
記
紀
の
五
世
紀
以
前
部
分
の

史
料
的
性
格
　
二
）

奥
　
田

尚

　
　
は
じ
め
に
・
本
稿
の
方
法
論
と
研
究
史
の
整
理
（
一
）

　
本
稿
の
本
論
部
分
で
の
課
題
は
、
記
紀
の
五
世
紀
以
前
の
部
分

に
登
場
す
る
数
人
の
天
皇
群
と
彼
ら
に
ま
つ
わ
る
説
話
群
を
分
析

し
、
記
紀
の
五
世
紀
以
前
の
部
分
の
史
料
と
し
て
の
性
格
を
検
討

す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
論
部
分
は
本
年
度
の
本
学
文
学
部
紀
要
に

掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
先
だ
っ
て
研
究
史

の
整
理
を
試
み
た
い
。

　
本
論
で
採
用
す
る
、
数
人
の
天
皇
群
と
彼
ら
に
付
さ
れ
た
説
話

群
を
一
括
し
て
分
析
の
対
象
に
す
る
と
い
う
方
法
は
、
あ
ま
り
前

例
が
な
い
方
法
論
と
い
え
、
こ
の
点
で
は
先
行
諸
業
績
の
総
括
的

な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
研
究
史
の
整
理
の
上
に
立
脚
し
た
方
法

論
で
な
い
限
り
、
新
し
い
方
法
論
の
提
示
は
、
単
な
る
「
思
い
つ

き
」
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
記
紀
の
い
わ
ゆ
る
「
史
料
批
判
」
の
本
格
的
研
究
は
、
津
田
左

右
吉
の
一
連
の
業
績
に
始
ま
る
こ
と
は
、
も
は
や
常
識
と
い
っ
て

も
よ
か
ろ
う
。
津
田
は
、
「
記
紀
の
批
判
は
、
第
一
に
、
記
紀
の

本
文
そ
の
も
の
の
研
究
に
よ
っ
て
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
に

は
、
別
の
方
面
か
ら
得
た
確
実
な
知
識
に
よ
っ
て
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
」
と
説
い
七
０
１
）

　
一
九
四
五
年
の
日
本
の
敗
戦
以
降
、
日
本
古
代
史
の
研
究
は
き

わ
め
て
盛
ん
と
な
る
が
、
一
九
五
五
年
に
直
木
孝
次
郎
が
こ
の
間

の
古
代
史
研
究
の
整
理
を
試
み
て
い
る
。
直
本
は
、
津
田
の
記
紀

批
判
の
方
法
論
を
整
理
し
て
、
「
記
紀
を
系
統
を
異
に
す
る
史
料

と
対
比
し
て
、
合
致
す
る
場
合
に
は
可
信
性
あ
る
史
料
と
し
て
利

用
す
る
」
と
し
て
分
布
法
と
命
名
し
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
井
上

光
貞
以
下
の
名
を
列
挙
し
た
。
直
本
は
ま
た
「
史
実
と
考
え
ら
れ

な
い
（
可
能
性
の
乏
し
い
）
部
分
は
、
後
代
の
造
作
な
い
し
修
辞

潤
色
に
よ
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
意
味
で
造
作
潤

色
さ
れ
た
時
代
の
情
勢
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
、
造
作
潤
色
の
行

わ
れ
た
時
代
を
考
え
る
史
料
と
し
て
利
用
す
る
」
と
し
て
反
映
法

と
命
名
し
、
代
表
者
と
し
て
水
野
祐
以
下
の
名
を
列
挙
し
９
　
）

　
直
本
に
よ
る
記
紀
批
判
の
方
法
論
の
テ
ー
ゼ
化
け
、
津
田
の
方

法
論
を
深
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
記
紀
批
判
を
容
易

に
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
、
研
究
は
、
し
ば
し
ば
「
回
顧
と
展
望
」

に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
細
分
化
・
細
密
化
し
て
い
っ
た
。
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一
九
七
四
年
・
一
九
七
五
年
な
ど
の
「
回
顧
と
展
望
」
に
は
反
映

法
や
分
布
法
へ
の
言
及
が
あ
賢
）
直
木
の
提
示
し
た
方
法
論
が
記

紀
批
判
の
方
法
論
と
し
て
健
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
し
、
現
在

も
な
お
そ
れ
ら
に
よ
る
研
究
成
果
は
続
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
七
八
年
九
月
に
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
に
「
ワ

カ
タ
ケ
ル
大
王
」
の
名
か
お
り
、
こ
れ
が
雄
略
に
比
定
す
る
説
が

定
説
と
な
ら
ぴ
、
五
世
紀
以
前
の
記
紀
に
も
信
頼
で
き
る
部
分
か

お
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
と
し
て
、
意
識
的
で
は
な
い
に
せ
よ
記

紀
批
判
自
体
が
後
退
す
る
形
と
な
っ
た
。
記
紀
は
、
直
本
ら
が
厳

密
に
方
法
論
を
実
行
し
た
段
階
よ
り
も
後
退
し
、
字
義
通
り
「
適

当
に
」
批
判
す
れ
ば
史
実
を
う
か
が
い
う
る
史
料
と
み
な
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
、
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
研
究
動
向
を
ま
と
め
れ
ば
、
個
別
に
記
紀
の
諸
記
事
を

批
判
対
象
と
す
る
方
法
論
は
、
稲
荷
山
鉄
剣
銘
の
定
説
の
提
示
に

よ
っ
て
、
鉄
剣
銘
の
定
説
を
打
破
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
動
揺
を

