
　

本
書
は
、さ
ま
ざ
ま
な
文
献
資
料
を
渉
猟
し
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
一
貫
し
た
視
点
か
ら

の
批
判
的
な
論
評
を
加
え
る
、
と
い
っ
た
著
者

の
連
作
の
最
新
刊
で
あ
る
。

　

本
書
の
前
半
で
は
、
日
本
植
民
地
時
代
の
台

湾
を
例
に
し
て
、
台
湾
人
が
話
す
日
本
語
を
、

日
本
人
の
教
員
・
研
究
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
の
か
を
概
観
し
て
い
る
。
台
湾
で

の
「
か
れ
ら
の
日
本
語
」
を
矯
正
す
べ
き
「
誤

謬
」
と
見
な
す
者
が
い
た
一
方
で
、
台
湾
在
住

の
日
本
人
の
こ
と
ば
か
ら
の
影
響
も
受
け
た
、

そ
の
意
味
で
は
彼
我
の
峻
別
の
で
き
な
い
「
台

湾
方
言
」
と
捉
え
る
者
や
、
さ
ら
に
は
別
の
言

語
体
系
が
発
生
す
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
す

る
者
が
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

本
書
の
後
半
で
は
、
戦
後
の
「
か
れ
ら
の
日

本
語
」
の
展
開
を
追
っ
て
い
る
。
台
湾
で
は
日

本
語
は
そ
れ
ま
で
の
国
語
と
し
て
の
位
置
を
外

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
六
〇
年
代
以
降

に
日
本
人
の
訪
問
が
増
え
る
に
つ
れ
て
改
め
て

見
直
さ
れ
、
植
民
地
支
配
の
「
成
功
」
と
い
っ

た
文
脈
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
潮
流
を
踏
ま
え
整
理
し
た
上

で
、
台
湾
東
部
の
ア
タ
ヤ
ル
人
の
一
部
で
話
さ

れ
て
い
る
言
語
を
「
ク
レ
オ
ー
ル
」
と
い
う
話

し
手
の
「
母
語
」
に
ま
で
な
っ
て
い
る
と
捉
え

る
研
究
を
取
り
上
げ
て
論
評
し
て
い
る
。

　

評
者
は
誰
よ
り
も
著
者
の
感
性
に
共
感
を
覚

え
る
、著
者
の
シ
ン
パ
サ
イ
ザ
ー
で
あ
る
。“
こ

と
ば
は
だ
れ
の
も
の
か

―
こ
と
ば
は
わ
た
し

の
も
の
で
し
か
な
い
”、“「
～
語
」
や
「
～
方
言
」

と
名
付
け
ら
れ
た
瞬
間
に
、
そ
れ
は
個
々
の
人

間
か
ら
乖
離
し
て
い
く
”、“「
言
語
」
と
「
方
言
」

の
違
い
は
言
語
学
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
す
ぐ

れ
て
政
治
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
”
等
々
の

言
及
は
、
ま
さ
に
評
者
自
身
の
主
張
す
る
と
こ

ろ
で
も
あ
る
。

　

外
国
人
の
し
ゃ
べ
る
日
本
語
に
対
し
て
、「
日

本
語
が
上
手
で
す
ね
」
な
ど
と
応
じ
る
心
理
。

日
本
人
の
な
か
に
あ
る
「
日
本
語
は
わ
れ
わ
れ

日
本
人
の
も
の
」
と
い
っ
た
観
念
の
抜
け
き
ら

な
い
、
い
わ
ば
上
か
ら
の
目
線
。
そ
れ
が
本
書

で
中
核
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
戦
前
の
、
そ
し
て

戦
後
も
含
め
て
の
「
か
れ
ら
の
日
本
語
」
と
い

う
視
線
自
体
へ
の
批
判
で
あ
る
。

　

留
学
生
の
こ
と
ば
の
な
か
に
な
ま
り
が
あ
っ

て
困
る
（
た
と
え
ば
、
母
国
で
九
州
な
ま
り
の
あ

る
先
生
に
教
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
、
困
っ
た
こ

と
だ
）、
な
ど
と
い
っ
た
話
を
日
本
語
教
師
が

し
て
い
る
の
を
往
々
に
し
て
耳
に
す
る
。
し
か

し
考
え
て
み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
九
州
な
ま
り

の
あ
る
日
本
人
に
対
し
て
、
は
た
し
て
そ
の
よ

「
日
本
語
は
日
本
人
の
も
の
」
と
い
う

捉
え
方
の
も
つ
問
題

真
田 

信
治

安
田
敏
朗
著

か
れ
ら
の
日
本
語

―
台
湾「
残
留
」
日
本
語
論
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う
な
言
及
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
九
州
な
ま
り

が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
の
こ
と
ば
の

先
生
（
生
活
の
な
か
で
は
親
）
の
こ
と
を
批
判
し

た
り
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
例
も

本
書
で
批
判
す
る
日
本
人
の
精
神
構
造
と
相
応

し
て
い
よ
う
。

　

