
書

評

瀧
浪
　
貞
子
著

『
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研
究
』

虎
　
尾
　
達
　
哉

　
本
書
は
瀧
浪
貞
子
氏
が
過
去
十
五
年
ほ
ど
の
間
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
、

こ
の
た
び
新
稿
一
挙
六
篇
を
加
え
て
一
書
に
編
み
、
広
く
世
に
問
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
著
者
の
旺
盛
な
探
求
意
欲
に
先
づ
は
敬
意
を
表
し
た
い
。
溝
成

は
左
の
如
く
で
あ
る
（
＊
は
新
稿
）
。

　
1
　
皇
位
と
皇
統

　
　
一
章
光
明
子
の
立
后
と
そ
の
破
綻

　
　
二
章
　
聖
武
天
皇
「
彷
裡
五
年
」
の
軌
跡
一
大
仏
造
立
を
め
ぐ
る
政

　
　
　
　
治
情
勢
一

　
　
三
章
　
孝
謙
女
帝
の
皇
統
意
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
四
章
　
藤
原
永
手
と
藤
原
百
川
一
称
徳
女
帝
の
「
遺
宣
」
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
て
一

　
五
章
　
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識

豆
　
場
の
政
治
学

　
一
章
　
参
議
論
の
再
検
討
－
貴
族
合
議
制
の
成
立
過
程
一

　
二
章
　
武
智
麻
呂
政
権
の
成
立
1
「
内
臣
」
房
前
論
の
再
検
討
…

　
三
章
　
議
所
と
陣
座
－
侯
議
の
成
立
過
程
一

＊ ＊

　
四
章
　
薬
子
の
変
と
上
皇
別
宮
の
出
現
一
後
院
の
系
譜
（
そ
の
一
）
1

　
五
章
　
奈
良
時
代
の
上
皇
と
「
後
院
」
1
後
院
の
系
譜
（
そ
の
二
）
i

　
　
付
論
薬
子
の
変

皿
　
宮
都
の
構
造

六五四三ニー一
章章章章章章

初
期
平
安
京
の
構
造
一
第
一
次
平
安
京
と
第
二
次
平
安
京
i

歴
代
遷
宮
五
一
藤
原
京
以
後
に
お
け
る
一

「
山
背
」
遷
都
と
和
気
清
麻
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

造
富
官
と
造
宮
役
夫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

高
野
新
笠
と
大
枝
賜
姓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

東
朱
雀
大
路
と
粗
砂
河

w
　
律
令
課
役
論
断
章

　
一
章
　
歳
役
の
終
焉
－
慶
雲
三
年
二
月
十
六
日
勅
に
み
え
る
「
安
穏

　
　
　
　
条
例
」
を
め
ぐ
っ
て
一

　
二
章
　
客
作
児
役
の
史
的
意
義
－
臨
時
雑
役
の
源
流
を
さ
ぐ
る
一

付
録
　
　
「
皇
居
年
表
」
「
京
職
表
」
鯉
題

禰

　
早
速
、
内
容
の
紹
介
と
個
別
に
気
づ
い
た
点
を
1
部
か
ら
順
に
述
べ
て
ゆ

く
こ
と
と
す
る
。

　
一
章
は
光
明
立
麿
に
つ
い
て
の
「
通
説
」
批
判
。
立
后
は
あ
く
ま
で
も
将

来
誕
生
す
る
で
あ
ろ
う
皇
子
を
立
太
子
さ
せ
る
た
め
の
布
石
で
あ
っ
て
、
非

皇
族
た
る
光
明
自
身
の
即
位
は
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
も
一
つ
の
仮
説
と
し
て
成
り
立
つ
。
た
だ
、
岸
俊
男
の
即
位
可
能
性
の
指

摘
が
「
光
開
皇
后
は
い
わ
ば
控
え
女
帝
で
あ
っ
た
、
と
い
う
か
た
ち
で
受
け

と
め
ら
れ
、
そ
れ
が
今
日
で
は
半
ば
常
識
化
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、

158 （924）



評論

果
し
て
そ
う
か
。
試
み
に
講
座
類
の
政
治
史
論
文
を
読
み
返
し
て
み
た
が
、

さ
ほ
ど
に
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
岸
の
指
摘
は
皇
后
の
有
す
る
執
政

権
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
さ

ら
に
皇
太
盾
時
代
の
強
権
政
治
を
立
后
政
策
の
破
綻
に
対
す
る
藤
原
氏
の

「
焦
燥
の
あ
ら
わ
れ
」
と
の
み
解
す
る
の
は
説
得
的
な
議
論
と
は
い
い
が
た

い
。　

二
章
は
天
平
十
二
年
の
聖
武
天
皇
の
策
国
行
幸
と
そ
れ
に
続
く
恭
仁
京
造

営
が
知
識
結
に
よ
っ
て
大
仏
造
立
を
実
現
す
る
た
め
の
手
続
き
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
れ
故
、
造
都
事
業
の
停
滞
・
中
止
と
難
波
遷
都
の
強
行
に
至
り
、
結