き
た
さ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な

み
に
筆
者
は
鉄
剣
銘
の
定
説
は
成
立
せ
ず
、
た
め
に
津
田
・
直
木

の
提
示
し
た
二
つ
の
方
法
論
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
り
、
今
後
も

同
方
法
論
に
よ
る
さ
ら
に
徹
底
し
た
記
紀
批
判
が
必
要
と
考
え
て

い
る
こ
と
を
、
あ
え
て
付
記
し
て
お
き
だ
ソ
）

　
津
田
・
直
本
が
示
し
た
二
つ
の
方
法
論
に
よ
る
記
紀
批
判
は
、

上
記
の
ご
と
く
一
般
的
に
は
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
が
、
津
田

に
は
二
つ
以
外
に
も
記
紀
批
判
の
方
法
論
が
あ
っ
た
。
津
田
は
「
も

し
多
く
の
さ
う
い
ふ
や
う
な
物
語
が
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の

に
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
何
等
か
の
精
神
か
お

り
何
等
か
の
意
図
が
は
た
ら
い
て
ゐ
る
こ
と
を
、
看
取
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
ぃ
ご
０
６
）
こ
れ
を
仮
に
津
田
の
第
三
の
方
法

と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

　
津
田
は
こ
う
述
べ
な
が
ら
も
、
記
に
つ
い
て
は
「
要
す
る
に
、

安
万
侶
は
、
阿
礼
の
誦
習
し
た
一
本
づ
つ
の
帝
紀
と
旧
辞
と
に
よ

っ
て
、
此
の
古
事
記
を
撰
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
の

撰
録
の
し
か
た
は
、
こ
れ
ま
で
別
々
の
書
に
な
っ
て
い
た
帝
紀

　
（
系
譜
）
と
旧
辞
の
何
れ
を
も
、
歴
代
に
つ
い
て
そ
の
一
々
に
分

割
し
、
さ
う
し
て
一
代
ご
と
に
そ
の
分
割
し
た
二
つ
を
つ
な
ぎ
合

は
せ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
、
阿
礼
に
よ
る
帝
紀
・
旧

辞
の
改
変
も
、
安
万
侶
に
よ
る
そ
れ
も
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な

八
０
７
）

し　
津
田
は
第
三
の
方
法
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
た
書
を
貫

く
精
神
・
意
図
に
注
意
し
な
が
ら
、
記
と
い
う
書
の
編
纂
者
と
も

い
え
る
阿
礼
・
安
万
侶
の
精
神
よ
思
図
が
ま
っ
た
く
記
に
反
映
し

て
い
な
い
と
み
て
い
る
。
編
者
の
精
神
よ
思
図
を
反
映
し
て
い
な

い
編
纂
物
が
あ
る
と
す
る
点
に
津
田
の
問
題
点
が
あ
証
、
そ
れ
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で
も
津
田
に
は
記
紀
批
判
の
第
三
の
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
確

か
で
あ
る
。

　
記
紀
の
五
世
紀
以
前
の
部
分
は
、
日
本
史
の
研
究
の
史
料
と
さ

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
文
学
の
研
究
の
資
料
と
さ
れ
て
き
た
。

文
学
の
研
究
に
つ
い
て
の
筆
者
の
理
解
は
深
く
な
い
が
、
文
学
の

研
究
法
の
主
要
な
ひ
と
つ
に
作
品
論
か
お
り
、
と
く
に
記
に
つ
い

て
は
近
年
で
は
記
を
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
ひ
と
つ
の
「
作
品
」
と

し
て
捉
え
る
立
場
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
津

田
の
第
三
の
方
法
論
と
一
致
す
る
と
い
え
よ
う
。
筆
者
の
管
見
の

限
り
で
こ
の
立
場
の
代
表
者
と
み
え
る
の
は
、
益
田
勝
実
・
吉
井

巌
゛
神
野
志
隆
光
ら
で
あ
ら
０
９
）

　
た
だ
、
文
学
の
研
究
は
そ
の
学
問
的
性
格
か
ら
い
っ
て
も
、
研

究
者
の
感
性
が
方
法
論
と
固
く
結
合
し
て
お
り
、
論
理
的
批
判
を

及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
か
お
る
。
こ
の
た
め
に
先
行
業
績

の
積
み
重
ね
の
上
に
立
論
す
る
こ
と
が
困
難
な
（
あ
る
い
は
不
必

要
と
考
え
る
研
究
者
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
）
よ
う
で
あ
り
、
研
究

者
各
個
の
業
績
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
も
ま
と
め
き
れ
な
い
こ
と

が
多
い
。

　
益
田
は
、
「
記
紀
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
研
究
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
一
方
で
、
記
紀
と
は
な
に
か

に
つ
い
て
も
、
き
ち
ん
と
見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
（
中
略
）

記
紀
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
像
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の

部
分
を
利
用
す
る
研
究
は
恣
意
的
な
も
の
で
し
か
な
か
ろ
う
」
と

述
べ
、
さ
ら
に
「
わ
た
く
し
自
身
に
関
し
て
い
え
ば
、
『
古
事
記
』

で
日
本
古
代
の
政
治
社
会
史
を
読
み
と
ら
な
い
、
『
古
事
記
』
の

中
・
下
巻
を
事
実
と
し
て
読
ま
な
い
、
と
い
う
考
え
方
を
一
貫
し

て
と
っ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
中
・
下
巻
の
内
容
を
バ
ラ
バ
ラ
に

