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批

評
・
紹

介

吉
川
忠
夫
著

六
朝
精
神
史
研
究

中

村

爾

圭

古
川
忠
夫
氏
が
、
現
在
、
六
朝
時
代
を
中
心
と
す
る
思
想
・
皐
術
・
宗
教
の

研
究
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
主
導
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
旗
手
で
あ
る
こ

と
は
誰
し
も
が
み
と
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
氏
が
そ
の
二
十
除
年
に
わ
た
る

研
究
を
集
成
し
、

一
部
補
訂
・
改
稿
の
う
え
上
梓
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
に
牧
録
さ
れ
た
論
文
は
十
七
篇
(
こ
れ
は
氏
の
既
設
表
論
文
の
す
べ
て

で
は
な
い
て
そ
れ
が
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
全
五
部
十
六
章
に
配
列
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
公
表
年
次
に
は
ひ
と
つ
の
傾
向
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
一
九
七

O
年
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
も
の
が
ほ
ぼ
第
E
・
E
-
W
部
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
門
閥
貴
族
と
思
想
・
皐
術
の
関
連
を

あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
第
I
・

v-部
に
あ
る
そ
れ
以
後
の
も
の
が
い
わ
ゆ

る
宗
教
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
う
ち
前
半
期
で
は
併
数
が
、
そ
し
て
後
半
期

で
は
道
教
に
主
た
る
関
心
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
れ

は
そ
の
ま
ま
二
十
除
年
に
わ
た
る
氏
の
研
究
の
軌
跡
の
一
部
を
あ
ら
わ
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

本
音
一
回
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序
章
六
朝
士
大
夫
の
精
神
生
活

第
I
部
漢
か
ら
六
朝
へ

第
一
章

犠
鏑
と
皐
問
|
|
と
く
に
何
休
の
場
合
|
|

第
二
一
章
一
員
人
と
革
命

第
E
部
花
氏
研
究

第
三
章
活
寧
の
皐
問

第
四
章
据
食
論
争
を
め
ぐ
っ
て

第
五
牽
花
嘩
と
劉
知
幾

第
六
章
花
嘩
と
後
漢
末
期

第
E
部
沈
約
研
究

第
七
一
章
沈
約
の
惇
記
と
生
活

第
八
一
掌
沈
約
の
思
想

第
W
部
顔
氏
研
究

第
九
一
章
一
顔
之
推
論

第
十
寧
顔
師
古
の
『
漢
書
』
注

第
V
部
六
朝
人
と
宗
教

第
十

一
章

師
受
考
|
|
『
抱
朴
子
』
内
篇
に
よ
せ
て
|
|

第
十
二
章
中
土
遺
土
の
論
争

第
十
三
章
夷
夏
論
争

第
十
四
章
中
園
に
お
け
る
排
俳
論
の
形
成

第
十
五
章
六
朝
時
代
に
お
け
る
『
孝
経
』
の
受
容

な
お
末
尾
に
後
記
と
索
引
が
付
さ
れ
て
い
る
。
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み
ら
れ
る
と
お
り
、
こ
の
構
成
は
整
然
と
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
定

の
論
理
の
も
と
に
あ
り
、
氏
の
研
究
の
鐙
系
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
も
っ

と
も
、
本
書
の
各
一
章
は
い

ず
れ
も
濃
密
な
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
要
約
す
る
こ
と
は
容
易

で
な
い
う
え
、
後
記
で
は
各
部
各
一
章
の
意
固
と
そ
の
内
容
の
解
説
を
氏
自
身
が

お
こ
な
っ
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
に
ま
さ
る
要
約
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で

は
草
な
る
各
章
の
梗
概
を
の
べ
る
に
と
ど
め
る
。

序
章
は
漢
六
朝
聞
の
思
想
・
宗
教
の
展
開
過
程
を
、
漢
一
帝
園
の
崩
壊
か
ら
六

朝
貴
族
祉
品
闘
を
へ
て
そ
の
動
揺
に
い
た
る
ま
で
の
鐙
制
の
愛
化
と
関
連

e

つ
け
て

概
観
し
た
も
の
で
、
儒
皐
の
袋
容
と
複
数
の
債
値
併
在
の
承
認
、
併
数
受
容
の

保
件
、
三
教
の
債
値
併
在
を
み
と
め
る
「
跡
」
と
「
所
以
跡
」
と
い
う
概
念
な

ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
六
朝
知
識
人
の
隠
逸
、
山
水
、
「
自
然
」
の
思
想

ゃ
、
士
大
夫
層
の
祉
舎
の
拙
深
化
へ
の
劉
慮
(
自
己
愛
革
)
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
。第

