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昨
今
の
院
政
研
究
の
層
の
厚
さ
は
驚
く
ほ
ど
で
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
を

中
心
に
様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
美
川
圭
氏
・
坂

本
賞
勲
氏
・
安
原
功
氏
に
よ
る
公
卿
議
定
制
に
つ
い
て
の
論
争
や
井
原
今
朝

男
氏
が
提
唱
さ
れ
た
「
職
事
弁
官
政
治
」
「
共
同
執
行
論
」
を
め
ぐ
る
議
論
、

王
権
論
、
国
家
機
構
や
財
政
に
関
す
る
研
究
、
国
家
と
寺
社
な
ど
の
諸
権
門

と
の
か
か
わ
り
、
都
市
・
芸
能
・
文
化
、
男
色
な
ど
、
そ
の
広
が
り
と
深
化

は
め
ざ
ま
し
い
。
本
書
は
、
院
政
期
研
究
を
こ
う
し
た
今
日
の
隆
盛
に
導
い

た
り
ー
ダ
ー
の
～
人
、
元
木
泰
雄
氏
が
ま
と
め
ら
れ
た
著
作
で
、
著
者
の
も

う
へ
方
の
研
究
の
柱
で
あ
る
武
士
研
究
を
概
説
し
た
『
武
士
の
成
立
』
（
一

九
九
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
つ
づ
く
二
冊
冒
の
著
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
著
者
が
一
九
八
○
年
代
初
頭
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
一
二

編
の
論
文
と
新
稿
一
編
が
三
部
に
編
成
さ
れ
、
そ
れ
に
序
論
・
結
語
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
大
半
の
論
文
に
は
初
出
時
以
降
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
補

訂
や
注
で
の
コ
メ
ン
ト
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
旧
稿
を
そ
の
ま
ま
並
べ
た
だ

け
と
い
う
著
作
が
少
な
く
な
い
な
か
で
、
著
者
の
前
向
き
な
姿
勢
が
感
じ
ら

れ
る
。

各
章
ご
と
に
内
容
を
紹
介
し
、
論
評
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

序
論
院
政
期
政
治
史
研
究
の
課
題

　
林
屋
辰
三
郎
氏
以
来
の
研
究
史
を
整
理
し
て
、
貴
族
と
武
士
で
あ
る
在
地

領
主
の
対
立
の
中
で
武
士
が
台
頭
し
、
貴
族
政
権
は
後
退
す
る
と
い
う
領
主

制
論
に
基
づ
く
図
式
が
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
認
識
を
示
し
、
本
書

に
お
け
る
具
体
的
な
論
点
を
述
べ
て
、
「
院
政
期
か
ら
保
元
・
平
治
の
乱
、

平
氏
政
権
、
そ
し
て
内
乱
期
に
至
る
政
治
構
造
を
一
貫
し
て
包
括
的
に
把
握

す
る
こ
と
を
目
指
し
」
、
「
個
別
の
権
門
に
関
す
る
研
究
を
吸
収
す
る
と
と
も

に
、
領
主
制
論
の
限
界
、
問
題
点
を
超
克
す
る
新
た
な
政
治
史
を
構
築
し
た

い
」
と
い
う
考
え
を
示
す
。

　
近
年
の
研
究
動
向
に
立
ち
、
　
般
的
に
は
今
な
お
通
説
的
な
位
置
を
占
め

る
領
主
輸
送
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
、
領
主
制
論
に
基
づ
く
通
説
に

代
わ
る
武
士
論
を
職
能
論
を
ふ
ま
え
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
前
著
と
も
共
通

す
る
も
の
で
、
著
者
の
｝
黙
し
た
問
題
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
領
主
制
論
と
権

門
体
制
論
が
大
き
な
研
究
史
の
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、
大
枠
と
し

て
は
異
論
が
な
い
が
、
そ
の
二
つ
の
み
で
研
究
費
を
押
さ
え
て
い
こ
う
と
す

る
と
、
皇
統
に
注
目
す
る
河
内
祥
輔
氏
・
保
立
道
久
氏
の
王
権
論
・
政
治
史

叙
述
、
晩
年
の
棚
橋
光
男
氏
の
研
究
な
ど
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
研

究
動
向
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

1
　
院
政
の
成
立
と
展
開

第
［
章
　
三
条
朝
の
藤
原
道
長

（431）

天
皇
と
の
血
縁
・
姻
戚
関
係
が
な
い
公
卿
を
排
除
し
た
天
皇
と
ミ
ウ
チ
に
　
蟻



よ
る
共
同
政
治
で
あ
る
ミ
ウ
チ
政
治
が
一
〇
世
紀
前
半
の
藤
原
忠
平
執
政
期

に
成
立
し
た
こ
と
、
ミ
ウ
チ
の
中
で
も
外
祖
父
の
地
位
が
重
要
で
あ
っ
た
こ

と
を
構
造
的
に
論
じ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
三
条
天
皇
と
道
長
と
の
関
係
を
追

っ
て
、
一
条
朝
に
お
け
る
慨
則
詮
子
の
よ
う
な
調
整
役
や
ミ
ウ
チ
関
係
か
ら

対
抗
し
う
る
貴
族
の
存
在
を
欠
き
、
天
皇
よ
り
も
外
孫
で
あ
る
東
宮
を
よ
り

大
き
な
権
威
の
源
泉
と
し
て
い
た
三
条
朝
の
道
長
は
、
天
皇
の
補
佐
を
す
る

関
白
へ
の
就
任
を
拒
絶
し
、
強
引
な
人
事
と
陣
定
・
官
奏
と
い
う
太
政
官
機

構
を
利
用
し
て
天
皇
に
圧
力
を
か
け
て
退
位
を
迫
っ
て
外
孫
後
一
条
天
皇
の

即
位
を
実
現
さ
せ
、
摂
政
に
就
任
す
る
も
一
年
で
辞
し
て
摂
政
を
凌
ぐ
外
祖

父
と
し
て
政
界
に
君
臨
し
た
と
す
る
。

　
三
条
天
皇
時
代
の
人
事
や
陣
定
の
あ
り
か
た
を
具
体
的
に
提
示
し
た
点
が

興
味
深
か
っ
た
が
、
本
章
の
眼
目
と
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
「
権
力
の
環
」

