
二
〇
一
七
年
度
成
城
大
学
学
位
請
求
論
文 

   
 
 

 
 

近
世
文
学
と
地
誌 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

提
出
者 

 

真
島 

望 
  

〔
論
文
の
内
容
の
要
旨
〕 

 

本
論
文
は
、
従
来
多
く
実
用
書
と
し
て
享
受
さ
れ
て
き
た
近
世
の
地
誌
を
、
本
格
的
に
文
学
史
の
中
に
取
り
込
む

た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
地
誌
論
の
新
た
な
序
説
と
も
言
い
得
る
。
そ
の
内
容
は

左
の
ご
と
く
序
論
と
結
論
を
配
し
た
全
十
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
目
次
に
続
け
て
各
章
の
要
約
を
記
す
。 

 

序
論 一 

問
題
の
所
在
と
先
行
研
究 

二 

地
誌
は
な
ぜ
文
学
な
の
か 

三 

近
世
文
芸
と
の
接
点 

四 

本
論
の
構
成
と
意
義 

第
一
章 

幕
儒
の
学
問
と
地
誌
㈠ 

―
幕
府
御
大
工
頭
鈴
木
長
頼
の
文
事
― 

一 

閲
歴 

二 

諸
家
と
の
交
流 

三 

編
著
の
特
色
と
背
景 

四 

小
括 

第
二
章 

幕
儒
の
学
問
と
地
誌
㈡ 

―
『
豆
州
熱
海
地
志
』
の
成
立
と
展
開
― 

一 

鈴
木
秋
峰
『
豆
州
熱
海
地
志
』
に
つ
い
て 

二 

『
熱
海
地
志
』
の
生
成 

三 

後
続
作
へ
の
影
響 

四 

小
括 

第
三
章 

地
誌
作
者
菊
岡
沾
凉 

 

俳
諧
か
ら
の
出
発
㈠ 

―
俳
諧
活
動
の
実
態
―
― 

一 

俳
諧
活
動
を
中
心
と
し
た
事
績
（
年
譜
） 

二 

考
察
―
俳
壇
で
の
孤
立
の
実
態
― 

三 

小
括 

第
四
章 

地
誌
作
者
菊
岡
沾
凉 

 

俳
諧
か
ら
の
出
発
㈡ 

―
享
保
絵
俳
書
の
成
立
― 

一 

そ
の
形
態 

二 

そ
の
特
色 

三 

先
行
絵
俳
書
と
の
比
較 

四 

露
月
絵
俳
書
へ
の
影
響 

五 

小
括 

 



第
五
章 

地
誌
作
者
菊
岡
沾
凉 

 

俳
諧
か
ら
の
出
発
㈢ 

―
俳
諧
系
譜
『
綾
錦
』
の
盛
行
― 

一 

諸
本 

二 
楠
堂
文
庫
蔵
写
本
に
つ
い
て 

三 

小
括  

第
六
章 

地
誌
作
者
菊
岡
沾
凉 

 

地
誌
・
説
話
編
纂
の
方
法
㈠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
『
諸
国
里
人
談
』
・
『
本
朝
俗
諺
志
』
と
そ
の
系
譜
― 

一 

先
行
研
究 

二 

そ
の
概
要
と
特
徴 

三 

編
纂
の
実
態 

四 

地
方
と
の
接
点 

五 

後
続
作
へ
の
影
響 

六 

小
括 

第
七
章 

地
誌
作
者
菊
岡
沾
凉 

 

