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本
博
士
学
位
請
求
論
文
は
、
近
世
中
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
遊
里
を
扱
っ
た
文
藝
作
品
を
個
別
具

体
的
に
論
じ
、
個
々
の
論
を
作
品
の
成
立
・
流
布
し
た
年
代
順
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

本
博
士
学
位
請
求
論
文
は
全
三
部
と
、
附
論
二
章
か
ら
な
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
序
論
に
お
い
て
、
こ
れ

ま
で
の
遊
里
文
学
の
評
価
の
さ
れ
方
に
注
目
し
て
先
行
研
究
を
概
観
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
ん
に
ち
遊

里
文
藝
と
い
う
枠
組
み
を
設
け
る
こ
と
の
意
義
を
論
じ
た
。
近
世
の
文
藝
で
は
幅
広
い
分
野
に
お
い
て
遊

里
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
近
世
文
学
研
究
に
お
い
て
遊
里
を
舞
台
に
し
た
作
品
は
抑
圧
さ
れ
た

人
間
性
の
発
露
と
し
て
の
庶
民
文
藝
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
近
代
主
義
的
な
文
学
観

が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
は
過
度
に
遊
里
を
美
化
す
る
こ

と
な
く
、
か
つ
て
と
は
別
の
視
点
で
遊
里
を
題
材
と
し
た
作
品
を
評
価
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
博
士
学

位
請
求
論
文
で
は
遊
里
を
文
藝
の
趣
向
と
し
て
捉
え
、
虚
構
に
お
け
る
遊
里
の
描
か
れ
方
か
ら
作
者
の
意

図
や
時
代
の
風
潮
を
読
み
取
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
際
、
近
代
的
な
ジ
ャ
ン
ル
意
識
で
は
読
本
や
合
巻

と
し
て
区
分
け
さ
れ
る
作
品
群
を
並
行
し
て
扱
っ
た
。
そ
れ
ら
の
文
藝
様
式
に
共
有
さ
れ
る
趣
向
と
し
て

遊
里
を
位
置
付
け
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
近
世
文
学
研
究
に
お
い
て
雅
俗
意
識
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
常

識
で
は
あ
る
が
、
雅
文
藝
た
る
漢
詩
文
の
中
に
も
遊
里
を
扱
っ
た
作
品
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の

た
め
遊
里
文
藝
と
い
う
枠
組
み
で
作
品
を
論
ず
る
こ
と
で
、
雅
俗
両
方
の
文
藝
を
扱
っ
て
そ
の
共
通
点
を

見
出
す
こ
と
を
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

第
一
部
「
洒
落
本
を
読
む
」
は
、
洒
落
本
の
作
品
論
全
二
章
か
ら
な
る
。
洒
落
本
は
説
明
を
省
略
し
、

具
体
的
な
描
写
の
み
を
読
者
に
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
文
藝
で
あ
る
。
現
代
の
読
者
の
一
人
と

し
て
作
品
を
解
釈
し
つ
つ
も
、
可
能
な
限
り
同
時
代
的
な
読
み
に
近
付
く
こ
と
を
意
識
し
た
。 

 

第
一
章
「
『
遊
子
方
言
』
再
考
」
で
は
洒
落
本
の
定
型
を
確
立
し
た
『
遊
子
方
言
』
（
明
和
七
年
頃
刊
）

を
扱
う
。
本
章
で
は
ま
ず
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
『
遊
子
方
言
』
に
至
る
ま
で
の
洒
落
本
史
を
概
観
し

た
。
続
け
て
、
作
品
の
読
み
に
関
わ
る
要
素
と
し
て
登
場
人
物
の
身
分
に
つ
い
て
論
じ
た
。
同
作
の
主
要

登
場
人
物
の
通
り
者
と
む
す
こ
の
身
分
に
つ
い
て
は
作
中
で
明
言
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
武
士
と
み
な
す
先

行
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
本
章
で
は
武
士
説
を
裏
付
け
る
服
装
描
写
と
住
所
に
関
す
る
記
述
を
再
検
討
し
、

読
者
が
武
士
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
程
の
情
報
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
方
で
二
人
が
一
本
差

し
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
町
人
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
登
場
人
物
の
身
分
は
読

者
の
読
み
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
身
近
な
人
物
を
重
ね
合
わ
せ
る
等
、
各
々
が
自
由
に
作
品
を
読
み
進
め

