
著
者
で
あ
る
山
崎
國
紀
氏
は
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、

私
が
森
類
氏
の
評
伝
を
書
き
た
い
と
思
い
始
め
た
の
は
類
氏
の
生
前

中
か
ら
で
あ
っ
た
。

何
が
私
を
駆
り
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
単
に
、
文
豪
の
子
息
と
し
て
、
そ
の
「
生
」
に
関
心
を
持
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
お
会
い
し
た
と
き
、
そ
の
挙
措
の
背
景
に

あ
る
七
十
年
余
を
生
き
ら
れ
た
そ
の
軌
跡
に
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
を
実
感

し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
森
類
逝
去
の
直
後
、
ご
遺
族
か
ら
類
関
係
の
書
簡
、
日
記

等
資
料
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
が
、
評
伝
を
執
筆
す
る
直
接
の
契
機
と
な
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
が
、
著
者
の
森
類
へ
の
関
心
は
、
単
に
貴
重

な
資
料
の
提
供
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
鴎
外
研
究
者
と
し

て
の
義
務
感
か
ら
で
も
な
く
、
そ
れ
は
一
人
の
人
間
と
し
て
森
類
そ
の
人
に

惹
か
れ
て
い
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

〔
聿
冒
諏
詐
〕

山
暗
國
紀
著
『
鴎
外
の
三
男
坊

『
鴎
外
の
三
男
坊
森
類
の
生
涯
』

森
類
の
生
涯
』
『
鴎
外
成
熟
の
時
代
』

私
は
こ
ん
な
類
氏
に
い
つ
し
か
親
近
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
私
は
で
き
れ
ば
、
あ
の
類
氏
に
漂
う
鯵
積
感
の
性
格
を
検
証
し
、

少
年
時
代
か
ら
、
劣
等
者
の
ご
と
く
思
わ
れ
て
き
た
不
当
性
を
探
っ
て

み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

著
者
は
、
「
類
氏
に
初
め
て
お
会
い
し
た
と
き
感
じ
た
の
は
、
一
種
の
壁

積
感
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
真
相
を
究
明
す
、
へ
く
こ
の
稿
は
は

じ
め
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
「
類
氏
は
特
別
に
劣
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

余
り
に
も
期
待
過
剰
と
偉
す
ぎ
る
父
親
の
許
で
、
実
力
が
出
せ
ぬ
ま
ま
、
ま

ず
小
学
校
か
ら
中
学
時
代
、
い
ま
で
い
う
不
登
校
の
少
年
の
よ
う
に
萎
縮
し

て
し
ま
っ
た
」
と
こ
ろ
に
、
類
の
「
謬
積
感
」
と
そ
れ
に
「
耐
え
る
風
貌
」

を
見
て
取
っ
て
い
る
。

一
九
二
二
（
大
正
二
）
年
七
月
九
日
、
満
六
○
歳
で
鴎
外
が
亡
く
な
っ

た
時
、
妻
志
げ
四
二
歳
、
類
は
一
一
歳
で
あ
っ
た
。
「
父
が
ボ
ン
チ
コ
と
言

っ
て
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
、
僕
が
パ
ッ
パ
コ
と
言
っ
て
親
し
ん
で
い
た
時
代

は
、
僕
が
十
、
父
が
五
十
九
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
（
『
鴎
外
の
子
供
た
ち
ｌ
あ

と
に
残
さ
れ
し
も
の
の
記
録
一
」
光
文
社
一
九
五
六
・
・
一
二
）
と
後
に
類
は

語
っ
て
い
る
。
夫
の
死
後
母
志
げ
の
関
心
が
専
ら
子
供
に
注
が
れ
て
も
無
理

瀧
本

和

成

五
四



は
な
い
。
ま
し
て
長
男
於
菟
は
先
妻
の
子
で
あ
っ
た
し
、
、
次
男
不
律
は
生
後

半
年
で
死
ん
で
お
り
、
母
志
げ
に
と
っ
て
三
男
類
は
唯
一
実
の
男
の
子
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
母
の
期
待
も
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
そ
れ
を
裏
切

