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本
書
は
『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
の
研
究
』
（
一
九
五
九
年
）
に
続
く
、
上

田
正
昭
氏
の
第
二
論
文
集
で
あ
る
。
上
田
氏
に
は
周
知
の
よ
う
に
、
す
で
に

十
指
に
余
る
著
書
が
あ
り
、
そ
の
多
面
的
な
活
躍
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ

る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
本
に
は
上
田
氏
の
本
格
的
な
研
究
が
集
約
さ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
論
文
は
、
序
章
を
の
ぞ
く
二
十
四
篇
は
す
べ
て
一
九

六
〇
年
以
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
に
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
み
る
と
、
題
名
の
よ
う
に
、
日
本
古
代

国
家
を
多
角
的
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
幅
広
い
研
究

は
本
書
の
特
色
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
構
成
は
二
十
五
篇
を
次
の
よ
う
に
五
部
に
分
っ
て
い
る
。

　
序
　
古
代
史
研
究
の
視
角

　
－
　
古
代
国
家
の
構
造
（
第
一
　
倭
王
権
の
成
立
、
第
二
　
倭
国
の
政
治
形
態
、
第

　
三
　
王
族
将
軍
の
性
格
、
第
四
　
朝
鮮
派
遣
氏
族
の
動
向
、
第
五
　
律
令
制
成
立
期

　
の
身
分
と
階
級
、
第
六
　
郡
司
の
変
遷
）

H
　
部
毘
制
の
展
開
（
第
一
　
忌
部
の
職
能
、
第
二
　
祭
官
の
成
立
－
中
臣
と
日
祀

と
日
概
と
一
、
第
三
　
戦
閥
歌
舞
の
伝
流
一
久
米
歌
と
久
米
舞
と
久
米
集
団
と
一
、

第
四
　
語
部
の
機
能
と
実
態
、
築
五
　
令
舗
以
前
に
お
け
る
軍
事
団
の
諸
問
題
一
建

部
を
中
心
と
し
て
i
、
鋳
六
　
楯
節
舞
と
檜
前
忌
寸
、
付
論
　
土
師
の
舞
人
、
）

皿
　
記
紀
以
前
（
第
一
　
記
紀
万
葉
へ
の
道
、
第
二
　
古
墳
の
世
紀
、
第
三
　
文
字

と
金
石
文
、
第
四
　
國
見
歌
の
周
辺
、
第
五
　
神
話
の
国
土
観
念
、
）

罪
　
古
典
文
化
の
世
界
（
第
一
　
記
紀
神
話
論
の
再
検
討
、
第
二
　
日
本
書
紀
に
関

す
る
基
礎
的
考
察
、
第
三
　
古
代
貴
族
の
国
際
意
識
、
第
四
　
中
国
史
籍
に
お
け
る

倭
人
風
俗
、
付
論
　
職
貢
図
の
倭
国
使
に
つ
い
て
、
）

V
　
折
口
学
と
芸
能
史
、

　
こ
の
う
ち
、
第
W
都
は
一
般
に
書
か
れ
た
短
篇
を
集
め
た
も
の
か
ら
な
り
、

第
V
部
は
一
篇
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
本
の
特
色
は
、
第
一
に
実
証
的
な
基
礎
の
上
に
理
論
的
な
考
証
が
行

わ
れ
て
お
り
、
両
者
の
統
一
研
究
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
古
代

国
家
の
支
配
と
不
可
分
で
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
に
深
い
配
慮
が
み
ら
れ

る
こ
と
。
そ
し
て
三
番
目
の
特
色
と
し
て
、
国
内
的
な
視
点
の
み
な
ら
ず
、

国
際
的
視
野
に
立
っ
た
広
い
展
望
の
も
と
に
研
究
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
論
考
に
深
み
を
加
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
－
部
の
諸
論
文
で
は
、
前
著
『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
の
研
究
』
に
引