る
こ
と
が
可
能
な
点
に
『
遊
子
方
言
』
が
後
代
ま
で
読
み
継
が
れ
た
普
遍
性
を
見
出
し
た
。
実
際
、
寛
政

か
ら
享
和
に
か
け
て
旧
作
洒
落
本
を
後
刷
販
売
す
る
板
元
の
あ
っ
た
こ
と
が
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
同
時
に
そ
の
頃
の
読
者
の
読
み
は
刊
行
当
時
と
は
異
な
る
「
誤
読
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
て
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い
る
。
だ
が
本
章
で
提
示
し
た
読
み
は
後
刷
本
の
読
者
で
あ
れ
ば
十
分
に
犯
し
う
る
「
誤
読
」
で
あ
り
、

現
代
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
江
戸
人
の
読
み
の
一
つ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 

第
二
章
「
『
甲
駅
新
話
』
に
お
け
る
宿
場
女
郎
の
手
管
」
は
、
新
宿
を
舞
台
と
し
た
洒
落
本
『
甲
駅
新
話
』

（
安
永
四
年
刊
）
を
扱
う
。
同
作
は
従
来
、『
遊
子
方
言
』
に
よ
っ
て
確
立
し
た
洒
落
本
の
型
を
踏
襲
し
て

半
可
通
が
振
ら
れ
て
う
ぶ
な
息
子
株
が
女
郎
に
も
て
る
展
開
の
作
品
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
こ
の
「
う
ぶ
な
息
子
株
」
と
「
女
郎
に
も
て
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
本
章
で
は
作
中
の
描
写
を
根

拠
に
否
定
し
た
。『
甲
駅
新
話
』
に
お
け
る
息
子
株
の
役
割
を
担
う
客
、
金
七
は
茶
屋
の
後
家
や
相
方
女
郎

と
の
や
り
と
り
を
観
察
す
れ
ば
遊
び
慣
れ
た
客
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
当
時
の
新
宿
で
は

一
人
の
女
郎
が
複
数
の
客
を
別
々
の
部
屋
に
通
し
て
同
時
に
接
客
す
る
「
廻
し
」
と
呼
ば
れ
る
風
習
が
あ

っ
た
。
こ
の
風
習
は
後
代
に
は
吉
原
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
本
章
で
は
新
宿
を
舞
台
と
し
た
洒

落
本
や
漢
詩
で
「
廻
し
」
が
描
写
さ
れ
て
い
る
例
を
示
し
て
、
地
方
色
を
出
す
た
め
に
常
套
的
に
用
い
ら

れ
る
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
上
で
『
甲
駅
新
話
』
に
お
け
る
金
七
の
相
方
、
三
沢
が
手
水

に
立
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
他
の
客
の
も
と
へ
行
っ
た
こ
と
を
作
者
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
読
む

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
本
章
で
は
『
甲
駅
新
話
』
に
つ
い
て
、
一
見
す
る
と
『
遊
子
方
言
』
と
同
じ
筋
の

作
品
と
思
わ
せ
つ
つ
も
、
新
宿
特
有
の
風
習
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
郎
の
手
管
を
読
み
取
る
楽
し

み
を
読
者
が
享
受
し
う
る
作
品
で
あ
る
と
評
し
た
。 

 

第
二
部
「
吉
原
の
い
に
し
え
」
は
全
五
章
か
ら
な
り
、
近
世
前
期
の
吉
原
に
関
す
る
考
証
的
関
心
と
、

そ
の
結
果
と
し
て
著
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
論
じ
た
。
近
世
中
期
以
降
、
古
物
愛
好
や
考
証
趣
味
が
流
行

し
た
が
、
吉
原
と
芝
居
の
古
物
を
持
ち
寄
る
仲
間
内
の
集
会
、
雲
茶
会
が
開
か
れ
、
そ
こ
に
山
東
京
伝
、

京
山
兄
弟
や
大
田
南
畝
等
が
参
加
し
た
こ
と
や
、
柳
亭
種
彦
や
曲
亭
馬
琴
の
協
力
を
得
て
中
村
仏
庵
が
吉

原
考
証
を
著
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
近
世
後
期
に
お
い
て
は
過
去
の
遊
里
も
考
証
の
対

象
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
知
識
を
散
り
ば
め
た
作
品
も
執
筆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
一
部
が
同

時
代
の
遊
里
を
作
中
で
描
写
し
て
い
た
こ
と
と
対
照
的
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

