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史
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本
薔
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
中
世
封
建
制
研
究
を
推
進
し
た
一
人
で

あ
る
河
音
能
平
氏
が
、
い
ま
ま
で
の
氏
の
研
究
上
の
歩
み
と
、
現
在
氏
が
指

向
す
る
方
向
と
を
ま
と
め
た
著
作
で
あ
る
。
本
書
は
氏
の
主
要
論
文
を
集
成

し
た
形
を
と
っ
て
い
る
。
が
、
各
論
文
ご
と
に
研
究
の
展
開
過
程
に
お
け
る

そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
位
置
づ
け
が
付
記
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
六
〇
年
代
の

中
世
封
建
制
研
究
の
動
向
と
氏
の
足
ど
り
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
と
共
に
、
註
記
が
補
な
わ
れ
、
本
文
中
に
付
記
が
加
え
ら
れ
、

あ
る
い
は
ま
た
最
近
の
論
文
で
は
改
稿
の
手
が
加
え
ら
れ
た
り
し
て
、
現
在

の
氏
の
見
解
が
よ
り
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
本
書
で
は
、
研
究
史
的
観
点
か
ら
研
究
論
文
の

収
録
と
そ
の
位
醗
づ
け
が
な
さ
れ
る
と
共
に
、
現
在
の
氏
の
見
解
が
明
示
さ

れ
る
と
い
う
、
両
面
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
箱
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

　
第
｝
部
　
日
本
中
世
封
建
制
の
成
立
と
そ
の
特
質

　
　
序
章
　
中
世
封
建
時
代
の
土
地
制
度
と
階
級
構
成

　
　
第
一
章
　
日
本
封
建
国
家
の
成
立
を
め
ぐ
る
二
つ
の
階
級

　
　
第
二
章
　
院
政
期
に
お
け
る
保
成
立
の
二
つ
の
形
態

　
　
第
三
童
・
平
安
末
期
の
在
地
領
主
制
に
つ
い
て

　
　
第
四
章
　
中
世
社
会
成
立
期
の
農
民
問
題

　
　
第
五
章
　
若
狭
國
鎮
守
一
二
宮
縁
起
の
成
立

　
第
二
部
　
日
本
封
建
制
研
究
の
課
題
と
方
法

　
　
第
六
章
農
奴
制
に
つ
い
て
の
お
ぼ
え
が
き

　
　
第
七
章
　
前
近
代
の
人
民
闘
争

　
　
第
八
章
　
　
「
国
風
文
化
」
の
歴
史
的
位
置

　
第
三
部
　
附
論

　
　
第
九
章
　
臼
本
令
に
お
け
る
戸
主
と
家
長

　
　
第
一
〇
章
　
二
毛
作
の
起
源
に
つ
い
て

　
　
第
一
一
章
　
下
人
的
隷
属
の
二
段
階

　
氏
が
本
書
で
追
究
す
る
課
題
は
、
日
本
民
族
の
歴
史
的
発
展
過
程
に
お
い

て
、
中
世
封
建
制
の
成
立
は
い
か
な
る
内
部
矛
盾
の
展
開
と
し
て
現
わ
れ
て

き
た
も
の
か
を
、
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
と
共
に
そ
の
具
体
像
を
ゆ
た
か
に

叙
述
し
、
も
っ
て
現
代
の
課
題
に
こ
た
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
氏
の
塁
審
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
科
学
的
歴
史
学
が
、
固
定
化
・
観
念
化

さ
れ
た
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
を
日
本
の
場
合
に
適

用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
「
歴
史
的
発
展
を
法
則
的
に
ゆ
た
か
に
認
識
す

る
」
と
い
う
全
体
像
を
失
っ
て
、
　
「
ゆ
た
か
」
に
固
執
す
る
一
面
と
、
　
「
法

則
的
に
」
客
観
主
義
的
に
固
執
す
る
一
面
と
に
分
裂
し
つ
つ
あ
っ
た
情
況
下

か
ら
出
発
し
た
。
本
書
第
六
章
は
一
九
六
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
、
第

三
章
を
別
と
す
れ
ば
本
書
所
収
論
文
で
最
初
に
公
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

右
述
の
五
〇
年
代
の
学
界
の
清
況
を
日
本
中
世
封
建
制
成
立
の
場
で
き
り
ひ

ら
い
て
い
く
た
め
の
理
論
的
基
礎
づ
け
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
氏
は
『
諸
形
態
』
そ
の
他
を
再
検
討
し
た
結
果
、
奴
隷
制
・
農
奴

