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（
姉
崎
の
弟
子
で
あ
り
帰
一
協
会
会
員
で
も
あ
っ
た
）
旧
蔵
遺
品
の
中
に
、
昭

和
一
四
年
三
月
ま
で
の
『
紀
要
』
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
照
す
れ

ば
、
本
書
巻
末
付
録
で
は
昭
和
八
年
で
途
切
れ
て
い
る
月
例
会
記
録
を
よ

り
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
い
ま
だ
行
方
知
れ
ず
の
『
帰

一
協
会
会
報
』
の
欠
号
な
ど
、
こ
の
類
い
の
散
逸
史
料
は
国
内
外
に
ま
だ

ま
だ
眠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
引
き
続
き
の
蒐
集
と
保
存
、
公

開
を
期
待
し
た
い
。
他
に
も
、『
帰
一
協
会
叢
書
』
全
十
巻
や
、
小
冊
子

『
時
局
論
叢
』
全
三
冊
な
ど
、
活
字
と
な
っ
た
出
版
物
の
成
り
立
ち
等
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
自
分
が
そ
れ
を
し

な
い
ま
ま
、
か
ら
め
手
か
ら
攻
略
す
る
前
に
ま
ず
は
正
攻
法
を
尽
く
す
べ

き
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
満
を
述
べ
る
の
は
無
責
任
な
こ
と
で
あ

る
と
は
承
知
し
つ
つ
、
未
来
の
帰
一
協
会
研
究
に
期
待
し
て
筆
を
お
き
た

い
。

�

（
東
北
大
学
教
授
）

赤
澤
史
朗
、
北
河
賢
三
、
黒
川
み
ど
り
、
戸
邉
秀
明
編
著

『
触
発
す
る
歴
史
学
─
鹿
野
思
想
史
と
向
き
あ
う
』

（
日
本
経
済
評
論
社
・
二
〇
一
七
年
）

荻
野
　
富
士
夫

一
　
鹿
野
史
学
に
一
貫
す
る
も
の
、
転
回
す
る
も
の

　
「
戦
後
歴
史
学
の
第
二
世
代
」
と
し
て
一
九
六
〇
年
代
に
民
衆
思
想
史

を
確
立
し
た
鹿
野
政
直
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
「
近
代
」「
民
衆
」「
国

家
」、
そ
し
て
「
日
本
」
の
あ
り
よ
う
を
内
在
的
に
論
じ
つ
づ
け
て
き
た
。

そ
の
多
彩
か
つ
膨
大
な
著
述
と
社
会
的
な
発
言
・
行
動
は
歴
史
研
究
者
に

と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
人
び
と
に
新
た
な
問
題
領
域
の
所
在
を
示
す
と
と

も
に
、
そ
れ
ら
の
解
決
に
立
ち
向
か
っ
た
「
個
性
」
の
強
靭
で
独
創
的
な

思
索
と
行
動
を
通
し
て
変
革
へ
の
希
望
を
指
し
示
し
て
き
た
。
文
字
通
り

の
「
触
発
す
る
歴
史
学
」
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
個
々
の

領
域
で
の
評
価
や
批
判
と
は
別
に
、
そ
の
半
世
紀
以
上
に
お
よ
ぶ
鹿
野
史

学
総
体
の
本
格
的
な
検
証
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
未
踏
の
課
題
に
日
本
現
代
思
想
史
研
究
会
の
参
加
者
ら
が
共
同
研

究
と
し
て
取
り
組
ん
だ
成
果
が
、
本
書
と
な
っ
た
。
黒
川
み
ど
り
「
鹿
野

思
想
史
と
向
き
あ
う
」
を
序
説
と
し
、
第
一
部
「
鹿
野
思
想
史
の
成
立
と

方
法
」
は
三
つ
の
論
文
、
第
二
部
「
鹿
野
思
想
史
の
焦
点
／
そ
の
問
題
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群
」
は
六
つ
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
全
体
を
通
し
て
「
鹿
野
思
想
史
に

立
ち
返
る
こ
と
は
、
我
々
に
よ
る
今
日
の
歴
史
学
の
自
己
点
検
と
な
ろ

う
」（
黒
川
「
序
説
」）
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
立
ち
、
鹿
野
史
学
の
「
根
底

に
あ
る
「
広
く
歴
史
学
批
判
の
構
え
」」（
戸
邉
「
あ
と
が
き
」）
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、「
読
み
手
を
魅
き
つ
け
心
に
食
い
入
る
」（
黒

