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文
学
博
士

桑
原
隙
鹿
著

支

那

法
制

史

論
叢

本
書
は
故
桑
原
博
士
の
支
部
法
制
史
に
関
係
し
た
諸
研
究
を
編

纂
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
嚢
の
東
西
交
通

･
支
部
文
明
の
二
論
叢

と
姉
妹
籍
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡
輯
む
る
と
こ
ろ
は
'
支
部
の
孝

道
殊
に
法
律
上
よ
-
見
た
る
支
部
の
孝
遣

･
唐
明
律
の
比
較

･
支

部
の
苗
代
法
律
及
び
王
朝
の
律
令
と
唐
の
律
令
の
四
論

文

で
あ

る
.
こ
れ
ら
は
何
れ
も
博
士
晩
年
の
研
究
に
か
1
-
'
中
に
就
い

て
支
那
の
苗
代
法
律
は
昭
和
四
年
京
大
夏
期
講
習
倉
の
講
演
筆
記

で
あ
っ
て
'
未
牽
表
の
も
の
で
あ
る
が
'
他
は
記
念
論
叢
や
雑
誌

に
掲
載
L
t
其
の
虞
債
を
巳
に
世
に
問
う
た
も
の
で
あ
る
｡
改
め

て
其
の
内
容
を
JJ
･.
に
記
す
必
要
を
認
め
な
い
と
も
考
へ
る
の
で

あ
る
が
'
紹
介
す
る
に
雷
-
'
柳
か
敢
て
蛇
足
を
加
.(
る
こ
と
1

し
た
｡

｢
支
部
の
孝
遺
殊
に
法
律
上
よ
り
見
た
る
支
部
の
孝
遣
｣
は
孝
道

が
支
部
の
図
本
で
あ
り
ノ'
そ
の
固
粋
で
あ
え
と
云
ふ
見
地
か
ら
'

題
目
の
示
す
桜
に
主
と
し
て
法
律
上
か
ら
考
察
し
た
名
編
で
､
先

づ
西
洋
人
の
孝
道
に
関
す
る
研
究
を
紹
介
し
'
次
に
孝
道
が
如
何

な
る
こ
と
に
叔
底
を
遮
-
か
む
述
べ
て
居
る
.
如
ち
草
道
は
家
族

制
度
に
依
存
す
る
の
で
あ
-
'
家
族
制
度
は
親
子
の
開
床
と
組
先

崇
拝
と
を
骨
子
と
す
る
｡
勿
論
後
者
は
二
事
で
は
あ
る
が
'
将
帥

は

7
で
あ
っ
て
､
子
が
親
挺
率
葦
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
根
本
で
あ

る
｡
組
先
の
祭
紀
を
中
心
と
し
て
家
族
が
結
ば
れ
宗
家
が
其
の
上

に
立
つ
｡
こ
の
観
念
が
饗
展
し
'
支
部
に
於
け
る
政
治
組
織
の
形

成
を
特
色
付
け
る
.
そ
の
政
治
組
織
は

一
種
の
家
長
政
治

(Patri-

a
rc
h
y

)
で
あ
っ
て
'
そ
の
天
下
国
家
は
大
な
る
家
族
で
あ
-
､
従

っ
て
君
主
(
天
子
)
は
そ
の
家
長
で
あ
-
'
臣
民
(
赤
子
)
は
そ
の
家

族
で
あ
る
｡

だ
か
ら
歴
代
如
何
に
暗
愚
な
天
子
と
錐
も
孝
道
の
奨

勘
を
以
て
政
治
の
要
諦
と
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
｡

1
両
に

於
て
か
1
る
政
治
的
配
合
的
事
情
と
結
合
し
て
成
立
し
た
の
が
儒

教
で
あ
る
｡
儒
教
の
根
本
精
画
は
孝
憶
と
仁
と
忠
恕
で
あ
る
か
ら

家
族
主
義
の
維
持
や
孝
道
の
奨
励
に
寄
興
し
た
こ
と
些

芯
ふ
ま
で

も
な
い
｡
借
て
'
法
律
上
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
'
支
部
の
法
律

