
本
著
が
刊
行
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
は
、
上
田
秋
成
が
没

し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
百
年
目
に
あ
た
る
。
二
〇
〇
九
年

に
は
、
二
百
年
忌
を
機
に
、
秋
成
研
究
の
原
点
を
振
り
返

る
著
書
が
多
く
発
表
さ
れ
た
。
本
著
も
そ
の
一
つ
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
数
年
、
秋
成
以
外
の
分
野
で
次
々

と
著
書
を
世
に
問
う
て
き
た
井
上
泰
至
氏
が
、
改
め
て
秋

成
の
「
代
表
作
」
で
あ
る
『
雨
月
物
語
』
に
正
面
か
ら
切

り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

本
著
に
は
、
『
雨
月
物
語
』
読
解
の
た
め
に
伝
統
的
に

行
わ
れ
て
き
た
方
法
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
典
拠
論
や
、
キ
ー
ワ
ー
ド
（
「
夢
」

�「
声
」

�「
廃
墟
」
な

ど
）
を
軸
に
作
品
を
読
み
取
る
方
法
、
秋
成
の
実
人
生
と

照
応
さ
せ
る
方
法
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
り

な
が
ら
、
本
著
は
時
代
に
逆
行
す
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん

な
い
。
い
っ
た
ん
秋
成
と
は
異
な
る
領
域
を
見
渡
し
て
き

た
井
上
氏
だ
か
ら
こ
そ
実
現
で
き
た
と
も
い
う
べ
き
、
新

し
い
切
り
口
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

本
著
の
章
立
て
を
見
て
み
よ
う
。
第
一
章
「
「
生
」
の

不
安

�怪
談
と
そ
の
小
説
が
生
ま
れ
る
基
盤
」
、
第
二
章

「
幻
術
の
文
法

�怪
異
表
現
の
視
覚
と
聴
覚
」
、
第
三
章

「
文
人
作
家
の
誕
生

�秋
成
の
前
半
生
」
、
第
四
章
「
す
れ

ち
が
う
主
人
公
た
ち

�作
者
秋
成
の
ト
ラ
ウ
マ
」
、
第
五
章

「
仕
掛
け
ら
れ
た
暗
号

コ
ー
ド

�歌
語

�謡
曲

�俳
諧
」
、
第
六
章

「
も
ど
き
の
語
り
口

�擬
態
と
再
生
」
、
第
七
章
「
秋
成
の

軌
跡

�そ
の
後
半
生
」
、
第
八
章
「
廃
墟
と
音

�怪
異
の
美

の
本
質
」
の
八
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
八
章
に
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
二
つ
の
う
ね

り
が
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
第
一
章

で
は
、
怪
談
と
は
太
平
の
世
に
お
い
て
不
安
を
疑
似
体
験

す
る
こ
と
で
そ
れ
を
解
消
す
る
手
段
で
あ
り
、
秋
成
が
そ

の
こ
と
を
的
確
に
捉
え
て
い
た
た
め
に
『
雨
月
物
語
』
が

怪
異
小
説
の
白
眉
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
第
二
章
で

は
、
『
雨
月
物
語
』
の
怪
異
場
面
に

�夢

�の
表
現
が
多

用
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。

�夢

�が
願
望
の
表
れ
で

あ
る
と
同
時
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
側
面
を
も
併
せ
持
つ
こ

と
を
論
じ
た
上
で
、
そ
う
し
た

�夢

�の
性
質
を
理
解
し

な
が
ら
も

�夢

�を
志
向
し
続
け
る
当
時
の
文
人
の
あ
り

方
に
言
及
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
視
点
を
変
え
、
秋
成

の
実
人
生
を
追
う
こ
と
が
中
心
と
な
る
。
出
生
と
生
い
立

ち
に
由
来
す
る
孤
児
意
識
、
孤
独
感
を
秋
成
が
抱
い
て
い

た
こ
と
、
秋
成
が
文
芸
や
学
問
に
携
わ
る
こ
と
を
「
遊
び
」

と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
押
さ
え
る
。
こ
れ
ら
第
一
章

か
ら
三
章
ま
で
を
い
っ
た
ん
統
合
す
る
か
の
よ
う
に
置
か

れ
て
い
る
の
が
、
第
四
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
第
三
章

ま
で
に
述
べ
た
秋
成
自
身
の
孤
独
感
と

�夢

�へ
の
執
着

と
が
、
『
雨
月
物
語
』
の
怪
異
に
つ
な
が
っ
て
い
る

可
能

性
を
示
す
。
こ
れ
が
一
つ
目
の
う
ね
り
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
の
う
ね
り
は
、
第
五
章
以
降
に
あ
る
。
ま
ず