果
的
に
造
仏
事
業
は
挫
折
し
た
こ
と
を
説
く
。
聖
武
の
行
動
が
大
海
人
の
東

国
進
軍
を
意
図
的
に
ま
ね
た
も
の
と
す
る
指
摘
は
興
味
深
い
が
、
そ
れ
が
大

仏
造
立
の
た
め
の
知
識
結
の
行
動
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
は
史
料
的
根
拠
に

欠
け
て
い
る
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
大
義
名
分
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
何
故
「
無

意
ふ
所
あ
る
に
よ
り
」
な
ど
と
謎
め
い
た
言
い
方
を
す
る
の
か
。
ま
た
、
著

者
に
よ
れ
ば
、
恭
仁
京
造
営
の
中
止
の
要
因
は
知
識
結
方
式
の
採
用
（
通
常

方
式
と
の
併
用
）
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
因
果
関
係
は

不
明
で
あ
り
、
著
者
の
論
旨
を
客
観
的
に
支
え
る
根
拠
も
乏
し
い
。
恭
仁
京

造
営
が
中
止
さ
れ
た
段
階
で
何
故
あ
く
ま
で
も
平
城
還
都
を
避
け
て
難
波
遷

都
が
強
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
理
解
し
が
た
い
。
な
お
、
「
此

間
朝
廷
」
（
続
紀
天
平
1
3
・
1
1
・
戊
辰
条
）
を
「
こ
こ
に
い
る
期
間
が
限
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
の
表
現
」
と
す
る
が
、
「
こ
の
朝
廷
」
ほ

ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
（
「
此
間
」
に
〃
こ
の
間
”
の
意
味
な
し
）
。

　
三
章
・
四
章
・
五
章
は
一
連
の
内
容
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
三
章
は
草

壁
皇
子
の
嫡
系
で
あ
る
と
い
う
強
烈
な
皇
統
意
識
を
も
つ
に
至
っ
た
孝
謙
が

そ
れ
が
故
に
傍
系
の
淳
仁
を
廃
し
て
自
ら
重
酢
に
踏
み
切
っ
た
と
し
、
ま
た

重
酢
後
は
社
会
的
動
揺
を
乗
り
切
る
た
め
に
道
鏡
の
助
力
を
必
要
と
し
、
共

治
体
制
を
実
現
せ
し
め
た
と
説
く
。
次
で
、
四
章
は
孝
謙
腫
称
徳
女
帝
の
信

任
厚
い
藤
原
永
手
が
、
女
帝
の
晩
年
の
意
を
う
け
白
壁
立
太
子
に
際
し
て
主

導
的
役
割
を
果
し
た
と
推
定
。
永
手
に
従
来
よ
り
積
極
的
な
評
価
を
与
え
る

一
方
、
黒
幕
的
存
在
と
目
さ
れ
て
き
た
百
川
は
む
し
ろ
実
務
官
僚
に
す
ぎ
な

か
っ
た
と
す
る
。
白
壁
王
擁
立
は
あ
る
意
味
で
聖
武
系
皇
統
継
続
の
可
能
性

を
も
つ
も
の
と
も
指
摘
。
さ
ら
に
、
五
章
は
永
手
没
後
に
他
戸
主
太
子
・
山

部
立
太
子
が
良
継
に
支
え
ら
れ
た
百
川
に
よ
っ
て
構
想
・
実
現
さ
れ
た
と
推

定
。
ま
た
、
擁
立
当
初
の
桓
武
に
は
聖
同
系
皇
統
の
意
識
あ
る
も
、
氷
上
川

重
事
件
以
後
聖
武
系
た
り
え
ぬ
自
ら
の
立
場
を
自
覚
し
、
や
む
な
く
天
智
者

皇
統
意
識
を
も
つ
に
い
た
っ
た
と
も
推
定
す
る
。
以
上
の
三
論
文
に
貫
か
れ

る
の
は
過
料
の
強
烈
な
「
草
壁
皇
統
意
識
」
の
存
在
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ

を
前
提
と
し
て
該
期
の
皇
位
継
承
を
中
心
と
し
た
政
治
史
の
叙
述
に
努
め
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
一
貫
し
て
い
る
が
、
果
し
て
さ
よ
う
の
皇
統
意
識
が
ど

の
程
度
の
影
響
力
を
も
っ
て
実
在
し
た
と
み
る
べ
き
か
。
本
来
論
証
し
に
く

い
事
柄
を
あ
え
て
推
論
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
全
般
に
や
や
強
引
な
論
旨

展
開
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
孝
謙
の
「
焦
り
」

や
「
後
ろ
め
た
さ
」
、
仲
麻
呂
に
対
す
る
「
い
ら
だ
ち
」
と
い
っ
た
確
証
し
が

た
い
（
同
時
に
否
定
も
し
が
た
い
）
情
緒
的
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
読
者
に
困
惑
を
与
え
か
ね
な
い
。
同
様
の
例
だ
が
、
宇
佐
八
幡
神
託
事
件

