
批

評

・

紹

介

フじ

史

の

研

究

代

安

部

夫

健

昭
和
四
十
七
年
三
月

A
5
剣
五
六
七
頁

東
京
創
文
枇

索
引

・
英
文
八
六
頁
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本
警
は
元
代
史
の
碩
率
、
故
安
部
健
夫
氏
の
論
考
の
う
ち
、
元
代
に
闘
す
る

も
の
を
中
心
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
附
録
と
し
て
、
前
に
刊
行

さ
れ
た
同
氏
『
清
代
史
の
研
究
』
に
も
牧
録
し
え
な
か
っ
た
小
篇
の
雑
著
、
お

よ
び
中
国
史
全
般
に
わ
た
る
論
文
を
牧
め
て
お
り
、
こ
れ
で
著
者
の
論
文
の

ほ
と
ん
ど
を
、
我
々
は
座
右
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。著

者
は
も
う
十
数
年
も
ま
え
、
京
都
大
事
人
文
科
翠
研
究
所
教
授
在
任
中
に

急
死
さ
れ
た
か
た
で
あ
り
、
我
々
後
撃
に
と
っ
て
最
も
残
念
な
の
は
、
こ
の
突

然
の
死
去
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
元
代
史
の
大
筋
を
論
箸
と
し
て
公
表
さ
れ
る
こ

と
な
く
終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
元
代
史
に
劃
す
る
熱
意
と
造

詣
の
深
さ
は
、
氏
と
親
し
か
っ
た
宮
崎
市
定
樽
土
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の

一
端
を
窺
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
安
部
君
ほ
ど
元
代
の
資
料
を
本

格
的
に
讃
ん
だ
人
は
恐
ら
く
か
つ
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
手
津
本
の
『
元

史
』
と
『
元
典
章
』
と
は
徐
白
が
な
い
ほ
ど
員
赤
に
朱
筆
が
い
れ
て
あ
る
。
」

(本
書
序
文
〉
。
私
自
身
、
本
書
の
末
尾
に
枚
め
ら
れ
た
「
元
人
文
集
史
料
索

著

引
」
の
校
正
を
手
停
っ
た
お
り
、
び
っ
し
り
書
き
こ
ま
れ
た
約
四
千
枚
の
原
カ

ー
ド
を
見
せ
ら
れ
て
、
自
ら
の
不
勉
強
を
恥
じ
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ

れ
ら
の
カ
l
ド
で
さ
え
、
「
あ
き
ら
か
に
故
人
の
晩
年
の
短
い
一
時
期
」
に
作

製
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
書
に
攻
め
ら
れ
た
諸
論
文
の
い

ず
れ
も
が
、
こ
う
し
て
史
料
を
丹
念
に
綿
密
に
讃
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
結
品
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
こ
に
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
私
の
よ
う
な
若
輩
が
箇
々
の

論
究
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
批
判
す
る
こ
と
は
い
っ
さ
い
避
け
、
著
者
の
述
べ

ん
と
す
る
要
旨
を
誤
り
な
く
紹
介
す
る
こ
と
に
の
み
力
を
そ
そ
ぎ
た
い
。

ま
す
本
書
の
目
次
?
論
文
題
目
)
を
掲
げ
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

