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本
書
は
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
論
考
を
ま
と
め
た
論
文
集
で

あ
り
、
院
政
の
政
務
に
つ
い
て
の
単
著
と
し
て
は
研
究
史
上
最
初
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
五
味
文
彦
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』

（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
）
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
平
安
後
期
か
ら
鎌

倉
時
代
に
か
け
て
の
社
会
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
社
会
か
ら
中

世
社
会
へ
の
歴
史
的
転
換
期
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
視
点
が
暗
黙
の
前

提
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
書
は
、
「
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
の

院
政
を
一
貫
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
」
（
二
八
三
頁
）
意
図
の
下
に
、
公
卿

議
定
制
・
院
伝
奏
・
関
東
申
次
・
朝
廷
裁
判
な
ど
を
分
析
し
、
こ
の
時
期
の

政
務
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
書
は
院
政

を
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
の
政
務
の
変
遷
と
し
て
分
析
し
た
政
治
構
造

論
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
書
の
特
徴
で
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
に
問
題
点
と
今
後

の
課
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

一

本
書
の
構
成
と
そ
の
初
出
年
次
を
整
理
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
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問
題
の
所
在
～
院
政
の
研
究
史

平
安
時
代
の
政
務
と
そ
の
変
遷

公
卿
議
定
制
か
ら
見
る
院
政
の
成
立

公
卿
議
定
制
の
類
型
と
そ
の
性
格

寺
社
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見
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院
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摂
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治
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冒
次
と
成
稿
一
覧
か
ら
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
経
過
を
み
る
と
、
最
初

に
鎌
倉
期
の
院
政
論
を
と
り
あ
げ
関
東
申
次
と
院
伝
奏
と
の
区
別
を
明
確
に

し
政
務
の
実
態
を
解
明
し
た
（
七
章
部
分
）
。
つ
づ
い
て
鎌
倉
期
の
院
評
定

制
の
起
点
と
し
て
院
御
所
議
定
制
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
と
太
政
官
政
治
で

の
公
卿
評
定
制
で
あ
っ
た
陣
定
と
の
歴
史
的
な
相
違
が
な
に
か
を
明
確
に
し

な
が
ら
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
に
お
け
る
公
卿
議
定
制
の
多
様
性
を
分
析
（
二

章
部
分
）
し
、
さ
ら
に
院
政
期
の
政
治
構
造
全
体
像
を
見
逓
す
（
六
章
部

分
）
。
そ
の
う
え
で
研
究
史
の
薄
か
っ
た
里
雪
河
院
政
か
ら
後
嵯
峨
院
政
期

に
つ
い
て
分
析
し
政
務
の
変
遷
を
在
宅
諮
問
・
議
奏
公
卿
・
院
評
定
へ
と
い

う
シ
ェ
ー
マ
に
仕
上
げ
る
（
八
章
部
分
）
。
最
後
に
、
院
政
と
寺
社
権
門
と

の
関
係
を
分
析
し
、
政
治
史
や
社
会
構
造
論
へ
の
関
連
を
検
討
す
る
（
四
章

部
分
）
。
こ
れ
以
外
の
｝
章
部
分
は
評
者
の
『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』

（
校
倉
書
房
）
へ
の
批
判
、
三
章
は
坂
本
賞
三
・
安
原
功
両
氏
へ
の
批
判
、

五
章
が
再
度
坂
本
批
判
と
な
っ
て
お
り
、
論
争
を
通
じ
て
自
説
の
確
認
と
補

強
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
著
者
の
研
究
は
鎌
倉
期
の
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院
政
研
究
か
ら
院
伝
奏
や
院
御
所
評
定
制
の
重
要
性
を
抽
出
し
、
そ
の
起
点

と
し
て
平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
公
卿
議
定
制
の
多
様
な
在
り
方
を
発
見
し
、

再
度
鎌
倉
期
の
院
政
に
も
ど
っ
て
政
務
の
在
り
方
1
1
公
卿
議
定
制
の
変
遷
史

を
再
構
成
し
た
と
い
う
研
究
の
軌
跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
研
究
の
進
展

が
論
理
的
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
論
争
に
お
い

て
も
相
手
の
主
張
を
正
確
に
と
ら
え
、
真
摯
に
誠
実
に
問
題
を
掘
り
下
げ
よ

う
と
す
る
姿
勢
は
好
感
が
も
て
る
。
鍛
近
刊
行
さ
れ
る
研
究
書
の
中
に
は
、

研
究
史
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
ず
、
先
学
の
研
究
と
自
己
の
独
自
の
部
分
と
を

区
別
す
る
こ
と
の
な
い
曖
昧
な
も
の
が
ま
ま
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

「
シ
ー
ザ
ー
の
も
の
は
シ
ー
ザ
ー
へ
」
と
い
う
研
究
者
の
倫
理
が
問
わ
れ
る

時
代
だ
け
に
、
著
者
の
論
争
の
姿
勢
を
含
め
て
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い
と
い
え

よ
う
。

　
以
上
か
ら
、
本
書
の
骨
格
が
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
の
院
政
を
政
務
1
1

公
卿
議
定
制
の
変
遷
史
と
し
て
分
析
し
て
み
せ
た
二
章
・
七
章
・
八
章
に
あ

り
、
そ
の
政
務
の
在
り
方
が
ど
の
よ
う
な
政
治
構
造
や
社
会
構
造
と
関
連
し

て
い
た
か
に
つ
い
て
分
析
し
た
四
章
・
六
章
が
そ
の
展
開
部
分
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
著
者
の
主
張
す
る
要
旨
を
紹
介
し
、
研
究
史
上
の

