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本
書
『
平
安
前
期
政
治
史
序
説
』
は
、
九
・
一
〇
世
紀
の
政
治
史
に
つ
い

て
の
一
つ
の
試
論
で
あ
る
。

　
著
者
佐
藤
宗
諄
属
が
歴
史
の
転
換
期
に
お
け
る
属
家
権
力
の
閾
題
を
研
究

課
題
に
選
択
さ
れ
た
理
由
は
、
第
一
に
石
傍
田
正
氏
が
「
日
本
古
代
史
の

諸
問
題
は
古
代
が
崩
壊
す
る
隠
代
の
分
析
か
ら
の
み
正
し
く
提
起
さ
れ
る
」

（
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
、
5
7
）
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
六
〇
年
安

保
闘
争
で
「
国
家
権
力
と
い
う
も
の
の
強
力
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
味
あ
わ
さ

れ
た
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
未
開
拓
に
近
い
研
究
分
野
の
再
構

成
を
め
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
課
題
は
、
九
世
紀
初
頭
か
ら
一
一
世
紀
中
葉
ま
で
を
「
平
安
前

期
」
と
し
て
独
自
の
構
造
を
も
つ
段
階
と
考
え
、
そ
の
政
治
構
造
の
変
質
過

程
を
支
配
矛
盾
の
激
化
と
政
治
的
な
対
応
を
機
軸
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

」
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
貴
族
政
権
に
よ
る
権
力
集
中
の
政
治
構
造
と
そ
れ

を
可
能
と
し
た
歴
史
的
条
件
の
解
明
で
あ
る
。
具
体
的
な
分
析
は
ほ
ぼ
｝
○

世
紀
中
葉
ま
で
で
あ
る
が
、
あ
え
て
本
書
を
「
平
安
前
期
」
と
さ
れ
た
と
こ

ろ
に
著
者
の
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
九
世
紀
を
さ
す
時
代
概
念
と

し
て
「
平
安
初
期
」
を
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
平
安
前
期
を
細
分
す

る
機
能
を
は
た
し
て
い
る
。

　
本
書
の
構
成
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
序
章
　
平
安
前
期
政
治
史
研
究
の
課
題

　
第
二
部
　
平
安
初
期
の
政
治
構
造

　
　
第
一
章
　
平
安
初
期
の
官
人
と
律
令
政
治
の
変
質

　
　
第
二
章
　
律
今
的
地
方
支
配
機
構
の
変
質

　
　
第
三
章
　
嵯
蛾
天
皇
論

　
第
二
部
　
律
令
国
家
の
解
体
と
東
ア
ジ
ア

　
第
四
章

　
第
五
章

　
第
六
章

　
第
七
章

　
第
八
章

第
三
部

　
第
九
章

承
和
期
の
政
治
的
特
質

「
前
期
摂
関
政
治
」
の
史
的
位
置

平
安
初
期
政
治
の
崩
壊
過
程

蝦
夷
の
叛
乱
と
律
令
国
家

寛
平
遣
唐
使
派
過
計
画
を
め
ぐ
る
二
、

三
の
問
題

　
　
　
　
　
古
代
貴
族
政
権
の
成
立

　
　
　
　
　
　
「
家
牒
」
の
成
立

　
　
第
一
〇
章
　
藤
原
忠
平
政
権
の
形
成

　
　
第
一
一
章
　
王
朝
儀
式
の
成
立
過
程

　
　
第
＝
一
章
　
百
姓
愁
状
の
成
立
と
貴
族
政
権

　
終
章
律
令
国
家
と
貴
族
政
権

　
第
一
部
は
平
安
初
期
を
政
治
構
造
と
し
て
分
析
し
、
第
二
部
は
そ
れ
が
没

落
す
る
政
治
過
程
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
部
は
貴
族
政
権
の
政
治
構

造
を
考
察
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
す
ぐ
れ
て
体
系
的
で
あ
る
。
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評

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
政
治
史
研
究
に
は
大
き
な
た
ち

お
く
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
さ
き
の
よ
う
な
課
題
と
首
尾
一
貫
し
た
主
張

を
も
つ
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き
い
。
こ
れ
か
ら
の
平
安

前
期
政
治
史
研
究
は
、
本
書
を
「
た
た
き
台
」
と
し
て
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
書
の
豊
富
な
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
1

　
序
章
は
、
政
治
史
の
方
法
と
研
究
史
の
検
討
を
通
し
て
課
題
を
論
ず
る
。

①
　
政
治
史
の
客
観
性
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
が
、
　
「
実
証
」

は
相
対
的
で
あ
る
か
ら
方
法
論
的
検
討
藍
政
治
史
の
概
念
規
定
を
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
政
治
史
研
究
は
ま
ず
国
家
意
志
を
決
定
す
る
政
治
機
構
・
そ

れ
を
構
成
す
る
官
僚
・
そ
れ
ら
の
存
立
す
る
階
級
的
基
盤
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
　
階
級
関
係
の
総
体
と
し
て
政
治
を
把
握
す
る
理
論

は
過
多
の
歴
史
に
お
け
る
人
民
の
正
し
い
地
位
を
あ
た
え
た
の
で
、
人
民
の

位
置
づ
け
を
検
討
す
る
。
ま
ず
大
正
期
の
西
岡
虎
之
助
・
西
田
直
二
郎
を
再

評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
い
で
戦
後
の
諸
研
究
は
統
一
し
た
時
代
像
を
う
ち

出
し
て
お
ら
ず
、
と
く
に
林
屋
辰
三
郎
氏
・
北
山
茂
夫
氏
の
研
究
は
「
国
衙

と
そ
の
支
配
を
規
定
づ
け
て
い
た
村
落
構
造
の
関
係
」
が
明
確
に
さ
れ
て
い

な
い
。
③
戸
田
芳
実
氏
は
中
世
社
会
形
成
史
の
立
場
か
ら
「
王
朝
国
家
」

唄
「
初
期
封
建
琴
平
」
と
規
定
さ
れ
た
が
、
未
解
決
の
問
題
が
多
く
「
国
衙

の
権
力
構
造
の
歴
史
的
分
析
」
が
鍵
で
あ
る
。
④
　
本
書
は
上
部
構
造
と
く

に
支
配
機
構
と
官
僚
制
に
焦
点
を
あ
て
、
貴
族
宕
僚
の
認
識
と
現
実
の
支
配

矛
盾
と
の
落
差
を
政
策
を
素
材
と
し
て
分
析
す
る
。

　
第
一
部
は
、
平
安
初
期
政
溶
の
歴
史
的
特
質
と
し
て
中
級
宮
人
層
の
政
治

的
進
出
に
注
毒
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
国
家
と
人
民
に
与
え
た
歴
史
的
規
定
に

論
及
す
る
。

　
第
一
章
は
、
本
書
の
基
本
を
な
す
分
析
で
平
安
初
期
の
政
治
構
造
を
関
ら

か
に
す
る
。
①
　
五
國
史
の
麗
卒
伝
と
く
に
経
歴
は
、
　
一
定
の
社
会
的
動

向
・
伝
（
或
は
国
史
）
成
立
時
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
伝
の
経
歴
に
治