解
体
し
て
受
け
と
る
の
で
は
な
い
方
法
を
用
い
て
い
る
」
と
い
‰
）

　
吉
井
は
、
「
私
は
前
に
『
古
事
記
の
作
品
的
性
格
』
　
（
石
井
庄

司
博
士
喜
寿
記
念
論
集
『
上
代
文
学
考
究
』
）
を
書
き
、
古
事
記

の
本
質
を
『
作
品
』
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
古

事
記
が
、
特
定
の
立
場
に
立
っ
て
構
想
を
練
り
、
目
的
と
す
る
主

題
を
言
語
表
現
に
よ
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
「
古
事
記
は
、
そ

の
形
成
の
立
場
か
ら
、
全
体
と
し
て
、
古
事
記
が
成
立
し
た
七
世

紀
末
か
ら
八
世
紀
は
じ
め
の
支
配
者
の
歴
史
的
願
望
と
し
て
の
み

直
接
に
歴
史
や
神
話
と
関
連
す
る
」
と
す
≒

　
益
田
・
吉
井
の
両
者
は
、
主
と
し
て
記
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

が
、
記
に
対
応
す
る
限
り
で
は
紀
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
ら

れ
る
と
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
次
掲
の
神
野
志
の
場
合
は
、
そ
れ
を

明
示
し
て
い
る
。

　
神
野
志
は
、
「
『
古
事
記
』
か
ら
、
『
帝
紀
』
『
旧
辞
』
を
論
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ず
る
こ
と
は
困
難
だ
と
く
り
返
す
し
か
な
い
と
思
う
。
必
要
な
の

は
、
作
品
と
し
て
の
『
古
事
記
』
の
分
析
で
あ
る
。
安
易
に
『
帝

紀
』
『
旧
辞
』
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
と
し
て
の
『
古

事
記
』
が
素
通
り
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
（
中
略
）

い
わ
ゆ
る
『
帝
紀
』
『
旧
辞
』
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
作
品
と
し
て

の
『
古
事
記
』
を
見
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
」
と
す
≒
）

　
神
野
志
は
、
「
『
古
事
記
』
は
『
日
本
書
紀
』
と
と
も
に
『
王

化
』
の
歴
史
で
あ
り
、
王
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
構
築
で
あ
る
。

た
だ
、
『
古
事
記
』
は
『
王
化
』
そ
の
も
の
を
い
わ
ば
純
粋
に
理

念
的
に
語
る
の
で
あ
り
、
正
史
の
形
式
を
と
る
『
日
本
書
紀
』
と

は
役
割
を
分
担
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
も
、
「
文
学
的
構
想
力
は

政
治
性
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
不
可
分
に
あ
る
。
そ
れ
が
『
古
事

記
』
　
（
お
よ
び
『
日
本
書
紀
』
）
の
基
本
的
性
格
で
あ
っ
た
」
と

　
　
　
（
1
3
）

も
い
う
。

　
神
野
志
の
後
者
の
指
摘
は
、
記
と
紀
の
五
世
紀
以
前
部
分
か
多

く
の
共
通
性
を
持
つ
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
神
野
志
の
本
意
は
お
そ

ら
く
紀
の
全
体
を
も
ひ
と
つ
の
作
品
と
み
な
す
べ
き
こ
と
に
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
文
学
の
研
究
者
だ
ち

か
ら
主
張
さ
れ
た
、
記
（
な
ら
び
に
紀
）
を
ひ
と
つ
の
作
品
と
し

て
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
提
言
は
、
津
田
の
第
三
の
方
法
の
徹
底
化

に
よ
っ
て
、
第
一
・
第
二
の
方
法
に
よ
る
成
果
を
乗
り
越
え
、
あ

る
い
は
批
判
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
傾
聴
に
値
し
よ
う
。

　
ま
た
第
一
・
第
二
の
方
法
に
一
般
的
で
あ
る
記
紀
の
各
部
分
を

取
り
上
げ
て
断
片
的
に
考
察
の
対
象
と
す
る
よ
う
な
場
合
に
あ
っ

て
も
、
文
学
の
面
で
は
応
神
記
紀
を
対
象
と
し
た
倉
塚
嘩
子
の
研

究
な
心
付
、
歴
史
学
の
面
で
は
履
中
記
紀
を
対
象
と
し
た
泉
谷
康

夫
の
研
究
な
ど
の
Ｉ
証
、
当
該
部
分
の
全
体
を
ひ
と
つ
の
作
品

と
し
て
検
討
す
る
優
れ
た
業
績
も
あ
り
、
記
紀
を
作
品
と
み
な
し

て
分
析
す
る
視
角
は
次
第
に
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
り
、
こ
の
作
品

論
的
分
析
方
法
は
今
後
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
法
論
と

い
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
益
田
の
注
意
し
て
い
る
「
記
紀
と
は
な
に
か
」
を
問

う
作
業
を
、
歴
史
学
が
怠
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
坂
本
太
郎

は
周
知
の
ご
と
く
文
献
研
究
に
定
評
か
お
る
が
、
一
九
六
四
年
に

は
そ
れ
ま
で
の
記
紀
研
究
の
動
向
を
総
括
し
て
、
「
近
ご
ろ
発
表

さ
れ
る
史
学
者
の
論
文
は
、
こ
の
津
田
博
士
的
な
方
法
で
、
津
田

博
士
的
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
少
し
で
も
そ
れ
か
ら
出
よ
う
と

