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六
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の
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と
文
化
一
i

愛
　
　
宕

兀

　
本
書
は
宇
都
宮
清
吉
氏
を
中
心
と
す
る
、
名
古
屋
、
京
都
の
研
究
者
か
ら

な
る
「
中
国
中
世
史
研
究
会
」
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
論
文
集
で
あ
り
、

宇
都
宮
民
の
名
古
屋
大
学
退
官
を
詑
念
ず
る
た
め
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
本
書
の
書
名
が
示
す
よ
う
に
、
中
国
史
上
の
中
世
に
つ
い
て
の
合
計
十

七
の
専
論
が
系
統
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
各
時
論
の
題
目
を
ま

ず
紹
介
し
て
お
こ
う
。

総
論

　
1
　
中
国
中
世
史
研
究
に
お
け
る
立
場
と
方
法
　
川
勝
義
雄
　
谷
川
道
雄

　
2
　
中
国
古
代
中
世
史
把
握
の
た
め
の
一
視
角
　
宇
都
宮
清
吉

第
一
章
　
古
代
の
克
服

　
3
　
後
二
巴
地
方
豪
族
の
動
向
一
地
方
分
権
化
と
豪
族
一
　
狩
野
直
禎

　
4
　
後
漢
に
お
け
る
知
識
人
の
地
方
差
と
自
律
性
　
勝
村
哲
也

　
5
　
貴
族
的
官
糊
の
成
立
－
清
宮
の
由
来
と
そ
の
性
格
一
　
上
田
早
苗

第
二
章
　
中
世
世
界
の
諸
相

　
6
　
貴
族
制
社
会
と
孫
呉
政
権
下
の
江
南
　
川
勝
義
雄

　
7
　
魏
晋
時
代
の
名
族
i
艦
隊
の
人
々
に
つ
い
て
1
　
丹
羽
免
子

　
8
　
南
朝
の
皇
帝
と
貴
族
と
豪
族
・
土
豪
層
－
梁
武
帝
の
輩
・
命
を
手
が
か
り
に
一

　
　
安
田
二
郎

　
9
　
沈
約
の
思
想
一
六
朝
的
傷
痕
－
　
吉
川
忠
夫

　
1
0
　
北
朝
貴
族
の
生
活
倫
理
　
谷
用
道
雄

第
三
章
　
中
世
の
再
編
成
と
そ
の
解
体

　
1
1
　
階
唐
仏
教
へ
の
視
角
　
藤
善
真
澄

　
1
2
　
顔
真
卿
論
　
杉
村
邦
彦

　
1
3
　
中
唐
に
お
け
る
新
儒
学
運
動
…
劉
知
幾
の
経
書
批
判
と
啖
・
趙
・
陸
氏
の
春
秋

　
　
学
…
稲
葉
一
郎

　
1
4
　
律
令
体
制
と
そ
の
崩
壊
　
礪
波
　
護

　
1
5
　
唐
の
官
僚
制
と
窺
官
i
中
世
的
側
近
政
治
の
終
焉
序
説
…
　
横
山
裕
男

附
論

　
1
6
　
民
園
【
軍
閥
の
歴
史
的
背
景
；
比
較
…
史
的
素
描
－
　
波
多
野
善
大

　
1
7
　
中
圏
中
山
と
は
何
か
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
あ
る
い
は
中
国
近
世
と
の
簡
単
な
比

　
　
較
一
　
河
地
重
造

　
こ
こ
で
い
う
中
国
中
世
と
は
、
そ
の
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、

六
朝
・
階
唐
期
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
内
藤
史
学
の
伝
統
を
継
ぐ

と
い
わ
れ
る
所
謂
〃
京
都
学
派
”
の
歴
史
観
と
時
代
区
分
の
視
点
は
同
じ
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
総
論
を
一
読
す
れ
ば
、
本
書
の
書
名
か
ら
早

の
み
こ
み
し
て
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
所
謂
“
京
都
学
派
”
的
な
も
の
へ
の

あ
る
種
の
反
擾
心
を
伴
っ
た
先
入
観
は
一
掃
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

ユ
ニ
ー
ク
な
問
題
提
趨
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
は
我
々
自
身