1

元
代
知
識
人
と
科
翠

2

讃
元
典
章
札
記
三
則

3

元
時
代
の
包
銀
制
の
考
究

4

元
代
「
投
下
」
の
語
原
考

5

元

史
刑
法
志
と
コ
冗
律
」
と
の
関
係
に
就
い
て

6

大
元
通
制
解
説
||
新
刊
本

「
通
制
傑
格
」
の
紹
介
に
代
え
て
1
11

7

生
熟
券
支
給
制
度
略
考

8

元
代
通
貨
政
策
の
融
政
展

附
録

1

中
国
人
の
天
下
観
念
。|
|
政
治
思
想
史
的
試
論
|
|

附
録

2

①
羽
田
縛
土
と
ウ
イ
グ
ル
研
究
②
故
調
羽
田
亨
先
生
の
業
績

①

ウ
イ
グ
ル
史
偶
感
二
則
①
「
西
ウ
イ
グ
ル
図
史
」
雑
感
③

潅
世
珠
批
議
旨

@
近
世
満
洲
人
の
祉
合
同
⑦
書
評
趨
盟
国
氏
著

「
晩
清
五
十
年
経
済
思
想
史
」

3

4
〈
回
開
刃
向
巧
〉

ω
吋
回
開
。
〉
苫
吋
〉
円
、
。
句
斗
民
問
看
開

ω、H
，

C
H
O出
C
刃

ω吋
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附
録

4

一
克
人
文
集
史
料
察
引

こ
の
う
ち
元
代
史
に
直
接
関
係
が
あ
り
、
し
か
も
著
者
の
「
元
代
史
」
を
窺

う
た
め
の
足
が
か
り
と
な
し
う
る
と
思
わ
れ
る
代
表
論
文
1
・
3
・
6
・
8
を

の
み
紹
介
・
要
約
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

-
元
代
知
識
人
と
科
穆

こ
の
論
文
は
著
者
の
元
代
知
識
人
論
の
一
部
と
考
え
う
る
も
の
で
あ
り
、
モ

ン
ゴ
ル
至
上
主
義
を
ふ
り
か
ざ
し
て
強
盤
的
に
統
治
し
よ
う
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル

人
に
劃
す
る
彼
ら
知
識
人
の
文
化
主
義
的
川
中
華
主
義
的
封
態
の
二
様
式
を
、

科
拳
問
題
を
軸
と
し
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
ま
ず
、
元
人
に
と
っ
て
も
最
初
の
科
翠
と
意
識
さ
れ
て
い
た
太
宗
十

年
戊
戊
の
選
試
の
考
察
か
ら
論
を
起
こ
す
。
こ
の
時
の
選
試
が
、
混
迷
し
て
い

た
嘗
時
の
知
識
人
の
前
途
に
希
望
を
持
た
せ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
、
さ
ら
に
そ

の
科
傘
法
が
、
完
全
に
金
代
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
知
識
人
の
詞

賦
科
偏
重
の
傾
向
も
、
金
代
以
来
の
停
統
を
姐
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

述
べ
る
。

次
に
嘗
時
金
代
文
化
の
織
承
者
を
も
っ
て
自
ら
を
任
じ
て
い
た
漢
人
世
侯
、

な
か
で
も
そ
れ
が
著
し
い
東
卒
の
飯
氏
の
文
化
保
護
と
そ
こ
で
の
皐
風
に
つ
い

て
述
べ
る
。
巌
氏
は
金
末
以
来
流
浪
し
て
い
た
文
化
人
を
招
集
・
保
護
し
、
ま

た
府
撃
を
復
興
し
た
結
果
、
東
卒
は
北
中
園
の
文
化
の
中
心
の
観
を
呈
す
る
に

い
た
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
東
卒
府
撃
立
撃
の
精
紳
が
依
然
と

し
て
科
築
受
験
の
準
備
教
育
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
教
育
内
容
は
調

賦
の
能
力
を
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、
人
事
生
徒
の
期
待
も
ま
た
、
こ
こ
を
足
が

か
り
に
官
界
へ
進
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
中
央
朝
廷
に
も
一
つ
の
源

開
を
作
っ
て
勢
力
を
扶
植
し
た
が
、
な
か
で
も
目
立
つ
の
は
、
そ
の
翰
林
院
へ

の
進
出
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
ベ
'る。

こ
う
し
て
地
方
に
お
け
る
文
化
活
動
(
金
代
文
化
の
総
承
・
復
興
)
を
述
べ

た
あ
と
で
、
次
に
こ
れ
と
は
全
く
傾
向
を
異
に
す
る
文
化
活
動
が
中
央
(
燕

京
〉
に
新
た
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
燕
京
太
極
書
院
の
創

設
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
性
理
皐
あ
る
い
は
道
事
の
導
入
で
あ
る
。
こ
の
動
き

の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
朱
子
筆
者
許
衡
は
、
園
子
墜
に
お
い
て
純
朴
な
モ
ソ
ゴ

ル
人
を
道
摩
的
に
教
育
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
こ
れ
に
熱
情
を
そ
そ
い
だ
こ