続
い
て
、
耶
馬
台
国
か
ら
律
令
国
家
に
至
る
古
代
国
家
の
政
治
機
構
と
国
家

の
構
造
に
焦
点
を
お
い
て
い
る
。
第
一
論
文
で
は
三
～
五
世
紀
の
、
第
二
論

文
で
は
そ
れ
と
併
行
し
な
が
ら
五
・
六
世
紀
に
重
点
を
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
〃
英
雄
時
代
論
”
否
定
の
立
場
か
ら
、
専
欄
権
力
の
萌
芽

が
早
く
か
ら
成
長
し
て
い
た
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
二
「
倭
国

の
政
治
形
態
」
で
は
、
　
〃
ワ
ケ
”
を
王
族
の
カ
バ
ネ
と
み
る
独
自
の
説
を
打

出
し
て
い
る
。
第
三
「
王
族
将
軍
の
性
格
」
も
そ
れ
に
続
い
て
王
権
の
軍
事
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的
側
面
と
し
て
大
王
の
ミ
ウ
チ
が
、
遠
征
軍
を
率
い
る
「
将
軍
」
と
な
る
問

題
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。

　
英
雄
時
代
論
の
否
定
は
第
－
部
の
ほ
か
に
も
第
丑
部
第
三
・
第
五
な
ど
に

お
い
て
も
述
べ
ら
れ
、
本
書
の
重
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
実
証
的
な
記

紀
批
判
の
作
業
の
上
に
築
か
れ
た
こ
の
理
論
は
、
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
お

り
、
今
後
の
国
家
成
立
史
に
及
ぼ
す
と
こ
ろ
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
－
部
第
五
は
律
令
制
下
の
公
民
の
成
立
を
論
じ
た
も
の
で
、
律
令
酌
人

民
支
配
の
形
態
を
、
王
民
↓
公
戸
↓
公
民
の
コ
ー
ス
を
と
っ
て
整
え
ら
れ
て

ゆ
く
と
想
定
し
、
天
武
・
持
統
朝
に
成
立
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

大
化
改
新
論
の
論
争
に
も
関
係
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
論
文
の
権
力
構
造
等
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
は
緻
密
な
実

証
的
考
証
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
作
業
の
一
端
は
第
W
部
第

二
「
日
本
書
紀
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
、
　
噺
、
日
本
欝
紀
』
に
引
用
す
る
コ
書
」
　
「
或
本
」
な
ど
の
史
料
の
性
格

に
つ
い
て
の
厳
密
な
検
討
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
引
用
史
料
の
方
に
か
え
っ

て
本
文
よ
り
信
頼
度
の
高
い
も
の
が
含
ま
れ
る
と
い
う
。
　
『
日
本
書
紀
』
の

書
名
の
な
い
引
用
史
料
に
つ
い
て
の
v
最
初
の
本
格
的
な
研
究
で
あ
り
、
こ

の
作
業
を
手
掛
り
と
し
て
『
書
紀
』
の
構
成
素
材
の
解
明
の
進
展
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
律
令
制
下
の
郡
司
制
の
実
態
を
論
じ
た
1
第
六
「
郡
司
の
変
遷
」
は
、
郡

司
制
の
研
究
は
従
来
「
令
」
の
規
定
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
来
た
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

実
際
の
あ
り
方
は
法
規
上
の
た
て
ま
え
と
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
、
特

に
譜
代
郡
司
制
は
法
制
上
の
規
定
は
あ
っ
て
も
実
際
に
は
必
ず
し
も
守
ら
れ

ず
、
天
平
以
後
に
郡
司
層
豪
族
に
大
幅
な
交
替
現
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
田
氏
の
ベ
ー
ス
に
の
っ
て
展
開
さ
れ
た
好
論
で