第
一
章
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
吉
原
恋
の
道
引
画
巻
』
に
つ
い
て
」
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
の

所
蔵
す
る
『
吉
原
恋
の
道
引
画
巻
』
を
扱
う
。
同
作
は
菱
川
師
宣
の
絵
入
り
板
本
『
吉
原
恋
の
道
引
』
と

類
似
す
る
画
面
構
成
で
あ
り
、
上
段
に
は
板
本
と
ほ
ぼ
同
文
の
詞
書
が
記
さ
れ
る
。『
吉
原
恋
の
道
引
画
巻
』

に
写
さ
れ
て
い
る
「
延
宝
六
年
清
明
日
」
の
年
記
が
板
本
『
吉
原
恋
の
道
引
』
の
刊
年
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
や
、
吉
原
風
俗
を
描
い
た
菱
川
師
宣
の
肉
筆
画
の
中
に
『
吉
原
恋
の
道
引
』
と
同
様
の
詞
書

を
有
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
巻
の
淵
源
を
辿
る
と
板
本
に
達
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま

た
、
識
語
か
ら
こ
の
絵
巻
が
過
去
の
吉
原
を
描
い
た
資
料
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
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と
共
に
、
そ
の
識
語
を
書
い
た
旧
蔵
者
の
星
野
六
蔵
が
山
岡
浚
明
や
伊
勢
貞
丈
と
い
っ
た
考
証
家
と
し
て

名
高
い
和
学
者
に
関
係
す
る
書
物
を
蔵
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
和
学
の
範
疇
と
し
て
の
考
証
と
吉

原
の
古
物
愛
好
趣
味
と
が
一
人
の
武
士
の
中
で
共
存
し
て
い
た
一
例
と
す
る
。 

 

第
二
章
「
『
異
本
洞
房
語
園
』
の
諸
本
と
式
亭
三
馬
」
で
は
、
吉
原
の
考
証
資
料
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る

『
異
本
洞
房
語
園
』
の
諸
本
を
調
査
し
て
得
ら
れ
た
見
解
を
示
し
た
。
江
戸
座
の
俳
人
徒
流
が
天
明
頃
に

増
補
改
題
し
た
と
目
さ
れ
て
き
た
同
書
だ
が
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
徒
流
に
よ
る
享
和
二
年
の

序
跋
を
有
す
る
諸
本
の
存
在
に
注
目
し
て
、
増
補
改
題
時
期
の
下
限
を
享
和
二
年
へ
と
訂
正
し
た
。『
異
本

洞
房
語
園
』
を
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
既
に
失
わ
れ
た
原
態
に
さ
か
の
ぼ
る
よ
り
も
遺
さ
れ
た
諸
本
を
受

容
史
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。
本
章
で
は
一
例
と
し
て
式
亭
三
馬
を
扱
っ
た
。
三
馬
の
書

き
入
れ
が
あ
る
『
異
本
洞
房
語
園
』
は
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
翻
刻
に
は
底
本
が
明
記
さ

れ
て
お
ら
ず
、
三
馬
旧
蔵
本
の
所
在
は
現
在
で
は
不
明
。
筆
者
が
調
査
し
た
諸
本
の
う
ち
三
馬
の
書
き
入

れ
内
容
を
有
す
る
本
は
三
点
だ
が
、
い
ず
れ
も
三
馬
自
筆
で
は
な
い
こ
と
を
三
馬
の
筆
跡
と
の
比
較
等
に

よ
っ
て
実
証
し
た
。
し
か
し
自
筆
で
は
な
い
な
が
ら
も
翻
刻
本
の
誤
り
を
修
正
す
る
点
で
資
料
的
価
値
の

あ
る
こ
と
を
本
章
で
は
主
張
す
る
。
続
け
て
書
き
入
れ
を
も
含
め
て
三
馬
が
自
身
の
合
巻
に
『
異
本
洞
房

語
園
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
本
章
で
例
示
し
た
。
た
だ
し
三
馬
は
は
じ
め
か
ら
自
作
に
利
用
す
る
こ
と

を
第
一
の
目
的
と
し
て
『
異
本
洞
房
語
園
』
を
所
持
し
、
書
き
入
れ
を
施
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。 

 

第
三
章
「
『
契
情
畸
人
伝
』
の
典
拠
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
は
、
前
章
か
ら
続
け
て
三
馬
の
合
巻
『
契
情
畸