は
コ
瞬
の
狂
気
が
も
た
ら
し
た
」
と
説
明
さ
れ
て
も
、
読
者
と
し
て
は
俄

に
判
断
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
続
紀
宝
押
元
・
8
・
癸
毛
母
に
改
窟

あ
り
と
す
る
点
も
疑
問
。
明
ら
か
に
文
意
の
混
乱
・
誤
解
を
来
す
改
築
を
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
は
能
う
る
限
り
原
文
に
そ
っ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
る

ま
い
（
例
え
ば
「
受
レ
遺
贈
日
」
と
訓
む
の
は
如
何
か
）
。
ま
た
、
同
条
の
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「
定
策
禁
中
」
に
つ
い
て
「
従
来
は
何
か
策
略
を
め
ぐ
ら
し
て
決
定
し
た
と

解
釈
し
て
疑
わ
ず
」
と
難
じ
る
が
、
果
し
て
そ
う
か
。
　
　
部
に
さ
よ
う
の
理

解
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
定
書
」
が
「
天
子
の
尊
立
を
謀
る
こ
と
」
の
謂
で

あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
常
識
で
あ
ろ
う
。

二

　
次
で
1
部
に
移
ろ
う
。
一
章
は
初
期
参
議
の
職
務
が
「
天
皇
の
諮
問
に
応

え
、
各
自
の
立
場
か
ら
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
し
で
あ
り
、
そ
の
特
質
が
「
天

皇
と
の
個
人
的
な
か
か
わ
り
に
お
い
て
存
在
す
る
、
私
的
・
非
合
議
的
な
性

格
」
で
あ
っ
た
と
し
た
上
で
、
か
か
る
非
合
議
的
「
朝
政
参
議
」
が
天
平
三

年
を
画
期
と
し
て
議
政
官
化
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
拡
充
さ
れ
た
議
政
官
集
団

が
合
議
体
制
を
整
え
、
や
が
て
「
公
卿
」
の
呼
称
を
獲
得
す
る
に
至
る
と
説

く
。
本
章
の
根
幹
を
な
す
の
は
初
期
参
議
に
つ
い
て
の
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
規

定
で
あ
る
。
し
か
し
、
遺
憾
な
が
ら
、
全
く
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
論
証
が
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
次
元
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
べ
き

論
証
そ
の
も
の
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
性
格
規
定
を

「
前
貸
」
（
二
意
）
で
「
明
ら
か
に
し
た
」
結
論
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、

実
は
こ
の
「
前
稿
」
に
お
い
て
も
論
証
ら
し
い
論
証
は
見
当
た
ら
な
い
。
も

っ
と
も
、
著
者
は
本
章
で
も
二
章
で
も
、
一
悠
次
の
よ
う
な
主
張
は
述
べ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
宝
二
年
の
参
議
に
散
位
が
任
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

「
天
皇
の
諮
問
に
答
え
て
政
治
上
の
意
見
を
述
べ
る
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
何
よ
り
の
材
料
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
、
ど
う
し
て

散
位
の
任
用
が
参
議
の
非
合
議
的
性
格
を
推
測
せ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

評
者
に
は
そ
の
論
理
が
全
く
理
解
で
き
な
い
。
し
か
も
、
霜
は
あ
く
ま
で
大

宝
二
年
任
用
の
高
向
麻
呂
・
大
伴
安
麻
呂
を
散
位
ま
た
は
か
っ
て
長
く
散
位

で
あ
っ
た
者
と
看
敬
し
た
上
で
の
話
で
、
実
は
彼
ら
が
散
位
で
あ
っ
た
確
証

は
な
い
（
安
麻
呂
は
も
と
中
納
言
）
。
史
料
上
官
歴
不
詳
の
者
を
「
散
位
」
と

読
み
換
え
る
の
は
如
何
な
も
の
か
。
著
者
も
言
及
す
る
「
歴
登
記
」
に
は
参

議
任
命
に
つ
い
て
の
大
宝
二
年
認
が
引
か
れ
、
そ
こ
に
は
「
本
官
如
元
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
職
事
官
に
任
じ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ

の
一
句
を
ば
著
者
は
い
か
に
考
え
る
の
か
。
さ
ら
に
、
著
者
は
初
期
参
議
の

職
掌
を
組
す
も
の
と
し
て
、
「
野
薮
参
議
」
（
中
納
言
設
置
の
譲
文
）
を
あ
げ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
琴
芝
と
の
対
応
か
ら
「
待
問
」
・
「
参
議
」
の
二
字

句
に
分
け
て
読
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
参
議
を
創
設
当
初
か
ら
議
政
富
と

蕎
徹
す
通
説
的
見
解
（
粗
壁
の
指
摘
通
り
評
者
も
そ
の
見
解
を
襲
う
が
）
は
、

著
者
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
継
承
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
章
は
武
智
麻
呂
と
募
前
に
対
す
る
従
来
の
評
価
は
不
当
で
あ
り
、
実
際