「
権
力
核
」
に
お
け
る
「
外
戚
た
る
摂
関
」
と
ひ
と
括
り
に
捉
え
ら
れ
て
い

た
外
戚
の
中
で
、
と
り
わ
け
外
祖
父
に
注
目
し
た
政
治
構
造
の
分
析
で
あ
ろ

う
。
外
祖
父
と
外
書
叔
父
を
峻
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
考
え
に
は

大
い
に
賛
同
す
る
が
、
そ
れ
を
柱
と
す
る
摂
関
政
治
の
構
造
分
析
に
つ
い
て

は
い
く
つ
か
の
点
で
疑
念
が
あ
る
。

　
先
ず
は
外
戚
が
政
治
を
主
導
す
る
摂
関
政
治
に
お
け
る
外
戚
の
権
威
の
源

泉
を
「
母
系
制
社
会
」
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
高
群
逸
枝
氏
の

説
を
援
用
し
た
土
田
直
鎮
氏
の
研
究
を
踏
襲
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
今

日
、
奈
良
時
代
以
前
の
社
会
を
父
系
制
社
会
と
見
る
か
双
系
制
の
社
会
と
見

る
か
は
意
見
が
分
か
れ
る
も
の
の
、
平
安
時
代
、
特
に
一
〇
世
紀
以
降
を
父

系
制
社
会
と
見
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
論
者
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
平
安

中
期
の
貴
族
社
会
を
母
系
制
社
会
と
す
る
高
群
氏
の
考
え
は
ほ
ぼ
完
全
に
否

定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
母
系
制
社
会
と
は
、
代
々
女
性
の
血
縁
関
係

な
い
し
系
譜
（
出
自
）
に
も
と
づ
い
て
親
族
集
団
を
編
成
し
、
財
産
や
地
位

の
相
続
や
継
承
の
方
法
を
決
定
す
る
社
会
の
こ
と
を
指
す
の
が
通
説
で
あ
る

（『

ｵ
典
家
族
鼻
疽
文
堂
）
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
は
平
安
中
期
を
「
母
系
制
社

会
」
と
言
い
つ
つ
も
、
「
政
治
的
地
位
は
原
則
と
し
て
父
系
で
相
承
さ
れ
て

お
り
」
と
述
べ
て
い
る
（
七
四
頁
）
。
何
を
も
っ
て
「
母
系
制
社
会
」
と
す

る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

　
第
二
は
伯
叔
父
が
摂
政
・
関
白
の
地
位
に
就
い
て
初
め
て
天
皇
の
代
行
・

補
佐
が
可
能
と
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
外
祖
父
に
は
そ
の
地
位
と

関
わ
り
な
く
天
皇
大
権
を
代
行
し
え
た
と
い
う
点
、
道
長
が
摂
政
を
辞
し
て

も
外
祖
父
の
立
場
で
政
務
を
主
導
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
天
皇
大
権

を
代
行
し
得
た
外
祖
父
の
権
威
で
あ
っ
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
外
祖
父
が
摂

致
の
地
位
に
就
か
ず
に
致
務
を
主
導
し
た
と
い
う
な
ら
と
も
か
く
、
藤
原
良

房
・
兼
家
・
道
長
は
い
ず
れ
も
外
孫
の
即
位
と
と
も
に
摂
政
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
外
祖
父
で
あ
っ
て
も
天
皇
大
権
の
代
行
に
摂
政
の
地
位

（
あ
る
い
は
そ
れ
を
経
る
こ
と
）
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

著
者
は
道
長
が
外
橿
父
と
し
て
母
爵
彰
子
を
包
摂
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
現
任
の
摂
政
で
あ
る
頼
通
を
も
親
権
に
よ
っ
て
包
摂

し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
外
孫
後
一
条
天
皇
を
擁

し
た
道
長
の
政
務
主
導
は
、
母
盾
彰
子
の
包
摂
、
摂
政
頼
通
の
包
摂
の
ど
ち

ら
を
欠
い
て
も
成
立
し
得
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
や
は
り
、
摂
政
・
関
白
や
内
覧
の
地
位
に
つ
け
る
家
筋
が
固
定
化
し
て
い

く
中
で
、
外
戚
関
係
の
独
占
と
彼
が
父
系
的
に
引
き
継
い
で
い
る
窟
職
を
中

心
と
し
た
政
治
的
立
場
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
摂
関
政
治
の
特
質

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
後
、
摂
関
に
就
任
し
う
る
家
か
ら
外
戚
が
出

な
か
っ
た
こ
と
で
、
両
者
が
結
び
つ
い
た
摂
関
政
治
は
終
焉
を
迎
え
る
と
い
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評書

う
説
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
。

第
二
章
　
摂
関
政
治
の
褒
退

　
薗
章
で
の
ミ
ウ
チ
政
治
論
を
ふ
ま
え
て
、
後
三
条
・
白
河
親
政
期
に
お
け

る
外
戚
関
係
の
喪
失
に
よ
る
ミ
ウ
チ
政
治
の
解
体
と
天
皇
親
政
を
支
え
た
名

族
出
身
の
側
近
公
卿
の
台
頭
を
公
卿
構
成
の
変
化
か
ら
論
じ
て
、
そ
の
背
景

に
公
卿
の
家
格
の
確
立
が
あ
っ
た
こ
と
、
次
い
で
院
自
身
が
直
接
的
に
政
治

に
介
入
し
主
導
し
た
鳥
羽
天
皇
即
位
後
は
側
近
公
卿
に
代
わ
っ
て
、
院
の
意

の
ま
ま
に
動
く
諸
痛
惜
層
出
身
の
院
近
臣
が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
述
べ
る
。