は
徳
治
主
義
の
法
律
で
､
そ
の
精
細
は
家
族
主
義
と
孝
遣
と
を
尤

も
鮮
明
に
牽
輝
し
て
居
る
｡
故
に
不
孝
に
封
し
て
は
最
重
の
刑
罰

を
課
す
.
不
孝
に
は
十
惑
そ
の
他
の
こ
と
が
あ
る
が
'
親
殺
し
の

罪
最
も
重
-
唐
律
に
は
こ
れ
に
就
い
て
保
項
を
訣
い
て
居
る
.
そ

の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
t
か
1
る
大
罪
を
俵
項
に
載
せ
る
こ

と
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は
風
教
上
息
は
し
-
な
-
'
叉
こ
れ
に
適
用
す
べ
き
刑
罰
が
な
い

と
云
ふ
茸
際
上
の
困
難
に
由
る
の
で
あ
ら
う
｡
上
達
の
棟
に
支
部

の
法
律
は
理
想
と
し
て
徳
治
主
義
に
基
-
の
で
あ
る
か
ら
'
孝
道

を
徹
底
さ
せ
る
番
に
は

｢
容
隠
｣
の
如
き
親
屠
問
に
於
け
る
犯
罪

の
隠
蔽
を
許
容
L
t
国
家
の
存
立
に
直
接
関
係
し
な
い
様
な
犯
罪

は
'
寧
ろ
其
の
隈
蔵
を
奨
励
し
て
居
る
｡
更
に
叉
孝
行
か
ら
出
番

L
た
行
馬
な
ら
ば
行
為
そ
の
も
の
が
不
都
合
で
あ
つ
て
も
こ
れ
が

諒
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
不
倶
戴
天
の
讐
打
の
如
き
'
或
は
親

の
疾
を
治
療
せ
ん
と
し
て
'
割
股
す
る
が
如
き
こ
と
は
陰
に
陽
に

奨
励
さ
へ
し
て
居
る
.
孝
道
は
法
律
上
に
止
ま
ら
ず
'
配
合
の
各

方
面
に
行
き
渡
っ
て
居
る
故
'
外
釆
思
想
に
接
鴨
す
る
場
合
の
如

き
常
然
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
｡
例

へ
ば
儒
教
の
伶
尼
が
そ
の

親
を
鰻
辞
す
る
と
否
と
の
こ
と
の
如
き
'
或
は
摩
局
数
が
支
部
に

於
て
甚
だ
坂
は
な
か
っ
た
理
由
の
如
き
'
或
は
キ
リ
ス
ト
教
が
支

部
人
の
組
発
条
紀
を
排
斥
し
た
篤
'
前
後
百
年
間
も
葛
藤
を
続
け

た
こ
と
の
如
き
皆
そ
れ
で
あ
る
.
要
す
る
に
､
時
代
の
穿
蓮
や
新

思
想
の
輸
入
に
よ
-
､
支
部
の
家
族
制
度
も
弛
緩
L
t
従
っ
て
草

道
も
勢
力
を
失
払
つ
･̂
あ
る
が
'
儒
教
興
隆
の
JJ
と
1
共
に
孝
道

の
振
起
が
切
望
さ
れ
る
｡

｢
唐
明
律
の
比
較
｣
は
現
存
支
部
最
古
の
法
典
で
あ
-
'
且
そ
の

影
響
の
最
も
簾
範
竺
且
つ
て
居
る
唐
律
と
'
完
全
に
侍
は
る
鮎
で

こ
れ
に
穏
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
､
文
麿
律
の
影
響
の
下
に
立
ち
な
が

ら
'
形
式
内
容
に
於
て
可
な
-
猫
立
し
て
居
る
明
律
と
を
比
較
考

察
し
た
も
の
で
'
特
に
夜
行
と
か
'
陵
墓
の
牽
掘
､
兄
弟
別
籍
'

