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『
中
・
近
世
山
村
の
景
観
と
構
造
』

　

藤
　
田
　
佳
　
久

　
本
書
は
中
世
近
世
に
お
け
る
日
本
の
山
閥
の
村
々
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の

多
く
の
研
究
成
果
に
対
し
て
レ
ビ
ュ
ー
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
示
さ
れ

て
き
た
「
山
村
」
像
を
問
い
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
、
あ
る
種
の
大
胆
さ
と

そ
れ
を
押
し
す
す
め
よ
う
と
し
た
意
欲
作
で
あ
る
。

　
従
来
、
山
間
に
位
置
す
る
村
々
が
固
有
性
を
有
し
て
き
た
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
が
様
々
な
現
象
や
視
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。
と
り

わ
け
、
戦
前
、
柳
田
国
男
が
初
め
て
山
間
に
住
む
人
々
を
「
山
人
」
と
称
し

て
そ
の
固
有
性
を
論
じ
、
そ
れ
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
諸
問
題
を
提
示
し
た

こ
と
は
、
そ
の
後
の
研
究
者
に
山
間
の
村
々
に
対
す
る
好
奇
と
ロ
マ
ン
を
与

え
、
異
界
を
追
い
、
そ
れ
に
ふ
れ
た
い
と
す
る
学
問
的
な
刺
激
を
与
え
た
。

そ
の
こ
と
は
、
昭
和
期
に
入
っ
て
も
な
お
日
本
人
同
士
が
ま
だ
十
分
に
国
内

を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
同
時
期
に
進

行
し
た
鉄
道
網
の
拡
大
や
整
備
、
そ
れ
に
全
国
の
実
測
地
形
図
の
完
成
な
ど

が
そ
の
よ
う
な
新
た
な
好
奇
心
を
満
た
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
局
面

も
あ
っ
た
。
好
奇
な
対
象
は
山
間
、
と
く
に
山
奥
の
旨
々
だ
け
で
な
く
、
島

嗅
や
海
岸
の
津
々
へ
も
及
び
、
研
究
作
髭
だ
け
で
な
く
、
紀
行
作
晶
に
も
な

っ
て
、
さ
ら
に
人
々
の
関
心
を
高
め
た
。

　
そ
れ
は
か
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
航
海
術
と
地
図
作
製
術
を
手
に
入
れ
て

世
界
へ
飛
び
出
し
、
「
地
理
的
発
見
時
代
」
を
も
た
ら
し
た
状
況
と
類
似
し
、

い
わ
ば
日
本
版
地
理
的
発
見
時
代
と
も
い
っ
て
よ
い
時
代
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
「
地
理
的
発
見
時
代
扁
を
も
た
ら
し
た
大

航
海
の
船
に
は
や
が
て
地
理
学
者
な
ど
研
究
者
も
同
乗
し
、
異
界
と
み
な
さ

れ
た
新
発
見
地
域
の
民
族
や
文
化
、
生
産
物
、
動
植
物
な
ど
の
調
査
結
果
が

本
国
へ
も
た
ら
さ
れ
、
近
代
科
学
の
基
礎
材
料
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
そ

れ
が
の
ち
に
植
民
地
獲
得
競
争
へ
突
入
し
て
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。

　
日
本
版
地
理
的
発
見
時
代
も
同
様
な
側
面
が
あ
り
、
現
地
入
り
し
た
研
究

者
が
思
い
思
い
に
記
録
し
、
折
か
ら
少
し
ず
つ
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
洋
学
か

ら
の
視
点
も
加
わ
り
、
新
た
な
学
問
領
域
や
方
法
論
が
試
行
さ
れ
た
。
そ
こ

で
は
対
象
と
な
っ
た
喜
々
を
異
界
と
み
る
か
、
単
な
る
時
系
列
的
な
断
面
と

み
る
か
に
よ
っ
て
対
象
自
体
の
見
え
方
が
当
然
異
な
っ
て
い
た
。

　
戦
前
の
異
界
さ
が
し
ブ
ー
ム
は
臨
戦
体
制
下
で
中
断
す
る
が
、
そ
れ
は
戦

後
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
に
再
現
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
研
究
者
側
も

経
済
的
余
裕
の
申
で
日
本
文
化
論
を
自
問
す
る
余
裕
を
も
ち
、
ま
た
急
激
な

都
市
化
に
と
も
な
う
山
間
地
域
か
ら
の
人
口
流
出
の
問
題
地
．
域
と
し
て
の
山

村
の
浮
上
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
植

民
地
の
舞
台
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
急
拠
編
成
さ
れ
た
都
市
側
か
ら
の

