
書

評

川
端
新
著

『
荘
園
制
成
立
史
の
研
究
」

問
が
、
瞬
時
た
り
と
い
え
ど
も
後
戻
り
し
て
く
れ
な
い
現
実
を
私
達
に
知
ら

し
め
る
。
彼
の
死
は
、
平
凡
に
み
え
る
こ
の
時
が
二
度
と
も
ど
ら
ぬ
た
っ
た

｝
度
の
絶
対
存
在
で
あ
る
こ
と
を
私
達
に
自
覚
さ
せ
て
く
れ
る
。
彼
の
人
生

は
す
で
に
完
結
し
た
の
で
あ
っ
て
、
残
さ
れ
た
私
達
生
存
者
に
は
、
ど
ん
な

に
苦
し
く
悲
し
く
て
も
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
不
本
意
な
も
の
で
あ

っ
て
も
残
し
て
く
れ
た
彼
の
形
あ
る
も
の
の
中
に
、
彼
の
生
き
た
証
を
求
め

批
判
的
に
継
承
す
る
七
か
道
は
な
い
。
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井
原
今
朝
男

一
　
要
旨
と
コ
メ
ン
ト

は
　
じ
　
め
　
に

　
著
者
の
博
士
論
文
審
査
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
耳
に
し
た
時
、
早
く
兇
せ
て

ほ
し
い
と
出
版
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
摂
関
家
領
や
院
政
へ
の
問
題
関
心
が

近
い
こ
と
も
あ
っ
て
親
し
く
話
す
こ
と
の
多
か
っ
た
彼
の
主
張
の
全
体
像
を

み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
い
つ
に
な
く
は
っ
き
り
と
「
あ
れ
は
活
字
に

し
ま
せ
ん
。
も
う
す
こ
し
別
の
も
の
に
し
ま
す
」
と
明
善
】
嚇
し
た
。
日
ご
ろ
か

ら
彼
は
自
分
の
論
考
に
一
際
厳
し
い
自
己
批
判
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
そ

の
と
き
も
彼
ら
し
い
と
気
に
も
止
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
彼
の
願
い

は
実
現
で
き
ず
に
、
今
睡
博
士
論
文
は
そ
の
ま
ま
活
字
に
さ
れ
た
。
そ
れ
が

本
書
で
あ
る
。
彼
が
本
意
と
し
な
か
っ
た
も
の
を
書
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
私
に
と
っ
て
も
不
本
意
で
あ
り
と
て
も
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
彼
の
死
が
健
康
な
本
来
の
彼
に
と
っ
て
不
本

意
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
い
く
ら
待
っ
て
も
彼
の
本
意
の
著
書
は
永
遠
に
あ
ら

わ
れ
な
い
。
普
段
は
同
じ
顔
を
み
せ
て
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
に
み
え
る
時

　
「
序
」
は
博
士
論
文
審
査
に
あ
た
っ
た
勝
山
清
次
氏
が
本
書
の
特
徴
と
研

究
史
上
の
位
概
を
簡
潔
に
ま
と
め
、
「
序
章
　
荘
園
制
成
立
史
研
究
の
視

角
」
か
ら
「
終
章
　
成
果
と
課
題
」
ま
で
が
彼
の
博
士
論
文
で
あ
り
、
付
編

1
の
二
論
文
が
研
究
雑
誌
論
文
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
彼
が
公
表
を
決
断
し
た

も
の
で
あ
る
。
付
編
H
の
四
論
文
は
卒
論
・
修
論
関
係
論
文
で
あ
り
、
彼
が

公
表
を
意
図
し
た
成
稿
で
は
な
い
。
「
編
集
後
記
」
は
編
集
を
担
当
し
た
友

人
を
代
表
し
て
上
島
享
氏
が
本
章
編
集
の
経
過
を
記
録
し
て
い
る
。
彼
を
と

り
ま
い
た
研
究
環
境
と
諸
論
文
執
筆
の
背
景
や
特
徴
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。

逐
次
、
簡
単
な
要
旨
と
そ
の
特
徴
を
み
よ
う
。

　
第
一
章
「
院
政
初
期
の
立
荘
形
態
し
は
「
立
荘
」
の
も
つ
意
味
を
再
検
討

し
ょ
う
と
し
た
論
考
で
あ
る
。
院
・
天
皇
・
摂
関
家
が
主
導
す
る
立
話
手
続

き
に
は
太
政
宮
符
に
よ
る
立
荘
と
院
庁
下
文
に
よ
る
領
域
型
荘
園
の
立
荘
と

が
あ
る
。
後
者
の
場
合
本
主
に
よ
る
私
領
寄
進
と
国
司
の
手
を
経
た
立
荘
で

は
荘
園
構
造
が
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
領
域
型
荘
園
は
立
荘
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
形
成
さ
れ
る
と
す
る
。

　
本
章
は
、
こ
れ
ま
で
寄
進
地
図
荘
園
像
の
骨
格
を
な
し
て
き
た
寄
進
行
為
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を
重
視
す
る
見
解
を
批
判
し
立
荘
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
荘
園
構
造
が

転
換
し
て
領
域
型
荘
園
が
成
立
す
る
の
だ
と
い
う
新
し
い
中
世
荘
園
成
立
史

像
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
、
著
者
に
と
っ
て
の
記
念
碑
的
処
女
論
文
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
荘
園
所
職
の
成
立
と
展
開
」
は
職
の
体
系
論
を
批
判
す
る
。
平

安
時
代
に
は
預
所
職
・
下
司
職
が
み
え
る
が
、
本
家
職
・
領
家
職
と
い
う
用

例
は
全
本
的
に
み
ら
れ
な
い
と
す
る
。
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
に
本
家
が
荘
務