と
を
述
べ
る
。

以
上
、
著
者
は
漢
人
世
侯
の
文
化
保
護
と
、
中
央
政
府
で
の
新
し
い
動
き
と

い
う
こ
つ
の
文
化
主
義
の
流
れ
を
述
べ
た
あ
と
、
次
に
そ
の
比
較
に
う
つ
る
。

す
な
わ
ち
前
者
か
ら
生
ま
れ
る
一
糠
は
文
章
渡
(
川
文
苑
汲
・
翰
林
院
滋
)
と

も
い
う
べ
く
、
後
者
の
一
波
は
徳
行
渡
(

H

儒
林
波
・
園
子
事
汲
)
と
も
い
う

べ
き
グ
ル
ー
プ
で
、
雨
者
は
相
反
簸
し
あ
わ
な
い
ま
で
も
、
ほ
と
ん
ど
鯛
れ
あ

う
こ
と
の
な
い
流
れ
で
あ
っ
た
。
文
章
波
に
お
い
て
愈
重
さ
れ
る
の
は
風
雅
で

あ
り
、
彼
ら
の
活
動
こ
そ
が
一
死
曲
成
立
の
員
の
背
景
で
あ
っ
た
の
に
封
じ
、
徳

行
渡
が
曾
重
す
る
の
は
自
己
の
人
格
の
陶
冶
で
あ
り
、
皐
問
的
な
賢
い
視
野
で

あ
っ
た
。
爾
者
は
科
患
に
制
到
す
る
見
解
に
お
い
て
も
異
な
り
、
文
章
滋
が
殆
ん

ど
手
放
し
の
科
象
趨
賛
者
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
徳
行
渡
は
童
蒙
の
教
育
に
の

み
熱
心
で
、
科
事
に
劃
し
て
は
消
極
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
結
論
と
し

て
述
べ
る
。

3

元
時
代
の
包
銀
制
の
考
究

こ
の
論
文
は
、
中
関
税
制
史
上
特
異
な
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と

も
す
れ
ば
空
白
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
き
た
元
代
の
包
銀
制
に
関
す
る
本
格
的

考
察
で
あ
る
。
し
か
も
著
者
の
庚
い
親
野
と
級
密
な
考
設
が
あ
い
ま
っ
て
、
こ

の
論
文
を
し
て
単
に
包
銀
制
の
考
察
に
の
み
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
元
代
経
済

史
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
ま
で
し
て
い
る
。
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キ
著
者
は
ま
ず
「
一
包
銀
制
関
係
の
用
語
の
い
ろ
い
ろ
」
に
お
い
て
、
元
代

税
制
僅
系
に
お
い
て
し
め
る
包
銀
の
位
置
を
概
略
し
て
、
そ
れ
が
綿
料
と
な
ら

ん
で
科
徴
さ
れ
た
差
裂
の
一
部
で
あ
る
と
述
べ
、
し
か
も
こ
の
「
差
褒
L

'
の
由

来
を
、
モ
ン
ゴ
ル
人
が
チ
ン
ギ
ス
汗
時
代
か
ら
持
っ
て
い
た
』
E
Z
F
E
(
徴
愛
)

の
観
念
に
求
め
、
こ
れ
が
中
園
的
な
「
差
後
」
の
中
に
ひ
そ
み
こ
み
、
や
が
て

制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
元
代
包
銀
制
の
由
来
の
特
異
性
を
認
識

さ
せ
る
糸
口
と
も
し
て
い
る
。

つ
い
で
「
二
元
初
華
北
で
の
通
貨
欣
態
L

に
お
い
て
、
包
銀
税
制
が
銀
納

形
態
を
と
っ
た
の
は
、
銀
が
総
と
な
ら
ん
で
嘗
時
ふ
つ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
貨

幣
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
断
ず
る
(
な
お
本
書
牧
録
「

8

元
代
通
貨
政
策
の
褒

展
」
参
照
の
こ
と
)
。

「
一
、
一
ご
で
包
銀
制
開
始
に
至
る
ま
で
の
伏
線
を
う
ち
お
わ
っ
た
著
者

は
、
「
三
胎
生
期
の
包
銀
制
」
で
は
じ
め
て
原
初
形
態
の
そ
れ
を
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
包
銀
制
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
・
西
域
人
の
銀
に
射
す
る
欲
望
か
ら
課
徴

さ
れ
る
銀
だ
て
の
額
外
公
需
の
重
堅
・
煩
苛
に
封
す
る
、
漢
人
が
わ
か
ら
の
現

貫
主
義
的
な
安
協
策
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
地
方
政
槍
の
善
意
に
よ
っ
て
は
じ