績
・
言
動
を
記
載
さ
れ
る
の
は
第
一
に
国
司
で
国
家
に
と
っ
て
理
想
的
な
も

の
に
限
ら
れ
、
時
期
は
九
世
紀
初
頭
か
ら
申
葉
に
い
た
る
。
　
こ
れ
を
「
良

吏
」
と
よ
ぶ
。
当
時
の
圏
司
に
必
要
な
こ
と
は
形
式
で
な
く
実
績
で
あ
っ
た
。

②
　
弘
仁
期
に
は
緯
令
的
秩
序
の
崩
壊
の
た
め
に
現
実
対
応
施
策
が
い
っ
そ

う
展
聡
さ
れ
、
地
方
官
が
こ
の
危
機
を
救
い
う
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
動
向
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
弘
仁
末
年
で
、
天
長
元
年
（
斗
2
9
）
八
月
二

十
日
の
一
連
の
格
は
そ
の
集
約
的
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
諸
国
政
治
を
良
吏

に
コ
任
し
し
、
律
令
制
を
逸
脱
し
な
い
と
い
う
守
旧
性
と
実
態
を
把
握
し

た
う
え
で
の
有
効
な
対
策
と
い
う
現
実
性
を
兼
ね
そ
な
え
て
お
り
、
良
吏
を

中
心
と
し
て
中
央
政
界
を
も
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
が
さ
き
の
麗
卒

伝
の
特
質
と
関
係
す
る
。
③
　
律
令
体
制
の
解
体
は
全
階
層
的
危
機
で
あ
っ

た
た
め
貴
族
層
は
統
一
さ
れ
、
地
方
豪
族
に
対
抗
し
て
班
田
農
民
を
再
把
握

し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
良
吏
は
少
数
派
で
下
級
僚
属
と
反
目
を
生
じ
、

ま
た
そ
の
政
治
は
在
地
の
再
編
が
可
能
な
段
階
に
の
み
有
効
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
良
吏
を
中
核
と
す
る
平
安
初
期
政
治
は
律
令
政
治
の
変
質
で
し
か

な
い
が
、
平
安
初
頭
を
相
対
的
に
安
定
さ
せ
た
条
件
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
律
令
国
家
の
基
盤
で
あ
る
国
郡
衙
の
あ
り
方
が
平
安
初
期
政

治
を
保
証
し
、
国
衙
権
力
が
自
立
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証

す
る
。
①
　
八
世
紀
に
は
か
な
り
の
郡
司
ク
ラ
ス
の
国
衙
雑
任
が
存
在
し
た
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が
、
国
務
推
進
の
予
傭
軍
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
九
世
紀
に
は
分
掌
機
関
と
し

て
の
「
所
」
が
機
能
上
の
必
要
か
ら
形
成
さ
れ
、
有
力
農
民
履
が
動
員
さ
れ

た
。
こ
の
動
向
は
国
司
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
が
、
と
く
に
徳
任
の
多
い
こ

と
・
地
方
豪
族
が
任
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
臨
さ
れ
る
。
②
　
郡
司
は
人

民
支
配
の
基
幹
を
構
成
し
支
配
の
末
端
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
天
平
期
か

ら
延
暦
期
の
郡
司
対
策
は
分
解
し
つ
つ
あ
る
共
同
体
的
関
係
を
再
建
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
延
暦
十
七
年
（
8
9
7
）
の
「
才
用
主
義
」
へ
の
転

換
は
現
実
的
・
革
新
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
　
「
譜
第
し
は
没
落
し
て
い
る

が
共
同
体
の
分
解
が
不
十
分
な
た
め
「
勲
業
」
者
の
在
地
支
配
も
未
熟
で
、

こ
こ
に
平
安
初
期
政
治
が
成
立
し
弘
仁
二
年
（
1
1
8
）
に
は
譜
第
へ
復
帰
す
る
。

そ
し
て
画
一
的
支
配
は
不
可
能
と
な
り
翌
年
に
は
郡
司
詮
擬
は
国
司
に
「
一

任
」
さ
れ
、
や
が
て
譜
第
・
巡
業
の
区
別
も
有
名
無
実
化
す
る
。
③
　
在
地

薪
興
勢
力
が
未
必
な
た
め
支
配
階
級
は
支
配
体
系
を
再
編
で
き
、
国
郡
衙
は

国
家
支
配
の
機
関
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
平
安
初
期
政
治
は
生
命
を
保
ち
え

た
。
ま
た
、
九
世
紀
に
は
郡
司
の
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
化
し
た
が
、
国
家

権
力
を
利
用
し
う
る
ほ
ど
自
立
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

　
第
三
章
は
、
嵯
峨
天
皇
を
中
心
に
平
安
初
期
に
お
け
る
天
皇
権
力
強
化
の

歴
史
的
特
質
に
つ
い
て
論
じ
る
。
①
　
律
令
躍
察
は
天
皇
と
上
皇
を
含
め
た

皇
権
を
最
高
地
位
と
し
て
お
り
、
両
者
は
本
質
的
に
区
別
さ
れ
な
い
の
で

「
共
治
」
し
う
る
と
と
も
に
対
決
要
素
を
内
包
し
て
い
た
。
②
　
　
「
薬
子
の

変
」
の
本
質
は
、
平
城
上
皇
が
遷
都
を
決
行
な
ど
し
も
う
一
人
の
最
高
権
力

者
1
1
嵯
峨
の
利
害
と
対
立
し
た
た
め
に
お
き
た
政
変
で
あ
り
、
以
後
天
皇
権

力
は
上
皇
よ
り
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
③
蔵
人
所
は

皇
権
を
天
皇
に
収
寄
す
る
た
め
所
期
の
機
構
を
前
提
に
実
質
上
の
権
限
を
集

中
し
、
こ
こ
に
天
皇
権
力
は
機
構
的
な
保
証
を
え
た
。
④
　
そ
の
背
景
は
貴

族
官
人
に
共
通
す
る
危
機
感
で
、
嵯
峨
は
入
事
権
を
掌
握
し
て
太
政
官
機
構

を
掌
中
に
お
さ
め
専
制
君
主
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
2

　
第
二
部
は
、
平
安
初
期
政
治
が
没
落
す
る
過
程
を
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
関

連
さ
せ
て
検
討
す
る
。

　
第
四
章
は
、
承
和
期
を
平
安
初
期
政
治
の
矛
盾
が
顕
著
に
な
り
動
揺
し
て

い
く
画
期
と
と
ら
え
る
。
①
　
美
濃
国
の
も
っ
と
も
劣
悪
な
地
域
で
あ
る
恵

奈
郡
は
強
制
の
矛
盾
を
典
型
的
に
示
す
坂
本
駅
を
も
っ
て
い
た
が
、
承
和
期

に
は
圏
造
真
祖
父
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
え
た
よ
う
に
地
方
豪
族
の
利
用
は
成

功
し
た
。
し
か
し
そ
れ
も
続
か
ず
、
斉
衡
期
に
は
再
度
の
利
用
策
は
失
敗
し

た
。
②
　
承
和
期
は
人
民
の
疲
弊
・
飢
饅
疫
病
の
な
か
で
律
令
欄
干
を
必
死

に
再
編
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
班
田
農
民
の
階
層
分
解
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
上
層
農
民
を
把
握
し
て
人
民
支
配
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
。