　
ま
ず
、
名
族
出
身
で
院
・
天
皇
に
近
侍
し
て
政
治
的
影
響
力
を
有
し
た
公

卿
・
官
人
を
、
院
近
臣
と
区
別
し
て
院
の
「
側
近
」
と
し
て
捉
え
る
と
い
う

視
点
を
提
示
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
公
卿
構
成
を
図
表
化
し

て
、
ミ
ウ
チ
政
治
の
構
造
的
変
質
鍵
衰
退
を
ミ
ウ
チ
公
卿
の
減
少
と
い
う
目

に
見
え
る
形
で
示
し
、
そ
の
原
因
を
｝
条
以
降
の
天
皇
が
皇
子
に
恵
ま
れ
な

か
っ
た
こ
と
や
道
長
系
に
よ
る
摂
関
・
外
戚
の
地
位
の
独
占
に
求
め
、
家
格

社
会
の
成
立
が
非
ミ
ウ
チ
公
卿
を
支
え
た
と
見
る
点
、
さ
ら
に
側
近
公
卿
の

早
世
や
配
流
に
よ
る
失
脚
と
い
う
事
態
を
偶
発
的
と
の
み
見
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
対
し
て
救
済
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
白
河
院
の
、
側
近
公
卿
に
依
存

す
る
立
場
か
ら
近
臣
を
重
視
す
る
姿
勢
に
転
じ
た
意
志
を
見
出
し
た
点
も
興

味
深
い
。

　
頼
通
の
実
子
が
他
の
貴
族
官
人
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と
を
摂
関
の
直
系
相

承
化
の
所
産
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
す
る
が
、
頼
通
実
子
が
他
の
貴
族

と
養
子
関
係
を
結
ん
だ
の
は
『
愚
管
抄
』
が
記
す
よ
う
な
正
妻
隆
姫
へ
の
配

慮
を
前
提
に
、
有
力
貴
族
藤
原
公
任
ら
と
の
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
…
ク
の
形
成
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
著
『
日
本
中
世
の
家
と
親

族
』
吉
川
弘
文
館
）
。

　
政
治
力
を
持
っ
た
白
河
院
側
近
の
事
例
と
し
て
鳥
羽
天
皇
践
酢
の
際
の
源

俊
明
の
行
動
を
取
り
上
げ
、
「
摂
政
決
定
の
遅
廷
を
不
審
に
思
い
院
御
所
に

乗
り
込
ん
だ
大
納
言
・
民
部
卿
源
俊
明
は
、
逡
巡
す
る
白
河
院
を
制
し
て
直

ち
に
患
実
に
摂
政
を
宣
下
す
べ
き
こ
と
を
決
定
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
史
料
解
釈
は
や
や
強
引
で
、
逡
巡
す
る
白
河

院
に
早
期
決
定
を
迫
っ
て
は
い
る
が
決
定
を
下
し
た
の
は
あ
く
ま
で
江
河
院

で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
の
学
者
実
務
官
人
と
菅
原
道
真
と
の
違
い
を
「
政

界
で
孤
立
し
た
少
数
派
で
は
な
か
っ
た
し
、
摂
関
家
と
も
決
し
て
対
立
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
が
、
『
今
鏡
漏
に
は
頼
通
が
大
江
匡
房
を
不

快
に
思
っ
て
い
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
道
真
と
こ
の
時
期
の
学
者
実
務
嘗

人
と
の
違
い
は
、
数
や
摂
関
家
と
の
学
問
授
受
関
係
に
よ
る
親
し
さ
の
有
無

な
ど
で
は
な
く
、
娘
を
後
宮
に
入
れ
た
こ
と
で
将
来
外
戚
関
係
を
築
い
て
摂

関
の
地
位
を
脅
か
す
可
能
性
が
あ
っ
た
道
真
に
寒
し
、
家
格
が
成
立
し
て
き

た
一
い
世
紀
後
半
の
学
者
実
務
富
人
は
す
で
に
摂
関
家
の
地
位
を
脅
か
す
存

在
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
三
章
知
天
の
君
の
成
立

　
院
政
成
立
に
関
す
る
先
行
研
究
を
検
討
し
つ
つ
、
摂
関
晴
代
の
ミ
ウ
チ
政

治
に
お
い
て
潜
在
し
て
い
た
父
院
の
権
威
や
権
限
が
摂
関
家
の
外
戚
関
係
の

崩
壊
と
と
も
に
表
出
し
て
、
天
皇
・
摂
関
の
地
位
継
承
を
め
ぐ
る
紛
議
に
際

し
て
人
事
決
定
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
り
、
曲
河
心
の
計
ら
い
に
よ
っ
て

内
覧
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
藤
原
忠
実
は
政
務
決
裁
を
白
河
院
に
輝
ぐ
よ
う

に
な
っ
て
、
院
の
広
範
な
国
政
関
与
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
、
堀
河
天
皇
の
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死
に
よ
っ
て
、
天
皇
・
摂
政
を
意
の
ま
ま
に
従
属
さ
せ
、
国
政
全
般
の
決
裁

に
関
与
す
る
地
位
を
獲
得
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　
父
院
に
つ
い
て
「
ミ
ウ
チ
の
家
長
」
と
表
現
し
て
い
る
個
所
が
見
受
け
ら

れ
る
が
、
著
者
が
ミ
ウ
チ
を
天
皇
を
中
心
と
し
た
「
親
類
」
的
な
関
係
概
念

で
捉
え
て
い
る
の
か
、
父
方
親
族
・
母
方
親
族
を
含
め
た
集
団
と
し
て
捉
え

て
い
る
の
か
疑
問
が
涌
い
て
く
る
。
　
般
に
、
日
本
社
会
の
親
族
構
造
は
、

父
系
的
な
同
族
集
団
と
、
父
方
・
母
方
血
縁
者
及
び
姻
族
を
含
む
自
己
中
心

的
な
双
方
的
親
族
関
係
（
キ
ン
ド
レ
ッ
ド
）
で
あ
る
親
類
の
二
重
構
造
を
と

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
親
族
集
団
で
あ
る
同
族
に
は
族
長
・
家
長
の
よ
う

