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宮

田

尚

 
本
誌
二
六
、
二
七
の
叫
号
に
、
震
旦
部
の
研
究
略
史
を
書
い
た
。
こ
れ
に
未

発
表
の
稿
を
加
え
て
序
説
と
し
、
本
年
⊥
ハ
月
、
論
集
『
今
昔
物
語
集
震
旦
部
考
』

を
上
梓
し
た
。
・

 
略
史
と
銘
打
ち
は
し
た
も
の
の
、
震
旦
部
に
関
す
る
論
文
は
、
な
る
べ
く
広

く
取
り
あ
げ
た
い
と
考
え
た
。
そ
れ
で
上
梓
に
際
し
て
は
、
旧
稿
を
補
訂
す
る

な
ど
意
を
は
ら
っ
た
 
 
つ
も
り
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
や
は
り
不
備
は
残
っ
た
。

取
り
上
げ
る
べ
き
論
文
の
い
く
つ
か
が
、
漏
れ
て
い
た
の
だ
。

 
論
集
は
、
い
っ
た
ん
発
表
し
た
論
を
集
大
成
し
た
も
の
だ
。
そ
の
不
備
を
紀

要
論
文
で
補
な
う
の
は
本
末
転
倒
だ
。
そ
れ
に
、
単
行
本
と
紀
要
と
で
は
影
響

力
に
違
い
が
あ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
不
備
を
補
な
っ
た
と
て
、
実
効
性

に
疑
問
は
残
る
。

 
だ
が
、
気
付
い
た
不
備
を
放
置
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
そ
れ
は
、
な
る

べ
く
広
く
取
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
趣
旨
と
も
反
す
る
。
欄
筆
後
に
発
表
さ
れ
た

も
の
を
ふ
く
め
、
以
下
に
、
補
遺
を
記
す
し
だ
い
で
あ
る
。

田
口
和
夫
「
『
俊
頼
髄
脳
』
呉
招
孝
説
話
と
源
経
信
」
（
説
話
、
一
九
九
一
・

三
）
に
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
典
拠
論
の
た
め
に
、
と
の
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

巻
十
第
8
話
「
震
旦
呉
至
孝
、
見
流
詩
恋
其
主
語
」
の
背
景
を
論
じ
た
も
の
だ
。

藤
原
師
通
の
日
記
『
後
二
条
師
旧
記
』
の
記
事
を
ふ
ま
え
て
立
論
し
、
現
存
し
．

な
い
、
未
知
の
和
文
資
料
が
介
在
し
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

田
口
に
よ
れ
ば
、
そ
の
和
文
化
さ
れ
た
資
料
は
、
源
俊
頼
の
父
経
信
が
漢
故
事

説
話
に
も
と
づ
い
て
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
も
『
俊
頼
髄
脳
』

も
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
部
に
異
論
は
あ
る
も
の

の
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
『
俊
頼
髄
脳
』
を
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
、

今
日
で
は
、
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
田
口
論
は
、
こ

れ
を
一
歩
す
す
め
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
。
未
知
の
資
料
の
存
在
を
想
定
し

て
い
る
こ
と
に
も
、
興
味
を
お
ぼ
え
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
用
い
た
資
料
が
、
す
べ
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と

は
か
ぎ
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
出
典
研
究
に
は
、
未
知
の
資
料
へ
の
視
角
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が

不
可
欠
と
な
る
。
じ
じ
つ
、
未
知
の
資
料
の
介
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
局

面
は
、
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
。
わ
た
し
も
何
度
か
、
そ
の
よ
う
な
点
に
ふ

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
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・
た
だ
、
こ
れ
は
わ
た
し
自
身
の
反
省
で
も
あ
る
の
だ
が
、
未
知
の
資
料
へ
の

論
は
説
得
力
を
も
ち
に
く
い
。
現
存
し
な
い
資
料
が
考
察
の
対
象
で
あ
る
だ
け

に
、
や
や
も
す
れ
ば
死
角
が
残
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。

 
田
口
論
に
も
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
残
っ
て
い
る
。
漢

故
事
説
話
が
宮
廷
貴
族
の
生
活
の
中
に
生
き
て
い
た
と
の
指
摘
は
、
首
肯
で
き

る
。
こ
の
点
は
、
さ
き
に
柳
瀬
喜
代
志
（
中
国
文
学
と
平
安
朝
漢
文
学
、
国
文

学
解
釈
と
鑑
賞
、
一
九
九
〇
・
十
）
が
、
同
じ
『
後
二
条
師
通
記
』
に
も
と
づ

い
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
経
信
の
編
ん
だ
和
文
の
漢
故

事
説
話
集
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
今
昔
物
語
集
』

と
の
共
通
の
典
拠
と
な
っ
た
こ
と
、
の
二
点
の
想
定
に
は
、
さ
ら
な
る
裏
付
け

が
求
め
ら
れ
よ
う
。
呉
招
孝
課
か
ら
み
ち
び
き
出
さ
れ
た
こ
の
想
定
を
、
そ
の

ま
ま
一
般
化
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。

 
た
と
え
ば
、
田
口
論
の
障
害
と
な
る
事
例
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
想
起
さ
れ