に
は
一
貫
し
て
優
位
を
保
っ
た
嫡
子
武
智
麻
呂
が
名
実
と
も
に
不
比
重
の
後

継
者
で
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
る
に
、
房
前
が
県
犬
養
三
千
代
の
引
立
て
に

よ
っ
て
参
議
に
任
命
さ
れ
、
さ
ら
に
皇
親
勢
力
に
取
込
ま
れ
る
形
で
勲
臣
に

任
命
さ
れ
て
ゆ
く
申
で
、
不
快
感
を
募
ら
せ
た
武
智
麻
呂
が
長
屋
王
の
変
に

よ
っ
て
虜
前
を
封
じ
込
め
、
つ
い
に
は
自
ら
の
政
権
を
確
立
し
た
と
論
じ
る
。

「
凡
庸
・
温
良
な
貴
公
子
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
武
智
麻
呂
の
イ
メ
ー

ジ
に
あ
え
て
挑
み
、
こ
れ
を
覆
そ
う
と
し
た
点
は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
た
だ
、
家
伝
や
皇
紀
の
記
載
が
「
む
し
ろ
精
力
的
・
積
極
的
な
行
動
型

人
間
へ
と
成
長
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
点
は

如
何
か
。
こ
の
新
武
智
麻
呂
像
も
ま
た
通
説
同
様
、
著
者
が
述
べ
る
ほ
ど
に

は
「
十
分
な
」
史
料
的
裏
付
け
を
も
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
勢

前
と
皇
親
勢
力
と
の
関
係
や
武
智
麻
呂
の
「
不
快
感
」
に
つ
い
て
も
積
極
的

な
根
拠
に
欠
け
て
お
り
、
要
す
る
に
憶
測
の
域
を
出
て
い
な
い
。
総
じ
て
、
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著
者
の
武
智
麻
呂
復
権
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
が
逆
に
説
得
力
を
損
な
わ
し

め
る
結
果
を
招
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
三
章
は
平
安
初
期
に
議
所
（
宜
陽
殿
南
廟
）
が
天
皇
不
出
御
の
際
の
内
裏

に
お
け
る
公
卿
余
議
の
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
が
、
次
第
に
審
議
内
容
が
除

目
・
叙
位
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
摂
政
直
慮
の
頻
用
・
里
内

裏
の
出
現
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
を
空
洞
化
せ
し
め
、
陣
座
が
こ
れ
に
と
っ
て

替
わ
る
に
至
る
と
説
く
。
侯
議
（
陣
定
）
の
確
立
時
期
を
除
目
・
叙
位
の
審

議
が
議
所
か
ら
陣
座
に
持
ち
込
ま
れ
た
十
世
紀
半
ば
に
求
め
る
。
先
駆
的
な

研
究
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
議
所
か
ら
陣
営
へ
と
い
う
基
本
的
な
道
筋

を
提
起
し
て
い
る
こ
と
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
読
後
な
お
一
抹
の
不
安

は
拭
え
な
い
。
議
論
の
根
幹
た
る
「
議
所
1
1
公
卿
愈
議
の
揚
」
説
に
つ
い
て

史
料
的
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
議
所
が
当
初
か
ら
除
目

・
叙
位
の
た
め
だ
け
に
設
け
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
」
と
著
者
は
い
う
。
重

大
な
推
測
で
あ
る
が
根
拠
は
一
切
示
さ
れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
推
測
が
早

速
次
な
る
議
論
の
前
提
に
据
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
評
者
は
著
者
の

見
解
の
蓋
然
性
は
決
し
て
低
く
な
い
と
思
う
。
所
要
の
手
続
き
が
省
か
れ
て

い
る
点
が
不
満
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
議
所
の
案
件
が
「
除
匿
・
叙
位
に
限

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
（
略
）
人
事
権
の
掌
握
が
天
皇
権
力
の
中
枢
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
両
者
が
最
後
ま
で
議
所
の

案
件
と
し
て
残
っ
た
理
由
の
説
明
に
外
な
ら
ず
、
何
故
そ
の
他
の
案
件
が
陣

座
で
審
議
さ
れ
る
に
至
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
と
光
孝
朝
に
お
け
る
陣

座
の
公
卿
簸
議
の
場
と
し
て
の
定
着
・
常
態
化
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
、
今

一
つ
明
確
で
は
な
い
点
も
惜
し
ま
れ
る
。

　
四
章
・
五
章
は
面
子
の
変
は
前
代
以
来
の
譲
位
慣
例
化
の
過
程
で
、
未
だ

抑
制
さ
れ
ざ
る
上
皇
権
力
が
天
皇
権
力
と
対
立
し
た
事
件
で
あ
り
、
具
体
的

に
は
平
城
が
漁
燈
令
を
発
し
た
こ
と
に
よ
り
平
安
京
外
の
「
別
宮
」
（
平
城

宮
）
が
上
皇
権
力
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
、

嵯
蛾
は
こ
の
点
を
教
訓
と
し
て
、
京
内
に
後
宮
を
創
設
し
、
上
皇
権
力
の
抑

制
を
図
っ
た
と
論
じ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
院
の
原
形
・
母
胎
は
す
で
に
奈
良