権
の
別
相
伝
を
認
め
み
ず
か
ら
は
課
役
得
分
権
の
み
か
ら
な
る
本
家
職
の
位

置
に
退
く
こ
と
に
よ
っ
て
領
家
職
が
創
出
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
。
こ
の
論
考

は
中
田
薫
：
水
原
慶
二
以
来
、
職
の
重
層
性
は
荘
園
成
立
と
と
も
に
生
ま
れ

る
と
し
て
き
た
通
説
を
批
判
し
て
、
立
荘
に
よ
っ
て
本
家
が
補
任
す
る
預
所

職
を
生
み
出
す
の
で
あ
っ
て
、
本
家
や
領
家
が
職
と
な
る
の
は
後
代
だ
と
す

る
。
職
の
重
層
性
・
職
の
体
系
が
荘
園
制
展
開
過
程
で
生
ま
れ
る
と
い
う
瓢

説
を
提
起
し
、
荘
園
史
の
常
識
そ
の
も
の
に
根
本
的
反
省
を
迫
っ
た
の
が
こ

の
論
文
の
意
義
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
荘
園
制
的
文
書
体
系
の
成
立
ま
で
」
は
、
領
域
型
荘
園
が
院
庁

下
文
や
摂
関
家
政
所
下
文
に
よ
っ
て
立
際
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
文
の

文
書
論
的
源
流
が
ど
こ
か
を
古
文
書
学
的
に
探
ろ
う
と
し
た
論
考
で
あ
る
。

「
牒
」
・
「
帖
」
や
「
告
書
」
と
い
う
文
書
様
式
は
貴
族
や
大
鷲
院
の
家
政
機

関
が
郡
司
・
刀
禰
に
充
て
て
差
樽
す
下
達
文
書
で
あ
っ
た
が
十
一
世
紀
半
ば

に
は
途
絶
し
、
帖
・
告
書
と
符
の
機
能
が
合
流
し
て
下
文
と
い
う
文
書
形
式

が
生
ま
れ
た
。
権
門
諸
家
が
十
一
世
紀
中
に
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
、
諸

家
政
所
下
文
が
権
利
付
与
の
公
験
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
、
十
二
世
紀
に
郡

司
・
刀
禰
や
在
庁
官
人
に
あ
て
ら
れ
る
政
所
下
文
は
摂
関
家
政
所
・
院
庁
・

女
院
庁
に
限
ら
れ
、
こ
こ
に
荘
園
制
的
な
文
書
体
系
が
成
立
す
る
の
だ
と
す

る
。

　
こ
の
論
文
は
、
な
ぜ
本
家
が
院
・
女
院
・
摂
関
家
の
三
者
に
集
中
す
る
の

か
に
つ
い
て
、
荘
園
制
的
文
書
体
系
の
成
立
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
し
た
論

考
で
あ
る
。
牒
・
粘
・
告
書
か
ら
家
信
を
取
り
込
ん
で
の
政
所
下
文
の
成
立

と
い
う
文
書
史
論
は
説
得
力
が
あ
り
、
家
符
か
ら
政
所
下
文
へ
と
い
う
拙
論

「
摂
関
家
政
所
下
文
の
研
究
扁
（
『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』
校
倉
書
房
、

一
九
九
五
）
へ
の
批
判
も
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
諸
家
政
所
下
文
の
う
ち

な
ぜ
三
者
の
政
所
下
文
の
み
が
郡
司
刀
禰
や
在
庁
官
人
宛
に
発
給
さ
れ
つ
づ

け
る
の
か
に
つ
い
て
、
三
者
が
本
家
と
し
て
最
高
の
権
威
を
獲
得
し
た
の
だ

と
い
う
著
者
の
説
明
は
、
一
般
的
社
会
状
況
を
解
説
し
た
に
す
ぎ
ず
個
別
分

析
の
深
化
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
こ
の
三
者
の
政
所
下
文
が
公
験
に
な
り
え

た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
寄
文
と
と
も
に
ど
の
よ
う
な
文
書
群
が
公
験
に
な

る
の
か
と
い
う
公
験
文
書
論
を
深
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
梅

村
需
「
平
安
時
代
土
地
公
証
制
試
論
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
七
三
、
二
〇
〇

一
）
な
ど
と
の
対
話
が
必
要
不
可
欠
に
な
ろ
う
。

　
第
四
章
「
興
福
寺
院
家
領
荘
園
の
形
成
」
は
、
寄
進
地
系
荘
園
と
並
ぶ
有

力
学
説
で
あ
っ
た
雑
役
免
系
荘
園
論
へ
の
批
判
を
意
図
す
る
。
著
者
は
福
智

院
家
文
書
か
ら
史
料
紹
介
し
た
「
興
福
寺
食
堂
造
営
段
米
未
進
注
文
」
を
根

拠
に
、
愛
護
寺
領
は
毒
僧
領
と
し
て
の
荘
田
か
ら
娼
発
し
て
お
り
、
家
地
売

券
か
ら
は
じ
ま
り
春
日
社
に
毎
年
の
供
料
を
寄
進
す
る
御
供
所
と
し
て
四
号

を
獲
得
し
た
事
例
に
注
欝
し
、
十
二
世
紀
大
和
で
は
国
司
が
有
名
無
実
化
す

る
た
め
に
荘
園
の
認
定
は
藤
氏
長
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
す
る
。
院
家
の