地
誌
・
説
話
編
纂
の
方
法
㈡ 

―
自
筆
稿
本
『
熱
海
志
』
に
つ
い
て
― 

一 

近
世
の
熱
海 

二 

『
熱
海
志
』
に
つ
い
て 

三 

『
熱
海
志
』
の
特
色 

四 

生
成
の
実
態 

五 

自
作
へ
の
流
用
と
そ
の
影
響 

六 

小
括 

七 

翻
刻 

第
八
章 

江
戸
名
物
と
享
保
俳
諧 

―
絵
俳
書
『
名
物
鹿
子
』
に
つ
い
て
― 

一 

資
料
の
概
要 

二 

享
保
以
前
の
江
戸
名
物 

三 

『
名
物
鹿
子
』
の
特
徴 

四 

編
纂
の
背
景 

五 

そ
の
影
響 

六 

小
括 

第
九
章 

化
政
期
の
江
戸
名
所
と
俳
諧 

―
万
賀
編
『
風
流
江
戸
雑
話
懐
反
古
』
を
中
心
に
― 

一 

資
料
紹
介
（
『
風
流
江
戸
雑
話
懐
反
古
』
）
特
色 

二 

内
容
と
特
色 

三 

成
立
の
背
景
―
地
誌
と
俳
諧
の
接
点
― 

四 

小
括 

第
十
章 

再
生
さ
れ
る
地
誌 

―
『
東
国
名
勝
志
』
と
そ
の
依
拠
資
料
を
め
ぐ
っ
て
― 

一 

『
東
国
名
勝
志
』
の
概
要 

二 

依
拠
資
料 



三 

受
容
態
度
と
「
東
国
」
認
識 

四 

『
東
国
名
勝
志
』
と
そ
の
時
代 

五 
そ
の
影
響 

六 

小
括 

結
論 

総
括
と
今
後
の
展
望 

 

序
論
。
近
世
期
の
地
誌
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
で
、
そ
れ
を
文
学
と
し
て
捉
え
う
る
可
能
性
を
提
示

し
、
詩
歌
や
抒
情
的
記
述
と
い
っ
た
側
面
を
意
識
的
に
捨
象
し
て
実
質
を
重
視
し
た
近
代
地
誌
と
の
比
較
に
よ
り
、

広
義
の
「
文
学
」
作
品
に
包
含
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
る
。
ま
た
、
近
世
期
文
芸
作
品
上
で
の

地
誌
の
利
用
や
、
逆
に
地
誌
に
擬
え
た
文
芸
作
品
の
事
例
を
列
挙
・
検
証
し
た
上
で
、
特
に
十
八
世
紀
以
後
開
花
す

る
江
戸
文
芸
の
趣
向
立
て
に
、
地
誌
が
い
わ
ゆ
る
類
書
な
み
に
大
き
く
投
影
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
。
そ
れ
ら
を
前

提
と
し
て
、
本
論
文
で
対
象
と
す
る
の
が
元
禄
～
享
保
期
前
後
の
民
撰
地
誌
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
中
で
も
地
方
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
ち
、
巷
間
の
下
情
に
も
通
じ
た
俳
諧
師
が
多
く
地
誌
を
手
掛
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
か
れ
ら
の

俳
書
や
説
話
集
の
編
纂
態
度
に
も
注
目
す
る
意
義
を
述
べ
る
。 

第
一
章
。
従
来
ま
っ
た
く
光
が
当
て
ら
れ
な
か
っ
た
、
元
禄
期
の
幕
臣
文
人
鈴
木
長
頼
（
号
秋
峰
・
御
大
工
頭
・

五
百
石 

一
六
五
五
～
一
七
〇
五
）
の
著
作
活
動
と
、
か
れ
の
属
し
た
学
問
的
交
遊
圏
を
描
く
。
そ
し
て
地
誌
作
者
で

も
あ
る
長
頼
の
、
和
漢
雅
俗
に
渉
る
文
学
を
介
し
た
幅
広
い
交
友
と
、
広
汎
な
知
識
の
背
景
に
は
、
師
た
る
人
見
竹

洞
を
は
じ
め
と
す
る
、
幕
府
の
儒
家
林
家
門
人
た
ち
の
文
事
の
世
界
が
厳
然
と
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
長
頼

の
著
作
に
は
大
陸
や
朝
鮮
な
ど
海
外
へ
の
強
い
関
心
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
我
の
対
比
よ
り
も
共
通
点
を
摘
出

し
よ
う
と
す
る
、
初
期
林
家
の
学
問
に
共
通
し
た
所
謂
「
和
漢
一
轍
」
志
向
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