I
部
第
一
章
で
は
、
後
漢
後
半
の
太
拳
と
そ
の
皐
問
の
荒
慶
、
し
か
も
そ

の
一
因
で
あ
っ
た
太
皐
生
の
清
流
運
動
へ
の
関
輿
に
起
因
す
る
黛
禁
の
打
撃
に

よ
る
太
皐
衰
退
の
な
か
で
、
地
方
の
私
塾
が
活
況
を
呈
し
、
そ
こ
を
土
壌
に
皐

聞
が
興
起
し
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
の
よ
う
な
朕
況
下
に
生
き
た
人
物

と
し
て
何
休
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
著
『
公
羊
解
詰
』
の
精
密
な
分
析
を
通
し

て
、
何
休
の
皐
聞
に
清
流
運
動
と
の
共
通
性
を
み
い
だ
す
。
第
二
章
は
、
漢
貌

稗
譲
革
命
に
お
い
て
「
員
人
」
な
る
存
在
概
念
が
重
要
な
役
割
を
お
び
て
い
る

ー
ー
曹
歪
が
異
人
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
な
ど
ー
ー
と
い
う
事
寅
を

あ
き
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
援
し
、
か
よ
う
な
天
命
と
か
か
わ
り
あ
う
輿

人
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
、
そ
れ
が
前
後
漢
の
交
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
、
後
漢
に

な
る
と
そ
れ
が
『
太
卒
経
』
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
E
一
部
は
南
陽
の
門
閥
た
る
花
氏
の
一
一
一
代
、
寧
・
泰
・
嘩
の
鼠
干
術
・
思
想
・

宗
教
信
仰
の
分
析
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
を
中
心
と
し
た
門
閥
史
で
あ
る
。
第
一
一一

章
で
は
、十
氾
寧
の
生
涯
を
丹
念
に
お
い
つ
つ
、
儒
皐
の
用
の
側
面
を
強
調
す
る

そ
の
態
度
、
あ
る
い
は
地
方
官
と
し
て
の
儒
家
の
参
戒
に
よ
る
地
方
教
化
の
食

践
、
そ
の
挫
折
な
ど
を
の
ベ
る
。
つ
い
で
そ
の
著
『
穀
梁
俸
集
解
』
を
と
り
あ

げ
、
花
氏
諸
子
弟
と
門
生
た
ち
が
自
由
討
論
に
よ
っ
て
こ
の
箸
を
完
成
さ
せ
る

過
程
や
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
合
理
的
な
解
律
、
一
俸
に
拘
泥
し
な
い
か
れ
ら
の

自
由
な
制
作
態
度
な
ど
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
第
四
一
章
は
、
花
寧
の
長
子
で
、

熱
心
な
例
数
信
者
の
活
泰
が
そ
の
晩
年
に

一
方
の
賞
事
者
と
し
て
か
か
わ
っ
た

据
食
論
争
〈
イ
ン
ド
流
の
食
事
作
法
の
可
否
に
つ
い
て
の
論
争
〉
の
経
過
と
、

強
硬
な
反
射
論
者
沼
泰
の
主
張
を
分
析
す
る
。
第
五
章
は
、
劉
知
幾
に
よ
る
花

嘩
『
後
漢
書
』
批
剣
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
の
批
剣
が
活
嘩
自
身
は
自
信
と
愛

着
を
も
っ
て
い
た
部
分
に
む
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
う
え
、
そ
の

差
か
ら
「
人
聞
を
評
債
す
る
た
め
の
複
数
の
尺
度
が
存
在
」
す
る
と
い
う
六
朝

時
代
特
有
の
一
意
識
を
別
出
す
る
。
第
六
章
は
、
『
後
漢
書
』
の
序
、
論
な
ど
か

ら
、
後
漢
末
期
の
土
入
社
舎
に
射
す
る
花
醸
の
認
識
を
探
り
、
逸
民
に
劃
し
て

否
定
的
、
篤
人
に
濁
し
て
肯
定
的
な
評
債
を
か
れ
が
も
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た

行
震
の
結
果
で
は
な
く
、
動
機
を
傘
重
す
る
立
場
に
活
嘩
が
た
つ
て
い
た
こ
と

な
ど
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。

第
皿
部
は
、
南
朝
の
門
閥
貴
族
枇
舎
に
お
け
る
寒
門
・
庶
人
の
擾
頭
に
あ
っ

て
、
か
れ
ら
の
有
力
な
武
器
と
な
っ
た
も
の
こ
そ
、
貴
族
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ

て
き
た
文
化
停
統
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
硯
熱
か
ら
も
の
さ
れ
た
臭

姓
の
寒
門
沈
約
の
惇
記
と
思
想
の
研
究
で
あ
る
。
第
七
一
章
は
、
沈
約
の
生
涯
と

生
活
を
、
骨
国
時
の
政
治
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
が
ら
描
潟
し
、
か
れ
が
頭
角

を
の
ば
し
え
た
の
は
す
ぐ
れ
た
文
皐
的
才
能
を
保
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、

5
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一
方
、
そ
の
よ
う
な
伺
人
的
能
力
が
評
債
さ
れ
う
る
ま
で
に
門
閥
祉
舎
も
袋
質

