
批

評

・

紹

介

競

菅
南
北
朝
史
論
集

周

一
九
六
三
年
一
二
月

A
5
剣

四

一
八
頁

一

良

著

北
京
中
華
書
局
刊

本
書
は
主
と
し
て
燕
京
皐
報

・
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
に
載
せ
ら
れ
た
論
文

を
中
心
に
未
設
表
の
も
の
を
も
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
、
全
て
一
九
四
九
年

の
解
放
前
の
も
の
で
あ
り
、
以
後
の
数
篇
も
戦
前
に
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
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そ
の
内
容
は
大
約
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
第

一
は
南
朝
の
流
民

・
少

数
民
族

・
兵
制

・
官
制
に
つ
い
て
で
約

一
O
O頁。
第
二
は
民
族
問
題
の
観
鮎

よ
り
北
朝
史
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
約

一
五
O
頁。

第
三
は
貌
菅
よ
り
惰
唐
に

及
ぶ
各
種
併
数
文
鰍
の
考
謹

・
そ
の
他
の
讃
書
札
記
で
約
一
二

O
頁。

著
者
は
序
文
に
こ
れ
ら
の
論
文
の
立
場

・
観
貼

・
方
法
に
は
多
く
の
問
題
が

あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
事
の
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
こ
れ
ら
の
資

料

・
考
震
が

一
孔
之
見
と
し
て
小
さ
な
螺
釘
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
と
誌
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
内
容
の
庚
範
函
且
つ
詳
密
な
こ
と

は
戸
迷
い
を
究
え
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
筆
者
が
北
朝
史
を
専
攻
し
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
著
者
が
最
も
重
貼
を
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
第
二
の
部
分
を

紹
介
し
て
書
評
の
責
を
ふ
さ
ぎ
た
い
。

先
ず
「
北
朝
的
民
族
問
題
輿
民
族
政
策
」
は
上
下
二
篇
に
分
か
れ
、
も
と
燕

京
間宇
報
第
三
九
期
に
載
っ
た
も
の
。

「上
篇
統
治
階
級
内
部
胡
族
奥
漢
族
之

矛
盾
」
で
は
北
朝
の
統
治
階
級
は
異
族
が
中
園
に
君
臨
し
た
も
の
で
あ
る
。

故

に
山
富
時
の
被
統
治
者
と
統
治
者
の
矛
盾
と
闘
争
を
除
け
ば
、
後
代
の
契
丹

・
女

同県

・
蒙
古
・

満
洲
と
同
じ
く
統
治
階
級
内
部
に
は
叉
胡
族
と
漢
族
聞
の
矛
盾
が

あ
っ
た
と
い
う
基
本
ラ
イ
ン
の
下
に
概
説
さ
れ
る
。

「
第
一
章
北
貌
」
で
は
雨
者
聞
の
矛
盾
を
ま
、
ず
世
租
太
武
帝
の
時
の
健
浩

被
談
時
件
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
原
因
は
園
史
撰
修
が
不
典
だ
っ
た
か
ら

で
も
な
く
、
南
朝
に
態
ぜ
ん
と
し
た
謀
闘
が
池
れ
た
か
ら
で
も
な
く
、
嘗
時
の

例
数

・
道
教
の
闘
字
に
敗
れ
た
か
ら
で
も
な
い
。
そ
れ
は
統
治
階
級
内
部
の
胡

漢
の
矛
盾
と
闘
争
の
結
果
で
あ
り
、
闘
史
団
関
修
の
件
は
そ
の

一
つ
の
近
因
に
す

ぎ
な
い
。
貌
書
虚
玄
停
の
、

浩
大
欲
膏
整
人
倫
、
分
明
姓
族
、
玄
勘
之
日
:
・:
・:

宜
其
三
思
-
J
J
・
-
浩
覚
不
納
、
治
敗
頗
亦
由
此

を
引
用
し
て
健
治
の
「
分
明
姓
族
」
は
漢
人
士
庶
の
別
を
鐙
定
し
よ
う
と
し
た

だ
け
で
な
く
、
主
要
な
目
的
は
漢
人
高
門
の
地
位
を
高
め
て
北
人
を
抑
制
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
雀
浩
は
北
人
を
祉
曾
最
高
の

貴
族
か
ら
除
外
し
よ
う
と
し
て
大
反
封
に
あ
い
、
そ
の
他
の
高
門
集
固
と
修
史

に
因
っ
て
罪
を
得
た
の
で
あ
る
、
と
。
次
に
、
健
浩
被
誌
の
後
も
依
然
と
し
て

存
在
し
た
統
治
階
級
中
の
胡
漢
の
矛
盾

・
枇
曾
上
の
胡
漢
の
衝
突
を
解
除
し
た

も
の
と
し
て
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
と
漢
化
政
策
を
捉
え
る
。
そ
れ
は
姓
族
分
定

に
表
わ
れ
る
よ
う
に
皇
帝
の
力
で
胡
人
を
漢
人
門
閥
吐
曾
に
あ
て
は
め
た
の
で

あ
り
、
こ
こ
に
胡
漢
統
治
者
内
の
矛
盾
は
消
滅
し
、
爾
者
は

一
丸
と
な
っ
て
被

統
治
者
階
級
を
区
一迫
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
六
鎮
の
反
飢
は

一
種
の
階

級
関
字
と
し
て
起
り
、

北
貌
の
致
命
傷
と
な
っ
た
。
廃
陽
王
深
は
北
銀
兵
士
の

地
位
が
縛
落
し
た
罪
を
李
沖
に
錫
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
李
沖
が
建
議
し
た
一一
一

長
制
が
胡
漢
の
寒
門
庶
民
を
綾
合
し
て
搾
取
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
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ら
だ
ろ
う
、
と
。

北
貌
史
研
究
で
綾
も
問
題
と
な
る
の
は
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
・
漢
化
政
策
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
胡
漢
の
絞
合
し
た
統
治
階
級
と
い
う
概
念
を

導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
内
田
吟
風
氏
の
「
九
朝
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
及

諸
北
族
系
貴
族
の
地
位
」
(
東
洋
史
研
究
第

一
容
三
抗
、
「
旬
奴
史
研
究
」
所

牧
)
な
ど
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
漢
族
に
重
黙
を
置
い
た

研
究
が
主
流
を
占
め
て
き
た
。
そ
れ
に
謝
す
る
も
の
と
し
て
著
者
の
考
え
方
は

高
く
評
債
で
き
よ
う
が
、
筆
者
は
胡
漢
稜
合
に
些
か
の
疑
問
を
覚
え
る
。
確
か

に
姓
族
分
定
l
通
婚
政
策
は
賓
施
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
や
は
り
屋
倒
的
な
樋
カ