～
方
的
見
方
に
よ
る
研
究
材
料
の
収
集
が
図
ら
れ
た
。
自
治
体
史
の
作
成
や

ダ
ム
に
よ
る
水
没
地
域
の
緊
急
調
査
、
そ
れ
に
多
く
の
行
政
調
査
な
ど
が
行

わ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
に
参
加
し
た
の
は
都
市
側
の
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
視

点
も
異
界
論
と
非
異
界
論
が
併
存
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
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そ
ん
な
前
者
の
例
に
は
民
俗
学
の
多
く
が
あ
り
、
環
境
論
を
ベ
ー
ス
と
す

る
地
理
学
の
中
に
も
異
界
論
が
み
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
民
俗
学
に
よ
る
異
界

論
は
き
わ
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
例
に
は
も
っ
ぱ
ら
文
献

を
頼
り
に
対
象
を
位
置
づ
け
る
歴
史
や
村
落
社
会
論
の
枠
内
で
把
握
し
よ
う

と
す
る
社
会
学
な
ど
が
あ
っ
た
。
極
端
に
い
え
ば
、
前
者
の
超
時
間
的
世
界

と
し
て
の
把
握
に
対
し
て
、
後
者
の
時
系
列
的
ズ
レ
と
し
て
の
把
握
と
い
う

二
つ
の
視
点
で
あ
り
、
山
間
の
村
々
や
そ
の
空
間
は
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
視

点
が
重
な
る
場
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
両
者
の
問
に
は
、
方
法
論
を
含
め
理

論
的
枠
組
み
の
違
い
が
あ
り
、
両
者
の
視
点
は
相
互
に
混
じ
り
あ
う
ど
こ
ろ

か
交
叉
す
る
こ
と
も
な
い
に
近
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
た
。

二

　
や
や
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
本
書
の
著
者
は
こ
の
両
論
の
間
隙
を
歴

史
地
理
学
の
立
場
か
ら
埋
め
ら
れ
な
い
か
と
い
う
点
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
。

両
論
問
で
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
や
概
念
な
ど
が
不
整
合
で
あ
り
、
違
っ

た
方
向
性
の
座
標
軸
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
同
一
の
座
標
軸
上
に
統
合
し

よ
う
と
す
る
著
者
の
意
図
は
、
そ
れ
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
も
含

め
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
胆
で
あ
り
、
野
心
的
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ

が
成
功
し
た
か
ど
う
か
を
問
お
う
と
し
た
の
が
若
く
し
て
本
書
を
出
版
し
た

著
者
の
意
思
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
違
っ
た
座
標
軸
を
統
合
す
る
に
は
当
然
い
く
つ
か
の
作
業
が

必
要
に
な
る
。

　
著
者
は
そ
の
作
業
方
法
と
し
て
既
存
の
研
究
成
果
の
見
直
し
と
、
そ
こ
で

用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
の
見
直
し
を
図
っ
た
。
そ
の
見
直
し
に
は
当
然
あ
る

種
の
作
業
仮
説
が
必
要
に
な
る
。
第
｝
章
は
そ
の
仮
説
を
論
じ
た
部
分
で
あ

り
、
本
書
の
論
理
的
枠
組
み
の
基
本
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
仮
説
の
一
は
、
山
間
の
吾
々
で
の
紅
塵
の
生
業
が
縄
文
時
代
以
来
の
狩

猟
・
採
集
・
焼
畑
、
畑
作
と
一
貫
し
た
系
譜
で
説
明
さ
れ
て
き
た
従
来
の
研

究
成
果
に
対
し
て
、
縄
文
の
生
業
は
か
っ
て
平
野
部
に
も
存
在
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
い
な
ど
か
ら
、
従
来
の
系
譜
を
見
直
し
、
そ
れ
ら
山
間
の

村
々
の
文
化
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
石
高
制
実
施
後
の
近
世
以
降
で
は
な
い

か
と
し
た
点
。

　
仮
説
の
工
は
歴
史
的
政
治
体
制
と
「
山
民
」
と
の
関
係
に
注
目
し
、
連
続

し
た
筈
の
山
間
で
の
居
住
者
と
新
た
な
参
入
者
と
の
関
係
、
従
来
重
視
さ
れ

た
近
世
初
期
の
山
問
の
村
々
で
の
一
揆
論
な
ど
の
研
究
成
果
を
読
み
返
し
、

中
世
と
近
世
の
間
に
山
問
の
村
々
に
対
す
る
政
策
転
換
が
林
政
を
軸
に
行
わ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
点
。
た
だ
し
、
こ
の
第
二
の
仮
説
も
第
一
の
仮