あ
る
が
、
終
り
の
方
が
や
や
も
の
た
り
ず
、
郡
司
と
民
衆
の
関
係
が
は
っ
き

り
し
な
い
感
が
あ
る
。
慾
を
い
え
ば
同
じ
く
上
田
氏
の
郡
司
に
つ
い
て
の
他

の
未
収
録
の
研
究
、
「
郡
司
に
関
す
る
　
考
察
」
（
『
古
代
学
』
入
－
二
）
や
『
大

仏
開
眼
』
の
関
係
部
分
を
併
せ
て
補
足
し
て
ほ
し
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
第
∬
部
の
六
篇
は
、
祭
祀
や
芸
能
の
角
度
か
ら
「
部
民
制
」
の
成
立
・
展

開
を
論
じ
た
も
の
で
、
従
来
の
研
究
の
黒
点
を
噴
く
も
の
で
あ
る
と
と
庵
に
、

著
者
の
手
腕
の
も
っ
と
も
発
揮
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
。

　
古
代
王
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
的
面
と
し
て
の
祭
祀
や
神
話
の
研
究
は
、
著

者
が
処
女
作
『
神
話
の
世
界
』
以
来
、
一
貫
し
て
追
求
し
て
来
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
本
書
で
は
前
の
論
文
集
よ
り
も
量
的
に
も
こ
の
面
に
力
を
注
が

れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
も
充
実
し
（
本
書
の
中
で
も
や
は
り
第
軍
部
を
中

心
と
し
た
こ
の
分
野
の
も
の
が
　
番
読
み
ご
た
え
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
「
忌
部
の
職
能
」
は
、
宮
廷
論
蔵
氏
族
で
あ
る
忌
部
氏
を
手
掛
り
に

初
期
部
民
制
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
央
ト
モ
集
団
と
そ
れ
に
隷
属
す

る
地
方
の
べ
集
団
を
区
別
し
、
ま
た
井
上
光
貞
説
を
否
定
し
て
祭
祀
供
御
関

係
や
軍
事
的
な
部
に
は
初
期
か
ら
番
上
型
の
存
在
し
た
こ
と
を
明
か
に
し
て

い
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
の
忌
部
に
つ
い
て
、
ト
モ
と
し
て
の
道
央
忌
部

氏
と
そ
れ
に
隷
属
し
貢
納
を
さ
さ
げ
る
地
方
忌
部
の
実
態
を
明
か
に
し
な
が

ら
、
宮
廷
祭
祀
の
成
立
過
程
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
忌
部
疑
が

古
い
祭
祀
氏
族
で
あ
り
、
忌
部
か
ら
中
臣
へ
の
交
替
の
あ
っ
た
こ
と
も
明
か

に
し
て
い
る
。
鮮
や
か
な
論
法
で
進
め
ら
れ
る
こ
の
論
文
は
本
書
の
中
で
も

き
わ
立
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
祭
官
の
成
立
」
は
右
の
∬
第
一
を
受
け
て
、
忌
部
か
ら
中
臣
へ
の
交
替

説
か
ら
、
六
世
紀
中
葉
に
お
け
る
中
臣
氏
が
宮
廷
祭
祀
の
主
流
を
占
め
る
事

情
を
、
祭
官
と
祭
祀
関
係
の
二
つ
の
部
（
日
麗
と
日
綴
）
か
ら
考
察
し
た
も
の
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で
あ
る
。
中
臣
伝
承
の
整
理
と
批
判
や
中
臣
氏
登
場
の
背
景
に
つ
い
て
も
乎

際
よ
く
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
祭
官
の
成
立
」
と
題
し
、
小
節
に
も
「
祭
官
の
繊
現
」
と
あ
っ

て
、
六
世
紀
宋
ご
ろ
の
祭
宮
制
の
成
立
を
も
っ
て
中
臣
氏
宮
廷
進
出
の
重
要

な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
〃
祭
官
”
と
い
う
も
の
は
神

宮
祭
主
の
前
身
と
み
な
し
、
神
祇
宮
a
前
身
は
〃
前
事
奏
官
”
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
神
宮
祭
主
の
宮
廷
に
お
け
る
役
割
に
は
言
及
さ
れ
て
い