第
五
章
で
、
典
拠
と
の
関
わ
り
か
ら
『
雨
月
物
語
』
に
し

か
け
ら
れ
た
「
暗
号

コ
ー
ド

」
を
読
み
解
き
、
古
典
世
界
の
見
立

て
と
し
て
『
雨
月
物
語
』
を
位
置
付
け
る
。
そ
の
上
で
、

知
的
遊
戯
の
要
素
が
『
雨
月
物
語
』
に
は
欠
か
せ
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
。
続
く
第
六
章
で
、
軍
書
や
説
話
の
語
り

の
利
用
方
法
に
つ
い
て
論
じ
る
。
語
り
と
い
う
枠
組
み
を

利
用
し
つ
つ
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
点
に
、
秋
成
の
ア

イ
ロ

ニ
カ

ル
な
視
点
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
、
「

メ
タ

物
語
作
家
た
る
点
が
秋
成
の
特
徴
で
あ
り
本
質
」
で
あ
る

と
結
論
付
け
る
。
第
五
章
、
第
六
章
で
明
ら
か
に
し
た
手

法
を
、
秋
成
晩
年
の
作
品
『
春
雨
物
語
』「

血
か
た
び
ら
」

を
取
り
上
げ
、
秋
成
の
後
半
生
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
た

の
が
第
七
章
で
あ
る
。
文
業
を
遊
び
と
捉
え
る
意
識
や
、

歴
史
へ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
視
点
が
、
い
く
つ
も
の
自
己

矛
盾
や

�藤
を
か
か
え
た
晩
年
の
秋
成
の
あ
り
よ
う
に
つ

な
が
っ
て
い
る
様
を
検
証
す
る
。

こ
こ
ま
で
の
二
つ
の
う
ね
り
を

踏
ま
え
て
（
当

然
両
者

は
分

断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

密
接
な

関
連
を
持
つ
）、
第

八
章
で
再

び
『
雨
月
物
語
』
に
立
ち

戻
る
。
「
廃
墟
」
と
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「
音
」
と
に
注
目
し
、
秋
成
が
「
廃
墟
」
に
対
し
て
「
取

り
残
さ
れ
た
「
孤
独
」

�「死
」
の
世
界
」
を
見
て
い
た
こ

と
、
そ
れ
を
情
を
切
り
捨
て
た
表
現
で
描
き
き
っ
た
点
に
、

秋
成
の
「
美
へ
の
没
入
と
相
対
化
」
の
手
法
が
表
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
ま
と
め
と
す
る
。
読
者
は
、
二
つ
の

う
ね
り
に
身
を
任
せ
て
い
る
う
ち
に
、
自
然
に
『
雨
月
物

語
』
の
核
心
部
へ
と
運
ば
れ
て
ゆ
く
と
い
う
仕
組
み
で
あ

る
。特
徴
的
な
の
は
、
一
般
書
に
し
て
は
、
あ
ら
す
じ
の
紹

介
や
本
文
引
用
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
専
門
的
な
知
識
が
な
く
て
も
読
め
る
よ
う
に
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
記
述
は
き
わ
め
て
親
切
に
な
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
各
編
の
全
体
像
が
つ
か
み
に
く
く
、
そ
の
点
で
と

ま
ど
う
一
般
読
者
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
井
上
氏
は
、
も
と
よ
り
そ
の
こ
と
は
承
知
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
本
著
の
眼
目
だ
か
ら
で
あ
る
。
本

著
は
『
雨
月
物
語
』
九
編
に
つ
い
て
、
一
編
一
編
ス
ト
ー

リ
ー
を
紹
介
し
、
主
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
形

式
を
敢
え
て
と
っ
て
い
な
い
。
各
章
ご
と
に
設
定
し
た
論

点
に
応
じ
て
、
複
数
の
編
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
雨
月
物
語
』
各
編
を
横
断
的
に
見
る
も
の
で
あ
る
。
横

断
す
る
手
が
か
り
は
、
「
怪
異
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
基

本
的
な
、
そ
し
て
『
雨
月
物
語
』
と
い
う
作
品
の
存
在
そ

の
も
の
に
関
わ
る
観
点
で
あ
る
。
九
編
に
ま
た
が
る
総
括

的
な
論
な
が
ら
抽
象
論
に
陥
っ
て
い
な
い
の
は
、
論
証
に

あ
た
っ
て
は
堅
実
な
方
法
を
用
い
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
方
法
に
未
だ
多
大
な
余
地
が
あ
り
、