説
と
関
係
し
て
い
る
が
、
中
世
に
お
け
る
山
番
の
麗
々
へ
の
視
点
が
ま
だ
必

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
点
も
含
め
仮
説
ら
し
さ
を
も
つ
が
、
そ
れ
ほ
ど
新
鮮

な
仮
説
で
は
な
い
。

　
仮
説
の
三
は
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
さ
れ
た
「
原
始
山
村
」
と
近
世
以
降
の

山
村
の
林
業
生
産
の
浮
上
の
問
に
、
近
世
以
前
の
生
業
の
多
様
性
が
近
世
以

降
の
商
晶
経
済
化
の
中
で
特
化
傾
向
を
示
し
、
そ
れ
が
人
口
扶
養
力
を
支
え

た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
近
世
以
降
と
そ
れ
以
前
に
境
界
が
あ
る
と
す
る
点
。

し
か
し
、
こ
の
仮
説
の
三
は
そ
れ
自
体
は
す
で
に
あ
ら
た
め
て
主
張
す
る
ほ

ど
の
新
鮮
さ
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
著
者
の
論
理
は
こ
の
三
つ
の
作
業
仮
説
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
そ

の
う
ち
第
一
の
仮
説
に
第
二
と
第
三
の
仮
説
を
か
ら
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

従
来
、
門
山
村
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
概
念
化
さ
れ
て
き
た
異
界
論
は
、

近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
所
産
で
あ
り
、
「
内
な
る
異
地
域
」
と
し
て
他
地
域
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か
ら
識
別
さ
れ
た
こ
と
、
近
世
に
な
っ
て
使
わ
れ
た
「
里
方
」
に
対
す
る

「
山
方
」
の
認
識
呼
称
も
以
上
の
論
点
に
符
号
す
る
と
す
る
。

　
つ
ま
り
、
著
者
の
最
大
の
主
張
す
べ
き
論
点
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
作
業
仮

説
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
総
合
性
に
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
作
業
仮
説
は
三

次
元
の
各
軸
を
示
し
、
全
体
と
し
て
三
次
元
の
座
標
軸
を
構
成
さ
せ
る
形
で

展
開
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
各
座
標
軸
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
既
存

の
研
究
成
果
が
多
様
な
意
味
論
と
し
て
浮
上
し
た
り
沈
下
し
た
り
す
る
。
そ

の
浮
沈
を
裁
く
の
が
各
座
標
軸
の
基
準
軸
で
、
そ
れ
自
体
が
中
世
と
近
世
と

の
境
界
線
を
示
し
て
い
る
。
研
究
成
果
の
浮
沈
は
こ
の
境
界
線
の
基
準
と
な

る
時
間
軸
で
ふ
る
い
分
け
ら
れ
、
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
初
に
ふ
れ

た
二
つ
の
論
、
つ
ま
り
異
界
論
と
非
異
界
論
を
こ
の
時
間
軸
で
仕
訳
し
、
統

合
し
よ
う
と
す
る
論
理
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
当
然
仕
訳
し
に
く
い
分
野
や
成
果
も
存
在
し
、
そ
の
処
理

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
も
出
て
く
る
。
著
者
は
そ
れ
を
読
み
替
え
た
り
、

批
判
し
な
が
ら
こ
の
座
標
軸
上
で
ふ
る
い
分
け
る
こ
と
で
そ
の
問
題
を
乗
り

越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
当
然
の
如
く
、
著
者
の
仮
説

か
ら
発
す
る
推
論
が
多
用
さ
れ
、
推
論
を
ベ
ー
ス
と
し
た
論
理
に
も
つ
な
が

り
や
す
く
な
る
。
そ
れ
を
本
来
乗
り
越
え
る
の
は
、
著
者
自
ら
の
着
実
な
実

証
研
究
に
よ
り
、
推
論
の
幅
を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

今
後
に
の
こ
さ
れ
た
課
題
の
一
つ
に
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
仮
説
二
と
三
は
あ
ま
り
新
鮮
さ
を
感
じ

な
い
だ
け
に
、
こ
の
仮
説
二
と
三
は
座
標
軸
上
で
の
研
究
成
果
の
浮
沈
理
は

比
較
的
う
ま
く
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
仮
説
一
は
評
者
に
と
っ
て
も
最
も
新
鮮
に
思
わ
れ
る
。

