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今
村
鞆
の
『
人
参
史
』
全
七
巻
の
大
著
に
も
、
人
参
国
産
に
払
わ

れ
た
苦
心
研
究
の
記
録
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
は
国
産
の
第
一
歩
と

な
っ
た
恒
常
的
な
人
参
苗
の
育
成
に
成
功
し
た
佐
渡
奉
行
た
ち
の
報

告
が
埋
れ
、
こ
の
成
果
に
続
く
日
光
で
の
農
業
的
大
規
模
栽
培
の
耕

作
に
関
す
る
文
書
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
演
者
は
杏
雨
書

屋
所
蔵
の
『
尾
州
御
薬
園
人
参
栽
培
一
件
綴
」
を
調
査
し
た
後
、
本

書
の
筆
者
田
口
忠
左
衛
門
の
子
孫
を
岐
阜
県
付
知
町
に
訪
ね
、
同
家

に
な
お
多
く
残
る
人
参
文
書
を
調
べ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
耕
作
記
に
で

あ
い
、
栽
培
技
術
の
進
歩
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
参

は
一
般
植
物
と
性
質
が
著
し
く
異
っ
て
い
る
。
そ
の
特
性
と
、
そ
の

た
め
に
お
こ
る
栽
培
上
の
困
難
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
に
し
て
克
服
さ
れ
た
か
を
耕
作
記
の
中
で
調
べ
た
。
こ
の
克

服
の
過
程
が
人
参
国
産
の
も
っ
と
も
具
体
的
な
歴
史
を
示
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。

朝
鮮
人
参
耕
作
記
の
歴
史

安
江
政
一

人
参
草
の
特
殊
性
は
次
の
六
点
で
あ
る
。
一
、
種
子
は
一
斉
に
は

発
芽
し
な
い
。
二
、
種
子
は
乾
く
と
発
芽
し
な
く
な
る
。
三
、
発
芽

第
一
年
は
三
小
葉
か
ら
な
る
掌
状
複
葉
一
枚
、
第
二
年
は
五
小
葉
の

掌
状
複
葉
一
枚
だ
け
で
夫
々
一
年
間
を
過
し
、
こ
の
間
葉
に
欠
損
を

生
じ
て
も
再
生
し
な
い
。
四
、
直
射
日
光
に
弱
い
。
五
、
葉
も
根
も

多
種
類
の
害
虫
に
犯
さ
れ
、
鼠
も
根
を
食
害
す
る
。
六
、
病
気
と
連

作
に
弱
い
。

種
子
が
一
斉
に
発
芽
し
な
い
の
は
野
生
植
物
の
通
有
性
で
あ
る

が
、
「
芽
切
り
」
の
発
見
で
こ
の
点
は
解
決
さ
れ
た
。
種
が
乾
く
と

発
芽
し
な
く
な
る
こ
と
は
熟
し
た
果
実
を
す
ぐ
蒔
く
こ
と
で
避
け
た

が
、
覆
土
の
厚
さ
を
一
般
作
物
並
に
す
る
と
夏
の
暑
い
間
に
乾
い
て

発
芽
し
な
か
っ
た
。
乾
か
な
い
よ
う
深
蒔
す
る
と
種
が
腐
っ
て
苗
は

得
ら
れ
な
か
っ
た
。
人
参
栽
培
開
始
の
事
前
調
査
報
告
の
一
項
に

「
人
参
は
暑
さ
を
忌
み
海
辺
の
山
に
生
ず
」
が
あ
っ
て
、
佐
渡
島
に

野
生
の
人
参
を
探
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
享
保
八
年
将
軍
吉
宗
が
佐

渡
奉
行
に
人
参
苗
四
本
を
渡
し
て
栽
培
を
命
じ
た
の
も
右
調
査
報
告

が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
四
本
の
人
参
苗
は
大
野
、
栗
野
江
、
長
谷
の

三
ヵ
村
に
分
け
て
植
え
ら
れ
た
が
、
深
い
山
峡
の
長
谷
寺
境
内
の
も

の
だ
け
よ
く
生
き
な
が
ら
え
て
、
数
年
に
わ
た
っ
て
多
数
の
実
を
生
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せ
き
だ
い

じ
た
。
奉
行
は
こ
の
実
を
蒔
い
た
が
、
失
敗
を
く
り
返
し
た
後
石
台

に
蒔
い
た
。
石
台
は
珍
石
を
床
の
間
に
飾
っ
た
り
、
盆
景
を
作
っ
た

り
す
る
脚
付
の
浅
い
箱
で
あ
る
。
人
参
実
の
熟
す
る
六
月
に
蒔
い
て

翌
年
三
月
ま
で
手
元
に
お
い
て
管
理
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
覆
土
が
薄
く
て
も
よ
く
な
っ
て
苗
が
多
数
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
困
難
の
一
つ
が
克
服
さ
れ
た
。

佐
渡
で
は
露
地
に
五
粒
の
実
を
蒔
い
て
五
本
の
苗
を
得
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
越
冬
に
際
し
て
全
滅
し
た
。
農
業
的
生
産
に
は
露
地
蒔

で
発
芽
さ
せ
、
そ
の
上
越
冬
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
植
村
左
平