の
思
考
に
少
な
か
ら
ず
作
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
基
点

と
し
た
世
界
史
の
普
遍
的
発
展
法
則
に
対
す
る
懐
疑
的
立
場
の
表
明
で
あ
り
、

そ
れ
に
代
る
べ
き
新
た
な
価
値
理
念
の
模
索
で
あ
る
と
い
え
る
。
歴
史
学
を

科
学
と
し
て
と
ら
え
、
ほ
ん
ら
い
価
値
的
諸
関
係
で
あ
る
は
ず
の
歴
史
的
な

諸
々
の
現
象
を
、
没
価
値
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
歴
史
学
に
お
け

る
科
学
的
認
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ん
ら
か
の
価
値
理
念
を
も
つ
生
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評書

き
た
人
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て
歴
史
を
理
解
す
る
う
え
で
、
は
た
し
て

こ
の
よ
う
な
科
学
的
認
識
方
法
で
十
分
な
の
か
と
い
う
疑
念
で
も
あ
る
。
価

値
理
念
と
歴
史
に
対
す
る
認
識
と
は
う
ら
は
ら
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

歴
史
学
研
究
者
に
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
価
値
理
念
が
な
け
れ
ば
、
歴
史
認
識
も

あ
り
得
な
い
と
同
時
1
7
～
、
歴
史
に
対
す
る
認
識
そ
の
も
の
が
価
値
理
念
に
支

配
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
主
体
と
し
て
の
黒
々
の
研
究

者
の
側
の
歴
史
的
諸
事
象
に
対
す
る
働
き
か
け
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大

き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
無
限
の
多
様
性
の
お
り
な
す
歴
史
的
諸

事
象
の
な
か
か
ら
、
探
求
す
べ
き
対
象
を
選
択
し
、
意
味
づ
け
る
の
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
研
究
者
自
身
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
本

書
の
総
論
は
三
国
史
上
の
所
謂
中
世
史
研
究
の
方
法
論
上
の
問
題
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
総
論
一
7
糧
つ

い
て
見
て
み
た
い
。

　
総
論
は
「
中
国
中
世
史
研
究
に
お
け
る
立
場
と
方
法
」
お
よ
び
「
中
国
古

代
中
世
史
把
握
の
た
め
の
一
視
角
」
の
二
論
よ
り
な
る
。
と
り
わ
け
、
前
者

は
中
世
史
研
究
会
に
お
い
て
長
年
に
わ
た
っ
て
議
論
さ
れ
、
そ
し
て
形
成
さ

れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
、
中
国
中
世
史
に
対
す
る
基
本
的
な
立
場
、
概
念
規

定
に
ま
で
論
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
前
者
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。

　
最
初
に
「
ア
ジ
ア
的
停
滞
論
」
が
批
判
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
　
「
中
国

は
そ
れ
自
体
が
主
体
的
に
自
己
の
諸
矛
盾
を
超
克
し
つ
つ
発
展
し
て
き
た
」

と
い
う
基
本
的
考
え
が
述
べ
ら
れ
る
。
古
代
・
中
世
・
近
代
と
い
う
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
の
発
展
に
基
づ
く
発
展
法
則
な
る
も
の
が
、
普
遍
的
な
も
の
と
し

て
そ
の
ま
ま
中
国
史
理
解
の
規
準
と
は
な
ら
ず
、
中
国
史
に
お
け
る
「
特
殊

具
体
的
な
固
有
の
論
理
」
を
追
求
す
る
方
向
に
あ
る
と
い
う
最
近
の
学
界
動

向
に
一
定
の
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
、
そ
の
研
究
方
向
に
も
中
国
史
の
「
特

殊
具
体
的
な
固
有
の
論
理
」
と
し
て
専
制
主
義
へ
の
回
帰
の
危
険
性
が
潜
在

的
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
専
制
主
義
重
視
は
、
や
は
り
、

「
ア
ジ
ア
的
停
滞
論
」
へ
の
傾
斜
を
本
来
的
に
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
を
基
準
と
し
て
の
自
由
と
進
歩
の
反
対
概
念
と
し
て
し
か
理
解
さ