人
伝
』
（
文
化
十
四
年
刊
）
に
お
け
る
『
異
本
洞
房
語
園
』
利
用
に
つ
い
て
論
ず
る
。
『
契
情
畸
人
伝
』
に

『
異
本
洞
房
語
園
』
及
び
読
本
『
烟
花
清
談
』（
安
永
五
年
刊
）
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
従
来
指
摘
さ

れ
て
い
た
が
、
本
章
で
は
各
話
ご
と
に
具
体
的
に
利
用
し
て
い
る
話
を
指
摘
し
た
。
加
え
て
三
馬
が
『
金

神
長
五
郎
忠
孝
話
』（
文
化
六
年
刊
）
で
も
『
異
本
洞
房
語
園
』
に
載
る
漢
詩
や
女
郎
の
伝
説
を
利
用
し
て

お
り
、
そ
れ
ら
を
『
契
情
畸
人
伝
』
で
再
び
使
用
し
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。
ま
た
、
前
章
と
同
じ
く
三
馬

は
『
異
本
洞
房
語
園
』
へ
施
し
た
書
き
入
れ
を
も
『
契
情
畸
人
伝
』
に
利
用
し
て
い
た
。
『
契
情
畸
人
伝
』

は
こ
れ
ら
の
典
拠
に
大
幅
に
依
っ
た
作
品
で
は
あ
る
。
し
か
し
典
拠
と
な
る
複
数
の
話
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る

三
馬
な
り
の
工
夫
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
、
そ
こ
か
ら
詩
文
を
解
す
る
教
養
を
有
す
る
こ
と
を
名
妓
の
条

件
の
一
つ
と
し
て
三
馬
が
認
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。 

 

第
四
章
「
『
紅
葉
塚
』
の
方
法
」
で
は
為
永
春
水
の
中
本
『
紅
葉
塚
』
（
文
政
十
年
刊
）
を
扱
う
。
中
本

に
は
現
代
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
で
は
厳
密
に
内
容
を
区
分
け
出
来
な
い
過
渡
的
な
作
品
が
多
い
こ
と
が
既
に

指
摘
さ
れ
て
お
り
、『
紅
葉
塚
』
に
も
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
本
章
で
は
同
書
が
中
国
白
話
小
説
の
翻
訳
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『
通
俗
金
翹
伝
』
や
、
春
水
も
師
事
し
て
い
た
振
鷺
亭
の
中
本
『
風
俗
本
朝
別
女
伝
』
（
寛
政
十
年
刊
）
、

田
に
し
金
魚
の
洒
落
本
『
契
情
買
虎
之
巻
』（
安
永
七
年
刊
）
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、

本
章
で
は
口
絵
に
お
い
て
其
角
の
句
が
本
編
と
関
連
づ
け
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
『
紅

葉
塚
』
は
近
世
前
期
の
吉
原
女
郎
、
高
尾
を
題
材
と
し
て
い
る
が
、
春
水
が
『
花
街
漫
録
』（
文
政
八
年
刊
）

に
載
る
高
尾
の
筆
跡
を
口
絵
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
や
、
作
中
に
お
け
る
高
尾
の
墓
の
描
写
が
『
異
本
洞

房
語
園
』
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
其
角
や
高
尾
と
い
っ
た
当
時
既
に
考
証
の
対

象
と
な
っ
て
い
た
近
世
前
期
の
人
物
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
読
者
の
興
味
を
惹
こ
う
と
し
た
春
水
の
手
法

を
明
ら
か
に
し
た
。
次
章
で
も
論
ず
る
が
、『
紅
葉
塚
』
は
『
絵
本
高
尾
外
伝
』
へ
と
改
題
、
半
紙
本
に
姿

を
変
え
て
出
板
さ
れ
て
明
治
に
至
る
ま
で
読
み
継
が
れ
た
作
品
で
あ
り
、
名
妓
高
尾
を
扱
っ
た
作
品
へ
の

関
心
が
長
く
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

第
五
章
「
『
紅
葉
塚
』
か
ら
『
絵
本
高
尾
外
伝
』
へ
」
は
、
『
紅
葉
塚
』
の
板
本
を
利
用
し
て
新
た
に
半

紙
本
『
絵
本
高
尾
外
伝
』
が
出
板
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
架
蔵
の
初
印
本
等
を
書
誌
的
に
検
討
し
た
。