恐
ら
く
著
者
が
最
も
主
張
し
た
い
座
標
軸
で
も
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
仮

説
～
が
う
ま
く
説
明
で
き
れ
ば
、
仮
説
二
と
三
が
か
な
り
自
明
の
部
分
を
含

ん
で
い
る
だ
け
に
、
仮
説
一
、
二
、
三
が
連
動
し
て
立
体
的
な
山
間
地
域
論

が
浮
か
び
上
る
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仮
説
二
の
中
の
不
確

定
な
部
分
で
あ
る
中
世
の
山
間
の
幽
々
の
性
格
論
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
さ

ら
な
る
研
究
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
次
第
で
は
仮
説
二
が
成
立
つ
か

ど
う
か
に
か
か
わ
る
余
地
も
あ
る
。
著
者
が
こ
の
点
に
つ
い
て
各
論
申
で
若

干
の
研
究
を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
の
課
題
に
挑
戦
中
と
し

て
評
価
し
た
い
。

　
以
上
か
ら
、
本
書
の
論
理
構
造
が
わ
か
っ
て
く
る
が
、
く
り
か
え
せ
ば
仮

説
一
の
座
標
軸
上
で
の
展
開
こ
そ
が
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
も
っ
と
も
力
を

入
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
説
～
の
座
標
軸
に
は
多
く
の

超
時
間
的
異
界
論
の
世
界
を
説
く
研
究
成
果
が
並
ん
で
お
り
、
そ
の
浮
沈
を

整
理
す
る
の
は
そ
ん
な
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
先
走
っ
て
い
え
ば
、
以
下
の
各
論
で
こ
の
仮
説
一
の
解
明
を
試

み
る
べ
く
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
論
考
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
筆
者
が
欝

欝
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
が
基
本
的
に
は
既
存
の
研
究
の
読
み
替

え
や
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
、
前
述
の
よ
う
な
視
点
を
貫
こ
う
と
し
た
た
め
で
あ

り
、
そ
れ
が
既
存
の
研
究
成
果
の
枠
内
で
し
か
事
象
を
取
り
扱
え
な
い
と
い

う
隈
界
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
筆
者
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
た
仮

説
一
の
座
標
軸
上
の
展
開
を
著
者
は
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
か
。
例
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
点
は
著
者
自
ら
が
自
分
の
脚

で
か
せ
い
だ
研
究
に
よ
っ
て
今
後
克
服
し
て
欲
し
い
と
願
い
た
い
。

三
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以
下
は
各
論
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。
各
論
は
そ
れ
ぞ
れ
す
で
に
発
表
さ
　
　
卿



れ
た
論
考
の
集
大
成
で
あ
る
。
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
中
に
は
村
絵
図
の

山
容
描
写
な
ど
本
筋
と
は
直
接
関
係
し
な
い
と
思
わ
れ
る
論
考
も
含
ま
れ
る

が
、
基
本
的
に
は
山
間
地
域
や
山
間
地
域
へ
の
ま
な
ざ
し
が
近
世
に
入
っ
て

か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
諸
問
題
を
発
生
さ
せ
た
と
い
う
論
点
に
収
去
す
る

（
筈
）
と
す
る
論
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
前
述
し
た
よ
う
に
著
者
の
論

理
で
あ
る
。

　
以
上
の
具
体
的
手
段
と
し
て
、
当
然
ま
ず
中
世
に
お
け
る
山
間
地
域
の
特

姓
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
著
者
は
そ
の
た
め
に
第
二
章
「
中
世
山
村
と

山
地
空
間
…
一
土
佐
国
大
忍
野
槻
山
に
お
け
る
名
の
領
域
と
空
間
認
織
l

I
」
、
第
五
章
「
『
熊
谷
家
伝
記
』
に
み
る
開
発
定
住
と
空
間
占
有
一
中
世

を
回
顧
す
る
近
世
山
村
民
（
そ
の
　
と
、
第
六
章
「
大
和
国
吉
野
川
上
流
域

に
お
け
る
「
由
緒
」
と
自
立
的
な
中
世
山
村
像
一
中
世
を
回
顧
す
る
近
世

山
村
民
（
そ
の
工
）
」
と
三
編
を
用
意
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
近
世
の
山
間
地
域
に
つ
い
て
は
第
三
章
「
大
和
国
吉
野
郡
川
上
郷