れ
な
い
以
上
、
中
国
史
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
決
し
て
「
特
殊
具
体

的
な
固
有
の
論
理
」
と
は
な
り
え
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ

に
「
近
代
」
と
い
う
歴
史
的
概
念
が
問
題
に
さ
れ
る
。
中
国
の
固
有
の
社
会

発
展
を
追
求
す
る
と
き
、
　
「
近
代
」
と
い
う
概
念
が
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
思
考
法

と
ぬ
き
さ
し
が
た
く
関
連
し
て
い
る
以
上
、
あ
え
て
中
国
の
「
近
代
化
」
に

視
点
を
し
ぼ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
近
百
年
に
お
け
る

中
国
人
民
の
反
帝
・
反
封
建
闘
争
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ

れ
に
比
べ
て
近
百
年
以
前
の
中
圏
人
民
の
苦
闘
は
、
長
い
停
滞
の
闇
の
な
か

に
価
値
を
失
う
か
に
見
え
る
」
と
い
う
近
代
史
分
野
で
の
意
識
の
潮
流
に
反

省
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
が
逆
に
「
停
滞
論
」
へ
の
大

き
な
陥
舞
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
中
徴
史
分
野
か
ら
の
警
鐘
と
受
け

と
め
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
国
史
に
お
け
る
固
有
の
発
展
過
程
そ
れ

自
体
か
ら
、
中
国
〃
申
世
”
を
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
中
国
の
「
近
代
」
の
概

念
規
定
を
与
え
よ
う
と
い
ヶ
志
向
、
は
そ
れ
が
い
ま
だ
模
索
の
段
階
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
意
欲
は
多
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
申
國
史

の
「
特
殊
具
体
性
」
を
基
点
に
す
え
て
、
　
「
よ
り
有
効
な
中
国
史
の
体
系
を

追
求
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
と
き
、
　
「
よ
り
有
効
な
」
と
は
な
に
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

る
の
か
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
価
値
理
念
に
基
づ
く
中
国
史
理
解
よ
り
以
上
に
客

へ
　
　
　
へ

観
性
を
も
つ
と
い
う
意
味
と
読
み
と
れ
る
が
、
中
国
の
「
特
殊
具
体
的
な
固

有
の
論
理
」
、
す
な
わ
ち
「
中
国
史
を
動
か
す
主
体
的
要
因
」
を
一
つ
の
新
た

な
価
値
理
念
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
今
後
の
最
大
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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ざ
て
、
や
や
一
般
論
的
な
批
評
を
長
々
と
述
べ
て
き
た
が
、
も
と
よ
り
、

こ
の
総
論
の
重
点
は
中
国
中
世
の
概
念
規
定
の
試
み
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
点
に
つ
い
て
各
専
論
に
ふ
れ
な
が
ら
次
に
み
て
み
た
い
。

　
「
階
級
関
係
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
支
え
、
ま
た
そ
れ
を
否
定
し
、
超
克

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
歴
史
の
主
体
的
要
因
」
を
「
共
同
体
」
に

求
め
よ
う
と
す
る
の
が
そ
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
な
ぜ
に
主
体
的
要
因
た

り
う
る
か
と
い
う
と
、
　
「
共
同
体
の
方
が
階
級
よ
り
も
歴
史
的
か
つ
論
理
的

に
、
よ
り
本
源
的
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
史
の
発
展
を

「
共
同
体
の
自
己
発
展
」
と
と
ら
え
て
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
名
づ
け
ら

れ
た
「
共
同
体
」
の
再
生
産
過
程
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
「
部
族
共
同
体
」
な
い
し
門
氏
族
共
岡
体
」
↓
「
里
共
同
体
」
↓

「
豪
族
共
同
体
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
秦
漢
古
代
帝
国
は
「
里
共
同
体
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
　
「
総
論
二
」
の