し
は
じ
め
て
い
た
と
と
く
。
第
八
一章
は
、
ま
ず
沈
約
の
枇
曾
認
識
が
士
庶
を
排

別
し
、
土
人
こ
そ
が
政
治
の
捻
嘗
者
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ

の
士
と
は
か
れ
に
と
っ
て
門
地
と
同
時
に
文
化
の
保
持
者
で
も
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
論
ず
る
。
そ
し
て
道
仰
と
矛
盾
な
く
か
か
わ
る
沈
約
の
精
神
生
活

の
あ
り
ょ
う
、
調
和
を
傘
び
、
し
た
が
っ
て
製
革
の
論
理
を
依
落
さ
せ
て
し
ま

う
と
い
う
沈
約
の
世
界
観
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
W
部
は
、
顔
氏
に
お
け
る
著
名
の
二
人
、
之
推
と
師
古
を
と
り
あ
げ
る
。

之
推
を
あ
っ
か
う
第
九
章
、
『
家
訓
』
の
な
か
に
鋭
い
江
南
貴
族
社
合
同
批
剣
の

あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
江
南
貴
族
社
曾
に
お
け
る
顔
氏
の
ア
ウ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
的

な
位
置
、
さ
ら
に
は
の
ち
に
か
れ
が
ふ
れ
た
華
北
祉
舎
の
あ
り
か
た
に
起
因
す

る
も
の
と
論
じ
、
つ
い
で
之
推
の
皐
聞
が
現
賀
世
界
に
射
す
る
関
心
の
重
視
を

そ
の
立
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
最
後
に
、
そ
れ
が
究
践
に
う

つ
さ
れ
た
と
き
の
具
践
的
な
身
の
慮
し
方
を
描
寓
す
る
。
第
十
一
章
は
、
顔
師
古

と
『
漢
書
』
注
に
つ
い
て
の
精
鰍
な
分
析
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
周
到
な
準
備

の
う
か
が
わ
れ
る
雄
篇
で
あ
る
。
は
じ
め
に
師
古
以
前
の
漢
書
翠
が
要
約
さ

れ
、
つ
い
で
師
古
注
そ
の
も
の
と
そ
れ
以
前
の
注
家
の
注
の
比
較
を
通
し
て
、

師
古
注
の
性
格
が
し
だ
い
に
浮
彫
り
に
さ
れ
て
ゆ
く
。

第
V
部
第
十
一
章
は
『
抱
朴
子
』
内
篇
が
力
説
す
る
師
受
、
つ
ま
り
仙
道
は

師
か
ら
直
接
に
授
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
主
張
に
注
目
し
、
こ
れ
を
出
設
黙

に
仙
道
府
開
授
の
秘
儀
的
な
様
相
を
あ
き
ら
か
に
し
、
か
か
る
方
法
に
よ
っ
て
停

授
さ
れ
た
葛
洪
に
い
た
る
ま
で
の
仙
濯
の
系
譜
を
解
明
し
て

い
る
。
(
ち
な
み

に
、
『
抱
朴
子
』
に
つ
い
て
コ
、
氏
に
は
「
抱
朴
子
の
世
界
」
上
下
、
『
史
林
』

四
七
|
五
、
六
と
い
う
初
期
に
腐
す
る
研
究
が
あ
る
が
、
本
書
に
は
牧
録
さ
れ

な
か
っ
た
。
)

第
十
二
章
か
ら
第
十
四
章
ま
で
は
、
俳
数
の
受
容
と
普
及
に
際
し
て
汲
生
し

た
侍
統
的
文
化
と
の
摩
擦
の
問
題
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
。
第
十
二
章
は
、
中

園
な
い
し
中
華
こ
そ
世
界
・
文
化
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
ち
、
併
教

が
夷
秋
の
教
で
あ
る
と
い
う
事
買
を
テ
コ
に
主
張
さ
れ
る
排
俳
論
、
こ
れ
を
排

除
す
る
た
め
の
論
法
で
あ
る
天
竺
中
土
設
が
天
文
暦
法
を
根
擦
に
六
朝
時
代
に

設
生
し
、
展
開
し
て
ゆ
く
過
程
を
論
述
す
る
。
第
十
三
一
章
は
、
劉
宋
の
道
土
願

散
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
「
夷
夏
論
」
、
す
な
わ
ち
道
併
の
道
は
本
来
一
致
し

て
お
り
、
た
だ
中
華
と
夷
秋
と
、
そ
の
俗
が
異
な
る
ゆ
え
に
激
化
の
方
法
が
異

な
る
の
み
と
い
う
主
張
||
そ
れ
は
道
併
の
針
立
の
調
停
を
標
携
し
な
が
ら
、

貨
は
激
し
い
排
俳
論
と
な
る
|
|
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
を
分
析
し
、
蛍
時