初
印
本
の
見
返
し
と
奥
付
か
ら
『
絵
本
高
尾
外
伝
』
が
天
保
十
五
年
に
江
戸
の
丁
子
屋
平
兵
衛
か
ら
出
板

さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
後
印
本
の
奥
付
か
ら
同
書
が
弘
化
五
年
以
降
に
は
大
坂
の
河
内

屋
平
七
か
ら
売
り
出
さ
れ
て
お
り
、
更
に
明
治
期
ま
で
引
き
続
き
大
坂
の
河
内
屋
系
の
本
屋
か
ら
売
り
出

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
書
物
が
長
く
流
通
し
て
い
た
こ
と
は
、
高
尾
等
の
吉
原
の
事

物
に
つ
い
て
の
考
証
的
な
興
味
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
『
紅
葉
塚
』
と
比
較
し

た
際
に
本
文
が
不
自
然
に
前
後
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
開
板
に
当
た
っ
て
『
紅
葉
塚
』
の
板
本
を

切
り
貼
り
し
て
板
下
を
制
作
し
た
と
仮
定
し
た
。
中
本
を
利
用
し
て
半
紙
本
を
開
板
し
た
特
殊
な
事
例
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。『
紅
葉
塚
』
を
半
紙
本
の
『
絵
本
高
尾
外
伝
』
と
し
て
板
木
を
新
た
に
刻
し
て
販
売
し

た
の
は
、
上
方
の
読
者
が
半
紙
本
を
好
む
こ
と
や
天
保
の
改
革
に
お
け
る
中
本
型
の
人
情
本
弾
圧
を
意
識

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

第
三
部
「
理
想
化
さ
れ
る
遊
女
」
で
は
、
近
世
後
期
の
上
方
読
本
『
艶
廓
通
覧
』
と
明
治
の
漢
文
小
説

『
近
世
佳
人
伝
』
を
論
じ
た
。
両
作
は
共
に
作
者
の
理
想
を
女
郎
に
投
影
し
て
い
る
が
、
時
代
と
文
藝
様

式
が
異
な
る
作
品
の
間
に
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
も
意
識
し
て
い
る
。 

 

第
一
章
「
『
艶
廓
通
覧
』
に
お
け
る
先
行
作
か
ら
の
影
響
と
『
傾
城
畸
人
伝
』
へ
の
改
題
に
つ
い
て
」
は
、

寛
政
十
二
年
に
大
坂
で
刊
行
さ
れ
た
読
本
『
艶
廓
通
覧
』
の
諸
本
を
調
査
し
、『
傾
城
畸
人
伝
』
へ
と
改
題

さ
れ
て
明
治
期
ま
で
読
み
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。『
傾
城
畸
人
伝
』
は
そ
の
成
立
年
が
目

録
に
よ
っ
て
文
化
十
三
年
、
あ
る
い
は
嘉
永
四
年
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
立
年
説
の
根
拠
と
な
っ

た
奥
付
を
有
す
る
諸
本
を
整
理
し
、
板
木
改
刻
の
実
態
も
明
ら
か
に
し
た
。『
艶
廓
通
覧
』（
『
傾
城
畸
人
伝
』
）
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は
都
賀
庭
鐘
『
英
草
紙
』（
寛
延
二
年
刊
）
等
の
先
行
作
を
利
用
し
、
女
郎
が
間
夫
の
た
め
に
奔
走
す
る
様

子
を
肯
定
的
に
描
く
と
共
に
、
客
も
女
郎
に
誠
実
に
接
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
女
郎

の
ま
こ
と
を
讃
え
る
作
風
は
、
江
戸
に
お
い
て
は
梅
暮
里
谷
峨
『
傾
城
買
二
筋
道
』（
寛
政
十
年
刊
）
に
確

認
出
来
、
東
西
問
わ
ず
時
代
の
流
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
で
、
後
印
本
に
は
本
文
と
無

関
係
な
教
訓
書
『
和
論
語
』
の
抜
き
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
に
お
い
て
は
遊
興
を
戒
め

る
教
訓
的
な
読
み
物
と
し
て
も
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。 

 