な
い
。
祭
主
の
前
身
が
何
故
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
と
藁
紙
担
当

宮
司
の
関
係
は
ど
ヶ
考
え
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
う
い
っ
た
点
に
も
っ
と
触
れ

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

　
も
っ
と
も
、
祭
官
を
祭
主
の
前
身
と
す
る
の
は
祭
主
が
伊
勢
に
土
着
す
る

よ
う
に
な
っ
て
後
の
、
中
世
以
降
の
説
で
、
律
令
制
下
の
祭
主
は
神
宮
の
大

祭
の
度
に
派
遣
さ
れ
る
神
舐
官
人
の
兼
務
に
す
ぎ
ぬ
役
で
あ
っ
た
か
ら
、
古

く
か
ら
独
立
の
宮
職
で
あ
っ
た
と
み
る
の
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
　
需
、
延
喜
式
』

（
四
時
祭
）
に
「
祭
宮
」
の
語
が
神
祇
官
の
意
味
に
用
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

神
紙
官
の
前
身
と
み
な
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
こ
の
論
文
も
「
祭

官
」
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
方
が
、
論
旨
が
よ
り
明
確
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
日
置
部
が
日
祀
部
よ
り
古
い
、
日
盛
の
信
仰
に
か
か
わ
る
部
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
も
従
う
べ
き
意
見
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
審
神
・
日
読
み
に
た
ず
さ

わ
る
も
の
で
あ
っ
た
日
置
部
が
、
な
ぜ
〃
浄
火
”
の
管
理
者
に
転
換
す
る
の

か
、
そ
の
点
も
も
う
少
し
具
体
的
な
説
明
が
欲
し
か
っ
た
と
思
う
。

　
H
第
三
「
語
部
の
機
能
と
実
態
」
は
、
従
来
牧
歌
的
な
巡
遊
神
人
集
団
と

し
て
漠
然
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
、
語
部
に
つ
い
て
の
通
念
を
否
定
す
る
。

そ
し
て
宮
廷
語
部
（
中
二
丁
悲
連
な
ど
）
止
、
諸
国
語
部
と
を
区
別
し
、
宮
廷

の
そ
れ
は
宮
廷
儀
礼
と
の
結
合
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
地
方
語
部
は
律
令
制

下
に
お
い
て
は
編
戸
さ
れ
た
農
・
漁
民
で
あ
っ
て
、
自
由
な
巡
遊
は
あ
り
え

な
い
こ
と
、
地
方
の
詞
章
伝
承
集
団
と
し
て
の
彼
ら
の
伝
承
は
、
地
方
首
長

を
中
と
す
る
儀
礼
の
場
で
語
ら
れ
る
の
を
本
体
と
し
、
倭
王
権
の
祭
祀
圏
統

一
に
よ
っ
て
の
ち
の
大
嘗
祭
の
国
風
奏
上
に
遺
風
を
留
め
る
よ
う
に
、
宮
廷

儀
礼
の
場
で
服
属
の
誓
詞
と
し
て
爽
上
さ
れ
に
至
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
点
を

明
か
に
し
て
い
る
。

　
実
態
の
解
明
の
上
に
立
つ
で
通
説
を
く
つ
が
え
し
て
ゆ
く
こ
の
論
法
は
、

先
の
王
第
六
や
後
述
の
H
第
五
と
も
共
通
す
る
あ
ざ
や
か
な
手
法
で
あ
る
が
、

記
紀
俵
承
の
研
究
の
み
な
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
口
講
伝
承
の
あ
り
方
を
考

え
る
上
に
欠
か
せ
な
い
成
果
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
律
令
鰯
以
前
に
も
伝
承

老
集
団
が
地
方
首
長
に
隷
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
英
雄
時
代
論
を