時
代
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
院
司
や
後
年
領
の
源
流
も
こ
の
時
代
に

見
出
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
八
世
紀
以
来
の
皇
権
の
あ
り
方
こ
そ
が
薬

子
の
変
を
惹
起
せ
し
め
た
と
い
う
著
者
の
理
解
は
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
た

だ
、
嵯
峨
に
よ
る
後
院
の
創
設
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
。
何
故

な
ら
、
つ
と
に
橋
本
義
彦
氏
に
よ
っ
て
拾
介
抄
諸
氏
所
部
記
文
の
解
釈
に
基

づ
く
後
礫
嵯
峨
朝
点
定
説
は
疑
問
と
さ
れ
、
そ
の
制
は
仁
明
朝
初
年
に
至
っ

て
始
め
て
開
か
れ
た
と
す
る
推
定
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
著
老
は

こ
の
橋
本
説
に
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
か
り
に
嵯
峨
朝
に
後
院
が

点
定
さ
れ
た
と
し
て
、
こ
れ
が
何
故
「
上
皇
権
力
の
ひ
と
り
歩
き
を
制
限
」

す
る
こ
と
に
な
る
の
か
評
者
に
は
率
直
に
い
っ
て
理
解
し
づ
ら
い
。
著
者
は

そ
れ
が
「
内
裏
内
で
な
く
、
ま
た
京
外
で
も
な
く
、
藩
中
に
設
定
さ
れ
た
所

以
」
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
評
者
の
理
解
を
超
え
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
が
上
皇
権
力
を
抑
制
す
る
上
で
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て

い
る
の
か
。
今
少
し
詳
細
な
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
二
六
三
頁
十

五
行
目
の
『
続
日
本
紀
』
は
『
類
聚
国
史
』
ま
た
は
『
日
本
紀
略
』
の
誤
り

で
あ
ろ
う
。
付
註
に
つ
い
て
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

三

　
皿
部
に
移
ろ
う
。
一
章
は
平
安
京
の
平
面
構
成
は
当
初
宮
域
の
北
に
北
辺

部
を
擁
す
る
藤
原
京
型
（
第
一
次
平
安
京
）
で
あ
り
、
九
世
紀
末
の
元
慶
官

田
制
に
対
応
す
る
大
蔵
省
倉
庫
群
の
再
編
整
備
に
と
も
な
っ
て
宮
域
の
拡
張
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が
行
わ
れ
、
北
闘
型
（
第
二
次
平
安
京
）
と
な
っ
た
事
実
を
明
快
に
指
摘
し
、

さ
ら
に
こ
の
事
実
を
前
提
と
し
て
宮
門
や
北
辺
に
関
す
る
諸
問
題
を
有
機
的

・
整
合
的
に
解
決
し
た
著
名
な
論
文
。
従
来
、
平
安
京
の
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

は
、
鎌
倉
期
書
写
の
京
図
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
が
造
営
当
初
に
ま

で
遡
る
と
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
こ
の
何
人
も
疑
わ
な
か
ゆ

た
通
念
を
豊
富
な
文
献
史
料
を
駆
使
し
て
鮮
や
か
に
覆
し
て
み
せ
た
。
甚
だ

説
得
力
に
富
ん
だ
考
証
で
あ
り
、
指
摘
さ
れ
た
事
実
は
ほ
ぼ
動
か
し
が
た
い

と
思
わ
れ
る
。
平
安
京
研
究
史
上
画
期
的
な
発
見
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
か
く
し
て
、
造
営
当
初
の
平
安
京
が
藤
原
京
型
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

自
ず
と
平
城
京
・
長
岡
京
の
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
も
関
心
が
向
け
ら
れ
よ
う
。

現
に
著
者
は
こ
の
両
京
に
つ
い
て
も
「
基
本
的
に
は
藤
原
京
型
の
平
酒
構
成

を
と
っ
て
い
た
」
と
推
測
し
て
い
る
。
詳
論
を
期
待
し
た
い
。
た
だ
、
著
者

は
三
代
実
録
元
慶
8
・
8
・
2
8
条
を
史
料
的
根
拠
と
し
て
宮
域
拡
張
時
期
を

「
貞
観
か
ら
元
慶
に
か
け
て
の
頃
」
と
推
定
し
て
い
る
が
、
コ
兀
慶
に
か
け

て
ト
は
と
も
か
く
、
「
貞
観
か
ら
」
と
い
う
の
は
何
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
快
な
本
論
文
に
あ
っ
て
こ
の
点
だ
け
は
唯
一
不
満
に
思
わ
れ
る
。
角
田
文