意
義
に
つ
い
て
私
見
を
記
す
こ
と
に
し
よ
う
。

2

　
本
書
の
第
一
の
研
究
成
果
と
特
徴
は
、
摂
関
政
治
か
ら
鳥
羽
院
政
期
に
お

い
て
、
こ
れ
ま
で
陣
定
を
中
心
に
検
討
さ
れ
て
き
た
公
卿
議
定
制
に
つ
い
て
、

現
任
公
卿
の
出
席
を
原
則
と
し
た
陣
定
と
そ
れ
以
外
の
場
で
の
議
定
（
御
前

定
・
殿
上
定
・
院
御
前
定
・
院
殿
上
定
・
殿
下
直
盧
定
・
殿
下
定
）
と
の
区

別
を
明
確
に
し
、
後
者
に
は
摂
関
の
出
席
、
招
集
公
卿
の
選
定
、
前
官
の
出

席
が
み
ら
れ
る
こ
と
（
八
一
頁
）
、
｝
一
〇
七
年
堀
川
天
皇
の
死
去
と
と
も

に
院
御
所
議
定
（
還
御
前
諾
・
院
殿
上
定
）
が
家
政
的
次
元
を
こ
え
た
国
政

上
の
問
題
を
あ
つ
か
う
最
高
審
理
機
関
に
な
っ
た
こ
と
（
七
一
頁
）
。
し
か

も
、
陣
定
が
太
政
官
議
政
官
会
議
の
性
格
を
長
く
維
持
し
た
（
四
六
頁
）
の

に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
議
定
が
太
政
官
政
治
の
形
式
を
払
拭
し
た
中
世
的

な
公
卿
評
定
の
形
式
で
あ
っ
た
（
五
〇
頁
）
こ
と
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
美
川
説
に
対
し
て
、
天
皇
が
臨
席
し
た
御
前
定
と
し
て
の
昼
御
座
定
が

あ
っ
た
と
す
る
安
原
功
・
坂
本
賞
三
両
氏
の
説
が
提
起
さ
れ
た
。
三
章
は
こ

の
両
氏
へ
の
批
判
か
ら
、
殿
上
定
に
は
天
皇
は
原
則
と
し
て
出
席
し
な
い
も

の
と
し
、
御
前
も
空
間
概
念
で
あ
り
天
皇
直
属
会
議
と
し
て
の
性
格
（
九
五

頁
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
坂
本
氏
は
、
さ
ら
に
一
人
諮
問
説
と

堀
河
死
後
の
白
河
院
政
下
で
は
そ
れ
ま
で
殿
上
定
で
行
わ
れ
て
い
た
国
家
大

事
が
院
殿
上
定
で
審
議
さ
れ
る
と
い
う
天
皇
・
院
と
の
分
掌
説
を
提
起
し
た
。

五
章
は
坂
本
説
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
人
心
門
は
内
覧
の
職
掌

で
あ
り
、
国
家
大
事
を
め
ぐ
る
分
掌
説
に
つ
い
て
も
安
原
功
説
に
基
づ
き
な

が
ら
、
院
政
期
に
お
い
て
も
国
家
大
事
の
叙
位
除
目
は
御
前
定
か
殿
下
直
盧

定
、
改
元
・
伊
勢
神
宮
は
否
定
、
寺
社
強
訴
は
多
様
な
定
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
自
説
を
補
強
す
る
。
国
家
大
事
と
小
事
が
院
と
天
皇
に
分
担
さ
れ
て
い

た
と
す
る
坂
本
説
が
な
り
た
た
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
よ
、

う
と
し
た
石
井
進
説
を
も
批
判
す
る
。
一
章
で
は
、
評
者
の
説
に
つ
い
て
摂

関
・
院
政
期
に
陣
定
が
「
衰
退
」
し
た
と
主
張
し
て
い
る
と
し
て
、
後
白
河

院
政
期
に
つ
い
て
は
同
意
で
き
る
が
、
摂
関
期
に
つ
い
て
は
陣
定
が
公
卿
議

定
制
と
し
て
機
能
し
て
お
り
井
原
説
は
当
た
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
と
論
争
を
通
じ
て
、
橋
本
義
彦
・
土
田
直
鎮
・
藤
木
邦
彦

ら
諸
氏
の
摂
関
期
の
陣
定
論
と
棚
橋
光
男
氏
の
提
起
し
た
院
政
期
の
陣
定
論
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評書

と
の
相
違
点
と
問
題
点
が
明
確
に
な
り
、
太
政
官
政
治
と
し
て
の
陣
門
と
、

中
世
的
政
治
形
態
で
あ
る
院
政
下
の
公
卿
議
定
で
あ
る
「
陣
定
以
下
の
多
様

な
議
定
」
と
の
歴
史
的
な
差
異
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
美
川
説
の
研
究
史
上
で
果
た
し
た
大
き
な
役
割
は
こ
の
点

に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
公
卿
議
定
制
の
多
様
な
姿
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
、