宇
都
宮
論
文
「
中
国
古
代
中
世
史
把
握
の
た
め
の
一
視
角
」
で
は
、
　
「
孝
」

に
基
づ
く
「
三
族
制
家
族
」
と
い
う
血
縁
的
集
団
の
横
の
関
係
と
し
て
「
里

共
同
体
」
を
秦
漢
の
社
会
組
織
の
基
本
と
し
、
皇
帝
権
力
と
の
関
係
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
孝
」
と
は
、
罪
業
的
生
産
社
会
で
の
「
人
賦
関
係
を

律
す
る
自
律
的
倫
理
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
　
「
里
共
同
体
」
内

の
階
級
分
化
の
顕
在
化
、
す
な
わ
ち
、
大
土
地
所
有
者
と
小
農
畏
と
の
階
級

矛
盾
の
尖
鋭
化
、
そ
れ
は
第
六
論
文
の
川
勝
義
雄
氏
「
貴
族
社
会
と
孫
呉
政

権
下
の
江
南
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
領
主
化
傾
向
と
自
立
小
農

民
層
を
中
心
と
す
る
共
同
体
再
建
へ
の
志
向
と
の
対
立
、
そ
の
矛
盾
が
止
揚

さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
　
「
豪
族
共
同
体
」
と
概
念
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
形
成

さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
中
国
中
世
を
特
徴
づ
け
る
「
共
同
体
」
で
あ
る
と
い

う
。
豪
族
は
こ
の
「
共
同
体
」
の
指
導
的
存
在
で
あ
る
が
、
武
力
・
経
済
力

と
い
っ
た
栃
理
力
で
は
な
く
、
政
治
酌
・
文
化
的
能
力
を
第
　
義
的
に
下
か

ら
要
求
さ
れ
た
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
倫
理
的
、
精
神
的
役
翻
が
大

き
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
中
世
」
的
豪
族
が
貴
族
化
す
る
の

で
あ
る
が
、
第
十
論
文
、
谷
川
道
雄
氏
「
北
朝
貴
族
の
生
活
倫
理
」
で
は
、

領
主
化
傾
向
を
自
己
規
制
し
て
郷
村
農
昆
と
の
調
和
的
統
一
を
志
向
す
る

「
士
大
夫
的
モ
ラ
ル
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
豪
族
層
の
側
の
む
き
出
し
の

営
利
行
為
の
放
棄
と
い
う
よ
う
な
「
物
質
的
契
機
を
超
え
て
こ
れ
を
精
神
的

次
元
に
ま
で
高
め
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
領
主
化
傾
向
と
郷
村
農
民
の
共
同

体
再
建
へ
の
志
向
と
い
う
矛
厨
は
止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
豪

族
が
「
郷
村
社
会
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
道
で
あ
っ
た
」
と
。
と
こ
ろ
で
、

「
共
同
体
」
の
概
念
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
一
二
つ
の
基
本
的

形
態
ー
ア
ジ
ア
的
・
古
典
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
一
に
類
型
化
さ
れ
、
　
「
共

同
体
内
に
お
け
る
土
地
の
私
的
な
占
取
関
係
の
進
展
度
」
と
「
そ
れ
に
照
応

す
る
共
同
態
の
猫
型
」
を
基
本
的
視
角
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
私
的
要
素
と
共
同
態
的
要
素
と
い
う
「
共
同
体
」
の
も

つ
「
固
有
の
二
元
性
」
の
対
立
関
係
の
な
か
か
ら
、
そ
の
生
成
、
発
展
、
崩

壊
が
説
明
さ
れ
る
（
大
塚
久
雄
『
篠
目
体
の
基
礎
理
論
』
四
四
頁
）
。
　
総
論
で
は

「
大
塚
久
雄
氏
の
共
同
体
理
論
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
近
代
以
前
の
、

『
土
地
』
を
物
質
的
基
盤
と
す
る
共
同
体
の
理
論
的
究
明
で
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
、
近
代
化
と
は
共
同
体
の
徹
底
的
解
体
を

め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
共
同
体
を
取
り
扱
う
態
度
は
、
そ
れ
を

『
遣
制
』
と
し
て
見
る
方
向
に
傾
斜
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
批
判

さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
所
謂
「
近
代
化
」
に
つ
い
て
の
批
判
は
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
傾
聴
す
べ
き
問
題
提
起
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