著
者
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

日
本
は
台
湾
を
一
八
九
五
年
に
領
有
し
ま

す
が
、
そ
の
と
き
に
当
地
で
国
語
教
育
も
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、「
教
え
る
べ

き
言
葉
」、「
教
科
書
に
つ
か
わ
れ
る
べ
き
標

準
体
」
と
い
う
の
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
基

準
が
整
備
さ
れ
、確
立
し
、そ
の
基
本
を
持
っ

て
日
本
語
教
師
が
満
州
や
東
南
ア
ジ
ア
へ
派

遣
さ
れ
て
、
現
地
で
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
戦
争
が
終
わ
り
、
植
民
地
下
の
国

語
教
育
と
し
て
の
日
本
語
教
育
は
終
結
す
る

わ
け
で
す
が
、
戦
時
中
に
あ
っ
た
日
本
語
教

育
は
悪
で
、
現
在
の
日
本
語
教
育
は
善
で
あ

る
と
は
、
簡
単
に
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。
方
言
を
排
除
し
、
植
民
地
の
言

葉
を
抑
圧
し
て
き
た
過
程
で
成
立
し
た
の
が

日
本
語
教
育
な
わ
け
で
、
そ
れ
と
今
の
国
際

交
流
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
日
本
語
教
育
が

全
く
違
う
と
は
、
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。（
略
）
そ
も
そ
も
「
言
葉

を
教
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
政
治
的
に
中
立

で
は
有
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
日
本
語

教
師
は
認
識
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

が
な
い
と
、
国
際
交
流
と
い
う
大
き
い
流
れ

に
乗
っ
か
っ
て
し
ま
う
。
日
本
語
教
育
に
国

際
交
流
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、「
国
際
交
流
」
の
代
わ
り
に
「
大
東

亜
共
栄
圏
」
と
言
え
ば
、
戦
前
の
構
造
と
変

わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

（「
対
談　

日
本
語
教
育
の
再
構
築
」『
月
刊
日
本

語
』
一
九
九
九
・
五
）

　　

こ
の
言
辞
に
共
感
す
る
立
場
か
ら
、
毎
年
、

評
者
の
ゼ
ミ
で
学
生
た
ち
に
、
こ
の
文
章
内
容

に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
書
か
せ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
大
部
分
の
学
生
た
ち
が
、
特
に
海
外

で
日
本
語
を
教
え
た
経
験
の
あ
る
学
生
が
、
現

在
の
日
本
語
教
育
の
現
場
や
教
師
の
心
情
を
無

視
し
た
勝
手
な
思
い
込
み
で
あ
る
と
し
て
、
著

者
の
見
解
に
強
く
反
発
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
お
き
た
い
。
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評
者
は
ま
た
、
中
国
東
北
部
で
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
で
出
会
っ
た
老
齢
の
女
性
の
語
り
が

忘
れ
ら
れ
な
い
。
彼
女
は
、
朝
鮮
戦
争
時
、
人

民
解
放
軍
の
医
療
班
と
し
て
半
島
へ
進
軍
し
た

兵
士
の
一
人
な
の
だ
が
、
か
つ
て
医
学
を
教
授

し
て
く
れ
た
の
も
生
活
の
改
善
に
尽
く
し
て
く

れ
た
の
も
す
べ
て
日
本
人
だ
っ
た
、
日
本
人
は

私
の
恩
人
だ
、
と
言
っ
て
い
た
。
彼
女
の
夫
も

日
本
語
が
話
せ
る
人
で
、
小
学
校
の
校
長
で

あ
っ
た
が
、文
化
大
革
命
の
折
、教
室
で
ち
ょ
っ

と
日
本
語
を
ま
じ
え
て
話
し
た
だ
け
で
紅
衛
兵

に
連
行
さ
れ
、
街
中
を
引
き
回
さ
れ
て
片
足
を

失
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
人
が
、
日
本

人
の
貢
献
に
つ
い
て
教
育
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
と
て
も
残
念
だ
、
と
も
言
っ
て
い
た
。

　

植
民
地
支
配
を
肯
定
す
る
わ
け
で
は
決
し
て

な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
現
地
で
の
情
況
を
身

体
で
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
立
場
で
、
い
わ

ば
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
建
前
と
し
て
書
い
た
も
の

に
基
づ
い
て
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
に
批
評
す

べ
き
で
は
な
く
、
現
地
で
の
個
々
の
体
験
者
の

心
に
沿
っ
た
論
述
を
心
掛
け
る
べ
き
だ
と
評
者

は
考
え
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
語
り
手
の
み
に

頼
っ
た
論
じ
方
の
危
険
性
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
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ら
れ
る
対
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

宜
蘭
ク
レ
オ
ー
ル
に
関
し
て
、
著
者
は
次
の

よ
う
に
も
述
べ
る
。

　

