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づ
き
、
こ
れ
に
異
論
は
な
い
」
と
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
ろ
。
（
一
一
一

八
ペ
ー
ジ
）

⑦
拙
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
扱
う
運
動
体
の
大
き
な
責
任
に

つ
い
て
ふ
れ
、
「
こ
の
当
事
者
と
の
協
議
と
い
う
原
則
を
貫
ぬ
こ
う

と
す
れ
ば
、
運
動
体
に
も
大
き
な
責
任
と
い
う
か
、
力
量
が
問
わ
れ

て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
中
略
）
運
動
の
側
か
ら
い
え
ば
、
研

究
の
内
容
に
ま
で
民
主
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
か

ら
、
一
定
の
見
解
を
も
っ
て
対
処
し
て
い
く
必
要
が
で
て
き
ま
す
」

と
述
べ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
成
沢
氏
は
な
お
不
満
が
あ
る
よ
う

だ
が
、
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
自
体
に
は
反
対
さ
れ
て
い
な
い
。
（
一

一
一
四
ペ
ー
ジ
）

⑧
そ
し
て
、
「
問
題
が
お
こ
っ
た
時
も
、
研
究
書
や
学
術
論
文
な

ど
の
場
合
に
は
、
ま
ず
学
術
的
批
判
を
先
行
さ
せ
」
ろ
べ
き
だ
と
述

べ
た
部
分
に
つ
い
て
も
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
（
三
一
七
ペ
ー
ジ
）

筆
者
は
、
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
の
共
通
し
た
認
識
が

え
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

①
た
と
え
ば
拙
稿
で
、
「
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
被
差
別
部
落
に

関
す
る
史
料
が
で
き
る
だ
け
公
開
さ
れ
、
部
落
史
・
解
放
運
動
史
の

研
究
が
保
障
さ
れ
、
そ
の
研
究
の
成
果
が
解
放
運
動
の
よ
り
一
層
の

前
進
の
た
め
に
役
立
つ
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま

す
」
と
述
べ
た
の
に
た
い
し
て
、
成
沢
氏
は
「
学
問
・
研
究
は
、
歴

史
の
進
歩
、
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
に
成
立
し
、
そ
こ
に
存

在
価
値
が
あ
る
。
し
か
し
、
部
落
解
放
運
動
に
役
立
つ
こ
と
が
近
視

眼
的
に
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
批
判
さ
れ
ろ
。
（
同
前
）

こ
れ
で
は
、
ま
る
で
部
落
解
放
運
動
は
成
沢
氏
の
い
う
「
歴
史
の

進
歩
、
社
会
の
発
展
」
に
は
い
ら
な
い
か
の
よ
う
な
暴
論
で
あ
る
。

成
沢
氏
は
「
近
視
眼
的
に
」
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
の
だ
と

反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
解
放
運
動
以
外
の
「
歴

史
の
進
歩
、
社
会
の
発
展
」
に
は
近
視
眼
的
に
求
め
て
も
い
い
の

か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
章
は
、
読
む
人

々
に
誤
解
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
。

②
ま
た
拙
稿
で
、
大
阪
の
あ
る
部
落
を
対
象
と
し
た
研
究
論
文
が

大
学
の
紀
要
で
発
表
さ
れ
、
地
元
で
問
題
に
な
っ
た
こ
と
に
関
連
し

て
、
「
最
も
大
き
な
問
題
は
、
あ
る
特
定
の
部
落
に
つ
い
て
研
究

し
、
論
述
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
ま
え
も
っ
て
筆
者
か
ら
部
落
解
放

同
盟
の
支
部
に
は
、
何
の
連
絡
も
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
論
文
が
発

表
さ
れ
て
か
ら
も
一
年
以
上
な
ん
の
連
絡
も
な
く
、
放
置
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
述
べ
た
の
に
た
い
し
て
、
成
沢
氏
は
「
こ

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
成
沢
氏
は
、
ど
う
し
て
も
基
本
的
な
点
で
筆
者
と
意
見

の
一
致
を
み
た
こ
と
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
一
致

｜
｜
、
成
沢
論
文
批
判
二
）

し
た
と
と
ら
れ
る
こ
と
を
、
ま
る
で
面
目
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
に
か
し
て
、
拙
稿
を
批
判
し
、
部
落
解
放