「
共
同
体
」
の
概
念
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
批
判
は
必
ず
し
も
説
得
力
が
あ
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評点

る
と
は
思
え
な
い
。
中
国
中
世
と
は
「
個
々
の
土
地
所
有
を
内
包
し
、
し
か

も
そ
れ
を
越
え
た
一
種
精
神
的
な
社
会
連
帯
の
場
」
（
谷
川
論
文
二
七
四
頁
）
で

あ
り
、
そ
れ
を
動
か
す
「
主
体
的
要
因
」
は
「
物
質
的
契
機
が
そ
れ
自
体
と

し
て
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
が
精
神
的
契
機
へ
と
転
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
は
た
ら
き
が
発
揮
さ
れ
る
」
　
（
同
上
二
九
二
頁
）
こ
と
に
求
め

ら
れ
る
よ
う
な
「
共
同
体
」
、
そ
れ
を
「
豪
族
共
同
体
」
と
規
定
さ
れ
る
と

き
、
そ
の
「
共
同
体
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
概
念
規
定
さ
れ
う
る

も
の
な
の
か
、
や
や
判
然
と
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
、
精
神
的
役

割
が
大
き
く
前
面
に
お
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
と
ま
ど
い
で
も
あ

る
。
む
し
ろ
、
大
塚
理
論
で
い
う
「
共
同
体
」
の
も
つ
「
固
有
の
二
元
性
」

の
う
ち
の
、
私
的
要
素
に
対
し
て
消
極
的
な
が
ら
一
定
の
評
価
が
与
え
ら
れ

て
い
る
「
そ
れ
（
私
的
要
素
の
進
展
度
）
に
照
応
す
る
共
同
態
」
と
い
う
、

特
定
の
歴
史
的
存
在
形
態
と
し
て
の
概
念
の
範
疇
に
含
ま
れ
う
る
も
の
で
は

な
い
の
か
。
　
「
共
同
体
」
の
基
本
的
三
形
態
と
い
う
類
型
化
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近
代
を
基
点
と
す
る
概
念
規
定
と
し
て
批
判
さ
れ
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
、

「
共
同
体
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
視
角
に
つ
い
て
は
近
似
性
を
感
じ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。
領
主
化
傾
向
と
自
立
小
農
民
の
下
か
ら
の
共
動
体
再

建
へ
の
志
向
と
い
う
対
立
情
況
の
寛
服
さ
れ
た
も
の
と
し
て
中
国
中
世
社
会

が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
、
具
体
的
に
は
古
代
の
「
里
共
同
体
」
の

解
体
過
程
か
ら
、
矛
盾
を
止
揚
し
つ
つ
再
生
産
さ
れ
て
く
る
「
共
同
体
」
、

そ
れ
が
中
世
「
豪
族
共
同
体
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
れ
は
特
定
の
歴

史
的
存
在
と
し
て
の
「
共
同
体
」
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
土
地
鼻
取
と
い
う
私
的
要
素
は
、
精
神
的
要
素
に
内
包
さ
れ
、
物

質
的
諸
契
機
が
精
神
的
契
機
に
転
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
機
能
を

発
揮
す
る
よ
う
な
中
世
社
会
と
は
、
少
し
く
理
念
的
か
つ
抽
象
的
に
す
ぎ
は

し
な
い
か
と
い
う
印
象
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
た
し
か
に
、
あ

る
特
定
の
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
社
会
に
支
配
的
な
観
念
、
価

値
理
念
と
の
関
連
で
理
解
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
あ
る
が
、
歴
史
的
対
象
と

す
る
特
定
の
時
代
の
観
念
、
理
念
の
毎
回
が
そ
れ
自
体
の
も
の
と
し
て
検
証

で
き
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
認
識
主
体
の
も
つ
諸
々
の
価
値
理

念
が
大
き
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
自
明
の
制
約
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
制
約
の
も
と
で
、

我
々
の
も
つ
緬
値
理
念
的
な
も
の
を
、
主
観
的
な
も
の
か
ら
客
観
的
な
も
の

に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
新
た
な
価
値
理
念
の
模
索
の
方
向
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
理
念
的
な
も
の
と
関
係
し
な
が
ら
も
、
物
質
的
利
害
と

