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本
稿
は
、
当
該
シ
リ
ー
ズ
第
１
集
で
の
一
．
池
田
亀
鑑
前
史
ｌ
鳥
取
藩
の
国
学
と
詠
歌
の
動
向
ｌ
」
と
い
う
拙
文
を
引
き
継
ご
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
伯
書
地
方
に
お
け
る
古
典
文
学
を
と
り
ま
く
状
況
を
資
料
と
と
も
に
紹
介
す
る
こ
と
を
そ
の
趣
旨
と
し
て
い
る
。
池
田
亀
鑑

の
生
育
環
境
の
淵
源
と
し
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
八
幡
神
社
の
説
明
か
ら
し
た
い
と
思
う
。
米
子
市
東
八
幡
に
鎮
座
す
る
こ
の
神
社
は
、
社
伝
に
よ
れ
ば
養
老
四
年
（
七
二

○
）
の
創
建
と
い
う
。
こ
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
は
幕
末
の
地
誌
『
伯
蓄
志
』
が
否
定
す
る
が
、
相
応
に
古
い
時
期
か
ら
あ
っ
た
神
社
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
最
近
で
は
平
安
時
代
の
神
像
が
突
如
出
現
し
て
地
域
の
話
題
に
な
っ
た
。
所
蔵
の
棟
札
の
記
述
を
見
る
と
杉

原
景
盛
や
吉
川
広
家
な
ど
戦
国
武
将
の
名
が
あ
り
、
ま
た
豊
臣
秀
吉
の
奉
納
と
さ
れ
る
翁
面
な
ど
も
遺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
社
の
歴
史

に
つ
い
て
は
、
近
年
、
本
格
的
な
調
査
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。
な
お
、
天
正
期
以
降
、
本
社
は
京

都
か
ら
来
た
と
い
う
内
藤
家
が
宮
司
職
を
務
め
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
の
は
八
幡
神
社
に
伝
わ
る
『
源
氏
物
語
』
三
冊
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
写
本
で
、
桐
壷
巻
が
二
冊
、
ま
た
帯

木
巻
が
一
冊
で
あ
る
。
以
下
、
簡
潔
に
そ
の
書
誌
を
記
し
た
い
。

主
要
参
考
文
献

・
池
田
亀
鑑
『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
』
（
昭
和
四
十
年
１
至
文
堂
）

．
池
田
亀
鑑
『
平
安
朝
の
生
活
と
文
学
』
（
平
成
二
十
四
年
、
筑
摩
書
房
）
。
な
お
、
同
書
「
は
し
が
き
」
の
引
用
は
、
昭
和
三
十
九
年
復
刊
の
角
川

文
庫
版
「
解
説
」
に
よ
る
。

．
池
田
亀
鑑
『
花
を
折
る
』
（
昭
和
三
十
四
年
、
中
央
公
論
社
）
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残
さ
れ
て
い
て
、
一
つ
は
『
田
蓑
の
日
記
』
と
い
い
、
も
う
一
つ
は
『
や
つ
れ
蓑
の
日
記
』
と
い
う
。
双
方
の
記
事
か
ら
こ
の
写
本
に
関

わ
る
で
あ
ろ
う
箇
所
を
検
討
し
、
こ
れ
ら
の
由
来
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

『
田
蓑
の
日
記
』
は
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
秋
に
お
け
る
鳥
取
か
ら
出
雲
大
社
へ
の
紀
行
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
版
本
に
よ
っ
て
流
布

し
た
。
序
文
に
文
政
四
年
と
あ
る
の
で
、
刊
行
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
降
で
あ
る
。
ま
ず
、
往
路
で
長
秋
は
こ
の
八
幡
神
社
に
立
ち
寄
っ
て

い
る
。

か
情
報
を
得
ら
れ
る
蓬
の
で
は
な
に
・
し
か
Ｌ
な
が
ら
桐
壷
巻
と
帯
木
巻
で

あ
る
こ
と
や
、
行
間
に
注
記
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
口
語
的
な
表
現
も
あ
っ

て
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
の
控
え
と
い
う
よ
う
に
ひ
と
ま
ず
推
察
で
き
る
。
書

写
年
代
も
江
戸
時
代
後
期
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
伯
書
地
方
で
『
源
氏
物
語
』