川
）、
す
な
わ
ち
「
触
発
さ
れ
る
瞬
間
に
現
れ
る
作
用
」（
戸
邉
）
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
何
を
学
び
と
っ

た
の
か
が
省
察
さ
れ
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
鹿
野
の
著
作
を
史
学
史
的
な

位
置
づ
け
か
ら
離
れ
て
「
一
箇
の
〝
作
品
〟」（
戸
邉
）
と
し
て
読
み
解
こ

う
と
し
て
い
る
点
に
あ
り
、
そ
の
「
作
品
」
へ
の
愛
着
と
敬
意
が
う
か
が

え
る
。

　
「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
腑
分
け
さ
れ
て
し
ま
っ
て
」
と
い
う
鹿
野
の
呟
き
が

聞
こ
え
て
き
そ
う
な
ほ
ど
、
本
書
で
は
鹿
野
史
学
の
形
成
と
展
開
の
過
程

お
よ
び
特
徴
が
精
密
に
深
奥
ま
で
解
析
さ
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
社
会
状

況
や
歴
史
認
識
と
全
力
で
対
峙
し
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
と
と
も
に
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
思
想
性
を
読
込
み
、
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
文
章
の
喚
起

力
や
破
壊
力
に
あ
ら
た
め
て
圧
倒
さ
れ
る
。

　
「
鹿
野
思
想
史
の
成
立
過
程
」
を
概
観
す
る
黒
川
「
序
説
」
は
、「
鹿
野

に
と
っ
て
「
近
代
」
と
向
き
合
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
国
家
」
と

対
決
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
戦
後
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
、
国
民
国
家
論

に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
や
社
会
史
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
研
究

な
ど
に
も
問
い
を
投
げ
か
け
て
き
た
」
と
す
る
。「
戦
後
歴
史
学
か
ら
の

離
脱
」
と
「
主
体
と
し
て
の
「
民
衆
」
像
の
提
示
」
を
志
向
し
て
い
く
一

九
七
〇
年
前
後
を
、
鹿
野
思
想
史
の
成
立
と
み
る
。
ま
た
、
黒
川
は
第
一

部
の
「
鹿
野
思
想
史
と
丸
山
政
治
思
想
史
」
に
お
い
て
、
福
沢
諭
吉
と
の

対
決
を
通
じ
て
鹿
野
が
丸
山
眞
男
か
ら
離
脱
し
て
い
く
過
程
を
丹
念
に
描

い
て
い
る
。

　

北
河
「
触
発
す
る
歴
史
学

─
鹿
野
思
想
史
の
特
徴
と
性
格
に
つ
い

て
」
は
、
鹿
野
の
文
章
に
「
い
わ
ば
全
身
で
対
手
を
受
け
止
め
応
答
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
と
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
著
者
の
想
い
（
敬
愛
と
共
感
）」

を
読
み
と
っ
た
う
え
で
、「
思
想
が
発
酵
す
る
場
と
し
て
の
〝
文
学
〟
に

注
目
し
て
、「
個
性
た
ち
」
や
民
衆
の
思
想
に
向
き
合
い
、
そ
の
思
想
を

時
代
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
見
定
め
よ
う
と
す
る
思
想
史
学
」
と
す
る
。

こ
の
位
置
づ
け
は
、
鹿
野
史
学
の
「
触
発
」
性
を
的
確
に
言
い
当
て
て
い

る
。

　
『
資
本
主
義
形
成
期
の
秩
序
意
識
』
に
即
し
て
「
前
期
鹿
野
思
想
史
学

の
確
立
過
程
」
を
追
っ
た
戸
邉
は
、「
変
革
主
体
を
検
出
し
て
「
い
か
に

解
放
さ
れ
て
き
た
か
」
を
語
る
ば
か
り
で
な
く
、「
い
か
に
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
か
と
い
う
視
点
」
か
ら
歴
史
を
見
る
こ
と
」
を
鹿
野
史
学
に
一
貫