倉
戸
村
に
お
け
る
近
世
前
期
の
畑
作
景
観
一
文
禄
検
地
・
延
宝
検
地
を
中

心
に
　
　
」
、
第
四
章
「
大
和
国
吉
野
川
上
流
域
に
お
け
る
焼
畑
の
出
入
り

作
と
「
寺
領
」
に
つ
い
て
」
の
二
編
を
用
意
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
章
の
順
番
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
二
章
で
中
量

の
山
間
地
域
を
論
じ
た
あ
と
次
章
と
次
々
章
で
は
近
世
の
山
間
が
論
じ
ら
れ
、

そ
の
あ
と
第
五
章
と
第
六
章
で
再
び
中
世
の
轟
々
へ
の
言
及
が
あ
り
、
前
述

し
た
よ
う
な
論
理
構
造
の
展
開
を
期
待
し
て
読
み
続
け
た
い
読
み
手
と
し
て

は
、
少
々
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
章
、
第
三
章
、

第
四
章
が
村
々
の
領
域
に
こ
だ
わ
り
、
領
域
論
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
し
た

た
め
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
み
た
と
し
て
も
第
三
章
の
内
容
は
直

接
的
に
は
領
域
論
に
つ
な
が
っ
て
は
い
な
い
。
第
三
章
は
前
後
の
章
の
つ
な

が
り
か
ら
み
る
と
異
質
の
存
在
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
二
章
と
第
四
章
の
村
の
領
域
論
は
本
書
の
論
理
構
造

の
仮
説
二
の
座
標
軸
（
政
治
と
支
配
）
の
一
部
を
な
す
も
の
と
言
え
る
。

　
後
半
の
第
五
章
と
第
六
章
は
、
近
思
に
お
け
る
山
間
の
村
々
の
人
々
の
中

世
へ
の
無
稽
記
録
の
中
に
読
み
と
れ
る
中
世
の
山
間
の
遅
々
の
イ
メ
ー
ジ
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
論
考
で
、
そ
の
延
長
に
終
章
で
あ
る
第
七
章

「
地
方
書
に
み
る
近
世
の
村
落
類
型
観
…
里
方
・
山
方
・
縫
方
　
　
」
が

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
達
意
し
た
三
論
考
は
軸
と
し
て
ま
と
ま
り
を

み
せ
、
内
容
的
に
も
面
白
く
、
著
者
が
最
も
主
張
し
た
い
論
理
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
仮
説
三
の
商
品
生
産
に
か
か
わ
る
座
標
軸
で
あ
る
が
、
著
者

の
主
張
す
る
内
容
か
ら
み
れ
ば
仮
説
二
の
近
世
の
山
村
政
策
に
か
か
わ
る
座

標
軸
の
ウ
ェ
イ
ト
の
方
が
高
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
各
仮
説
は
そ
れ
ぞ
れ
独

立
的
で
は
な
く
、
あ
る
局
面
で
は
相
互
に
強
く
関
連
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
各
論
の
展
開
を
み
る
と
、
少
し
個
別
的
配
列
を
含
み
な
が
ら

も
、
中
世
と
近
世
の
村
領
域
論
、
お
よ
び
近
世
山
間
の
諾
々
の
人
々
の
中
世

の
山
間
世
界
へ
の
イ
メ
ー
ジ
論
の
二
論
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容

か
ら
み
れ
ば
仮
説
二
を
中
心
に
、
一
部
仮
説
三
を
含
ん
だ
事
例
研
究
の
展
開

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
仮
説
～
の
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
著
者
が
巻
頭
で

展
開
し
た
論
理
構
造
に
か
な
り
濃
淡
の
差
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

だ
け
に
濃
淡
差
を
埋
め
つ
つ
、
さ
ら
に
各
座
標
軸
の
基
準
を
確
実
に
す
る
研

究
を
今
後
も
期
待
し
た
い
。

四

最
後
に
各
論
の
内
容
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
、
評
者
の
気
付
い
た
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評害

点
を
コ
メ
ン
ト
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
領
域
論
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
中
世
山
村
と
山
地
空
間
1
一
土
佐
国
大
忍
荘
横
山
に
お
け
る

み
ょ
う

名
の
領
域
と
空
間
認
織
－
」
は
著
者
の
創
世
山
間
の
歴
史
的
地
域
に
つ

い
て
の
実
証
的
研
究
で
あ
る
。
評
者
も
か
っ
て
こ
の
一
帯
へ
出
か
け
た
こ
と

が
あ
り
、
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
る
。

　
本
章
は
本
書
の
中
で
唯
～
中
世
の
山
間
の
管
下
を
正
面
か
ら
把
握
し
よ
う

と
し
た
事
例
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
も
当
時
の
名
の
領
域
を
地
名
の
比
定
を
し