運
動
へ
の
信
頼
に
傷
を
つ
け
た
い
の
で
あ
る
。

次
の
一
文
に
、
成
沢
氏
の
立
場
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
ろ
。

「
も
っ
と
も
ら
し
い
意
見
が
開
陳
さ
れ
て
も
、
一
向
に
事
実
が
伴

わ
な
い
こ
と
が
い
ま
ま
で
多
過
ぎ
た
か
ら
、
若
干
の
変
化
に
幻
惑
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
耳
を
傾
け
る
に
足
り
る
部
分
を
含
む
見
解
を

出
す
一
方
で
、
妄
動
を
く
り
か
え
す
の
が
「
解
同
」
の
常
套
で
あ

り
、
そ
の
無
定
見
さ
に
相
手
が
戸
惑
え
ば
戸
惑
う
ほ
ど
、
彼
ら
の
欲

望
は
か
な
え
や
す
く
な
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
」
（
一
一
一
五

ペ
ー
ジ
）

な
ん
と
う
す
汚
れ
た
文
章
だ
ろ
う
か
。
成
沢
氏
に
と
っ
て
は
、
論

争
の
相
手
は
と
こ
と
ん
全
面
否
定
し
な
い
で
お
か
な
い
か
ら
、
「
い

い
こ
と
を
言
え
ば
い
う
ほ
ど
、
た
ち
が
悪
い
」
と
い
う
こ
と
ら
し

い
。こ
れ
は
、
論
争
の
な
か
で
、
一
歩
一
歩
共
通
の
理
解
を
確
認
し
、

相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
論
争
を
高
め
て
い
く
姿
勢
で
は
な

い
。
相
手
僧
し
の
、
き
わ
め
て
セ
ク
ト
的
な
態
度
の
見
本
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

相
手
の
主
張
を
な
ん
と
し
て
も
認
め
ず
、
ご
ま
か
し
だ
、
い
い
の

が
れ
だ
、
と
言
い
張
っ
て
い
る
う
ち
に
、
批
判
す
る
成
沢
氏
自
身
の

論
拠
が
支
離
滅
裂
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

れ
は
、
究
極
的
に
は
、
学
問
・
研
究
の
自
由
、
表
現
の
自
由
を
認
め

な
い
見
解
で
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
ろ
。
（
’
二
六
ペ
ー
ジ
）

ど
う
し
て
な
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。
拙
稿
で
は
な
に
も
検
閲
を

し
よ
う
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
い
し
、
「
被
差
別
部
落
の
研
究
を
し

て
く
れ
ろ
な
と
か
、
地
名
は
必
ず
か
く
せ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
関
係
す
る
地
域
の
住
民
と
は

無
関
係
に
資
料
が
か
く
し
持
た
れ
た
り
、
地
域
住
民
の
「
思
い
」
と

は
別
な
と
こ
ろ
で
『
研
究
」
が
進
め
ら
れ
た
り
、
そ
の
意
向
に
反
し

た
方
法
で
発
表
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
だ
け
は
や
め
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
る
わ
け
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
成
沢
氏
は
、
地
域
の
「
意
向
を
無
批
判
に
尊
重
す
る
の
で
は
な

く
」
な
ど
と
書
き
（
’
二
八
ペ
ー
ジ
）
、
あ
た
か
も
拙
稿
が
地
域
の

運
動
体
の
意
向
に
反
す
る
論
文
は
発
表
を
認
め
な
い
と
で
も
主
張
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ろ
。
こ
う
し
た
反
論
も
あ
る
だ
ろ
う

と
、
拙
稿
で
は
、
「
そ
れ
は
な
に
も
、
支
部
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
学

術
論
文
の
結
論
に
し
ろ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
妥
当
な
ら
ば
そ
の
意
見
を
と
り
入
れ
れ
ば
い
い
し
、
様
々
な

資
料
を
検
討
し
て
み
て
も
間
違
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
な
ら
ば
、

相
手
を
説
得
で
き
る
よ
う
に
そ
の
論
旨
を
展
開
す
れ
ば
い
い
の
で

す
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
断
わ
っ
て
お
い
た
の
に
、
成
沢
氏
は
意
識
的
に

か
こ
れ
を
無
視
さ
れ
た
。

成
沢
氏
の
よ
う
な
暴
論
が
成
り
立
つ
の
は
、
部
落
解
放
運
動
の
め
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こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
『
表
現
の
自
由
と
「
差
別
用
語
」
」
に