制
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
源
的
所
有
（
ア
ジ
ア
的
・
古
典
古
代
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
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評書

・
ス
ラ
ブ
的
な
ど
の
具
体
的
形
態
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
原
始
共
同
体
的
集

団
的
所
有
）
を
解
体
さ
せ
、
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
第
二
次
的
な
所
有
と
鯉

す
べ
き
こ
と
を
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
農
奴
制
は
、
奴
隷
制
と
同
じ
く
、
本
源

的
所
有
の
必
然
的
な
結
果
な
の
で
あ
っ
て
、
奴
隷
制
の
必
然
的
・
継
起
的
な

結
果
な
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
農
奴
制
が
出
現
す
る
と
き
、
そ
れ
は
本
源

的
共
同
体
か
ら
現
わ
れ
た
家
族
的
分
割
労
働
（
小
経
営
的
生
産
様
式
）
に
対

し
て
破
壊
的
に
作
用
す
る
こ
と
な
く
、
小
経
営
生
産
様
式
で
は
果
し
き
れ
な

い
耕
地
全
体
の
社
会
的
な
確
保
・
維
持
・
拡
大
と
い
う
社
会
的
課
題
を
に
な

う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
農
奴
制
を
経
済
的
基
礎
と
す
る
封
建
的
社
会
構
成

に
お
い
て
も
、
そ
の
社
会
的
構
成
の
あ
り
方
や
成
立
の
歴
史
的
事
情
に
よ
っ

て
、
そ
の
圏
家
形
態
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
は
お
の
お
の
異
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
経
験
の
特
殊
性
に
応
じ
て
人
間
的
共
同
性
と
し

て
の
門
民
族
」
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
そ
の
日
本
に
お
け
る
中
世
封
建
制
の
成
立
は
ど
の
よ
う
に
具
現
さ
れ

た
か
。
こ
の
具
現
過
程
を
、
社
会
構
造
・
致
治
的
動
向
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な

ど
の
諸
問
題
か
ら
立
体
的
に
解
明
し
て
い
っ
た
の
が
第
一
部
の
六
個
の
論
文

で
あ
る
。
本
書
で
こ
の
具
現
過
程
の
諸
論
文
が
第
一
部
に
置
か
れ
た
の
は
、

「
史
的
唯
物
論
の
全
理
論
体
系
を
『
具
体
的
な
も
の
』
を
媒
介
と
し
て
不
断

に
き
た
え
」
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
先
述
の
い
わ
ゆ
る
「
世
界
史

の
基
本
法
鋼
」
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
広
本
歴
史
の
場
に
お
い
て
内
部
矛

盾
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
氏
の
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
第
一
部
の
冒
頭
に
お
か
れ
た
序
章
（
こ
れ
は
一
九
穴
四
年
に
発
表
さ
れ
た

北
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
の
同
氏
執
筆
部
分
で
あ
る
）
は
、
臼
本
中
世
封
建

制
の
構
造
を
要
約
し
、
以
下
の
諸
論
文
の
総
括
の
意
味
を
も
つ
。
日
本
中
徴

の
封
建
的
土
地
所
有
の
基
本
的
形
態
と
し
て
、
領
主
的
土
地
所
有
・
地
主
的

土
地
所
有
・
都
市
貴
族
的
土
地
所
有
が
あ
る
が
（
な
お
こ
の
三
形
態
区
分
に

つ
い
て
は
鱒
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
歴
史
・
中
世
［
社
会
の
形
成
』
二
五
三
1
－
二