る
も
の
に
、
山
馬
宿
諺
が
あ
る
。

 
経
信
が
漢
故
事
説
話
集
を
編
ん
だ
と
す
れ
ば
、
呉
招
孝
課
と
お
な
じ
く
、
†

和
諦
も
そ
れ
に
収
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
だ
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
が
、
『
難
後
拾
遺
抄
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
経
信
の
承
知
し
て
い
た
†

和
潭
と
、
『
俊
頼
髄
脳
』
お
よ
び
『
今
昔
物
語
集
』
所
載
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ

に
は
、
†
和
が
帝
に
献
上
し
た
品
物
の
形
状
、
帝
の
怒
り
を
受
け
て
切
断
さ
れ

た
身
体
の
部
位
な
ど
に
、
あ
き
ら
か
な
差
異
が
み
と
め
ら
れ
る
。
経
信
の
承
知

し
て
い
た
†
和
謳
は
、
ど
う
や
ら
『
琴
操
』
系
の
よ
う
だ
。

 
こ
の
差
異
は
、
『
堺
市
髄
脳
』
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』
へ
の
流
れ
の
あ
っ
た

こ
と
を
さ
し
示
し
は
す
る
け
れ
ど
も
、
『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
と

が
干
渉
し
あ
う
こ
と
な
く
、
『
受
方
拾
遺
抄
』
型
の
は
な
し
か
ら
派
生
し
た
と

推
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
な
事
例
を
ふ
く
め
て
、
反
証
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
い
く
か
、

未
知
の
資
料
へ
の
視
角
が
不
可
欠
で
あ
る
だ
け
に
、
解
明
が
待
た
れ
る
。

 
な
お
、
田
中
徳
定
（
『
俊
頼
髄
脳
』
の
説
話
引
用
態
度
に
つ
い
て
、
駒
沢
国
文
、

．
｝
九
八
八
・
二
）
は
、
『
難
後
拾
遺
抄
』
と
『
俊
頼
髄
脳
』
と
の
†
和
課
の
差

異
に
つ
い
て
、
「
蟻
蚕
が
薦
垂
か
ら
聞
い
た
話
を
自
分
な
り
に
改
変
」
し
た
こ

と
に
よ
る
も
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
た
し
か
に
『
俊
頼
髄
脳
』
所
載
の
†
和

諜
は
、
各
書
に
引
か
れ
て
い
る
下
和
謳
と
は
様
相
を
異
に
し
た
、
特
異
な
あ
り

よ
う
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
い
わ
ば
俊
頼
的
屈
折
が
み
ら
れ
る
の
だ
。

こ
の
俊
頼
的
屈
折
は
、
文
献
か
ら
文
献
へ
の
流
れ
で
は
生
じ
に
く
い
も
の
の
よ

う
に
お
も
わ
れ
る
。

二

 
観
智
院
本
『
注
三
選
』
の
発
見
と
公
刊
と
は
、
『
注
好
選
』
そ
の
も
の
へ
の

関
心
を
呼
ぶ
と
と
も
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
研
究
を
も
活
気
づ
け
た
。
さ
ら
に
、

金
剛
寺
本
の
発
見
と
公
刊
は
、
『
注
好
選
』
の
広
が
り
が
、
、
中
世
に
お
い
て
も

た
し
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
。

 
和
田
朋
子
（
『
注
説
選
』
の
孝
子
説
話
、
広
島
女
子
大
国
文
、
一
九
九
〇
・
八
）

は
、
『
注
好
選
』
巻
上
の
孝
子
謳
を
船
橋
本
『
孝
子
伝
』
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、

類
似
度
の
面
で
心
落
に
わ
か
ち
、
類
似
度
の
高
い
話
説
に
は
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
そ
れ
と
は
多
少
違
う
け
れ
ど
も
、
と
り
わ
け
強
い
二
話
】
類
の
配
列
意
識
が

み
ら
れ
る
と
指
摘
。
『
今
昔
物
語
集
』
へ
の
言
及
は
少
な
い
も
の
の
、
震
旦
部

研
究
の
一
翼
を
に
な
う
。
学
部
の
卒
業
論
文
。

 
『
注
好
選
』
の
上
巻
に
は
、
い
ま
い
う
よ
う
に
『
孝
子
伝
』
と
の
共
通
話
が
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多
数
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
-
震
旦
部
に
関
し
て
い
え
ば
、
十
九
が