る
よ
う
な
類
の
学
業
不
振
は
、
そ
の
落
差
の
分
だ
け
よ
り
大
き
く
幼
少
年
期

の
類
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
母
の
期
待
は
い
つ
し
か
利
発
な
杏
奴
に

向
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
中
で
類
は
劣
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
。
そ
の

頃
の
類
の
様
子
を
茉
莉
は
暮
尾
と
い
う
少
年
に
重
ね
て
描
い
て
い
る
。

母
親
の
た
け
の
愛
情
を
裏
返
し
た
、
一
種
の
怒
り
と
憎
し
み
と
の
間

に
、
小
さ
な
暮
尾
は
挟
ま
れ
て
、
ゐ
た
。
多
く
の
家
族
の
中
に
ゐ
て
、

彼
は
独
り
で
、
あ
っ
た
。
表
情
の
な
い
顔
で
、
何
か
を
凝
と
見
て
ゐ
る

暮
尾
は
、
家
族
の
誰
か
ら
も
、
多
く
の
時
間
忘
れ
去
ら
れ
て
、
ゐ
た
。

（
１
）

（
「
ク
レ
オ
の
顔
」
）

著
者
は
、
・
母
や
姉
た
ち
か
ら
「
類
は
、
や
は
り
森
家
の
中
で
は
陰
湿
な
、

ま
さ
に
隠
花
植
物
の
よ
う
な
存
在
に
み
ら
れ
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

の
頃
の
少
年
類
の
心
情
を
推
し
量
っ
て
い
る
。
そ
の
後
兄
於
菟
は
父
の
母
校

東
大
医
学
部
へ
進
学
、
大
学
教
授
の
エ
リ
ー
ト
と
な
っ
て
い
く
。
二
人
の
姉

茉
莉
と
杏
奴
は
、
随
筆
家
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
類
も
ま
た

文
豪
森
鴎
外
を
父
に
も
つ
子
供
の
一
人
と
し
て
、
父
か
ら
受
け
継
い
だ
そ
の

才
能
を
生
か
す
べ
く
、
芸
術
方
面
に
活
路
を
求
め
て
い
く
。
志
し
た
絵
画
や

小
説
の
分
野
で
の
葛
藤
と
苦
難
の
日
々
、
そ
の
な
か
で
依
然
と
し
て
「
独
り

類
氏
だ
け
は
無
名
」
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
「
幼
少
年
期
か
ら
一
度
も
″
表
〃

を
闇
歩
で
き
な
い
類
は
、
い
ま
も
、
ま
た
屈
辱
を
生
き
て
い
く
の
で
あ
る
」

と
著
者
は
言
う
。
そ
し
て
、
皮
肉
に
も
「
名
の
あ
る
雑
誌
に
載
っ
た
類
の
最

初
の
文
章
」
に
よ
っ
て
、
類
は
決
定
的
に
「
兄
姉
か
ら
孤
立
し
て
い
く
」
こ

と
と
な
る
。
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
岩
波
書
店
刊
行
の
「
世
界
」
二
月

号
に
載
っ
た
「
森
家
の
兄
弟
」
、
引
き
続
き
掲
載
さ
れ
た
「
鴎
外
の
子
供
た

ち
」
（
｜
群
像
」
’
九
五
六
・
一
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
年
一
二
月
に
光
文
社

か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
鴎
外
の
子
供
た
ち
ｌ
あ
と
に
残
さ
れ
し
も
の
の
記
録
』

は
、
こ
の
原
稿
事
件
が
、
「
姉
弟
が
血
で
血
を
洗
う
よ
う
な
閾
い
と
な
り
」
、

「
岩
波
書
店
の
実
力
者
小
林
勇
ま
で
巻
き
込
ん
だ
大
騒
動
と
な
っ
た
」
経
緯

を
も
余
す
こ
と
な
く
描
き
出
し
て
い
る
。
著
者
は
、
類
と
兄
姉
た
ち
と
の
確

執
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
類
が
森
家
の
中
で
た
だ
ひ
と
り
孤
独
で
淋
し
い