五
五
頁
の
氏
の
発
言
を
参
照
）
、
　
こ
の
領
主
的
土
地
所
有
を
実
現
し
た
と
こ

ろ
の
農
奴
主
階
級
は
、
院
政
期
に
は
郡
上
司
ら
の
「
職
」
を
自
ら
の
封
建
的

土
地
所
有
の
中
に
包
摂
し
、
ま
た
軍
事
的
支
配
身
分
を
獲
得
す
る
に
当
っ
た
。

こ
の
農
奴
主
階
級
一
在
地
領
主
の
動
き
に
対
し
、
小
農
奴
主
・
安
定
的
小
経

営
農
民
ら
は
勤
労
的
・
地
主
的
土
地
所
有
権
を
確
保
し
、
彼
ら
自
身
の
地
域

村
落
秩
序
を
つ
く
り
あ
げ
て
特
定
の
権
門
と
つ
な
が
り
、
在
地
領
主
の
動
き

に
対
抗
し
た
。
が
同
時
に
そ
の
村
落
秩
序
か
ら
中
堅
・
下
層
の
人
民
を
排
除

し
て
階
層
的
身
分
を
つ
く
り
あ
げ
、
彼
ら
を
抑
圧
し
た
の
で
あ
っ
た
。
都
市

貴
族
一
荘
園
領
主
は
國
象
的
土
地
所
有
を
私
的
に
分
割
・
継
承
し
た
も
の
だ

が
、
農
奴
主
階
級
の
動
き
に
対
応
し
て
支
配
を
再
編
成
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
か
く
て
第
一
章
か
ら
は
じ
ま
る
本
論
で
、
氏
は
ま
ず
社
会
構
造
の
分
析
を

政
治
的
動
向
の
中
で
動
的
に
把
握
し
て
い
く
。
日
本
中
世
封
建
制
を
成
立
さ

せ
る
基
動
と
な
っ
た
二
つ
の
階
級
、
す
な
わ
ち
農
奴
主
階
級
と
小
農
民
階
級

と
の
動
き
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
農
奴
主
階
級
が
国
家
支
配
機
構
の
中
に
進
出

し
そ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
く
る
過
程
に
焦
点
が
あ
わ
せ
ら
れ
る
。
律
令

国
家
体
制
は
農
民
の
勤
労
的
土
地
所
有
を
奪
い
、
拡
大
さ
れ
た
共
同
体
と
し

て
の
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
体
制
で
あ
っ
た
が
、
八
世
紀
以
来
窟
豪
層
の
進
出

に
と
も
な
っ
て
農
業
生
産
面
に
お
け
る
ア
ジ
ア
的
公
共
機
能
を
失
っ
て
き
た
。

一
〇
世
紀
初
頭
律
令
国
家
が
班
田
電
燈
法
を
最
終
的
に
断
念
し
た
こ
と
は
、

原
始
共
同
体
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
に
対
し
て
盛
挙
層
に
よ
る
農
奴
主
経
営
が
決
定

的
に
勝
利
し
た
こ
と
を
示
す
が
、
し
か
し
こ
の
段
階
で
直
ち
に
こ
の
富
豪
層

が
自
身
の
階
級
的
利
害
を
保
障
す
る
政
治
的
権
力
組
織
を
も
つ
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
農
奴
主
階
級
が
国
家
支
配
機
構
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
封
建
国
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家
と
な
る
の
は
一
一
世
紀
後
期
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
（
氏
は
九
〇
二
年
か
ら

一
〇
八
六
年
と
す
る
）
の
国
国
権
力
体
制
を
王
朝
墨
家
と
規
定
す
る
。

　
王
朝
国
家
は
、
　
「
従
類
・
伴
類
」
や
「
下
人
所
従
」
と
い
う
身
分
を
法
的

に
容
認
し
た
が
、
公
田
に
つ
い
て
は
な
お
幣
串
が
全
一
的
に
支
配
し
、
農
奴

主
階
級
が
「
私
宅
」
雇
傭
を
拡
大
す
る
の
を
妨
げ
て
い
た
。
一
〇
世
紀
宋
か

ら
二
世
紀
初
期
に
み
ら
れ
た
郡
司
蒼
姓
の
国
司
苛
政
上
訴
は
こ
の
段
階
に

お
け
る
政
治
闘
争
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
時
期
に
農
村
有
力

者
屠
が
自
ら
の
階
級
的
利
害
を
守
る
た
め
に
「
圃
類
」
と
よ
ば
れ
る
同
盟
組

織
を
つ
く
り
、
「
不
善
丁
寧
」
と
よ
ば
れ
る
人
々
を
雇
傭
し
て
い
た
が
、
そ

れ
は
戦
闘
組
織
に
転
化
し
う
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

　
農
奴
主
階
級
が
領
主
的
土
地
所
有
を
法
的
に
保
障
さ
れ
、
国
家
支
配
機
構

に
位
澱
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
世
封
建
闘
家
と
な
る
が
、
そ
の
過
程

は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
開
発
可
能
地
域
を
開
発
田
の
永
代
領
掌
を
契
約
内