こ
の
美
川
説
が
学
界
の
共
有
財
産
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と

思
う
。

　
第
一
　
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
た
後
白
河
院
政
か
ら

院
評
定
制
に
代
表
さ
れ
る
後
嵯
峨
院
政
や
聴
断
制
の
後
宇
多
院
政
に
塁
る
ま

で
、
公
卿
議
定
制
の
変
遷
を
一
貫
し
た
論
理
で
説
明
す
る
政
治
構
造
論
を
明

確
に
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
著
者
に
よ
る
と
、
後
白
河
院
政
期
は
陣
定
が
衰
退
し
、
院
御
所
議
定
が
そ

れ
に
と
っ
て
代
わ
る
以
前
の
時
期
で
あ
り
、
そ
こ
で
然
る
べ
き
人
に
諮
問
す

る
在
宅
諮
問
が
一
般
化
し
た
。
諮
問
に
つ
い
て
意
見
を
奏
上
す
る
議
奏
公
卿

を
頼
朝
が
指
名
し
た
制
度
は
、
一
部
の
現
任
公
卿
の
み
を
指
定
し
彼
等
に
多

く
の
知
行
国
を
与
え
て
院
の
専
制
を
製
歯
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
が
、
逆

に
貴
族
層
の
分
裂
を
生
み
九
条
兼
実
に
よ
っ
て
陽
葉
さ
れ
文
治
記
録
所
が
設

置
さ
れ
た
（
二
五
二
頁
）
。
こ
の
時
代
、
頼
朝
に
よ
り
院
伝
奏
と
は
別
に
吉

田
女
房
の
よ
う
な
関
東
申
次
が
創
設
さ
れ
て
お
り
、
女
房
伝
奏
が
定
着
す
る

後
鳥
羽
院
政
下
で
は
坊
門
信
清
・
西
園
寺
公
経
が
関
東
申
次
と
な
り
、
承
久

の
乱
後
は
九
条
道
家
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
。
後
嵯
峨
院
政
開
始
に
よ

る
関
東
申
次
の
編
成
換
え
は
、
後
嵯
峨
院
に
よ
る
道
家
の
権
限
削
減
策
で
あ

っ
た
と
い
う
佐
藤
進
　
説
を
批
判
し
、
道
家
が
実
子
実
直
を
申
次
に
就
任
さ

せ
て
西
園
寺
実
母
の
就
任
を
阻
止
し
た
も
の
と
す
る
（
二
〇
四
頁
）
。
後
嵯

峨
院
政
の
院
評
定
や
後
宇
多
院
政
の
聴
断
制
も
、
橋
本
・
佐
藤
説
の
よ
う
に

院
の
専
制
を
抑
制
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
権
門
の
本
所
裁
判
権
と
と
も
に

相
互
に
補
完
し
つ
つ
院
へ
の
権
力
集
中
を
促
進
し
た
（
二
五
三
頁
）
と
す
る
。

　
議
奏
公
卿
や
院
伝
奏
な
ど
に
つ
い
て
は
本
郷
氏
と
の
論
争
が
あ
る
が
、
議

奏
に
つ
い
て
は
本
郷
氏
自
身
が
認
め
た
ご
と
く
（
噸
歴
史
学
研
究
師
六
九
二

頁
）
、
著
者
の
理
解
に
誤
り
は
な
い
。
関
東
申
次
と
院
伝
奏
を
明
確
に
区
別

し
て
議
論
し
た
の
も
著
者
が
最
初
で
あ
り
、
大
き
な
前
進
面
を
切
り
開
い
た
。

ま
た
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
政
治
権
力
の
専
制
化
が
い
わ
れ

て
い
た
が
、
そ
れ
が
鎌
倉
前
期
か
ら
の
院
政
の
変
遷
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
解
明
し
て
お
り
、
今
後
の
朝
廷
政
治
史
研
究
に
新

局
面
を
切
り
開
い
た
功
績
は
大
き
い
。

　
第
三
の
成
果
と
特
徴
は
、
旧
来
の
太
政
窟
政
治
の
機
能
が
衰
退
す
る
な
か

で
、
侮
故
、
院
の
主
導
権
や
院
へ
の
権
力
集
中
が
進
行
す
る
か
、
そ
の
社
会

的
歴
史
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
解
明
の
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

著
者
に
よ
る
と
、
鳥
羽
院
政
後
期
か
ら
は
太
政
官
の
裁
判
機
能
が
大
き
く
後

退
を
余
儀
な
く
さ
れ
（
＝
ハ
九
頁
）
、
そ
れ
と
は
別
系
統
で
白
河
・
鳥
羽
院

政
期
に
院
庁
や
摂
関
家
を
中
心
に
本
所
の
裁
判
機
能
が
成
長
し
て
お
り
（
一

七
五
頁
）
、
後
白
河
院
政
で
は
皇
霊
沙
汰
が
院
庁
に
お
け
る
二
本
能
間
、
国

司
・
本
所
間
相
論
を
審
議
し
て
い
た
と
す
る
。
し
か
も
、
寺
社
強
訴
や
騒
乱

で
の
軍
事
的
対
応
が
必
要
と
な
る
事
件
は
国
家
大
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
院
御

所
議
定
で
審
議
さ
れ
た
。
院
政
下
の
特
微
と
さ
れ
る
こ
う
し
た
事
件
は
、
下

か
ら
の
社
会
矛
盾
の
問
題
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
院
に
よ
る
寺
社
統
制
策