を
背
景
に
し
た
北
族
君
主
・
宗
室
が
漢
族
高
門
を
屈
服
さ
せ
た
こ
と
に
な
り
は

し
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
遜
洛
直
後
、
代
北
で
起
っ
た
穆
秦

・
陸
叡
ら
の
反
飢
、

北
族
皇
帝
権
力
の
許
慣
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
統
治
階
級
の
賞
燈
が
不

明
瞭
で
あ
る
。
健
浩
被
訣
事
件
の
際
は
北
族
の
み
が
統
治
階
級
と
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
だ
が
、
漢
化
政
策
の
頃
の
統
治
階
級
と
は
、
ど
の
範
園
を
指
す
の
だ

ろ
う
か
。
代
北
の
北
族
の
反
乱
と
も
関
連
し
て
こ
よ
う
。
更
に
、
孝
文
帝
が
漢

化
政
策
を
賓
施
す
る
と
い
う
、
そ
の
必
然
性
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
廿
二
史
笥
記
で
は
越
翼
は
そ
れ
を
帝
自
身
の
素
質
に
か
な
り

重
き
を
置
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、

筆
者
は
文
明
太
皇
太
后
の
治
世
を
漢
化
政

策
の
前
期
と
し
て
重
視
し
た
い
。
更
に
叉
北
鎮
の
反
飢
を
著
者
が
強
調
さ
れ
る

よ
う
に
、
民
族
問
題
で
な
く
階
級
間
容
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
時
代
相
が
捨
象

さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
不
安
を
も
覚
え
る
。
概
説
的
で
あ
る
か
ら
仕
方
な
い

と
も
言
え
る
が
、
爾
階
級
問
の
パ
ワ
ー
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
も
っ
と
明
ら
か
に

し
て
ほ
し
か
っ
た
。

「
第
二
章
北
贋
」
爾
朱
祭
の
「
河
陰
の
害
」
に
よ
っ
て
胡
漢
混
合
門
閥
は

表
滅
し
、
官
岡
敬
が
大
鮮
卑
主
義
の
下
に
北
湾
を
建
国
し
た
。
彼
は
北
銀
を
中
心

と
し
た
鮮
卑
人
の
武
力
を
背
景
に
、
北
致
時
代
の
被
慶
迫
北
族
を
中
心
と
し
て

漢
族
地
主
階
級
と
連
合
し
た
、
と
さ
れ
る
。
「
大
鮮
卑
主
義
」
と
は
全
く
見
事

な
命
名
だ
が
漢
族
地
主
階
級
が
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
に
力
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ

い

て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
或
は
均
田
制
・

三
長
制
と
の
閥
連
モ
考
え
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
五
胡
十
六
園
時
代
以
来
、
北
方
の
漢
族
に
は
農
村
に

定
着
し
た
土
豪
的
色
合
い
が
濃
い
、
と
い
う
こ
と
に
関
連
す
る
の
か
。
と
す
れ

ば
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
た
雨
階
級
に
於
い
て
漢
族
地
主
階
級
は
ど
こ
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
論
考
は
簡
略
に
す
ぎ
る
が
、
こ
の
方
向
を
更
に

深
め
た
も
の
と
し
て
谷
川
道
雄
氏
の
「
北
脅
政
治
史
と
漢
人
貴
族
」

(
名
古
屋

大
皐
文
事
部
研
究
論
集
二
六
史
皐
九
)
が
あ
る
。
な
お
高
氏
の
出
自
を
も
論
愛

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
潰
口
重
閤
氏
の
「
高
湾
出
自
考
」
(
「
秦
漢
陪
唐
史
の
研

究
」
下
容
所
牧
〉

に
登
き
る
。

「
第
一
一
一
章
北
周
」
北
賓
と
戟
う
た
め
に
字
文
泰
は
漢
人
を
胡
化
し
部
落
の
編

制
を
取
入
れ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
こ
そ
が
府
兵
制
の
基
本
精
榊
で
あ
っ
た、

と

す
る
。
叉
五
胡
十
六
国
時
代
よ
り
の
開
中
豪
族
の
興
遜
と
波
落
を
示
し
て
山
東

門
閥
に
封
比
さ
せ
る
。
従
っ
て
そ
の
官
制
も
高
門
無
視
を
モ

ッ
ト
ー
と
し
た
、

と
。
ほ
ぼ
納
得
で
き
る
説
で
あ
る
。
北
周
内
部
の
個
別
研
究
に
は
演
口
氏

・

谷
川
氏
に
数
篇
あ
る
が
著
者
に
も
権
力
構
造
内
部
に
つ
い
て
の
考
究
を
期
待
す

る
。
以
上
、
上
篇
で
は
北
貌
|
北
旗
開
・
北
周
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
だ
け
で
、

情
唐
へ
の
展
望
は
何
ら
鯛
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
一
抹
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ

る。
「
下
篇
北
朝
之
少
数
民
族
問
題
」
漢
族
は
大
漢
族
主
義
の
下
に
少
数
民
族

を
虚
迫
し
つ
づ
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
少
数
民
族
が
政
権
を
握
る
と
狭
院
な
民

族
主
義
が
感
行
し
、
被
統
治
者
の
漢
族
・
他
の
少
数
民
族
を
抑
座
し
た
。
こ
れ

が
北
朝
時
代
の
少
敏
民
族
の
情
況
で
あ
る
、
と
。
こ
の
篤
で
は
北
朝
の
少
数
民
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族
分
布
と
更
に
は
政
策
に
及
ぼ
う
と
す
る
。

「
第
一
章
丁
零
輿
勅
勤
」
北
貌
の
滅
亡
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
の
は
丁