構
成
員
で
あ
る
領
主
の
寺
僧
領
が
他
方
で
院
家
領
で
も
あ
る
と
い
う
も
の
が

相
当
あ
り
、
師
資
相
承
さ
れ
た
所
領
は
院
家
の
枠
の
中
で
維
持
さ
れ
る
仕
組

み
に
な
っ
て
お
り
、
寺
僧
の
私
領
は
院
家
の
枠
組
の
な
か
で
そ
の
安
定
を
得

た
の
だ
と
す
る
。
十
一
世
紀
末
に
門
跡
化
し
た
一
乗
院
と
大
乗
院
の
門
跡
領
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の
形
成
は
、
根
本
所
領
群
の
ほ
か
、
本
領
主
の
寄
進
・
譲
与
に
よ
っ
て
領
主

権
が
相
承
さ
れ
て
い
く
領
主
別
相
伝
領
、
領
主
権
が
収
公
さ
れ
て
～
円
化
し

た
院
家
一
円
領
地
、
院
主
の
兼
帯
に
よ
り
院
領
化
し
た
も
の
な
ど
多
様
な
所

領
群
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
近
年
に
な
っ
て

否
定
さ
れ
た
雑
役
免
系
荘
園
に
か
わ
る
大
和
の
中
世
荘
園
形
成
過
程
の
歴
史

像
を
毒
僧
領
の
展
開
と
し
て
院
家
領
・
門
跡
領
を
論
じ
る
理
論
を
提
示
し
た

の
で
あ
る
。
幽
草
は
、
私
領
の
寄
進
に
よ
る
寺
僧
領
の
形
成
論
の
根
拠
と
な

っ
た
「
興
福
寺
食
堂
造
営
舗
道
未
進
注
文
」
の
史
料
紹
介
で
あ
る
。

　
東
大
寺
領
・
西
大
寺
領
な
ど
小
規
模
な
土
地
山
7
5
券
か
ら
出
発
し
た
寺
僧
領

を
重
視
す
る
視
角
は
古
く
は
蜜
月
圭
吾
「
中
世
末
期
に
お
け
る
土
地
支
配
関

係
に
つ
い
て
」
（
糊
中
世
日
本
の
売
券
と
徳
政
』
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
九
九
、

初
鰹
は
一
九
五
四
）
が
あ
り
、
近
年
で
は
安
田
次
郎
『
中
世
の
興
福
寺
と
大

和
撫
（
山
川
出
版
社
　
一
一
〇
〇
一
）
で
も
同
じ
視
角
か
ら
興
福
寺
領
の
形

成
・
展
開
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
「
も
う
ひ
と
つ
の
日
根
荘
」
は
、
天
福
工
年
（
へ
二
三
四
）
に
立

荘
さ
れ
た
九
条
家
領
和
泉
国
日
根
荘
と
い
う
領
域
型
荘
園
が
、
永
久
四
年
五

月
廿
八
日
の
官
宣
旨
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
嘉
祥
寺
領
日
根
荘
を
四
至
聖
に

取
り
込
ん
だ
ま
ま
、
中
世
社
会
に
並
存
し
つ
づ
け
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
新
史
料
の
紹
介
に
裏
付
け
ら
れ
た
鮮
や
か
な
実
証
論

文
で
あ
り
、
か
っ
こ
れ
ま
で
の
領
域
型
荘
園
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
革
す
る
の
に

大
き
な
貢
献
を
し
た
。
地
域
に
お
け
る
荘
園
形
成
過
程
の
歴
史
像
を
鮮
明
に

し
た
も
の
と
し
て
も
記
念
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
古
文
書
・
古
記
録
な
ど
文

献
史
料
の
博
捜
と
と
も
に
、
地
域
に
密
着
し
た
荘
園
遺
構
調
査
に
よ
っ
て
中

央
と
直
結
し
た
地
域
の
歴
史
を
解
明
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
著
者
の
個
性
が
よ

く
発
揮
さ
れ
た
象
徴
的
な
論
文
と
い
え
よ
う
。

　
付
心
土
第
一
章
「
摂
関
家
領
荘
園
群
の
形
成
と
伝
領
」
は
、
摂
関
家
領
に

つ
い
て
そ
の
由
緒
に
よ
る
荘
園
群
の
ま
と
ま
り
に
注
屠
し
て
、
殿
下
渡
領
確

立
と
と
も
に
摂
関
氏
長
者
か
ら
離
れ
た
家
領
の
形
成
を
再
検
討
し
た
論
文
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
延
長
線
上
の
論
考
と
い
え
、
新

し
い
枠
組
み
に
か
か
わ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
付
編
工
第
二
章
「
播
磨
国
大
部
下
の
開
発
と
水
利
偏
は
、
播
磨
国
大
部
荘

の
荘
園
遺
構
調
査
に
よ
る
水
利
と
開
発
に
つ
い
て
論
じ
た
調
査
報
告
で
あ
る
。

土
地
に
刻
ま
れ
た
地
域
の
歴
史
を
足
と
目
で
調
査
す
る
荘
園
研
究
の
手
法
を

彼
が
楽
し
み
な
が
ら
展
開
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
付
編
∬
第
一
章
「
平
安
後
期
に
お
け
る
大
和
国
司
」
は
、
平
安
後
期
に
大

和
に
お
い
て
摂
関
家
家
司
が
国
司
に
な
っ
て
い
た
段
階
か
ら
、
摂
関
家
の
後

楯
を
失
っ
て
国
司
権
力
が
有
名
無
実
に
な
り
、
代
わ
っ
て
興
福
寺
の
権
力
が

伸
長
す
る
。
忠
通
・
平
清
盛
の
知
行
国
下
で
国
内
支
配
の
再
建
が
試
み
ら
れ

た
が
、
そ
れ
は
国
家
行
事
の
た
め
の
国
宛
や
国
役
賦
課
の
た
め
で
、
興
福
寺

勢
力
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。
『
台
心
気
か
ら
、
大
和
国

衙
の
公
文
所
が
忠
通
の
殿
中
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
大
和
の
国
務