の
ひ
と
つ
と
し
て
院
と
上
級
僧
侶
と
の
入
的
関
係
に
お
け
る
人
事
介
入
が
事

件
の
発
端
に
な
っ
て
い
た
（
＝
　
五
頁
）
と
い
う
。
院
の
関
係
し
た
事
件
で

あ
る
が
ゆ
え
に
院
の
責
任
で
解
決
が
な
さ
れ
る
と
い
う
論
理
（
＝
…
三
頁
）

に
よ
っ
て
、
院
の
主
導
権
が
表
面
化
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
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著
者
は
本
書
の
中
で
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
治
制
度
研
究
で
は
や
や
無
目

的
と
も
い
え
る
制
度
の
詳
細
が
研
究
さ
れ
る
傾
向
が
一
部
に
み
ら
れ
る
」

（
二
二
四
頁
）
と
い
う
学
界
批
判
を
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
が
あ

れ
ば
こ
そ
、
院
政
下
の
政
務
の
変
遷
を
分
析
し
な
が
ら
、
そ
れ
の
み
を
密
己

目
的
化
す
る
こ
と
な
く
、
院
の
権
力
集
中
の
時
代
背
景
と
社
会
的
原
因
を
究

明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
の
分
析
か
ら
一

つ
の
制
度
や
現
象
を
指
摘
す
る
こ
と
は
だ
れ
で
も
が
な
し
う
る
が
、
そ
れ
が

如
何
な
る
理
由
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
相
互
の
連
関
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
院
政
期
は
中
世
社
会
へ
の
転
換
期
で
あ
り
、
国

家
機
関
の
み
の
分
析
で
は
社
会
の
全
体
像
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

著
者
が
、
権
門
寺
社
や
摂
関
家
な
ど
本
所
権
力
に
つ
い
て
も
目
配
り
を
忘
れ

て
い
な
い
こ
と
の
成
果
と
も
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
拙
い
紹
介
に
よ
っ
て
も
、
摂
関
政
治
か
ら
後
嵯
峨
・
後
宇
多
院
政

に
至
る
中
世
の
朝
廷
政
治
形
態
や
公
家
政
治
構
造
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者

に
と
っ
て
、
本
書
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
必
読
文
献
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
う

な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
説
明
や
論
証
が
不
足
し
理
解
し
に
く
か
っ
た
点
が
二
、
三
あ
る
の

で
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

3

　
そ
の
一
つ
は
『
後
二
条
関
白
記
』
寛
治
七
年
三
月
三
日
条
を
め
ぐ
る
解
釈

論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
白
河
院
が
内
大
臣
藤
原
師
実
に
荘
園
整
理
令
の
対
象

に
つ
い
て
諮
問
し
た
も
の
で
、
そ
の
関
連
史
料
が
ま
っ
た
く
な
い
た
め
、
白

河
院
や
摂
関
家
の
対
応
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
未
解
明
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
難

問
で
あ
る
（
坂
本
賞
三
『
荘
園
制
成
立
と
王
朝
国
家
」
三
〇
〇
頁
塙
書
房
、

同
「
寛
治
七
年
荘
園
整
理
の
議
と
そ
の
背
景
」
「
古
代
文
化
」
三
七
1
一
二
、

一
九
八
五
）
。
著
者
は
、
翌
八
年
十
月
三
十
日
に
「
先
内
裏
可
作
哉
曲
事
」

が
殿
上
定
に
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
白
河
院
は
内
裏
造
営
－
荘
園
整

理
の
実
施
を
計
画
し
、
摂
関
家
側
は
公
卿
議
定
の
支
持
を
得
な
が
ら
内
裏
造

営
を
伊
勢
神
宮
遷
宮
終
了
ま
で
延
期
し
よ
う
と
し
て
対
立
し
て
い
た
と
い
う

仮
説
を
提
起
し
た
（
六
七
～
六
九
頁
）
。
確
か
に
、
頭
言
置
仲
が
荘
園
整
理

に
反
対
し
た
と
い
う
解
釈
の
坂
本
説
よ
り
は
説
得
的
で
あ
る
。
こ
と
に
、
白

河
院
に
よ
る
寛
治
七
年
荘
園
整
理
の
議
が
、
内
裏
造
営
の
議
と
セ
ッ
ト
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
は
卓
見
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
説
得
性
が
高

い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
白
河
院
と
摂
関
家
と
の
路
線
対
立
を
も
想
定
す
る

こ
と
は
読
み
込
み
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
著
者
は
「
寛
治
七
（
【
〇
九
三
）
年
頃
に
な
る
と
摂
関
は
政
治
の
主
導
権

を
ほ
ぼ
手
中
に
し
て
い
た
」
（
六
七
頁
）
と
い
う
認
識
が
あ
る
た
め
に
こ
う

し
た
判
断
を
し
た
も
の
と
思
う
。
し
か
し
、
『
中
右
記
』
『
後
二
条
関
白
記
』

に
よ
る
と
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
か
ら
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
に
か
け