の
道
仰
を
め
ぐ
る
思
想
界
の
状
況
の
一
端
を
う
き
あ
が
ら
せ
る
。
第
十
四
一
章

は
、
標
題
の
し
め
す
よ
う
に
、
中
園
に
お
け
る
排
俳
論
に
つ
い
て
、
信
一
跡
、
顔

之
推
、
道
宣
三
者
の
分
類
に
よ
り
つ

つ
、
詳
細
に
検
討
を
く
わ
え
た
も
の
で
占
め

る
が
、
随
所
に
六
朝
の
思
想
・
宗
数
の
紋
況
に
つ
い
て
の
ふ
か
い
造
詣
を
う
か

が
わ
せ
る
記
述
が
み
え
る
。

第
十
五
章
は
、
本
来
非
宗
教
的
で
あ
る
は
ず
の
儒
家
経
典
『
孝
経
』
が
こ
の

時
代
に
宗
教
経
典
の
ご
と
く
に
讃
請
さ
れ
、
宗
教
的
呪
術
力
が
托
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
随
葬
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
現
象
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
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い
か
に
も
無
味
乾
燥
な
こ
の
よ
う
な
紹
介
は
含
蓄
に
と
む
本
書
の
司
内
容
を
歪

曲
す
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
が
い
か
な
る
文
化
的
諸
現
象
を
考
究
の

封
象
に
え
ら
ん
だ
か
を
察
せ
し
め
る
役
割
く
ら
い
は
は
た
せ
よ
う。

さ
て
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
論
評
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
こ
こ
に
氏

が
詳
細
か
つ
精
密
な
分
析
と
考
察
を
へ
て
あ
き
ら
か
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
恩
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想
・
皐
術
・
宗
教
に
関
す
る
諸
問
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
史
上
の

一
意
義
を
と
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
を
と

っ
て
も
六
朝
時
代
の
文

化
的
諸
現
象
の
本
質
と
不
可
分
に
か
か
わ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
氏
の
研
究

の
意
義
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
第
V
部
に
ま
と
め
ら
れ
た
諸
論
考
は
、
六
朝
時
代
の
宗
数
性
に

と
む
時
代
的
特
質
を
見
事
に
描
寓
す
る
と
と
も
に
、
思
想
・
宗
教
吠
況
の
顕
著

な
特
徴
で
あ
る
一
一
一
敬
の
関
係
を
、
国
早
な
る
教
義
と
し
て
で
は
な
く
、
六
朝
文
化

全
鐙
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
論
じ
る
黙
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
と

り
わ
け
第
四
・
十
二

・
十
三

・
十
四
章
な
ど
は
、
併
数
受
容
と
中
園
文
化
と
の

葛
藤
の
さ
ま
を
、
雨
者
の
針
立
の
も
っ
と
も
尖
鋭
化
す
る
部
分
で
鋭
利
に
考
察

し
、
こ
の
嘗
時
の
思
想
や
時
代
の
朕
況
の
具
鐙
像
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い

る
。
く
わ
え
て
、
従
来
華
北
に
か
た
よ
り
が
ち
で
あ
っ
た
併
敬
研
究
に
射
し

て
、
南
朝
に
お
け
る
併
致
問
題
か
正
面
き
っ
て
論
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
筆

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
三
数
の
債
値
併
在
に
か
か
わ
る
道
と
跡
、
所
以
跡
と
跡
の
よ
う
な
、

六
朝
の
底
流
に
あ
っ
て
文
化
朕
況
の
あ
り
か
た
を
規
定
し
た
思
考
の
存
在
の
指

摘
な
ど
は
、
六
朝
時
代
を
理
解
す
る
う
え
に
大
き
な
一
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
黙
は
本
書
の
随
所
に
み
と
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
書
の

も
っ
と
も
中
心
的
な
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
し
か

し
、
貸
の
と
こ
ろ
、
評
者
に
は
か
か
る
黙
に
つ
い
て
正
確
に
論
-
評
す
る
能
力
は

な
い
し
、
何
よ
り
も
本
書
の
意
園
が
氏
自
身
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
「
思
想
そ
れ

白
鶴
の
展
開
、
過
程
の
追
究
で
は
な
く
、
思
想
・
皐
術
・
宗
教
を
こ
の
時
代
の
祉

舎
の
枠
組
と
の
照
態
関
係
の
も
と
に
考
察
す
る
こ
と
を
主
要
な
問
題
関
心
と
し

て
い
る
」
(
五
六
八
頁
〉
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
以
上
、
論
評
の
重

心
は
主
と
し
て
こ
の
黙
に
お
き
た
い
と
お
も
う
。

さ
て
、
か
よ
う
な
視
座
の
具
鰻
化
は
随
所
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
序
一
章
、
漢
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の
儒
教
の
紹
針
的
債
値
の
喪
失
と
そ
の
袋