零
で
あ
っ
た
。
史
籍
で
は
漠
北
の
勅
勅
を
高
車
或
は
勅
勅
と
し
内
地
の
を
了
零

と
す
る
。
丁
零
は
拓
政
氏
の
統
一
前
に
中
原
に
定
居
し
た
も
の
。
定
州
・
相
州

に
多
く
、
彼
ら
は
軍
の
主
要
な
来
源
で
あ
っ
た
。
勅
動
は
多
く
六
銀
に
居
り
そ

の
反
鋭
に
は
大
き
な
役
目
を
果
た
し
た
。
つ
ま
り
被
墜
迫
少
数
民
族
と
被
援
迫

鮮
卑
府
戸
が
連
合
し
た
の
で
あ
る
。

「
第
二
章
四
種
胡
」
山
胡
・
虚
水
胡
・
契
胡
・
鷲
番
胡
。
山
胡
は
旬
奴
に

服
従
し
た
西
域
胡
人
で
は
な
い
か
。
虚
水
胡
は
月
氏
胡
の
支
源
で
あ
ろ
う
。
契

胡
の
地
位
は
少
敏
民
族
中
最
高
で
領
民
曾
長
に
多
い。

「
第
三
章
発
」

秦
州
な
ど
に
多
い
。
後
漢
以
来
、
持
氏
挑
氏
建
闘
の
基
盤

を
な
す
。

「
第
四
章
忌
蟹
巴
僚
萄
L

汚
水
流
域
の
鐙
族
は
南
北
爾
朝
に
仕
え
た
の
で

北
貌
は
彼
ら
を
移
徒
し
た
。

「
第
五
章
附
論
」
四
種
胡
は
月
氏
或
は
西
域
の
商
胡
で
中
園
に
定
居
し
た

者
の
後
葡
で
あ
る
、
と。

著
者
の
関
心
は
少
数
民
族
に
よ
り
多
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
充
賞
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
は
南
朝
史
研
究
で
も
少
数
民
族
が
取
上
げ
ら
れ
つ

つ
あ
る
が
、
そ
れ
は
園
家
の
支
配
が
そ
こ
に
こ
そ
最
も
端
的
に
現
わ
れ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
民
族
差
別
と
階
級
問
題
を
融
合
さ
せ
て
説
い
て
お
ら
れ

る
が
、
根
本
的
に
は
や
は
り
民
族
差
別
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か。

な

お
こ
の
論
考
の
成
果
は
銚
綴
元
氏
「
北
朝
胡
姓
考
」
に
充
分
に
取
入
れ
ら
れ
て

い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
叉
、
第
四
章
で
四
川
の
鐙
に
鰯
れ
ら
れ
た
の
は
貴
重
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。

「
領
民
曾
長
奥
六
州
都
督
」
は
も
と
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
二

O
本
に
載

う
た
も
φ
。
そ
れ
り
大
要
は
、
道
武
帝
が
諸
部
を
解
散
し
州
都
制
を
強
行
し
た
と

き
、
官
向
車
だ
け
で
な
く
弁
・
建
な
ど
の
州
の
山
胡
・
萄
・
丁
零
も
同
様
に
そ
の

生
轡
の
故
に
部
落
を
存
績
し
た
の
で
あ
り
、
領
民
曾
長
こ
そ
は
こ
れ
ら
の
部
落

の
曾
帥
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
部
落
は
北
漫
に
蕃
息
し
、
太
租
・

高
砲
の
改
革

に
も
動
揺
せ
ず
、
国
家
は
こ
れ
に
よ
っ
て
遼
境
を
揮
禦
し
得
た
。
領
民
曾
長
の

「
民
」
は
編
戸
に
同
じ
で
は
な
か

っ
た
が
、
北
貌
正
光
年
間
以
後
の
北
鎮
擾
凱

で
北
人
の
南
侵
は
甚
し
く
、
こ
こ
で
領
民
大
都
督
の
稽
が
起
っ
た
。
そ
れ
は
北

人
を
領
す
る
が
故
に
、
「
六
州
」
の
雨
字
が
北
人
の
代
表
と
な
る
に
及
ん
で
六

州
領
民
都
督
の
稽
を
も
生
じ
さ
せ
、

更
に
六
州
都
餐
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

領

兵
曾
長
・
治
民
曾
長

・
第
一
領
民
曾
長
の
各
稽
が
同
一
の
内
容
を
さ
す
こ
と
、

及
び
北
湾
書
紳
武
紀
の
記
述
で
、
東
西
分
立
の
時
は
封
筒
に
は
必
ず
し
も
寅
土

は
な
か
っ
た
、
と
銭
大
断
廿
五
史
考
異
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。

領
民
曾
長
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
内
田
氏
が
僅
か
に
燭
れ
ら
れ
(
前
掲
論

文
)
、
そ
の
基
本
的
方
向
を
一
示
さ
れ
た
に
止
ま
っ
た
が
、
こ
こ
に
こ
の
よ
う
に

詳
細
な
賓
設
的
研
究
が
加
え
ら
れ
た
の
は
誠
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

全
貌
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
す
ぐ
想

い
出
さ
れ
る
の
は
潰
口
氏
の
「
東
灘
の
兵
制
」
(前
掲
書
上
容
所
枚
)
で
あ
る
。

そ
れ
が
北
貌
末
の
六
銀
大
反
蹴
の
次
第
を
明
ら
か
に
し
、
高
歓
の
掘
起
と
そ
の

親
箪
を
遁
確
に
描
き
つ
つ
も
、
や
や
も
す
れ
ば
制
度
面
に
流
れ
勝
ち
で
あ
っ
た

の
に
謝
し
、

こ
の
論
考
は
も
う
一
段
下
が
っ
て
領
民
含
長
を
抱
え
て
掘
起
こ
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
嘗
時
の
吐
曾
を
鮮
明
に
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
思

わ
れ
る
。
論
中
に
「
潰
口
氏
は
高
氏
が
六
鎮
の
兵
人
に
力
を
得
た
こ
と
を
記
し

て
お
り
、
そ
の
設
は
も
と
よ
り
正
し
い
が
六
州
の
解
寝
に
は
ま
だ
真
諦
を
得
ら

れ
て
な
い
L

と
鏑
れ
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

さ
ら
に
釜
む
べ
く
ば
、
貌
-

賓
と
緩
い
た
こ
の
組
織
に
類
似
の
も
の
が
西
灘
・
北
周
に
も
存
在
し
た
の
で
は

A
B
 。。
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な
い
か
(
著
者
は
地
域
的
な
面
で
取
上
げ
ら
れ
て
な
い
が
)
、
叉
こ
れ
に
指
抗

し
て
北
周
は
府
兵
制
を
産
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
、
に
関
連
し
て
考
察
を
進

め
て
い
た
だ
き
た
い
。
叉
領
民
曾
長
が
統
率
す
る
部
落
の
内
容
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
北
族
的
性
俗
、
部
民
の
生
態
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

「
北
貌
銀
成
制
度
考
及
綴
考
」
は
局
貢
半
月
刊
第
三
谷
九
期
と
第
回
答
五
期

に
載
っ
た
も
の
。
内
容
は
、
鎮
の
成
立
は
白
星
始
年
間
よ
り
。
そ
の
形
態
は
鎮
の

み
の
場
合
は
鋲
将
が
軍
民
政
務
を
粂
理
、
銀
と
州
郡
並
立
の
場
合
は
銀
将
が
刺

史
を
策
ね
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
質
例
と
し
て
銀
が
州
治
に
置
か
れ
た
も
の
と

