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内
藤
湖
南
（
一
八
六
六
～
一
九
三
四
）
の
死
去
か
ら
八
〇
年
以
上
も
経

過
す
る
の
に
、
こ
の
日
本
と
中
国
に
関
す
る
多
大
な
知
的
業
績
を
残
し

た
、
い
わ
ば
知
の
巨
人
は
、
今
で
も
注
目
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
本
書

で
も
、
そ
の
例
証
と
し
て
、
中
国
人
研
究
者
を
中
心
に
し
て
、
内
藤

湖
南
に
関
わ
る
近
年
の
著
作
を
紹
介
し
て
い
る
け
れ
ど
も
（
一
六
・
一
七

頁
）、
こ
こ
数
年
内
を
見
て
も
、『
支
那
論
』（『
新
支
那
論
』
も
含
む
）
が

文
春
文
庫
と
し
て
（
二
〇
一
三
年
）、『
中
国
近
世
史
』
が
岩
波
文
庫
本

と
し
て
（
二
〇
一
五
年
）
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
れ
ば
、
そ
の
注
目

度
は
充
分
に
理
解
で
き
よ
う
。
そ
の
上
、『
日
本
文
化
史
研
究
』（
講
談

社
文
庫
、
一
九
七
六
年
）
が
版
を
重
ね
て
、
今
で
も
店
頭
に
並
ん
で
お
り
、

内
藤
湖
南
の
著
作
は
一
種
の
古
典
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
か
。

　

本
書
は
、
こ
の
よ
う
に
長
年
に
亙
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
内
藤
湖
南

内
藤
湖
南
の
世
界
を
新
た
な
視
角
で
切
り
開
く
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に
対
し
て
、
今
で
も
生
命
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
か
、

そ
れ
と
関
わ
っ
て
、
な
ぜ
内
藤
湖
南
は
面
白
い
の
か
と
い
う
、
ま
さ
に

愚
直
と
し
か
言
い
様
の
な
い
問
い
を
真
っ
正
面
か
ら
掲
げ
て
、
そ
れ
に

著
者
な
り
の
解
答
を
求
め
て
、
対
象
に
真
っ
向
か
ら
立
ち
向
か
っ
て
い

る
。
そ
の
対
象
と
の
切
り
結
び
方
と
著
者
の
真
摯
な
姿
勢
と
が
、
本
書

を
読
む
者
に
緊
張
感
を
与
え
、
知
的
な
感
動
と
興
奮
を
呼
び
起
こ
す
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
う
し
た
性
格
を
有
す
る
本
書
の
、
著

者
の
思
考
回
路
と
息
遣
い
を
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で
伝
え
る
こ
と
は
、
評

者
の
能
力
を
遙
か
に
凌
駕
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
飽
く
ま
で
評
者
な

り
の
読
み
方
を
提
示
す
る
と
い
う
点
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

本
書
は
、
序
章
と
終
章
を
前
後
に
挟
み
、
そ
の
間
に
六
つ
の
章
が
配

さ
れ
る
、
つ
ま
り
全
部
で
八
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
章
の
梗
概

は
著
者
自
身
が
序
章
の
中
で
、本
書
の
凡
例
と
と
も
に
記
し
て
い
る
が
、

高
木
智
見
著

内
藤
湖
南

近
代
人
文
学
の
原
点
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拙
文
の
、
紹
介
文
と
い
う
事
柄
の
必
要
上
か
ら
、
ま
ず
極
く
簡
単
に
内

容
に
触
れ
て
お
こ
う
。
序
章
は
、
湖
南
の
実
像
に
迫
り
、
そ
の
全
体
像

を
捉
え
る
必
要
か
ら
、「
湖
南
の
世
界
に
入
り
こ
み
、
湖
南
を
内
側
か

ら
観
察
す
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
、
そ
の
た
め
湖
南
の
学
問
と
思
想
の

核
心
に
位
置
す
る
歴
史
学
と
儒
学
思
想
に
着
目
す
る
と
述
べ
て
、
本
書

全
体
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、
湖
南
研
究

の
現
状
や
、
湖
南
の
学
問
観
が
現
在
も
生
命
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
、
本
書
の
狙
い
と
各
章
の
概
要
と
に
筆
を
進
め
て
い
る
。
第
一

章
は
、湖
南
が
若
年
に
多
く
執
筆
し
た
『
大
同
新
報
』
巻
頭
の
文
章
（
社

説
）
を
分
析
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
湖
南
の
早
期
の
文
章
に
も
、
そ
の