容
、
複
数
の
債
値
併
在
と
い
う
思
想
朕
況
の
出
現
、
そ
し
て
知
識
人
に
み
ら
れ

る
特
異
な
思
想
の
出
現
な
ど
と
い
う
思
想
上
の
諸
現
象
の
展
開
過
程
は
、
漠
帝一

園
の
崩
壊
、
貴
族
制
祉
舎
の
成
立
と
類
慶
と
い
う
政
治
的
社
禽
的
諸
篠
件
の
繁

化
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
具
盤
的
な
例
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
第
E
-
W
部
で
は
、
第
一
に
家
翠

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
皐
術
の
世
裂
、
第
二
に
た
と
え
ば
沼
氏
三
代
の
思
想
的
系

譜
に
端
的
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
思
考
様
式
の
相
停
と
い
う
、
六
朝
の
皐
術

・
思

想
の
特
異
な
性
格
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
蛍
時
の
祉
舎
の
枠

組
が
門
閥
貴
族
制
で
あ
る
こ
と
と
密
接
に
封
膝
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解

が
し
め
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
花
氏
三
代
、
沈
約
、
顔
之
推
た
ち
の
思
想
が
貴
族
制
と
の
か
か
わ
り

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
前
節
で
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
そ
の
一
部
の
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
・
翠
術

・
宗
教

が
そ
れ
自
鎧
で
存
在
し
う
る
の
で
は
な
く
、

首
時
の
枇
舎
の
枠
組
と
い
う
具
盤

的
に
認
識
さ
れ
た
歴
史
的
諸
篠
件
に
よ
っ
て
そ
の
あ
り
か
た
を
規
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
褒
想
が
中
心
に
す
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
本
書
の
大
き
な
特
色
が

あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
視
座
に
た
つ
本
書
の
主
張
は
氏
が
こ
の
祉
舎
の
枠
組
と

み
な
す
六
朝
貴
族
制
の
問
題
に
関
し
て
も
、
単
に
貴
族
制
祉
舎
や
士
大
夫
の
恩

想
の
特
質
を
解
明
し
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
き
わ
め
て
示
唆
的
な
も

の
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
家
製
や
思
考
様
式
の
世
襲
と
い
う
現
象

は
、
門
閥
貴
族
の
本
質
と
し
て
従
来
い
わ
れ
る
宣
婚
な
ど
の
政
治
的
社
合
的
側

ヴ
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面
に
お
け
る
排
他
的

・
閉
鎖
的
な
世
襲
性
に
く
わ
え
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
性

格
の
世
襲
的
な
要
素
が
門
闘
に
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
れ
は
門
関
貴

族
制
が
単
に
政
治
的
社
合
的
な
諸
要
素
を
そ
の
存
立
基
盤
に
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
ひ
ろ
い
意
味
で
の
文
化
を
も
そ
こ
に
ふ
く
ん
で
い
る
と
認
識
し
て
い
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
典
型
的
に
は
沈
約
や
顔
之
推
を
と
り
あ
げ
た

部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
文
化
こ
そ
が
貴
族
の
貴
族
と
し
て
の
存
立
の
基
盤

で
あ
る
と
い
う
認
識
と
も
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
貴
族
理
解
は
貴
族
制
の
本

質
理
解
に
と

っ
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
氏
が
あ
え
て
え
ら
ん
だ
思
想
と
祉
舎
の
枠
組
と

の
照
際
関
係
と
い
う
こ
と
ば
に
こ
め
ら
れ
た
一
意
味
が
剣
然
と
す
る
よ
う
に
お
も

え
る
。
躍
に
思
想
的
諸
現
象
が
祉
品
闘
の
枠
組
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
解
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
思
想
的
諸
現
象
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
か
ら
祉
曾

の
枠
組
の
本
質
を
照
射
す
る
こ
と
、
本
蓄
を
際
だ
っ
て
特
色
づ
け
、
ま
た
意
義

づ
け
て
い
る
最
大
の
も
の
は
こ
の
貼
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
ほ
か
、
す
く
な
く
と
も
本
書
の
特
色
と
し
て
つ
ぎ
の

二
黙
を
あ
げ
た

い
。
そ
の
第
一
は
、
史
料
誤
解
に

つ
い
て
で
あ
る
。
全
篇
通
じ
て
史
料
は
讃
み

下
さ
れ
て
い
る
が
、
難
解
な
思
想
的
著
作
が
い
と
も
卒
易
、
か
っ
的
確
に
把
撞

さ
れ
て
い
る
黙
は
驚
嘆
の
ほ
か
は
な
い
。

第
二
は
、
思
想
・
開
学
術
・
宗
数
の
主
魁
で
あ
る
人
間
存
在
に
劃
す
る
分
析
の

手
法
で
あ
る
。
後
漢
の
何
休
か
ら
唐
の
顔
師
古
ま
で
、
本
書
に
は
す
く
な
か
ら

ぬ
知
識
人
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
必
要
に
感
じ
て
記
述
さ
れ
る
か
れ
ら

の
停
記
は
、
首
時
の
政
治
や
位
曾
の
諸
篠
件
に
規
制
さ
れ
た
人
間
存
在
の
あ
り

か
た
を
活
寓
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
氏
に
は
『
劉
裕
』
〈
一
九
六
六
〉
、
『
王