す
る
。
（
中
略
）
私
は
そ
う
い
う
結
論
自
体
に
つ
い
て
、
と
や
か

く
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
う
い

う
高
度
の
研
究
を
勢
い
よ
く
す
る
こ
と
の
で
き
る
だ
け
の
、
基
礎

的
な
研
究
を
十
分
お
や
り
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
反
問
し

た
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
別
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
記
紀
で
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研
究
す
る
前
に
、
記
紀
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
手
段
と
し

て
扱
う
前
に
、
目
的
自
体
と
し
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思

う
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
」
0
1
6
）
坂
本
は
　
１
記
紀
を
」
研
究
し
た
例

と
し
て
数
人
の
名
を
あ
げ
る
が
、
そ
の
な
か
に
梅
沢
伊
勢
三
の
名

が
み
え
る
。

　
梅
沢
は
古
田
武
彦
と
の
対
談
の
中
で
再
三
に
わ
た
っ
て
坂
本
の

認
識
を
正
当
と
評
し
、
婉
曲
に
古
田
を
批
判
し
七
0
1
7
）
梅
沢
の
近
業

は
一
九
八
八
年
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
の
要
点
は

　
「
や
は
り
『
記
・
紀
』
と
い
う
二
１
　
は
、
古
代
日
本
に
咲
き
出
た

ち
が
っ
た
花
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
古
代
国
家
と
い
う
同

じ
土
壌
に
咲
き
出
た
花
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
極
め
て
近
接
し

た
『
時
』
と
『
処
』
に
出
現
し
た
二
書
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
認

識
を
実
証
す
る
こ
と
に
あ
ら
0
1
8
）
さ
ら
に
梅
沢
は
ヽ
　
１
’
古
事
記
』

の
所
伝
を
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に
、
『
古
伝
誦
』
や
『
古
文
献
』
　
（
帝

紀
・
旧
辞
）
そ
の
ま
ま
の
筆
録
で
あ
る
と
合
点
し
て
、
『
古
事
記
』

の
古
さ
だ
け
を
過
大
評
価
し
て
し
ま
っ
た
前
近
代
的
古
事
記
観
と

の
、
い
さ
ぎ
よ
い
訣
別
で
あ
る
。
天
地
初
発
の
神
々
の
構
成
か
ら

は
じ
め
、
す
べ
て
の
物
語
・
歌
謡
・
系
譜
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
お

し
な
べ
て
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
国
家
理
念

に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
限
り
に
お
け
る
古
伝
で
あ
る
と
い
う
自
明

の
前
提
を
見
失
わ
ず
、
そ
の
視
点
か
ら
今
一
度
『
古
事
記
』
の
内

容
に
対
し
て
新
た
な
観
察
と
解
釈
と
を
は
じ
め
直
す
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
筈
で
あ
る
」
と
今
後
の
課
題
を
記
す
が
、
こ
れ
は
梅
沢

の
認
識
か
ら
み
て
記
の
み
な
ら
ず
紀
に
つ
い
て
も
の
提
言
で
あ
ろ

　
（
1
9
）

　
少
し
横
道
に
そ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
的
影
響
力
の
点
て

無
視
で
き
な
い
の
で
、
簡
単
に
古
田
の
方
法
論
に
つ
い
て
も
み
て

お
き
た
い
。
古
田
は
、
紀
は
文
武
二
九
明
・
元
正
の
立
場
を
正
当

化
す
る
史
書
で
あ
る
と
い
い
、
紀
の
評
価
と
し
て
は
正
当
な
視
点

を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
記
に
つ
い
て
は
、
前
代
の
歴
史
を
書
く

の
は
直
接
の
次
代
の
史
局
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
論
を
提
示
し
、

そ
れ
故
に
記
は
真
実
を
記
す
書
で
あ
る
と
評
価
す
ご
心
）
古
田
が
記

に
つ
い
て
前
代
の
歴
史
を
書
く
の
が
直
接
の
次
代
の
史
局
の
仕
事

で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
紀
に
つ
い
て
も
同
様
に
評
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
論
理
が
一
貫
し
な
い
。
古
田
に
は
別
に
記
の
序
文
に
中

国
思
想
の
影
響
の
み
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
論
文
が
あ
‰
）
序
文

と
本
文
を
切
断
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
当
然
、
序
文
に
み
ら
れ
る

中
国
思
想
が
本
文
に
も
貫
徹
し
て
い
る
と
結
論
す
べ
き
で
あ
り
、

古
田
は
自
己
矛
盾
を
お
こ
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
古
田
の
い
う
よ
う
に
前
代
の
歴
史
を
書
く
の
が
直
接

の
次
代
の
史
局
の
仕
事
だ
と
し
て
も
、
そ
の
次
代
の
史
局
が
前
々

代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
歴
史
叙
述
を
改
変
し
な
か
っ
た
と
い
う
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保
証
は
な
い
。
記
に
つ
い
て
の
文
学
研
究
者
の
上
に
記
し
た
よ
う

な
見
解
や
、
梅
沢
の
業
績
を
み
れ
ば
、
古
田
の
「
古
事
記
Ｈ
真
実

の
書
」
と
み
る
方
法
の
誤
り
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
上
に
成
立
し

た
論
は
空
論
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
梅
沢
の
よ
う
に
文
献
と
し
て
の
記