は
、
も
う
一
つ
の
成
沢
論
文
「
『
差
別
用
語
』
問
題
を
考
え
ろ
」
が

収
録
さ
れ
て
い
ろ
。

同
論
文
は
〃
「
差
別
用
語
」
問
題
の
実
態
〃
な
る
小
見
出
し
一
七
か

⑦
こ
の
成
沢
論
文
の
客
観
的
に
は
た
す
役
割
は
、
明
ら
か
で
あ

る
。
部
落
問
題
は
や
っ
か
い
な
問
題
だ
と
考
え
、
ま
た
部
落
解
放
運

動
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
の
な
い
研
究
者
に
、
部
落
解
放
同
盟
は
恐

ろ
し
い
団
体
で
あ
り
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
と
仲
よ
く
し
て
い
る
と
と
ん

で
も
な
い
目
に
会
い
ま
す
よ
、
早
く
縁
を
切
り
な
さ
い
と
働
喝
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

客
観
的
に
、
で
は
な
い
。
成
沢
氏
が
、
明
ら
か
に
そ
れ
を
意
図
し

て
い
る
こ
と
は
、
次
の
文
章
か
ら
も
う
か
が
え
ろ
。

「
多
く
の
場
合
、
「
解
同
』
に
は
民
主
的
な
話
し
合
い
は
期
待
で

き
な
い
。
さ
ら
に
述
べ
れ
ば
、
「
解
同
』
は
「
地
域
住
民
の
「
思

い
」
」
を
代
表
し
て
い
ろ
と
は
言
い
が
た
い
。
（
中
略
）
だ
か
ら
な

お
の
こ
と
、
連
絡
を
と
っ
て
研
究
す
る
必
然
性
は
な
く
な
っ
て
く
る

の
で
あ
り
、
む
し
ろ
連
絡
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
進
歩
、

社
会
の
発
展
に
寄
与
で
き
な
い
研
究
や
論
文
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得

る
の
で
あ
る
。
」
（
一
二
六
ペ
ー
ジ
）

ざ
す
も
の
と
学
問
・
研
究
の
巨
的
と
は
も
と
も
と
対
立
す
る
も
の
だ

と
い
う
前
提
に
立
つ
と
き
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
、

あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
部
落
解
放
運
動
は
差
別
の
な
い
、
そ
れ
故
に

本
当
の
意
味
で
学
問
・
研
究
の
自
由
な
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
学
問
・
研
究
も
差
別
の
な
い
、
真
に
平
等
な
社
会
の

実
現
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

そ
う
で
は
な
く
、
成
沢
氏
の
よ
う
な
間
違
っ
た
前
提
に
立
っ
て
主

張
さ
れ
る
学
問
・
研
究
の
自
由
と
は
研
究
者
の
エ
ゴ
で
あ
り
、
差
別

を
認
め
る
自
由
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に

再
度
ふ
れ
ろ
。

④
成
沢
氏
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
事
の
是
非
で
は
な
く
、
部
落

解
放
運
動
へ
の
中
傷
な
の
で
あ
る
。
さ
き
に
拙
稿
で
「
問
題
が
お
こ

っ
た
時
も
、
研
究
書
や
学
術
論
文
な
ど
の
場
合
に
は
、
ま
ず
学
術
的

批
判
を
先
行
さ
せ
」
ろ
べ
き
だ
と
か
い
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ
れ

に
つ
づ
く
「
で
き
る
だ
け
多
く
の
研
究
者
を
、
敵
に
ま
わ
す
の
で
は

な
く
て
味
方
に
つ
け
、
解
放
運
動
に
学
ぶ
な
か
で
研
究
の
姿
勢
を
あ

ら
た
め
、
部
落
問
題
の
正
し
い
理
解
者
と
し
て
い
く
よ
う
な
慎
重
な

配
慮
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
」
と
い
う
文
章
も
、
成
沢
氏
に
か
か

る
と
「
部
落
問
題
優
先
の
考
え
か
ら
、
研
究
者
を
運
動
体
、
お
そ
ら

く
は
『
解
同
』
に
追
従
・
同
調
さ
せ
よ
う
と
の
見
解
を
示
し
て
い

ろ
。
学
術
的
批
判
は
単
な
る
手
段
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
（
一
二
七
ペ
ー
ジ
）

’
一
一
、
成
沢
論
文
批
判
（
二
）

か
げ
て
一
八
点
に
わ
た
っ
て
問
題
点
を
の
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
承