て
、
前
代
か
ら
連
続
す
る
内
裏
焼
失
と
再
建
の
繰
り
返
し
、
そ
の
う
え
伊
勢

遷
宮
な
ど
が
重
な
っ
て
諸
国
召
物
・
所
課
や
役
工
夫
の
負
担
が
連
続
し
、
諸

国
亡
弊
巨
諸
国
の
地
方
財
政
圧
迫
に
よ
り
受
領
層
が
役
工
夫
不
承
引
や
不
弁

済
の
国
解
を
提
畠
し
、
そ
の
不
当
を
訴
え
る
造
営
使
解
が
太
政
官
・
行
事
所

に
集
中
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
に
は
越
中
国
石

黒
荘
に
天
皇
の
仰
せ
な
し
に
院
宣
に
よ
り
宣
旨
を
発
し
（
『
拙
著
』
一
六
八

頁
）
、
美
濃
国
法
勝
寺
住
人
に
よ
る
伊
勢
使
凌
礫
事
件
で
は
行
事
弁
が
内
覧

と
院
奏
の
み
で
執
行
し
て
い
た
（
『
同
』
二
一
五
頁
）
。
政
治
的
危
機
が
進
展

す
る
な
か
で
、
院
と
摂
関
家
と
の
共
同
執
行
の
側
面
を
見
落
と
し
て
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
路
線
対
立
説
に
は
説
明
が
い
ま
一
つ
不
足
な
よ
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評轡

う
に
思
う
。
今
後
の
関
係
史
料
の
発
見
を
待
っ
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　
そ
の
二
は
、
院
御
所
議
定
の
最
高
審
理
機
関
と
い
う
性
格
規
定
に
つ
い
て

で
あ
る
。
著
者
は
荘
園
権
門
の
個
別
利
害
を
調
整
す
る
役
割
を
果
た
し
た
陣

定
は
院
政
期
に
は
そ
の
地
位
を
ほ
と
ん
ど
放
棄
し
た
と
指
摘
す
る
（
六
　

頁
）
。
「
院
御
所
議
定
は
三
二
や
摂
関
の
も
と
で
の
殿
下
議
定
、
殿
下
直
盧
議

定
の
上
に
位
置
す
る
朝
廷
の
最
高
審
理
機
関
と
な
っ
た
」
と
す
る
（
六
二

頁
）
。
院
政
に
と
っ
て
、
多
く
の
多
様
な
公
卿
議
定
制
の
中
に
あ
っ
て
院
御

所
議
定
こ
そ
が
最
高
の
審
理
機
関
で
、
そ
の
評
価
に
軽
重
の
差
が
あ
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
「
国
家
大
事
す

べ
て
が
議
定
に
お
い
て
内
裏
殿
上
（
御
前
）
定
か
ら
院
殿
上
定
に
移
っ
た
な

ど
と
い
う
事
実
は
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国
家
大
事
と
さ
れ
る
も
の

の
多
く
が
、
意
外
な
ほ
ど
院
政
の
確
立
後
も
内
裏
つ
ま
り
天
皇
の
も
と
で
審

議
さ
れ
て
い
る
」
（
一
五
一
頁
）
と
指
摘
す
る
。
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
院

政
下
で
の
多
様
な
議
定
糊
が
併
存
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
主
張
の
揺
れ
ば
、
院
御
所
議
定
制
の
確
立
時
期
に
つ
い
て
の
叙

述
に
も
み
え
る
。
「
院
御
所
議
定
の
確
立
に
端
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
鳥
羽

即
位
後
（
堀
河
死
後
）
の
院
政
の
確
立
」
（
＝
一
五
頁
）
と
か
、
「
後
三
条
親

政
以
降
は
陣
定
か
ら
こ
れ
以
外
の
議
定
へ
の
変
化
が
う
か
が
わ
れ
る
」
（
一

五
一
頁
）
と
い
う
表
現
か
ら
す
れ
ば
、
著
者
は
後
三
条
・
白
河
院
政
下
で
院

御
所
議
定
が
確
立
し
た
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

他
方
で
は
「
院
政
期
に
な
る
と
そ
の
前
半
期
（
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
）
に
は

陣
定
も
所
領
相
論
を
中
心
と
し
た
訴
訟
問
題
を
扱
っ
て
い
た
よ
う
に
実
質
的

な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
が
、
次
第
に
従
来
の
律
令
制
下
の
議
政
窟
会
議
の

性
格
を
払
拭
し
た
形
式
の
議
定
（
御
前
定
・
殿
上
定
・
院
御
所
議
定
・
在
宅

諮
問
な
ど
）
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
る
」
（
三
五
頁
）
と

述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
で
は
ま
だ
陣
定
が
実
質
的
機
能

を
も
っ
て
い
た
と
す
る
。
院
御
所
議
定
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に
、
「
後
白
河
院
政
期
に
な
る
と
雄
図
の
機
能
は
衰
退
し
、
前
代

の
役
割
を
果
た
し
え
な
く
な
っ
て
お
り
、
院
御
所
議
定
が
そ
の
機
能
を
吸
収

す
る
態
勢
も
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
」
（
二
二
三
頁
）
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、

後
白
河
院
政
下
に
お
い
て
も
院
御
所
議
定
が
陣
定
の
機
能
に
と
っ
て
か
わ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
結
局
、
著
者
の
主
張
は
、
陣
門
に
か
わ
る

そ
れ
以
外
の
多
様
な
公
卿
議
定
制
へ
の
移
行
と
い
う
点
で
は
整
合
性
が
と
れ

て
い
る
も
の
の
、
院
政
下
の
多
様
な
公
卿
議
定
制
の
中
に
お
け
る
院
御
所
議

定
の
評
価
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
多
少
の
未
整
理
・
混
乱
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
、
著
者
が
公
家
政
治
構
造
を
院
政
の
み
に
代
表
さ
せ
、
天
皇
親
政