す
る
も
の
と
み
る
。
一
方
で
、
色
川
大
吉
に
よ
る
批
判
や
一
九
六
〇
年
代

前
半
に
噴
出
し
た
社
会
矛
盾
と
向
き
合
う
な
か
で
、「
鹿
野
は
西
洋
や
発

展
段
階
を
基
準
に
し
た
近
代
日
本
の
歪
み
や
遅
れ
で
は
な
く
、
近
代
そ
れ

自
体
が
生
み
出
す
問
題
を
直
視
す
る
よ
う
に
な
」
っ
た
と
し
て
、
後
期
鹿

野
思
想
史
で
「
開
花
す
る
要
素
」、
す
な
わ
ち
「
め
ざ
さ
れ
た
近
代
」
か

ら
「
嵌
め
こ
ま
れ
た
近
代
」
へ
の
転
換
、
そ
し
て
「
公
事
」
か
ら
「
私

事
」
へ
の
転
回
が
予
測
さ
れ
る
。
な
お
、
戸
邉
が
『
秩
序
意
識
』
へ
の
体
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系
化
過
程
を
仔
細
に
検
討
す
る
な
か
で
、「
初
出
論
文
に
は
あ
っ
た
問
題

関
心
の
表
明
や
研
究
史
の
批
判
等
の
文
脈
」
が
抜
け
落
ち
た
こ
と
に
言
及

し
、
そ
の
初
出
論
文
の
「
固
有
の
意
義
」
が
な
く
な
っ
て
い
な
い
と
す
る

点
は
傾
聴
に
値
す
る
。

二
　「
実
践
性
」「
戦
闘
性
」
へ
の
収
斂

　

各
論
と
な
る
第
二
部
の
論
文
を
通
じ
て
、「
触
発
」
性
と
い
う
点
に
注

目
す
る
と
、
鹿
野
史
学
の
特
徴
は
総
じ
て
「
実
践
性
」
や
「
戦
闘
性
」
に

収
斂
し
て
い
く
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
黒
川
「
序
説
」
で
「
鹿
野
は
、
あ

ら
ゆ
る
場
に
成
立
す
る
〝
権
威
〟
に
抗
う
こ
と
を
求
め
、「
う
ち
な
る
奴

隷
性
」
を
見
つ
め
、
疎
外
さ
れ
て
い
る
人
び
と
の
声
を
拾
い
上
げ
、
日
本

の
現
実
的
な
問
題
に
〝
正
対
〟
し
て
き
た
研
究
者
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
各
論
に
お
い
て
具
体
的
に
検
証
さ
れ
た
。

　

小
林
瑞
乃
「「
個
性
の
ふ
る
ま
い
」
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、「「
人
生
」

の
た
め
の
歴
史
学
、〝
希
望
〟
の
た
め
の
歴
史
学
」
と
す
る
と
同
時
に
、

「「
個
」
＝「
生
」
の
圧
伏
へ
の
拒
否
の
精
神
は
、
現
代
社
会
の
病
理
を
も

照
射
す
る
」
と
そ
の
「
実
践
性
」
を
指
摘
す
る
。
上
田
美
和
「
呪
詛
さ
れ

る
近
代
」
で
は
、
現
在
こ
そ
「
鹿
野
が
解
明
し
た
反
近
代
の
論
理
を
、
再

び
参
照
す
る
こ
と
の
意
味
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
鹿
野
民
衆

思
想
史
を
「
反
近
代
」
と
「
正
対
す
る
た
め
の
光
源
」
と
し
て
意
義
づ
け

る
。

　

鹿
野
『
現
代
日
本
女
性
史
』
の
内
在
的
な
分
析
を
試
み
た
和
田
悠
「
鹿

野
女
性
史
の
視
角
」
は
、
鹿
野
の
「
屹
立
す
る
精
神
」
に
触
発
さ
れ
た
と

し
て
、
そ
の
女
性
論
の
現
代
性
を
「
日
本
を
戦
争
の
で
き
る
国
に
す
る
こ

と
を
課
題
と
し
、
性
差
別
を
利
用
し
て
国
民
動
員
を
行
お
う
と
す
る
同
時

代
の
支
配
体
制
へ
の
根
源
的
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
に
見
出
し
た
。

鹿
野
『
健
康
観
に
み
る
近
代
』
に
「
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か

け
て
顕
著
に
な
っ
た
時
代
状
況
」
の
色
濃
い
投
影
を
み
る
高
岡
裕
之
「
思

想
史
の
場
と
し
て
の
「
健
康
」」
も
、
近
年
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
や

「
国
家
」
が
「
健
康
」
管
理
を
強
め
る
状
況
に
対
す
る
「
鹿
野
の
「
近
代
」

へ
の
向
き
あ
い
方
」
は
さ
ら
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
き
た
と
す
る
。