服
で
き
る
主
張
と
承
服
し
か
ね
る
点
と
が
混
在
し
て
い
ろ
。

そ
の
う
ち
、
①
部
落
史
関
係
の
史
料
が
故
意
に
省
略
さ
れ
た
り
、

②
部
落
問
題
関
係
の
著
作
が
個
人
の
全
集
か
ら
削
除
さ
れ
た
り
、
あ

る
い
は
、
③
古
典
の
一
部
が
勝
手
に
伏
字
や
言
い
か
え
ら
れ
た
り
し

て
い
る
現
状
に
問
題
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、

成
沢
氏
が
い
う
よ
う
な
「
解
同
」
の
せ
い
で
は
な
く
、
主
に
出
版
社

の
誤
っ
た
問
題
の
理
解
に
よ
る
。
④
部
落
問
題
を
対
象
と
し
て
い
な

が
ら
部
落
問
題
と
の
か
か
わ
り
を
ぼ
か
し
て
い
る
著
作
や
論
文
が
あ

る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
部
落
問
題
と
か
か
わ
り
た
く
な
い
と
い

う
差
別
意
識
に
も
と
づ
く
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
書
き
た
く
て
も

筆
者
に
力
量
が
な
い
と
か
、
逆
に
運
動
体
の
立
ち
上
が
り
が
弱
く
て

具
体
的
に
ふ
れ
に
く
い
場
合
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
場
合
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

⑤
「
議
多
」
「
非
人
」
「
新
平
民
」
「
特
殊
部
落
」
な
ど
の
言
葉

を
歴
史
的
な
用
語
と
し
て
使
う
場
合
に
あ
ま
り
に
も
安
易
な
こ
と
わ

り
書
き
だ
け
で
済
ま
し
て
い
る
例
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り

だ
と
思
う
。
な
に
か
の
免
罪
符
の
よ
う
に
こ
と
わ
り
書
き
を
使
う
の

は
反
対
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
文
章
中
、
解
放
同
盟
が
全
水
第
十
五
回

大
会
翌
日
の
融
和
問
題
大
懇
談
会
の
「
合
意
」
な
る
も
の
を
高
く
評

価
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
成
沢
氏
の
誤
解

か
、
根
拠
の
な
い
中
傷
で
あ
る
。
事
実
、
成
沢
氏
は
出
典
を
明
示
さ

⑤
ま
た
、
先
に
も
ふ
れ
た
「
史
料
や
古
地
図
・
歴
史
記
述
の
発
表

・
刊
行
・
公
開
に
あ
た
っ
て
は
、
研
究
者
や
執
筆
者
・
出
版
関
係
者

な
ど
は
必
ず
被
差
別
部
落
の
当
事
者
（
運
動
体
）
と
協
議
し
、
十
分

に
そ
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
い
う
く
だ

り
も
、
成
沢
氏
の
勝
手
な
解
釈
に
よ
れ
ば
「
実
質
的
に
追
従
・
同
調

を
求
め
る
方
向
を
も
っ
た
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
誤
っ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
態
度
で
古
典
や
全
集
・
著
作
集
な
ど
の
解
説
に
部
落
問
題
の

論
説
を
加
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
す

る
憲
法
の
精
神
か
ら
か
け
離
れ
た
偏
頗
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
同
前
）

⑥
成
沢
氏
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
拙
稿
は
「
部
落
問
題
の
別
格
化

だ
」
「
部
落
問
題
優
先
の
考
え
だ
」
と
い
う
。

拙
稿
で
は
、
な
に
も
部
落
問
題
に
つ
い
て
だ
け
、
特
別
な
こ
と
を

要
求
し
た
つ
も
り
は
な
い
。
地
元
の
住
民
の
意
向
を
大
切
に
と
い
う

の
も
、
お
そ
ら
く
は
ど
ん
な
地
域
史
研
究
の
場
合
で
も
、
当
然
行
わ

れ
る
べ
き
だ
と
思
う
し
、
ま
た
行
わ
れ
て
い
ろ
と
思
う
。
た
だ
部
落

問
題
の
場
合
、
そ
れ
が
差
別
と
い
う
人
権
侵
害
に
結
び
つ
き
か
ね
な

い
の
で
、
と
く
に
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
成
沢
氏
が
こ
の
当
然
の
こ
と
を
「
憲
法
の
理
念
に
反
す