し
て
後
州
な
ど
五
州
、
銀
が
郡
治
に
置
か
れ
た
も
の
と
し
て
湾
州
東
清
河
郡
な

ど
四
郡
、
州
郡
の
無
い
所
に
設
け
ら
れ
た
も
の
は
北
港
の
六
鎮
な
ど
(
要
衝
で

胡
漢
が
錯
居
或
は
地
瞭
人
稀
の
所
)
。
歴
史
的
に
は
南
境
の
諸
鎖
は
州
都
と
並

置
し
、
北
透
及
び
商
北
は
初
め
は
銀
の
み
。
成
は
南
北
関
境
に
置
か
れ
、
銀
に

次
ぐ
も
の
で
鯨
と
同
等
。
州
都
が
な
い
所
で
は
豚
に
隷
属
す
る
。
鎮
の
官
は
都

大
将
以
下
参
軍
ま
で
、
成
の
官
は
成
主
な
ど
。
北
銀
韓
国
初
は
鎖
将
の
選
を
重
く

し
た
。
そ
の
設
銀
数
は
七
四
を
穆
げ
得
る
。
寸
綴
考
」
で
は
銀
二
二
を
加
え
る
。

北
貌
設
銀
の
主
意
は
南
北
遺
境
を
固
め
る
に
あ
っ
た
が
、
北
湾
・
北
周
に
な
っ

て
そ
れ
が
史
籍
に
見
え
な
く
な
っ
た
の
は
北
湾
文
宣
帝
が
長
城
を
築
い
た
こ

と
、
南
朝
か
ら
の
脅
威
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
東
西
封
立
の
た

め
、
そ
の
東
西
園
境
に
は
重
要
な
銀
成
が
置
か
れ
た
、
と
さ
れ
る
。

雨
編
共
に
賓
設
的
な
論
考
だ
が
制
度
の
静
的
側
面
に
終
始
し
た
惑
が
あ
る
。

も
ち
る
ん
著
者
は
そ
れ
に
気
付
い
て
お
ら
れ
る
が
、
動
的
側
面
へ
の
試
み
は
必

ず
し
も
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
。
前
掲
「
北
朝
的
民
族
問
題
:
・
:
:
:
」
の
中

で
灰
言
さ
れ
た
設
鎖
は
遜
防
以
外
に
少
数
民
族
を
鋲
墜
す
る
作
用
を
し
た
、
と

い
う
よ
う
な
観
貼
か
ら
考
を
進
め
ら
れ
れ
ば
護
展
し
よ
う
。
叉
、
北
周
に
於
け

る
府
兵
制
と
の
関
連
、
鎖
・
成
の
構
成
員
、
そ
も
そ
も
銀
と
成
と
の
相
違
、

一史

に
時
代
は
異
な
る
が
唐
の
藩
銀
と
の
基
本
的
な
性
格
の
闘
係
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
ほ
し
か

A

った。

し
か
し
、
演
口
氏
の

一
連
の
論
考
、

谷
川
道
雄
氏
の
「
北
貌
末
の
内
飢
と
城

民
」
(
史
林

一
九
五
八
年
三
・
五
腕
〉

を
新
し
い
角
度
か
ら
見
な
お
そ
う
と
す

る
場
合
(
筆
者
に
は
す
で
に
そ
の
段
階
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
殊
に
後
者

で
は
梅
力
と
過
小
評
領
さ
れ
て
い
る
が
如
き
)
、
参
照
す
べ
き
で
あ
り
、
叉
そ

の
不
備
を
責
め
ら
れ
る
鶏
書
地
形
士
山
の
再
検
討
に
役
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
論
{
子
文
周
之
種
族
」
は
も
と
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
七
本
第
四
分
に
載

っ
た
も
の
。

こ
れ
ま
で
字
文
氏
は
鮮
卑
だ
と
さ
れ
て
き
た
が
、

買
は
旬
奴
南
草

子
の
遼
腐
で
あ
る
。
そ
の
根
嬢
は
、
拓
政
と
の
出
自
縛
訟
の
相
違、

同
族
の
字

文
一
臓
は
南
軍
子
よ
り
、
字
文
氏
の
部
衆
は
鮮
卑
と
言
語
・
風
習
が
異
な
っ
て
い

た
、
通
典
に
「
其
鮮
卑
之
別
部
」
と
あ
る
が
別
部
と
は
別
種
で
政
治
上
に
統
麗

し
つ
つ
も
種
族
は
異
な
る
、
字
文
氏
の
小
字
に
某
某
突
と
す
る
の
は
旬
奴
の
特

徴
。
旬
奴
南
軍
子
の
子
孫
と
揚
言
す
る
の
を
避
け
た
の
は
鮮
卑
拓
政
部
が
諸
胡

を
墜
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
非
常
に
説
得
力
の
あ
る
論
考
で
あ

る
。
字
文
周
の
種
族
に
つ
い
て
は
決
定
版
で
あ
ろ
う
e

た
だ
奇
し
く
も
時
を
同

じ
く
し
て
毅
表
さ
れ
た
漬
口
氏
の
コ
口同
費
出
自
考
l
高
微
の
制
覇
と
河
北
の
豪

族
高
乾
兄
弟
の
活
躍
」
ハ
前
回
調
書
一下
容
所
牧
)
が
高
歎
の
出
自
を
解
明
し
つ
つ

そ
れ
を
嘗
時
の
枇
曾
の
中
で
描
い
て
い
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
多
少
の
不
満
を
舞

え
る
。
な
お
併
讃
さ
れ
れ
ば
爾
著
者
の
北
朝
史
に
封
す
る
態
度
、
ひ
い
て
は
日

中
雨
園
摩
者
の
問
題
の
掘
下
げ
方
・
論
護
・
結
論
・
護
展
の
さ
せ
方
の
相
違
に

興
味
深
い
示
唆
を
奥
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
や
は
り
中
園

人
に
と
っ
て
は
「
闘
史
」
で
あ
る
強
み
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
叉
、
論
中
で
内

田
氏
の
前
掲
論
文
の
「
北
周
字
文
氏
は
純
然
た
る
鮮
卑
で
あ
る
。

:
:
i

-貌
書

が
字
文
を
旬
奴
と
す
る
は
曲
筆
」
を
「
何
に
譲
っ
て
そ
う
言
っ
た
の
か
解
ら
な

-90一
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い
」
と
批
判
列
さ
れ
た
が
、
そ
の
批
剣
は
そ
の
ま
ま
受
入
れ
ら
れ
て
「
旬
奴
史
研