が
興
福
寺
に
寄
進
さ
れ
た
と
す
る
大
山
説
を
制
度
論
と
し
て
批
判
し
、
藤
氏

長
者
の
国
務
関
与
を
指
摘
す
る
な
ど
い
く
つ
か
の
新
見
解
を
打
ち
出
し
て
い

て
、
大
和
圏
論
や
知
行
国
研
究
に
寄
与
し
う
る
論
文
で
あ
る
。

　
付
編
韮
第
工
銭
門
摂
関
家
の
南
都
統
制
に
つ
い
て
」
は
、
勧
学
院
弁
別
当

が
興
福
寺
俗
別
当
と
～
致
し
、
国
家
の
統
制
機
関
で
あ
っ
た
興
福
寺
俗
別
当

が
氏
長
者
の
主
宰
す
る
勧
学
院
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
、
摂
関
期
に
は
勧
学

院
弁
別
当
が
造
興
福
寺
長
官
に
補
任
さ
れ
氏
長
者
の
下
で
事
務
に
携
わ
っ
て

い
た
こ
と
、
院
政
期
に
は
摂
関
家
か
ら
の
働
き
か
け
が
強
ま
り
、
氏
長
者
の

意
思
に
よ
っ
て
弁
別
当
が
補
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
基
通
・
夏
霞
の
こ
ろ
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評

代
替
わ
り
の
弁
別
当
交
代
が
常
例
に
な
っ
た
と
す
る
。
摂
関
家
が
興
福
寺
勢

力
圏
に
意
思
を
伝
達
す
る
専
用
文
書
が
勧
学
院
政
所
下
文
と
長
者
宣
だ
っ
た

と
す
る
。

　
こ
こ
で
は
、
政
所
下
文
は
荘
園
か
ら
の
用
途
調
進
が
主
要
な
機
能
だ
と
す

る
元
木
泰
雄
説
へ
の
批
判
（
三
四
九
－
三
五
〇
頁
）
、
長
者
宣
を
知
行
国
主

の
権
限
と
す
る
田
村
憲
美
説
へ
の
投
判
（
三
五
三
－
五
四
頁
）
な
ど
現
時
点

で
も
重
要
な
指
摘
が
散
見
さ
れ
る
。
中
世
の
氏
族
的
原
理
の
研
究
は
遅
れ
た

分
野
で
あ
り
、
今
後
、
学
院
寺
領
と
弁
別
当
研
究
な
ど
で
は
無
視
で
き
な
い

論
文
と
な
ろ
う
。

　
付
編
H
第
三
章
門
平
安
後
期
公
家
訴
訟
制
度
の
研
究
」
は
、
摂
関
家
の
権

門
裁
判
を
扱
っ
た
も
の
で
、
下
向
井
龍
彦
の
太
政
官
裁
判
論
を
批
判
し
、
美

川
圭
の
権
門
裁
判
論
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
院
政
期
の
訴

訟
制
度
を
検
討
し
、
そ
の
政
務
処
理
が
院
・
天
皇
・
摂
関
の
間
を
頭
弁
が
巡

っ
て
意
見
調
整
を
お
こ
な
う
の
が
基
本
的
な
姿
で
あ
る
と
し
、
井
原
今
朝
男

の
職
事
弁
官
政
治
論
（
隅
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
燥
前
掲
書
）
を
支
持
し

て
い
る
。
摂
関
家
裁
判
は
解
状
に
挙
状
が
添
え
ら
れ
て
家
司
の
下
に
付
け
ら

れ
、
家
司
か
ら
殿
下
に
上
申
さ
れ
、
審
理
過
程
で
は
国
衙
の
役
割
が
大
き
い

こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
中
世
の
訴
訟
が
官
や
三
門
で
も
審
議
さ
れ
、
「
法

廷
問
の
流
動
性
」
と
「
非
完
結
的
な
構
造
」
を
指
摘
す
る
。

　
こ
の
論
文
は
、
摂
関
家
政
所
、
勧
学
院
政
所
、
院
庁
、
太
政
富
と
い
う
権

門
裁
判
と
国
家
的
裁
判
と
の
相
互
関
係
を
分
析
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
論

考
で
あ
る
。
伊
賀
を
摂
関
家
知
行
国
と
す
る
井
原
説
を
批
判
し
摂
関
家
の
裁

判
権
は
「
何
ら
か
の
縁
が
あ
れ
ば
摂
関
家
の
法
廷
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き

た
漏
（
三
九
二
頁
）
と
す
る
。
拙
論
「
本
所
裁
判
権
の
一
考
察
」
（
『
前
掲

書
拙
）
は
「
権
門
之
縁
」
に
よ
る
本
所
法
廷
主
義
、
権
門
裁
判
と
国
家
的
裁

判
と
の
互
換
姓
、
本
所
裁
判
権
の
非
自
立
性
、
本
所
裁
覇
権
の
非
完
結
姓
を

論
じ
た
（
初
出
は
～
九
九
三
）
。
今
、
本
章
を
よ
む
と
、
門
法
廷
問
の
流
動

性
扁
「
非
完
結
的
な
構
造
扁
「
縁
」
の
重
視
な
ど
の
彼
の
主
張
は
拙
論
の
趣
旨

と
よ
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
編
集
後
記
に
よ
る
と
、
本
章
は
」
九

九
二
年
に
成
稿
さ
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
拙
論
よ
り
も
早
く
出
来
上
が
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
三
年
発
表
の
拙
論
へ
の
書
及
や
批
判
が
ま
っ

た
く
み
え
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
彼
が
元
気
で
あ
れ
ば
、
必
ず
や
、

後
発
で
あ
っ
た
拙
論
へ
の
厳
し
い
批
判
を
し
て
、
こ
の
論
文
に
補
筆
し
て
公

表
し
た
も
の
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
美
川
圭
は
『
史
学
雑
誌
』
で
の
書
評