内
乱
'
閲
割
火
者
等
の
支
部
配
合
に
於
て
特
色
あ
る
諸
行
雷
を
奉

げ
て
'
こ
れ
に
封
す
る
簡
明
擬
律
の
比
較
を
試
み
た
も

の
で
あ

る
｡
こ
れ
を
大
別
す
る
と
'
双
方
の
保
文
の
字
句
精
神
の
同

一
な

る
も
の
'
可
な
り
相
違
し
て
居
る
も
の
'
唐
律
に
は
あ
る
も
明
律

に
は
削
除
さ
れ
た
る
も
の
'
及
び
唐
律
に
な
-
て
明
律
に
新
に
増

補
さ
れ
た
も
の
1
四
種
に
な
る
.
こ
の
内
第

1
に
屠
す
る
場
合
が

最
も
多
い
O
J即
ち
夜
行
の
禁
止
の
如
き
は
繭
律
に
於
て
同
じ
程
度

に
禁
止
さ
れ
て
居
る
｡
こ
れ
に
勤
し
陵
墓
の
牽
堀
に
就
い
て
は
明

律
は
取
締
-
を

一
骨
厳
格
に
t
て
慮

る
.
兄
弟
の
別
籍
に
就
い
て

は
親
の
許
可
を
要
す
る
鮎
で
は
繭
律
不
撃
で
あ
る
が
､
官
の
律
令

で
は
或
は
別
籍
を
厳
禁
L
t
同
居
を
奨
励
し
て
居
る
の
に
封
L
t

明
律
で
は
其
の
要
求
束
縛
が
寛
大
と
な
っ
て
居
る
｡
内
乱
と
は
親

展
間
の
男
女
の
姦
淫
の
こ
と
で
'
こ
れ
に
関
し
て
は
明
律
は

一
屠

厳
重
な
刑
罰
を
規
定
し
て
居
る
｡
閲
割
火
者
と
は
自
富
者
(
私
白
)

を
指
し
'
火
者
と
は

tl
in
d
ustan
i
(温
都
語
)
の

K
h
ojah
(
宮

廷
奉
仕
の
宵
宮
)
の
菅
帯
で
あ
っ
て
､
元
代
南
支
部
に
輸
入
さ
れ
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た
言
責
が
明
代

一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
も

の
で
あ

る
｡
自
首
に
就
い
て
の
禁
令
は
唐
律
に
は
な
い
が
明
律
で
は
養
子

を
閣
割
す
る
場
合
を
限
っ
て
禁
保
を
載
せ
て
居
る
｡
こ
の
他
唐
律

に
は
な
-
'
明
律
に
増
加
せ
る
も
の
に
燭
達
筆
砂

･
舶
商
匿
貨

･

伶
道
揮
父
母
等
々
の
保
項
が
あ
-
'
全
然
削
除
さ
れ
た
も
の
に
安

置
分
的
･
府
既
官
稲
の
如
き
が
あ
る
O
狛
叉
科
刑
の
場
合
軽
重
の

存
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
｡
要
す
る
に
両
律
の
俵
文
の
同

一
或

は
同

一
に
近
い
も
の
は
前
後
七
百
年
間
の
長
期
に
亘
っ
て
格
別
の

轡
化
を
要
し
な
か
っ
た
と
云
ふ
事
茸
か
ら
'
支
部
の
国
家
融
合
に

封
し
て
深
い
関
係
を
持
つ
所
謂
図
本
と
か
国
粋
と
か
に
近
い
も
の

で
あ
る
と
断
定
さ
れ
'
そ
の
傑
文
の
可
な
-
轡
更
さ
れ
或
は
増
補

別
除
さ
れ
た
も
の
は
こ
の
間
'
融
合
状
態
が
奨
遷
し
た
反
映
と
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢
支
部
の
古
代
法
律
｣
は
'
尭
づ
支
部
法
律
の
淵
瀕
に
減
り
'
成

文
律
と
し
て
最
古
の
も
の
は
李
怪
の
法
経
で
あ
る
と
述
べ
'
降
っ

て
唐
明
律
の
こ
と
に
及
び
'
そ
の
形
式
内
容
に
璃
れ
'
次
い
で
支

部
法
律
の
特
色
を
詮
い
て
居
る
｡
即
ち
支
那
港
律
の
一
貫
し
た
精

神
は
家
族
主
義
の
維
持
'
徳
本
法
末

(
徳
治
主
義
)
の
牽
樺
と
'

蔽
倉
上
或
は
家
族
内
に
於
け
る
位
崖
に
依
っ
て
科
刑
上
差
別
主
義

を
取
っ
て
居
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
三
特
色
中
食
も
根
本
的
な
庵