の
講
釈
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

国
学
者
の
衣
川
長
秋
（
一
七
六
六
～
一
八
二
三
）
は
本
居
宣
長
の
弟
子
で
、
鳥

取
藩
に
出
向
き
、
国
学
の
教
授
に
い
そ
し
ん
で
い
た
。
長
秋
の
旅
日
記
は
二
つ

こ
れ
ら
の
写
本
で
あ
る
が
、
書
誌
か
ら
は
内
藤
綱
長
の
所
持
と
い
う
こ
と
し

一
農
嗣
壷
巻
Ａ

外
題
「
桐
っ
ぽ
」
（
直
書
）
、
袋
綴
、
二
十
七
丁
（
表
紙
を
除
く
）
、
縦
二
・

ル
、
一
面
十
一
行
書
き
、
表
紙
右
下
に
「
目
連
尊
者
」
と
あ
る
。
表
紙
は

二
、
桐
壷
巻
Ｂ

外
題
「
桐
つ
ぼ
」
（
直
書
）
、
袋
綴
、
十
八
丁
（
表
紙
を
除
く
）
、
縦
二
八
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
二
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
一
面
八
行
書
き
、

表
紙
左
下
に
「
ぬ
し
つ
な
な
が
（
花
押
）
」
と
あ
っ
て
、
八
幡
神
社
の

宮
司
で
あ
っ
た
内
藤
綱
長
の
所
持
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
表
紙
は
本

文
と
共
紙
。
行
間
に
注
記
が
あ
る
。
桐
壷
巻
の
途
中
ま
で
を
写
し
て
い
る
。

三
、
帯
木
巻

外
題
「
は
ふ
き
き
」
（
直
書
）
、
袋
綴
、
二
十
丁
（
表
紙
を
除
く
）
、
縦
二

七
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
一
九
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
一
面
六
行

霧
き
、
表
紙
左
下
に
「
ぬ
し
綱
長
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
内
藤
綱
長
の

所
持
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
表
紙
は
本
文
と
共
紙
。
行
間
に
注
記
が

あ
る
。
帯
木
巻
の
途
中
ま
で
を
写
し
て
い
る
。

八
月
朔
日
休
明
（
著
者
注
・
鷲
見
保
明
の
こ
と
）
が
教
え
子
に
て
、
田
口
老
翁
が
学
び
の
は
ら
か
ら
な
る
、
尾
高
村
の
流
水
と
い

ふ
人
、
内
藤
何
が
し
を
い
ざ
な
ひ
て
、
お
の
れ
が
来
た
り
け
る
を
、
聞
き
つ
け
て
訪
ひ
来
け
り
。
何
く
れ
と
物
語
ら
ふ
つ
い
で
に
、

出
雲
の
大
神
拝
み
に
、
物
せ
ん
こ
と
を
そ
ぞ
の
か
し
け
れ
ば
、
さ
ら
ば
今
夜
は
内
藤
何
が
し
が
、
馬
場
村
に
と
て
、
四
人
う
ち
連
れ

行
き
て
、
内
藤
何
が
し
が
家
に
宿
る
。
日
吉
津
村
よ
り
馬
場
村
ま
で
、
一
里
ば
か
り
な
り
。
〔
本
文
は
版
本
に
よ
っ
た
が
、
私
に
改
め
た
。
〕

縦
二
七
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
一
九
・
○
セ
、
三
ノ
メ
Ｉ
ト

表
紙
は
本
文
と
共
紙
。
行
間
に
注
記
が
あ
る
。

＆一L一一
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さ
て
、
一

事
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
一
．
内
藤
何
が
し
」
は
、
時
期
か
ら
考
え
て
内
藤
綱
長
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
長
秋
は
八
幡
神
社
の
宮
司
・
内
藤

綱
長
の
も
と
に
旅
中
宿
泊
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
初
め
て
二
人
は
出
会
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
翌
二
日

に
は
八
幡
神
社
の
あ
る
馬
場
村
を
出
発
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
願
で
あ
っ
た
出
雲
大
社
か
ら
戻
っ
て
来
た
長
秋
は
、
再
び
伯
書
地
方
に
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
は
日
吉
津
で
の
記

こ
こ
で
衣
川
長
秋
は
一
ｕ
源
氏
物
語
』
の
帯
木
巻
、
ま
た
『
延
喜
式
』
一
．
祝
詞
巻
』
を
識
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
に
内
藤
綱
長
の
名
前
は
な

い
が
、
綱
長
の
住
む
馬
場
村
か
ら
日
吉
津
村
ま
で
は
一
里
ほ
ど
で
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
講
釈
に
網
長
が
参
加
し
た
可
能
性
は
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
近
隣
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
文
化
的
な
人
脈
に
神
主
が
関
わ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
し
、
特
に
八

幡
神
社
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
こ
の
地
域
の
神
社
の
取
り
ま
と
め
役
の
よ
う
な
こ
と
を
任
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
国
学
者
・
衣
川