は
じ
め
、
叙
事
文
学
等
の
成
立
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

　
軍
事
的
都
と
し
て
の
建
部
を
扱
っ
た
1
第
五
「
令
制
以
前
に
お
け
る
軍
事

団
の
諸
問
題
」
の
場
合
も
、
軍
事
だ
け
で
な
く
、
宮
廷
伝
承
の
成
立
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
宮
城
十
二
門
号
に
み
ら
見
る
近
侍
氏
族
中
の
建
部
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称

の
考
証
と
軍
事
上
・
経
済
上
の
要
地
に
濃
厚
な
分
布
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

大
和
政
権
の
軍
事
団
と
し
て
設
定
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
分
布
と
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
征
討
コ
ー
ス
と
に
一
致
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
軍
事

的
性
格
と
か
ら
、
こ
の
集
団
を
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
成
立
基
盤
と
な
っ
た

と
想
定
す
る
。

　
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
伝
承
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
英
雄
時
代
論
争
の
中
で
さ
ま

ざ
ま
な
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
が
、
建
部
の
実
証
的
な
研
究
に
裏
づ
け

ら
れ
た
所
説
は
説
得
力
に
寓
み
、
今
後
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
研
究
の
基
礎
と
し
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て
動
か
ぬ
も
の
と
な
ろ
う
，
こ
こ
で
少
々
気
に
な
る
の
は
、
犬
上
逮
部
君
を

複
姓
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
孝
徳
紀
の
犬
上
建
部
君
は
大
伴
長
徳
連
と
並

ん
で
即
位
式
に
侍
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
伴
長
徳
連
の
方
は
単
姓
で
、

長
徳
は
名
で
あ
～
る
こ
走
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
記
さ
れ
る
両
人
が

異
っ
た
表
記
法
を
と
る
は
ず
は
な
い
し
、
孝
徳
紀
に
見
え
る
人
物
で
氏
姓
だ

け
を
記
す
場
合
は
常
に
「
閾
名
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
氏
・
名

・
姓
の
順
に
蓑
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
も
っ
と
も
、
近
江
国
に
は
有

力
な
建
部
集
団
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
犬
上
建
部
君
を
否
定
し
て
も
論

旨
に
は
影
響
な
い
。

　
打
の
第
三
と
第
六
は
宮
廷
芸
能
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
「
戦
闘
歌

舞
の
伝
流
」
は
久
米
歌
・
久
米
舞
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
久
米
集
団
の

前
身
を
〃
山
人
”
と
見
、
大
和
の
王
権
に
服
属
し
た
後
王
権
に
直
属
す
る

「
大
王
軍
事
力
の
に
な
い
手
」
と
な
り
、
服
属
儀
礼
と
し
て
奏
し
た
も
の
が
、

久
米
歌
・
久
米
舞
で
あ
る
と
い
う
。
久
米
歌
に
つ
い
て
『
書
紀
』
の
記
述
に

　
　
　
　
た
ば
か
ウ

み
え
る
「
乎
量
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
斧
な
ど
の
山
仕
事
の
道
具
と
み
る

考
証
も
興
味
深
い
。

　
H
第
六
「
楯
節
舞
と
櫓
出
忌
寸
」
は
、
大
仏
開
眼
供
養
に
奏
し
た
楯
伏
舞

に
つ
い
て
、
帰
化
人
で
あ
る
榑
前
忌
寸
ら
が
服
属
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
近
年
林
屋
辰
三
郎
氏
・
土
橋
寛
氏

ら
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
廷
芸
能
の
政
治
的
性
格
、
殊
に
服
属

儀
礼
の
役
割
や
そ
の
変
貌
の
過
程
は
王
権
の
性
格
を
明
か
に
す
る
上
で
不
可

欠
の
も
の
で
あ
り
、
記
紀
伝
承
成
立
の
上
に
も
服
属
儀
礼
と
し
て
の
芸
能
へ

の
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
野
の
今
後
の
開
拓
の
た
め
に
も
、
上
田