の
は
家
族
主
義
で
あ
る
｡
借
て
刑
罰
の
種
類
で
あ
る
が
古
釆
正
利

が
行
は
れ
'
盲
-
は
墨

･
則

･
剃

･
宮

･
穀
な
ど
1
稀
す
る
方
法

が
用
ひ
ら
れ
'
晴
代
以
後
等

･
枚

･
徒

･
洗

･
死
が
用
ひ
ら
れ
る

に
至
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
科
刑
が
行
は
る
べ
き
犯
罪
中
'
謀
反
以
下

内
乱
に
至
る
ま
で
の
十
悪
と
稀
す
る
道
徳
上
名
敦
上
最
も
忌
む
べ

き
犯
罪
が
あ
る
｡
こ
れ
等
十
悪
の
悉
-
に
必
ず
し
も
重
い
科
刑
が

行
は
れ
る
評
で
は
な
い
が
､
こ
れ
を
犯
し
た
も
の
は
種
々
の
特
典

を
剥
奪
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
叉
内
容
竺
且
ち
入
っ
て
達
て
み
る
と

家
族
主
義
の
維
持
と
奨
励
と
が
主
要
で
あ
っ
て
'
孝
道
の
遮
行
と

云
ふ
こ
と
が
最
も
強
調
さ
れ
て
居
る
｡
さ
れ
ば
婚
姻
の
如
き
も
男

女
の
結
合
即
ち

一
個
人
の
馬
と
云
ふ
こ
と
が
直
接
日
的
で
は
な
く

家
族
(
鶴
)
の
環
'
組
先
の
祭
紀
の
馬
が
主
要
な
目
的
で
あ
る
.
ど

か
ら
同
姓
間
の
結
婚
を
禁
止
し
'
柄
米

･
間
名

･
飼
育

･
親
機

･

講
期
等
の
諸
儀
式
に
於
て
も
'
畢
尭
後
者
の
目
的
が
濃
厚
に
硯
は

れ
て
居
る
の
で
あ
る
｡
か
1

る
事
情
に
あ
る
の
で
支
部
で
は
'
女

は
加
地
と
か
'
婦
は
服
(
伏
)
也
な
ど
1

解
し
て
'
婦
人
の
位
置
頗

る
低
-
'
七
去
と
か
義
絶
と
か
云
ふ
離
縁
の
僕
件
に
於
て
そ
の
権

利
義
務
を
全
然
他
に
掌
捜
さ
れ
て
居
る
｡
此
の
外
三
不
去
と
云
ひ

法
律
上
離
縁
の
絶
封
許
容
さ
れ
ぬ
場
合
も
あ
る
が
'
要
す
る
に
家

族
制
度
が
婚
姻
の
根
底
を
支
配
し
て
居
る
こ
と
が
窺
ほ
れ
る
の
で

48
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あ
る
｡
以
上
に
よ
-
'
支
部
の
苗
代
法
律
に
於
て
如
何
に
家
族
主

義
が
重
要
視
さ
れ
て
居
る
か
ゞ
明
瞭
で
あ
ら
う
｡

｢
王
朝
の
律
令
と
唐
の
律
令
｣
は
王
朝
の
文
化
が
唐
の
影
響
を
受

-
こ
と
甚
大
で
あ
-
'
律
令
に
於
て
も
そ
の
例
を
洩
れ
ぬ
の
で
あ

る
が
'
受
容
の
際
探
-
我
が
国
情
を
参
酌
L
t
取
捨
し
て
居
る
こ

と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
.
唐
の
官
制
は
繭
漠
以
来
殆
ど
有
名
無

茸
と
な
っ
た
暫
官
制
と
魂
晋
以
発
の
新
官
制
を
併
用
し
た
の
で
'