や
摂
関
政
治
を
も
含
ん
だ
全
体
の
統
一
し
た
視
点
か
ら
議
論
を
組
み
立
て
よ

う
と
し
な
い
方
法
論
上
の
限
界
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
私
は
、

摂
関
・
院
政
期
に
は
多
様
な
議
定
の
住
み
分
け
が
進
行
し
て
い
く
な
か
で
、

議
定
制
そ
の
も
の
が
形
骸
化
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
の
で
、
著
者
の
よ

う
に
、
院
御
所
議
定
の
み
を
最
高
審
理
機
関
で
あ
る
と
無
理
な
規
定
を
す
る

必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
あ
る
い
は
評
者
の
誤
解
で
あ
ろ
う
か
。

4

　
最
後
に
、
望
蜀
の
言
と
し
て
、
著
者
の
方
法
論
あ
る
い
は
分
析
視
角
に
関

し
て
一
、
二
気
付
い
た
点
を
記
し
、
評
者
へ
の
批
判
点
に
つ
い
て
も
言
及
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
そ
の
第
一
は
、
著
者
が
本
書
の
分
析
の
中
核
と
し
た
公
卿
議
定
制
が
、
当

時
の
国
家
意
志
決
定
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
と
役
割
を
占
め
て

い
た
か
に
つ
い
て
、
奏
書
と
の
関
連
に
お
い
て
説
明
が
不
足
し
て
い
る
の
で
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は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
申
世
の
公
家
・
武
士
政
権
と
も
決
裁
権
の
行
使
で
あ
る
「
学
事
」
と
、
意

見
具
申
・
判
断
材
料
の
整
理
で
あ
る
「
議
定
・
評
定
」
と
は
意
志
決
定
の
際

の
二
大
手
続
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
後
者
は
、
決
裁
権
者
が
よ
り
多
く
の
支
持

者
を
獲
得
し
、
由
緒
・
古
言
あ
る
判
断
を
求
め
よ
う
と
す
る
た
め
の
必
須
の

条
件
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
奏
事
」
と
「
評
定
」
と
の
間
に
は
絶
え
ず

制
度
上
も
政
治
的
な
力
関
係
に
お
い
て
も
矛
盾
と
緊
張
が
存
在
し
て
い
た
。

摂
関
・
院
政
下
で
は
陣
定
以
外
の
定
が
い
ず
れ
も
「
内
々
定
」
と
し
て
出
て

く
る
。
そ
の
多
様
さ
は
著
者
の
解
明
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
私
も
異
論
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
奏
事
と
の
関
係
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

御
前
定
・
殿
上
定
は
天
皇
の
奏
聞
、
院
御
前
定
・
院
殿
上
定
は
院
奏
、
殿
下

直
馬
首
・
殿
下
定
は
内
覧
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
奏
聞
・
院
奏
・
内
覧
と

内
裏
議
定
・
院
御
所
議
定
・
殿
下
議
定
と
は
相
互
関
係
に
あ
り
、
職
事
弁
官

や
院
司
・
家
司
ら
は
こ
れ
ら
両
者
に
関
与
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
決
裁
権

者
で
あ
る
天
皇
・
摂
関
・
院
が
そ
れ
ぞ
れ
参
考
意
見
を
徴
す
る
た
め
に
議
定

制
が
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
著
者
も
そ
れ
ゆ
え
、
後
嵯
峨
院
政
下
で
は
、

院
伝
奏
が
院
奏
と
院
評
定
の
奉
行
の
二
つ
の
面
を
併
せ
持
ち
、
奏
事
と
評
定

と
が
独
立
し
て
い
る
よ
う
で
い
な
が
ら
有
機
的
連
関
を
も
っ
て
い
た
と
的
確

に
指
摘
し
て
い
る
（
二
｝
二
頁
）
。
こ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
摂
関
政
治
に
お
い
て
も
、
院
政
下
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お

い
て
も
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
後
嵯
峨
院
政
以
外
の
時

期
に
つ
い
て
は
、
公
卿
評
定
制
を
論
じ
る
の
み
で
、
奏
聞
・
内
覧
・
院
奏
と

の
相
互
関
係
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　
国
家
意
志
決
定
過
程
に
お
け
る
議
定
制
を
重
視
し
て
き
た
著
者
に
対
し
て
、

今
後
は
奏
聞
・
内
覧
・
聖
篭
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
に
つ
い
て
も
分
析
の
対
象

に
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
拙
著
で
私
が
奏
聞
・
内
覧
・
院
奏
の
そ
れ
ぞ
れ
の

構
造
を
よ
り
重
視
し
て
分
析
し
た
の
は
そ
う
し
た
意
図
で
あ
る
。
著
者
は
｝

章
で
、
私
が
院
政
期
に
陣
定
が
衰
退
し
た
と
す
る
点
は
同
意
で
き
る
が
、
摂

関
政
治
の
時
代
に
陣
定
が
「
衰
退
」
し
た
と
す
る
主
張
に
は
同
意
で
き
な
い

と
、
研
究
史
の
総
括
方
法
も
含
め
て
批
判
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
公
卿
議
定
制
が
摂
関
政
治
下
で
「
衰
退
」
し
た
と

主
張
し
た
こ
と
は
な
い
。
私
は
陣
定
の
「
形
骸
化
」
（
一
四
七
・
一
四
八
・

一
七
三
頁
）
「
形
式
化
」
（
一
五
六
頁
）
「
空
洞
化
」
（
一
六
四
頁
）
「
地
位
の

低
下
」
（
一
九
二
頁
）
と
主
張
し
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
れ
を
「
公
卿
会
議