（『

竰
ｮ
一
＝
1
一
　
一
一
〇
〇
二
）
で
本
論
文
に
つ
い
て
勝
山
清
次
の
高

い
評
価
に
反
論
し
「
斬
新
な
枠
組
み
を
作
る
こ
と
に
失
敗
し
た
」
と
評
価
し

て
い
る
。
だ
が
、
私
に
は
中
世
裁
判
の
時
代
的
特
質
に
分
析
の
メ
ス
を
入
れ

た
優
れ
た
論
考
の
よ
う
に
思
え
る
。

　
付
笠
菅
第
四
章
門
公
家
領
荘
園
の
形
成
と
そ
の
構
造
」
は
、
中
流
貴
族
の

家
領
、
摂
関
家
領
と
総
領
荘
園
を
含
む
公
家
領
荘
園
の
構
造
を
論
じ
た
も
の

で
、
本
編
第
一
章
や
第
三
章
と
重
複
す
る
。

工
　
川
端
荘
園
成
立
史
論
の
特
質
と
意
義

　
以
上
、
本
書
が
あ
き
ら
か
に
し
た
荘
園
成
立
史
論
の
第
一
の
意
義
は
、
寄

進
地
白
荘
園
と
雑
役
免
系
荘
園
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
荘
園
制
論
の
全
体
像
を

根
底
か
ら
批
判
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
寄
進
よ
り
も
立
荘
を
契
機
に
領
域
型

荘
園
化
に
よ
っ
て
内
部
構
造
が
転
換
す
る
こ
と
を
主
張
し
上
か
ら
の
荘
園
設

定
を
重
視
す
る
歴
史
像
を
提
示
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
便
田
と
し
て
設
定

さ
れ
た
私
領
が
権
門
寺
社
に
寄
進
さ
れ
て
寺
僧
領
と
な
り
形
態
変
化
し
て
い

く
寺
領
荘
園
の
構
造
を
提
示
し
た
。
彼
の
荘
園
制
論
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
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の
中
田
燕
・
永
原
慶
二
ら
を
先
駆
者
と
し
て
き
た
寄
進
地
系
荘
園
鯛
論
や
村

井
康
彦
の
雑
役
免
系
荘
園
制
論
は
根
本
的
な
変
革
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
こ
に
新
し
い
荘
園
制
論
へ
の
出
発
点
が
据
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

彼
の
研
究
ス
タ
イ
ル
が
研
究
史
の
原
点
に
ま
で
も
ど
っ
て
格
闘
す
る
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
近
年
で
は
あ
ま
り
例
を
み

な
い
が
そ
れ
だ
け
に
貴
重
な
研
究
姿
勢
で
あ
る
。

　
第
二
に
彼
の
博
士
論
文
は
荘
園
制
成
立
史
論
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
が
、

そ
の
内
容
は
王
家
領
・
摂
関
家
領
は
も
と
よ
り
、
賀
茂
社
領
・
醍
醐
寺
領
・

興
福
寺
領
・
勧
学
院
領
・
中
流
公
家
領
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
り
、
公
家
領
荘

園
研
究
の
枠
組
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
、
摂
関
政
治
か
ら
院

政
期
の
政
務
処
理
や
政
治
史
、
太
政
宮
裁
判
か
ら
権
門
裁
判
・
院
庁
裁
判
、

知
行
国
制
や
園
司
制
度
、
早
事
長
者
と
勧
学
院
な
ど
氏
の
諸
制
度
や
興
編
寺

の
寺
務
組
織
な
ど
に
も
書
及
し
て
い
る
。
摂
関
政
治
か
ら
院
政
期
の
国
家
論

や
政
治
構
造
論
と
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
荘
園
卓
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
著
者
は
多
く
の
先
駆
的
な
論
考
を
短

期
間
に
発
表
し
え
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
に
、
摂
関
家
と
結
ぶ
勧
学
院
領
・
春
日
社
領
・
興
福
寺
領
荘
園
の
解

明
を
通
じ
て
大
和
国
の
国
司
制
や
知
行
国
巡
の
解
明
へ
と
進
む
研
究
動
向
を

多
分
に
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
分
野
に
つ
い
て
彼
の
見
解
は
ほ
と
ん

ど
が
萌
芽
的
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
の
荘
園
制
成
立
史
論
に
は
、

受
領
国
司
や
院
司
受
領
が
立
荘
に
関
与
す
る
人
脈
の
中
に
大
き
な
位
置
付
け

を
み
る
の
み
で
、
知
行
国
制
と
権
門
と
の
関
係
や
国
衙
領
研
究
が
王
家
領
荘

園
論
の
ど
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
全
く
言
及
が
な
い
。
彼
は
職
の
体
系

論
批
判
の
中
で
、
平
安
最
終
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
本
家
職
・
領
家
職
が
創
出

さ
れ
る
と
い
う
重
要
な
問
題
提
起
を
し
な
が
ら
、
幕
府
制
と
荘
園
制
と
い
う

研
究
テ
ー
マ
を
設
定
し
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
彼
の
荘
園
制
論
の
眼
界
が
窺

わ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
彼
が
最
後
ま
で
準
備
し
て
い
た
日
本
史
研
究
会
中
世
部
会
共
同
研
究
報
告

は
「
申
世
初
期
の
国
衙
と
荘
園
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
な
っ
て
お
り
、
彼
が
ま

さ
に
荘
園
と
国
衙
領
と
の
関
係
を
含
め
た
新
し
い
荘
園
制
論
の
分
野
に
自
己

の
研
究
を
大
き
く
シ
フ
ト
し
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

そ
こ
で
も
国
衛
機
構
や
国
衙
領
が
荘
園
制
と
ど
の
よ
う
に
リ
ン
ク
し
、
荘
園

制
の
内
部
構
造
が
ど
の
よ
う
な
変
質
を
と
げ
た
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