後
の
中
国
学
者
と
し
て
の
片
鱗
が
表
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
更
に
は
激

烈
と
も
い
う
べ
き
彼
の
文
章
の
背
後
に
あ
る
思
想
を
探
る
必
要
性
に
言

及
し
て
次
章
に
繫
げ
て
い
る
。
な
お
、
本
章
は
、『
内
藤
湖
南
全
集
』

に
載
っ
て
い
な
い
『
大
同
新
報
』
の
記
事
を
も
、
多
く
分
析
の
対
象
と

し
て
い
る
。
第
二
章
は
、
若
年
の
湖
南
の
激
越
な
文
章
は
、「
修
己
治

人
（
己
を
修
め
て
人
を
治
む
）」
と
い
う
儒
家
思
想
に
由
来
し
、
そ
う
し

た
理
念
に
純
粋
な
気
持
ち
で
立
ち
向
か
う
姿
勢
（
一
種
の
豪
傑
）
は
孟

子
の
思
想
に
基
づ
い
て
お
り
、
し
か
も
こ
う
し
た
直
截
な
思
想
は
、
福

沢
諭
吉
や
内
村
鑑
三
と
い
っ
た
人
び
と
を
も
含
む
幕
末
維
新
時
期
の
人

士
に
共
通
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
第
三
章
と
第
四
章
は
、
著
者
が
本

書
の
最
初
に
問
題
提
起
し
た
、
な
ぜ
湖
南
は
面
白
い
の
か
と
い
う
設
問

に
対
す
る
考
察
と
そ
の
解
答
で
あ
り
、
そ
れ
を
歴
史
認
識
の
側
面
か

ら
（
第
三
章
）
と
、
歴
史
叙
述
の
側
面
か
ら
（
第
四
章
）
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
第
三
章
は
、
歴
史
を
変
化
の
相
か
ら
認
識
し
よ
う
と

す
る
湖
南
は
、
中
国
史
を
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
通
史
と
し
て
捉
え
る

志
向
性
を
有
し
、
そ
こ
に
は
『
史
記
』
に
通
ず
る
歴
史
意
識
や
、
万
物

を
変
化
流
転
す
る
無
常
観
を
宗
旨
と
す
る
仏
教
思
想
の
影
響
を
見
出
せ

る
と
指
摘
す
る
。
仏
教
は
、
著
者
に
よ
る
と
、
湖
南
が
若
年
に
沈
潜
し

た
思
想
で
あ
っ
た
。
第
四
章
は
、
分
量
と
し
て
本
書
で
一
番
多
く
、
そ

れ
だ
け
に
論
点
も
多
岐
に
亙
っ
て
い
る
が
、
著
者
は
多
量
の
言
葉
を
費

や
し
て
、
湖
南
が
中
国
及
び
日
本
の
過
去
に
お
け
る
優
れ
た
学
者
の
著

作
を
精
読
し
て
、
自
ら
の
方
法
論
を
鍛
え
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
獲
得
さ
れ
た
方
法
論
を
使
っ
て
、
事
象
を
当

事
者
の
目
線
に
立
っ
て
共
感
的
に
認
識
す
る
と
と
も
に
、
冷
徹
な
目
で

眺
め
る
姿
勢
を
堅
持
し
（「
眼
は
冷
た
く
心
は
熱
く
」
二
五
五
頁
）、
そ
の

上
に
立
っ
て
、
時
代
を
象
徴
す
る
人
物
や
事
象
を
選
択
し
て
、
歴
史
的

特
質
を
読
者
の
眼
前
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
叙
述
を
志
し
て
い
た

と
い
う
。
第
五
章
は
、『
支
那
論
』
自
序
の
、「
支
那
人
に
代
つ
て
支
那

の
為
め
に
考
へ
る
」
と
い
う
著
名
な
語
句
を
手
掛
か
り
に
し
て
、「
湖

南
が
中
国
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
、
い
か
な
る
立
場
で
、
ど
の
よ

う
に
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
」
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
言
葉
は
、
従
前
、
し
ば
し
ば
湖
南
の
侵
略
的
発
想
を
端
的
に
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示
す
語
句
と
し
て
斬
罪
さ
れ
て
き
た
が（
１
）、
著
者
は
、
こ
れ
を
テ
キ
ス
ト

の
完
全
な
理
解
は
作
者
や
当
事
者
の
立
場
に
立
っ
て
理
解
す
る
、
い
わ

ば
「
心
知
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
だ
と
捉
え
直
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
湖
南
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
東
ア
ジ
ア
文