第
二
章
。
鈴
木
長
頼
に
よ
る
熱
海
の
地
誌
『
豆
州
熱
海
地
志
』
（
一
七
〇
〇
刊
）
が
、
人
見
竹
洞
の
漢
文
の
紀
行
文
を

利
用
し
な
が
ら
独
自
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
例
示
し
、
さ
ら
に
は
後
世
の
様
々
な
熱
海
地
誌
類
に
、
長
頼
の
記
述

が
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
。
江
戸
前
期
林
家
周
辺
の
知
識
の
集
積
が
、
幕
末
・
明
治
ま
で
影
響
し
た
事
実
、
官

学
の
成
果
が
長
頼
の
よ
う
な
人
物
の
活
動
に
よ
っ
て
民
間
へ
波
及
し
た
様
相
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

第
三
章
〜
第
七
章
は
、
江
戸
中
期
の
地
誌
作
者
と
し
て
名
高
い
菊
岡
沾
凉
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。 

第
三
章
。
近
世
後
期
の
『
江
戸
名
所
図
会
』
出
現
ま
で
、
江
戸
地
誌
の
雄
と
し
て
受
容
さ
れ
た
『
江
戸
砂
子
』
の
作
者

菊
岡
沾
凉
（
一
六
八
〇
～
一
七
四
七
）
の
、
本
来
の
活
動
で
あ
る
俳
諧
師
と
し
て
の
事
跡
を
考
証
年
譜
形
式
で
記
述
し
、

こ
れ
ま
で
名
の
み
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
沾
凉
の
伝
記
的
事
実
を
発
掘
か
つ
修

正
し
、
さ
ら
に
は
俳
壇
で
の
孤
立
の
実
態
や
、
同
郷
の
芭
蕉
と
蕉
風
俳
諧
へ
の
傾
倒
を
確
認
し
た
。 

第
四
章
。
沾
凉
の
著
作
活
動
の
初
期
を
飾
る
、
絵
入
り
俳
書
三
部
作
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
、
絵
師
・
句
作

者
・
題
材
な
ど
か
ら
、
江
戸
と
い
う
土
地
を
寿
ぐ
姿
勢
、
す
な
わ
ち
後
年
の
「
江
戸
じ
ま
ん
」
の
萌
芽
が
見
え
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
近
世
の
絵
俳
書
史
に
お
け
る
沾
凉
編
著
の
位
置
付
け
を
行
い
、
こ
の
後
陸
続
と
出
版
さ
れ

る
露
月
の
絵
入
り
俳
書
の
様
式
の
、
明
ら
か
な
先
駆
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
。 

第
五
章
。
沾
凉
が
江
戸
俳
壇
の
歴
史
を
俯
瞰
・
整
理
し
た
享
保
期
の
俳
諧
系
譜
『
綾
錦
』
（
一
七
三
二
刊
）
の
版
本
研
究



で
あ
る
。
初
印
本
（
残
念
な
が
ら
欠
本
あ
り
）
と
、
さ
ら
に
書
物
問
屋
行
司
役
ら
の
回
覧
用
と
お
も
わ
れ
る
稿
本
の
存

在
を
報
告
し
、
そ
れ
ら
を
起
点
と
し
て
、
改
刻
や
版
権
移
譲
の
様
態
な
ど
を
つ
ぶ
さ
に
追
跡
し
た
う
え
で
、
異
版
・
後

刷
り
も
多
い
諸
版
の
先
後
関
係
を
割
り
出
し
、
本
書
の
成
立
事
情
や
流
布
の
実
態
を
想
定
し
た
。
そ
し
て
前
章
と
あ
わ

せ
て
沾
凉
の
卓
越
し
た
企
画
・
編
集
能
力
が
、
地
誌
・
説
話
集
編
纂
に
も
通
ず
る
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

第
六
章
。
沾
凉
の
編
集
に
な
る
二
つ
の
諸
国
説
話
集
『
諸
国
里
人
談
』
（
一
七
四
三
刊
）
、
『
本
朝
俗
諺
志
』
（
一
七
四
七