③
承
和
期
は
班
田
制
で
も
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
。
畿
内
の
班
田
は
班
田

農
民
の
分
解
の
た
め
全
体
的
に
は
実
施
さ
れ
ず
、
畿
外
諸
国
も
各
国
ご
と
に

校
班
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
青
苗
簿
に
よ
る
在
地
支
配
は
不
可

能
と
な
っ
て
き
て
い
た
。
④
　
承
和
期
は
平
安
初
期
政
治
の
矛
盾
が
露
呈
し

全
景
的
・
画
一
的
支
配
が
不
可
能
と
な
っ
た
が
、
在
地
豪
族
を
利
用
し
て
各

地
域
に
応
じ
た
支
配
を
闘
標
と
し
て
い
た
。

　
第
五
章
は
、
諸
天
門
の
変
の
政
治
史
的
意
義
を
前
後
の
政
策
転
換
と
の
か

か
わ
り
で
分
析
し
、
平
安
初
期
政
治
の
破
綻
と
諸
宮
人
の
対
応
を
論
述
す
る
。

①
　
貞
観
期
の
薩
前
に
は
薪
政
治
も
行
き
づ
ま
り
、
地
方
政
治
は
良
吏
に

「
一
任
」
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
②
　
貞
観
四
年
（
2
6
8
）
「
新
制
」
は
平
安
初

期
政
治
に
ふ
さ
わ
し
い
政
策
で
あ
る
が
、
そ
の
採
用
と
廃
止
は
国
家
財
政
の

危
機
が
到
来
し
た
た
め
に
同
一
露
量
勢
力
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
は
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評書

良
吏
の
限
界
を
示
す
。
一
方
、
良
吏
は
「
悪
吏
」
と
紙
の
表
裏
で
し
か
な
く

薪
体
制
を
も
利
用
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
よ
う
に
、
良
吏
は
完
全
な
律
令
支

配
者
あ
る
い
は
在
地
経
営
者
へ
と
分
裂
し
て
い
く
。
③
在
地
動
向
が
良
吏

の
活
躍
を
阻
止
す
る
に
い
た
っ
て
い
た
。
農
民
は
国
家
に
依
存
し
な
く
て
も

生
存
で
き
、
地
方
豪
族
も
自
ら
の
利
害
の
た
め
に
国
家
に
反
抗
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
④
「
良
吏
」
伴
善
男
は
地
方
と
強
固
に
結
合
し
、
ま
た
天
皇
と

結
び
急
速
に
登
場
し
た
。
応
天
門
の
変
は
善
男
が
公
卿
へ
登
用
さ
れ
た
た
め

お
き
た
貴
族
層
に
お
け
る
矛
盾
の
表
現
で
、
平
安
初
期
政
治
の
挫
折
を
象
微

す
る
。
⑤
貞
観
初
年
は
律
令
政
治
が
決
定
的
に
変
容
し
な
が
ら
新
支
配
へ

の
道
が
明
ら
か
で
な
い
動
揺
期
で
、
隣
房
盛
代
を
「
前
期
摂
関
政
治
偏
と
称

す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
意
義
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
第
六
章
は
、
良
吏
の
終
末
を
象
徴
す
る
藤
原
冬
緒
を
中
心
に
貞
観
～
元
慶

期
の
政
治
的
動
向
を
さ
ぐ
る
。
①
　
冬
緒
の
出
自
は
中
級
官
人
家
で
あ
っ
た

た
め
政
治
的
能
力
に
頼
る
は
か
な
か
っ
た
が
、
藤
原
氏
主
流
に
認
め
ら
れ
ま

た
清
和
天
皇
に
重
用
さ
れ
て
い
た
。
②
　
貞
観
初
年
に
は
西
海
で
の
牧
宰
・

弁
官
と
し
て
名
が
知
ら
れ
、
同
四
年
（
2
6
8
）
に
は
意
見
を
上
ら
せ
る
の
に
適

当
な
官
人
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
十
一
年
、
新
羅
襲
来
が
重
大
問
題
と
な

り
大
宰
大
弐
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
在
地
の
律
令
的
秩
序
と
歯
入
体
制
が
崩
壊

し
良
吏
の
役
割
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
③
同
十
七
年
、
現
実
の
行
政
を
推

進
す
る
重
要
な
地
位
で
あ
る
民
部
卿
と
な
り
、
元
慶
三
年
（
9
7
8
）
国
家
財
政

の
困
窮
を
緩
和
す
る
た
め
宮
田
を
設
置
し
よ
う
と
し
て
畿
内
に
五
十
余
年
ぶ

り
に
班
田
を
施
行
し
た
。
そ
れ
は
直
営
田
の
維
持
を
執
拗
に
努
力
し
平
安
初

期
政
治
に
ふ
さ
わ
し
い
政
策
で
あ
る
が
、
諸
司
分
割
は
地
子
田
経
営
化
を
象

徴
し
失
敗
を
意
味
し
た
。
ま
た
、
太
政
官
体
制
が
財
政
的
側
面
か
ら
解
体
し

は
じ
め
た
こ
と
も
示
す
。
冬
緒
は
官
田
の
崩
壊
に
よ
っ
て
政
治
生
命
を
喪
失

し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
第
七
章
は
、
律
令
国
家
の
矛
盾
は
辺
境
に
端
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
、
九

世
紀
末
の
蝦
夷
の
叛
乱
を
素
材
と
し
て
平
安
初
期
政
治
が
終
末
す
る
過
程
を

素
描
す
る
。
①
出
羽
国
の
蝦
夷
の
主
な
る
生
産
は
狩
猟
・
牧
畜
で
、
陸
奥

国
に
比
較
し
て
生
産
力
が
低
く
氏
族
共
同
体
を
基
礎
と
し
て
い
た
。
誠
柵
は

軍
事
上
の
み
の
も
の
で
な
く
、
農
耕
・
支
配
領
域
を
ひ
ろ
め
る
前
進
基
地
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
産
力
の
上
昇
は
律
令
国
家
の
支
配
を
と
も
な
っ
て

お
り
、
そ
の
矛
盾
の
典
型
的
な
現
象
形
態
が
叛
飢
で
あ
っ
た
。
②
元
慶
二

年
（
8
7
8
）
自
然
現
象
・
城
司
の
暴
政
が
叛
乱
を
み
ち
び
き
出
し
た
が
、
弱
体

・
無
気
力
な
官
軍
は
完
敗
し
律
令
国
民
は
前
進
的
な
対
策
を
だ
し
え
な
か
っ

た
。
③
出
羽
権
守
に
任
じ
ら
れ
た
良
吏
藤
原
保
則
は
後
退
を
方
策
と
し
た

が
、
蝦
夷
は
厳
寒
と
い
う
自
然
条
件
と
農
耕
の
未
発
達
の
た
め
に
八
月
中
旬

以
降
に
降
伏
し
た
。
保
則
の
政
治
が
基
本
で
は
な
く
、
蝦
夷
社
会
の
生
産
力

の
限
界
と
国
家
の
軍
事
組
織
の
限
界
が
照
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