化
圏
で
は
、
こ
の
「
心
知
」
に
よ
る
相
互
理
解
が
日
本
と
中
国
と
い
う

空
間
や
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
を
も
超
え
て
存
在
し
て
い

た
と
結
論
づ
け
る
。
第
四
章
と
第
五
章
は
、
湖
南
の
認
識
方
法
と
、
そ

れ
を
如
何
に
身
に
着
け
た
か
を
丹
念
に
追
究
し
て
お
り
、
著
者
が
力
点

を
置
い
た
本
書
の
白
眉
と
も
い
え
る
箇
所
と
い
え
よ
う
。
第
六
章
は
、

令
夫
人
の
高
木
尚
子
氏
と
の
共
作
部
分
で
あ
り
、『
内
藤
湖
南
全
集
』

巻
一
四
に
載
る
湖
南
の
著
作
目
録
に
対
す
る
疑
念
か
ら
出
発
し
て
、
湖

南
の
執
筆
文
に
対
す
る
史
料
的
検
討
を
企
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
該

の
著
作
目
録
は
、
全
集
に
収
録
す
る
根
拠
や
基
準
が
説
明
し
尽
く
さ
れ

て
お
ら
ず
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
若
年
時
代
に
多
い
無
署
名
の
文
章
を
湖

南
の
も
の
だ
と
判
定
す
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
い
う
問
題
が

当
然
に
起
こ
っ
て
く
る
と
い
う
。
本
章
は
、
そ
う
し
た
判
断
の
基
準
と

し
て
湖
南
が
父
親
に
宛
て
た
書
簡
に
依
拠
す
べ
き
こ
と
と（

２
）、
湖
南
に
対

す
る
内
在
的
理
解
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
「
心
知
」
す
る
以
外
に
は
な
い

と
結
論
づ
け
る
。
終
章
は
、
こ
の
書
物
が
拘
り
続
け
て
き
た
湖
南
の
面

白
さ
の
意
味
を
、
も
う
一
度
考
察
の
俎
上
に
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
湖
南
の
文
章
の
面
白
さ
は
、
湖
南
が
そ
の
誠
意
を
尽
く
し
、
恕

（「
心
知
」
の
言
い
換
え
）
の
精
神
を
発
揮
し
、
し
か
も
「
恕
」
と
い
う
言

葉
が
儒
家
思
想
の
眼
目
で
あ
る
よ
う
に
、「
湖
南
が
儒
家
思
想
を
処
世

の
基
盤
に
置
き
、
そ
れ
を
文
筆
活
動
に
お
い
て
実
践
し
て
い
た
こ
と
に

由
来
す
る
」（
三
七
八
頁
）と
結
論
づ
け
る
。
そ
し
て
、最
後
に
湖
南
は「
常

に
よ
り
高
い
理
想
を
追
求
し
、
実
現
へ
向
け
て
の
努
力
を
絶
え
ず
継
続

す
る
、そ
れ
が
湖
南
の
学
問
で
あ
り
、人
生
で
あ
っ
た
」。
こ
れ
こ
そ
が
、

湖
南
か
ら
学
ぶ
べ
き
最
も
肝
心
な
一
点
で
あ
る
と
本
書
を
締
め
く
く
っ

て
い
る
（
三
八
三
頁
）。

　

以
上
の
、
拙
く
不
充
分
な
紹
介
か
ら
も
、
本
書
の
特
色
は
次
の
よ
う

で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
著
者
は
、
何
故
に
内
藤
湖
南
が

面
白
い
の
か
と
い
う
設
問
を
し
て
（
面
白
く
な
い
と
い
う
想
定
は
全
く
な

さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
想
定
外
）、
そ
の
答
え
を
求
め
て
、
研
究
者
自
身

の
価
値
観
に
基
づ
く
外
側
か
ら
で
は
な
く
、正
に
内
側
か
ら
観
察
し
て
、

そ
の
全
体
像
と
本
質
を
果
敢
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
。
そ
の
取

り
組
み
姿
勢
は
、
著
者
自
身
も
執
筆
し
て
い
る
『
内
藤
湖
南
の
世
界

―
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
』（
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
著