か
ら
ま
り
合
っ
た
現
実
の
人
間
の
生
活
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は

嶺
然
、
美
醜
あ
わ
せ
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
r
中
世
社
会
に
つ
い
て
の
概
念
か

ら
理
念
的
で
抽
象
的
な
印
象
を
う
け
る
の
は
、
そ
の
精
神
主
義
的
な
あ
る
種

の
美
意
識
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
以
上
、
総
論
を
中
心
に
一
部
の
春
鳥
に
ふ
れ
な
が
ら
み
て
き
た
が
、
以
下

全
て
の
農
相
に
ま
で
言
及
で
き
る
だ
け
の
能
力
は
も
と
よ
り
筆
者
に
は
な
い
。

か
つ
、
紙
面
の
制
約
も
あ
る
た
め
、
第
三
章
「
中
世
の
再
編
成
と
そ
の
解

体
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
で
は
あ
る
が
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
第
十
一
論
文
、
藤
善
真
澄
氏
「
階
唐
仏
教
へ
の
視
角
」
は
仏
・
法
・
僧
の

三
位
一
体
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
心
懸
と
権
力
側
の
僧
団
支
配
の
過
程
を
僧

侶
の
側
の
国
家
観
、
沙
門
観
の
変
遷
を
跡
づ
け
な
が
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
ろ
。

そ
れ
は
僧
団
の
側
の
意
識
の
変
化
が
国
家
権
力
に
屈
し
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
国
家
権
力
に
隷
属
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
僧
団
で
あ
り
、
必
ず
し

も
仏
・
法
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
権
力
翻
の
意
図
が
仏
・
法
と
僧
団
と
を

分
離
し
て
僧
団
を
支
配
下
に
お
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
本
質
的
な
も

159 （897）



の
は
そ
の
独
立
性
を
保
持
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
の
場
で

は
僧
団
、
教
団
と
し
て
存
在
し
て
い
る
以
上
、
教
団
の
権
威
と
仏
教
そ
れ
自
体

の
も
つ
宗
教
的
権
威
と
は
混
然
一
体
で
あ
っ
て
、
権
力
の
側
の
僧
団
を
分
離

し
隷
属
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
的
確
な
政
治
的
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
僧
団
の
組
織
体
と
し
て
の

現
実
の
具
体
的
な
姿
が
追
求
さ
れ
て
お
れ
ば
、
民
権
と
し
て
の
国
家
権
力
へ

の
隷
属
過
程
が
さ
ら
に
弱
確
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
十
三
論
文
、

杉
村
邦
彦
氏
「
顔
真
卿
論
」
は
、
譲
芸
術
を
通
し
て
顔
真
卿
の
人
間
性
に
迫

り
、
新
し
い
評
価
を
与
え
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
単

な
る
書
論
で
は
な
く
、
あ
る
歴
史
的
情
況
の
も
と
で
の
抗
う
こ
と
の
で
き
な

い
よ
う
な
流
れ
に
苦
悩
七
な
が
ら
生
き
た
一
人
の
人
間
へ
の
大
き
な
共
感
の

表
明
で
も
あ
り
、
顔
真
卿
個
人
に
対
す
る
少
な
か
ら
ぬ
感
情
移
入
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
再
評
価
は
、
王
義
之
の
最
も
正
統
的
な
後
継
者
で
あ

る
こ
と
、
彼
の
本
性
は
「
暴
く
裕
か
な
」
も
の
に
あ
り
、
一
般
に
雷
わ
れ
る

「
剛
直
」
な
面
は
む
し
ろ
現
実
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
、
こ
の

二
点
に
要
約
で
き
よ
う
。
五
つ
の
方
向
か
ら
こ
れ
ら
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
一
つ
と
し
て
「
当
時
の
前
衛
芸
術
家
と
の
交
遊
扁
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

前
衛
芸
術
家
と
は
狂
草
家
、
逸
品
醐
家
な
ど
で
あ
る
。
顔
真
卿
が
「
彼
等
の

よ
う
に
ひ
た
す
ら
観
念
的
な
美
の
世
界
に
鵜
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
」
の
は
、
そ
の
生
き
方
に
原
因
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
自
身
の
観
念