衛
が
ほ
ぼ
著
者
の
説
に
拠
り
つ
つ
も
、
宮
域
拡
張
期
の
み
は
斉
衡
年
間
と
す

る
異
説
を
述
べ
て
い
る
（
『
国
史
大
辞
典
』
「
平
安
京
」
）
こ
と
も
こ
れ
と
関
連

す
る
の
で
あ
ろ
う
（
書
物
の
性
格
上
、
角
田
の
論
拠
も
提
示
さ
れ
て
い
な
い
）
。

こ
の
問
題
は
宮
域
拡
張
を
元
慶
官
田
制
と
結
び
つ
け
る
著
者
の
魅
力
的
な
見

解
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
や
は
り
史
料
的
根
拠
を
も
っ
て

補
強
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
二
章
は
藤
原
京
以
後
も
新
天
皇
即
位
に
伴
う
遷
宮
（
歴
代
遷
宮
）
が
慣
例

と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
説
く
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
宮
内
遷
宮
、
平
安

時
代
に
お
い
て
は
清
涼
殿
の
解
体
新
造
ま
た
は
鎮
祭
が
こ
れ
に
当
た
り
、
や

が
て
里
内
裏
の
出
現
・
一
般
化
に
よ
っ
て
終
焉
す
る
と
見
通
し
て
い
る
。
従

来
、
都
城
の
成
立
に
し
た
が
っ
て
歴
代
遷
宮
の
慣
行
も
途
絶
え
た
と
み
ら
れ

て
き
た
が
、
も
は
や
さ
よ
う
の
通
説
は
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宮
都

に
つ
い
て
は
「
新
訳
京
」
を
始
め
史
料
的
に
未
解
決
の
問
題
が
少
な
く
な
い

が
、
本
論
文
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
の
多
く
が
合
理
的
・
整
合
的
に
解
釈
さ
れ
う

る
点
も
魅
力
で
あ
る
。
ま
た
、
何
よ
り
平
安
初
期
に
至
っ
て
も
歴
代
遷
宮
が

「
国
家
檀
例
」
で
あ
り
、
「
古
往
今
来
」
の
「
故
実
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

事
実
の
指
摘
が
重
み
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、
か
か
る
「
恒
例
」
や
「
故
実
」

が
即
位
に
伴
う
も
の
と
し
て
八
・
九
世
紀
に
お
い
て
も
何
が
し
か
の
形
で
行

わ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
事
の
性
格
上
正
史
に
明
記
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
の
に
、
何
故
「
遷
宮
」
の
事
実
そ
の
も
の
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の

か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
も
生
じ
よ
う
。
ま
た
、
著
者
の
推
定
す
る
平
城
宮
内

の
遷
宮
と
競
在
の
遺
構
状
況
と
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
に
つ
い
て
も

具
体
的
な
指
摘
が
望
ま
れ
る
。

　
三
章
は
長
岡
・
平
安
両
京
へ
の
遷
都
に
際
し
、
和
気
清
麻
呂
が
一
貫
し
て

造
都
事
業
に
深
く
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
。
具
体
的
に
は
、
長
岡
遷
都
時

に
摂
津
大
夫
と
し
て
難
波
京
解
体
作
業
を
担
当
し
、
平
安
遷
都
時
に
は
長
岡

面
謁
の
建
策
や
造
都
の
助
言
を
行
い
、
の
ち
に
造
影
大
夫
に
も
就
任
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
者
の
揚
摘
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
論
旨
に
直

接
影
響
し
な
い
が
、
難
波
京
の
廃
止
を
副
都
制
の
廃
止
と
す
る
岸
俊
男
説
へ

の
著
港
の
批
判
は
岸
の
論
拠
を
十
分
な
理
由
を
も
っ
て
否
定
し
た
も
の
で
は

な
く
、
要
す
る
に
「
反
対
」
の
意
思
を
表
明
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
四
章
は
標
題
の
機
関
と
役
夫
に
つ
い
て
の
総
括
的
説
明
。

　
五
章
は
桓
武
天
皇
の
外
祖
母
土
師
真
妹
（
高
野
新
笠
の
母
）
に
対
す
る
大

枝
朝
臣
の
賜
姓
に
つ
い
て
の
推
論
。
土
師
氏
の
中
の
傍
流
た
る
真
妹
を
格
上
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げ
す
る
た
め
に
、
新
笠
の
大
枝
山
陵
に
因
ん
で
桓
武
が
追
賜
し
た
と
す
る
。

ま
た
、
光
仁
の
新
笠
に
対
す
る
高
野
朝
臣
の
賜
姓
に
つ
い
て
も
、
山
部
親
王

の
立
太
子
を
正
嶺
化
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
大
枝
朝
臣
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
新
装
の
故
地
に
因
む
と
す
る
説
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ

ば
桓
武
自
封
も
大
枝
を
故
地
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
論
文
は
か
か
る
学
説

の
論
拠
が
薄
弱
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
通
り
だ
と
思
う
が
、
著
者
の
結

論
に
し
て
も
論
拠
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
殊
に
、
薪
笠
の
命
に
よ
る
『
和