る
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
み
ろ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
、
歴

史
研
究
に
お
い
て
は
筆
者
が
思
う
ほ
ど
当
た
り
前
に
行
な
わ
れ
て
い

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

Ｉ 
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れ
て
い
な
い
。

逆
に
、
他
と
く
ら
べ
て
部
落
問
題
の
記
述
が
別
格
化
・
肥
大
化
し

て
い
る
例
と
し
て
、
成
沢
氏
は
⑥
「
角
川
曰
本
地
名
大
辞
典
Ⅳ
大
阪

府
」
や
、
⑦
教
科
書
、
⑧
国
語
辞
典
・
漢
和
辞
典
の
例
を
あ
げ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
承
服
し
が
た
い
。
成
沢
氏
は
ま
ず
、
か
つ
て
の
辞
典

類
や
教
科
書
が
部
落
問
題
に
関
す
る
正
し
い
配
慮
と
正
し
い
歴
史
的

記
述
に
い
か
に
欠
い
て
い
た
か
を
、
ま
ず
思
い
お
こ
す
べ
き
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
現
状
を
批
判
し
、
正
し
い
部
落
問
題
の
逼
解
を
う
な

が
す
よ
う
に
要
求
し
て
き
た
結
果
、
よ
う
や
く
現
状
ま
で
た
ど
り
つ

い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
状
で
最
善
だ
と
は
、
誰
も
考
え
て

い
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
な
の
は
、
部
落
問
題
の
記
述
が
多
い
こ
と
で

は
な
く
、
そ
の
他
の
被
差
別
民
衆
の
動
き
や
、
な
に
よ
り
も
勤
労
国

民
の
歴
史
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
成
沢
氏
の
よ
う
に
高

見
の
見
物
を
き
め
こ
み
、
あ
れ
が
い
い
、
こ
れ
は
よ
く
な
い
と
批
評

す
る
の
は
楽
な
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
成
沢
氏
が
、
地
名
辞
典
に
関
連
し
て
現
状
の
記
述
で
は

ど
こ
が
被
差
別
部
落
な
の
か
わ
か
ら
な
い
、
せ
め
て
「
研
究
者
に
は

ヒ
ン
ト
と
な
る
な
ん
ら
か
の
記
述
が
ほ
し
い
」
二
五
四
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
に
い
た
っ
て
は
、
何
を
か
言
わ
ん
や
、
で
あ
る
。
地
名
辞
典

は
研
究
者
だ
け
が
読
む
の
で
は
な
い
。
興
味
本
位
で
「
部
落
地
名
総

鑑
」
の
よ
う
に
差
別
的
に
使
わ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
研
究
者
の
た
め
に
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の

然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
葉
の
う
え
だ
け
で
謝
罪
し
て
済
む
問
題
で

は
な
い
。

成
沢
氏
は
結
論
的
に
、
個
々
の
言
葉
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
全

体
と
し
て
何
を
表
現
し
て
い
る
か
、
何
を
訴
え
か
け
て
い
る
か
が
大

事
な
の
だ
と
い
う
（
一
五
九
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
結
論
は
、
「
言
葉
狩

り
」
に
終
始
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
た
い
す
ろ
批
判
と
し
て
は
正

し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
個
々
の
表
現
と

全
体
の
意
味
と
は
、
そ
う
簡
単
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

全
体
と
し
て
は
反
差
別
の
立
場
に
立
ち
、
人
権
を
擁
護
し
よ
う
と

し
て
い
な
が
ら
、
誤
ま
っ
た
部
落
史
、
部
落
問
題
の
理
解
を
し
、
今

日
の
被
差
別
部
落
を
さ
し
て
「
特
殊
部
落
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
、

ま
ま
起
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
即
、
糾
弾
と
い
う
形
に
な
る
か
ど
う
か

は
別
に
し
て
も
、
全
体
の
表
現
が
よ
い
か
ら
個
々
の
用
語
に
つ
い
て

不
問
に
付
す
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
両
者
は
統
一
し
て
、
文

字
通
り
「
全
体
と
し
て
」
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
成
沢
の
二
つ
の
論
文
に
は
、
矛
盾
し
た