な
統
括
者
が
存
在
す
る
が
、
親
類
は
個
人
を
中
心
と
し
た
関
係
・
範
疇
を
指

す
も
の
で
、
帰
属
意
識
の
あ
る
よ
う
な
社
会
単
位
と
し
て
の
集
団
で
は
な
い

か
ら
、
家
長
の
よ
う
な
統
括
者
は
原
則
と
し
て
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

母
方
親
族
や
姻
族
を
含
む
ミ
ウ
チ
は
、
親
族
と
し
て
は
ミ
ウ
チ
関
係
と
い
う

「
親
類
」
的
な
概
念
で
捉
え
る
べ
き
で
、
家
長
が
存
在
す
る
よ
う
な
親
族
集

団
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
ミ
ウ
チ
を
集
団
と
し
て
捉
え
た
い
の
で

あ
れ
ば
、
親
族
集
団
と
は
切
り
離
し
、
天
皇
と
親
類
関
係
に
あ
る
人
々
を
主

た
る
構
成
員
と
す
る
政
治
グ
ル
ー
プ
で
、
山
院
が
そ
の
リ
ー
ダ
…
で
あ
る
と

し
た
方
が
矛
盾
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

第
四
章
　
院
の
専
制
と
近
臣
－
一
目
の
出
現
一

　
院
の
近
臣
を
、
院
の
寵
愛
を
得
て
経
済
奉
仕
を
す
る
大
国
受
領
系
と
蔵

人
・
弁
官
を
歴
任
し
て
活
躍
す
る
実
務
官
僚
系
に
分
類
し
、
怪
事
を
通
じ
て

政
務
決
定
に
関
与
し
た
後
者
の
第
一
人
者
藤
原
為
悪
業
の
世
代
交
代
の
間
隙

を
縫
っ
て
信
西
と
そ
の
子
息
が
台
頭
し
、
大
国
受
領
と
し
て
の
地
位
も
占
め

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
平
治
の
乱
は
、
院
近
臣
で
あ
り
、
二
条
親
政
派
に

も
子
息
を
送
り
込
ん
で
い
た
信
西
に
そ
の
立
場
を
脅
か
さ
れ
た
実
務
宮
僚

系
・
大
国
受
領
系
双
方
の
伝
統
的
院
近
臣
家
が
連
合
し
て
総
理
打
倒
に
立
ち

上
が
っ
た
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　
実
務
官
僚
と
し
て
の
信
愛
台
頭
の
背
景
の
分
析
や
平
治
の
乱
に
際
し
て
広

範
な
反
芸
西
勢
力
の
結
集
が
あ
っ
た
と
見
る
点
は
大
い
に
賛
同
で
き
る
。
た

だ
、
代
表
的
な
院
の
近
臣
で
あ
る
為
房
子
息
に
も
五
位
蔵
人
や
弁
宮
を
経
ず

に
伊
予
守
な
ど
の
受
領
を
歴
任
し
た
人
物
も
い
る
し
、
顕
隆
・
顕
頼
・
野

方
・
長
方
・
光
頼
な
ど
は
近
江
・
丹
波
・
備
中
の
守
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
、

院
の
近
臣
の
「
家
柄
」
を
実
務
官
僚
系
と
大
国
受
領
系
と
に
分
類
す
る
の
は

や
や
難
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

付
論
ω

院
政
期
に
お
け
る
大
国
受
領

　
　
－
播
磨
守
と
揮
予
守
1

　
平
安
後
期
に
お
け
る
諸
国
の
等
級
の
実
態
を
分
析
し
て
、
畿
内
の
大
和
・

摂
津
が
荘
園
領
主
の
強
力
な
支
配
力
の
た
め
に
極
め
て
低
く
評
価
さ
れ
た
の

に
対
し
、
大
規
模
な
造
営
を
支
え
る
瓦
の
産
地
で
あ
っ
た
播
磨
や
院
の
御
幣

支
配
と
結
び
つ
い
た
伊
予
は
一
二
世
紀
初
頭
に
最
上
級
で
あ
る
四
位
上
脇
任

国
と
な
っ
て
国
守
は
院
近
臣
に
独
占
さ
れ
た
が
、
鳥
羽
院
致
末
期
以
降
に
な

る
と
両
国
守
の
権
威
は
崩
壊
し
た
と
し
、
こ
れ
を
知
行
国
制
度
や
王
家
領
荘

園
の
集
積
に
伴
っ
て
院
政
の
経
済
基
盤
と
し
て
の
受
領
の
時
代
が
終
わ
っ
た

と
評
価
す
る
。

　
二
国
の
経
済
的
な
位
置
づ
け
、
大
国
受
領
の
経
験
者
の
昇
進
過
程
と
そ
の

変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
実
証
的
な
研
究
成
果
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
今
後
の

研
究
の
基
礎
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

148 （434）



評書

∬

院
政
期
に
お
け
る
摂
関
家

第
五
章
摂
関
家
家
政
機
関
の
拡
充

　
一
〇
世
紀
前
期
に
令
制
家
務
所
の
枠
組
み
を
超
え
る
機
関
と
し
て
成
立
し

一
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
拡
充
さ
れ
た
政
所
は
、
発
給
文
書
に
効
力
を
与
え