氏
譜
』
の
機
上
は
「
そ
れ
を
見
る
も
の
（
天
皇
）
に
、
こ
れ
ま
で
の
外
祖
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

に
対
す
る
扱
い
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
換
起
さ
せ
る
た
め
」
に
行
わ
れ
た

と
い
う
著
者
の
理
解
は
か
な
り
強
引
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
蒋
和
朝
距
氏
の

「
同
族
」
和
野
幌
が
高
野
山
陵
所
在
の
添
下
郡
大
領
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
評

し
て
、
高
野
朝
臣
の
賜
姓
に
つ
い
て
も
「
桓
武
が
母
新
笠
を
介
し
て
聖
武
皇

統
に
連
な
る
た
め
の
擬
制
的
措
概
」
で
あ
っ
た
と
著
者
は
主
張
す
る
が
、
か

よ
う
に
重
大
な
結
論
を
導
く
に
し
て
は
余
り
に
も
論
理
の
糸
が
細
す
ぎ
る
と

思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
六
章
は
平
安
右
京
の
衰
微
と
鴨
東
・
北
郊
の
市
街
地
化
に
伴
い
、
朱
雀
大

路
が
「
西
朱
雀
」
、
東
京
極
大
路
（
二
条
大
路
以
北
）
が
「
東
朱
雀
大
路
」
、

鴨
川
（
原
）
が
「
朱
雀
河
（
原
）
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
多
様

の
史
料
に
も
と
づ
い
て
的
確
に
指
摘
し
、
「
平
安
京
か
ら
京
都
へ
、
古
代
都

布
か
ら
中
世
都
市
へ
」
の
推
移
を
読
み
と
る
。
有
益
な
掌
篇
で
あ
る
。

四

　
W
部
の
二
論
文
に
つ
い
て
。
一
章
は
標
題
の
法
令
に
つ
い
て
の
新
し
い
理

解
を
示
す
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
令
は
賦
役
令
歳
役
条
に
代
替
関
係
を

も
っ
て
規
定
さ
れ
る
力
役
と
輸
庸
の
両
者
を
各
々
分
立
せ
し
め
た
点
に
立
法

の
意
図
が
あ
る
と
い
う
。
庸
の
半
減
が
前
提
と
な
る
と
は
い
え
、
こ
れ
で
は

か
な
り
の
負
担
増
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
は
二
十
日
未
満
の
力
役
に
つ
い
て

も
有
償
（
功
稲
支
給
）
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
考
慮
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
示
す
根
拠
は
何
も
な
い
。
著
者
自
身
は
さ

ほ
ど
意
識
し
て
い
な
い
が
、
本
来
無
償
の
力
役
が
有
償
化
さ
れ
た
と
い
う
の

は
実
は
重
大
な
修
正
で
は
あ
る
ま
い
か
。
該
法
令
が
そ
の
こ
と
に
全
く
ふ
れ

て
い
な
い
の
は
い
か
に
も
不
審
で
あ
る
。
著
者
は
有
償
で
あ
る
こ
と
が
「
省

略
さ
れ
て
い
る
」
可
能
性
を
指
摘
す
る
が
、
省
略
さ
れ
る
よ
う
な
事
柄
で
は

あ
る
ま
い
。
ま
た
、
か
り
に
有
償
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
際
の
「
功
稲
」

と
二
十
臼
以
上
に
及
ん
だ
場
合
の
「
公
爵
」
（
法
令
に
明
記
）
と
の
関
係
に
つ

い
て
も
釈
然
と
し
な
い
。
さ
ら
に
、
何
故
こ
の
よ
う
な
力
役
・
輸
庸
の
分
立
、

力
役
の
有
償
化
と
い
う
重
大
な
修
正
が
こ
の
晴
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
、
こ
れ
ま
た
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
通
説
克
服
の
姿
勢
と
意
欲
は
十

分
窺
え
る
と
し
て
も
、
説
得
力
に
欠
け
る
嫌
い
な
し
と
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
二
章
は
雇
役
か
ら
臨
時
雑
役
へ
の
展
開
過
程
に
客
作
瓦
役
を
位
置
づ
け

る
。
客
平
冠
役
と
は
雇
役
（
造
部
署
）
に
代
納
を
取
り
入
れ
た
力
役
制
度
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
雇
役
の
地
域
的
限
界
が
克
服
さ
れ
、
二
宮
役

の
全
国
的
賦
課
が
可
能
と
な
り
、
臨
時
雑
役
成
立
の
素
地
が
形
成
さ
れ
る
と

説
く
。
雇
役
の
弱
体
化
を
う
け
て
客
作
児
役
が
出
現
す
る
と
い
う
指
摘
は
有

益
な
問
題
提
起
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
多
様
な
力
役
を
含
む
血
斑
雑
役
の
源
流

を
雇
役
（
造
宮
役
）
と
の
み
限
定
す
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理
で
は
な
か
ろ
う

か
。

五

（92・　9）

最
後
に
、
本
書
全
体
を
通
し
て
気
の
付
い
た
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
先
　
瑠