の
衰
退
」
を
主
張
し
た
と
読
み
替
え
て
い
る
。
誤
解
を
生
む
文
章
し
か
書
け

な
か
っ
た
私
の
責
任
も
あ
ろ
う
。
一
か
所
「
摂
関
・
院
予
期
に
公
卿
の
合
議

制
は
む
し
ろ
衰
退
・
形
骸
化
」
（
一
九
二
頁
）
と
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
院
政
期
を
も
念
頭
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
私
が
、
薬
嚢
の
「
形
骸

化
」
「
形
式
化
」
「
空
洞
化
」
を
強
調
し
た
の
は
、
摂
関
政
治
期
に
公
卿
合
議

制
に
基
づ
く
太
政
官
中
心
の
処
理
ル
ー
ト
と
職
事
弁
官
中
心
の
処
理
ル
ー
ト

と
の
二
つ
の
ル
ー
ト
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
（
一
六
三
・
　
九
九

頁
）
し
、
国
司
苛
政
上
訴
な
ど
重
要
な
国
政
処
理
は
後
者
に
よ
っ
て
処
理
さ

れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
陣
定
は
中
世
を
通
じ
て

存
続
し
て
い
る
。
石
清
水
八
幡
宮
訴
訟
に
つ
い
て
、
留
錫
や
天
皇
の
決
裁
権

が
そ
の
ま
ま
鎌
倉
時
代
申
期
に
お
い
て
も
存
続
す
る
こ
と
は
早
川
庄
八
氏
が

早
く
指
摘
し
て
い
た
（
咽
中
世
に
生
き
る
律
令
』
平
凡
社
）
。
私
も
摂
関
政
治

の
下
で
陣
定
が
機
能
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
私
は
「
衰
退
」

と
は
い
わ
ず
に
、
「
形
骸
化
」
と
表
現
し
た
。
そ
れ
は
歴
史
の
評
価
の
問
題

で
あ
る
。
太
政
筥
制
の
象
徴
と
も
い
え
る
行
事
上
卿
は
、
院
政
期
に
も
鎌
倉

時
代
に
も
任
命
さ
れ
て
は
い
る
が
、
行
事
弁
が
実
質
的
な
執
行
者
で
あ
っ
た
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右書

こ
と
は
ど
の
古
記
録
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
日
本
の
よ
う
な
革

命
の
な
い
国
で
は
、
歴
史
の
進
展
は
古
い
道
が
衰
退
・
消
滅
し
て
い
く
の
で

は
な
く
、
古
道
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
な
が
ら
、
別
に
新
し
い
バ
イ
パ
ス
が
通

じ
、
そ
れ
が
メ
イ
ン
道
路
と
な
っ
て
社
会
が
動
い
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
道
と
新
道
の
ど
ち
ら
に
注
目
し
て
歴
史
を
評
価
す
る
か

が
大
き
な
問
題
に
な
る
。
私
は
後
者
を
重
視
し
て
歴
史
の
評
価
を
す
べ
き
だ

と
思
う
。

　
祈
年
・
月
次
・
新
嘗
祭
や
荷
前
・
神
宝
使
な
ど
の
派
遣
は
中
世
に
お
い
て

も
国
家
大
事
で
あ
っ
た
。
摂
関
政
治
の
下
で
叙
位
除
爵
の
権
限
が
天
皇
と
道

長
の
手
に
掌
握
さ
れ
る
と
、
院
政
下
に
お
い
て
も
摂
関
家
は
そ
の
決
裁
権
を

手
放
さ
な
か
っ
た
。
受
領
功
過
定
の
権
限
は
公
卿
ら
が
量
定
を
通
じ
て
最
後

ま
で
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
、
院
政
下
で
も
打
身
に
か
け
る
の
が
道

理
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
知
行
国
制
や
院
分
国
が
～
般
化
し
て
く
る
と
、
国

雑
掌
ら
が
作
成
す
べ
き
諸
国
公
文
ま
で
が
中
央
の
主
計
寮
や
主
税
寮
の
中
央

財
政
窟
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
知
行
国
主
宗
忠
の
因
幡
公

文
勘
会
で
は
、
殿
下
忠
実
の
御
教
書
が
出
さ
れ
て
よ
う
や
く
勘
了
で
き
た
の

で
あ
る
（
拙
稿
「
院
政
期
の
地
方
国
衙
財
政
と
民
部
省
累
累
」
『
三
田
中
世

史
研
究
』
三
、
～
九
九
六
）
。
院
司
受
領
や
家
司
受
領
ら
が
重
任
や
延
任
し

て
十
数
年
に
わ
た
っ
て
特
定
の
国
司
を
一
門
が
独
占
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ

う
な
っ
た
と
き
、
受
領
の
人
事
権
は
ど
こ
に
あ
る
と
評
価
す
る
の
か
。
早
川

氏
や
橋
本
義
彦
氏
ら
の
よ
う
に
、
昔
か
ら
の
政
治
運
営
が
残
っ
て
い
る
か
ら

太
政
官
政
治
は
存
続
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
道
長
の
政
治
も