ま
っ
た
。

一
地
方
政
権
と
は
員
定
の
守
臣

(
H
史
天
津
?
)
で
あ
り
、
か
れ
は

た
だ
歳
費
に
よ
っ
て
税
額
を
一
定
し
、
し
か
も
貧
富
で
税
額
の
差
等
を
つ
け
て

負
掘
の
均
衡
を
は
か
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

さ
ら
に
「
四
六
皇
后
H
憲
宗
期
の
包
銀
制
」
に
お
い
て
、
コ

E
で
考
察

し
た
地
方
的
包
銀
制
が
、
い
か
な
る
経
緯
を
へ
て
中
央
制
度
化
↑
園
税
化
"
中

央
集
様
化
)
す
る
か
を
述
べ
る
。
こ
の
動
き
を
鎗
っ
た
中
心
人
物
は
、
西
域
人

ア
ブ
ド
ウ
ル
"
ラ
1
マ
ン
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
包
銀
制
導
入
失
敗
・
失
脚
後
を

ひ
き
つ
い
だ
同
じ
西
域
人
の
財
政
家
で
あ
る
ヤ
ラ
ワ
チ
で
あ
っ
た
。
彼
は
六
爾

包
銀
制
を
施
行
し
た
が
、
漢
人
世
侯
ら
の
反
劉
に
よ
っ
て
彼
の
失
脚
直
後
に
四

爾
制
に
切
り
か
え
ら
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
銀
納
制
と
い
う
方
式
は

農
民
の
生
活
を
盤
迫
し
、
生
き
る
だ
け
で
精
一
杯
と
い
う
欣
態
に
ま
で
遣
い
こ

ん
で
い
た
こ
と
を
著
者
は
見
て
い
る
。
著
者
は
ま
た
ヤ
ラ
ワ
チ
が
か
つ
て
ト
ラ

ン
ス
オ
ク
ジ
ア
ナ
で
貨
施
し
た
徴
税
法
と
中
園
包
銀
制
と
の
相
似
に
着
目
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
包
銀
の
内
寅
を
い
っ
そ
う
明
断
に
把
揮
し
な
お
す
。
す
な
わ

ち
、
同
貨
幣
で
支
梯
わ
れ
る
。
制
軍
戸
・
姑
戸
・
使
臣
な
ど
の
努
役
の
一
部
を

民
戸
が
代
っ
て
負
掘
す
る
。
川
貧
富
に
よ
っ
て
税
額
が
ち
が
う
。
凶
一
年
一
度

き
り
で
す
む
税
課
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
園
税
化
し
た
包
銀
は
や
が
て
曲
変
化
を
き
た
す
。

「
五
世
旭
中

統
期
の
包
銀
制
」
に
お
け
る
著
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
そ
の
蝿
深
化
と
は
、
①
逃

戸
を
移
住
し
た
現
地
で
重
抄
し
、
「
交
参
戸
」
と
し
て
ふ
た
た
び
納
税
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ

τ、
「
見
戸
包
納
」
の
不
合
理
さ
を
解
消
し
た
こ
と
で
あ
り
、
②

ま
た
中
統
四
年
に
は
包
銀
を
す
っ
か
り
交
紗
で
納
付
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と

で
あ
り
、
③
さ
ら
に
五
年
に
は
各
戸
を
貧
富
の
差
に
よ
っ
て
三
等
に
編
排
し
た

備
帳
「
鼠
尾
冊
」
を
作
製
し
て
、
貧
富
の
質
に
従
っ
て
公
卒
に
科
差
を
わ
り
つ

J

け
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

包
銀
制
は
さ
ら
に
製
革
を
こ
う
む
り
、
端
境
質
す
る
ま
で
に
至
る
。
す
な
わ
ち

「
六
世
旭
至
元
期
以
後
の
包
銀
制
」
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
官
吏
の
俸
紗
を

包
銀
の
附
加
税
と
し
て
槽
納
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
包
銀
制
の
特
徴
の
一
つ
で

あ
る
定
額
H

一
度
の
原
則
が
時
四
棄
さ
れ
た
こ
と
か
ら
獲
質
し
は
じ
め
る
。

こ
の
傾
向
は
和
震
・
和
買
な
ど
の
差
役
や
、
里
正
・
主
首
な
ど
の
戸
役
が
、

も
は
や
包
銀
そ
の
も
の
よ
り
も
大
き
な
公
課
と
な
り
、
貧
富
の
等
格
付
け
が
な

さ
れ
て
あ
る
「
鼠
尾
冊
」
に
従
っ
て
徴
収
さ
れ
る
包
銀
は
、
こ
れ
ら
差
役
役
付

け
の
た
め
の
基
準
税
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る
と
著
者
は

結
論
づ
け
る
。
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さ
ら
に
著
者
は
、
江
南
に
導
入
さ
れ
た
包
銀
制
に
ま
で
考
察
を
す
す
め
、
そ