″
生
〃
を
生
き
た
か
を
そ
の
誕
生
か
ら
終
焉
ま
で
丁
寧
に
追
い
な
が
ら
検
証

し
て
い
る
。
と
同
時
に
周
囲
の
人
た
ち
か
ら
優
し
く
愛
さ
れ
た
類
の
性
格
や

人
柄
を
油
絵
の
個
展
を
開
く
際
の
斎
藤
茂
吉
の
推
薦
文
や
千
朶
耆
房
開
店
時

の
佐
藤
春
夫
の
紹
介
状
に
み
ら
れ
る
文
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と

く
に
春
夫
の
「
森
類
は
わ
た
く
し
の
詩
歌
の
友
」
と
い
う
件
は
森
類
に
寄
せ

ら
れ
た
文
の
中
で
最
も
愛
情
の
籠
も
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
初
公
開

の
書
簡
や
日
記
な
ど
の
資
料
が
数
多
く
本
文
中
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
著
者
の
感
情
を
極
力
抑
え
た
簡
潔
な
文
章
と
相
俟
っ
て
、
森
類
の
息
遣
い

を
生
々
し
く
伝
え
て
い
ゑ
淡
々
と
し
た
文
章
だ
か
ら
こ
そ
資
料
が
生
か
さ

れ
、
そ
の
内
に
潜
む
著
者
の
森
類
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
や
情
熱
が
伝
わ
っ

て
く
る
。
ま
る
で
著
者
自
ら
の
生
き
方
と
重
ね
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

今
後
こ
の
森
類
の
評
伝
を
契
機
に
森
類
文
学
の
本
格
的
研
究
が
起
こ
る
こ

と
を
切
望
し
た
い
。
森
類
の
文
学
を
通
し
て
鴎
外
を
み
る
視
点
の
獲
得
は
、

新
た
な
森
鴎
外
像
の
再
構
築
に
向
か
う
一
歩
で
も
あ
る
。

菖
菖

五
五



著
者
は
、
す
で
に
「
森
鴎
外
ｌ
〈
恨
〉
に
生
き
る
」
（
講
談
社
現
代
新
書

一
九
七
六
・
一
二
）
、
一
】
森
鴎
外
ｌ
基
層
的
論
究
』
（
八
木
書
店
一
九
八

九
・
三
）
、
『
鴎
外
森
林
太
郎
』
（
人
文
書
院
一
九
九
二
・
一
二
）
を
は
じ

め
と
し
て
数
々
の
鵬
外
論
を
執
筆
、
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
考
は
、
と

く
に
鴎
外
の
「
成
熟
の
時
代
」
、
「
明
治
四
○
年
代
か
ら
、
そ
れ
以
後
」
の
鴎

外
文
学
の
分
析
を
中
心
に
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
を
「
成

熟
の
時
代
」
と
し
た
の
は
、
「
小
説
の
み
の
り
豊
か
な
生
産
と
文
学
的
再
活

躍
の
さ
ま
」
に
加
え
て
、
「
社
会
的
、
人
間
的
成
長
を
も
包
み
こ
ん
で
捉
え
」

た
結
果
だ
と
そ
の
理
由
を
「
あ
と
が
き
」
に
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
一
部
は
、
「
そ
の
小
説
空
間
一
と
題
し
て
、
初
期
一
一
一
部
作
か
ら
明
治
四

○
年
代
の
現
代
小
説
、
大
正
期
に
入
っ
て
の
歴
史
、
史
伝
小
説
へ
の
鴎
外
文

学
全
体
の
流
れ
と
そ
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
一
人
の
文
学
者
を
分
析

す
る
時
、
全
文
学
活
動
の
流
れ
を
常
に
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
あ
る
特
定
の
時