　
「
沖
縄
を
通
じ
て
自
己
の
思
想
史
研
究
を
更
新
し
続
け
る
鹿
野
の
思
考

の
現
在
」
を
探
究
し
た
戸
邉
「
い
の
ち
の
思
想
史
の
方
へ
」
は
、「
民
衆

思
想
の
根
源
を
「
い
の
ち
の
思
想
」
と
捉
え
る
鹿
野
の
方
法
的
構
え
が
さ

ら
に
確
か
な
も
の
と
な
っ
」
た
と
す
る
と
と
も
に
、「
国
家
や
社
会
が
押

し
つ
け
る
秩
序
を
相
対
化
し
た
り
、
組
み
替
え
た
り
し
て
別
個
の
制
度
や

秩
序
を
構
想
す
る
想
像
力
に
あ
ら
た
め
て
希
望
を
見
い
だ
し
て
い
る
」
と

観
測
す
る
。
こ
の
理
解
は
後
期
鹿
野
史
学
の
現
在
位
置
を
示
し
て
お
り
、

学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

　

赤
澤
「「
兵
士
論
」
と
そ
の
問
題
点
」
と
小
沢
節
子
「
鹿
野
政
直
「
浜

田
知
明
論
」
の
深
度
と
射
程
」
は
、
と
も
に
自
身
の
関
心
に
引
き
つ
け
て

「
兵
士
論
」
と
「
浜
田
論
」
の
深
化
を
図
っ
た
と
い
え
る
。
前
者
は
鹿
野

兵
士
論
で
は
「
兵
士
た
ち
の
戦
後
の
生
き
方
か
ら
振
り
返
っ
た
「
戦
争
体

験
」
と
そ
の
変
化
が
、
十
分
究
明
さ
れ
て
い
な
い
」
と
批
判
す
る
。
浜
田

「
風
景
」
な
ど
に
「
日
本
軍
の
加
害
」
が
描
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
の
も
つ
独
自
の
可
能
性
を
示
す
」
と
い
う
指
摘
は
興
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味
深
い
。

　

小
沢
は
、
銅
版
画
の
技
法
な
ど
に
お
よ
ぶ
鹿
野
の
浜
田
論
に
つ
い
て
、

「
思
想
の
全
容
を
理
解
す
る
と
は
思
惟
方
法
・
思
惟
過
程
を
含
め
て
考
察

す
る
こ
と
」
と
い
う
鹿
野
思
想
史
の
立
場
の
貫
徹
を
み
る
。
さ
ら
に
「
鹿

野
自
身
の
経
験
と
共
振
さ
せ
な
が
ら
、
日
本
軍
兵
士
だ
っ
た
作
家
の
精
神

構
造
と
戦
後
日
本
へ
の
異
議
申
立
て
を
絵
の
中
に
読
み
解
き
、
絵
画
か
ら

照
し
返
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
」
姿
勢
に
共
感
す

る
こ
と
で
、「
歴
史
家
が
絵
画
を
読
む
」
意
味
を
探
り
求
め
た
。

三
　
鹿
野
史
学
に
お
け
る
通
史
的
著
作
の
「
触
発
」
性

　

私
自
身
も
鹿
野
史
学
か
ら
大
き
く
「
触
発
」
さ
れ
た
一
人
な
が
ら
、
そ

の
「
触
発
」
の
内
実
に
正
対
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
。
本
書
は
お
よ
そ

六
〇
年
に
お
よ
ぶ
鹿
野
史
学
に
つ
い
て
再
認
識
を
迫
る
と
も
に
、
い
く
つ

も
の
新
た
な
知
見
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
達
成
へ
の
労
に
敬
意
を
表
し

た
上
で
、
二
つ
の
注
文
を
付
し
た
い
。

　

一
つ
は
、
後
期
と
呼
ぶ
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
現
在
に
至
る
鹿
野
史
学

が
、
ど
の
よ
う
に
内
在
的
要
因
と
外
在
的
要
因
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き

た
の
か
を
、
よ
り
太
い
線
で
提
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

序
説
と
第
一
部
北
河
論
文
で
の
言
及
は
あ
る
と
は
い
え
、
第
二
部
の
「
問

題
群
」
は
原
則
的
に
個
々
の
「
問
題
」
の
集
成
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ

れ
ら
が
「
群
」
と
し
て
、
時
間
的
に
、
論
理
的
に
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
生

成
・
配
置
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
研
究
会
の
共
同
研
究
と
し
て
、

お
よ
び
本
書
の
編
集
過
程
に
お
い
て
、
や
は
り
検
証
・
論
議
す
べ
き
で
あ

っ
た
。

　
「
近
代
」
観
の
転
換
と
「
私
事
」
を
出
発
点
と
す
る
転
回
か
ら
の
鹿
野

史
学
は
四
十
年
余
を
閲
し
て
お
り
、
そ
れ
を
後
期
思
想
史
と
一
括
す
る
の

は
や
や
無
理
が
あ
ろ
う
。『
鹿
野
政
直
思
想
史
論
集
』
刊
行
後
は
沖
縄
に

焦
点
を
絞
り
つ
つ
、
福
島
や
憲
法
改
悪
阻
止
な
ど
の
「
国
家
」
と
の
対
抗

に
力
を
注
い
で
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
第
二
部
「
問
題
群
」
の
三
十
年

余
が
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
三
十
年
余
を
二
分
、
な
い
し

三
分
し
て
、
新
た
な
「
問
題
」
が
ど
の
よ
う
に
次
々
と
繰
り
だ
さ
れ
、
ど

の
よ
う
な
相
互
連
関
と
発
展
の
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
知
り
た
い
と
思
う
。

社
会
史
へ
の
応
答
と
し
て
健
康
観
の
領
域
が
浮
上
し
た
段
階
、
そ
し
て
鹿

野
の
近
代
史
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
「
軍
隊
」
の
問
題
に
「
兵
士
論
」
の

視
角
か
ら
立
ち
返
っ
た
段
階
が
、
そ
の
画
期
と
い
え
よ
う
か
。

　

個
人
的
な
体
験
で
恐
縮
だ
が
、
主
に
七
〇
年
代
後
半
の
大
学
院
ゼ
ミ
に

連
な
る
な
か
、
ゼ
ミ
室
や
喫
茶
店
で
の
雑
談
で
、
鹿
野
か
ら
中
山
千
夏

『
か
ら
だ
ノ
ー
ト
』（
一
九
七
七
年
）
や
灰
谷
健
次
郎
『
莵
の
眼
』（
一
九
七

四
年
）・『
太
陽
の
子
』（
一
九
七
八
年
）
な
ど
の
読
後
感
が
語
ら
れ
た
こ
と

を
思
い
出
す
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
女
性
・
差
別
・
沖
縄
な
ど
を
主

題
と
す
る
著
作
が
刊
行
さ
れ
、
ゼ
ミ
生
た
ち
は
あ
の
時
の
話
題
が
、
と
気

が
つ
く
の
だ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、
あ
る
主
題
が
著
作
と
し
て
出
現
す
る

前
に
は
長
い
醸
成
の
時
間
が
あ
り
、
そ
の
間
に
は
主
題
周
辺
の
事
象
の
博

捜
が
重
ね
ら
れ
た
は
ず
で
、
先
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
の
一
端
だ
っ
た
。
ま

た
、
新
聞
の
書
評
を
担
当
さ
れ
た
際
、
克
復
・
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
本
も
あ
る
と
い
う
決
意
を
漏
ら
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
権
力
・
権
威
へ
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の
強
烈
な
意
志
の
発
露
と
し
て
記
憶
に
残
っ
た
。

　

私
に
と
っ
て
鹿
野
史
学
と
の
出
会
い
は
『
日
本
近
代
史

─
黒
船
か
ら

敗
戦
ま
で
』（
西
岡
虎
之
助
と
の
共
著
、
一
九
七
一
年
、
実
際
の
執
筆
は
ほ
ぼ

一
九
六
四
年
ま
で
）
で
あ
っ
た
。
単
な
る
歴
史
好
き
で
文
学
部
史
学
科
を

志
望
し
、
分
か
ら
な
い
な
り
に
古
代
史
か
ら
近
代
史
の
専
門
書
に
手
を
伸

ば
す
な
か
で
、
文
学
や
伝
記
・
記
録
な
ど
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
「
人
び
と

の
生
活
と
心
情
の
歴
史
」（「
共
著
者
の
一
人
に
よ
る
あ
と
が
き
」）
と
い
う

も
の
が
あ
り
う
る
の
だ
と
い
う
驚
き
と
面
白
さ
で
す
ぐ
に
近
代
史
に
引
き

寄
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
「「
小
文
字
」
の
側
か
ら
「
大
文
字
」
を
み
る
」