紀
に
こ
だ
わ
っ
た
研
究
以
外
に
も
、
記
紀
が
編
纂
物
す
な
わ
ち
一

種
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
研
究
は
、
歴
史
学
で
も
行

な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
の
日

本
史
研
究
会
古
代
史
部
会
の
い
わ
ゆ
る
「
大
化
改
新
否
定
論
」
の

研
究
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
紀
が
政
治
的
編
纂
物
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
認
識
し
た
上
で
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
具
体
的
な
方

法
論
と
い
う
点
で
は
、
自
村
江
の
敗
戦
以
降
の
律
令
国
家
建
設
期

の
諸
政
策
が
、
後
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
改
新
詔
」
と

な
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
五
世
紀
以
前
史
に
し

ば
し
ば
採
用
さ
れ
て
き
た
「
反
映
法
」
の
、
七
世
紀
後
半
版
と
も

評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
津
田
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
反
映
法
の
利
用
者
は
、
多
少

の
差
は
あ
る
も
の
の
、
本
来
は
記
紀
を
「
作
品
」
と
し
て
扱
う
と

い
う
暗
黙
の
了
解
の
上
に
、
論
を
展
開
し
て
き
た
と
み
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
反
映
法
の
枠
内
で
従
来
無
意
識
的
に
行
な
わ
れ
て
き

た
「
作
品
論
」
的
視
点
を
、
意
識
的
に
採
用
す
る
と
い
う
方
法
論

は
、
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
研
究
史
上
で
も
充
分
な
正
統

性
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
研
究
史
を
整
理
す
る
と
す
れ
ば
、
記
紀
批
判
の

　
「
作
品
論
」
的
方
法
論
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
留
意
す
る

必
要
か
お
る
こ
と
と
な
る
。
第
一
に
記
・
紀
は
そ
の
成
立
時
点
の

背
景
の
中
で
成
立
し
て
い
る
「
作
品
」
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
記

紀
は
「
作
品
」
で
あ
る
以
上
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
ま
と
ま
り
の
「
作
品
」

と
し
て
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
「
作
品
」
で
あ
る

以
上
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
構
成
を
持
ち
、
そ
れ
が
各
部
分
に
貫
徹

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
本
論
で
は
、
紀
を
分
割
し
て
五
世
紀
以
前
の
部
分
、
具
体
的
に

は
記
の
物
語
部
分
と
対
応
す
る
仁
賢
紀
以
前
を
扱
う
が
、
こ
れ
は

上
記
の
第
二
に
抵
触
し
そ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
記
が
物
語
部

分
を
顕
宗
記
（
仁
賢
の
活
動
を
も
描
く
）
で
終
え
て
い
る
以
上
、

紀
を
何
部
構
成
か
に
よ
る
「
作
品
」
と
み
て
、
仁
賢
紀
ま
で
を
そ

の
第
何
部
か
に
相
当
す
る
と
み
な
す
こ
と
は
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

　
　
一
　
本
稿
の
方
法
論
の
提
示
と
研
究
史
の
整
理
（
二
）

　
さ
て
、
紀
を
反
映
法
で
捉
え
め
ざ
ま
し
い
業
績
を
あ
げ
た
と
直

木
孝
次
郎
に
評
さ
れ
た
の
が
、
水
野
祐
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
触

れ
た
。
一
九
六
七
年
水
野
は
直
木
の
評
価
に
対
し
て
、
「
直
本
氏

71－



は
、
わ
た
し
を
反
映
法
の
代
表
者
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、

わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
記
紀
批
判
の
方
法
が
反
映
法
と
い
わ
れ
る

の
な
ら
、
そ
れ
で
よ
い
が
、
こ
の
方
法
だ
け
が
、
古
代
史
再
構
成

の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
た
だ
こ
れ
は
、
日

本
の
古
典
と
し
て
の
『
古
事
記
』
お
よ
び
『
日
本
書
紀
』
が
、
伝

承
時
代
を
は
る
か
に
へ
だ
て
た
八
世
紀
と
い
う
後
代
に
、
歴
史
書

と
し
て
の
目
的
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
殊

な
成
立
と
構
造
を
も
つ
書
物
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
史
料
批
判
す

る
に
は
、
や
は
り
そ
の
構
造
に
則
し
た
方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
と
り
あ
げ
た
方
法
な
の
で
、
わ
た
し
と
し
て

は
反
映
法
だ
け
で
日
本
古
代
史
を
書
こ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
こ
れ
は
記
紀
批
判
と
い
う
こ
と
の
た
め
の
方
法
に
す
ぎ

な
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
≒

　
水
野
が
記
紀
を
「
歴
史
書
と
し
て
の
目
的
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
成
立
と
構
造
を
も
つ
書
物
」
と
捉

え
て
い
た
こ
と
の
根
底
に
は
、
記
紀
を
ひ
と
つ
の
「
作
品
」
と
み

る
作
品
論
的
な
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
水

野
は
自
身
の
研
究
の
中
で
は
、
記
に
崩
年
干
支
を
記
さ
れ
た
天
皇

は
実
在
す
る
と
い
う
論
理
を
展
開
し
て
お
り
、
記
紀
を
史
実
に
反

映
す
る
こ
と
も
あ
る
「
歴
史
書
」
と
み
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
す
で
に
津
田
が
記
の
崩
年
干
支
に
つ
い
て
、
「
帝
紀
の
原
形
に

於
い
て
か
う
い
う
も
の
か
無
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
と
同
じ
時
代

に
書
か
れ
た
と
思
は
れ
る
旧
辞
に
於
い
て
、
年
代
記
的
に
物
語
を

排
列
し
て
な
い
こ
と
か
ら
も
、
推
測
せ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、