究
」
(
創
元
従
刊
一
九
五
三
)
で
は
見
出
し
か
ら
「
旬
奴
系
豪
族
字
文
氏
」

と
嬰
え
ら
れ
た
。
以
て
こ
の
論
考
の
債
値
を
も
知
り
得
ょ
う
。

「貌
牧
之
史
撃
」
は
も
と
燕
京
皐
報
第
一
八
期
に
載
っ
た
も
の
。
以
後
、
貌

牧
貌
書
に
闘
す
る
一
連
の
論
考
を
誘
起
し
た
名
論
文
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に

「貌
書
は
北
日
か
ら
人
の
最
も
誇
る
正
史
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
嘗
ら

な
い
。
こ
の
論
文
で
は
普
賢
の
謹
を
緯
き
た
い
L

と。

「
第
一

貌
牧
之
篤
人
」

で
は
そ
の
生
涯
と
人
と
な
り
を
述
べ
る
。
殊
に
入
躍
円
以
後
は
綱
紀
慶
弛
し
た
中

に
あ
っ
て
直
言
の
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
落
さ
れ
て
い
る
、
と
。

「
第

二

今

本
貌
書
」
貌
書
の
紀
・
停
に
は
泊
降
後
漢
音
一
日
に
倣
っ
て
序
と
論
が
あ
っ
た
。

山田柄

文
線
目
以
来
そ
の
紀
・
停
・
志
の
歓
谷
の
み
を
云
云
し
て
例
に
言
及
し
な
い
の

は
大
き
な
片
手
落
で
、
不
評
も
そ
れ
に
由
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

「
第
三

貌
書
之
取
材
」
前
半
は
貌
園
史
に
嬢
り
、
後
牢
は
彼
が
史
館
で
撰
し
た
も
の
。

し
か
し
史
職
を
専
ら
に
し
て
よ
り
わ
ず
か
十
ヶ
月
で
成
っ
た
の
か
ら
み
れ
ば
か

な
り
奮
史
に
嬢
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
全
く
彼
の
手
に
成
っ
た
と
み
な
し
て
非

難
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
北
貌
の
闘
史
の
撰
述
が
道
武
帝
の
時
よ
り
始
ま
る

こ
と
を
述
べ
、
再
び
雀
浩
の
図
史
に
よ
る
被
談
事
件
を
取
上
げ
て
、
彼
の
図
史

が
石
に
刻
さ
れ
て

一
般
北
人
の
自
に
燭
れ
る
ま
で
は
何
の
非
難
も
な
く
、
被
誌

の
後
も
そ
の
園
史
、
か
廃
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
前
掲

「北
朝
的
民
族
問

題
:
・
:
」
の
傍
設
と
さ
れ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
谷
容
光
氏
「
健
浩
園
史
之

獄
奥
北
朝
門
閥
」
(
盆
世
報
一
九
三
五
年
九
月
紛
史
摩
副
刊
第
一
一
期
)
を
も

参
照
の
こ
と
、
と
あ
る
。
雀
浩
の
園
史
を
緩
い
だ
も
の
と
し
て
高
允
ら
を
奉
げ

る
。
貌
書
九
五
か
ら
の
五
谷
、
青
書
載
記
が
催
鴻
の
十
六
園
春
秋
に
基
い
た
も

の
と
し
て
そ
の
三
史
を
封
照
さ
せ
る
。
叉
東
E
百
諸
帝
の
停
は
孫
盛
の
E
日
陽
秋

・

檀
道
驚
の
績
耳
目
陽
秋
に
基
く
と
し
て
そ
の
封
照
表。

桓
玄
俸
は
何
法
盛
の
中
興

書

・
滅
刷
用
緒
の
耳
目
書
に
基
く
、
と
。

「
第
四
貌
書
之
積
例
奥
書
法
」
東
貌
を

正
統
と
す
る
故
に
最
も
後
世
に
議
ら
れ
る
。
隔
の
文
帝
は
牧
の
書
を
改
め
て
西

貌
を
正
統
と
し
た。

次
に
後
世
に
論
難
さ
れ
る

個
所
を
穆
げ
て
論
駁
す
る
。

太
武
帝
の
太
子
晃
が
早
逝
し
た
の
に
紀
に
入
れ
て
い
る
こ
と
、

諸
帝
の
殺
さ

れ
た
者
の
う
ち
一
部
し
か
載
せ
て
い
な
い
こ
と
、
記
述
が
蕪
冗
だ
と
さ
れ
る
こ

と
、
南
朝
及
び
十
六
圏
の
君
主
に
俸
を
立
て
た
こ
と
、
闘
停
老
志
を
立
て
た
こ

と
、
な
と
。
「
第
五
貌
書
之
事
賓
輿
論
断
」
省
時
の
人
が
機
史
と
し
て
非
難

し
た
論
援
を
列
停
に
よ
っ
て
掌
げ
、

そ
の
不
笛
を
解
明
す
る
。
貌
書
は
ほ
ぼ
公

卒
で
異
質
に
近
く
、

北
史
こ
そ
却
っ
て
刑
制
が
過
ぎ
た
も
の
と
す
る
。

」「
第
六

結
語
」
貌
警
の
庇
回
収
と
し
て
、
東
貌
を
主
と
し
た
た
め
に
殊
に
地
形
志
に
掛
漏

が
多
い
こ
と
、
表
を
立
て
な
か
っ
た
こ
と
(
特
に
世
系
表
)
、
高
歓
を
賞
讃
し

す
ぎ
た
こ
と
、
輪
廻
報
懸
の
事
を
録
し
す
ぎ
た
こ
と
。
筆
者
は
こ
こ
で
も
叉
貌

牧
の
み
が
取
出
さ
れ
て
い
る
不
満
を
究
え
る
。
史
料
的
制
約
は
あ
る
が
貌
牧
が

こ
の
よ
う
な
貌
書
を
撲
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
過
程
を
描
け
な
い
も
の
だ
ろ
う

か
。
第

一
と
第
六
を
か
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
ヨ

て
も
問
題
は
進
展
し
よ
う
。

叉
第
三
で
貌
書
が
か
な
り
奮
史
に
竣
っ
た
と
し
て
封
照
表
ま
で
作
り
な
が
ら
そ

こ
か
ら
先
へ
進
む
こ
と
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
そ
の
後
の
論
考
が
現
存
す
る
貌

書
に
援
っ
た
だ
け
に
そ
れ
ら
が
浮
い
て
く
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
叉
百