し
か
も
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
井
上
氏
の
視
野
の
広
さ
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
達
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
本
著
の
そ
も

そ
も
の
目
的
は
、
氏
が
「
『
雨
月
物
語
』
が
怪
談
小
説
の

「
古
典
」
と
な
っ
た
本
質
的
な
理
由
」
（
「
は
じ
め
に

�『
雨

月
物
語
』
の
怪
異
の

�」
）
を
明
ら
か
に
す
る
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
現
代
に
も
通
じ
る
普
遍
的
な
動
機
が
元
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
心
理

学
や
言
語
学
と
い
っ
た
、
文
学
以
外
の
研
究
成
果
が
援
用

さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
現
代
の
映
画
な
ど
も
例
と
し
て
引

か
れ
る
。
こ
う
し
た
方
法
を
と
り
な
が
ら
も
、
援
用
し
た

諸
学
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
つ
一
つ
が
慎
重

に
選
び
抜
か
れ
た
結
果
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、
近

世
の
文
学
、
文
化
を
も
大
い
に
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
、

本
著
で
展
開
さ
れ
る
論
を
支
え
て
い
る
。
引
用
さ
れ
る
の

は
、
読
本
は
も
ち
ろ
ん
、
浮
世
草
子

�歌
書

�俳
書

�浄

瑠
璃

�川
柳
と
幅
広
い
。
当
然
目
を
配
る
べ
き
日
本
の
古

典
に
つ
い
て
も
、
和
歌
、
『
源
氏
物
語
』
、
『
伊
勢
物
語
』

な
ど
か
ら
押
さ
え
て
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
明

治
の
小
説
家
の
言
説
が
幾
度
か
引
用
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

『
雨
月
物
語
』
が
明
治
の
文

人
達
へ

与
え
た

影
響
を
論
じ

る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
江
戸
文
化
や
『
雨
月
物
語
』
へ

の
関
わ
り
方
か
ら
、
江
戸
文
化
な
り
『
雨
月
物
語
』
な
り

の
特
徴
を
逆
照
射
し
て
い
る
。
本
著
が
原
点
回
帰
で
は
あ

る
が
新
し
い
『
雨
月
物
語
』
論
に
な
り
得
た
の
は
、
井
上

氏
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
る
博
捜
ぶ
り
が
あ
っ
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

個
人
的
に
は
、
『
雨
月
物
語
』
と
秋
成
の
実

人
生
と
を

照
応
さ
せ
る
際
に
、
今
少
し
手
順
を
踏
ん
で
も
ら
い
た
い

と
い
う
感
想
も
持
っ
た
。
秋
成
自
身
の
記
述
に
は
、
自
己

演
出
の
要
素
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
秋

成
自
身
が
語
る
秋
成
像
と
実
体
と
し
て
の
秋
成
と
が
、
果

た
し
て
ど
れ
だ
け
一
致
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
結
論
を

急
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。

作
品
を
読
む
こ
と
に
お
い
て
、
現
代
的
視
点
と
当
代
的

視
点
と
は
い
わ
ば
両
輪
の
関
係
に
あ
る
。
普
遍
性
は
時
代

が
異
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
人
間
性
と
も
い
う
も
の
に
関

わ
る
し
、
ま
た
当
時
の
文
化
と
切
り
離
す
べ
き
で
も
な
い
。

本
著
は
、
そ
れ
ら
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
例
と

い
え
る
。
一
般
読
者
の
み
な
ら
ず
、
研
究
者
に
も
多
く
の

示
唆
を
与
え
る
一
書
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
本
著
執
筆
の
頃
、
井
上
氏
は
御
母
堂
を
看
取
ら

れ
、
そ
の
経
験
は
『
雨
月
物
語
』
理
解
に
欠
か
せ
な
か
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
「
あ
と
が
き
」
）。
『
雨
月
物
語
』
が

時
代
を
越
え
て
読
み
継
が
れ
る
理
由
に
お
い
て
、
人
の
死

を
め
ぐ
る
根
源
的
な
共
感
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
で
あ

ろ
う
。
「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
た

私
事
を
こ
の

場
で
取

り
上
げ
る
の
は
、
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
の
こ
と
は
、
『
雨
月
物
語
』
と

同
時
に
、
本
著
に
つ

い
て
語
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
感
じ
て
触
れ
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。

（
や
ま
も
と
す
い
こ

藤
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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