帝
紀
の
時
代
の
あ
ま
り
に
漠
然
た
る
を
あ
き
た
ら
な
く
思
っ
て
、

そ
れ
を
細
か
く
擬
定
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
後
人
の

所
為
ら
し
い
」
と
指
摘
し
た
こ
と
を
ヽ
水
野
は
論
破
し
て
い
な
０
　
悩

　
水
野
の
提
起
し
た
い
わ
ゆ
る
「
王
朝
交
替
説
」
が
歴
史
学
や
日

本
文
学
の
研
究
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ

ま
に
継
承
も
さ
れ
、
批
判
も
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い

て
は
す
で
に
一
九
八
〇
年
に
鈴
木
靖
民
に
よ
っ
て
定
評
あ
る
研
究

史
整
理
か
行
な
わ
れ
て
い
‰
）
記
紀
批
判
の
視
点
に
限
定
し
て
い

え
ば
「
工
朝
交
替
説
」
の
批
判
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
三
品
彰
英
が

　
「
記
紀
の
記
事
に
つ
い
て
王
朝
論
を
す
る
ほ
ど
に
記
紀
を
信
頼
で

き
れ
ば
よ
い
の
だ
が
」
と
述
べ
た
と
一
九
七
四
年
の
「
回
顧
と
展

望
」
の
川
口
勝
康
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
落
ち
つ
く
で
あ

ろ
う
。

　
　
「
記
紀
を
」
問
題
に
す
る
視
点
で
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

作
品
論
的
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
歴
史
学
の
分
野
で

記
紀
の
全
体
の
検
討
に
作
品
論
的
視
点
を
導
入
し
た
と
思
え
る
の

が
、
水
野
の
「
工
朝
交
替
説
」
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
、
一
九
八

六
年
の
前
之
園
亮
一
の
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
之
園
自
身
は
、

　
一り

乙
７

　
一



次
の
よ
う
に
立
論
す
ご
0
2
5
）

　
　
「
私
た
ち
人
間
は
、
過
去
を
ふ
り
返
る
と
き
、
か
な
ら
ず
と
い

っ
て
い
い
ほ
ど
時
代
区
分
を
す
る
」

　
　
「
個
人
の
歴
史
に
し
て
も
、
民
族
や
国
家
の
歴
史
に
し
て
も
、

時
代
区
分
の
な
い
歴
史
は
存
在
し
な
い
」

　
　
「
古
代
の
貴
族
階
級
に
よ
っ
て
、
和
銅
五
年
（
七
コ
ー
）
に
作

ら
れ
た
『
古
事
記
』
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
完
成
さ
れ
た
『
日

本
書
紀
』
も
歴
史
書
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
な
り
の
時
代
区
分
観
に

も
と
づ
い
て
構
成
、
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
　
『
日
本
書

紀
』
は
、
過
去
を
神
代
、
神
代
と
人
代
の
中
間
の
時
代
（
こ
れ
を

中
ッ
代
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
、
人
代
、
の
三
つ
の
時
代
に
大
別

し
て
い
る
」

　
　
「
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
を
編
修
し
た
八
世
紀
初
頭
の
貴

族
階
級
は
、
い
ま
み
だ
よ
う
な
時
代
区
分
観
を
有
し
て
い
た
が
、

同
時
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
空
間
区
分
観
を
も
っ
て
い
た
」

　
前
之
園
の
指
摘
す
る
八
世
紀
初
頭
の
貴
族
階
級
の
空
間
区
分
観

と
は
、
神
代
の
舞
台
と
な
る
べ
き
空
間
は
、
こ
の
世
か
ら
遠
く
へ

だ
た
っ
た
天
上
の
高
天
原
、
地
下
の
黄
泉
の
国
や
、
黄
泉
の
国
と

隣
あ
っ
て
い
る
出
雲
が
ふ
さ
わ
し
い
。
神
武
以
下
の
人
代
は
身
近

な
時
代
で
あ
り
、
そ
の
舞
台
と
な
る
べ
き
空
間
は
、
歴
代
天
皇
の

都
し
た
大
和
・
河
内
を
中
心
に
し
て
、
関
東
か
ら
九
州
中
部
ま
で

の
、
八
世
紀
初
頭
に
中
央
政
府
の
支
配
力
の
十
分
に
い
き
わ
た
っ

て
い
る
地
域
が
ふ
さ
わ
し
い
。
神
代
ほ
ど
遠
い
過
去
で
も
な
く
、

人
代
ほ
ど
近
い
過
去
で
も
な
い
中
ツ
代
の
舞
台
と
な
る
べ
き
空
問

は
、
蝦
夷
や
隼
人
の
居
住
す
る
地
域
で
あ
る
が
、
奥
羽
は
太
陽
神

と
の
関
係
か
ら
み
て
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
陽
光
の
ふ
り
そ
そ
ぐ
日

向
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
作
品
論
を
展
開
す
る
際
に
、
作
者
（
Ｈ
編
者
）
の
持
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
観
念
を
軸
と
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
有

効
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
前
之
園
が
八
世
紀
初
頭
の
貴
族
階
級
の

時
代
区
分
観
や
空
間
区
分
観
を
記
紀
以
外
の
史
料
か
ら
抽
出
し
、

そ
れ
を
尺
度
と
し
て
記
紀
を
分
析
し
た
の
な
ら
、
正
当
な
作
品
論

と
し
て
成
立
す
る
。
し
か
し
、
上
引
の
よ
う
に
前
之
園
は
八
世
紀

初
頭
の
貴
族
階
級
の
時
代
区
分
観
と
空
間
区
分
観
を
記
紀
か
ら
抽

出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
尺
度
と
し
て
記
紀
を
分
析
す
る

の
で
は
、
方
法
論
と
し
て
成
立
し
え
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
一