ら
み
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
お
お
い
。
原
田
信
之
の
二
論
文
（
『
今
昔
物

語
集
』
震
旦
部
の
孝
養
謳
、
立
命
館
文
学
一
九
九
〇
・
三
。
．
『
今
昔
物
語
集
』

震
旦
部
言
語
の
編
集
意
図
、
立
命
館
文
学
一
九
九
一
・
三
）
も
、
『
注
好
選
』

を
テ
コ
に
し
て
巻
九
へ
の
考
察
を
加
え
て
い
る
。

 
前
者
で
は
巻
題
の
「
孝
養
」
を
、
追
善
供
養
の
意
を
も
つ
と
解
す
べ
き
こ
と

を
主
張
。
巻
九
は
『
冥
報
命
』
を
主
体
に
、
『
孝
子
伝
』
か
ら
導
入
し
た
は
な

し
を
巻
頭
と
巻
尾
と
に
配
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
孝
子
伝
』
か
ら
の
導
入
話
の

選
択
は
、
『
注
好
選
』
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

 
前
者
が
も
っ
ぱ
ら
、
論
拠
を
『
今
昔
物
語
集
』
の
外
に
求
め
て
い
る
の
に
対

し
て
、
続
編
と
も
い
う
べ
き
後
者
で
は
目
を
内
に
向
け
、
孝
子
謳
の
本
文
の
決

定
の
状
況
か
ら
、
巻
九
の
編
纂
意
図
に
迫
ろ
う
と
試
み
る
。

 
原
田
論
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
現
存
資
料
の
中
か
ら
解
答
を
見
出
し
て
い
こ

う
と
す
る
姿
勢
だ
。
具
体
的
に
は
、
『
孝
子
伝
』
と
『
注
好
選
』
と
を
重
視
し
、

巻
髪
の
孝
子
課
は
、
出
典
未
詳
の
二
話
を
除
い
て
、
『
孝
子
伝
』
と
『
注
好
選
』

と
に
依
拠
し
て
い
る
、
と
す
る
。
眼
目
は
、
そ
の
う
ち
の
五
話
に
つ
い
て
、
『
孝

子
伝
』
と
『
墨
黒
選
』
と
を
「
重
ね
合
わ
せ
て
本
文
を
作
成
し
た
」
と
す
る
点

に
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
．

 
『
今
昔
物
語
集
』
書
面
の
、
『
孝
子
伝
』
『
指
巻
選
』
に
求
め
ら
れ
る
類
話
を

め
ぐ
っ
て
は
、
直
接
関
係
を
認
め
ず
、
現
存
し
な
い
未
知
の
資
料
が
介
在
し
て

い
る
と
の
見
解
が
、
小
峯
和
明
（
『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
』
笠
間
書
院
、

一
九
八
五
）
、
宮
田
尚
（
今
昔
物
語
集
と
注
好
選
・
再
考
、
日
本
文
学
研
究
、

一
九
八
三
・
十
一
）
ら
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
原
田
信
之

の
立
場
は
、
そ
れ
と
対
立
す
る
。
じ
じ
つ
、
小
峯
、
宮
田
ら
の
見
解
は
、
原
田
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に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。

 
た
し
か
に
原
田
信
之
の
い
う
よ
う
に
、
た
と
え
ば
九
3
「
震
旦
丁
蘭
、
受
木

思
至
孝
養
話
」
の
本
文
は
、
『
孝
子
伝
』
（
舟
橋
本
）
上
9
と
『
注
好
選
』
（
観

智
院
本
）
上
5
5
と
の
表
現
を
兼
ね
備
え
て
い
て
、
両
者
を
「
重
ね
合
わ
せ
」
た

か
の
よ
う
に
み
え
る
。

 
し
か
し
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
こ
と
は
か
え
っ
て
不
自
然
で
も
あ
る
。
叢
書
の

記
述
を
ほ
と
ん
ど
吸
収
し
た
う
え
で
一
話
を
構
成
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、

は
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。

 
二
黒
の
類
話
を
つ
き
あ
わ
せ
、
一
方
の
不
足
を
他
方
で
補
う
こ
と
は
あ
る
だ

ろ
う
。
た
と
え
ば
『
注
好
選
』
が
欠
い
て
い
る
隣
人
に
関
す
る
部
分
を
、
『
孝

子
伝
』
で
補
う
こ
と
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ほ
ぼ
対
等
の
関
係
に
あ
る

両
者
を
摺
り
合
わ
せ
し
か
も
、
両
者
の
表
現
を
無
駄
な
く
吸
収
し
て
一
話
を
構

成
す
る
の
は
、
至
難
の
業
だ
。

 
い
か
に
も
労
お
お
い
、
こ
う
し
た
「
複
雑
な
改
変
作
業
」
を
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
あ
え
て
採
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
相
応
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