者
の
執
筆
論
文
は
本
書
の
第
三
章
と
な
っ
て
い
る
）
の
中
に
お
い
て
、
そ
の

編
者
で
あ
り
、
著
者
の
恩
師
で
も
あ
る
谷
川
道
雄
氏
が
提
示
し
た
、
湖

南
の
思
想
を
で
き
る
だ
け
あ
り
の
ま
ま
に
捕
捉
し
（
七
頁
）、
そ
の
心

情
に
沿
っ
て
読
み
、
湖
南
の
内
在
的
理
解
を
企
図
す
る
と
い
う
方
向
性

を
（
三
八
四
頁
）
継
承
し
た
と
い
え
よ
う
。
著
者
は
、
そ
の
た
め
に
湖
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南
の
文
章
が
踏
ま
え
て
い
る
古
典
を
丹
念
に
当
た
っ
て
、
湖
南
の
意
図

を
正
確
に
捉
え
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
湖
南
の

文
章
を
一
度
で
も
読
ん
だ
人
間
な
ら
ば
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
と
り
わ

け
湖
南
の
若
年
の
文
章
は
難
解
で
あ
り
、
そ
の
難
解
さ
の
原
因
は
、
難

渋
な
論
理
展
開
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
は
現
代
人
の
多
く

が
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
中
国
古
典
の
知
識
を
豊
富
に
駆
馳
し
た
文
章
だ

か
ら
で
あ
る
（
後
年
の
、
と
く
に
講
演
や
講
義
に
基
づ
く
文
章
は
、
比
較
的

分
か
り
や
す
い
）。
し
か
も
、
明
治
期
の
文
章
は
、
湖
南
に
限
ら
な
い
が
、

語
彙
が
現
在
の
意
味
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
を
知
ら
な

い
と
、
思
わ
ぬ
誤
解
の
陥
穽
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
湖
南
の
最
初
の
著
書
『
近
世
文
学
史
論
』（
全
集
巻
一
に
所
収
）
は
、

江
戸
期
の
儒
学
を
中
心
と
し
て
国
学
や
医
学
な
ど
、
広
い
意
味
の
学
問

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
表
題
の
「
文
学
」
は
、
現
代
と
は
異
な
る
伝
統
的
な
用
法
で
あ
り
、

現
代
で
い
え
ば
学
問
・
学
術
と
い
っ
た
意
味
に
近
い
。
こ
の
よ
う
に
、

湖
南
を
読
む
場
合
、
何
よ
り
も
、
当
時
の
文
脈
に
即
し
て
、
あ
り
の
ま

ま
に
、
心
情
に
寄
り
添
っ
た
理
解
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
か
つ
て
、『
内
藤
湖
南
の
世
界
』
の
そ
う
し
た
立
場
の
表
明

を
、「
研
究
の
名
に
値
し
な
い
」
と
断
罪
し
た
あ
る
論
文
が
、
結
果
的

に
湖
南
の
正
確
な
文
章
理
解
を
欠
い
た
無
惨
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を

思
え
ば
、
著
者
の
立
場
は
頂
門
の
一
針
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
と

も
に
、
湖
南
の
内
側
か
ら
の
理
解
が
稔
り
豊
か
な
成
果
を
生
ん
だ
例
証

だ
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
、
少

な
く
と
も
、
今
後
の
湖
南
研
究
を
進
め
る
と
き
、
必
ず
踏
ま
え
ね
ば
な

ら
な
い
著
作
物
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
無
論
、
本
書
に
も
若
干
の
校

正
ミ
ス
や
論
理
の
飛
躍
な
ど
の
問
題
点
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は

論
旨
全
体
に
は
関
わ
ら
な
い
小
さ
な
瑕
疵
で
あ
る
と
評
者
に
は
思
え
る

の
で
、
判
断
は
本
書
を
繙
く
読
者
に
委
ね
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
念
の
た
め
に
誤
解
の
無
い
よ
う
に
、
一
言
付
け
加
え
て

お
く
な
ら
ば
、
探
求
対
象
を
自
己
の
研
究
姿
勢
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、

対
象
の
内
側
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
は
、
単
な
る
谷
川

道
雄
氏
の
志
向
を
受
け
継
い
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
著

者
自
身
が
学
生
時
代
か
ら
も
ち
続
け
た
研
究
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る（

３
）。
そ
の
客
観
的
成
果
の
一
つ
が
、
専
攻
す
る
春
秋
時
代
の
史
料
に

沈
潜
し
た
結
果
と
し
て
、
著
者
は
当
時
の
諸
侯
国
が
、
単
な
る
現
世
の

人
間
だ
け
で
な
く
、
常
に
祖
先
神
と
現
存
人
間
と
の
両
者
で
構
成
さ
れ

る
「
神
人
共
同
体
」
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
を
提
示
し
た
点
に
端
的
に