こ
と
や
独
り
よ
が
り
の
議
論
が
多
い
。

し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
成
沢
氏
は
、
み
ず

か
ら
の
意
見
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ろ
。

「
地
域
お
よ
び
全
国
的
な
部
落
差
別
の
解
消
・
克
服
へ
の
前
進
を

踏
ま
え
て
意
見
を
交
換
し
、
論
文
に
必
要
な
地
名
・
人
名
を
で
き
る

だ
け
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
。
必
要
な
ら
ば
、
相

便
宜
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

つ
い
で
成
沢
氏
は
、
全
国
水
平
社
第
十
回
大
会
の
議
案
「
言
論
・

文
章
に
よ
る
〃
字
句
〃
の
使
用
に
関
す
る
件
」
を
根
拠
に
、
「
穣

多
」
「
非
人
」
「
特
殊
部
落
」
「
新
平
民
」
な
ど
の
言
葉
も
、
歴
史

的
な
用
語
と
し
て
必
要
な
場
合
に
は
使
っ
て
も
い
い
と
主
張
さ
れ
ろ

（
’
五
七
ペ
ー
ジ
）
。
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
誰
も
反
対
は
し
て
い

な
い
。

た
だ
、
つ
づ
い
て
成
沢
氏
が
、
こ
う
し
た
歴
史
的
用
語
を
現
代
語

と
し
て
（
つ
ま
り
、
現
在
の
被
差
別
部
落
を
さ
す
言
葉
と
し
て
、
と

い
う
意
味
か
）
使
っ
た
場
合
に
も
、
故
意
で
な
け
れ
ば
、
注
意
を
促

せ
ば
こ
と
足
り
る
と
し
て
い
る
の
は
二
五
八
ペ
ー
ジ
）
、
う
な
づ

け
な
い
。
成
沢
氏
は
、
「
侮
辱
の
意
志
」
（
創
立
大
会
の
決
議
）
の

有
無
の
み
を
根
拠
に
し
て
い
る
か
ら
、
こ
う
い
う
結
論
に
な
る
の

だ
ろ
う
。
成
沢
氏
が
先
に
あ
げ
た
全
国
水
平
社
第
十
回
大
会
の
議
案

も
、
そ
の
域
を
出
て
い
な
い
。

だ
が
全
国
水
平
社
は
、
そ
の
後
の
第
十
三
回
、
第
十
四
回
大
会
と

進
む
に
つ
れ
て
、
「
侮
辱
の
意
志
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
社
会
的

影
響
」
を
も
重
視
す
る
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
成
沢
氏
は
十

分
に
学
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
た
と
え
「
侮
辱
の
意
志
」
が
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
結
果
と
し
て
差
別
を
助
長
す
る
よ
う
な
「
社
会

的
影
響
」
を
与
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
う
ち
け

し
て
あ
ま
り
あ
る
よ
う
な
積
極
的
な
取
組
み
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当

そ
れ
に
し
て
も
成
沢
氏
の
論
旨
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
》
っ
に
徹
底
せ

ず
、
混
乱
に
お
ち
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
に
よ
り
も
、
〃
解

同
に
く
し
〃
の
セ
ク
ト
主
義
の
な
せ
る
所
業
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の

こ
と
だ
が
、
も
う
一
歩
つ
っ
こ
ん
で
そ
の
混
乱
の
理
由
を
明
ら
か
に

し
て
お
く
こ
と
も
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
解
明
の
手
が
か
り

は
、
成
沢
氏
の
論
文
「
「
差
別
用
語
」
問
題
を
考
え
ろ
」
の
な
か
に

あ
る
。
同
論
文
で
成
沢
氏
は
、
ま
ず
「
自
由
を
侵
害
し
て
（
侵
害
さ

れ
て
）
人
権
の
尊
重
は
な
い
」
二
四
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
命
題
を

か
か
げ
、
つ
い
で
「
他
人
の
自
由
・
権
利
を
侵
害
す
る
『
表
現
の
自

由
』
は
正
し
い
権
利
行
使
で
は
な
い
」
二
四
七
ペ
ー
ジ
）
と
い
う

手
を
説
得
し
、
納
得
の
得
ら
れ
る
よ
う
に
も
努
力
す
る
。
そ
し
て
、

差
別
や
偏
見
の
解
消
・
克
服
の
方
向
へ
の
変
化
に
依
拠
し
て
執
筆
す

る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
ろ
。
隠
蔽
・
規
制
で
な
く
、
可
能
な
限
り