問
題
に
し
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
荘
園
車
回
が
成
立
史
論
で
あ
っ
て
荘

園
年
貢
や
公
事
な
ど
収
取
論
と
リ
ン
ク
し
て
い
な
い
こ
と
。
荘
園
領
主
層
が

幕
無
権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
荘
園
の
領
有
関
係
を
ど
の
よ
う
に
変

化
さ
せ
た
の
か
と
い
う
幕
府
論
と
の
リ
ン
ク
も
分
析
視
角
に
は
な
い
。
そ
う

し
た
方
法
論
的
な
弱
点
に
よ
っ
て
、
彼
は
大
き
な
研
究
の
壁
に
直
面
し
て
い

た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
橋
一
樹
「
平
安
末
・
鎌
倉
期
の
越
後
と
佐
渡

　
　
中
世
荘
園
の
形
成
と
国
衙
領
支
配
」
（
田
村
裕
・
坂
井
秀
弥
編
『
申
抵

の
越
後
と
佐
渡
聴
高
志
書
院
、
　
一
九
九
九
）
が
越
後
国
小
泉
荘
を
事
例
に
、

国
司
庁
宣
に
よ
る
免
田
三
〇
町
の
中
御
門
家
領
小
泉
荘
が
設
立
さ
れ
る
段
階

と
上
皇
と
知
行
国
主
に
よ
っ
て
金
剛
心
院
領
小
泉
荘
と
し
て
立
荘
さ
れ
た
段

階
で
は
岩
舟
郡
一
郡
に
規
模
が
拡
大
し
て
お
り
、
荘
園
の
構
造
が
大
き
く
変

化
し
て
い
る
こ
と
、
院
司
受
領
が
院
や
摂
関
家
に
よ
る
立
荘
に
い
か
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
国
衙
機
構
の
重
要
性
を
含
め
て
あ
き
ら
か
に
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
橋
「
中
世
荘
園
の
形
成
と
加
納
1
！
王
家
領
荘
園
を

中
心
と
し
て
」
（
『
日
本
史
研
究
匝
四
五
一
一
、
二
〇
〇
〇
）
は
、
公
家
領
荘
園

が
そ
の
内
部
に
保
や
加
納
を
含
み
込
ん
で
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
歴
史
実
態
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評書

に
即
し
て
あ
き
ら
か
に
し
て
お
り
、
川
端
が
あ
き
ら
か
に
し
た
一
ぢ
の
日
根

荘
と
い
う
構
造
を
中
世
荘
園
画
論
の
骨
格
部
分
に
位
置
付
け
る
と
い
う
大
き

な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
川
端
説
を
批
判
的
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
若
手
研

究
者
が
活
躍
し
て
い
る
こ
と
は
う
れ
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

三
　
川
端
説
の
批
判
的
検
討

　
日
本
の
中
世
史
学
界
は
本
書
に
よ
っ
て
荘
園
制
成
立
史
像
に
つ
い
て
申
田

薫
・
永
原
慶
一
一
等
の
い
う
「
下
か
ら
の
私
領
の
寄
進
論
」
の
ほ
か
に
川
端
の

い
う
「
上
か
ら
の
立
荘
と
別
相
伝
論
扁
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
寄
進
地
系

荘
園
と
雑
役
免
系
荘
園
と
い
う
類
型
論
は
研
究
史
の
中
に
残
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
え
よ
う
。
中
田
説
の
史
料
的
根
拠
と
な
っ
た
『
鹿
子
木
荘
事
書
』
に

つ
い
て
石
井
進
ら
が
史
料
論
的
に
批
判
し
た
。
永
原
説
の
史
料
的
根
拠
と
な

っ
た
近
衛
家
所
領
目
録
や
安
楽
寿
院
古
文
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
期
の

史
料
か
ら
荘
園
成
立
蝋
腺
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
福
田

以
久
生
・
槙
道
雄
ら
が
史
料
批
判
し
た
。
川
端
は
そ
れ
を
出
発
点
に
し
て
、

同
時
代
史
料
か
ら
あ
た
ら
し
い
荘
園
成
立
史
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
田
：
氷
原
説
の
根
幹
に
ま
で
批
判
が
及
ん

で
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
川
端
の
「
職
の
体
系
論
」
批
判
に
し

て
み
て
も
、
論
証
に
臨
く
問
題
が
な
い
か
と
い
え
ば
い
く
つ
か
疑
問
点
が
残

さ
れ
て
い
る
。
成
立
期
に
お
い
て
下
司
・
預
所
は
職
と
し
て
登
場
す
る
が
、

本
家
・
領
家
は
「
領
主
の
家
と
い
う
一
般
的
な
意
味
し
か
な
い
」
（
七
六

頁
）
と
い
う
。
職
は
役
と
の
対
応
関
係
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
拙
著
で

述
べ
た
が
、
「
本
所
勤
」
は
岡
中
右
記
』
永
久
一
一
年
（
＝
一
四
）
二
月
廿

九
日
条
に
み
え
、
「
本
家
御
役
」
は
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
九
月
日
の
紀

伊
国
事
田
荘
公
文
職
補
任
状
（
葛
原
家
文
書
　
平
一
八
九
～
）
に
み
え
る
。

い
ず
れ
も
十
二
世
紀
初
頭
に
本
家
役
・
本
所
役
が
史
料
に
み
え
、
特
に
補
任

状
に
み
え
る
こ
と
は
公
文
職
の
反
対
概
念
と
し
て
本
家
職
・
本
家
役
の
登
場

を
想
定
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
職
と
は
な
に
か
原
理
的
な
再
検
討
が
必
要