わ
た
し
は
調
査
を
し
て
い
な
い
の
で
、
そ

れ
が
「
ク
レ
オ
ー
ル
」
で
あ
る
か
否
か
を
判

断
す
る
立
場
に
な
い
。
ど
う
や
ら
周
囲
と
は

異
な
る
言
語
変
種
が
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

確
か
な
よ
う
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
は
ま
だ

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
詳
細
な
、
そ
し
て
貴
重

な
デ
ー
タ
は
近
々
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ク
レ
オ
ー
ル
論
の
全
体

の
流
れ
を
捉
え
ず
に
、
現
段
階
に
お
い
て
自
分

に
関
心
の
あ
る
部
分
の
表
現
だ
け
を
切
り
抜
い

て
、
自
分
に
都
合
よ
く
論
評
す
る
こ
と
は
問
題

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
歴
史
を
経
た
語
り

口
の
構
成
を
ふ
ま
え
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
都
合
の
よ
い
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
に
は
少

な
か
ら
ぬ
問
題
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」（「
は

じ
め
に
」
）
と
い
う
著
者
の
こ
と
ば
は
ブ
ー
メ

ラ
ン
の
よ
う
に
著
者
自
身
に
返
っ
て
い
く
よ
う

に
思
わ
れ
る
。（
さ
な
だ
・
し
ん
じ　

奈
良
大
学
）

の
話
で
は
あ
る
が
）。
そ
の
点
に
関
し
て
、
現
地

調
査
を
ま
っ
た
く
行
わ
ず
に
、
文
献
資
料
の
み

を
扱
っ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
批
評
す
る
著
者
の

手
法
に
対
し
て
は
、
や
や
違
和
感
が
残
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
著
者
の
文
献
資

料
の
渉
猟
に
は
心
か
ら
敬
服
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
批
評
の
文
章
そ
の
も
の
は
ナ
イ
ー
ブ
、
か

つ
文
学
的
で
魅
力
的
で
は
あ
る
の
だ
が
。

　

と
こ
ろ
で
、
評
者
は
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の

連
作
に
お
い
て
批
評
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
た

人
が
、「
見
当
違
い
だ
」、「
わ
か
っ
て
も
ら
っ

て
い
な
い
」
な
ど
と
表
明
す
る
現
場
に
幾
度
か

立
ち
会
っ
て
き
た
。
そ
の
つ
ど
、
そ
う
で
あ
る

な
ら
反
論
を
加
え
れ
ば
い
い
の
に
、
と
思
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
評
者
た
ち

の
研
究
が
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
じ

め
て
そ
の
人
々
の
心
持
ち
の
一
端
が
理
解
で
き

た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
で

の
批
評
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
一
つ
に
な
っ
た
の

は
、
評
者
た
ち
が
発
見
し
、
そ
の
後
、
現
地
の

話
者
た
ち
の
要
請
を
受
け
る
形
で
記
録
、
記
述

し
て
い
る
「
宜
蘭
ク
レ
オ
ー
ル
」
に
つ
い
て
で

あ
る
（「
発
見
」
と
い
う
表
現
に
著
者
は
異
を
唱
え

て
い
る
が
、
著
者
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ

は
「
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
」
の
で
あ
る
）。

　

宜
蘭
ク
レ
オ
ー
ル
と
は
、
台
湾
東
部
、
宜
蘭

県
の
ア
タ
ヤ
ル
人
の
一
部
の
村
で
使
わ
れ
て
い

る
言
語
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
タ
ヤ
ル
語
を
基
層

に
、
日
本
語
を
上
層
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
新

し
い
言
語
で
あ
る
が
、
現
在
は
各
世
代
の
唯
一

の
母
語
と
な
っ
て
い
る
。
世
代
を
通
し
て
継
承

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
ア
タ
ヤ
ル
語

の
母
語
話
者
も
日
本
語
の
母
語
話
者
も
、
聞
い

た
だ
け
で
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
よ
う
な

姿
に
再
編
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
わ
れ

わ
れ
は
こ
れ
を
言
語
学
的
見
地
か
ら
「
ク
レ

オ
ー
ル
」
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
認
定
当
初
、

日
本
の
植
民
地
統
治
を
背
景
と
し
て
の
日
本
語

が
か
か
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
あ
い
に
お

い
て
、「
日
本
語
ク
レ
オ
ー
ル
」
と
称
し
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
台
湾
で
の
高
年
層
の
人
々

が
共
通
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
日
本
語
変
種

と
混
同
す
る
向
き
が
あ
り
、そ
れ
を
危
惧
し
て
、

改
め
て
「
宜
蘭
ク
レ
オ
ー
ル
」
と
命
名
し
た
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
宜
蘭
ク
レ
オ
ー
ル

は
日
本
語
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
か
れ
ら
の

こ
と
ば
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
れ
は
「
か

れ
ら
の
日
本
語
」
と
い
う
範
疇
に
お
い
て
論
じ