官
制
が
複
雑
で
両
も
冗
官
が
多
S
の
に
封
L
t
我
が
大
安
令
の
官

制
は
そ
の
萩
を
除
き
'
組
級
が
筒
に
し
て
要
を
得
て
ゐ
る
｡
例

へ

ば
太
政
官
と
紳
砥
官
と
封
立
せ
し
め
た
る
如
き
'
国
情
に
て
ら
し

見
て
祭
租
を
治
園
の
要
諦
と
認
め
た
所
以
で
あ
る
｡
叉
律
に
於
て

も
そ
の
採
用
に
際
L
t
遺
徳
主
義
家
族
主
義
に
基
い
た
唐
律
の
精

神
は
増
承
し
て
居
る
が
'
十
意
を
八
虚
と
改
め
'
或
は
刑
罰
執
行

の
軽
重
に
於
け
る
が
如
き
'
要
に
叉
固
諸
家
諒
に
関
す
る
保
項
及

び
同
姓
通
婚
の
保
項
を
削
除
し
た
如
き
'
そ
の
態
度
を
窺
ふ
こ
と

が
出
来
る
｡
要
す
る
に
我
が
国
で
は
軍
に
律
令
の
み
な
ら
ず
'
唐

文
化
に
対
し
徒
に
心
酔
し
取
捨
に
迷
ふ
の
腰
を
し
な
か
っ
た
.
彼

の
道
士
派
遣
を
拒
絶
し
'
文
官
官
制
度
を
輸
入
し
な
か
っ
た
な
ど

適
例
と
し
て
注
意
さ
れ
る
｡

以
上
そ
の
内
容
の
概
略
を
紹
介
し
た
｡
通
勤
す
れ
ば
'
こ
1

に

論
及
さ
れ
て
居
る
と
こ
ろ
は
'
勿
論
支
部
法
制
､
殊
に
簡
明
律
を

中
心
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
'
簡
る
1
と
こ
ろ
多
岐
に
宜
-
'

1
舷
の
風
俗
習
慣
に
ま
で
及
ん
で
居
る
.
而
し
て
考
究
に
於
け
る

態
度
は
所
謂
法
制
史
家
の
そ
れ
と
は
自
ら
相
違
し
て
居
る
こ
と
が

注
意
さ
れ
る
｡
即
ち
法
律
制
度
の
取
扱
仏
に
際
し
て
､
常
に
そ
の

背
後
に
存
し
て
居
る
政
治

･
文
化
就
中
配
合
的
事
象
の
究
明
が
意

陶
さ
れ
､
衝
き
進
ん
で
謂
ふ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
法
制
事

象
の
究
明
は
由
っ
て
来
る
所
以
を
知
る
べ
き
手
段
に
し
か
過
ぎ
な

い
の
で
ぁ
る
｡
だ
か
ら
若
し
本
書
に
冠
せ
ら
れ
た
法
制
史
論
叢
を

配
合
史
論
叢
と
改
め
た
と
し
て
も
別
に
不
都
合
と
は
思
は
れ
ぬ
観

が
あ
る
｡

･
東
西
南
洋
の
文
化
の
特
質
を
比
較
論
評
す
る
と
き
'
度
々
]
口

吃
)
は
精
面
的
で
あ
-
'
他
は
物
質
的
で
あ
る
と
云
は
れ

て
居

る
.
JJ
れ
に
就
い
て
は
厳
密
な
立
場
か
ら
は
恐
ら
-
輿
論
も
挿
入

さ
れ
よ
う
.
然
し
そ
の
大
雄
に
就

ては
承
認
さ
れ
て
不
可
あ
る
ま

い
と
思
ふ
o
こ
の
JJ
と
1
並
ん
で
'
配
合
的
特
質
を
考
へ
て
見
る

な
ら
ば
'
失
張
-
同
様
な
意
味
で
1
は
家
族
主
義
的
で
あ
-
'
他

は
個
人
主
義
的
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
｡
本
書
を
通
じ
て

最
も
力
詮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
鮎
は
即
ち
支
部
鹿
骨
の

家
族
制
度
と
そ
の
精
神
の
究
明
に
存
す
る
｡
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息
ふ
に
支
部
に
於
て
久
し
き
に
亘
-
儒
教
及
び
儒
教
的
精
神
が

維
持
さ
れ
勢
力
を
持
ち
揖
け
る
こ
と
の
出
雅
た
の
は
､
其
の
教
理

が
支
配
階
級
に
封
し
て
常
に
指
導
的
原
理
と
な
-
'
且
叉
支
配
階

級
存
鏡
の
立
場
を
研
有
る
意
味
に
於
て
擁
護
し
っ
1
あ
っ
た
結
果

に
外
な
ら
な
い
.
果
し
て
然
ら
ば
儒
教
が
被
支
配
階
級
た
る
1
般

民
衆
と
如
何
な
る
程
度
ま
で
結
び
付
い
て
居
た
か
は
問
題
で
'
猿

歴
史
研
究
者
に
と
っ
て
研
討
を
要
す
る
事
柄
で
あ
る
け
れ
ど
も
'