オ
ー
プ
ン
に
と
り
あ
げ
る
方
針
で
い
ろ
」
（
「
部
落
問
題
を
主
と
し

て
み
た
表
現
の
自
由
と
『
差
別
用
語
』
問
題
」
’
二
八
ペ
ー
ジ
）

素
直
に
読
ん
で
、
成
沢
氏
の
主
張
と
拙
稿
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
違
い

が
あ
る
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
大
事
な
こ
と
は
、
小
さ
な
相
違
を
あ

げ
つ
ら
う
こ
と
で
は
な
く
、
共
通
の
理
解
の
う
え
に
、
と
も
に
努
力

し
、
豊
か
な
実
例
を
作
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

四
、
成
沢
氏
の
混
乱
の
理
由

川
Ｉ
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命
題
を
か
か
げ
ろ
。
二
つ
の
命
題
は
一
見
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
み
え
る
が
、
「
民
主
的
に
解
決
」
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

「
そ
れ
が
権
利
相
互
の
民
主
的
調
整
」
（
同
前
）
な
の
だ
と
い
う
。

そ
れ
に
た
い
し
て
「
部
落
解
放
同
盟
と
そ
の
同
調
者
」
は
、
「
権
利

相
互
の
民
主
的
調
整
」
と
い
う
観
点
を
ま
っ
た
く
欠
如
し
、
一
方
的

で
、
悪
意
的
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
だ
と
非
難
す
る
。

一
見
〃
民
主
的
〃
で
耳
ざ
わ
り
の
い
い
こ
の
文
章
に
は
、
大
き
な

欠
陥
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
人
権
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
こ

と
こ
そ
、
も
っ
と
も
〃
自
由
な
〃
行
為
（
研
究
・
表
現
・
出
版
等

々
）
だ
と
い
う
こ
と
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
学
問
・
研
究
・
出
版

・
表
現
そ
の
他
の
自
由
は
矛
盾
せ
ず
、
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
人
権
の
尊
重
と
対
立
す
る
、
人
権
を
ふ
み
に
じ
る
よ

う
な
表
現
は
「
自
由
」
の
名
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
表
現
の
自
由
を
侵
す

よ
う
な
人
権
の
主
張
も
ま
た
そ
れ
は
「
人
権
」
の
名
に
値
せ
ず
、
否

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
は
「
調
整
」
す
ろ
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
成
沢
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
権
利
相
互
の
民
主
的
調

整
」
が
い
ろ
と
い
う
。
調
整
す
る
と
い
う
か
ら
に
は
お
互
い
の
権
利

が
衝
突
・
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
人
権
の
尊
重
と
対
立
す
る
の
は
、
他
人
の
権
利

部
落
解
放
研
究
所
で
は
、
今
般
、
東
京
都
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
た
行
政
文
書
の
な
か
か
ら
、
部
落
史
に
関
す
る
史
料
を
選
び
、

「
史
料
集
明
治
初
期
被
差
別
部
落
』
を
刊
行
し
た
。

当
然
、
こ
の
史
料
集
に
も
、
東
京
を
は
じ
め
関
東
一
円
の
被
差
別

部
落
の
地
名
・
人
名
が
多
数
出
て
来
る
。

同
史
料
集
の
「
編
集
に
あ
た
っ
て
」
に
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
地
名
・
人
名
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
に
そ

っ
て
編
集
さ
れ
た
。

｜
、
史
料
集
と
し
て
は
、
出
来
る
か
ぎ
り
原
史
料
に
忠
実
に
翻
刻
す

る
。

｜
、
同
時
に
、
い
ま
な
お
被
差
別
部
落
に
た
い
し
て
厳
し
い
差
別
が

存
在
し
て
い
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
地
名
・
人
名
に
つ
い
て
は
十

分
に
配
慮
す
る
。

｜
、
差
別
の
現
実
、
部
落
解
放
運
動
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て

差
が
あ
る
の
で
、
地
名
・
人
名
を
ど
う
扱
う
か
を
編
者
だ
け
で
判

断
す
べ
き
で
は
な
い
。

一
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
の
部
落
解
放
同
盟
都
県
連
合
会
と
協
議
し
た
う

え
で
、
そ
の
扱
い
を
決
定
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
ち
、
当
該
都
県
連
と
協
議
し
た
結

果
、
①
被
差
別
部
落
の
地
名
は
、
そ
の
多
く
を
原
史
料
の
通
り
翻
刻

し
、
一
部
に
つ
い
て
の
み
頭
文
字
一
宇
分
を
伏
せ
字
と
す
る
、
②
姓

・
名
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
名
の
多
く
は
、
姓
の
頭
文
字
一
宇