氏
の
業
績
は
璽
主
な
道
標
と
な
ろ
う
。

　
第
H
部
と
も
関
連
し
て
、
古
代
王
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
著
者

の
考
え
を
端
的
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
y
第
一
「
記
紀
神
話
学
の
再

検
討
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
文
の
前
半
で
は
、
氏
の
独
特
の
簗
法
で
記
紀
神

話
の
「
削
濡
濡
突
」
の
実
態
を
明
か
に
し
た
り
、
神
話
の
成
立
に
お
け
る
元

明
・
元
正
朝
の
役
割
の
重
要
性
の
指
摘
、
神
話
の
中
に
古
代
貴
族
の
対
朝
鮮

観
の
反
映
を
読
み
と
る
こ
と
な
ど
、
興
味
あ
る
指
摘
も
多
い
が
、
特
に
注
意

し
た
い
の
は
、
古
代
神
話
の
継
承
の
問
題
で
あ
る
。

　
中
世
以
降
、
天
皇
制
的
史
観
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
の
神
観
の
変
化
の
あ
と

と
聞
題
点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
近
代
の
教
派
神
道
の
神
話
観
と
国
家
神
道
の

対
立
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
天
理
教
や
大
本
教
の
う
ち
に
、
素
朴
な
民
衆

の
神
話
観
の
息
づ
い
て
い
る
こ
と
も
見
出
し
て
い
る
。

　
天
皇
制
的
な
神
話
観
は
古
代
國
家
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
近
代
に
お
い

て
国
家
神
道
と
し
て
復
活
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
従
来
別
個
に
切
離

し
て
考
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
近
代
に
お
け
る
復
活
と
民
衆
の
信
仰
．

伝
承
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
の
か
、
近
代
の
天
皇
崇
拝

復
活
を
可
能
と
し
た
基
盤
の
研
究
は
今
後
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
本
書
で
は
簡
単
な
展
望
を
試
み
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
指
摘

の
意
義
は
大
き
く
今
後
の
発
展
が
望
ま
れ
る
。

　
皿
部
に
も
、
國
見
儀
礼
や
神
話
の
国
土
観
な
ど
、
第
H
都
の
諸
論
文
と
関

連
す
る
も
の
が
多
い
。

　
古
代
国
家
の
国
際
的
環
境
に
つ
い
て
は
1
第
一
・
第
二
・
第
四
等
に
お
い

て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
W
第
四
「
古
代
貴
族
の
国
際
意
識
」
は
五
世
紀

の
南
朝
諸
王
朝
と
の
雛
封
体
制
か
ら
八
世
紀
の
遣
唐
使
に
漁
る
、
大
陸
と
の

交
渉
を
古
代
貴
族
の
意
識
の
変
遷
か
ら
み
た
も
の
で
あ
る
。
大
唐
意
識
と
新

羅
に
対
す
る
蕃
国
視
が
表
裏
を
な
し
た
「
い
び
つ
な
…
…
国
際
感
覚
」
の
指

摘
な
ど
、
古
代
外
交
史
を
新
し
い
角
度
か
ら
見
直
し
た
好
論
で
あ
る
。
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凸凹

　
y
第
四
「
中
国
史
籍
に
お
け
る
倭
入
風
俗
」
は
「
魏
志
倭
人
伝
」
以
下
の

中
国
史
書
に
み
え
る
倭
人
の
風
俗
記
薯
の
綿
密
な
批
判
で
あ
る
。

　
V
「
折
口
学
と
芸
能
史
」
で
は
、
釈
台
空
・
折
口
信
夫
の
学
問
を
芸
能
史

を
中
心
に
取
上
げ
た
評
論
で
あ
る
。
折
口
の
学
問
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の

は
多
い
が
、
こ
れ
は
一
歩
距
離
を
置
い
た
視
点
か
ら
、
歴
史
家
の
限
で
折
口

の
学
問
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
芸
能
史
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
特
質
と