五
セ
ン
チ
尺
か
ら
抽
出
し
た
尺
度
で
、
一
五
セ
ン
チ
尺
を
計
測
し

て
い
る
ご
と
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
之
園
の
論
は
、
逆
に
記

紀
の
分
析
結
果
と
し
て
、
八
世
紀
初
頭
の
記
紀
作
者
（
‐
編
者
）

が
持
っ
て
い
た
時
代
区
分
観
・
空
間
区
分
観
を
提
示
す
る
目
的
を

持
っ
た
も
の
と
、
読
み
変
え
る
べ
き
も
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
一

定
の
成
果
が
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
当
≒
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以
上
の
よ
う
に
前
之
園
の
論
は
そ
の
ま
ま
で
は
方
法
論
上
で
重

大
な
欠
陥
を
有
し
、
「
王
朝
交
替
説
に
一
貫
し
た
批
判
・
反
論
を

展
開
し
、
で
き
れ
ば
、
五
世
紀
以
前
の
歴
史
の
理
解
に
新
し
い
視

野
を
拓
く
こ
と
で
あ
ら
Ｊ
）
と
い
う
目
的
を
達
成
し
え
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
た
だ
、
前
之
園
説
自
体
は
こ
の
よ
う
な
評
価
に
終
わ

っ
た
と
し
て
も
、
前
之
園
が
作
品
論
的
に
記
紀
の
全
体
（
記
の
全

体
と
紀
の
第
一
部
の
全
体
）
を
扱
お
う
と
し
た
と
い
う
点
て
、
歴

史
学
の
研
究
の
方
面
で
は
先
駆
的
な
試
み
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
作
品
論
的
な
方
法
に
よ
っ
て
記
紀
を
分
析
す
る
方
法
と
し
て
は
、

確
か
に
前
之
園
が
試
み
よ
う
と
し
た
作
者
（
＝
編
者
）
の
持
っ
て

い
た
筈
の
観
念
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
作
品
論
を
展
開
す

る
方
法
も
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
文
学
研
究
者
が
従
来
作
品
論
と

し
て
展
開
し
て
き
た
よ
う
な
、
多
様
な
方
法
が
試
み
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
作
品
自
体
に
依
拠
し
な
が
ら
、

作
品
自
体
の
構
成
を
探
り
出
す
と
い
う
方
法
を
試
み
た
い
。
作
品

の
本
性
と
し
て
、
作
品
に
は
作
者
（
‐
編
者
）
の
脳
裏
に
結
実
す

る
イ
メ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
一
部
分
に
せ
よ
そ

れ
が
探
り
出
せ
れ
ば
、
作
品
全
体
の
構
造
が
ぼ
ん
や
り
と
て
も
浮

か
び
上
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
具
体
的

な
作
品
分
析
の
作
業
に
移
り
た
0
　
0
2
8
）

　
　
　
　
注

　
（
１
）
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
・
上
』
　
（
『
津
田
左
右

　
　
吉
全
集
』
第
一
巻
・
一
九
六
三
年
二
石
波
書
店
）
二
頁
。

　
（
２
）
直
木
孝
次
郎
「
大
化
前
代
の
研
究
法
に
つ
い
て
」
（
同
「
日

　
　
本
古
代
国
家
の
構
造
」
一
九
五
八
年
よ
月
木
書
店
）
三
二
二

　
　
頁
。

　
（
３
）
史
学
会
編
『
日
本
歴
史
学
会
の
回
顧
と
展
望
・
一
　
・
二
』

　
　
　
二
九
八
七
年
・
山
川
出
版
社
）
ほ
か
、
史
学
雑
誌
各
編
五

　
　
号
に
よ
る
。
以
下
、
「
回
顧
と
展
望
」
に
つ
い
て
は
一
々
の
注

　
　
記
を
省
略
す
る
。

　
（
４
）
埼
玉
県
教
育
委
員
会
『
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
金
象
嵌
銘

　
　
概
報
』
　
二
九
七
九
年
・
同
教
委
）
な
ど
。

　
（
５
）
拙
稿
「
五
世
紀
代
二
人
物
の
実
在
性
に
つ
い
て
Ｉ
葛
城
襲

　
　
津
彦
と
雄
略
天
皇
－
」
　
（
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
一

　
　
七
・
一
九
八
三
年
）
に
筆
者
の
鉄
剣
銘
に
つ
い
て
の
理
解
を

　
　
記
し
た
。

　
（
６
）
津
田
左
右
吉
（
１
）
九
頁
。

　
（
７
）
津
田
左
右
吉
（
１
）
六
〇
頁
。

　
（
８
）
津
田
氏
の
著
述
に
は
不
整
合
な
部
分
も
み
ら
れ
、
断
片
的

　
　
引
用
で
は
断
言
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
よ

　
　
う
に
理
解
し
た
。

　
（
９
）
以
下
、
筆
者
は
文
学
の
方
面
か
ら
の
研
究
業
績
に
う
と
い

　
　
の
で
、
文
学
の
面
の
研
究
史
整
理
を
目
指
し
た
記
述
で
は
な
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い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
1
0
）
益
田
勝
実
「
記
紀
か
ら
ど
う
古
代
を
見
る
か
」
　
（
国
文
学