第
二
章
か
ら
第
四
章
は
蒲
生
重
章
の
漢
文
伝
記
小
説
『
近
世
佳
人
伝
』（
明
治
十
二
年
初
編
刊
）
を
扱
う
。

蒲
生
重
章
は
天
保
四
年
に
越
後
で
生
ま
れ
、
医
業
の
傍
ら
詩
人
を
志
し
て
江
戸
に
出
て
勤
王
志
士
と
交
わ

っ
た
。
維
新
後
の
明
治
八
年
に
は
太
政
官
正
院
修
史
局
に
登
用
さ
れ
、
こ
の
時
の
経
験
を
踏
ま
え
て
後
年

に
漢
文
伝
記
集
『
近
世
偉
人
伝
』
（
明
治
十
年
初
編
刊
）
を
著
し
た
人
物
で
あ
る
。 

 

第
二
章
「
蒲
生
重
章
「
四
時
詞
倣
蘇
東
坡
」
考
」
は
同
作
二
編
上
（
明
治
十
四
年
刊
）
の
題
詞
「
四
時

詞
倣
蘇
東
坡
」
を
読
解
し
た
。
同
詩
は
題
名
か
ら
北
宋
、
蘇
軾
の
「
四
時
詞
」
に
倣
っ
た
作
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
が
、
重
章
が
そ
れ
以
前
か
ら
蘇
軾
の
「
漁
夫
四
首
」
に
倣
っ
た
連
作
「
漁
父
歌
四
首
。
蘇
子
瞻

に
仿
ふ
」
を
詠
じ
て
い
た
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
、
青
年
期
の
重
章
が
蘇
軾
詩
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
重
章
の
「
四
時
詞
」
は
蘇
軾
に
依
韻
し
た
詩
で
あ
る
が
、
作
中
に
は
日
本
の
吉
原
の
風

俗
風
習
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
詩
が
作
ら
れ
た
背
景
と
し
て
明
治
期
に
お

け
る
竹
枝
詞
や
香
奩
体
の
流
行
が
関
連
付
け
ら
れ
よ
う
。 

 

第
三
章
「
『
近
世
佳
人
伝
』
に
お
け
る
漢
詩
」
で
は
、
『
近
世
佳
人
伝
』
に
お
け
る
漢
詩
の
効
果
に
つ
い

て
論
じ
た
。『
近
世
佳
人
伝
』
を
著
し
た
重
章
に
、
か
つ
て
の
女
郎
達
が
有
し
て
い
た
教
養
を
称
賛
す
る
意

識
の
あ
っ
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
作
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
女
郎
を

讃
え
る
漢
詩
に
つ
い
て
の
言
及
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。
本
章
で
は
ま
ず
重
章
の
詩
集
『
褧
亭
詩
鈔
』（
明

治
三
十
五
年
刊
）
か
ら
、
古
詩
を
尊
重
す
る
重
章
の
詩
観
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
い
で
『
近
世
佳
人
伝
』

に
お
い
て
梁
川
星
巌
や
鈴
木
松
塘
の
詩
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
に
目
を
向
け
た
。
星
巌
が
京
都
の
藝
者
、
小

絹
を
愛
し
て
共
に
山
水
に
遊
ん
だ
こ
と
を
風
流
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
重
章
自
身
が
女
郎
や
藝
者
を

交
え
て
の
風
流
韻
事
を
詩
人
と
し
て
の
嗜
み
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
分
析
し
た
。
ま
た
、
詩
文
を
解
す
る

女
郎
、
豊
岡
に
重
章
が
贈
っ
た
二
十
句
の
七
言
古
詩
を
扱
い
、
才
藝
に
秀
で
た
女
郎
を
称
賛
す
る
重
章
の

意
思
を
読
み
取
っ
た
。 

 

第
四
章
「
『
近
世
佳
人
伝
』「
花
扇
伝
」
の
典
拠
と
梁
川
星
巌
」
で
は
、『
近
世
佳
人
伝
』
初
編
下
の
「
花

扇
伝
」
に
お
い
て
、
重
章
が
『
北
里
見
聞
録
』（
文
化
四
年
序
）
に
載
る
近
世
の
女
郎
、
花
扇
の
伝
記
を
漢

文
化
し
、
さ
ら
に
客
と
し
て
梁
川
星
巌
を
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
重
章
に
よ
る
脚
色
は
星
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巌
が
青
年
期
に
遊
興
に
耽
っ
て
い
た
逸
聞
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
花
扇
伝
」
成
立
の
背
景
と
し
て
、
重
章
自

身
が
若
か
り
し
頃
女
郎
に
助
け
ら
れ
た
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
明
治
十
年
代
に
お
け
る
人
情
本
の
再
評