こ
の
儒
教
が
支
部
融
合
の
箕
践
道
徳
'
換
言
す
る
な
ら
ば
支
那
固

有
の
家
族
制
度
の
裡
に
培
は
れ
た
理
想
に
基
い
て
形
成
さ
れ
た
示

教
で
あ
る
と
云
ふ
鮎
を
閑
却
す
べ
き
で
は
な
い
.
こ
の
JJ
と
に
就

い
て
は
本
書
が
直
接
間
接
説
明
を
輿

へ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
出

禿
る
.
然
ら
ば
拾

1
問
題
が
提
出
さ
れ
る
.
即
ち
家
族
主
義
精
細

は
家
族
制
度
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
が
､
英
し
て
然
ら
ば

1
賎
何

が
こ
の
制
度
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
ら
う
か
-

換
言
す
る

な
ら
ば
'
如
何
な
る
保
件
に
よ
っ
て
こ
の
特
色
あ
る
制
度
が
支
部

配
合
に
維
持
さ
れ
乗
っ
た
の
で
あ
る
か

-
此
の
鮎
に
就
い
て
も

或
る
程
度
の
詮
明
を
輿

へ
て
ゐ
る
と
も
云
ひ
得
る
が
'
然
し
狗

7

歩
衝
き
進
ん
だ
根
本
的
詮
明
は
今
後
雷
然
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ら
う
○

故
博
士
の
畢
風
と
業
績
と
に
関
し
て
些

二
論
叢
に
各
序
文
を
寄

せ
ら
れ
た
狩
野

･
央
野

･
羽
田
の
諸
博
士
が
簡
適
に
記
し
て
居
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.
中
に
就
い
て
羽
田
博
士
は
そ
の
畢
風
を
評

せ
ら
れ
'

｢
そ
の
特
徴
は
'
精
到
無
比
の
考
詮
を
基
に
し
た
堅
固
な
論
断
で

あ
っ

て'
洞
察
は
史
料
の
示
す
論
理
的
鐸
趣
を
落
ち
着
か
せ
る

篤
に
'
比
較
的
僅
か
の
場
合
に
施
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
.
｣

と
述
べ
て
居
ら
れ
る
｡
蓋
し
最
も
適
切
な
評
言
と
言
ふ
可
き
で
あ

ら
う
O

然
し
故
博
士
の
長
い
歴
史
生
活

(
D
as
h
istorieren
d
e

L
eb
en
)
を
回
顧
す
る
と
き
'
此
鹿
に
亦
自
ら
な
る
畿
展
の
跡
が

観
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
若
し
こ
れ
を
大
略
三
期
に
分
つ
こ
と
が

許
さ
れ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
叉
明
治
大
正
昭
和
の
時
代
唇
分
と
並

行
す
る
｡
そ
の
初
期
は
奮
乗
の
支
部
風
の
歴
史
を
排
し
て
'
西
洋

の
研
究
法
を
採
用
し
'

1
路
東
洋
史
畢
建
設
に
遭
進
し
た
'
謂
は

ゞ

理
想
主
義
的
と
も
栴
す
可
き
時
代
で
'
こ
の
期
の
代
表
作
と
し

て
は
勿
論
中
等
東
洋
史
二
審
を
推
す
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
大
正
時

代
は
そ
の
該
博
な
知
識
と
竪
寛
な
論
断
と
を
以
っ
て
内
外
の
斯
単

に
断
然
重
き
を
な
し
た
所
謂
質
誇
主
義
的
な
時
代
で
あ
る
O
JJ
の

期
の
主
要
な
業
績
と
し
て
は
'
大
正
四
'
五
年
を
中
心
と
す
る
貴

山
城
問
題
の
研
究

･
張
番
の
遠
征

･
蒲
毒
庚
の
事
蹟
'
及
び
同
十

四
'
五
年
に
於
け
る
歴
史
上
よ
-
見
た
る
南
北
支
部

･
階
唐
時
代
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に
衆
徒
し
た
西
域
人
に
就
い
て
等
の
諸
名
籍
を
奉
げ
る
こ
と
が
出