を
ふ
み
に
じ
っ
て
も
自
分
の
気
ま
ま
に
し
た
い
と
い
う
「
自
由
」
Ⅱ

エ
ゴ
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
を
侵
し
て
も
主
張
さ
れ
る
人
権
と
は
、

人
権
の
名
に
よ
る
利
己
的
な
エ
ゴ
の
主
張
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
人
権
の
尊
重
、
表
現
の
自
由
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と

理
解
す
れ
ば
「
調
整
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の

調
整
と
は
権
利
・
自
由
を
守
る
た
め
で
は
な
く
、
相
互
の
エ
ゴ
を
つ

ら
ぬ
く
た
め
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
成
沢
氏
は
、
そ
の
「
民
主
的
調
整
」
な
る
も
の
の
客
観

的
、
す
な
わ
ち
万
人
の
承
認
す
る
基
準
を
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

は
本
来
、
科
学
と
民
主
主
義
の
立
場
に
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
科
学
と
民
主
主
義
の
立
場
に
照
ら
し
て
正
し
い
と
判
断
さ
れ
る

こ
と
は
断
固
と
し
て
擁
護
し
、
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
拒
否
す
る
こ

と
こ
そ
、
真
に
民
主
的
で
あ
り
、
人
権
の
尊
重
、
自
由
の
名
に
ふ
さ

わ
し
い
。

成
沢
氏
は
、
い
や
「
相
手
の
人
権
を
平
等
・
最
大
限
に
認
め
よ
う

と
す
る
態
度
」
（
一
四
七
ペ
ー
ジ
）
が
そ
れ
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
「
相
手
の
人
権
の
尊
重
」
も
、
双
方
が
科
学

と
民
主
主
義
の
土
俵
の
上
に
の
ぼ
っ
て
こ
そ
本
当
に
発
揮
で
き
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

分
を
伏
せ
字
と
す
る
、
と
し
た
。

同
時
に
、
今
回
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
原
史
料
所
蔵
者
と
の
協

議
を
重
視
し
た
。
同
史
料
集
に
は
各
史
料
の
出
典
が
明
示
さ
れ
、
原

史
料
に
あ
た
れ
ば
伏
せ
字
の
部
分
を
調
べ
る
こ
と
も
出
来
ろ
。
そ
れ

は
、
史
料
集
編
集
の
際
の
基
本
的
ル
ー
ル
で
あ
る
が
、
同
時
に
差
別

的
な
利
用
を
生
む
可
能
性
も
ひ
そ
む
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
編
集
作
業
と
並
行
し
て
、
原
史
料
の
所
蔵
者
で
あ
る
東
京

都
公
文
書
館
と
は
、
本
史
料
の
意
義
や
内
容
に
つ
い
て
協
議
し
、
と

く
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
等
の
人
権
上
の
問
題
点
に
関
す
る
前
記

の
配
慮
に
つ
い
て
了
解
を
え
た
う
え
で
、
発
刊
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
配
慮
は
、
人
権
擁
護
の
観
点
か
ら
ど
う
し
て
も
必
要

な
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
本
史
料
集
の
学
問
的
価
値
を
本
質
的
に
損

な
う
こ
と
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
人
権
擁
護
の
立
場
と
被
差
別
部
落
の
歴
史
的
研
究
、

そ
し
て
そ
の
差
別
的
利
用
の
防
止
と
い
う
三
つ
の
課
題
を
、
当
該
地

域
の
運
動
体
・
編
集
者
・
史
料
所
蔵
者
そ
れ
ぞ
れ
の
努
力
と
協
議
に

よ
っ
て
実
現
さ
せ
た
こ
と
は
、
歴
史
的
史
料
の
編
纂
・
発
刊
に
お
け

る
一
つ
の
あ
り
方
、
可
能
性
を
示
し
た
も
の
と
考
え
る
。

成
沢
氏
は
、
□
汚
く
、
部
落
解
放
同
盟
は
学
問
・
研
究
の
自
由
の

妨
害
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
ろ
。

し
か
し
、
百
万
言
の
ウ
ソ
よ
り
も
、
一
つ
の
真
実
の
ほ
う
が
強

い
。

五
、
新
し
い
試
み
の
一
つ
と
し
て
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