い
っ
た
い
、
そ
れ
は
な
に
な
の
か
。
『
孝
子
伝
』
と
『
注
好
選
』
と
の
両
書
に

類
話
の
求
め
ら
れ
る
一
四
話
の
う
ち
で
、
な
ぜ
五
話
だ
け
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た

の
か
。
そ
の
一
方
に
、
『
孝
子
伝
』
の
み
、
あ
る
い
は
『
三
好
選
』
の
み
に
依
っ

た
も
の
が
あ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
合
成
が
、
か
な
ら
ず
し
も
孝
養
を
強
調
す

る
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
は
考
え
に
く
い
だ
け
に
、
現
象
面
で
の
一
致
を
指
摘

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
の
説
明
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
。

 
な
お
、
『
注
好
選
』
上
5
5
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の

は
妻
に
関
す
る
部
分
だ
け
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
本
来
、
木
母
を
焼
い
た
妻
に

関
す
る
部
分
と
、
木
母
を
切
り
つ
け
た
隣
人
に
関
す
る
部
分
と
か
ら
な
り
た
つ

＼
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て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
妻
の
行
為
が
〈
焼
ク
〉
で
は
な
く
、
〈
破
テ
〉

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
後
半
部
を
割
愛
す
る
に
際
し
て
、
流
血
の
場
面
の
効
果

を
考
慮
し
、
そ
れ
を
生
か
す
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
措
置
が
、
ど
の
段
階
で
ほ
ど
こ
さ
れ
た
の
か
特
定
で
き
な
い
。
『
無
二
選
』

の
原
資
料
が
、
す
で
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
原
資

料
か
ら
『
注
好
選
』
へ
の
過
程
で
改
変
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
通
じ
る
未
知
の
資
料
の
あ
っ
た
こ
と
が
、

こ
こ
で
も
推
定
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
表
現
の
上
か
ら
も
、
『
今
昔
物
語
集
』

に
通
じ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
九
3
に
お
け
る
『
孝
子
伝
』
『
注
連
選
』
の
記
述
の
共
存
は
、
合
成
よ
り
も
、

こ
の
よ
う
な
資
料
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
、
分
離
分
割
を
考
え
た
方
が
、
む
し

ろ
無
理
な
く
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

 
原
田
信
之
に
は
ほ
か
に
、
「
『
今
昔
物
語
集
』
震
旦
部
の
年
代
分
布
」
『
日
本

文
学
の
原
風
景
』
、
三
弥
井
選
書
、
一
九
九
二
・
こ
が
あ
る
。

そ
れ
は
い
い
う
る
。
巻
二
七
や
巻
二
九
の
標
題
に
、
編
集
の
過
程
で
の
修
正
の

跡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
だ
。

 
巻
三
一
に
も
そ
の
痕
跡
は
あ
る
。
巻
三
一
1
2
が
そ
れ
だ
。
こ
こ
に
は
も
と
も

と
、
巻
二
九
3
1
「
鎮
西
人
、
渡
新
羅
値
虎
語
」
を
収
め
る
べ
く
予
定
さ
れ
て
い

た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。
虎
の
登
場
し
な
い
は
な
し
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

〈
志
望
〉
が
目
録
標
題
に
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
物
語
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

 
編
集
過
程
で
の
試
行
錯
誤
の
例
が
、
も
っ
と
も
顕
著
に
、
そ
し
て
集
約
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
震
旦
部
の
巻
十
（
鈴
鹿
本
）
だ
。
平
林
の
報
告
は
本

朝
部
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
編
集
過
程
で
の
試
行
錯
誤
は
、
か
な
ら
ず
し
も
特

異
で
は
な
く
、
一
定
の
広
が
り
を
も
っ
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
留
意
し

た
い
。
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三

 
平
林
盛
得
「
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
今
昔
物
語
集
断
簡
と
そ
の
三
葉
」
（
『
王
朝

文
学
 
資
料
と
論
考
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
・
八
）
は
大
東
急
記
念
文
庫
、

山
田
忠
雄
氏
、
個
人
某
氏
三
者
の
も
と
に
あ
る
断
簡
を
、
解
説
を
加
え
る
と
と

も
に
、
翻
刻
紹
介
し
た
も
の
。

 
一
連
の
断
簡
は
、
巻
三
一
2
4
の
後
半
部
か
ら
巻
三
一
3
0
の
前
半
部
に
い
た
る

八
葉
で
、
南
北
朝
後
期
の
書
写
か
と
い
う
。
各
話
の
説
話
番
号
が
、
六
番
つ
つ

繰
り
上
げ
て
書
き
直
さ
れ
て
い
る
と
の
報
告
が
目
を
ひ
く
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
が
未
定
稿
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
標
題
か
ら
も
、