（『
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
』
九
八
年
）
と
い
う
鹿
野
史
学
に
「
触
発
」
さ
れ
た
瞬

間
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
第
二
部
「
問
題
群
」
の
領
域
に
接
す
る
た
び
に
驚
嘆
し
「
触

発
」
さ
れ
て
き
た
が
、
私
が
も
っ
と
も
鹿
野
史
学
に
親
し
み
、
多
大
な

教
え
を
享
受
し
た
の
は
、
本
書
が
対
象
と
す
る
『
思
想
史
論
集
』
に
は

収
録
さ
れ
な
か
っ
た
一
般
向
け
と
い
っ
て
よ
い
通
史
的
著
作
の
数
々

─

『
明
治
の
思
想
』（
一
九
六
四
年
）
か
ら
『
日
本
近
代
史
』
を
挟
み
、『
近
代

の
日
本
』（
ジ
ュ
ニ
ア
版
、
七
八
年
）、『
近
代
日
本
思
想
案
内
』（
九
四
年
）、

『
日
本
の
現
代
』（
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
）、『
日
本
の
近
代
思
想
』

（
〇
一
年
）、『
近
代
国
家
を
構
想
し
た
思
想
家
た
ち
』、『
近
代
社
会
と
格

闘
し
た
思
想
家
た
ち
』（
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
〇
五
年
）

─
で
あ
っ
た
。
こ

の
系
譜
に
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
七
六
年
）
や
『
祖
母
・
母
・
娘
の

時
代
』（
八
五
年
）、『
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
』
も
加
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。

　

し
た
が
っ
て
、
二
つ
目
の
注
文
は
書
評
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
が
、
鹿
野

史
学
の
「
触
発
」
性
を
通
史
的
著
作
の
な
か
に
も
探
究
し
て
ほ
し
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
は
い
ず
れ
も
平
易
な
が
ら
複
層
的
な
文

章
に
よ
り
「
近
代
」「
民
衆
」「
国
家
」「
日
本
」
な
ど
と
の
格
闘
ぶ
り
が

盛
り
込
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
通
史
的
叙
述
そ
の
も
の
を
大
切
に
す
る
姿

勢
が
貫
か
れ
て
い
た
。『
近
代
国
家
を
構
想
し
た
思
想
家
た
ち
』
刊
行
時

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
七
月
三
一
日
）
で
、「
一
般

教
育
」
の
授
業
を
よ
り
志
向
す
る
理
由
と
し
て
「
研
究
成
果
を
伝
え
る
よ

り
、
受
講
生
が
も
う
少
し
人
生
と
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
」
と
語
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
意
識
的
に
通
史
的
著
作
を
社
会
に
届
け
よ
う
と
す

る
姿
勢
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
一
般
教
育
」
を
担
当
し
て
き
た
私
に
は
、

到
達
し
が
た
い
な
が
ら
も
、
こ
の
「
も
う
少
し
人
生
と
向
き
合
え
る
」
た

め
の
、
よ
り
住
み
や
す
い
社
会
を
希
求
す
る
歴
史
学
は
め
ざ
す
べ
き
目
標

で
あ
り
つ
づ
け
た
。

　

再
び
個
人
的
記
憶
を
た
ど
れ
ば
、
学
部
三
年
の
近
代
史
講
義
の
際
に
遠

山
茂
樹
『
明
治
維
新
』（
一
九
五
一
年
）
に
言
及
し
、
そ
の
簡
潔
で
凝
縮
さ

れ
た
本
文
の
背
後
に
あ
る
膨
大
な
史
料
と
研
究
の
蓄
積
に
つ
い
て
語
ら
れ

た
こ
と
が
あ
る
。
ゼ
ミ
の
テ
キ
ス
ト
は
『
自
由
党
史
』
や
『
原
敬
日
記
』

だ
っ
た
。
現
在
で
も
『
昭
和
天
皇
実
録
』
を
熟
読
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
政
治
史
・
経
済
史
が
王
道
で
あ
り
、
思
想
史
は
脇
道
と
い
う