る
た
め
の
署
判
を
加
え
る
別
当
と
実
務
を
担
う
下
家
司
か
ら
構
成
さ
れ
る
所

領
管
理
・
用
途
調
進
管
理
の
機
関
で
あ
り
、
用
途
調
進
に
は
下
文
発
給
に
よ

る
諸
荘
園
へ
の
所
課
と
所
思
な
ど
を
通
し
た
別
当
・
下
家
司
に
よ
る
勤
仕
と

い
う
二
つ
の
形
が
あ
っ
て
、
家
司
（
別
当
）
の
勤
仕
が
形
骸
化
す
る
中
、
下

家
司
の
調
進
や
下
家
司
の
下
文
発
給
に
よ
る
荘
園
所
課
が
主
流
と
な
っ
て
い

く
こ
と
、
殿
上
と
深
い
関
係
を
有
し
て
成
立
し
た
侍
所
も
、
職
事
・
所
司
・

侍
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
主
従
関
係
の
維
持
・
統
制
の
中
心
的
機
関
と
し
て
一

一
世
紀
後
半
以
降
拡
充
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。

　
二
篇
の
初
出
論
文
は
中
世
の
摂
関
家
家
政
機
関
に
関
す
る
初
め
て
の
本
格

的
研
究
で
あ
り
、
そ
の
二
番
を
統
合
し
て
改
稿
し
た
本
章
が
今
後
の
こ
の
分

野
の
研
究
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。
あ
え
て
問
題
点
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
政
所
の
機
能
に
関
す
る
部
分
で
、

用
途
講
進
の
機
能
を
持
つ
機
関
で
あ
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
が
、
家
領
の
管

理
機
関
と
ま
で
誓
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
政
所
始
の
吉
書
に
封
戸
返
抄
や

荘
園
の
解
文
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
「
政
所
の
本
質
が
家
領

の
管
理
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
や
や
飛
躍
が
あ
る

よ
う
に
感
じ
る
。

第
六
章
　
摂
関
家
に
お
け
る
私
的
制
裁

　
平
安
後
期
、
宥
力
貴
族
の
従
者
に
対
す
る
制
裁
・
拘
束
権
は
公
権
力
で
あ

る
検
非
違
使
の
職
権
を
制
約
す
る
ほ
ど
強
力
で
、
摂
関
家
で
は
暴
力
箏
件
に

際
し
て
私
的
制
裁
と
し
て
様
々
な
場
所
で
の
拘
禁
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
｝

一
世
紀
末
以
降
は
屈
辱
的
性
格
を
有
す
る
厩
拘
禁
が
定
着
し
、
加
え
て
主
命

違
背
が
制
裁
理
由
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
は
主
従
関
係
の
強
化
と
摂
関
家
の

公
権
力
か
ら
の
離
脱
、
独
自
法
圏
の
形
成
を
物
語
っ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に

は
従
者
の
も
つ
官
職
の
形
骸
化
や
主
家
権
門
へ
の
依
存
度
の
増
大
、
荘
園
所

出
の
給
恩
化
の
一
方
、
院
政
の
成
立
に
伴
う
受
領
家
司
の
離
反
へ
の
対
応
な

ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
一
二
世
紀
前
半
に
な
っ
て
興
福
寺
僧
な

ど
に
対
す
る
死
刑
・
流
刑
を
含
む
制
裁
が
忠
実
や
そ
の
後
継
者
で
あ
る
頼
長

に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
政
権
を
失
っ
た
摂
関
家
が

藤
原
氏
支
家
や
患
通
と
の
対
立
の
中
で
宗
教
的
権
威
の
統
制
に
よ
る
政
治
基

盤
確
保
を
図
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
見
る
。

　
こ
れ
も
そ
の
後
の
研
究
の
基
礎
と
な
っ
た
重
要
な
論
考
で
あ
る
。
康
治
元

年
（
＝
四
二
）
の
反
信
実
派
の
興
福
寺
僧
徒
を
奥
州
流
刑
に
処
し
た
事
件

に
つ
い
て
、
忠
通
と
の
対
立
の
申
で
信
実
と
連
携
し
た
忠
実
が
大
衆
勢
力
を

掌
握
し
て
寺
内
に
権
力
基
盤
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
位
置
づ
け
る
が
、
典

拠
と
な
っ
た
『
台
記
』
に
は
忠
通
が
為
義
に
命
じ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

「
或
説
」
と
し
て
忠
実
の
命
に
よ
っ
て
忠
通
が
行
っ
た
と
あ
る
が
、
い
ず
れ

に
し
ろ
氏
長
者
恕
通
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ

ろ
う
。
本
書
全
体
を
通
じ
て
、
保
元
の
乱
前
の
摂
関
家
が
ほ
ぼ
忠
実
一
手
長

関
係
の
み
で
理
解
さ
れ
、
藤
原
忠
通
の
位
置
づ
け
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る

感
が
あ
る
。
ま
た
「
院
近
臣
た
る
藤
原
氏
支
家
と
の
対
立
」
と
す
る
点
に
つ
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い
て
、
摂
関
家
と
院
近
臣
と
の
対
立
の
問
題
と
摂
関
家
（
あ
る
い
は
氏
長

者
）
1
氏
入
と
の
問
題
と
は
や
や
次
元
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
院
近
臣
と
摂
関

家
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
第
二
章
以
下
で
も
述
べ
ら
れ
て
き
た
が
、
摂
関
家

（
あ
る
い
は
氏
長
者
）
と
「
藤
原
氏
支
家
」
（
氏
人
）
と
の
関
係
の
実
態
に

つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

祭
祀
、
氏
の
親
族
的
結
合
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
示

唆
を
受
け
た
。
評
者
を
含
め
「
氏
」
の
問
題
等
に
関
心
を
も
つ
者
に
課
さ
れ

た
課
題
と
な
ろ
う
。

皿
　
平
氏
政
権
と
内
乱
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第
七
箪
　
院
政
期
興
福
寺
考

　
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
寺
院
強
訴
の
原
因
を
分
析
し
、
院
政
期

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
興
福
寺
に
対
す
る
院
の
人
事
介
入
・
抑
圧
の
背
景

に
、
維
摩
会
を
中
心
と
す
る
独
自
の
昇
進
秩
序
を
持
っ
て
い
た
南
都
に
対
す

る
白
河
院
の
僧
綱
人
事
権
掌
握
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
と
り
、
実
力