九
世
紀
末
の
国
家
支
配
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
八
章
は
、
寛
平
遣
唐
使
が
計
画
さ
れ
停
廃
に
い
た
る
経
過
・
要
因
を
当

意
の
政
治
構
造
に
ふ
れ
て
検
討
す
る
。
①
唐
を
中
核
と
す
る
「
東
ア
ジ
ア

世
界
」
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
鍵
は
唯
一
の
外
交
関
係
で
あ
る
遣

唐
使
で
そ
の
停
止
は
「
鎖
国
」
政
策
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
遣
唐
使
は
す

ぐ
れ
て
貴
族
的
な
支
配
階
級
間
の
交
渉
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
停
止
は
古
代
貴

族
に
よ
る
国
際
関
係
の
途
絶
に
す
ぎ
な
い
。
②
　
承
和
遣
唐
使
は
遣
唐
使
を

め
ぐ
る
諸
矛
盾
を
象
徴
し
て
い
る
。
有
力
豪
族
に
よ
る
商
業
活
動
が
活
発
に

展
開
し
遣
憲
使
の
客
観
的
役
割
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
し
、
新
羅
と
の

国
際
関
係
も
悪
化
し
人
民
は
疲
弊
し
国
家
財
政
は
窮
乏
し
て
い
た
。
③
寛

平
遣
唐
使
が
計
画
さ
れ
た
国
内
条
件
皿
政
治
史
的
背
景
を
素
描
す
る
。
宇
多
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天
皇
・
理
論
家
菅
原
道
真
・
平
季
長
を
中
心
と
す
る
寛
平
期
の
諸
政
策
は
、

地
方
の
実
態
を
確
実
に
把
握
し
よ
う
と
し
良
隻
個
人
で
は
な
く
よ
り
根
本
的

に
再
建
を
考
え
、
律
令
制
が
不
可
能
な
段
階
で
な
お
そ
の
外
皮
を
ま
と
い
つ

つ
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
④
寛
平
遣
唐
使
停
止
の
原
因
は
大

局
的
に
は
承
和
遣
唐
使
の
経
過
に
明
ら
か
で
、
そ
れ
は
よ
り
広
汎
な
新
し
い

国
際
関
係
の
出
発
を
意
味
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
3

　
第
三
部
は
、
古
代
貴
族
政
権
の
特
質
を
成
立
時
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
す

る
。　

第
九
章
は
、
文
書
様
式
の
変
化
皿
国
家
機
構
の
変
質
と
い
う
観
点
か
ら
、

貴
族
政
権
の
社
会
的
基
盤
・
権
力
機
構
の
形
成
過
程
を
分
析
す
る
。
①
　
延

喜
十
四
年
（
4
1
1
9
）
前
後
に
果
た
な
荘
園
対
策
が
た
て
ら
れ
新
開
田
は
す
べ
て

収
心
す
る
と
い
う
原
則
に
転
換
し
た
が
、
同
二
十
年
、
東
絶
望
大
山
荘
内
新

開
田
の
寺
田
化
は
右
大
臣
藤
原
忠
平
家
事
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
②
八

世
紀
の
家
牒
は
そ
の
内
容
が
政
治
に
関
す
る
も
の
は
な
い
が
、
九
世
紀
に
は

家
印
と
と
も
に
公
認
さ
れ
て
公
的
意
義
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。
③
家
牒
を

出
す
主
体
で
あ
る
家
司
は
九
世
紀
末
・
一
〇
世
紀
初
に
譜
代
化
し
、
王
臣
家

は
地
方
官
・
中
央
財
政
乗
輿
官
人
・
地
方
豪
族
を
家
司
と
し
て
地
方
の
動
向

・
絶
家
財
政
の
実
態
を
知
る
こ
と
に
よ
り
巧
妙
に
自
家
を
対
応
さ
せ
た
。
④

王
臣
家
は
家
牒
に
よ
っ
て
私
的
な
在
地
支
配
を
お
し
す
す
め
た
が
、
そ
の
公

認
は
家
司
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
・
本
主
と
と
も
に
家
司
が
政
治
に

参
画
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
。

　
第
一
〇
章
は
、
貴
族
政
権
の
形
成
と
い
う
点
か
ら
は
藤
厚
忠
平
政
権
が
決

定
的
に
重
要
で
あ
る
の
で
、
そ
の
形
成
過
程
の
一
端
に
焦
点
を
あ
て
る
。
①

蒔
平
政
権
に
よ
る
延
喜
二
年
（
2
0
9
）
三
月
の
一
連
の
太
政
官
符
は
律
令
國
家

の
機
構
・
理
念
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
直
後
か
ら
国
司
制
の
再
編

強
化
を
中
核
と
し
た
地
方
支
配
対
策
が
展
開
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は

不
詳
で
あ
る
。
②
　
忠
平
政
権
の
政
治
課
題
は
律
令
制
支
配
の
再
編
で
あ
り

国
衙
生
活
の
豊
富
な
官
人
や
武
力
に
す
ぐ
れ
た
官
人
を
登
用
し
た
が
、
九
世

紀
の
諸
政
策
は
そ
れ
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
同
十
四
年
に
ま
ず
意

見
封
事
の
提
出
が
国
司
な
ど
へ
命
令
さ
れ
た
が
、
三
善
清
行
は
国
司
に
強
権

を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
に
社
会
秩
序
動
揺
の
重
要
な
原
因
を
求
め
た
。
③

延
喜
十
四
年
新
制
は
国
司
に
在
地
支
配
を
コ
任
」
し
国
家
収
益
を
固
定
化

し
た
貴
族
体
制
の
起
点
の
一
つ
で
、
延
喜
後
半
期
は
貴
族
政
治
の
出
発
点
で

あ
る
。
そ
し
て
、
除
目
・
儀
式
を
拠
り
所
に
自
ら
を
全
国
の
最
高
支
配
者
と

し
て
位
置
づ
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
忠
平
は
新
た
な
政
治
構
造
を
用
意
し
た
。

　
第
一
一
章
は
、
貴
族
政
権
の
成
立
・
意
義
を
考
え
る
た
め
、
も
っ
と
も
重

視
さ
れ
た
儀
式
で
あ
る
不
堪
佃
田
奏
が
形
式
化
す
る
過
程
を
考
察
す
る
。
①

不
堪
佃
田
は
田
図
で
は
耕
作
さ
る
べ
き
定
田
に
な
っ
て
い
な
が
ら
実
際
に
は

播
種
さ
れ
な
か
っ
た
田
地
で
あ
る
が
、
と
く
に
問
題
化
す
る
の
は
承
和
～
貞

観
初
年
と
延
喜
末
年
～
承
平
天
慶
年
間
で
あ
る
。
第
一
期
は
班
田
農
民
の
階

層
分
解
と
新
村
落
の
形
成
に
よ
っ
て
不
堪
佃
田
が
急
激
に
増
加
し
た
た
め
で
、

農
業
生
産
へ
の
執
拗
な
対
策
は
こ
の
時
期
の
特
質
で
あ
る
。
第
二
期
は
困
司

の
無
実
壁
上
・
検
不
堪
佃
田
使
の
不
正
行
為
な
ど
も
は
や
解
決
は
望
め
な
い

が
、
不
堪
佃
田
対
策
は
形
式
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
天
暦
年
間
に