に
な
ろ
う
。
本
家
職
の
登
場
を
も
っ
ぱ
ら
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
の
別
相
伝

の
み
の
論
理
で
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
本
家
職
・
領
家
職

の
創
出
が
荘
園
制
展
開
過
程
で
お
き
る
と
い
う
川
端
説
は
い
ま
な
お
仮
説
と

い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
幕
府
制
下
で
の
荘
園
制
研
究
の
課
題
と
し
て
今
後
の
旦
ハ

体
的
検
討
が
必
要
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鎌
倉
期
の
別
相
伝
に
つ
い
て

も
、
幕
府
権
力
の
関
与
に
よ
る
乱
塾
関
係
の
変
質
と
い
う
問
題
は
未
解
明
で

あ
る
。
市
沢
哲
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
権
の
構
造
と
展
開
し
（
『
日
本
史
研

究
匝
三
五
五
、
一
九
九
二
）
に
よ
れ
ば
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
別
相
伝
を
め
ぐ

る
訴
訟
が
激
化
し
、
治
天
の
霜
に
よ
る
訴
訟
安
堵
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
。

そ
れ
ら
の
「
別
相
伝
」
に
よ
っ
て
本
家
職
や
領
家
職
が
ど
の
よ
う
に
変
質
す

る
の
か
、
別
相
伝
の
主
体
は
ど
の
よ
う
な
本
所
役
や
本
家
役
を
負
担
し
た
の

か
な
ど
別
相
伝
と
職
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
研
究
史
上
で
も
ま
っ

た
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
川
端
が
い
う
別
相
伝
に
よ
る
領
家
職
創
出
を
示

す
史
料
は
断
片
的
な
所
領
目
録
か
ら
の
類
推
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
・
荘
園
文

書
そ
の
も
の
か
ら
実
証
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
川

端
説
は
荘
園
構
造
論
の
新
し
い
仮
説
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
の
実
証

と
よ
り
緻
密
な
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
て
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
川
端
説
は
寄
進
で
生
ま
れ
る
の
は
免
田
な
ど
限
定
さ
れ
た
も
の

に
す
ぎ
ず
、
立
荘
に
よ
っ
て
領
域
型
荘
園
に
構
造
転
換
す
る
と
い
う
主
張
に

な
っ
て
お
り
、
四
至
を
確
定
し
た
広
域
的
な
領
域
型
荘
園
の
概
念
が
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
不
輸
不
入
権
を
と
も
な
っ
た
領
域
型
荘
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園
論
を
提
起
し
た
小
山
靖
憲
説
（
欄
中
盤
寺
社
と
荘
園
制
船
乗
書
房
、
　
｝
九

九
八
）
に
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
史
料
的
根
拠
が
示
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
領
域
型
荘
園
を
至
芸
し
う
る
の
は
院
や
摂
関

家
の
み
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
院
と
摂
関
家
は
加
納
を
含
ん

だ
領
域
型
荘
園
の
立
楽
を
否
定
し
て
い
た
こ
と
は
『
中
右
記
幅
か
ら
も
あ
き

ら
か
で
あ
り
、
川
端
も
そ
の
こ
と
を
「
否
定
的
で
あ
る
扁
と
み
と
め
て
い
る

（
四
二
頁
）
。
こ
こ
に
論
理
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
を
立
荘
の
推
進

勢
力
で
あ
る
院
近
臣
ら
が
推
進
し
立
荘
文
書
を
え
て
定
着
し
た
と
い
う
評
価

は
歴
史
の
実
態
を
み
て
い
な
い
も
の
で
、
領
域
型
荘
園
論
の
本
質
的
欠
陥
に

目
を
瞑
っ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
加
納
を
含
ん
だ
領
域
型
荘

園
は
国
司
と
権
門
と
の
訴
訟
が
く
り
か
え
さ
れ
、
国
政
レ
ベ
ル
で
は
公
家
新

制
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
つ
づ
け
て
お
り
、
国
家
的
裁
判
で
は
法
的
に
存
在
し

え
な
い
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
納
を
含
ん
だ
広
域
に
わ
た
る

大
規
模
荘
園
が
存
在
し
た
の
は
、
高
橋
一
樹
が
論
じ
た
ご
と
く
、
国
司
と

院
・
摂
関
家
と
の
利
害
調
整
が
現
地
で
図
ら
れ
国
政
と
家
政
と
の
共
嗣
執
行

が
行
わ
れ
た
場
合
に
の
み
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
司
ら
が
異
議
を
と
な

え
、
院
庁
や
国
家
的
裁
籾
に
提
訴
す
れ
ば
、
公
家
新
制
に
よ
っ
て
荘
園
整
理

の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
五
味
文
彦
以
来
の
諸
研
究
が
あ
き
ら
か

に
し
て
い
る
。
不
輸
不
入
権
を
も
っ
た
領
域
型
荘
園
制
は
裁
判
で
の
訴
訟
文

書
の
中
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
論
理
で
あ
っ
て
、
そ
う

し
た
荘
園
が
史
実
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
小
楽
髪
憲
の
不
輸
不
入
権
付
領
域
型
荘
園
は
荘
園
領
主
層
の
願
望

と
し
て
主
張
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
の
実
態
と
し
て
の
荘
園
は
あ
く
ま

で
荘
園
と
公
領
と
が
混
在
し
な
が
ら
、
領
家
と
国
衙
が
相
互
忙
検
注
や
結
解

を
共
同
し
て
実
行
し
な
が
ら
中
世
荘
園
制
を
維
持
・
運
営
し
て
い
た
も
の
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。
荘
園
と
公
領
が
同
質
化
し
て
い
る
と
か
、
国
衙
領
と
荘