れ
が
華
北
と
は
こ
と
な
り
、
土
地
を
持
た
ず
管
業
す
る
戸
の
み
を
封
象
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
質
施
後
数
年
に
し
て
や
か
ま
し
い
反
針
に
あ
っ
て
駿
止

さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

こ
う
し
て
元
代
包
銀
制
の
賓
態
に
つ
い
て
の
徽
密
な
考
察
を
加
え
た
著
者

は
、
さ
ら
に
「
七
中
関
税
制
史
上
の
包
銀
制
」
に
筆
を
進
め
る
。
著
者
の
推

察
す
る
元
代
包
銀
制
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
、
園
式
化
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

A
(商
宋
)
科
差
↓
M

A

(

金
〉
物
カ
銭

B
(ィ
匂
フ
ム
)
ジ
ズ
ヤ

V
C
(
一
冗
)
包
銀
制

町
(
ト
ラ
ン
ス
オ
ク
ジ
ア
ナ
)
ヤ
ラ
ワ
チ
税
法

こ
う
し
て
著
者
は
包
銀
制
は
東
方
的
税
制
と
西
域
的
税
制
と
が
相
勝
れ
あ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
殺
生
し
た
も
の
と
推
察
し
、
さ
ら
に
明
代
銀
差
制
へ
の
展
望

を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
代
の
包
銀
制
と
明
代
箔
役
の
銀
納
制
と
は
、
直
接

の
関
係
は
見
ら
れ
な
い
が
、
し
か
も
金
末
・
元
初
以
来
の
「
銀
だ
て
経
済
」
が

潜
流
と
し
て
明
代
に
流
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
の
で
あ
る
。

6

大
元
通
制
解
説

本
論
文
は
昭
和
五
年
に
影
印
本
「
遇
制
傑
格
」
が
出
版
さ
れ
た
の
を
機
曾

に
、
大
元
遇
制
の
解
説
を
試
み
、
そ
の
内
容
お
よ
び
編
纂
過
程
を
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。

著
者
は
ま
ず
大
元
遇
制
骨
格
の
復
元
を
試
み
、
そ
れ
が
、
村
、
制
詔
口
、

篠
格
回
、
断
例
伺
、
別
類
の
四
綱
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
す

る
。
そ
し
て
、

H
制
詔
は
虚
飾
的
存
在
で
あ
り
、
口
傑
格
は
令
的
法
規
を
主
と

し
て
他
に
若
干
の
格
的
・
式
的
法
規
を
も
包
含
す
る
一
種
の
行
政
法
典
↑
令

典
〉
で
あ
り
、
回
断
例
は
剣
決
例
(
決
断
事
例
〉
と
律
的
法
規
〈
決
断
通
例
)

と
を
包
括
す
る
一
種
の
刑
法
典
↑
律
的
〉
で
あ
り
、
個
別
類
は
遠
透
地
方
関

係
の
行
政
法
典
と
刑
法
規
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
断

ず
る
。
さ
ら
に
こ
の
法
典
系
統
に
つ
い
て
論
じ
、
大
元
遇
制
の
全
煙
裁
が
、
ほ

と
ん
ど
完
全
に
金
の
泰
和
律
令
な
ら
び
に
救
僚
と
一
致
す
る
と
し
て
い
る
。
大

元
遇
制
と
は
金
法
典
を
繕
承
し
た
律
令
風
の
法
典
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
著
者
は
大
元
遇
制
頒
行
の
歴
史
的
意
義
の
考
察
に
移
り
、
そ
れ
が
モ

ン
ゴ
ル
主
義
に
封
抗
し
た
と
こ
ろ
の
中
華
主
義
的
政
治
意
識
成
長
の
所
産
に
ほ

か
な
ら
ず
、
こ
の
頒
行
に
至
る
過
程
は
、
そ
の
ま
ま
政
治
意
識
の
華
化
過
程
を

あ
ら
わ
す
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
過
程
を
三
期
に
分
ち
、

ω世
組
期
に

金
の
泰
和
律
循
用
が
禁
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
律
令
風
法
典
の
編
纂
が
な
さ
れ

た
が
、
モ
ン
ゴ
ル
主
義
組
封
優
勢
の
欣
況
下
で
は
も
ち
ろ
ん
頒
行
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。