刊
）
を
分
析
す
る
。
各
説
話
の
場
所
や
時
期
な
ど
に
正
確
を
期
そ
う
と
す
る
態
度
や
、
同
時
期
の
説
話
奇
談
集
に
付
随
し
て

い
た
教
訓
性
が
大
き
く
後
退
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
こ
と
に
注
目
、
さ
ら
に
は
自
作
の
紀
行
文
や
地
誌
に
も

転
用
さ
れ
て
い
る
様
を
示
し
、
客
観
性
を
帯
び
始
め
た
こ
れ
ら
の
記
述
の
姿
勢
も
ま
た
、
地
誌
に
通
ず
る
要
素
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
編
纂
態
度
が
、
享
保
期
、
将
軍
徳
川
吉
宗
が
進
め
た
全
国
の
殖
産
興
業
と
そ
れ

に
伴
っ
て
編
纂
さ
れ
た
科
学
的
な
実
用
書
類
の
も
つ
傾
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
享
保
改
革
の
、
民
間
に

お
け
る
発
現
の
一
例
と
も
解
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。 

第
七
章
。
説
話
集
『
里
人
談
』
・
『
俗
諺
志
』
に
窺
え
る
よ
う
な
、
沾
凉
の
時
間
空
間
へ
の
固
執
が
最
も
発
揮
さ
れ
た
地
誌

『
熱
海
志
』
に
つ
い
て
、
そ
の
自
筆
稿
本
を
紹
介
し
て
検
討
を
加
え
る
。
江
戸
後
期
の
故
実
考
証
家
と
し
て
名
高
い
喜
多

村
信
節
が
珍
重
し
、
沾
凉
の
後
裔
に
よ
っ
て
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
稿
本
は
、
沾
凉
が
熱
海
を
訪
れ
た
際
に

筆
を
と
っ
た
も
の
で
、
当
時
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
書
物
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
地
検
分
に
よ
る
地
誌
執
筆
の
実
態
を
窺
わ

せ
る
資
料
と
し
て
比
類
な
い
価
値
を
有
す
る
。
先
行
す
る
熱
海
地
誌
や
後
続
作
品
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
性
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
詳
細
な
書
誌
と
本
文
の
翻
刻
を
付
載
し
た
。 

第
八
章
。
沾
凉
と
同
門
の
江
戸
座
俳
諧
師
露
月
に
よ
る
絵
俳
書
『
名
物
鹿
子
』
（
一
七
三
三
刊
）
を
分
析
し
、
江
戸
名

物
を
類
聚
す
る
と
い
う
、
そ
の
後
の
流
行
に
影
響
し
た
点
を
考
察
。
併
せ
て
土
地
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
象
徴
す

る
新
旧
の
「
名
物
」
の
列
挙
が
俳
諧
師
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
意
味
を
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
土
地
の
あ
ら
ゆ
る
名

物
を
網
羅
列
挙
し
よ
う
と
す
る
気
運
は
、
享
保
期
に
急
成
長
を
遂
げ
た
都
市
江
戸
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
を
描
く
に
当
代
性
を
重
ん
ず
る
俳
諧
が
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
表
現
の
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。 

第
九
章
。
あ
え
て
時
代
を
下
り
、
化
政
期
（
十
九
世
紀
初
）
の
俳
諧
師
の
手
に
な
る
江
戸
の
地
誌
・
説
話
集
『
風
流

江
戸
雑
話
懐
反
古
』
（
写
本
）
を
紹
介
す
る
。
江
戸
地
誌
が
そ
の
記
事
中
に
包
含
し
て
き
た
土
地
の
説
話
の
、
い
わ

ば
も
っ
と
も
拡
大
成
長
し
た
形
と
し
て
こ
の
作
品
を
扱
い
、
江
戸
中
の
各
地
域
か
ら
生
ま
れ
た
伝
説
・
逸
話
の
整
理
・

概
観
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
後
代
資
料
か
ら
遡
及
し
た
分
析
に
よ
っ
て
、
江
戸
中
期
に
お
け
る
地
誌
編
纂
の
性
格
を
よ