な
が
ら
近
世
の
複
数
の
写
本
か
ら
引
き
出
し
、
中
世
の
名
の
領
域
の
分
合
や

分
割
が
近
世
の
村
域
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
境
界
の
記
録
か
ら
尾

根
や
谷
な
ど
地
形
が
境
界
と
さ
れ
、
集
水
域
単
位
の
空
闘
認
識
も
し
て
い
た

と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
背
景
に
は
名
を
単
位
と
し
た
耕
作
化
の
進
展
が

あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
山
間
地
域
で
の
名
の
境
界
を
こ
の

よ
う
な
方
法
で
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
点
は
近
世
以
降
の
山
間
村
落
の
存

在
形
態
を
み
る
上
で
も
関
心
を
も
た
れ
る
研
究
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
、
近
世
以
前
に
お
い
て
名
領
域
が
ど
の
程
度
ま
で
山
間
地
域
を
カ

バ
ー
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
カ
バ
ー
す
る
だ
け
の
必
然
性
が
あ
っ
た
の
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
近
世
に
入
っ
て
も
な
お
山
間
地
域
で
は
飛
地
的
開
発
が

す
す
む
な
ど
、
山
間
地
域
が
濡
々
の
領
域
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
て
は
い

な
か
っ
た
事
例
は
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
名
に
よ
る
領
域
が
ど
の
よ
う
な

名
内
部
の
構
造
が
反
映
し
た
形
で
形
成
さ
れ
た
か
も
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
素
朴
な
問
題
と
し
て
、
一
般
に
山
間
の

昏
々
の
う
ち
、
外
帯
の
よ
う
な
急
峻
な
山
地
で
の
集
落
は
、
凸
地
に
立
地
す

る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
尾
根
筋
が
境
界
線
に
な
っ
た
り
、
集

水
域
の
地
形
単
位
が
領
域
単
位
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
発
想
に
は
観
念
的
な

臭
い
が
す
る
が
ど
う
だ
ろ
う
。

　
こ
の
中
世
の
領
域
論
を
近
世
へ
と
延
長
し
て
検
討
し
よ
う
と
し
た
の
が
第

四
章
「
大
和
国
吉
野
川
上
流
域
に
お
け
る
焼
畑
の
出
入
り
作
と
「
村
鑑
」
に

つ
い
て
」
で
あ
る
。
読
み
帯
側
か
ら
す
る
と
、
第
懸
章
で
扱
っ
た
土
佐
槙
山

に
お
け
る
近
世
で
の
領
域
論
を
展
開
し
て
も
ら
え
た
ら
、
中
世
と
近
世
の
時

代
比
較
が
も
っ
と
は
っ
き
り
と
示
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
異
な
っ
た

舞
台
で
の
展
開
は
異
な
っ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
か
ら
で

あ
る
。

　
と
は
い
え
、
著
者
は
吉
野
林
業
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
焼
畑
地
を
め
ぐ

っ
て
、
そ
の
出
作
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
を
村
史
の
史
料
を
ベ
ー
ス
に
し
て

詳
細
に
論
じ
、
～
八
世
紀
初
頭
に
叢
る
一
世
紀
く
ら
い
の
間
に
出
作
慣
行
が

あ
り
、
そ
の
出
作
側
の
持
分
意
識
の
浮
上
が
争
論
の
背
景
に
な
っ
た
こ
と
、

ま
た
焼
畑
後
の
植
林
も
そ
の
よ
う
な
意
識
を
支
え
た
こ
と
、
　
～
時
的
な
焼
畑

ゆ
え
に
出
入
作
は
村
境
を
こ
え
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
年

貢
の
納
入
が
出
入
作
の
認
識
を
強
め
、
村
境
の
意
識
も
高
め
た
の
で
は
な
い

か
と
す
る
。

　
こ
こ
で
は
出
入
作
が
既
存
の
村
境
意
識
を
高
め
た
こ
と
に
結
論
が
置
か
れ

て
い
る
が
、
そ
の
既
存
の
村
境
は
所
与
と
さ
れ
、
そ
の
近
世
碍
管
が
ど
の
よ

う
に
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
分
析
で
は
な
い
。
鳩
入
作
は
山
間
の
蒼
々
だ
け