行
使
に
よ
っ
て
院
の
介
入
を
阻
止
し
た
興
福
寺
大
衆
は
、
鳥
羽
院
の
強
硬
姿

勢
に
対
し
て
、
院
と
興
福
寺
と
の
融
和
を
B
指
す
摂
関
家
の
藤
原
忠
実
と
結

合
し
、
そ
の
統
制
下
に
従
属
す
る
よ
う
に
な
り
、
保
元
の
乱
を
迎
え
た
こ
と

論
じ
る
。

　
次
章
で
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
複
合
権
門
論
の
基
礎
的
な
考
察
の
一
つ
で

あ
り
、
多
く
の
論
点
を
提
起
し
た
論
文
と
し
て
注
冒
さ
れ
る
。
こ
こ
で
指
摘

さ
れ
た
、
一
一
世
紀
後
半
ま
で
氏
長
者
で
も
あ
る
摂
開
の
子
弟
入
寺
が
見
ら

れ
な
い
な
ど
入
塾
結
合
が
希
薄
で
、
寺
領
荘
園
問
題
に
関
し
て
も
冷
淡
で
あ

っ
た
と
い
う
摂
関
家
と
興
福
寺
と
の
関
係
は
、
氏
長
・
氏
人
と
氏
寺
と
の
関

係
の
あ
り
方
と
し
て
も
興
味
深
い
。
近
年
、
藤
原
南
学
と
栄
山
寺
、
勧
修
寺

流
藤
原
氏
と
勧
修
春
、
日
野
流
藤
原
氏
と
法
界
寺
な
ど
氏
寺
薙
髪
寺
に
関

す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
と
興
福
寺
と
の
比
較

や
、
本
章
で
政
治
史
と
し
て
把
握
さ
れ
た
興
福
寺
の
「
宗
教
的
権
威
」
を
介

し
た
氏
長
者
と
藤
原
氏
支
家
と
の
関
係
変
化
を
、
「
氏
寺
」
を
め
ぐ
る
祖
先

第
八
章

院
政
期
政
治
構
造
の
展
開

　
－
保
一
兀
・
平
治
の
鼠
1

　
院
政
期
の
院
・
摂
関
家
は
と
も
に
複
合
権
門
で
あ
っ
た
が
、
院
権
力
の
本

質
が
権
門
と
し
て
の
組
織
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
事
権
を
通
じ
た
国
家
権

力
の
掌
握
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
政
権
の
座
を
失
っ
た
摂
関
家
は
家
産
や
主

従
関
係
を
媒
介
と
し
て
摂
関
家
領
の
一
元
化
・
家
政
機
関
の
拡
充
・
武
力
の

組
織
化
・
興
福
寺
の
統
制
と
い
う
施
策
を
行
い
、
複
合
権
門
化
し
た
こ
と
、

こ
の
時
期
の
軍
事
貴
族
は
政
治
的
・
経
済
的
に
荘
園
領
主
権
門
に
依
存
す
る

存
在
で
自
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
院
政
期
の
政
治
構
造
を
析
出
し
た
上

で
、
保
元
の
乱
・
平
治
の
乱
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
し
、
複
合
権
門
を
維

持
・
統
制
し
よ
う
と
す
る
頼
長
率
い
る
摂
関
家
は
政
界
で
孤
立
し
て
お
り
、

摂
関
家
権
門
の
強
大
化
を
恐
れ
た
院
近
臣
の
挑
発
に
よ
っ
て
保
元
の
乱
が
勃

発
し
、
そ
の
結
果
、
複
合
権
門
摂
関
家
は
解
体
し
て
、
宗
教
的
権
威
興
福
寺

は
摂
関
家
か
ら
分
離
し
、
内
包
さ
れ
て
い
た
武
力
も
消
滅
し
た
こ
と
、
儒
西

ら
の
中
級
廷
臣
層
が
台
頭
し
、
平
清
盛
・
源
義
朝
も
政
治
的
に
自
立
し
地
方

武
士
と
も
結
合
し
て
武
家
棟
梁
と
な
り
、
廷
臣
の
一
角
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
、
強
力
な
知
天
の
君
の
不
在
に
よ
り
院
政
派
・
親
政
派
の
対
立
抗

争
が
生
じ
、
反
獣
畜
派
の
一
斉
蜂
起
に
よ
っ
て
平
治
の
乱
が
起
こ
り
、
そ
の

結
果
院
政
派
・
親
政
派
と
も
中
心
的
人
物
を
失
っ
て
、
清
盛
が
事
実
上
唯
一



評書

の
勝
利
者
と
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。

　
本
章
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
複
合
権
門
と
い
う
捉
え
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の

概
念
は
「
ミ
ウ
チ
政
治
」
と
な
ら
ぶ
本
書
の
中
核
で
も
あ
る
。
著
者
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た
新
し
い
概
念
で
あ
る
だ
け
に
、
今
後
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て

議
論
が
播
き
起
こ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
源
満
仲
ら
の
中
央
軍
事
貴
族

と
主
従
的
な
関
係
を
も
ち
、
氏
長
者
と
し
て
勧
学
院
を
通
じ
て
氏
寺
を
管
轄

す
る
道
長
時
代
の
い
わ
ゆ
る
摂
関
家
は
緩
や
か
な
が
ら
も
複
合
権
門
と
言
え

る
の
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
複
合
権
門
が
職
能
に
分
化
し
た
後
の
武
家
権