課
題
を
記
し
て
い
る
。
折
口
門
下
の
｝
人
と
し
て
師
事
さ
れ
た
著
者
の
筆
は
、

折
口
学
の
性
格
と
問
題
を
適
確
に
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
折
口
門
下
へ
の
厳

し
い
提
言
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
上
田
正
昭
氏
の
学
問
は
、
折
口
信
夫
の
学
風
と
共
に
津
田
史
学
・
西
田
文

化
史
学
の
三
本
が
主
要
な
骨
組
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
前

の
論
文
集
で
は
津
田
史
学
批
判
が
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
第
二
論
文
集
で
あ

る
本
書
が
折
口
学
の
評
論
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
田
氏
の
学

問
を
う
か
が
う
上
で
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
不
充
分
な
感
想
に
終
っ
た
が
、
本
書
は
近
年
の
古
代
史
学
に
お
け

る
最
も
嬉
の
広
い
業
績
で
あ
り
、
著
者
は
学
界
の
難
題
点
に
常
に
敏
感
で
あ

る
だ
け
に
、
学
界
の
論
争
点
に
も
ふ
れ
ろ
と
こ
ろ
が
多
く
、
古
代
史
専
攻
外

の
人
々
に
も
現
在
の
古
代
史
学
・
古
代
思
想
史
学
の
水
準
を
知
る
た
め
に
推

奨
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
A
5
判
　
五
〇
八
頁
　
昭
和
四
三
年
一
一
月
　
塙
書
房
刊
　
定
価
　
二
六
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
県
立
八
幡
理
事
学
校
教
諭
）

佐
伯

富
著

中
国
史
研
究
部
一

衣
　
　
川

下

　
著
者
佐
伯
教
授
は
、
本
書
の
「
は
し
が
き
」
に
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
昭
和
十
年
に
京
都
帝
大
の
東
洋
史
学
科
を
卒
業
さ
れ
、
以
来
所
謂
京
都

学
派
の
時
代
区
分
で
い
う
中
國
近
世
史
を
主
要
課
題
と
さ
れ
て
研
究
に
従
事

し
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
近
世
と
は
五
代
・
宋
か
ら
清
朝
の
後
半
ま
で
含

む
長
い
時
期
で
あ
る
が
、
本
書
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佐
伯
教
授

の
研
究
領
域
は
、
宋
と
清
を
中
軸
に
し
て
そ
の
他
の
王
朝
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
教
授
が
常
々
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
の
時
代
を

把
握
し
て
、
そ
こ
か
ら
古
く
へ
遡
る
か
、
新
し
き
へ
進
む
か
す
る
こ
と
が
　

つ
の
歴
史
研
究
の
や
り
方
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
た
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
教
授
の
大
著
『
罪
代
塩
政
の
研
究
』
は
、
中
国
の
塩
専
売
は
非
常

に
複
雑
で
あ
っ
て
、
い
き
な
り
、
宋
と
か
元
と
か
、
あ
る
い
は
明
と
か
の
塩

山
と
取
り
組
ん
で
も
、
ま
ず
解
決
さ
れ
な
い
部
分
が
多
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
清
朝
の
塩
政
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
代
と
の
隔
た
り
が
他
の

近
世
諸
朝
の
場
合
よ
り
比
較
的
短
く
、
資
料
も
豊
富
で
あ
る
の
で
、
か
な
り

塩
政
の
実
像
を
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
で
、
こ
の
大
著
を
著

わ
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
あ
る
問
題
は
清
か

ら
遡
行
し
、
あ
る
課
題
は
宋
か
ら
下
降
し
、
終
局
的
に
は
中
国
近
世
の
諸
般

の
歴
史
現
象
を
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
が
、
佐
伯
教
授
の
研
究

方
法
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
宋
代
史
研
究
に
お
け
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