期
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
、
そ
の
こ
と
を
第

一
部
は
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
。

第
二
部
で
は
、
明
治
四
○
年
代
の
小
説
を
「
青
年
三
蛇
」
「
雁
』
一
流
行
一

「
さ
へ
づ
り
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
こ
の
時
期
の
文
学
に
新
た
な
意
味
を

探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
と
く
に
鴎
外
の
「
生
命
主
義
」
と
作
品
と
の
関
係
を

分
析
、
指
摘
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
初
期
三
部
作
で
提
出
さ
れ
た
二
真

の
生
」
へ
の
希
求
」
が
、
｜
三
門
年
」
論
で
は
－
若
い
生
の
葛
藤
に
壮
年
を
い
か

『
鴎
外
成
熟
の
時
代
』

に
生
き
る
か
」
を
重
ね
て
論
じ
、
「
蛇
」
論
で
は
〈
新
し
い
女
〉
の
出
現
と

家
庭
問
題
を
作
品
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
読
み
取
り
、
近
代
女
性
の
新
し
い

生
き
方
を
当
時
の
鴎
外
の
女
性
観
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、

『
雁
』
論
で
は
「
舞
姫
」
で
描
出
さ
れ
た
「
ま
こ
と
の
わ
れ
」
の
自
覚
の
「
裏

返
し
」
と
し
て
お
玉
が
形
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
鴎
外

の
内
面
と
明
治
四
○
年
代
の
時
代
批
判
と
の
関
係
を
窺
い
知
ろ
う
と
す
る
姿

勢
を
鰺
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
、
「
流
行
」
お
よ
び
「
さ
へ
づ
り
」
論
は
、
鴎

外
と
〈
三
越
〉
と
の
関
係
を
背
景
に
、
雑
誌
｜
三
越
」
や
三
越
百
貨
店
内
部

の
新
資
料
発
掘
と
分
析
を
踏
ま
え
て
、
社
会
の
〈
流
行
〉
現
象
と
人
間
の
心

理
に
つ
い
て
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
鴎
外
の
〈
流
行
〉
へ
の
意
識
が
、
作

品
「
妄
想
」
に
通
底
す
る
日
常
生
活
の
「
不
確
か
さ
・
暖
昧
さ
」
と
関
連
づ

け
ら
れ
る
こ
と
を
は
じ
め
て
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
何
れ
も
明
治
四
○
年
代

「
成
熟
」
の
中
味
を
作
品
と
作
者
と
の
関
係
を
軸
に
新
し
い
視
点
か
ら
切
り

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
位
相
を
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。

第
三
部
は
、
歴
史
小
説
、
な
か
で
も
『
高
瀬
舟
』
「
阿
部
一
族
」
「
安
井
夫

人
」
を
取
り
上
げ
、
あ
ら
た
め
て
大
正
初
期
の
鴎
外
歴
史
小
説
の
再
検
討
を

試
み
て
い
る
。
『
高
瀬
舟
』
論
で
は
、
こ
こ
で
も
「
真
の
生
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
し
な
が
ら
、
「
己
れ
の
主
体
性
」
を
抑
圧
し
て
や
ま
な
い
官
僚
世
界
か

ら
飛
翔
し
た
い
作
者
鴎
外
の
精
神
が
結
実
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、
「
阿
部
一
族
」
論
で
は
「
非
主
体
的
な
役
人
像
へ
の
視
線
」
を
鴎
外

の
「
峻
烈
で
鋭
い
人
間
凝
視
の
眼
」
と
し
て
見
、
そ
れ
ら
は
「
高
瀬
舟
』
の

庄
兵
衛
、
「
寒
山
拾
得
」
の
閨
丘
胤
ら
の
批
判
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
結
論