は
緩
慢
さ
が
目
立
つ
。
②
　
一
〇
世
紀
前
半
期
は
不
堪
佃
田
奏
の
形
式
が
定

着
す
る
一
方
で
、
定
田
の
確
保
が
国
司
の
責
任
追
及
と
い
う
方
向
で
努
力
さ

れ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
平
安
初
期
の
政
治
理
念
と
ち
が
い
民
衆
か
ら
み
る

視
点
は
喪
失
し
、
　
『
西
宮
記
』
　
『
北
山
抄
』
で
は
よ
り
形
式
化
し
て
い
く
。

貨
族
は
そ
れ
を
全
国
支
配
の
形
式
的
拠
点
と
し
て
墨
守
し
た
。

168 （664）



評

　
第
＝
一
章
は
、
貴
族
政
権
の
も
と
に
み
ら
れ
る
百
姓
の
中
央
愁
訴
を
律
令

法
と
の
連
関
か
ら
論
じ
、
そ
れ
が
集
中
す
る
要
因
を
の
べ
る
。
①
　
一
〇
世

紀
後
半
～
一
一
世
紀
前
半
の
百
姓
愁
状
は
受
領
の
支
配
体
制
に
お
け
る
上
層

農
民
・
一
般
人
民
の
唯
一
の
権
利
で
あ
っ
た
が
、
良
吏
と
の
交
替
要
求
で
あ

り
受
領
制
度
の
否
定
で
は
な
い
。
②
　
百
姓
暴
状
の
法
源
は
公
式
令
陳
意
見

条
で
あ
る
が
、
王
民
が
権
利
と
し
て
行
使
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
律
令
を
百
姓
に
周
知
せ
し
め
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
良
吏
政
治
が

拍
車
を
か
け
、
九
世
紀
に
百
姓
去
状
が
登
場
し
た
。
③
九
世
紀
に
愁
訴
を

実
行
し
た
百
姓
は
田
堵
以
上
郡
司
に
い
た
る
諸
階
層
を
ふ
く
み
、
国
衙
襲
撃

の
主
体
勢
力
も
相
違
は
な
い
。
京
に
近
い
地
域
で
は
前
者
・
辺
境
で
は
後
者

が
中
心
で
、
同
じ
経
済
的
条
件
の
も
と
で
の
二
つ
の
人
民
闘
争
の
タ
イ
プ
で

あ
る
。
④
　
貴
族
政
治
は
在
地
支
配
を
国
衙
に
コ
任
」
し
た
が
、
国
司
に

「
非
法
」
を
行
な
わ
せ
ず
貴
族
政
治
が
存
続
す
る
よ
う
に
百
姓
の
愁
訴
を
重

視
し
た
の
で
あ
る
。

　
終
章
は
、
い
ま
ま
で
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
律
令
国
家
と
貴
族
政
権
の
構

造
・
性
格
に
つ
い
て
敷
宿
し
、
総
括
に
か
え
る
。
①
　
九
世
紀
は
支
配
の
矛

盾
が
全
面
に
あ
ら
わ
れ
た
が
、
克
服
主
体
が
未
熟
で
あ
っ
た
。
律
令
国
家
は

条
里
制
を
施
行
し
て
坐
産
性
の
高
い
地
域
を
掘
和
し
て
い
た
た
め
、
新
村
落

の
形
成
・
旧
村
落
耕
地
の
荒
廃
と
い
う
事
態
の
な
か
で
農
民
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
、
そ
こ
に
平
安
初
期
政
治
が
実
行
さ
れ
た
。
②
　
貞
観
～
寛
平
期

の
政
治
に
は
矛
盾
が
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
前
捷
は
貴
族
層
の
分

裂
・
王
臣
家
と
有
力
農
民
と
の
私
的
結
合
の
展
開
で
あ
る
が
、
延
喜
十
四
年

（
与
1
9
）
前
後
に
国
司
コ
任
」
体
制
が
成
立
し
藤
原
摂
関
家
に
よ
る
権
力
集

中
が
お
し
す
す
め
ら
れ
て
、
私
的
政
治
的
結
合
は
阻
止
さ
れ
た
。
③
つ
ぎ

に
、
貴
族
体
制
を
保
証
し
て
い
た
国
衙
支
配
を
郡
衙
と
の
関
連
に
焦
点
を
あ

て
て
検
討
す
る
。
一
〇
世
紀
の
国
衙
在
庁
宮
人
は
受
領
の
忠
実
な
使
用
人
で
、

独
自
の
世
界
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
〇
世
紀
の
郡
司

は
検
田
・
徴
税
を
主
要
な
任
務
と
し
九
世
紀
と
機
能
の
差
異
は
大
き
く
な
く
、

独
自
の
政
治
的
権
利
を
国
衙
に
も
つ
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
。
④
律
令
国

家
は
天
皇
を
中
心
と
す
る
専
制
君
主
制
国
家
で
、
中
央
官
人
が
同
一
階
層
か

ら
再
生
産
さ
れ
地
方
豪
族
の
中
央
膚
力
官
人
化
は
例
外
で
あ
っ
た
た
め
、
費

族
は
中
央
官
僚
機
購
の
寄
生
者
と
し
て
の
み
存
在
し
た
。
た
だ
、
一
時
的
に

貴
族
が
王
権
を
左
右
し
た
一
〇
世
紀
後
半
～
一
一
世
紀
前
半
は
独
自
の
政
治

機
構
と
み
る
べ
き
で
、
貴
族
政
権
の
一
形
態
と
把
握
し
う
る
が
、
国
衙
に
お

け
る
在
地
領
主
層
の
政
治
的
進
出
と
そ
れ
を
背
景
に
し
た
皇
権
の
再
生
の
前

に
没
落
す
る
古
代
国
家
の
最
後
の
政
治
形
態
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
本
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
河
内
祥
輔
氏
（
『
歴
史
評
論
』
鋤
、
7
7
）
、

西
別
府
元
貝
氏
（
『
日
本
史
研
究
』
悩
、
7
8
）
、
梅
村
喬
琉
（
『
歴
史
学
研
究
』

挽
、
7
8
）
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
に
書
評
さ
れ
て
お
り
、
論
点
は
ほ
ぼ
つ
く
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
評
老
の
限
ら
れ
た
関
心
に
も
と
づ
い
て
検
討

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
1

　
ま
ず
、
著
老
の
「
政
治
史
の
方
法
」
に
つ
い
て
。
著
者
は
、
石
母
田
馬
が

「
特
定
の
時
代
に
お
け
る
諸
階
級
の
全
体
的
な
相
互
関
係
、
と
く
に
国
家
権

力
の
面
に
集
中
さ
れ
る
諸
階
級
の
運
動
を
歴
史
的
に
研
究
す
る
の
が
狭
義
の

政
治
史
の
課
題
で
あ
る
」
（
「
政
治
史
の
対
象
に
つ
い
て
」
『
戦
後
歴
史
学
の

思
想
』
、
7
7
）
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
石
母
田
氏
の
指
摘
に
従
う
と
す