義
之
』
(
一
九
七
二
)
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
六
朝
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
典
型
を

な
す
人
物
を
と
り
あ
げ
た
著
書
が
あ
り
、
そ
こ
で
も
す
ぐ
れ
た
人
物
論
が
展
開

さ
れ
て
い
て
、
か
か
る
特
色
が
氏
の
研
究
全
般
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
黙
、
沈
約
研
究
で
「
主
題
と
な
る
人
物

に
た
い
し
て
愛
情
に
か
け
る
文
章
と
な
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
」
(
五
七

四
頁
)
と
い
う
一
文
が
あ
る
の
は
、
氏
の
人
物
論
の
方
法
を
う
か
が
う
う
え
で

興
味
深
い
。

本
書
の
特
色
と
意
義
に

つ
い
て
は
、
な
お
言
及
す
べ
き
こ
と
が
ら
が
す
く
な

く
な
い
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

以
上
に
の
ベ
た
よ
う
な
本
書
に
も
、
あ
え
て
さ
が
せ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
部

分
に
若
干
の
疑
問
と
す
る
勲
、
な
い
し
考
察
の
深
化
の
必
要
を
感
じ
さ
せ
る
黙

を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

「
非
日
常
的
な
る
も
の
、
超
現
質
的
な
る
も
の
に
深
く
魅
惑
さ
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
六
朝
人
」
(
五
一
七
頁
〉
、
「
六
朝
時
代
は
ま
こ
と
に
宗
数
的
な
時
代

で
あ
っ
た
」
(
五
五
三
頁
て
こ
れ
は
氏
の
六
朝
時
代
視
の
一
面
を
端
的
に
し
め

す
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
質
際
、
本
書
は
こ
の
よ
う
な
六
朝
時
代
を
あ
ざ
や
か
に

う
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
し
た
よ
う
な
「
祉
舎
の
枠

組
と
の
照
懸
関
係
」
と
い
う
本
書
の
基
本
的
観
黙
か
ら
い
え
ば
、
こ

の
時
代
の

祉
舎
の
枠
組
を
門
関
貴
族
制
と
み
な
し
た
ば
あ
い
、
そ
れ
と
六
朝
時
代
、
六
朝

人
の
宗
乱
欲
的
性
格
と
が
い
か
に
か
か
わ
る
の
か
と
い
う
黙
、
換
言
す
れ
ば
門
閥

貴
族
個
人
の
宗
教
受
容
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、「
一
一
一
数
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組

を
こ
え
た
と
こ
ろ
の
宗
激
的
風
土
」
ハ
五
五
三
頁
)
と
祉
舎
値
制
と
し
て
の
門

閥
貴
族
制
と
の
あ
い
だ
に
、
は
た
し
て
何
ら
か
の
関
連
か
存
在
す
る
の
か
、
そ

れ
は
ま
た
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、
な
お
十
分
に
論
じ

っ
く

さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
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宗
数
に
か
ぎ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
も
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、
氏
の
よ

う
に
門
閥
貴
族
制
が
こ
の
嘗
時
の
祉
舎
の
枠
組
で
あ
る
と
認
識
し
た
ば
あ
い
、

そ
の
門
閥
貴
族
制
が
門
閥
貴
族
居
だ
け
で
な
く
、
社
舎
の
全
墜
を
お
お
う
歴
史

的
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と

そ
れ
と
の
照
廃
関
係
に
お
い
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
べ
き
文
化
的
諸
現
象
は
、

門
閥
貴
族
層
が
排
他
的
に
占
有
す
る
部
分
の
み
で
は
な
く
て
、
よ
り
ひ
ろ
い
範

圏
、
も
し
く
は
よ
り
下
層
の
レ
ベ
ル
ま
で
を
ふ
く
む
も
の
と
な
る
こ
と
は
蛍
然

で
あ
る
。
六
朝
精
神
史
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
氏
の
照
準
が
こ
こ
ま
で
お
よ
ん

で
い
る
こ
と
を
村
度
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
思
想
・
皐
術
は
と
も
か
く
、
宗
数

に
つ
い
て
は
下
層
の
レ
ベ
ル
の
問
題
か
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
黙
に
関
し
て
の
考
察
は
、
第
I
部
で

言
及
さ
れ
た
「
太
卒
」
の
理
想
、
第
十
五
章
の
「
孝
経
信
仰
」
な
ど
に
み
ら
れ

る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
最
近
の
論
文
「
五
、
六
世
紀
東
方

治
海
地
域
と
俳
敬
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
一
|
一
一
一
〉
な
ど
に
は
、
あ
る
地
域
社