述
懐
も
折
に
ふ
れ
て
な
さ
れ
た
。
諧
謔
的
な
表
現
と
は
い
え
、
学
生
ら
に

対
す
る
政
治
史
・
経
済
史
を
し
っ
か
り
学
び
な
さ
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
り
、
鹿
野
自
身
に
と
っ
て
も
そ
れ
を
肝
に
銘
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
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よ
う
に
推
測
す
る
。
鹿
野
に
と
っ
て
政
治
史
・
経
済
史
を
基
軸
と
す
る
日

本
近
現
代
史
の
通
史
的
叙
述
を
試
み
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
「
近
代
」
や

「
国
家
」
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

深
沢
七
郎
『
笛
吹
川
』
の
よ
う
な
日
本
通
史
を
め
ざ
し
た
『
日
本
近

代
史
』
で
は
、「
歴
史
に
お
け
る
表
面
上
の
で
き
ご
と
つ
ま
り
政
治
的

諸
事
件
な
ど
は
抽
象
的
に
」、「
人
び
と
の
生
活
と
心
情
の
歴
史
」（「
共

著
者
の
一
人
に
よ
る
あ
と
が
き
」）
は
具
体
的
に
書
こ
う
と
努
め
た
と
い

う
。
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
も
の
さ
れ
た
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で

は
、「
当
時
の
人
々
が
向
か
い
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
国
家
の
構
造
・
支
配
の

実
態
を
も
、
で
き
る
だ
け
あ
き
ら
か
に
し
た
い
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ

ら
の
分
野
の
叙
述
に
「
思
想
史
的
〝
視
点
〟」
を
組
み
込
み
た
い
と
す
る
。

ジ
ュ
ニ
ア
版
『
近
代
の
日
本
』
で
基
軸
に
据
え
た
の
は
、「
民
主
主
義
が
、

ど
ん
な
ふ
う
に
達
成
さ
れ
よ
う
と
し
、
ま
た
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
か
」
と

い
う
点
と
「
た
び
た
び
お
き
た
戦
争
の
意
味
を
考
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
同
書
で
は
四
六
都
道
府
県
の
具
体
事
例
を
網
羅
す
る
と
い
う
手
法

を
と
っ
て
、「
地
域
」
へ
の
視
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
の
現
代
』

に
お
い
て
は
、「
経
済
大
国
と
い
う
枠
組
」
と
「
日
米
関
係
と
い
う
枠
組
」

を
骨
格
と
し
、
そ
の
枠
組
の
「
揺
ら
ぎ
、
転
換
と
再
編
」
を
通
し
て
二
〇

世
紀
末
の
時
点
で
「
日
本
は
ど
こ
へ
」
と
い
う
総
括
が
な
さ
れ
た
。

　
『
近
代
日
本
思
想
案
内
』
の
「
は
じ
め
に
」
で
は
「
思
想
と
向
き
あ
う
」

意
味
が
、『
近
代
国
家
を
構
想
し
た
思
想
家
た
ち
』
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
は

「
わ
た
く
し
に
と
っ
て
な
ぜ
思
想
史
だ
っ
た
の
か
」
が
、『
近
代
社
会
と
格

闘
し
た
思
想
家
た
ち
』
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
は
「
私
事
は
歴
史
に
な
ら
な
い

か
」
と
い
う
、
鹿
野
史
学
の
本
質
に
連
な
る
キ
ー
概
念
が
集
約
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、『
思
想
案
内
』
の
末
尾
に
「
思
想
の
環
境
を
知
る
た
め
」
と

し
て
「
言
論
法
規
」
を
付
し
て
い
る
こ
と
も
、
思
想
を
「
国
家
」
や
権
力

と
の
緊
張
関
係
で
捉
え
る
鹿
野
の
本
領
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
通
史
的
著
作
は
近
現
代
史
の
「
全
体
」

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
・
経
済
か
ら
文
化
、
生
活
ま
で
を
先

の
よ
う
な
基
軸
を
も
と
に
論
述
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
相
対
化
し
て

把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
鹿
野
史
学
に
と
っ
て
数
度
に
お
よ
ぶ
通
史
的
著

作
の
試
み
は
、「
近
代
」
や
「
民
衆
」
と
格
闘
す
る
な
か
で
つ
か
み
得
た

も
の
を
反
映
さ
せ
る
場
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
通
史
的
著
作

の
な
か
に
大
き
な
「
触
発
」
源
が
埋
め
込
ま
れ
た
と
い
え
る
。

�

（
小
樽
商
科
大
学
名
誉
教
授
）
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