の
現
象
で
は
な
く
、
平
野
部
で
も
広
く
み
ら
れ
、
農
地
改
革
以
前
の
地
主
小

作
制
下
の
農
村
で
も
な
お
著
者
の
い
う
よ
う
に
出
入
作
自
体
の
認
識
の
中
に

領
域
意
識
が
連
綿
と
続
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は

出
入
作
は
地
上
権
と
し
て
の
認
識
で
あ
り
、
村
領
域
形
成
時
か
ら
存
在
し
た

事
象
と
い
え
、
そ
れ
を
相
互
に
是
認
す
る
こ
と
で
原
初
的
村
領
域
の
形
成
が

可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
評
者
は
み
る
。
そ
の
限
り
で
は
近
世
に
連
続

し
た
中
世
の
村
の
領
域
形
成
は
そ
の
原
点
と
し
て
認
識
で
き
そ
う
に
思
う
が
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ど
う
だ
ろ
う
。

　
第
五
章
確
熊
谷
家
伝
記
』
に
み
る
開
発
定
住
と
空
間
占
有
　
　
中
世
を

回
顧
す
る
近
世
山
村
民
（
そ
の
一
）
－
」
は
三
斜
南
信
国
境
地
帯
の
中
世

か
ら
近
世
に
か
け
て
の
い
わ
ば
同
族
史
を
記
録
し
た
「
熊
谷
家
伝
記
」
を
取

り
上
げ
、
記
録
者
を
近
世
の
編
纂
者
と
み
て
、
編
纂
者
の
編
集
方
針
を
読
み

取
り
な
が
ら
、
編
纂
者
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
中
世
の
山
間
の
心
々
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
す
る
も
う
一
つ
の
論
で
あ
る
。

　
同
伝
記
は
地
元
の
山
崎
一
司
氏
の
努
力
で
新
た
に
よ
り
読
み
や
す
く
復
刻

編
纂
さ
れ
、
長
野
県
で
は
小
学
校
の
副
読
本
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
同
伝
記

は
写
本
を
含
み
、
内
容
の
真
偽
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
っ
て
、
地

元
の
町
史
の
中
で
は
す
で
に
き
わ
め
て
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

評
者
も
二
〇
年
あ
ま
り
前
に
同
伝
記
に
関
心
を
も
っ
た
が
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
は
以
上
の
理
由
で
深
入
り
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
こ
を
前
述
の
よ
う
な
視
点
で
著
者
が
踏
み
込
め
た
の
は
そ
の
よ
う
な
既

存
の
豊
か
な
研
究
蓄
積
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
し
、
そ
の
視
点
は
面
白
い
。

著
者
は
同
伝
記
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
い
く
つ
か
の
ス
テ
ー
ジ
に
分
け
、
落
人
伝

説
起
源
の
勇
躍
記
録
に
、
無
人
の
山
野
へ
の
開
拓
者
と
し
て
の
創
作
性
へ
の

推
理
と
、
そ
こ
に
描
か
れ
よ
う
と
し
た
編
纂
者
に
よ
る
領
域
支
配
の
正
当
性

の
主
張
を
か
ぎ
と
り
、
近
世
人
の
み
た
中
世
認
識
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

前
述
し
た
二
章
の
領
域
論
と
も
交
叉
さ
せ
よ
う
と
す
る
著
者
の
意
図
も
う
か

が
え
る
。
そ
の
点
に
、
従
来
も
同
伝
記
に
創
作
性
を
感
じ
て
き
た
既
往
の
研

究
と
一
味
違
う
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
評
者
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
落
人
伝
承
そ
れ
自
体
も
創
作
で

は
な
か
っ
た
か
と
み
る
。
落
人
伝
承
は
恐
ら
く
は
平
家
の
落
人
伝
承
な
ど
を

売
り
つ
け
る
近
世
系
図
書
き
屋
の
流
布
す
る
中
で
、
落
入
伝
承
自
体
へ
の
憧

れ
が
こ
の
伝
記
の
編
纂
者
の
中
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
今
日
の
こ
の
地
域
に
お
け
る
熊
谷
姓
や
そ
れ
以
外
の
姓
の
分
布

の
申
に
み
ら
れ
る
混
じ
り
具
合
か
ら
の
推
定
に
よ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
同

伝
記
の
村
々
は
な
ぜ
急
峻
な
天
竜
川
河
谷
に
だ
け
集
中
し
た
の
か
、
そ
の
背

後
の
緩
や
か
な
丘
陵
地
を
占
め
た
関
氏
の
領
域
と
の
棲
み
分
け
を
ど
う
説
明

す
る
の
か
を
考
え
る
と
、
同
伝
記
の
領
域
論
は
非
落
人
説
も
含
め
、
も
っ
と

視
点
を
変
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
第
六
章
「
大
和
国
吉
野
川
上
流
域
に
お
け
る
「
由
緒
」
と
自
立
的
な
中
世