に
こ
れ
ら
前
衛
点
綴
家
た
ち
と
の
共
通
部
分
を
も
ち
な
が
ら
1
彼
の
本
性

を
「
剛
直
」
で
は
な
く
「
弘
裕
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い

i
現
実
の
生
き
方
に
お
い
て
彼
を
そ
の
方
向
に
行
か
せ
な
か
っ
た
も
の
、

こ
の
点
は
も
ち
ろ
ん
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
顔
真
卿
個
人
へ
の
少
な
か
ら

ぬ
感
情
移
入
が
逆
に
さ
ま
た
げ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
第
十
三
論

文
、
稲
葉
一
郎
氏
「
申
唐
に
お
け
る
新
儒
学
運
動
の
一
考
察
」
は
、
劉
知
幾

の
経
書
批
判
と
そ
れ
を
さ
ら
に
批
判
的
に
継
承
し
た
中
唐
の
啖
助
．
趙
匡
．

陸
淳
ら
の
春
秋
思
慮
の
批
判
的
比
較
研
究
の
芳
向
が
宋
学
へ
と
結
実
し
て
ゆ

く
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
研
究
方
向
と
は
、
経
書
の
単
な
る

解
釈
で
な
く
、
経
世
運
用
の
学
と
し
て
、
ま
た
、
よ
り
広
汎
な
社
会
層
の
教

養
と
し
て
の
学
問
へ
と
い
う
社
会
の
変
化
に
照
応
す
ろ
傾
向
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
劉
知
幾
の
経
書
批
判
が
あ
く
ま
で
も
儒
家
的
立
場
か
ら
の
経
書
の
解

釈
上
の
矛
盾
の
揚
棄
を
意
図
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
春
秋
学
発
展
の
た
め
の

懐
疑
論
者
と
評
価
さ
れ
て
い
る
点
は
、
論
旨
か
ら
み
て
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

ず
れ
る
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
第
十
四
論
文
、
礪
波
護
氏
「
律
令

体
制
と
そ
の
崩
壊
」
は
、
上
代
に
お
け
る
律
令
体
制
の
崩
壊
過
程
を
通
し
て

中
世
貴
族
社
会
の
終
焉
を
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る

こ
と
は
た
て
ま
え
と
現
実
、
換
書
す
れ
ば
、
理
念
的
な
も
の
と
現
実
の
あ
り

様
と
の
乖
離
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
差
違
を
見
定
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
論
文
集
を
通
じ
て
理
念
的
な
も
の
が
強
調
さ
れ
て
い

る
の
を
み
る
と
き
や
や
異
質
の
感
を
受
け
る
が
、
筆
者
な
ど
に
は
よ
り
理
解

し
や
す
い
し
、
基
本
的
に
は
肯
首
で
き
る
考
え
方
だ
と
思
う
。
た
だ
、
本
論

文
は
著
者
の
誌
代
史
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
を
「
素
描
す
る
」
こ
と
だ
と

言
っ
て
は
お
ら
れ
る
が
、
論
旨
そ
の
も
の
は
し
ご
く
明
解
で
あ
る
の
に
、
一

驚
の
も
の
た
り
な
さ
を
覚
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
第
十
五
論
文
、
横
山
裕
男
氏

「
唐
の
官
僚
制
と
窺
嘗
」
は
唐
代
を
貴
族
政
治
の
時
代
と
規
定
し
、
唐
代
官

瞭
制
内
で
の
貴
族
層
の
優
位
は
唐
末
ま
で
と
に
か
く
持
続
七
、
皇
帝
権
強
化

の
た
め
に
形
成
さ
れ
て
き
た
本
官
集
団
も
貴
族
層
抑
圧
の
た
め
の
決
定
的
要

因
た
り
え
な
か
っ
た
こ
と
が
「
甘
露
の
変
」
を
中
心
に
し
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
で
は
、
中
央
政
界
で
少
な
く
と
も
主
流
た
る
立
場
を
保
持
し
て
い
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た
貴
族
層
が
な
ぜ
没
落
す
る
の
か
。
総
論
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
そ
の