太
政
官
政
治
だ
と
評
価
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
に
は
思

わ
な
い
。
職
事
弁
官
政
治
の
発
生
は
道
長
時
代
に
み
ら
れ
て
い
た
と
評
価
し

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
般
化
す
る
の
は
院
政
期
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

点
御
理
解
ね
が
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
著
者
は
公
卿
議
定
制
に
は
、
天
皇
、
摂
関
、
院
の
権
力
が
制
約

を
受
け
る
面
よ
り
も
そ
の
権
力
の
補
完
、
強
化
の
役
割
こ
そ
重
視
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
（
三
五
頁
）
だ
と
し
、
院
御
所
議
定
制
に
つ
い
て
も
院
権
力
を
禦

肘
す
る
よ
り
は
後
嵯
峨
院
政
を
強
化
す
る
目
的
で
あ
っ
た
（
二
四
七
頁
）
と

し
て
佐
藤
説
な
ど
を
批
判
す
る
。
そ
の
研
究
は
史
実
の
新
し
い
一
側
面
を
照

射
し
た
説
得
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
指
摘

は
院
政
～
鎌
倉
期
の
社
会
や
国
家
の
特
質
の
な
に
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
そ
れ
が
一
向
に
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。
公
卿
議

定
制
で
審
議
さ
れ
た
議
題
は
多
く
の
一
覧
表
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
審
議
内
容
や
そ
れ
が
だ
れ
の
階
級
利
害
を
代
表
し
て
い
る
の
か
の
具
体

的
分
析
は
み
ら
れ
な
い
。
陣
定
が
荘
園
権
門
の
個
別
利
害
を
調
整
し
領
主
問

矛
盾
を
調
停
す
る
機
関
で
あ
っ
た
と
し
た
棚
橋
氏
の
規
定
は
、
著
者
に
よ
っ

て
院
政
期
に
つ
い
て
は
否
定
さ
れ
た
（
六
一
頁
）
。
著
者
は
院
政
期
の
多
様

な
公
卿
議
定
制
の
機
能
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
の
か
、
そ
の
本
質
論
が
見

え
な
い
。
陣
定
以
外
の
公
卿
議
定
制
が
荘
園
権
門
の
利
害
調
整
機
関
だ
と
規

定
し
て
い
い
の
か
私
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

　
著
者
は
、
鎌
倉
後
期
の
院
政
は
諸
権
門
の
動
揺
の
な
か
で
院
へ
の
権
力
集

中
が
す
す
み
、
幕
府
も
得
宗
專
制
へ
と
進
行
し
院
政
を
制
約
し
た
ゆ
え
、
討

幕
へ
と
進
展
し
た
と
説
明
す
る
（
二
五
三
頁
）
。
し
か
し
、
鎌
倉
後
期
に
お

け
る
院
権
力
の
上
昇
や
公
家
武
家
一
体
の
徳
政
や
訴
訟
制
度
の
整
備
・
寺
社

興
行
な
ど
は
、
す
で
に
佐
藤
・
笠
松
・
海
津
・
市
沢
哲
諸
氏
ら
も
明
ら
か
に

し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
今
や
常
識
で
さ
え
あ
る
。
む
し
ろ
、
問
題
は
院
や

得
宗
専
制
な
ど
政
治
権
力
の
上
昇
が
な
に
ゆ
え
に
、
院
政
や
天
皇
親
政
を
め

ぐ
る
政
治
路
線
の
分
裂
と
な
り
、
相
互
補
完
機
能
を
果
た
し
て
い
た
は
ず
の
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諸
権
門
と
国
家
権
力
が
矛
盾
・
対
立
を
激
化
さ
せ
、
内
乱
状
況
に
突
入
し
て

い
く
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
権
力
者
に
よ
る
政
務
の
世
界
と
は
相
対
的
に

区
別
さ
れ
る
社
会
の
歴
史
性
の
変
化
な
し
に
は
解
明
で
き
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
権
力
の
相
互
補
完
・
強
化
に
み
え
る
政
治
現
象
と
は
別
の
世
界
で

な
に
が
起
き
て
い
た
の
か
。
年
貢
公
事
の
負
担
者
や
そ
の
下
部
に
至
る
ま
で
、

時
の
政
治
権
力
が
掌
握
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
在
地
社
会
の
変
質
と
は
な
ん

で
あ
っ
た
の
か
。
政
治
支
配
か
ら
遊
離
し
て
い
く
社
会
現
象
、
地
域
的
な
公

権
力
を
複
数
分
散
し
て
い
っ
た
側
薗
、
社
会
と
国
家
と
の
ズ
レ
な
ど
に
つ
い

て
も
解
明
が
ほ
し
か
っ
た
。

　
著
者
は
、
序
章
と
終
章
の
両
方
に
お
い
て
、
故
棚
橋
光
男
氏
の
後
白
河
院

研
究
を
高
く
評
価
し
、
院
政
の
文
化
創
造
、
宗
教
史
、
美
術
史
の
解
明
を
課

題
と
し
て
提
起
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
「
文
化
の
政
治
性
」
の
追
究
は
ど

の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
。
著
者
の
研
究
の
更
な
る
進
展
と
、
次
の
著
作

の
結
実
を
た
の
し
み
に
待
ち
た
い
と
思
う
。

　
　
　
（
A
5
判
　
二
八
五
頁
　
索
引
三
〇
頁
　
一
九
九
六
年
十
一
月
　
臨
川
書
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
一
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
野
県
立
歴
史
館
専
醜
主
事
　
長
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