門
と
著
者
が
位
置
づ
け
て
い
る
鎌
倉
幕
府
も
、
鶴
岡
八
幡
宮
寺
と
い
う
宗
教

的
権
威
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
著
者
が
論
じ
る
よ
う
な
複

合
権
門
と
い
う
性
格
が
本
当
に
院
政
期
の
院
や
摂
関
家
、
平
氏
の
み
に
限
定

さ
れ
る
か
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
。

第
九
章
　
後
白
河
院
と
平
氏

　
保
元
・
平
治
の
乱
を
通
じ
て
、
後
白
河
院
と
一
定
距
離
を
保
っ
て
い
た
平

清
盛
は
、
後
白
河
院
政
確
立
後
、
高
倉
天
皇
擁
立
で
利
害
が
一
致
し
本
格
的

な
提
携
を
図
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
｝
方
で
、
専
制
化
を
目
指
す
院
・

近
臣
と
外
戚
と
な
っ
て
一
門
の
家
格
向
上
・
政
治
的
地
位
の
確
保
を
図
ろ
う

と
す
る
清
盛
と
の
政
治
構
想
の
違
い
か
ら
、
両
者
は
常
に
緊
張
関
係
を
も
っ

て
お
り
、
鹿
ヶ
谷
事
件
で
さ
ら
に
高
ま
っ
た
緊
張
は
、
天
皇
の
権
威
を
背
景

に
清
盛
の
武
力
を
も
っ
て
後
白
河
院
政
を
停
止
す
る
治
承
三
年
政
変
を
起
こ

さ
せ
、
高
倉
院
政
、
外
孫
安
徳
天
皇
に
政
治
を
委
ね
、
清
盛
が
軍
事
面
か
ら

擁
護
す
る
と
い
う
政
治
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
、
権
門
寺
院
と
結
ん
だ
以
仁

王
の
挙
兵
に
つ
づ
く
内
乱
の
中
で
行
わ
れ
た
福
原
遷
都
・
還
都
塵
の
清
盛
の

施
策
は
武
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
強
大
な
権
力
を
背
景
に
荘
園
領
主
権
門
の
統

合
を
企
図
す
る
も
の
で
、
軍
事
独
裁
体
制
と
し
て
の
平
氏
政
権
は
こ
こ
に
成

立
し
た
が
、
高
倉
院
の
死
、
清
盛
の
死
に
よ
っ
て
後
白
河
院
が
本
格
的
に
政

界
復
帰
す
る
と
、
院
に
従
属
せ
ず
独
自
の
軍
事
行
動
を
続
行
す
る
平
氏
は
貴

族
政
権
と
遊
離
し
、
都
落
ち
、
滅
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　
治
承
三
年
の
政
変
を
平
氏
政
権
の
成
立
と
す
る
通
説
に
対
し
て
、
福
原
か

ら
の
還
都
後
を
平
氏
政
権
の
成
立
と
す
る
新
説
を
提
示
し
た
点
が
評
価
さ
れ

よ
う
。
ま
た
従
来
、
権
門
を
超
え
る
存
在
と
し
て
は
国
王
た
る
天
皇
・
朝
廷

太
政
官
機
構
や
そ
れ
を
含
み
込
ん
だ
院
（
知
覚
の
君
）
の
み
と
理
解
さ
れ
て

き
た
の
に
対
し
て
、
平
氏
政
権
を
「
権
門
分
立
の
超
克
を
志
向
」
し
、
「
諸

権
門
の
上
に
君
臨
す
る
」
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
点
も
新
し
い
論
点
で

あ
ろ
う
。
徳
子
の
入
内
・
立
后
を
翻
転
流
出
身
の
義
子
の
例
に
倣
っ
た
も
の

で
家
格
の
安
定
化
を
企
図
し
た
も
の
と
し
、
外
戚
と
し
て
政
権
を
獲
得
し
よ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
『
玉
葉
』
承
安
元
年
（
一
一
七

一
）
一
二
月
二
日
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、
後
白
河
院
の
猶
子
と
な
っ
た
徳
子
の

入
内
は
藤
原
公
実
の
娘
待
賢
門
院
璋
子
の
例
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
公
実

が
外
戚
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
摂
政
の
地
位
を
望
ん
だ
人
物
で
あ
る
こ
と
は

周
知
に
属
す
る
。
婿
高
倉
を
二
天
の
君
、
外
孫
安
徳
を
天
皇
と
し
、
娘
徳
子

を
国
母
、
婿
基
通
を
摂
政
と
し
て
包
摂
し
て
い
る
清
盛
の
政
治
は
、
自
身
が

摂
関
に
な
れ
な
い
と
い
う
家
格
の
限
界
を
踏
ま
え
た
新
し
い
ミ
ウ
チ
政
治
の

展
開
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

付
論
ω
「
福
原
遷
都
」
考

　
治
承
四
年
六
月
の
福
原
遷
都
は
、
平
氏
と
平
氏
が
擁
立
す
る
安
徳
天
皇
・

高
倉
院
政
の
正
統
性
に
疑
念
を
抱
い
た
権
門
寺
院
と
の
政
治
的
対
立
が
極
限

状
況
に
至
っ
た
中
、
対
立
回
避
の
た
め
平
氏
内
部
の
反
対
論
を
押
し
切
る
形
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で
清
盛
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
、
還
都
論
が
高
ま
る
中
、
富
士
川
の
合
戦
の
敗

北
に
よ
る
動
揺
か
ら
清
盛
も
還
都
に
同
意
し
た
が
、
還
都
や
後
白
河
院
の
幽

閉
解
除
、
基
房
の
帰
京
は
譲
歩
や
妥
協
で
は
な
く
、
院
を
無
力
化
し
た
上
で

象
徴
と
し
て
荘
園
領
主
層
を
組
織
化
し
、
内
乱
鎮
圧
に
積
極
的
に
対
処
し
よ

う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
解
す
る
。

　
謝
意
の
契
機
が
富
士
雄
の
合
戦
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
還
都
当
日
の
『
紅

裏
騙
治
承
四
年
（
一
～
八
○
）
一
　
月
二
三
日
条
の
「
今
依
関
東
逆
乱
事
、

此
沙
汰
出
来
」
と
い
う
一
文
か
ら
見
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