ω次
の
成
宗
期
に
は
大
徳
律
令
が
な
っ
た
が
や
は
り
頒
行
さ
れ

る
こ
と
な
く
絞
り
、
さ
ら
に
仁
宗
期
に
な
っ
た
大
元
遇
制
も
、
や
は
り
在
廷
の

モ
ン
ゴ
ル
主
義
者
に
阻
ま
れ
て
頒
行
ま
で
八
年
の
年
月
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
モ
ン
ゴ
ル
・
中
華
の
爾
主
義
の
織
烈
な
抗
字
が
繰
り
ひ

ろ
げ
ら
れ
て
い
た
。

ω英
宗
期
の
至
治
三
年
に
至
つ
て
は
じ
め
て
大
元
遇
制
が

頒
行
さ
れ
た
の
は
、
中
華
主
義
が
モ
γ
。コ
ル
主
義
と
封
等
・
互
角
の
地
位
を
占

め
る
に
至
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
著
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
著
者
は
、
文
宗
期
に
成
立
し
た
経
世
大
典
法
典
門

(
H
憲
典
)
と
、

そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
元
典
章
・
大
元
遇
制
と
の
閥
係
を
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
政
治
意
識
の
華
化
過
程
が
い
っ
そ
う
進
展
し
た
こ
と
を
検
讃
す

る
。
著
者
は
、
憲
典
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
元
典
章
と
大
元
遇
制
と
が
最
も

主
要
な
資
料
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
し
、
し
か
も
元
典
章
・
大
元
遇
制
か
ら
憲

奥
へ
の
改
獲
に
注
目
す
る
。
典
章
・
遇
制
の
生
硬
粗
野
な
白
話
文
僅
が
、
憲
典
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に
お
い
て
は
洗
練
さ
れ
た
雅
文
慢
に
改
察
さ
れ
、
ま
た
そ
の
賓
質
に
お
い
て
も

前
二
者
中
の
決
断
事
例
(
判
決
例
〉
が
、
後
者
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
遇
制
に
修

正
さ
れ
た
こ
&
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
整
理
化
・
洗

練
化
は
政
治
意
識
の
華
化
過
程
を
表
わ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

経
世
大
典
を
誕
生
さ
せ
た
文
宗
期
は
、
華
化
過
程
の
第
四
期
に
あ
た
っ
て
お

り
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
や
っ
と
中
華
主
義
が
勝
利
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と

著
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
コ
冗
史
法
刑
志
と
『
元
律
』
と
の
関
係
」
は
、

「
大
元
通
制
解
説
」
の
附
篇
・
補
論
と
し
て
讃
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

論
文
は
、
「
元
律
」
と
も
い
う
べ
き
法
典
の
編
纂
が
な
さ
れ
た
が
、
す
く
な
く

と
も
頒
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
元
史
刑
法
志
は
コ
元
律
」
を
も

と
に
し
て
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
経
世
大
典
中
の
憲
典
か
ら
の
抄
録
に
ほ

か
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
明
快
に
し
て
鰍
密
に
論
費
し
た
も
の
で
あ
る
。

8

元
代
通
貨
政
策
の
震
展

こ
れ
は
昭
和
十
四
・
五
年
度
京
都
大
事
文
聞
宇
部
に
お
け
る
著
者
の
講
義
を
、

著
者
自
身
の
ノ
l
ト
を
も
と
に
聴
講
者
の
ノ

1
ト
を
参
照
し
つ
つ
整
理
し
た
も

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
活
字
に
な
っ
て
護
表
さ
れ
る
の
は
本
書
が
初
め
て
で

あ
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
は
、
元
代
の
本
格
的
紙
鰐
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
中
統

交
紗
の
解
説
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
講
師
病
気
の
た
め
に
講
義
が
中
止
さ
れ
て

し
ま
い
、
も
し
講
義
が
こ
の
ま
ま
緩
行
さ
れ
て
い
た
ら
非
常
な
雄
篇
に
な
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
た
し
か
に
務
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

本
論
文
は
、
「
元
代
通
貨
政
策
前
史
」
と
も
い
う
べ
き
未
完
成
な
も
の
で
あ
り
、

ま
た
前
に
紹
介
し
た
「
元
代
包
銀
制
の
考
究
」
中
の
「
二
元
初
華
北
で
の
遁

貨
吠
態
L

と
重
な
る
部
分
も
多
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ

る
箇
所
の
み
を
要
約
す
る
に
と
ど
め
る
。

ωま
ず
著
者
は
、
中
統
以
前
?
な
わ
ち
金
末
・
元
初
の
華
北
で
は
、
銀
・
線

の
貨
幣
的
使
用
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
銀
が
使
用
さ
れ
た
原
因
と