禽
全
世
の
も
つ

一
種
の
宗
激
的
雰
圏
気
を
重
視
す
る
視
黙
が
み
ら
れ
、
む
し
ろ

か
か
る
問
題
は
氏
の
今
後
の
研
究
の
射
程
に
は
い
っ
て
い
る
こ
と
を
お
も
わ
せ

る
の
で
あ
る
が
。

い
ま
ひ
と
つ
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
本
書
は
思
想
・
皐
術

・
宗
教
の
あ

り
か
た
と
門
関
貴
族
制
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
を
そ
の
特
色

の
ひ
と
つ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
門
閥
貴
族
制
の
祉
舎
に
お

け
る
そ
れ
ら
の
現
質
的
な
意
味
に
つ
い
て
も
な
お
考
察
の
絵
地
が
の
こ
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
寒
門
層
の
政
治
的
社
曾
的
地
位
の
向
上
に
と
っ

て
、
文
化
の
侍
統
の
獲
得
が
有
力
な
武
器
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
指
摘
(
一
九
九
頁
〉
や
、
顔
之
推
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
皐
聞
の
現
質
的

な
意
味
に
つ
い
て
の
言
及
〈
第
九
一
章
四
)
な
ど
を
み
て
い
る
と
、
た
し
か
に
こ

の
時
代
は
そ
の
よ
う
な
構
造
の
社
合
同
で
あ
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
で
は

な
ぜ
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
あ
り
え
た
の
か
と
い
う
難
問
が
ま
だ
の
こ
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
嘗
然
文
化
や
皐
聞
を
排
他
的
に
・
占

有
す
る
階
層
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
階
層
を
も
ふ
く
め
て
考

察
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
契
機
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る
門
閥
貴
族
制
の
本
質
に
ま
で
波
及
す
る
問
題
と
な
る
で
あ

ろ
う
。以

上
、
吹
毛
に
類
す
る
疑
問
を
書
き
つ
ら
ね
て
み
た
。
氏
が
先
刻
承
知
さ
れ

て
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
よ
う
な
論
黙
を
あ
え
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、

そ
れ
ら
が
六
朝
史
研
究
、
と
り
わ
け
貴
族
制
研
究
に
と
っ
て
重
大
な
論
黙
と
な

る
に
ち
が
い
な
い
と
確
信
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸

黙
は
本
書
が
む
し
ろ
問
題
提
起
の
黙
で
も
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
内
容
を
も
っ
て

い
る
こ
と
を
設
言
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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五

は
じ
め
本
書
書
評
の
依
頼
を
う
け
た
と
き
、
ま
ず
脳
裏
に
う
か
ん
だ
の
は
、

本
書
の
針
象
と
す
る
領
域
に
ま
っ
た
く
無
知
な
評
者
が
よ
く
そ
の
責
を
は
た
し

う
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
い
わ
ば
未
知
の

領
域
に
白
紙
の
獄
態
で
挑
戦
す
れ
ば
何
か
あ
た
ら
し
い
視
界
が
ひ
ら
け
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
議
感
と
、
こ
れ
を
機
に
あ
ら
た
め
て
勉
強
し
て
み
よ
う
と
い

う
横
着
な
き
も
ち
が
あ
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
讃
み
進
む
に
つ

れ
て
そ
の
不
安
は
増
大
し
、
思
想
・

皐
術

・
宗
数
そ
れ
ぞ
れ
各
個
の
問
題
に
つ

い
て
の
論
評
は
評
者
の
能
力
と
水
準
で
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
ち
か
い
こ
と
を

自
究
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
は
、
完
全
に
座
倒
さ
れ
て
し
ま

っ

た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
、
後
記
に
あ
る
氏
自
身
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の
問
題
関
心
の
所
在
に
つ
い
て
の
褒
言
に
す
が
り
、
多
少
と
も
閥
心
の
あ
る
貴

族
制
と
関
す
る
部
分
に
焦
黙
を
し
ぼ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
|
|
そ
れ
も
ま
た

生
半
可
な
も
の
に
お
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
|
|わ
そ
の
た
め
、
論
評
が
き
わ
め

て
偏
頗
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
讃
者
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
著
者

に
お
わ
び
し
た
い
。
本
評
に
よ
っ
て
本
書
の
意
義
が
媛
小
化
さ
れ
る
よ
う
な
こ

と
の
な
い
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。

氏
は
後
記
で
あ
た
ら
し
い
地
卒
に
む
け
て
、
今
後
の
課
題
を
み
ず
か
ら
一
意
欲

的
に
設
定
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
も
ふ
く
め
、
氏
が
ま
す
ま
す
そ
の
研
究
を

設
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
二
十
除
年
の
皐
的
蓄
積
に

非
才
の
身
を
も
っ
て
妄
評
を
く
わ
え
た
こ
と
を
お
わ
び
し
て
、
筆
を
お
き
た
い
。

一
九
八
四
年
二
月
京
都
同
朋
舎

A
5
版

五

九

四

頁

二

一0
0
0固

珠
州
軍
唾
校
連

阿
詑
坦
汗
惇
(
蒙
文
)