り
鮮
明
に
し
え
た
と
と
も
に
、
芭
蕉
顕
彰
運
動
や
、
そ
れ
に
よ
る
名
所
の
新
出
な
ど
、
俳
諧
と
地
誌
の
関
係
の
新
た
な

展
開
の
し
か
た
に
も
言
及
し
、
書
物
が
名
所
名
物
の
発
起
の
媒
体
と
な
り
始
め
た
こ
と
も
観
察
す
る
。 

第
十
章
。
や
や
時
代
が
前
後
す
る
が
、
舞
台
を
江
戸
中
期
の
大
坂
に
移
し
、
書
肆
吉
文
字
屋
市
兵
衛
が
刊
行
し
た
地

誌
の
改
題
・
再
編
作
業
の
様
相
を
追
っ
た
。
具
体
的
に
は
鳥
飼
酔
雅
作
『
東
国
名
勝
志
』
（
一
七
六
二
刊
）
が
、
、
西
鶴
の
日
本

地
誌
『
一
目
玉
鉾
』
や
遠
近
道
印
の
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
な
ど
、
元
禄
期
の
刊
行
物
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
を

立
証
す
る
。
吉
文
字
屋
は
沾
凉
と
彼
の
著
作
に
着
目
し
、
沾
凉
作
品
の
求
板
や
類
似
書
の
刊
行
も
行
っ
て
い
て
、
こ
う

し
た
版
元
の
活
動
が
、
三
都
を
越
え
た
民
撰
地
誌
間
の
受
容
・
利
用
・
循
環
を
促
し
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。 

結
論
。
本
論
文
で
考
察
し
た
内
容
を
ま
と
め
、
さ
ら
な
る
今
後
の
課
題
と
展
望
を
示
す
。 
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論
文
の
隅
々
に
ま
で
行
き
わ
た
っ
た
資
料
の
博
捜
ぶ
り
と
各
文
献
に
対
す
る
緻
密
な
考
証
・
分
析
の
手
際
は
、
そ
れ

自
体
の
迫
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
意
味
付
け
が
、
従
来
の
文
学
史
を
書
き
換
え
る
に
十
分
な

内
容
を
備
え
て
お
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
と
く
に
菊
岡
沾
凉
の
ご
と
き
、
当
時
は
高
名
で
も
現
代
で
は
全
く
忘
れ
ら
れ
た

文
人
た
ち
の
没
年
を
確
定
す
る
の
に
、
捨
て
ら
れ
た
墓
碑
の
よ
す
が
と
し
て
近
代
の
掃
苔
家
に
よ
る
拓
本
の
原
物
ま
で
も

調
査
対
象
に
入
れ
て
い
る
こ
と
や
、
幕
末
ま
で
異
版
の
多
か
っ
た
『
綾
錦
』
の
諸
版
研
究
の
た
め
に
、
出
版
申
請
用
の
写

本
を
導
入
す
る
な
ど
と
い
っ
た
手
法
に
は
、
世
に
あ
る
人
物
研
究
、
版
本
研
究
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
越
え
た
、
一
次
資
料
へ
の

執
着
、
選
択
眼
が
光
っ
て
い
て
、
安
心
し
て
そ
の
記
述
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。 

も
っ
と
も
精
密
で
時
間
を
か
け
た
考
証
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
沾
凉
研
究
で
い
え
ば
、
そ
の
主
著
た
る
地
誌

『
江
戸
砂
子
』
に
、
本
格
的
に
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
ざ
る
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
た
り
、
我
が
国
の
事
物
の
起
源
を
集
め
た

『
本
朝
世
事
談
綺
』
へ
の
考
察
が
手
薄
に
な
っ
て
い
た
り
と
い
っ
た
憾
み
は
あ
る
。
し
か
し
、
沾
凉
作
品
の
本
丸
と
も
い

う
べ
き
そ
れ
ら
の
大
部
な
著
述
に
攻
め
入
る
た
め
の
外
堀
は
、
本
論
文
で
十
分
に
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
そ

れ
ら
は
時
間
を
か
け
た
筆
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
考
究
せ
ら
る
べ
し
、
と
い
う
の
が
審
査
員
各
員
の
意
見
で
あ
っ
た
。 