次
は
二
十
数
回
、
人
参
御
用
を
承
っ
て
日
光
へ
赴
い
た
が
、
初
め
の

一
回
は
人
参
寒
養
御
用
で
あ
っ
た
。
越
冬
の
研
究
と
思
わ
れ
る
が
、

佐
渡
の
失
敗
は
霜
柱
に
よ
る
当
才
人
参
根
の
引
抜
き
と
ゑ
て
、
落
葉

あ
る
い
は
切
わ
ら
で
お
お
っ
て
解
決
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
寒
養
御
用

は
一
回
だ
け
で
あ
っ
た
。
毎
年
一
’
三
回
日
光
へ
出
張
し
、
十
八
年

か
け
て
農
業
的
生
産
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
要
点
は
露
地
蒔
に
し
て
発
芽

さ
せ
る
の
は
覆
土
の
厚
さ
の
加
減
で
あ
り
、
成
育
に
は
日
覆
の
向
と

高
さ
の
調
節
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
記
録
は

残
っ
て
い
な
い
。

佐
渡
奉
行
所
で
の
仕
事
場
は
役
所
中
庭
の
花
壇
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
人
参
植
場
を
花
壇
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
享
保

二
十
年
「
年
々
多
数
の
人
参
実
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
し

て
奉
行
所
地
役
人
が
表
彰
さ
れ
た
後
は
、
現
状
維
持
の
ほ
か
拡
張
の

余
地
は
な
か
っ
た
。
元
文
年
間
、
日
光
で
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
人
参
実
を
学
者
と
希
望
者
に
わ
け
与
え
た
が
、
こ
の
と
き
の
「
官

府
書
付
」
の
人
参
培
養
法
は
佐
渡
の
箱
蒔
で
あ
っ
た
が
、
覆
土
の
厚

さ
を
明
示
し
た
。
箱
の
土
を
な
ら
し
、
栗
実
大
の
小
石
を
並
べ
、
こ

の
間
に
三
寸
間
隔
に
人
参
実
を
お
い
て
、
土
を
小
石
の
か
く
れ
な
い

よ
う
に
か
け
よ
と
指
示
し
た
。
覆
土
が
強
雨
で
泥
状
化
し
て
固
ま
っ

て
も
小
石
と
の
間
に
す
き
間
が
で
き
る
か
ら
、
苗
は
地
上
に
出
る
こ

と
が
で
き
る
。
佐
渡
奉
行
の
考
案
を
屋
外
に
適
用
で
き
る
よ
う
改
良

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

田
村
藍
水
は
元
文
二
年
と
寛
保
三
年
の
二
回
人
参
実
を
与
え
ら
れ

て
、
栽
培
を
さ
ら
に
研
究
し
て
延
享
四
年
『
朝
鮮
人
参
耕
作
記
』
を

作
っ
た
。
こ
れ
が
全
国
的
な
栽
培
指
針
と
な
っ
た
。
宝
暦
十
二
年
平

賀
源
内
の
『
人
参
培
養
法
」
、
明
和
六
年
『
増
補
人
参
耕
作
記
』
の

刻
が
完
成
し
た
。
こ
れ
ら
著
作
の
進
歩
は
土
栫
へ
と
日
覆
の
作
り
方

の
明
示
で
あ
っ
た
。
以
後
幕
府
は
全
国
的
に
栽
培
を
奨
励
し
た
が
、

天
保
の
頃
は
農
村
へ
実
地
指
導
に
出
か
け
、
有
料
で
教
授
す
る
者
も
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あ
ら
わ
れ
た
。
ま
た
農
民
編
著
の
耕
作
記
も
あ
っ
た
。
年
代
と
耕
作

の
進
歩
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。

本
研
究
に
お
け
る
資
料
は
杏
雨
書
屋
と
田
口
慶
昭
氏
か
ら
与
え
ら

れ
た
古
文
書
の
複
写
で
あ
る
。
古
文
書
の
解
読
は
瀬
戸
市
村
田
秀
雄

先
生
の
御
指
導
に
よ
っ
た
。
以
上
に
対
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

る
0

（
新
潟
薬
科
大
学
名
誉
教
授
）

『
福
田
方
』
は
壺
隠
庵
有
隣
に
よ
っ
て
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）

頃
に
著
わ
さ
れ
た
医
学
全
書
で
あ
る
。
『
医
心
方
』
、
『
万
安
方
』
に

比
べ
る
と
非
常
に
短
い
書
物
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
の
代
表
的
医
学

全
書
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

演
者
は
日
本
の
小
児
科
領
域
の
歴
史
に
つ
い
て
調
べ
て
き
た
の

で
、
こ
こ
で
も
『
福
田
方
』
の
小
児
諸
病
証
論
を
と
り
あ
げ
て
そ
の

歴
史
的
位
置
づ
け
を
行
い
た
い
。
な
お
、
『
福
田
方
』
は
日
本
古
典

全
集
本
を
用
い
た
。

『
福
田
方
』
ば
か
な
ま
じ
り
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
が
大
き
な
特

徴
と
い
え
る
。
そ
れ
よ
り
前
に
著
わ
さ
れ
た
『
医
心
方
』
、
『
万
安

方
』
は
漢
文
で
あ
る
。
『
頓
医
抄
』
は
か
な
ま
じ
り
文
な
の
で
、
こ

れ
に
次
ぐ
も
の
と
い
え
る
。

『
医
心
方
』
や
『
万
安
方
』
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
文
の
出
典
が

『
福
田
方
』
の
小
児
諸
病
證
論

に
つ
い
て

広
田
曄
子
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