容
と
し
て
独
占
的
に
領
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
律
令
・
王
朝
国
家
体
制
下

に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
領
有
が

一
一
世
紀
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
「
壷
網
」
と
し
て
各
国
衙
か
ら
公
認
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
か
く
て
農
奴
主
経
営
は
土
地
所
有
に
基
礎
を
お
く
領

主
経
営
に
転
化
す
る
が
、
同
時
に
こ
の
在
地
領
主
た
ち
は
在
庁
官
人
・
郡
司

と
し
て
各
国
衙
機
構
を
彼
ら
の
共
同
権
力
機
関
と
し
て
い
っ
た
。
＝
世
紀

宋
ご
ろ
か
ら
各
国
に
一
宮
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
も
こ
の
国
衙
に
結
集
し
た

在
地
領
主
層
を
社
会
的
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
在

地
領
主
の
共
同
権
力
機
関
と
な
っ
た
各
蟹
衙
機
構
の
上
に
成
立
し
た
の
が
院

政
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
在
地
領
走
層
の
動
き
に
対
し
て
、
在
地
領
主
の
領
主
約
支
配

に
抵
抗
す
る
田
堵
農
民
1
1
上
層
農
民
た
ち
は
自
ら
の
共
同
の
利
害
を
認
ろ
う

と
し
た
。
便
補
保
に
、
在
地
領
主
の
別
符
私
領
を
そ
の
ま
ま
便
魚
群
と
し
た

も
の
と
、
田
堵
農
民
を
組
織
し
て
そ
の
公
田
負
撞
分
が
馬
下
の
対
象
と
さ
れ

た
も
の
と
の
二
類
型
が
み
ら
れ
る
の
は
そ
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動

き
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
た
中
世
的
荘
園
村
落
内
で
は
、
在
地
領
主
に
隷
属
す

る
農
奴
的
農
民
や
、
村
落
成
員
と
し
て
の
上
層
農
民
の
ほ
か
に
、
村
落
秩
序

か
ら
疎
外
さ
れ
た
多
く
の
饗
昆
が
あ
り
、
そ
の
疎
外
さ
れ
た
農
民
に
も
定
住

農
民
（
小
潮
姓
）
や
流
浪
的
農
民
が
あ
っ
た
。
田
堵
農
民
た
ち
が
特
定
の
権

門
寺
社
に
た
よ
っ
て
そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
在
地
領
主

に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
一
つ
に
は
彼
ら
上
層
農
民
が
小
百
姓
や
間
人

・
非
人
ら
と
区
別
す
る
そ
の
特
権
的
地
位
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
身
分
的
分

裂
に
韮
く
も
の
が
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
社
会
構
造
・
政
治
的
動
向
か
ら
追
究
し
て
い
く
過
程
で
、

六
〇
年
代
後
半
に
入
っ
た
こ
ろ
氏
の
研
究
は
新
た
な
局
面
を
展
開
し
は
じ
め

る
。
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
前
述
第
六
章
論
文
に
み
え
て
い
た
が
、
そ
の
新
局

｝
凹
を
明
確
に
し
た
の
が
一
九
六
八
年
に
発
心
さ
れ
た
第
七
章
論
文
で
あ
る
。

氏
は
こ
こ
で
日
本
人
民
自
身
の
人
聞
変
革
の
歴
史
的
課
題
を
、
全
歴
史
科
学

的
に
、
田
本
人
民
の
政
治
的
・
倫
理
的
主
体
の
問
題
と
し
て
明
ら
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
に
力
点
を
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
呪
縛
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
道
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

力
説
す
る
。
ま
た
氏
は
こ
こ
で
小
経
営
生
産
様
式
が
前
近
代
社
会
で
も
つ
意

味
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
は
小
経
営
農
民
を
含
み
こ
ん
だ
広
汎
な
人
民
闘
争

に
視
点
を
す
え
た
も
の
で
、
そ
の
背
景
と
し
て
封
建
社
会
構
成
の
成
立
と
共

に
形
成
さ
れ
る
「
民
族
」
の
特
質
を
解
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
論

ず
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
第
一
歩
と
し
て
、
　
「
国
風
文
化
」
を

民
族
形
成
の
視
角
か
ら
論
じ
た
第
八
章
論
文
を
公
に
さ
れ
た
が
、
こ
の
問
題
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評書

意
識
は
第
五
章
論
文
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
組
総
は
、
日
本
令
に
み
え
る
「
家
長
」
と
「
戸
主
」
と
い
う
用
語
の
意
味