し
て
、
金
末
の
不
換
紙
幣
の
濫
震
と
銅
銭
の
歓
乏
、
お
よ
び
使
用
禁
止
と
い
う

内
部
的
諸
原
因
の
ほ
か
、
銀
経
済
に
習
熟
し
て
い
た
西
域
系
民
族
が
嘗
時
の
中

原
に
お
い
て
祉
曾
的
経
済
的
な
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
外
部
的
原
因
と
し

て
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
太
組
時
代
以
来
、
総
に
よ
る
科
差
が

行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
線
を
も
っ
て
貨
幣
的
用
途
に
あ
て
る
こ
と
が
相
嘗

慶
汎
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
元

初
に
は
銀

町
一
線
が
中
心
的
貨
幣
で
あ
っ
た
が
、
観
念
的
に
は
銀
は
商
人
的
・
富

人
的
な
い
し
は
西
域
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
謝
し
て
綜
は
農
民
的
・

、貧
民
的
な
い
し
は
漢
人
的
な
も
の
と
し
て
制
創
立
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
し
て
い

る。

ω蒙
古
の
河
北
統
治
が
す
す
む
に
つ
れ
、
不
便
な
銀
・
称
の
貨
幣
的
使
用
を

や
め
て
、
紙
幣
を
護
行
し
よ
う
と
す
る
機
運
が
興
っ
て
く
る
。
だ
が
漢
人
世

侯
が
各
地
に
割
援
し
、
お
の
お
の
紙
幣
印
造
楢
を
持
っ
た
こ
の
時
代
に
あ
っ
て

は
、
統
一
的
紙
幣
の
護
行
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
り
、
地
方
的
紙
幣
の
夜
行

が
な
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
方
的
紙
幣
脂
製
行
の
な
か
で
も
特
に

注
意
す
べ
き
は
、

'太
宗
時
代
に
は
も
は
や
名
義
的
に
は
中
央
政
府
紙
幣
が
褒
行

さ
れ
た
こ
と
、

由一
思
宗
期
に
は
「
賓
紗
」
が
印
造
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
世

租
時
代
の
「
中
統
交
紗
L

に
直
接
つ
な
が
る
べ
き
「
交
紗
」
が
彼
の
潜
邸
時
代

の
直
接
的
勢
力
範
薗
で
あ
っ
た
那
州
・
京
兆
・
河
南
に
お
い
て
遊
行
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

ω中
統
交
紗
の
愛
行
は
、
政
治
的
集
権
化
と
誼
行
し
た
経
済
的
集
権
化
へ
の

手
段
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
経
済
政
策
を
推
進
し
た
賞
務
振
と
も
い
う
べ
き
グ

ル
ー
プ
に
は
、
世
租
の
潜
邸
時
代
か
ら
政
治
的
経
援
や
精
一
脚
に
お
い
て
一
貫
性
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を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
邪
州
・
京
兆
議
行
の
交
紗
や
中
統
交
紗

の
責
任
者
で
あ
っ
た
劉
乗
忠
・
商
挺
・
王
文
統
ら
に
は
一
種
の
朋
策
関
係
が
見

ら
れ
、
彼
ら
は
張
文
謙
・
由
貿
歎
・
挑
福
・
許
衡
ら
、
北
方
聞
学
波
と
も
い
う
べ
き

周
・
程
・
朱
の
撃
を
修
め
、
吏
業
を
軽
蔑
す
る
グ
ル
ー
プ
と
、
隠
然
劉
立
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
講
義
は
中
止
さ
れ
て
い
る
。

以
上
著
者
の
元
代
史
に
閲
す
る
代
表
論
文
を
紹
介
・
要
約
し
た
の
で
あ
る

が
、
で
は
著
者
は
、
何
を
元
代
史
の
中
心
課
題
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書

の
諸
論
文
よ
り
推
察
す
る
か
ぎ
り
、
他
の
多
く
の
一冗
代
史
研
究
者
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
著
者
に
お
い
て
も
や
は
り
、
異
民
族
支
配
の
問
題
が
元
代
史
の
中

心
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
貼
よ
り
、
中
園
統
治
に
お
け
る
西
域
か
ら
の
影
響

が
論
じ
ら
れ
、
宋
・
金
|
元
|
明
の
連
績
と
断
紹
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
た
同
時