来
る
｡
最
後
に
晩
年
に
於
け
る
そ
の
傾
向
は
本
書
に
締
め
ら
れ
た

孝
遣
論
を
桝
め
と
す
る
諸
籍
を
通
じ
て
窺
は
れ
る
｡
勿
論
か
1

る

傾
向
は
博
士
が
生
前
編
纂
せ
ら
れ
た
東
洋
史
論
苑
の
内
に
も
巳
に

観
取
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
昭
和
に
入
っ
て
突
然
醸

成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡
本
書
に
故
は
れ
て
居
る
も
の
は
塞
外

や
東
西
交
通
に
紺
し
た
も
の
で
は
な
-
'
支
部
固
有
の
問
題
で
あ

る
｡
而
も
亦
そ
の
態
度
は
表
面
的
な
寄
算
に
封
す
る
の
で
は
な
-

て
'
寧
ろ
そ
の
背
後
に
存
す
る
も
の
を
究
め
ん
と
し
て
ゐ
る
｡
而

し
て
叉
卒
直
に
謂
ふ
な
ら
ば
'
こ
1

で
は
歴
史
の
雷
の
歴
史
研
究

と
云
ふ
よ
-
も
'
寧
ろ
人
生
の
篤
の
歴
史
研
究
と
云
ふ
傾
向
が
濃

厚
に
認
め
ら
れ
る
｡
｢
唐
明
律
の
比
較
｣
の
夜
禁
の
債
に
左
の
様
な

言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
｡
即
ち
'

｢
私
は
故
に
夜
禁
の
こ
と
を
述
べ
た
の
は
'
草
に
支
部
に
於
け
る

過
去
の
制
度
を
紹
介
す
る
の
み
が
日
的
で
は
な
い
.
こ
の
夜
禁

を
贋
-
今
日
の
融
合
に
茸
行
し
た
ら
ば
と
の
将
来
の
希
望
を
繋

げ
て
ゞ
あ
る
｡
｣

こ
の
引
用
文
を
通
じ
て
も
亦
諸
般
の
滑
息
を
知
る
こ
と
が
出
禿
る

で
あ
ら
う
.
だ
か
ら
､

L
eb
en
d
ig
で
は
あ
る
が
､

一
面
主
観
的

な
色
彩
を
加
ふ
る
に
到
っ
た
｡
要
す
る
に
､
博
士
の
晩
年
の
傾
向

は
種
々
な
意
味
で
盲
典
主
義
的
と
な
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
｡
然
し

そ
れ
は
単
な
る

Z
u
riickkeh
ren
で
は
な
-
て
t
A
uf
h
eb
en
に

ょ
る
到
達
で
あ
る
と
思
ふ
｡
(菊
版
'
発
憤
二
面

'
弘
文
堂
牽
行
)

(
小
野
勝
年
)

追
記

本
書
戒
護
中

一
二
誤
植
が
目
に
付
い
た
｡
僅
か
の
も
の
ゝ
存
す

る
の
は
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
'
取
上
げ
る
程
で
は
な
い
が
気
付
い
た

ま
ゝ
に
左
に
稿
げ
ろ
こ
と

ゝ
す
る
｡

二
十
五
貫
十

一
行

四
十
貢

十
四
行

一
〇
六
貫

四
行

一
二
七
貢
十
三
行

孝
弟

●

流罪
●

1
三
九
貢

二
五
三
賞

二
七
三
貢

三
四
四
貫

索
引
8
貢

三 八 九 三

市 布 行 行

背い
た

背い
た

受
け
ね
は
な
ら
ぬ
『
唐
律
』
云
々

受
け
ね
は
な
ら
ぬ
O
『
虐
待
』
云
々

●

●

夜

土
夜

士

封
押
倒
使
-

封
こ
緒
制
使
-

●

●

自
作

遺i
人
等

自
作

遣レ
人
等

●

夷
と
共

夫
と
共

に
●

首
考
閲
読

青

草陶
詮
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