と
背
景
を
論
じ
た
第
九
章
、
二
毛
作
の
起
源
が
一
二
世
紀
初
頭
に
み
ら
れ
た

こ
と
を
述
べ
る
第
一
〇
章
、
下
人
的
な
身
分
的
隷
属
に
も
、
家
父
長
的
弓
保

護
老
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
、
相
伝
下
人
と
の
二
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
を
説

く
第
一
一
章
と
か
ら
成
る
。

　
以
上
重
富
な
内
容
を
も
つ
本
書
を
私
な
り
に
勝
手
に
要
約
し
て
紹
介
し
て

き
た
の
だ
が
、
農
奴
制
理
論
の
提
起
を
は
じ
め
と
し
て
、
平
安
期
の
社
会
構

造
研
究
を
政
治
的
動
向
と
関
連
し
て
具
体
化
し
、
ま
た
近
時
の
イ
デ
オ
p
ギ

i
研
究
の
盛
行
の
端
緒
を
な
す
な
ど
、
本
書
所
収
論
文
に
よ
っ
て
氏
が
斯
界

に
貢
献
し
た
こ
と
は
数
多
い
。
私
も
い
ま
ま
で
氏
の
論
文
か
ら
多
大
の
恩
恵

を
う
け
て
き
た
が
、
い
ま
本
書
に
収
録
さ
れ
た
個
々
の
論
文
に
、
発
表
当
時

触
発
さ
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
回
想
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
と
し
て
在
地
領
主
制
の
形
成
と
国
家
支
配
の
変

質
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
述
べ
た
い
と
思
う
。
在
地
領
主
が
台
頭
し
て

国
政
に
影
響
を
与
え
る
過
程
は
、
は
や
く
か
ら
武
士
の
台
頭
…
平
氏
の
公
卿

化
－
鎌
倉
政
権
と
い
う
線
で
理
解
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
在
地
領
主
制
の
研
究

が
進
み
、
在
地
領
主
制
の
形
成
に
詰
篭
公
権
の
分
与
の
性
格
が
あ
る
こ
と
が

着
目
さ
れ
て
「
職
」
の
研
究
の
重
要
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。

本
書
第
三
章
は
一
九
五
八
年
に
発
表
さ
れ
た
氏
の
処
女
論
文
で
、
在
地
領
主

制
の
形
成
と
公
権
の
問
題
を
具
体
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
在
地
領
主
制
の
形
成
を
国
家
支
配
体
制
の
歴
史
的
変
化
の
中

に
位
置
づ
け
る
試
み
に
着
手
し
た
の
が
氏
の
第
一
章
論
文
で
あ
っ
た
。
氏
は

大
山
需
平
氏
の
別
名
体
制
論
に
着
目
し
、
別
名
的
所
有
が
律
令
・
王
朝
国
家

の
所
有
法
と
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
た
上
で
、
郵
亭
の
形
成
さ

れ
る
時
期
を
さ
ぐ
り
、
そ
の
氏
名
を
公
認
す
る
主
体
が
各
国
衙
で
あ
る
こ
と

か
ら
王
朝
国
家
の
罪
名
体
制
の
変
質
－
蟹
衙
機
構
の
変
質
（
在
地
領
主
層
の

共
同
権
力
機
関
的
性
格
）
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
基
本
線
は
私
も
賛

成
で
あ
っ
て
、
共
鳴
を
感
じ
な
が
ら
読
ん
だ
こ
と
を
思
い
嘱
す
。
と
こ
ろ
で

河
音
質
は
王
朝
国
家
の
時
期
を
九
〇
二
年
（
い
わ
ゆ
る
延
喜
荘
園
整
理
令
）

か
ら
一
〇
六
八
年
（
後
三
条
天
皇
即
位
）
と
す
る
（
本
書
…
五
四
頁
、
ま
た

六
四
一
六
五
頁
参
照
）
。
　
私
は
氏
が
王
朝
患
家
の
下
限
に
後
三
条
天
皇
の
親

政
を
置
い
た
の
は
便
宜
的
に
政
治
上
の
薯
象
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
と
理

解
し
て
い
た
の
だ
が
、
氏
は
後
三
条
天
皇
の
親
政
に
前
述
の
国
衙
機
構
変
質

の
反
映
を
見
出
そ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
『
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
日
本
歴
史
・
中
世
社
会
の
形
成
』
二
五
三
－
二
五
四
頁
参
照
）
。