に
、
モ
ン
ゴ
ル
至
上
主
義
と
中
華
主
義
の
封
立
・
角
逐
が
元
代
史
を
特
徴
づ
け

る
も
の
と
さ
れ
、
主
要
な
矛
盾
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
の
論

文
1
・

3
・
6
で
明
瞭
に
讃
み
と
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
著
者
の
調
貼
、
お
よ
び
そ
れ
か
ら
導
か
れ
る
研
究
成
果
に
問
題
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
問
題
と
す
べ
き
は
、
著
者
の
元
代
史
へ
の
硯
拡

が
、
こ
の
よ
う
に
モ
ン
ゴ
ル
至
上
主
義
と
中
華
主
義
と
の
刑
判
立
・
矛
盾
を
中
心

と
し
た
た
め
、
漢
人
間
の
釘
立
、
生
産
関
係
の
矛
盾
の
親
鮎
が
完
全
に
浅
却
さ

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
漢
人
は
モ
ン
ゴ
ル
人
に
射
し

て
一
致
圏
結
し
て
封
抗
措
置
i

を
と
っ
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
観
鮎
に
立
て
ば
、
現
質
的
施
策
の
動
機
は
、
お
の
ず
と
善
意
・
正
義
と
い

っ
た
心
情
的
な
も
の
に
求
め
ら
れ
や
す
い
。
た
と
え
ば
包
銀
制
の
誕
生
を
、
モ

ン
ゴ
ル
人
の
理
不
蚤
な
訴
求
に
封
し
て
、
「
漢
人
の
間
で
の
貧
富
に
よ
る
負
携

の
公
卒
化
を
困
ろ
う
と
し
た
」
「
一
地
方
政
機
の
善
意
」
に
よ
る
も
の
と
し
た

り
、
鼠
尾
冊
作
成
の
動
機
を
、
「
貧
富
の
間
の
税
課
負
掘
の
不
公
正
に
封
す
る

公
債
|
一
種
の
理
想
主
義
」
に
求
め
た
り
し
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

同
じ
く
著
者
は
、
「
元
代
知
識
人
と
科
塞
己
に
お
い
て
、
徳
行
涯
を
モ
ン
ゴ

ル
至
上
主
義
に
劃
す
る
中
華
主
義
的
封
抗
者
と
し
て
の
み
把
握
し
た
か
ら
、
彼

ら
が
唱
え
る
程
朱
子
撃
が
、
質
質
的
に
は
支
配
者
(
郷
村
一
位
曾
に
お
け
る
地
主

ら
も
含
め
た
〉
に
よ
り
適
合
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
忘
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
著
者
の
こ
う
し
た
観
黙
か
ら
す
れ
ば
、
白
蓮
教
徒

ら
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
元
末
の
反
鋭
も
、
車
純
に
民
族
主
義
的
な
も
の

と
解
圃
押
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

ま
た
著
者
は
、
こ
の
よ
う
に
モ
ン
コ
ル
・
中
華
の
雨
主
義
の
樹
立
を
中
也
謀

、
題
に
据
え
な
が
ら
、
政
治
的
に
最
も
冷
遇
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
南
人
の
動
向
、
元

朝
顔
覆
の
原
動
力
と
な
っ
た
江
南
の
賓
態
に
つ
い
て
の
論
究
を
全
く
敏
い
て
お

り
、
こ
の
こ
と
は
我
々
に
も
の
た
り
な
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

こ
う
し
た
若
干
の
問
題
黙
は
あ
る
も
の
の
、
著
者
の
級
密
な
考
詮
に
よ
っ
て

究
明
さ
れ
た
多
く
の
事
柄
は
、
も
は
や
我
々
の
共
有
物
と
な
っ
て
い
る
。
な
お

本
書
末
尾
に
枚
め
ら
れ
た
「
元
人
文
集
史
料
索
引
」
は
、
か
つ
て
京
大
人
文
科

事
研
究
所
元
典
章
研
究
班
に
よ
っ
て
油
印
に
付
さ
れ
た
も
の
の
再
録
で
あ
る
。

著
者
み
ず
か
ら
の
研
究
に
資
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
精
粗
が

は
げ
し
く
、
一
文
集
に
つ
い
て
も
全
容
に
わ
た
っ
て
蒐
集
し
た
完
全
な
索
引
で

は
な
い
が
、
こ
れ
も
ま
た
元
代
史
を
研
究
す
る
も
の
に
お
お
い
に
便
盆
を
も
た

ら
す
で
あ
ろ
う
。

(
夫
馬
進
)
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