価
や
漢
文
小
説
の
流
行
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
近
世
佳
人
伝
』
は
近
世
の
女
郎
か
ら
規
範
と
な
る
徳
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
時
代
の
依
田
学
海
の
「
高
尾
伝
」（
『
談
叢
』
巻
二
、
明
治
三
十
三
年
刊
）

に
も
共
通
す
る
意
識
で
あ
り
、
明
治
期
に
お
け
る
遊
里
憧
憬
を
考
え
る
上
で
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
い
え

る
。 

 

終
論
で
は
全
三
部
の
各
章
を
振
り
返
っ
た
。
近
世
の
遊
里
文
藝
が
遊
里
と
い
う
実
際
に
存
在
し
た
空
間

を
題
材
に
虚
構
の
世
界
を
構
築
し
、
そ
の
虚
構
を
通
じ
て
作
者
の
理
想
や
読
者
の
好
み
が
表
現
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
作
品
間
に
見
ら
れ
る
共
通
点
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
第
三
部
第
二
章
か
ら
第
四

章
で
扱
っ
た
『
近
世
佳
人
伝
』
は
詩
文
に
よ
る
客
と
女
郎
と
の
交
流
も
描
か
れ
る
が
、
詩
文
を
解
す
る
女

郎
の
教
養
を
讃
え
る
意
識
は
俗
文
藝
た
る
合
巻
『
契
情
畸
人
伝
』
を
執
筆
し
た
三
馬
か
ら
も
見
出
せ
る
の

で
あ
る
。 

 

附
論
一
「
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
清
人
賞
辞
文
』
に
つ
い
て
」
は
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
の
写
本
『
清
人

賞
辞
文
』
の
本
文
成
立
時
期
に
つ
い
て
従
来
の
説
を
訂
正
す
る
と
共
に
、
そ
の
内
容
を
分
析
し
た
。
同
書

は
長
崎
に
い
た
清
人
に
よ
る
市
川
団
十
郎
を
題
材
と
し
た
漢
詩
文
を
載
せ
た
書
物
で
あ
る
。
従
来
こ
の
団

十
郎
は
七
代
目
と
さ
れ
て
い
た
が
、
烏
亭
焉
馬
の
『
花
江
都
歌
舞
妓
年
代
記
』（
文
化
八
年
刊
）
の
記
事
等

に
拠
っ
て
二
代
目
へ
と
訂
正
し
た
。
詩
に
つ
い
て
は
、
清
人
た
ち
は
実
際
の
団
十
郎
や
歌
舞
伎
を
よ
く
知

ら
ず
、
中
国
に
お
け
る
宴
席
の
様
子
を
詠
じ
、
藝
能
で
知
ら
れ
た
人
物
の
故
事
を
詠
み
込
ん
だ
作
で
あ
る

と
分
析
し
た
。
な
お
、
利
用
し
て
い
る
故
事
の
中
に
は
中
国
唐
代
の
名
妓
、
念
奴
も
含
ま
れ
る
。 

 

附
論
二
「
明
治
大
学
図
書
館
蔵
『
客
衆
肝
照
子
』
の
書
き
入
れ
」
は
、
明
治
大
学
図
書
館
蔵
の
山
東
京

伝
の
洒
落
本
『
客
衆
肝
照
子
』（
天
明
六
年
刊
）
に
施
さ
れ
た
書
き
入
れ
を
紹
介
し
た
。
同
書
に
は
京
伝
に

よ
っ
て
著
さ
れ
た
各
種
人
物
の
台
詞
に
続
け
る
形
で
台
詞
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
書
き
入

れ
は
作
品
の
読
解
を
助
け
る
注
釈
的
な
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
往
時
の
読
者
が
作
者
の
気
分
に
な
っ
て

洒
落
本
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
洒
落
本
を
い
か
に
し
て
楽
し
ん
で
い
た
か
が
う
か
が

え
る
書
き
入
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

以
上
が
本
博
士
学
位
請
求
論
文
の
概
要
で
あ
る
。
終
論
で
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
遊
里
文
藝
と
い
う
枠

組
み
の
中
で
時
代
や
雅
俗
の
文
藝
様
式
の
垣
根
を
越
え
て
作
品
を
比
較
し
、
共
有
し
て
い
る
創
作
手
法
や

価
値
観
を
見
出
す
こ
と
に
お
い
て
一
定
の
成
果
を
得
た
と
考
え
る
。 