柄
本
と
殿
本
で
は
か
な
り
字
句
の
異
同
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
含
め
て
版
本

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
な
お
著
者
は
こ
の
書
の
他
の
論
考
で
貌

書
を
引
い
た
際
、
随
庭
で
貌
収
へ
の
評
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
貌
書
の
注
稗
と

し
て
陳
毅
氏
「
貌
書
官
氏
志
疏
釜
」

を
初
め
挑
被
元
氏
・

谷
鐸
光
氏
の
も
の
を

翠
げ
る
が
、

現
在
で
は
こ
れ
ら
に
塚
本
善
隆
氏
の
稗
老
志
の
研
究
な
ど
数
多
く

の
も
の
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第

一
部
は
紙
面
の
関
係
も
あ
っ
て
篇
目
を
掌
げ
る
に
止
め
た
レ
。
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「
貌
菅
兵
制
上
的
一
個
問
題
」
未
設
表
。

「
乞
活
考
|
西
育
東
菅
間
流
民
史
之
一
一
貝
|
」
も
と
燕
京
皐
報
第
三
七
期
に

絞
っ
た
も
の
。

「
上
、
乞
活
始
末
」
「
下
、
乞
活
興
後
趨
石
氏
之
滅
亡
」

に
分

か
れ
る
。

「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
封
待
之
政
策
」
も
と
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊

第
七
本
四
分
に
絞
っ
た
も
の
。

「
第
一
節
商
朝
境
内
各
種
人
之
分
布
」
は

「甲
僑
人
之
分
布
」

「乙

土
着
及
錘
偲
等
之
分
布
」
に
分
か
れ
、
乙
は
パ
門
土
着
、
口
副
賞
、
同
僅
、
伺
渓
、

伺
僚
奥
山
越
か
ら
成
る
。
「
第
二
節
南
朝
政
府
之
政
策
封
特
殊
分
子
」
は

「
甲
政
治
方
面
」
と
「
乙
世
曾
方
面
」
に
分
か
れ
そ
れ
ぞ
れ

H
宋
費
、
田

梁
、
国
陳
、
付
僑
人
一
貫
之
政
策
及
其
成
功
、
国
従
語
音
推
測
僑
奮
之
同
化
か

ら
成
る
。
「
第
三
節
商
朝
政
府
之
封
策
!
封

一
般
分
子
」
は
「
甲
土
断
僑

人
政
策
之
失
敗
」
「
乙
封
副
賞
僅
等
之
漢
税
」
か
ら
成
る
。

「
南
費
量
百
丘
鰹
鞠
停
試
醐
伸
一
策
論
南
朝
文
武
官
位
及
清
濁
」
は
も
と
清
華
島
一
戦

第
四
谷
二
期
に
絞
っ
た
も
の
。

第
三
部
の
筆
頭
の
「
牟
子
理
惑
論
時
代
考
」
は
も
と
燕
京
製
報
第
三
六
期
に

載
っ
た
も
の
。
京
大
人
文
科
事
研
究
所
の
「
理
惑
論
索
引
」
の
序
文
で
繭
永
光

司
氏
が
燭
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
論
議
の
多
い
著
作
で
あ
り
、
ベ
リ

オ
の
名
論
文
以
来
多
く
の
論
宇
を
惹
起
し
て
き
た
。
著
者
は
先
ず
こ
れ
ま
で
の

事
説
史
を
整
理
し
て
、
付
東
E
白
劉
宋
間
人
の
偶
作
と
す
る
も
の
:
:
・
:
マ
ス
ベ

ロ
〈

B
E
F
E
O
一
九
一

O
H
梁
啓
超
(
梁
任
公
近
著
第
一
瞬
中
谷
)
、
常
盤

大
定
(
「
支
那
に
於
け
る
悌
教
と
偶
数
道
教
」
)
、
松
本
文
三
郎
(
「
悌
数
史
雑

考
」
〉
、
口
後
漢
の
怠
庶
字
子
博
の
作
と
オ
る
も
の
:
;
:
:
孫
弘
前
議
(
箔
膏
述
林

六
〉
、
ベ
リ
オ
(
通
報
一
九
二

O
〉
、
周
叔
迦
(
牟
子
叢
残
)
、
除
季
預
(
燕
京

厚
報
第
二

O
期
)
、
に
大
別
さ
れ
る
が
、
預
井
康
順
氏
「
道
教
の
基
礎
的
研
究
」

に
よ
り
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
著
者
は
第
二
設
が
序
文
と
後
漢
書

・
三
園
士
山
の

停
に
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
以
て
根
援
と
し
、
そ
の
故
に
こ
れ
が
定
説

と
な
っ
て
い
る
、

と
し
て
支
持
す
る
こ
と
を
激
見
さ
せ
る
。
そ
し
て
各
氏
の

論
考
を
随
慮
に
引
用
し
つ
つ
、
理
惑
論
木
文
を
分
析
し
て
制
作
年
代
を
推
定
す

る
。
「
七
経
L

な
る
字
か
ら
後
漢
三
国
時
代
の
痕
跡
を
見
出
し
、
更
に
緯
書
の

影
響
を
指
摘
し
序
と
本
文
を
同
時
代
と
す
る
。
た
だ
し
序
の
時
代
と
抵
鍋
す
る

の
は
本
文
の
悌
教
に
闘
す
る
部
分
で
あ
る
と
し
、
理
惑
論
と
奥
支
謙
謬
の
太
子

瑞
謄
本
起
経
と
の
異
同
を
封
照
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
序
と
本
文
の

一
部
は
二

世
紀
末
、

惑
は
三
世
紀
初
頭
、
牟
腐
の
挫
昔
、
例
数
に
関
す
る
多
く
の
部
分
は
三

世
紀
末
或
は
四
世
紀
に
加
え
ら
れ
た
も
の
、
と
一

見
雨
誌
の
折
衷
の
如
く
結
論

さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
理
惑
論
の
原
形
に
つ
い
て
も
は
や
讃
明
す
る
術
は
な
い
と

し
な
が
ら
も
大
胞
な
仮
説
を
展
開
さ
れ
る
。
即
ち
、
序
文
の
初
め
の
方
に
は
傍

教
に
は
何
ら
言
及
せ
ず
末
尾
に
老
子
を
讃
歎
す
る
。
と
こ
ろ
が
突
然

「於
是
鋭

士
山
於
併
道
、

粂
研
老
子
五
千
文
」
と
綴
け
る
が
、
こ
れ
は
不
自
然
で
は
な
い

か
。
老
子
を
讃
え
た
次
に
は
そ
の
教
え
に
服
膚
す
る
言
葉
が
績
く
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
ま
た