第
十
章

平
氏
政
権
の
崩
壊

　
－
治
承
・
寿
永
の
内
乱
の
史
的
意
義
1

　
平
氏
政
権
は
複
合
権
門
と
し
て
国
家
権
力
を
手
中
に
収
め
て
、
権
門
の
利

益
貫
徹
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
、
個
別
的
・
偶
発
的
な
契
機
で
獲
得
し
た
家

人
の
み
を
強
固
に
組
織
し
、
そ
の
他
の
地
方
武
士
は
公
権
力
に
よ
っ
て
動
員

す
る
と
い
う
軍
制
の
欠
陥
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
他
の
権
門
・
諸
勢
力

と
の
間
に
矛
盾
・
軋
礫
を
生
じ
さ
せ
、
ま
た
保
護
の
外
に
置
か
れ
た
多
く
の

武
士
団
の
不
満
の
噴
出
を
ま
ね
い
て
全
国
的
な
内
乱
が
勃
発
す
る
こ
と
と
な

っ
た
と
す
る
。

　
平
氏
軍
制
の
問
題
と
並
ん
で
、
平
氏
政
権
を
院
政
期
の
院
や
摂
関
家
同
…
様
、

複
合
権
門
で
あ
っ
た
と
見
る
理
解
が
問
題
と
な
ろ
う
。
権
門
に
内
包
さ
れ
る

宗
教
的
権
威
と
し
て
厳
島
神
社
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
高
倉
院
の
御
幸
に
よ

っ
て
地
位
が
高
め
ら
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
国
家
的
規
模
の
大
寺

た
る
性
格
を
も
つ
摂
関
家
の
興
福
寺
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
権
威
は
微

弱
と
言
え
よ
う
。
複
合
権
門
化
と
い
う
理
解
に
た
っ
た
場
合
、
む
し
ろ
延
野

寺
を
氏
寺
に
、
日
吉
社
を
氏
社
に
準
じ
よ
う
と
し
た
動
き
の
方
が
大
き
な
意

味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。

　
最
後
に
本
書
全
体
を
通
じ
て
の
所
感
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
摂
関
政
治
か
ら
治
承
・
寿
永
の
内
乱
に
至
る
中
長
期
的
な
政
治
史
を
本
書

の
よ
う
に
～
貫
し
た
視
点
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
こ
う
と
し
た
専
門
書
は
こ

れ
ま
で
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
田
代
史
を
専
門
と
す
る
研
究

者
は
摂
関
期
ま
で
は
取
り
上
げ
て
も
院
政
期
に
関
し
て
は
展
望
を
述
べ
る
ま

で
だ
っ
た
し
、
中
世
史
を
専
門
と
す
る
研
究
者
は
初
期
院
政
の
前
史
と
し
て

摂
関
政
治
に
雷
及
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
の
断
絶
を
埋
め

る
べ
く
摂
関
政
治
か
ら
平
氏
政
権
ま
で
を
連
続
し
た
視
点
で
正
衝
か
ら
論
じ
、

権
門
体
制
論
を
は
じ
め
と
す
る
現
在
の
研
究
の
枠
組
み
に
再
検
討
を
迫
る
本

書
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
の
眼
目
で
あ
る
ミ
ウ

チ
政
治
論
や
複
合
権
門
論
を
展
開
し
て
い
る
1
部
や
m
部
の
歴
史
叙
述
は
や

や
性
急
す
ぎ
て
、
先
行
研
究
の
検
討
や
実
証
レ
ベ
ル
で
の
論
証
の
不
十
分
さ

も
感
じ
ら
れ
た
。
本
書
が
編
ま
れ
た
こ
と
で
近
年
の
政
治
史
叙
述
的
研
究
論

文
の
基
礎
に
摂
関
家
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
初
期
の
実
証
的
な
研
究
が
あ
る

こ
と
も
あ
ら
た
め
て
認
識
で
き
た
の
で
は
あ
る
が
、
根
幹
に
あ
る
問
題
意
識

（
権
門
の
内
部
構
造
の
変
化
と
そ
の
政
治
史
的
位
置
づ
け
等
）
の
連
続
性
の

｛
方
で
、
初
期
の
研
究
と
近
年
の
研
究
と
の
、
特
に
方
法
論
に
起
因
す
る
安

定
感
の
違
い
を
強
く
感
じ
て
し
ま
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

　
井
原
今
朝
男
氏
は
本
書
を
「
明
快
な
問
題
意
識
と
鮮
明
な
自
己
主
張
を
も

っ
た
書
」
「
論
争
の
書
」
と
評
し
た
（
『
日
本
史
研
究
』
四
一
六
）
が
、
良
い

意
味
で
本
書
が
問
題
提
起
の
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ミ
ウ
チ
政
治

論
や
複
合
権
門
論
を
は
じ
め
と
し
て
、
本
書
で
提
起
さ
れ
た
様
々
な
問
題
は

今
後
議
論
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
全
体
的
な
枠
組
み
の
当
否
の
検
討
は
勿
論
、

152 （438）



著
者
の
問
題
意
識
に
学
ん
で
、
実
証
的
な
研
究
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
も
、

こ
の
著
作
を
手
に
し
た
我
々
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
次
期

の
研
究
対
象
と
さ
れ
る
鎌
倉
時
代
政
治
史
の
論
考
へ
の
期
待
が
高
ま
る
が
、

～
般
読
者
を
も
惹
き
つ
け
る
よ
う
な
魅
力
的
な
当
該
期
通
史
を
執
筆
さ
れ
ん

こ
と
も
望
ん
で
や
ま
な
い
。

　
本
書
の
も
つ
豊
か
さ
、
大
き
さ
を
前
に
、
無
い
物
ね
だ
り
、
且
つ
、
揚
げ

足
取
り
の
よ
う
な
書
評
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
大
幅
な
執
筆
遅
延

を
お
詫
び
し
、
著
者
を
は
じ
め
と
す
る
方
々
の
ご
寛
恕
を
乞
い
た
い
。
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