若

寛

松

本
書
は
明
末
、
内
蒙
古
土
歎
特
(
吋
ロ
白
色
)
部
主
阿
投
坦
汗
〈
俺
答
汗
。

〉

-gロ
包
玄
ロ
・
一
五

O
七
|
一
五
八
一
年
)
の
蒙
文
俸
記
抄
本
の
影
印
版
と

校
注
翻
刻
版
と
か
ら
成
る
。

こ
の
侍
記
の
原
名
は
、
《
開
門
仏
開
口
回
目
ロ
ロ
E
B
ω
-
5
3
H
E
E
ι
5
M
V
(『
賓
の
澄

明
と
言
う
名
の
史
書
』
)
と
言
う
が
、
又
《
H
W

え
g
Z
D
r
5
3
5
』E
Z
百
口
四
百
-

se吋
》
ハ
『
貨
の
鏡
と
言
う
名
の
線
侍
』
)
と
も
《
【

u
a
s
g豆
島

g
包
三
ロ
ー
ロ

宮
古
〕

FV
ハ
『
材
料
輪
王
ア
ル

タ
ン
1

ハ
ガ
ン
の
停
記
』
〉
と
も
稀
す
る
。

そ
の
撰
者
は
名
不
詳
で
あ
る
が
、
記
述
の
内
容
か
ら
見
て
ア
ル
タ
ソ
1

ハ
ガ

ン
の
側
近
に
居
た
、
併
教
に
明
か
る
い
人
物
(
多
分
一
フ
マ
信
)
と
考
え
ら
れ

る
。成

金
百
時
期
は
、
珠
後
一
晩
(
H
Z『

g
q
m〉
氏
の
推
定
で
は
一

六
O
七
年
春
と
さ

れ
る
(
本
書
、
校
注
者
序
文
、
三
頁
〉
。
そ
の
論
擦
は
概
ね
以
下
の
如
く
記
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
、
停
記
中
に
記
さ
れ
た
最
も
遅
い
紀
年
は
丁
未
の
年
(
口
一
々
自

』O
ロ
5

E・
高
暦
三
十
五
年
、
一
六

O
七
年
〉
で
あ
る
か
ら
、
成
書
時
期
も
こ

の
年
も
し
く
は
そ
れ
以
降
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
本
侍
記
中
に
は
ダ

ヤ
ン
i

ハ
ガ
ン
(
0
3
S
ロ
』
3
d
ロ
ズ
サ
イ
ン
日
ア
ラ
ク
l

ハ
ガ
ン

(ωδι
ロ釦
]白「

』mw
『ω
ロ
〉
、
ア
ル
タ
ン
1

ハ
ガ
ン
、
セ
ン
ゲ
H

ド
ゥ
グ
レ
ン
l

ハ
ガ
ン

(
ω
m
ロ問問。

E
m
z
B口
問
官
官
ロ
〉
の
歴
代
ハ
ガ
ン
が
大
位
を
縫
い
だ
年
と
残
年
と
を
い
ず

れ
も
明
確
に
記
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
ナ
ム
タ
イ
H

セ
チ
ェ

ン
l

ハ
ガ
ン

(
Z白
B
E
E
白m
m
m
ロ
A
m
『田口
・
明
史
籍
に
言
う
批
力
克
)
に
関
し
て
は
唯
そ
の
大

位
を
継
い
だ
年
〈
丙
戊
の
年
。
高
暦
十
四
年
、
一
五
八
六
年
)
の
み
を
言
っ

て
、
そ
の
残
年
を
記
し
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
本
俸
記
が
ナ
ム
タ
イ
M

セ
チ

ェ

ン
ハ
ガ
ン
の
在
位
中
に
書
か
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
『
明
史
』
紳
宗

紀
に
擦
れ
ば
、
こ
の
ハ
ガ
ン
の
残
年
は
高
暦
三
十
五
年
夏
四
月
壬
子
(
二
十
日
)

で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
見
る
と
、
本
体
記
の
成
っ
た
年
は
寓
暦
三
十
五
年
(
一
六

O
七
年
〉
春
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
濃
い
。
以
上
の
よ
う
に
同
氏
は
論
じ
て

お
ら
れ
る
。

周
知
の
如
く
、
従
来
明
代
蒙
古
史
に
闘
す
る
最
古
の
蒙
文
史
書
と
目
さ
れ
て

来
た
の
は
、
一
六
一
ニ

0
年
代
成
書
と
推
定
さ
れ
る
撰
者
不
明

『
ア
ル

タ
ン
・
ト

プ
チ
(
黄
金
史
綱
〉
』
(
O
邑，

E
E
E印
S
A
C
-
3ロ
勾
巳
岳

g
e
r同
じ
で

あ
る
。
こ
れ
に
比
し
『
阿
技
坦
汗
停
』
は
更
に
約
三
十
年
も
古
い
こ
と
に
な

り
、
明
代
蒙
古
史
に
関
す
る
最
古
の
蒙
文
史
籍
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

-160-