づ
、
第
「
に
、
著
者
は
藩
老
の
説
に
さ
ほ
ど
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
か
に
見

受
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
に
と
っ
て
も
読
者
に
と
っ
て
も
不
利

益
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
著
者
は
随
処
で
「
通
説
」
を
批
判
す
る
が
、
そ
れ

が
通
説
で
あ
る
こ
と
を
何
ら
か
の
論
著
で
も
っ
て
示
す
こ
と
は
あ
ま
り
し
な

い
。
ま
た
、
論
文
に
よ
っ
て
は
、
当
然
参
照
さ
る
べ
き
先
行
学
説
の
全
て
が

カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
説
と
の
異
同
を
明
確

に
示
す
べ
き
場
合
で
も
比
較
的
あ
っ
さ
り
か
わ
し
て
し
ま
う
点
も
気
に
な
る
。

例
え
ば
、
1
部
一
章
の
光
明
立
后
の
意
図
に
関
す
る
限
り
、
河
内
祥
輔
と
見

解
を
等
し
く
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
聖
武
天
皇
側
に
視
点
を
お
い
て
新

し
い
解
釈
を
出
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
の
論
旨
や
意
味
づ
け
に
は
従
え
な

い
」
と
簡
単
に
述
べ
る
の
み
で
、
具
体
的
に
河
内
と
ど
う
切
り
結
ぶ
の
か
明

ら
か
で
は
な
い
。
他
説
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
は
、
本
書
を
編
む
段
階
で
の

最
新
の
関
係
論
文
へ
の
言
及
も
一
切
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
こ
の
種
の

論
文
集
で
は
必
ず
し
も
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
評
者
の

希
望
と
し
て
は
や
は
り
補
注
・
補
記
な
ど
で
ふ
れ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。

　
第
二
に
、
史
料
的
根
拠
を
欠
く
直
感
的
叙
述
が
目
に
付
く
点
で
あ
る
。
著

者
自
身
率
直
に
「
確
証
は
な
い
が
」
と
か
「
史
料
的
な
根
拠
は
見
出
せ
な
い

が
」
な
ど
と
前
置
き
す
る
場
合
も
あ
る
。
も
と
よ
り
、
例
え
ば
人
物
の
心
理

や
情
念
あ
る
い
は
動
機
な
ど
、
史
料
と
し
て
明
確
に
顕
れ
に
く
い
も
の
に
つ

い
て
は
超
歴
史
的
な
感
覚
の
援
用
も
あ
る
程
度
や
む
を
え
ま
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
叙
述
が
論
旨
の
中
で
主
要
な
位
置
を
占
め
れ
ば
占
め
る
ほ
ど
論

文
と
し
て
の
説
得
力
が
確
実
に
減
退
し
て
ゆ
く
こ
と
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
史
料
解
釈
に
不
満
の
残
る
場
合
が
｝
再
な
ら
ず
あ
る
点
で
あ
る
。

皿
部
一
章
で
の
著
者
の
巧
み
な
史
料
操
作
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
力

が
全
篇
に
亙
っ
て
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
の
飛
躍
や
独
断
的
結
論
の
危
険
を
自
ず
か
ら
招
い
て

い
る
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
史
料
で
は
な
い
が
、
著
者
が

多
用
す
る
「
腹
臣
」
（
腹
心
の
臣
下
の
意
か
）
な
る
言
葉
が
気
に
な
っ
た
。
評

者
の
不
勉
強
で
あ
れ
ば
お
詫
び
す
る
が
、
さ
よ
う
の
用
例
を
寡
聞
に
し
て
知

ら
な
い
。
同
じ
く
「
断
辞
す
る
」
も
本
来
誤
用
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
不
本
意
に
も
多
く
批
判
的
な
言
辞
を
列
ね
て
き
た
が
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
評
者
は
な
お
本
書
を
魅
力
的
な
書
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

そ
れ
は
何
よ
り
も
、
著
者
が
通
説
に
果
敢
に
挑
み
、
そ
れ
ら
に
堂
々
と
対
峙

し
て
、
実
に
大
胆
な
仮
説
を
提
示
す
る
点
で
見
事
に
一
貫
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
本
書
は
か
か
る
意
味
で
奈
良
平
安
期
政
治
史
に
つ
い
て
の
大
い
な
る

仮
説
の
書
で
あ
る
。
通
説
に
泥
ん
で
容
易
に
脱
す
る
こ
と
も
か
な
わ
ぬ
評
者

に
と
っ
て
は
読
後
一
種
爽
快
で
も
あ
っ
た
。
こ
ち
た
き
議
論
は
さ
て
お
き
、

本
書
の
魅
力
は
著
者
の
挑
戦
的
・
創
造
的
精
神
が
全
巻
に
遺
憾
な
く
発
露
さ

れ
て
い
る
点
に
こ
そ
存
す
る
と
思
う
。
こ
の
点
を
強
調
し
て
欄
筆
す
る
。
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