「粂
研
」
と
い
う
の
も
不
合
理
で
あ
る
。
更
に
本
文
で
は
老
子

を
引
か
な
い
節
は
殆
ん
ど
な
い
。
つ
ま
り
理
惑
論
は
も
と
道
家
の
著
作
で
嘗
時

の
道
術
の
醤
で
は
な
か
っ
た
か
。
陵
澄
の
法
論
と
弘
明
集
の
理
惑
論
の
書
名
の

下
に
「
一
云
蒼
梧
太
守
牟
子
博
停
」
と
。
「
侍
」
と
稽
し
た
の
は
侍
記
で
は
な

く
老
子
の
義
を
侍
述
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
理
惑
論
の
「
論
」
も
何

曇
の
道
徳
論
の
よ
う
に
老
子
の
皐
を
解
説
し
た
も
の
の
音
山
で
あ
ろ
う
。
後
漢
の

時
の
悌
教
は
本
来
道
家
に
依
附
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
交
州
は
例
数
、
か
侍
来
し

た
可
能
性
が
あ
り
、
二
世
紀
末
の
牟
子
の
書
で
も
網
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
後
の
悌
教
徒
が
こ
の
書
一
に
大
い
に
加
え
て
例
法
を
宣
揚
し
た
書
だ
と
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
漢
明
感
夢
の
一
段
な
ど
で

.，..... 92ー
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悌
教
の
淵
源
と
中
闘
に
停
入
し
た
縁
由
を
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
。

理
惑
論
論
手
の
う
ち
新
し
い
も
の
で
あ
る
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
ま
で
の

成
果
を
よ
く
ふ
ま
え
て
、
中
庸
を
得
た
結
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
傍
謹
が
必

ず
し
も
詳
細
で
な
い
こ
と
は
そ
れ
を
示
そ
う
。
最
後
の
仮
設
は
新
し
い
視
角
を

奥
え
た
も
の
と
し
て
高
く
評
領
さ
れ
よ
う
。
但
し
そ
う
な
れ
ば
問
題
は
現
存
す

る
理
惑
論
に
つ
い
て
の
従
来
の
論
争
と
は
か
な
り
色
合
い
の
異
な
っ
た
論
争
を

惹
起
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
。
そ
の
賀
詮
に
つ
い
て
は
や
は
り
省
時
の
枇
曾
文

化
面
、
或
は
交
州
と
い
う
地
域
文
化
面
か
ら
し
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
事

は
、
あ
る
一
つ
の
物
を
駐
曾
か
ら
取
出
し
て
論
ず
る
危
険
性
と
枇
舎
の
中
で
論

ず
る
多
難
さ
と
を
数
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
部
の
併
数
関
係
は

「
併
家
史
観
中
之
南
場
帝
」
も
と
盆
世
報
史
地
周
刊
第
二
五
期
に
載
っ
た
も

の。
「
宋
高
僧
傍
善
無
農
侍
中
的
幾
個
問
題
」
未
愛
表
。
付
善
無
畏
之
名
競
輿
家

世
、
口
善
無
畏
東
来
之
行
程
、
国
内
道
場
奥
長
生
殿
、ー伺
密
宗
奥
律
宗
、
田
益
回

無
畏
停
文
訂
設
か
ら
成
る
。

「
能
仁
奥
仁
洞
」
燕
京
皐
報
第
三
二
期
に
載
っ
た
も
の。

「
論
併
典
翻
謬
文
皐
」
申
報
文
史
副
刊
第
三
J
五
期
に
載
っ
た
も
の
。

「
中
間
的
耕
民
天
研
究
」
思
想
奥
時
代
月
刊
第
三
五
期
に
載
っ
た
も
の
。

「
漢
詩
馬
鳴
悌
所
行
讃
的
名
稽
和
謬
者
」
申
報
文
史
副
刊
第
一
九
期
に
載
っ

た
も
の
。

敦
埠
関
係
の
論
考
は

「
敦
建
定
本
雑
紗
考
」
燕
京
皐
報
第
三
五
期
に
載
っ
た
も
の
。

「
政
敦
僅
篤
本
法
句
経
及
警
喰
経
残
谷
三
種
」
天
津
大
公
報
開
審
遁
刊
第
一

七
期
に
載
っ
た
も
の
。

-「
政
教
抽
居
骨
楠
本
海
中
有
一
柳
亀
」
現
代
悌
事
第
一
審
五
期
に
載
っ
た
も
の。

「
政
敦
爆
秘
籍
留
異
」
清
華
畢
報
第
一
五
袋
一
期
に
載
っ
た
も
の
。

そ
の
他
に

「
抜
観
音
偏
讃」

民
園
日
報
圃
書
副
刊
第
八
七
期
に
載
っ
た
も
の。

「
議
唐
代
俗
講
考
」
天
津
大
公
報
聞
書
週
刊
第
六
朝
・
二
一
期
に
載
っ
た
も

の。
本
書
の
捧
尾
を
飾
る
札
記
類
で
は
先
ず

「讃
書
雑
識
」
も
と
燕
京
事
報
第
二

四
期
に
載
っ
た
も
の
。
そ
の
鰻
裁
は
各
種
文
中
よ
り
あ
る
字
句
を
取
上
げ
解
明

し
た
も
の
。
内
容
は
、
李
慈
銘
「
桃
撃
型
解
庵
日
記
」
そ
の
他
よ
り

「東
西
各

宇
」
が
「
東
西

一
百
L

な
る
こ
と
、
顔
氏
家
訓
よ
り
「
代
鼓
」
を
取
り
空
海
の

文
鏡
秘
府
論
の
有
盆
な
る
こ
と
、
南
軍
開
設
国
よ
り

「
火
故
」
の

「
反
故
」
な
る
こ

と
、
国
学
海
類
篇
所
版
劉
倣
の
南
北
朝
雑
記
に
つ
い
て
、
唐
莫
休
符
の
桂
林
風
土

記
に
つ
い
て
、
封
氏
関
見
記
と
正
倉
院
難
鳥
毛
立
女
界
風
に
つ
い
て
、
四
摩

提
要
子
部
資
暇
集
に
見
え
る
匡
父
に
つ
い
て
、
貞
親
政
要
に
関
す
る
提
要
の
誤

解
、
で
あ
る
。
な
お
こ
の
論
考
の
成
果
の

一
部
は
、
人
民
中
国

一
九
六
三
年
六

月
腕
「
日
中
友
好
史
話
」
の
「
漢
字
で
結
ぼ
れ
た
中
日
文
化
の
つ
な
が
り
」
に

取
入
れ
ら
れ
て
一
般
に
還
元
さ
れ
て
い
る。

「
世
説
新
語
札
記
」
は
未
設
衰
の
も
の
。
徳
行
・
言
語
・
文
事
・
雅
量

・
規

簸
・
捷
悟
・

賢
媛
・

任
誕
・
軽
話
・

汰
修
の
各
篇
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
川

勝
義
雄
氏
ら
共
謬
の

「
世
説
新
語
」

(
「
中
園
古
小
説
集
L

所
牧

筑
摩
書
房
〉

に
ほ
ぼ
謹
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
内
容
は
多
岐
に
一
旦
る
の
で
一
見
の
債
値
が
あ