序
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
地
誌
を
い
わ
ゆ
る
〈
文
学
〉
の
範
疇
に
入
れ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
マ
ク
ロ

な
問
題
提
起
の
姿
勢
は
壮
と
す
る
も
の
の
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
の
場
合
の
〈
文
学
〉
と
は
、
近
代
流
の
古
い
概
念
で
し
か

な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
審
査
員
か
ら
出
さ
れ
、
む
し
ろ
こ
れ
が
文
学
か
文
学
で
な
い
か
と
い
う
問
題
設
定
自

体
を
取
り
は
ら
い
、
近
世
期
で
は
こ
れ
も
文
学
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
文
学
を
盛
る
器
で
あ
っ
た
と
い
う
大
前
提
で
論

じ
て
い
っ
た
ほ
う
が
、
古
い
近
代
的
文
学
観
の
呪
縛
か
ら
自
由
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
助
言
も
あ
っ
た
。
ま

た
同
じ
く
序
論
に
お
い
て
、
自
ら
の
研
究
対
象
の
絞
り
込
み
を
意
味
付
け
て
い
る
の
は
い
い
と
し
て
も
、
古
代
の
『
風

土
記
』
以
来
官
撰
地
誌
類
の
延
長
上
に
、
江
戸
中
期
の
俗
流
の
民
撰
地
誌
群
を
ど
う
置
く
べ
き
か
、
ま
た
中
～
後
期
の

幕
府
や
諸
藩
で
作
ら
れ
た
官
撰
地
誌
に
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
、
『
大
明
一
統
志
』
を
は
じ
め
と
す
る
明
・
清
地
誌
か

ら
の
影
響
を
ど
こ
ま
で
射
程
に
入
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
刊
本
写
本
取
り
混
ぜ
て
多
く
残
る
紀
行
文
の
記
述
と
地
誌

と
の
比
較
は
ど
う
な
の
か
、
そ
う
し
た
大
局
的
な
見
通
し
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
へ
の
反
省
も
促
さ
れ
た
。 

も
っ
と
も
そ
れ
ら
は
望
蜀
の
感
と
も
い
う
べ
く
、
本
論
文
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
江
戸
中
期
の
文
化

的
事
象
は
多
く
、
各
章
の
内
容
が
口
頭
発
表
さ
れ
た
際
の
学
会
（
俳
文
学
会
、
日
本
近
世
文
学
会
な
ど
）
で
の
高
評
価

も
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
特
に
享
保
期
俳
諧
に
大
き
く
切
り
込
ん
だ
沾
凉
や
絵
俳
書
の
研
究
は
、
ま
さ
に
そ
れ
自
体
が
新
し

い
視
点
で
の
俳
諧
史
、
文
学
史
と
し
て
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
想
が
審
査
員
か
ら
漏
ら
さ
れ
た
。
筆
者

は
あ
く
ま
で
地
誌
研
究
の
前
提
と
し
て
俳
諧
に
光
を
あ
て
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
た
し
か
に
芭
蕉
や
蕉
門
一
辺
倒
で
あ

っ
た
従
来
の
俳
諧
研
究
へ
の
自
づ
か
ら
な
る
警
鐘
に
は
な
っ
て
お
り
、
今
後
の
学
界
へ
の
影
響
も
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、

享
保
の
出
版
条
例
直
後
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
綾
錦
』
の
書
物
行
司
回
覧
用
の
写
本
の
発
見
や
、
絵
俳
書
公
刊
に
お

け
る
彫
り
師
の
編
集
面
で
の
参
画
、
大
坂
吉
文
字
屋
市
兵
衛
の
地
誌
編
集
の
手
法
な
ど
、
出
版
史
研
究
に
も
一
石
を
投
ず

る
指
摘
が
論
文
の
各
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
も
今
後
の
学
界
の
反
応
に
俟
ち
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

以
上
の
所
見
か
ら
、
本
論
文
が
博
士
の
称
号
に
十
分
値
す
る
こ
と
を
、
審
査
員
三
名
の
一
致
し
た
評
価
と
し
た
。 