れ
ば
、
β
本
古
代
政
治
史
の
研
究
は
、
日
本
古
代
史
の
全
体
的
・
統
一
的
把
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握
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
の
み
、
成
り
立
ち
う
る
」
と
批
判
さ
れ
る
。
そ

こ
で
、
　
「
『
政
治
』
と
い
う
こ
と
ば
を
よ
り
限
定
し
た
意
味
に
概
念
化
」
し

「
基
本
的
な
属
性
」
　
（
7
症
本
書
の
画
数
を
示
す
）
を
定
立
す
る
必
要
を
指

摘
し
、
政
治
史
研
究
を
ま
ず
「
愚
筆
意
志
を
決
定
す
る
政
治
機
構
と
、
そ
れ

を
構
成
す
る
『
官
僚
』
お
よ
び
そ
れ
ら
の
存
立
す
る
階
級
的
基
盤
」
（
8
）
に

限
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
国
衙
と
そ
の
支
配
を
規
定
づ
け
て
い
た
村

落
構
造
の
関
係
」
（
1
7
ほ
か
）
を
明
確
に
す
る
必
要
を
強
調
す
る
立
場
と
齪
齢

し
て
い
る
。

　
国
家
意
志
を
決
定
す
る
政
治
機
構
・
宮
僚
は
、
む
し
ろ
「
国
家
史
」
の
対

象
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
政
治
史
」
の
「
国
家
史
」
へ
の
解
消
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
石
母
田
氏
の
政
治
史
に
は
、
著
者
が
指
摘
す
る
問

題
点
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
欠
陥
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
課

題
と
し
て
は
い
ち
お
う
石
母
田
氏
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
「
人
民
」
　
「
村

落
」
を
捨
象
し
た
政
治
史
は
あ
り
え
な
い
し
、
実
際
に
は
著
者
も
そ
れ
を
分

析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
平
安
初
期
の
政
治
構
造
を
分
析
し
た
第
一
部
の
構
成
を
手
が
か
り

と
し
て
、
本
書
の
内
容
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
一
章
は
平
安
初
期
政
治
駐
「
『
良
吏
』
を
中
核
と
す
る
薪
政
治
」
を
措
定

し
、
第
二
章
は
そ
れ
を
保
証
し
た
国
郡
衙
の
あ
り
方
を
論
証
す
る
。
そ
し
て
、

第
三
章
は
「
平
安
初
期
に
お
け
る
天
皇
権
力
の
強
化
」
を
分
析
す
る
の
で
あ

る
。
第
二
章
で
検
討
さ
れ
る
属
郡
衙
は
「
律
令
国
家
権
力
と
人
民
と
の
接

点
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
者
は
地
方
豪
族
で
あ
る
か
ら
、
平
安
初
期
の
政

治
構
造
は
《
入
玉
・
村
落
↓
國
郡
衙
（
地
方
豪
族
）
↓
良
吏
↓
天
皇
権
力
》
と

し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
政
治
史
の
課
題
を
さ
き
の
よ
う
に
規

定
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
序
列
は
き
わ
め
て
示
唆
深
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
『
良
吏
』
と
同
様
な
要
素
を
擁
し
て
登
場
し
」
た
伴
善
男
は
、

「
少
な
く
と
も
越
前
・
因
幡
・
備
中
の
諸
国
に
何
ら
か
の
私
的
関
係
を
有
し

て
」
お
り
、
「
地
方
と
の
結
合
を
強
固
に
し
て
」
（
0
7
1
）
い
た
。
こ
の
側
面
は
、

著
者
も
し
ぼ
し
ぼ
指
摘
す
る
「
王
臣
家
と
地
方
豪
族
の
私
的
結
合
」
　
（
踊
・

細
・
鰯
～
観
）
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
さ
き
の
序
列
は
第
二
部
で

検
討
さ
れ
る
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
を
ふ
く
め
て
、
　
《
人
民
・
村
落
↓
国
郡
衙

（
地
方
豪
族
）
↓
良
吏
（
王
臣
家
）
↓
天
皇
権
力
↓
東
ア
ジ
ア
》
と
把
握
し
直

す
こ
と
が
可
能
と
思
う
。
こ
の
序
列
に
そ
っ
て
、
本
書
を
検
討
し
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
2

　
ま
ず
、
人
民
・
村
落
に
つ
い
て
。
著
者
は
本
書
を
「
支
配
賎
行
政
機
構
と

官
僚
制
の
閥
題
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
人
民
・
村
落
に
つ
い

て
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
政
治
史
か
ら
入
民
・
村
落
は
捨
象
で
き
な

い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
著
者
が
人
民
・
村
落
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
　
「
在
地
の
土
地
所
有

者
と
の
私
的
関
係
が
農
民
に
と
っ
て
国
家
的
支
配
関
係
よ
り
有
利
で
あ
っ
た

こ
と
」
（
螂
・
㎜
・
樹
ほ
か
）
と
「
『
新
村
落
』
の
形
成
」
（
伽
・
蹴
～
鮒
ほ

か
）
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
前
者
は
「
『
良
吏
』
一
ひ
い
て
は
律
令
国
家
を
挫
折

・
崩
壊
に
至
ら
し
め
る
具
体
約
要
素
の
一
つ
」
　
（
雌
）
で
あ
る
し
、
後
者
は

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
旧
村
落
耕
地
の
完
全
な
荒
廃
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
か
な
り

の
『
下
話
の
荒
廃
』
を
う
み
だ
し
た
」
　
（
4
6
3
）
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な

位
置
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
両
者
と
も
「
生
産
の
場
」

（
3
5
1
）
・
コ
般
人
民
の
生
産
諸
条
件
の
特
質
」
（
鰯
）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
人
民
・
村
落
は
「
経
済
的
基
礎
構
造
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
が
、
彼
ら
の
「
政
治
篇
へ
の
参
加
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
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評書

あ
る
。
こ
の
点
は
、
著
者
が
政
治
史
を
さ
き
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
や
、

一
般
班
田
農
民
を
「
無
権
利
状
態
」
　
（
狩
・
瑚
～
襯
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る

ら
し
い
こ
と
と
密
接
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
類
似
し
た
こ
と
は
、
「
反
律
令
園
家
闘
争
」
「
律
令
支
配
か
ら
の
解

放
の
闘
争
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
蝦
夷
の
叛
乱
」
に
つ
い
て
も
見
い

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
そ
れ
を
「
生
産
力
の
発
展
と
そ
の
限
界
、
そ

れ
と
律
令
国
家
支
配
と
の
矛
盾
」
　
（
9
2
2
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
、
蝦
夷

の
生
産
力
を
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
（
刎
～
㎜
）
。
そ
し
て
、
叛
乱
の
終
結

を
「
生
産
力
の
限
界
と
國
家
の
軍
事
組
織
の
限
界
と
が
相
照
臆
し
て
い
た
し

（
6
4
2
）
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
蝦
夷
の
叛
乱
」
の
評
価
に
は
、

著
者
の
政
治
史
の
特
徴
が
や
や
極
端
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
著
者

が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
　
門
生
産
力
し
は
慣
反
律
令
国
家
闘
争
し
を
根
底
に