長
秋
の
訪
問
に
敏
感
に
反
応
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
講
釈
の
十
日
前
に
長
秋
は
綱
長
の
家
に
泊
ま
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
十
分
、
知
己
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

現
在
、
八
幡
神
社
に
残
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
の
う
ち
、
帯
木
巻
一
冊
は
こ
の
講
釈
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
現
存
す

る
帯
木
巻
の
写
本
に
は
一
丁
目
と
二
丁
目
に
し
か
注
記
が
な
く
、
も
し
綱
長
自
身
に
よ
る
聴
講
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
ま
り
身
に
な
ら

な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
九
月
四
日
に
も
長
秋
は
「
内
藤
何
が
し
」
の
家
に
寄
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
「
か

れ
い
ひ
喰
ひ
て
、
申
ノ
時
ば
か
り
に
、
日
吉
津
に
帰
り
ぬ
・
」
と
、
す
ぐ
に
立
ち
去
っ
て
い
る
。

翌
文
政
二
年
の
旅
日
記
『
や
つ
れ
蓑
の
日
記
』
（
同
四
年
序
、
同
六
年
刊
）
で
は
、
内
藤
網
長
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
長
秋

が
米
子
の
田
代
元
春
の
も
と
で
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壷
巻
を
講
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
閏
四
月
一
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
の
こ
と

で
あ
る
。
一
般
に
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
で
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
桐
壷
巻
と
帯
木
巻
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
田
代
元
春
宅
で
行
わ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
に
内
藤
綱
長
が
同
席
し
た
か
は
全
く

不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
同
一
の
社
会
関
係
・
人
間
関
係
に

彼
ら
が
い
た
こ
と
が
お
お
よ
そ
事
実
な
の
で
、
そ
う
し
た
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
こ
と
は
少
な
く
と
も
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

少
し
ま
と
め
る
と
、
八
幡
神
社
に
伝
わ
る
『
源
氏
物
語
』
の
三
つ
の
写
本
は
衣
川
長
秋
の
講
釈
に
関
わ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
本
写

本
に
は
、
程
度
こ
そ
違
う
も
の
の
注
記
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
謂
釈
時
の
記
録
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
注
記

は
衣
川
長
秋
が
独
自
に
話
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
新
出
の
資
料
で
あ
る
。
現
存
す
る
衣
川
長
秋

の
著
作
に
は
、
直
接
『
源
氏
物
語
』
を
論
じ
た
も
の
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
国
学
者
・
長
秋
の
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
考
え
方
が
理
解

で
き
る
資
料
と
し
て
考
察
の
余
地
は
十
分
に
あ
る
と
言
え
よ
う
．
そ
し
て
、
師
で
あ
っ
た
本
居
宣
長
の
『
源
氏
物
語
』
観
と
ど
の
よ
う
に

り
。
例
の
物
語
も
説
く
ｃ
↓

十
三
日
今
日
も
空
壷

十
日
空
の
け
し
き
も
直
れ
り
。
今
日
よ
り
源
氏
物
語
説
き
て
よ
と
、
請
ひ
け
れ
ば
、
帯
木
巻
よ
り
説
き
始
む
。

十
一
日
例
の
物
語
説
く
。
風
吹
き
、
雨
を
り
を
り
降
れ
り
。
明
日
は
二
百
廿
日
に
て
、
お
く
て
の
稲
の
花
の
真
盛
の
比
な
れ
ば
、

い
か
に
あ
ら
ん
と
人
々
い
ぶ
か
り
を
り
ぬ
。

十
二
日
昨
日
の
け
し
き
に
ひ
き
か
へ
て
、
ち
り
も
曇
ら
ず
晴
れ
わ
た
れ
り
。
今
日
し
も
、
延
喜
式
・
祝
詞
巻
説
き
て
よ
と
、
請

ひ
け
れ
ば
、
ま
づ
新
年
祭
の
祝
詞
を
説
く
。
今
年
は
、
御
年
ノ
神
の
ち
は
ひ
給
ひ
て
、
お
く
つ
御
年
も
八
束
穂
の
、
い
か
し
穂
に
立

タ
ナ
と
ヂ
ミ
ナ
ワ
ム
カ
モ
モ

て
し
給
へ
ぱ
、
手
肱
に
水
沫
か
き
た
り
。
向
股
に
肱
か
き
よ
せ
て
、
と
り
作
り
し
か
ひ
も
、
千
か
ひ
八
百
か
ひ
あ
り
と
、
喜
び
合
へ