主
体
的
要
因
は
一
体
何
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
　
「
貴
族
政
治
体
制
の
最
も
基

礎
的
意
識
で
あ
っ
た
家
格
意
識
」
は
五
代
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
唐

中
葉
後
期
に
お
い
て
現
実
の
士
庶
の
明
確
な
判
別
基
準
は
失
な
わ
れ
、
家
格

意
識
が
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
実
際
に
機
能
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
政
界
で
の
所
謂
貴
族
の
優
位
性
の

保
持
が
、
そ
の
ま
ま
唐
代
後
半
の
政
治
史
全
般
に
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
応
用
で

き
る
か
は
、
少
し
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
唐
代
後
半
期
は
既
成
の
士

大
夫
層
の
徹
底
的
な
没
落
、
解
体
化
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
の
よ
う
に
思
う
。

　
以
上
、
仏
教
、
経
学
、
書
芸
術
、
社
会
経
済
、
政
治
等
の
多
方
向
か
ら
の

唐
代
史
に
関
す
る
部
分
の
愚
論
を
、
ご
く
概
観
的
に
紹
介
し
た
。
各
論
と
も

に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
具
体
的
な
質
の
変
化
に
つ
い
て
、
宋
へ
の
展

望
の
も
と
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
唐
末
に
中
国
中
世
の
終
焉
を
措

定
さ
れ
る
意
識
が
や
や
過
剰
に
前
面
に
お
し
だ
さ
れ
て
い
る
感
を
少
な
か
ら

ず
受
け
る
。
こ
の
こ
と
は
総
論
に
お
い
て
、
古
代
－
中
世
の
概
念
規
定
が

意
欲
的
に
試
み
ら
れ
て
い
る
反
面
、
中
世
以
後
へ
の
具
体
的
な
概
念
づ
け
が

欠
落
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
今
後
の
努
力
が

大
い
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
最
後
に
な
っ
た
が
、
本
書
の
総
論
、
さ
ら
に
は
附
論
の
河
地
重
造
氏
「
申

国
中
世
と
は
何
か
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
あ
る
い
は
中
国
近
世
と
の
簡
単
な
比

較
一
」
の
諸
論
文
は
、
学
界
へ
の
少
な
か
ら
ぬ
刺
戟
と
な
る
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。
時
代
区
分
の
問
題
が
か
つ
て
ほ
ど
に
は
論
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
最

近
、
正
面
切
っ
て
こ
の
問
題
に
と
り
組
も
う
と
さ
れ
て
い
る
姿
勢
は
大
い
に

多
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
代
区
分
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
方
法
論
上
の
問

題
を
含
め
て
、
我
々
個
々
の
中
国
史
全
体
に
対
す
る
視
座
を
改
め
て
問
い
直

す
作
業
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
は
謙
虚
に
受
け
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
契
機
に
、
活
発
な
論
争
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
事
実
す
で

に
申
世
史
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
諸
氏
と
重
田
徳
氏
と
の
論
争
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
ふ
れ
な
か
っ
た
。
以
下
の
諸
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
重
田
徳
「
封
建
制
の
視
点
と
明
清
社
会
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
七
一
四
）
　
　
　
　
．

　
谷
川
道
雄
「
中
国
史
研
究
の
新
ら
し
い
課
題
再
論
一
重
仁
徳
氏
『
封
建
制
の
挽
点
と

　
明
清
社
会
』
を
読
ん
で
一
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
八
－
二
・
三
）

　
重
田
徳
「
中
国
封
建
舗
研
究
の
方
向
と
方
法
－
六
朝
封
建
制
論
の
一
検
討
1
」
（
『
歴

　
史
科
学
』
三
三
、
『
歴
史
評
論
』
二
四
七
に
再
録
）

　
川
勝
義
雄
「
重
田
氏
の
六
朝
封
建
制
論
批
判
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
評
論
』
二
四
七
）

　
（
A
5
版
　
五
〇
〇
頁
昭
和
四
十
五
年
三
月
東
海
大
学
出
版
会
刊
定
価
二
五

　
〇
〇
円
）
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