お
い
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
規
定
の
あ
り
方
は
複
雑
で
屈
曲

し
た
回
路
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
複
雑

さ
こ
そ
が
具
体
的
に
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
つ
ぎ
に
、
国
郡
衙
（
地
方
豪
族
）
に
つ
い
て
。
著
者
が
具
体
的
に
検
討
さ

れ
た
の
は
「
国
衙
雑
学
」
と
郡
司
制
で
あ
る
が
、
律
令
国
家
と
人
民
・
村
落

と
の
直
接
的
な
「
接
点
」
は
所
謂
「
郡
雑
任
」
　
（
「
星
羅
任
」
）
で
あ
ろ
う
。

律
令
国
家
の
重
要
な
基
礎
が
「
郡
雑
任
」
だ
と
思
う
。

　
さ
て
、
著
者
は
国
衙
に
つ
い
て
「
所
」
が
「
と
く
に
九
世
紀
後
半
期
を
中

心
に
」
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
播
摘
し
、
ま
た
郡
衙
に
つ
い
て
九
世
紀
と
一
〇

世
紀
の
あ
い
だ
で
そ
の
「
差
異
を
あ
ま
り
大
き
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な

い
」
（
2
7
3
）
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
九
世
紀
と
一
〇
世
紀
の
あ

い
だ
で
、
国
衙
・
郡
衙
の
そ
れ
ぞ
れ
と
そ
の
絹
互
関
係
に
つ
い
て
大
き
な
変

化
を
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
郡
雑
香
煎
（
と
く
に
「
郷
雑
誌
」
）

は
一
〇
世
紀
に
は
激
減
・
消
減
し
て
い
る
ら
し
い
（
米
田
雄
介
「
在
庁
官
人

制
の
成
立
」
『
郡
司
の
研
究
』
、
7
6
）
。
彼
ら
の
激
減
・
消
滅
は
、
榔
衙
の
変

遷
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
著
者
は
圏
衙
の
「
所
」
の
存
在
を
九
世
紀
に
み
と
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
提
示
さ
れ
た
史
料
の
う
ち
い
ち
お
う
確
実
な
楓
拠
は
、
①
　
弘
仁

十
三
年
（
2
2
8
）
閏
九
月
二
十
臼
官
符
（
『
類
聚
三
代
格
』
）
の
「
大
帳
税
帳
所
」
、

②
　
貞
観
十
一
年
（
9
6
8
）
十
月
十
五
日
「
大
宰
府
田
文
所
検
田
文
案
」
（
『
平

安
遺
文
』
娩
、
『
早
稲
田
大
学
所
蔵
鳳
野
研
究
鰹
文
書
』
上
巻
）
の
「
田
文
所
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

③
天
長
六
年
（
9
2
＆
）
二
月
十
日
日
根
秋
友
解
（
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
二
所

引
「
古
文
書
類
纂
」
中
、
　
「
大
覚
寺
文
書
」
）
の
「
田
所
」
で
あ
る
。

　
②
は
、
　
『
平
安
遣
文
』
は
「
大
宰
府
田
文
所
扇
田
文
案
」
と
し
て
い
る
が
、

『
早
稲
田
大
学
所
蔵
鰍
野
研
究
鰺
文
書
』
上
巻
は
「
筑
前
国
田
文
所
班
図
坪
付

注
文
添
文
案
」
と
す
る
。
こ
の
「
田
文
蔑
し
は
、
筑
前
国
の
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
（
竹
内
理
三
「
在
庁
宮
人
の
武
士
化
」
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』

第
狂
部
・
5
8
、
参
照
）
。
③
は
「
偽
文
書
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
鈴
木
茂
男
「
紀
伊
国
搾
田
庄
追
考
」
　
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
9
、

7
5
）
。
そ
こ
で
整
理
し
直
す
と
、
①
　
　
「
諸
国
」
の
「
大
寄
税
帳
簿
」
、
②

筑
前
国
ら
し
い
「
田
文
所
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
一
〇
世
紀
後

半
以
降
の
「
税
噺
」
「
大
帳
所
」
「
田
所
」
と
は
様
相
が
こ
と
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
国
郡
衙
は
、
　
一
〇
世
紀
に
一
定
の
変
貌
を
と
げ
る
よ
う
に
思
う
。

3

つ
ぎ
に
、
良
吏
（
王
臣
家
）
に
つ
い
て
。

こ
の
良
吏
論
こ
そ
「
本
書
の
も
っ
と
も
基
本
を
な
す
分
析
」
で
あ
る
が
、
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そ
れ
へ
の
批
判
は
「
大
き
く
は
二
点
で
あ
っ
た
」
。
第
一
は
「
『
良
吏
』
を
論

証
す
る
た
め
に
農
顕
し
た
『
麗
卒
伝
』
の
評
価
に
つ
い
て
の
疑
閻
」
で
あ
り
、

第
エ
は
「
『
良
吏
』
　
の
平
安
初
期
政
治
史
上
へ
の
組
総
づ
け
に
つ
い
て
の
疑

義
」
（
6
8
）
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
『
伝
』
の
原
史
料
の
如
何
」
と

「
編
纂
過
程
」
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

亀
田
隆
之
「
良
吏
政
治
の
考
察
」
　
『
古
代
史
論
叢
』
下
巻
・
7
8
、
参
照
）
。

　
後
者
に
つ
い
て
。
著
者
は
、
良
隻
を
「
律
令
支
配
と
い
う
範
囲
に
お
い
て
、

律
令
粂
文
に
拘
ら
ず
地
方
行
政
に
成
果
を
示
し
た
官
人
」
（
6
0
）
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
端
的
に
は
「
守
旧
性
」
と
「
現
実
性
」
　
（
6
2
）
と

表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
現
実
性
」
と
い
う
規
定
は
、
そ
の
当
世
風
な

響
き
に
も
助
け
ら
れ
て
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
終
極
的
に
は
民
心
を
う
る
こ
と
」
（
斗
斗
）
、
す
な
わ
ち

「
第
一
の
課
題
が
班
田
農
民
の
再
生
産
を
直
接
に
保
障
す
る
こ
と
」
（
一
2
）
を

意
味
し
て
お
り
、
　
「
と
く
に
国
衙
官
人
に
よ
る
積
極
的
な
勧
農
を
中
核
と
す

る
」
（
4
5
）
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
良
吏
に
は
、
　
「
謬
論
昌
諸
事
｛
所
部
粛
清
」
（
藤
原
吉
野
詳
伝
、

『
続
日
本
議
論
』
承
和
十
三
年
八
月
辛
巳
条
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
勧
農
を

中
核
と
す
る
」
　
「
農
民
擁
護
者
的
」
な
あ
り
方
と
は
こ
と
な
る
も
の
を
か
な

り
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
な
お
、
関
口
明
・
追
塩
千
尋
「
九
世
紀
に
お

け
る
国
司
の
特
質
」
『
細
流
』
1
5
・
7
4
、
参
照
）
。
著
者
も
「
聴
と
場
合
に
よ

っ
て
適
宜
使
い
わ
け
、
　
『
公
民
』
を
支
配
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
」
と