づ
け
て
い
る
。
「
安
井
夫
人
一
論
で
は
、
そ
の
鋭
利
な
批
判
の
一
ま
な
ざ
し
一

五
一

ノ、



第
五
部
は
、
天
理
図
書
館
蔵
の
「
伊
沢
蘭
軒
一
森
鴎
外
自
筆
増
訂
稿
本
一

の
検
討
と
そ
の
考
察
で
あ
る
。
自
訂
槁
を
対
象
に
し
て
、
作
者
の
改
訂
意
図

を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
伝
の
「
基
本
認
識
と
方
法
」
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
の
試
み
が
徴
密
な
分
析
の
中
で
展
開
し
て
い
る
。

第
六
部
は
、
「
多
く
の
部
分
が
未
公
開
で
あ
っ
た
鴎
外
の
母
峰
子
の
日
記

を
全
面
的
に
紹
介
、
分
析
し
」
た
結
果
を
踏
ま
え
て
そ
の
意
義
に
つ
い
て
論

じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
著
者
編
「
森
鴎
外
・
母
の
日
記
」
（
三

一
書
房
一
九
八
五
・
二
）
の
刊
行
に
て
、
新
た
な
鴎
外
像
が
母
峰
子
の

視
点
か
ら
解
明
さ
れ
る
契
機
を
な
し
た
『
峰
子
日
記
』
考
」
を
初
出
と
し

て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
鴎
外
像
再
構
築
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
明
治
大
正
時

代
に
生
き
た
当
時
の
女
性
の
生
の
声
、
生
活
が
記
録
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
資

料
で
あ
り
、
そ
の
分
析
は
、
「
峰
子
日
記
」
の
も
つ
世
界
の
作
品
論
に
も
な

本
書
は
、
こ
の
よ
う
に
「
成
熟
の
時
代
」
を
様
々
な
視
点
か
ら
追
究
、
分

析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
く
に
明
治
四
○
年
代
以
後
の
森
鴎
外
の
人
と
文

料
で
あ
り
、

っ
て
い
る
。

に
柔
和
さ
が
漂
い
始
め
て
い
る
こ
と
を
分
析
、
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
に
〈
新

し
い
女
〉
を
見
る
鴎
外
の
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
な

い
。

第
四
部
は
、
「
鴎
外
と
も
う
一
人
の
軍
医
」
「
鴎
外
と
京
都
」
か
ら
な
り
、

「
鴎
外
の
、
あ
る
精
神
の
断
層
を
」
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

鴎
外
の
書
簡
や
日
記
等
か
ら
の
感
慨
を
丁
寧
に
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
〈
尾
崎

紅
葉
の
葬
列
〉
で
の
突
切
り
事
件
や
（
京
都
〉
と
い
う
街
を
通
し
て
見
え
て

紅
葉
の
葬
列
〉
で
の
突
切
り
事
件
や
〈
京
都
〉
と
い
〕

く
る
鴎
外
の
内
面
性
や
心
象
風
景
が
語
ら
れ
て
い
る
。

ノ

学
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
論
考
で
あ
り
、
新
し
い
視
点
や
資
料
を
発
掘

し
、
意
義
づ
け
た
と
こ
ろ
に
真
骨
頂
が
あ
る
。
著
者
の
変
わ
ら
な
い
鴎
外
と

文
学
に
寄
せ
る
強
い
情
熱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
一
言
で
あ
る
。

『
鴎
外
の
三
男
坊
森
類
の
生
涯
』

（
三
一
書
房
、
’
九
九
七
年
一
月
、
三
一
三
頁
、
三
、
二
○
○
円
）

“
「
鴎
外
成
熟
の
時
代
」

（
和
泉
耆
院
、
一
九
九
七
年
一
月
、
’
’
九
三
頁
、
七
、
○
○
○
円
）

注１
）
初
出
は
一
新
潮
」
二
九
五
九
・
二
に
一
禿
鷹
」
と
い
う
題
名
で
発
表
さ
れ

て
い
る
。

（
た
き
も
と
・
か
ず
な
り
本
学
助
教
授
）

五
七