園
と
が
併
存
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
の
荘
園
公
領
制
論
で
は
、
中
世
荘
園
制
の

実
態
と
本
質
を
解
明
し
え
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
川
端
が
考
え

よ
う
と
し
た
「
国
衙
と
荘
園
」
の
テ
ー
マ
の
深
化
は
ま
さ
に
荘
園
公
領
制
概

念
を
根
本
的
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
に
、
川
端
は
「
寄
進
地
黒
荘
園
と
い
う
中
田
蕪
以
来
の
不
死
身
と
も

み
え
る
強
勢
な
枠
組
み
を
何
と
か
解
体
し
た
い
」
（
　
七
頁
）
と
し
、
中
田

説
が
荘
園
制
成
立
史
研
究
に
と
っ
て
「
い
ま
だ
に
姪
桔
と
な
っ
て
い
る
」

（
九
頁
）
と
の
べ
る
。
私
領
か
ら
荘
園
へ
と
い
う
転
換
を
、
国
家
公
権
の
分

割
翻
郡
司
職
の
荘
園
所
職
へ
の
転
化
で
説
明
し
た
永
原
説
に
対
し
て
も
川
端

は
門
中
田
説
の
残
潭
を
拭
い
切
れ
て
は
い
な
い
」
（
～
一
頁
）
と
批
判
す
る
。

そ
の
上
で
、
立
荘
に
よ
る
領
域
型
荘
園
へ
の
構
造
変
換
と
い
う
歴
史
像
を
対

置
し
、
荘
園
領
主
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
立
荘
論
を
提
起
し
た
。
研

究
史
の
原
点
と
の
真
摯
で
孤
独
な
格
闘
の
痕
跡
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
批
判
は
や
は
り
部
分
的
な
史
実
の
対
置
に
終
わ
っ
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
研
究
史
の
中
で
は
中
田
薫
の

「
職
権
留
保
付
領
主
権
寄
進
」
論
の
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
川
端
の
批
判
も
そ

こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
中
田
は
そ
れ
と
は
異
な
る
「
本
家
寄
進
」
の
道

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
本
家
寄
進
と
職
権
留
保
付
領
主
権
寄
進
と
何
れ

が
最
早
く
発
達
し
た
る
も
の
か
は
こ
れ
を
断
定
す
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
述
べ

て
い
る
。
鎌
倉
期
の
史
料
に
よ
っ
て
王
朝
時
代
の
本
家
寄
進
を
論
じ
る
方
法

論
に
つ
い
て
も
批
判
を
予
想
し
て
「
其
実
質
に
於
い
て
も
又
形
式
に
於
て
も

大
差
な
か
り
し
こ
と
を
知
る
に
足
る
べ
し
」
（
噸
法
制
史
論
集
　
第
二
巻
瓢
岩

波
書
店
　
～
九
三
八
、
一
一
八
頁
）
と
先
駆
的
に
反
批
翻
を
用
意
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
石
井
批
判
や
川
端
批
判
は
す
で
に
中
田
薫
に
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と
っ
て
は
折
り
込
み
済
み
で
あ
り
、
個
別
歴
史
事
象
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
と

こ
ろ
に
中
田
説
が
成
立
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
川
端
が
い
う
「
上

か
ら
の
繋
馬
と
別
相
伝
に
よ
る
本
家
職
領
家
職
の
創
出
」
と
い
う
論
理
も
、

「
領
家
が
預
所
職
を
知
行
・
世
襲
す
る
扁
と
い
う
指
摘
も
私
に
は
中
田
説
の

「
本
家
寄
進
」
論
の
枠
組
に
収
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
意
味
で
中

田
説
批
判
の
た
め
に
は
、
そ
の
原
点
で
あ
る
門
私
領
」
論
に
対
す
る
批
糊
を

徹
底
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
川
端
は
雑
役
免
系
荘
園
論
批
判
を
寺
僧
領
に
基
礎
を
お
い
て
組
み
立
て
て

お
り
、
寺
僧
領
の
内
実
に
つ
い
て
そ
れ
が
私
領
で
あ
る
こ
と
を
泉
谷
康
夫
説

の
ま
ま
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
一
片
の
疑
い
を
も
っ
て
い
な
い
（
一
五
〇
頁
）
。

川
端
に
よ
る
中
田
薫
学
説
の
理
解
そ
の
も
の
に
甘
さ
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は

　
思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
の
中
田
学
説
と
の
格
闘
に
最
も
深
刻
に
取
り
組
ん
で

　
い
た
の
は
、
や
は
り
永
原
慶
二
『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
嚇
（
岩
波

　
書
店
、
一
九
六
～
）
と
大
山
喬
平
「
国
衙
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
」

　
隅
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
）
で
は
な
い
か
と

　
私
は
考
え
て
い
る
。

　
　
「
ほ
ん
た
う
の
学
問
は
あ
て
こ
み
や
打
算
が
あ
っ
て
は
成
立
た
な
い
」

　
　
こ
れ
は
規
端
の
先
輩
で
あ
る
清
水
三
男
の
言
葉
で
あ
る
。
川
端
の
論
文
は
、

　
史
料
へ
の
沈
潜
と
先
学
の
研
究
史
と
の
厳
し
い
ま
で
の
格
闘
に
貫
か
れ
て
い

　
る
。
そ
う
し
た
研
究
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
研
究
者
冥
利
に
つ
き
る

　
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
稀
有
な
研
究
を
生
み
出
し
た

　
学
兄
を
失
っ
た
喪
失
感
も
深
く
大
き
い
。

　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
版
　
四
九
四
頁
索
引
二
〇
頁
　
二
〇
〇
〇
年
～
～
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
文
閣
出
版
　
八
八
○
○
円
）

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授

）
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