み
ら
れ
よ
う
（「
春
秋
時
代
の
聘
礼
に
つ
い
て
」『
東
洋
史
研
究
』
四
七
―
四
、

一
九
八
九
年
、「
春
秋
時
代
の
神
・
人
共
同
体
」『
中
国

―
社
会
と
文
化
』
五
、

一
九
九
〇
年
）。

　

最
後
に
、
注
（
２
）
に
も
触
れ
た
が
、
湖
南
研
究
を
め
ぐ
っ
て
、
現

在
は
全
集
の
み
で
は
な
く
、
湖
南
の
父
親
宛
の
書
簡
集
も
発
刊
さ
れ
、
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そ
し
て
本
書
の
序
章
に
も
あ
る
よ
う
に
、
敦
煌
調
査
に
関
わ
る
記
録
集

（『
内
藤
湖
南
敦
煌
遺
書
調
査
記
録
』
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
二
〇
一
五

年
）
や
、
日
中
の
文
人
と
応
酬
し
た
漢
詩
（
銭
婉
約
・
陶
徳
民
『
内
藤
湖

南
漢
詩
酬
唱
墨
迹
輯
釈
』
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
の
資

料
集
が
陸
続
と
出
版
さ
れ
て
い
る
。
更
に
は
、
湖
南
の
操そ

う

觚こ

時
代
を
中

心
と
し
て
全
集
未
収
録
の
文
章
の
編
纂
作
業
も
、
か
つ
て
著
者
も
所
属

し
て
い
た
内
藤
湖
南
研
究
会
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
こ
こ
一
年
内
に
は

出
版
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
内
藤
湖
南
の
研
究
を

め
ぐ
る
資
料
環
境
は
、以
前
と
比
べ
れ
ば
格
段
と
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
の
、
今
回
の
内
藤
湖
南
論
で
あ
る
。
正
直
に
言
っ

て
、
本
書
は
読
む
の
に
多
少
骨
が
折
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
読
み
応
え

が
あ
り
、
今
後
の
湖
南
研
究
を
占
う
意
味
か
ら
も
是
非
と
も
一
読
を
勧

め
た
い
書
物
で
あ
る
。

注（
１
）	

著
者
は
、
子
安
宣
邦
氏
の
「
人
は
こ
こ
に
植
民
地
経
営
に
あ
た
る
本
国

知
識
人
に
よ
る
対
植
民
地
の
認
識
視
点
に
類
似
す
る
も
の
を
容
易
に
見

出
す
で
あ
ろ
う
」（「
支
那
学
の
成
立
」『
現
代
思
想
』
一
九
九
三
年
七
号
）

を
挙
げ
て
い
る
が
、
子
安
氏
は
更
に
踏
み
込
ん
で
、「
そ
れ
は
日
本
帝
国

大
学
の
〈
支
那
学
者
〉
湖
南
に
よ
る
現
代
中
国
へ
の
認
識
論
的
な
干
渉
あ

る
い
は
介
入
で
は
な
い
か
」
と
も
語
っ
て
い
る
（
子
安
宣
邦
『
日
本
人
は

中
国
を
ど
う
語
っ
て
き
た
か
』
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
、
五
一
頁
）。

（
２
）	『
全
集
』
巻
一
四
に
も
父
親
宛
の
書
簡
が
載
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
不

充
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
最
近
、
出
身
地
の
秋
田
県
鹿
角
市
の
教
育
委

員
会
か
ら
『
内
藤
湖
南
・
十
湾
書
簡
集
』（
二
〇
一
六
年
）
が
発
刊
さ
れ

て
多
大
な
便
宜
を
与
え
て
い
る
。

（
３
）	

著
者
は
、
学
生
時
代
、
自
分
の
研
究
姿
勢
を
、
自
分
の
人
間
と
し
て
の

課
題
と
結
び
つ
け
て
、
そ
れ
を
歴
史
対
象
と
切
り
結
ぶ
必
要
性
を
力
説
し

て
い
る
（「
高
木
君
の
放
談
」『
縁
渓
原
道
録

―
谷
川
教
室
在
金
城
記
』

名
古
屋
大
学
文
学
部
東
洋
史
学
研
究
室
、
一
九
七
九
年
、
所
収
）。

（
こ
ば
や
し
・
よ
し
ひ
ろ　

東
海
大
学
）