　
　
二
九
巻
一
一
号
二
九
八
四
年
）
二
六
・
二
七
頁
。

（
Ｈ
）
吉
井
巌
「
古
事
記
の
作
品
的
性
格
に
つ
い
て
」
　
（
国
文
学

　
　
二
九
巻
一
一
号
・
一
九
八
四
年
）
七
一
頁
。

（
1
2
）
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
達
成
』
　
二
九
八
三
年
・
東
京

　
大
学
出
版
会
）
四
七
頁
。

（
Ｂ
）
神
野
志
隆
光
（
1
2
）
　
一
六
・
一
七
頁
。

（
1
4
）
倉
塚
嘩
子
「
胎
中
天
皇
の
神
話
（
上
）
八
中
）
二
下
）
」

　
　
（
文
学
五
〇
巻
二
こ
一
丁
四
号
・
一
九
八
二
年
）

（
1
5
）
泉
谷
康
夫
「
履
中
即
位
前
紀
（
記
）
の
神
話
的
性
格
」
（
横

　
　
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
・
第
一
三
冊
』
一
九
八
五
年
・

　
　
塙
書
房
）

（
1
6
）
坂
本
太
郎
『
記
紀
研
究
の
現
段
階
』
　
（
同
『
日
本
古
代
史

　
　
の
基
礎
研
究
・
上
・
文
献
編
』
一
九
六
四
年
・
東
京
大
学
出

　
　
版
会
）
二
頁
。

（
1
7
）
梅
沢
伊
勢
＝
「
古
田
武
彦
「
『
記
』
『
紀
』
研
究
の
周
辺

　
　
か
ら
」
　
（
季
節
こ
一
号
・
一
九
八
八
年
）

（
1
8
）
梅
沢
伊
勢
三
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
の
検
証
』
　
二
九
八

　
　
八
年
―
吉
川
弘
文
館
）
二
〇
頁
。

（
1
9
）
梅
沢
伊
勢
三
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
の
成
立
』
　
（
一
九
八

　
　
八
年
よ
口
川
弘
文
館
）
二
二
二
・
二
二
三
頁
。

（
2
0
）
古
田
武
彦
「
古
事
記
・
日
本
書
紀
成
立
の
根
本
問
題
」

　
　
（
同
『
邪
馬
皇
国
の
展
開
』
一
九
八
三
年
・
駿
々
堂
出
版
）
。

　
　
な
お
、
古
田
の
著
作
は
多
数
あ
る
の
で
、
本
学
の
中
小
路
駿

　
　
逸
先
生
に
依
頼
し
て
基
礎
的
な
も
の
を
選
定
・
貸
与
し
て
い

　
た
だ
き
、
理
解
し
た
。

（
2
1
）
古
田
武
彦
「
古
事
記
序
文
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
注
（
2
0
）

　
に
同
じ
）
。

（
2
2
）
水
野
祐
『
日
本
古
代
の
国
家
形
成
』
　
二
九
六
七
年
・
講

　
談
社
）

（
2
3
）
津
田
左
右
吉
（
１
）
五
〇
頁
。
な
お
、
水
野
祐
の
崩
年
干

　
支
の
取
扱
い
が
不
充
分
で
あ
る
と
の
批
判
が
、
黛
弘
道
に
よ

　
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
は
、
時
野
谷
滋
「
日
本
古
代

　
王
朝
交
替
説
の
根
本
問
題
」
　
（
大
倉
山
論
集
2
1
・
一
九
八
七

　
年
）
に
み
え
る
。

（
2
4
）
鈴
木
靖
民
『
古
代
国
家
史
研
究
の
歩
み
』
（
一
九
八
〇
年
・

　
新
人
物
往
来
社
）

（
2
5
）
前
之
園
亮
一
『
古
代
王
朝
交
替
説
批
判
』
（
一
九
八
六
年
・

　
吉
川
弘
文
館
）
。
以
下
の
引
用
は
同
書
一
〇
～
一
四
頁
に
よ

　
る
。

（
2
6
）
前
之
園
亮
一
　
（
2
5
）
の
方
法
論
へ
の
同
様
な
疑
問
は
、
す

　
で
に
武
光
誠
「
初
期
大
和
王
朝
に
関
す
る
最
近
の
研
究
」
（
東

　
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
六
三
号
・
一
九
九
〇
年
）
に
も
み
え
る
。

　
武
光
は
、
「
記
紀
の
時
代
区
分
観
が
氏
の
指
摘
し
た
通
り
の

　
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
明
ら
か
に
し
難
い
面
も
あ
る
が
、
氏

　
の
説
は
は
じ
め
て
王
朝
交
替
説
に
正
面
か
ら
疑
問
を
提
出
し

　
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
」
　
（
八
〇
頁
）
と

　
い
う
。

（
2
7
）
前
之
園
亮
一
　
（
2
5
）
六
・
七
頁
。

（
2
8
）
以
下
、
本
論
部
分
は
本
年
度
の
本
学
文
学
部
紀
要
二
四
号

　
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
咋
年
度
同
紀
要
二
三
号
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の
拙
稿
「
記
紀
の
五
世
紀
以
前
の
天
皇
系
譜
作
製
過
程
試
論
」

を
も
参
照
し
て
載
き
た
い
。
ま
た
両
者
は
一
連
の
構
想
に
よ

っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
研
究
史
の
整
理
に
や
や
重
複

し
た
部
分
か
お
る
こ
と
は
、
ご
了
解
載
き
た
い
。
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