今
日
も
空
晴
れ
わ
た
れ
り
。
例
の
物
語
説
く
。
祝
詞
巻
は
、
さ
は
る
人
の
あ
り
け
れ
書
ば
説
か
ず
。
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こ
の
よ
う
に
、
解
釈
と
い
う
よ
り
も
俗
語
訳
に
近
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
主
に
内
容
の
理
解
を
手
助
け
し
て
い
る
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。
こ
う
し
た
注
釈
自
体
、
興
味
の
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
講
釈
者
の
言
な
の
か
、
聴
講
者
の
解
釈
な
の
か
、
そ

の
両
方
な
の
か
、
や
や
慎
重
に
見
極
め
た
い
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
八
幡
神
社
の
写
本
の
行
間
注
記
は
、
す
べ
て
を
読
ん
だ
上
で
総
合

的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
労
に
堪
え
ら
れ
ず
、
こ
こ
ま
で
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
。

さ
て
、
本
資
料
は
近
世
後
期
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
受
容
の
地
方
で
の
あ
り
様
を
窺
い
知
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
「
講
釈
」
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
受
容
は
相
対
的
に
考
え
れ
ば
、
時
期
と
し
て
遅
か
っ
た
と
も

言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
現
在
よ
り
も
情
報
量
の
少
な
か
っ
た
時
代
、
こ
う
し
た
地
方

に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
果
敢
に
摂
取
し
よ
う
と
し
た
意
気
込
み
を
ま
ず
は
感
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
伯
書
地
方
に
も
『
源
氏
物
語
』

は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
紫
式
部
の
執
筆
意
図
と
し
て
一
．
勧
善
懲
悪
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
居
宣
長
が
一
．
儒
者
読

み
」
と
し
て
徹
底
し
て
批
判
し
た
内
容
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
勧
善
懲
悪
」
論
は
江
戸
時
代
に
か
な
り
広
く
流
布
し
た
説
で
、
文

政
の
頃
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
陳
腐
な
説
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
俗
な
『
源
氏
物
語
』
の
受
容

の
一
側
面
で
あ
っ
て
、
い
か
に
も
教
訓
的
な
解
釈
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
仮
に
衣
川
長
秋
が
話
し
た
な
ど

と
考
え
る
と
、
宣
長
の
源
氏
論
は
あ
ま
り
弟
子
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
同
じ
く
一
丁
目
表
の
本
文
部
分
の
行
間
注
記
を
見
て
み
よ
う
。

一
致
し
、
ど
う
の
よ
う
に
柘
違
し
て
い
る
の
か
を
判
別
で
き
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
興
味
深
い
こ
と
に
な
る
．
鈴
屋
門
下
の
一
●
源
氏
物
語
』

受
容
の
実
態
の
わ
か
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

さ
て
、
本
文
注
記
そ
の
も
の
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
桐
壷
巻
Ａ
の
写
本
の
冒
頭
一
丁
目
か
ら
見
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
一
丁
目
表
の
右
上
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
全
般
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

追
配所

蔵
の
資
料
の
使
用
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
八
幡
神
社
宮
司
の
内
藤
和
比
古
氏
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
当
該
写

本
の
澗
査
に
つ
い
て
は
須
藤
圭
氏
と
の
共
同
研
究
で
あ
り
、
須
藤
氏
に
も
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
よ
り
詳
細
な
報
告
に
つ
い
て
は
、
後
日
、

共
同
研
究
の
成
果
と
し
て
発
表
し
て
い
く
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
。

源
氏
物
語
人
皇
六
十
六
代
一
燦
院
御
時
、
上
東
門
院
え
仕
奉
し
紫
式
部
の
筆
作
に
し
て
、
作
り
物
語
な
り
。
な
れ
と
も
、
善
は

善
、
悪
は
悪
と
害
し
な
れ
ば
、
人
も
身
に
つ
ま
さ
れ
て
、
自
然
身
を
つ
Ｌ
し
む
こ
Ｌ
ろ
の
お
こ
る
な
れ
。
勤
善
て
う
あ
く
の
設
け
な

り
。
〔
句
読
点
を
附
し
た
。
〕

外
の
女
御
更
衣
方
は
し
め
、
入
内
に
わ
れ
こ
そ
器
段
も
人
よ
り
勝
れ
し
な
れ
は
、
外
に
人
は
な
し
と
こ
シ
ろ
に
思
ひ
あ
か
り
給
ふ
。

〔
本
文
。
は
じ
め
よ
り
わ
れ
は
と
思
ひ
あ
が
り
給
へ
る
御
か
た
ノ
く
凸

上
ろ
う
の
分
際
に
は
あ
ら
ぬ
か
〔
本
文
・
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
〕

桐
壷
更
衣
、
と
り
わ
け
御
寵
愛
あ
り
け
り
〔
本
文
．
す
ぐ
れ
て
と
き
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
〕