し
て
、
「
『
良
吏
』
の
な
か
に
は
本
来
の
律
令
的
な
行
動
を
な
し
て
認
め
ら
れ

た
官
人
も
い
た
」
（
3
斗
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
軽
羅
は
、
「
蒔
と
場
合
に
よ

っ
て
」
　
「
現
実
性
」
の
彼
方
に
限
り
な
く
拡
散
し
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
八
世
紀
の
属
司
は
、
「
無
知
の
愚
民
」
（
斡
ほ
か
）
に
対
し
て
「
何
ら
妥
協

し
な
い
」
（
7
尋
）
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
「
積
極
的
な
勧
農
」
が
麗
卒
伝
に
そ

く
し
て
具
体
的
に
分
析
・
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
さ
て
、
著
者
は
承
和
期
に
つ
い
て
「
在
地
有
力
豪
族
を
利
用
し
っ
っ
各
地

域
的
特
質
に
応
じ
た
支
配
が
目
標
と
な
っ
て
い
る
」
　
（
3
ヰ
三
）
と
指
摘
し
、
ま

た
貞
観
初
年
に
つ
い
て
は
「
地
方
豪
族
も
自
ら
の
利
害
の
た
め
に
は
あ
え
て

自
家
に
反
抗
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
く
な
っ
て
い
る
」
　
（
十
6
1
）
と
し
て
、
平
安

初
期
政
治
を
地
方
豪
族
と
の
関
連
で
把
握
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
寛
平
期
に
な
る
と
「
王
臣
家
と
地
方
豪
族
と
の
私
的
な
関

係
」
　
（
2
2
）
が
重
視
さ
れ
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
、
延
喜
期
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
（
隻
5
7
0
●
6
～
6
）
。
こ
の
転
換
の
事
清
は
説
閏
さ
れ
て
い
な
い

が
、
こ
こ
に
王
臣
家
は
重
要
な
位
鷺
を
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
東
観
初
年
の
「
畿
内
近
国
」
の
政
治
情
勢
に
つ
い
て
「
地
方
豪
族

の
主
体
的
展
開
」
（
瑠
ほ
か
）
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
貞
観
十
年
（
謝
）
六

月
二
十
八
日
官
符
「
応
レ
擁
護
制
王
臣
家
妨
コ
封
郡
司
百
姓
等
覚
一
事
」
　
（
五
畿

七
道
を
対
象
と
す
る
、
『
類
聚
三
代
格
』
）
の
一
節
を
根
拠
と
し
て
、
「
勿
論

以
降
の
農
民
・
地
方
豪
族
の
順
調
な
展
開
は
望
む
べ
く
も
な
い
」
　
（
7
6
1
）
と

主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
節
「
王
臣
諸
家
欝
欝
晶
家
印
一
称
レ
有
昌

負
物
両
競
専
一
…
郡
司
及
富
豪
宅
一
命
一
翼
所
レ
蓄
之
稲
ハ
若
国
司
相
論
却
以
呂
他

故
一
」
は
、
貞
観
十
年
官
符
に
引
用
さ
れ
た
斉
衡
ご
年
（
5
ド
）
8
）
八
月
二
十
六
同

官
符
（
五
畿
内
を
対
象
と
す
る
）
に
ま
た
引
用
さ
れ
て
い
る
承
和
十
二
年

（
5
4
8
）
六
月
二
十
三
日
官
符
（
五
畿
内
を
対
象
と
す
る
）
の
文
雷
で
あ
る
。

爽
観
初
年
に
は
、
貞
観
二
年
九
月
二
十
同
官
符
「
応
三
依
レ
法
見
コ
決
王
臣
家

人
一
事
」
（
五
畿
内
を
対
象
と
す
る
、
『
類
聚
三
代
格
』
）
も
あ
る
。
貞
観
初
年

の
「
畿
内
近
国
」
に
お
い
て
、
　
「
昏
冥
家
と
地
方
豪
族
と
の
私
的
な
関
係
」

は
ど
う
評
価
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、
著
者
は
「
貴
族
は
国
家
か
ら
半
ば
自
立
し
た
独
自
の
権
力
的
・
経

済
的
基
盤
の
有
無
と
い
う
点
で
は
、
き
わ
め
て
未
熟
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
強

調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
縫
力
的
・
経
済
的
」
　
（
筋
ほ
か
）
は
い

ち
お
う
そ
れ
ぞ
れ
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
著
者
は

「
伴
善
男
と
い
う
公
卿
の
財
政
的
基
礎
」
に
つ
い
て
、
　
「
善
男
の
資
財
が
い

か
に
広
汎
な
も
の
で
あ
っ
た
か
」
（
C
7
1
）
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
王

臣
家
と
地
方
豪
族
と
の
私
的
な
関
係
」
は
し
ば
し
ぼ
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り

（
6
i
5
7
6
，
B
●
6
～
6
2
3
3
3
）
、
貞
観
～
寛
平
期
に
は
そ
の
「
私
的
紐
帯
（
同
盟
）
を

断
つ
こ
と
は
こ
の
時
期
の
も
っ
と
も
中
心
的
な
政
治
課
題
で
あ
っ
た
」
（
5
6
3
）
。

王
臣
家
の
「
経
済
的
」
基
盤
は
、
そ
れ
な
り
に
評
止
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
患
う
。

　
さ
て
、
著
者
は
「
貴
族
政
治
」
体
制
は
「
『
王
臣
家
と
富
豪
層
と
の
直
接

的
政
治
的
結
合
を
切
断
し
』
た
と
こ
ろ
に
そ
の
…
つ
の
特
質
を
も
つ
」
と
指

摘
し
て
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
時
期
を
延
喜
十
四
年
（
千
1
9
）
前
後
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

し
か
し
、
こ
の
「
切
断
」
と
い
う
表
現
は
理
解
し
に
く
い
。
そ
れ
は
、
「
私

カ
　
　
へ

的
な
政
治
的
結
合
L
　
（
6
6
3
）
の
内
容
が
積
極
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
う
。
あ
る
い
は
、
「
切
断
」
よ
り
「
制
限
」
が
適
切
か
も

し
れ
な
い
。

　
最
後
の
天
皇
権
力
（
貴
族
政
権
）
・
東
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
る

余
裕
が
な
い
の
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

　
本
書
は
、
　
「
平
安
前
期
政
治
史
」
に
つ
い
て
の
体
系
的
・
多
面
的
な
問
題

提
起
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
書
の
内
容
を
論
理
的
に
整
理
し
て
そ
の
一
部

を
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
多
く
の
人
々
に

よ
っ
て
本
書
が
批
判
的
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
期
待
す
る
も
の
で
あ

る
。　

著
者
の
高
論
を
曲
解
し
た
り
、
不
当
な
批
評
に
終
始
し
た
の
で
は
な
い
か

と
恐
れ
て
い
る
。
ま
た
、
評
者
の
怠
慢
の
た
め
に
本
書
刊
行
か
ら
三
年
の
歳

月
が
過
ぎ
去
っ
た
。
著
老
な
ら
び
に
読
者
の
御
寛
容
を
乞
う
。

　
（
A
5
判
　
三
八
二
頁
　
一
九
七
七
年
三
月
　
東
京
大
学
出
版
会
　
三
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
助
手
京
都

）
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