ろ
う
。「

顔
氏
家
訓
札
記
」
も
未
後
表
。

敬
子

・
後
姿

・
風
操
・
勉
皐

・
錆
心
・
雑

婆
の
各
篇
を
取
上
げ
る
。
殊
に
風
操
篇
に
詳
し
く
、
宇
都
宮
清士ロ

・
吉
川
忠

夫
・
勝
村
哲
也
・
周
法
古
同
諸
氏
の
論
考
と
併
識
さ
れ
れ
ば
興
味
深
い
と
恩
わ
れ

- 93ー
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る。
「
新
愛
現
十
二
世
紀
初
阿
控
伯
人
闘
於
中
園
之
記
載
」
は
思
想
奥
時
代
月
刊

第
四
一
期
に
絞
っ
た
も
の
。
ア
ラ
ビ
ア
人
の

ω
F
R止
と

'Ng戸
削
ロ
吋
岱
弓

白
「
宮
同
町
〈
出
訟
の
着
、
H
，Y
開

Z
m
Z円
白
{
句
H
D
同U
R
E
2
0同
〉

E
B巳印
、が

一
九
三

七
年
に
設
見
さ
れ
、
目
ン
ド
ン
大
事
の
ミ
ノ
ル

ス
キ
l
氏
の
地
理
篇
に
注
醐停を

加

え

忽

R
g
n
cロ
の

r
z
p
同
宮
司
ロ
ユ
帥
釦
ロ
仏

H
E
E
と
し
て
褒
表
し
た

が
、
中
西
交
通
史
・
宋
遼
史
に
資
さ
ん
こ
と
を
希

っ
て
そ
の
中
闘
の
部
分
四
三

節
を
紹
介
し
た
も
の
。

以
上
甚
だ
雑
駁
な
書
評
に
終
始
し
、
南
朝
関
係
の
論
考
な
ど
を
省
略
し
た
が

ご
容
赦
願
い
た
い
。

こ
れ
ま
で
周
一
良
氏
は
特
殊
研
究
の
論
文
を
中
心
に
愛
表
さ
れ
て
き
た
の
で

日
本
で
は
闘
心
を
呼
ば
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
が
周
氏
の
一
連

の
研
究
に
閥
心
を
も
た
れ
る
一
助
に
な
れ
ば
寧
で
あ
る
。

な
お
周
氏
に
つ
い
て
一
言
燭
れ
る
と
、
少
く
と
も
文
化
大
革
命
前
ま
で
は
北

京
大
師
学
歴
史
系
副
主
任
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
祭
曾
理
事
な
ど
の
要
職
に
就
か

れ
て
い
た
。
「
人
民
中
園
」
一
九
六
三
年
版
に

「
日
中
友
好
史
話
」

を
連
載
さ

れ
て
い
た
の
で
ご
記
憶
の
方
も
あ
ろ
う
。
最
近
は
鑑
呉
研
究
で
著
名
で
あ
る
。

「
牟
子
叢
残
」
の
著
者
、
周
叔
迦
氏
(
全
閣
人
民
代
表
大
曾
代
表
・
悌
敬
協
曾

副
曾
長
〉
は
家
叔
に
笛
る
。

文
化
大
革
命
も
鯵
怠
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
氏
の
ご
健
在
な
ら
ん
こ
と
を
新
り

つ

つ

ベ

ン

を

賃

き

た

い

。

(

朝

野

浩

之
〉

吋

宮

切
O
阿
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本
書
は
勿
論
義
和
闘
暴
動
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
副
題
に
よ

っ

て
知
ら
れ
る
よ
う
に、

ア
ヘ
ン
戟
字
以
後
の
外
墜
と
い
う
外
部
的
要
因、

或
い

は
中
園
枇
曾
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
内
部
的
要
因
、
卸
ち
義
和
幽
暴
動
へ
の
背

景
を
明
ら
か
に
す
べ
く
研
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

本
書
の
前
半
部

を
、
清
朝
末
期
の
祉
曾
紋
勢
、
西
欧
の
中
国
へ
の
衝
撃
、

列
図
の
利
権
弊
但待
問

宇
崎一
寸
に
さ
い
て
、
義
和
闘
暴
動
へ

の
導
入
と
し
、
そ
し
て
そ
の
重
貼
を
後
宇
都

の
、
義
和
圏
が
有
名
な
「
扶
消
滅
洋
」
の

ス
ロ
l
カ
ン
を
採
用
し
た
の
は
、
如

何
な
る
時
貼
に
お
い
て
、
叉
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
を
究
明
す
る

こ
と
に
お
い
て
い
る
。
こ
こ
に
著
者
は
カ
黙
を
お
い
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題

の
解
明
を
克
明
に
追
及
し
て
い
く
。
以
上
の
こ
と
を
、
著
者
は
先
謬
の
研
究
に

依
緩
し
な
が
ら

論
を
進
め
、
後
宇
部
に
お
い
て
は
、
「
義
和
囲
資
料
撤
収
刊
」

「
義
和
園
桜
案
史
料
L

等
の
根
木
資
料
、

若
干
の
欧
米
資
料
を
も
駆
使
し
て
、

著
者
濁
自
の
検
討
を
加
え
て
い
る
。

本
文
の
紹
介
の
前
に
、
著
者
〈
5
5門
司
日

8
=
に
つ
い
て

一
言
す
れ
ば
、
-

氏
は
か
つ
て
中
園
に
滞
在
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り、

四
十
年
以
上
に
わ
た

っ
て
ア

ジ
ア
史
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
り
、
一
九
四
九
年
以
来
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
事
の

極
東
史
の
講
師
を
さ
れ
、
著
書
も
中
国
の
文
事

・
教
育
、
近
代
中
園
、
東
南
ア

ジ
ア
に
閲
す
る
も
の
な
ど
、
既
に
十
冊
以
上
を
上
梓
さ
れ
て
い
る
-
一
八
九
六
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