　
直
音
氏
の
論
の
基
本
線
は
在
地
領
主
層
の
台
頭
に
よ
っ
て
国
家
支
配
が
ど

の
よ
う
に
変
質
し
て
く
る
か
に
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
基
本
線
に
は
私
も
賛
成

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
反
映
を
後
三
条
天
皇
親
政
一
院
政
の
開
始
と
い
う

こ
と
に
ま
で
求
め
る
こ
と
が
妥
当
か
と
い
う
点
に
、
私
は
疑
問
を
感
ず
る
の

で
あ
る
。
国
家
支
配
の
変
質
が
具
体
的
な
事
象
と
し
て
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ

れ
て
き
た
か
を
さ
ぐ
り
出
す
こ
と
が
、
い
ま
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
し
て
平
安
期
の
政
治
的
主
導
権
交
替
の
事
象
を
単
な
る
主
導
権

争
嚢
と
み
ず
に
国
政
的
・
社
会
的
な
歴
史
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た

ら
と
願
望
す
る
こ
と
は
、
魅
力
あ
る
こ
と
だ
け
に
か
え
っ
て
陥
穽
に
お
ち
い

る
危
険
性
が
非
常
に
大
き
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
地
方
政
治
の
実
際
と
は
な

れ
て
い
る
平
安
期
朝
堂
の
政
治
的
主
導
権
の
交
替
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
国

政
上
の
問
題
と
は
別
の
次
元
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
要
因
を
直
視
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
以
上
、
私
な
り
の
関
心
か
ら
本
書
の
紹
介
を
し
妄
需
を
つ
ら
ね
て
し
ま
つ

141 （847）



た
が
、
氏
の
真
意
を
そ
こ
ね
曲
解
し
た
点
が
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と

お
そ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
恕
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な

お
氏
が
本
書
の
正
誤
表
を
『
月
刊
歴
史
』
三
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
申

添
え
て
お
く
。

（
A
5
判
　
四
〇
【
頁
　
一
九
七
一
年
四
月
東
京
大
学
鵬
版
会
定
価
二
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
広
島
大
学
助
教
授
。
広
島
山

望
田
幸
男
著

『
近
代
ド
イ
ツ
の
政
治
構
造
』千

代
田

寛
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十
九
世
紀
ド
イ
ツ
史
上
の
両
大
事
件
で
あ
る
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
と

一
八
七
一
年
の
帝
國
建
設
に
対
し
、
そ
の
中
間
に
あ
る
連
環
と
も
い
う
べ
き

プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
紛
争
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
構
造
論
の
視
点

か
ら
、
新
し
い
光
を
与
え
る
こ
と
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
ド
イ

ツ
の
政
治
構
造
の
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
一
本
書
の
狐
い
は
、
以
上
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
狙
い
を
達
成
す
る
た
め
に
、
政
治
学
の
成
果
・
方
法

の
摂
取
と
と
も
に
、
様
々
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
出
発
点
と
な
る
の
は
「
近
代
と
現
代
と
の
非
連
続
性
の
承
認
」
　
（
三
一
〇

頁
）
で
あ
り
、
名
望
家
政
治
段
階
と
大
衆
民
主
主
義
段
階
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の

時
期
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
学
的
歴
史
的
発
展
の
シ
ェ
ー
マ

と
も
い
う
べ
き
構
想
は
、
講
座
派
的
な
発
想
に
対
す
る
批
判
（
参
考
、
望
田

幸
男
「
比
較
近
代
史
の
論
理
一
日
本
と
ド
イ
ッ
ー
…
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

昭
和
四
五
年
、
と
く
に
一
七
三
頁
以
下
）
、
な
ら
び
に
大
衆
民
主
主
義
論
や
大

衆
社
会
論
の
批
判
的
摂
取
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、

ビ
ス
マ
ル
ク
帝
国
と
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
と
は
構
造
的
な
根
違
を
示
す
。
岡
時

に
、
西
欧
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
と
ヂ
イ
ツ
と
の
差
違
－
名
望
家
政
治
家
か

ら
大
衆
民
主
主
義
へ
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
（
或
は
一
般
的
規
定
性
）
は
、
近
代

ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
一
定
の
修
正
・
変
容
を
加
え
た
上
で
適
用
さ
れ
ね
ば
な