山
村
像
　
　
中
世
を
回
顧
す
る
近
世
山
村
民
（
そ
の
二
）
1
」
も
第
五
章

と
同
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
近
世
の
山
間
の
人
々
の
由
緒
書
の
中
か
ら
浮
か

び
あ
が
る
申
世
の
山
間
の
村
童
の
イ
メ
…
ジ
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
作
品
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
由
緒
書
は
、
近
世
に
書
か
れ
た
多
く
の
減
免
嘆
願
書

な
ど
の
中
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
時
系
列

的
に
、
ま
た
主
体
別
に
整
理
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
個
別
的
内
容
が
次
第
に
共
通
化
し
、
あ
わ
せ
て
個
別
地
域
が

流
域
全
体
へ
と
拡
大
し
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
、

内
容
的
に
は
中
世
の
同
地
域
が
独
立
的
で
自
立
的
な
世
界
で
あ
っ
た
と
す
る

イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
地
域
固
有
の
南
朝
史

や
八
籏
八
庄
司
公
文
の
伝
承
な
ど
が
あ
っ
た
た
め
と
す
る
。

　
し
か
し
、
嘆
願
を
く
り
か
え
し
て
も
結
局
減
免
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
ま

で
の
自
分
た
ち
の
出
自
の
申
世
的
世
界
へ
の
陶
酔
か
ら
転
換
し
て
山
間
の
厳

し
い
風
土
性
の
主
張
へ
と
変
わ
り
、
山
間
の
地
域
的
条
件
を
認
め
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
と
す
る
。

　
著
者
は
以
上
の
よ
う
な
方
法
で
近
世
の
こ
の
流
域
の
人
々
の
歴
史
像
や
地
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評書

域
環
境
像
の
認
識
の
仕
方
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
、
興
味
深
い
。
こ
の
流

域
は
自
治
体
史
を
中
心
に
文
書
類
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う

な
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
研
究
成
果
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
か
た
し
ょ

　
終
章
の
第
七
章
門
地
方
書
に
み
る
近
世
の
村
落
類
型
観
…
一
里
方
・
山

方
・
課
方
1
一
」
は
、
い
わ
ば
農
山
漁
村
と
し
て
の
認
識
が
い
つ
始
ま
っ
た

の
か
と
い
う
視
点
で
、
関
係
す
る
地
方
書
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り

明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
か
ら
の
「
山
村
」
概

念
を
含
む
村
落
類
型
論
の
見
直
し
も
意
図
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

　
著
者
は
今
日
の
農
山
漁
村
の
意
味
に
つ
な
が
る
里
方
・
山
方
・
浦
方
の
用

語
に
注
目
し
、
結
論
的
に
は
「
村
柄
」
的
な
村
の
認
識
で
は
あ
っ
た
が
、
近

世
に
入
っ
て
か
ら
の
貢
租
設
定
に
か
か
わ
る
支
配
者
側
の
発
想
と
し
て
登
場

し
た
と
す
る
。
こ
の
点
は
著
者
の
こ
の
書
の
基
本
的
主
題
に
関
わ
る
論
で
あ

り
、
こ
の
書
の
コ
応
の
」
結
論
と
も
い
え
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
コ
応
扁
と
し
た
の
は
、
著
者
自
ら
が
や
っ
と
最
後
に

な
っ
て
、
こ
れ
ら
近
世
の
村
落
類
型
論
、
も
ち
ろ
ん
「
山
村
扁
と
し
て
の
類

型
は
、
近
代
以
降
に
確
立
し
固
定
化
さ
れ
た
観
念
的
視
点
の
延
長
上
の
発
想

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
、
そ
の
点
で
は
既
存
の
観
念
上
か
ら
自
由
に
な

れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
、
と
い
う
理
れ
の
吐
露
に
評
者
も
理
解
を

示
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
中
世
近
世
の
山
間
の
村
々
に
こ
だ
わ
っ
て
展
開

し
て
き
た
こ
の
作
品
も
白
紙
へ
戻
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

同
時
に
そ
こ
に
山
間
の
差
手
の
姿
を
さ
ら
に
新
た
な
視
点
か
ら
描
き
出
せ
る

可
能
性
が
十
分
生
じ
て
く
る
。

　
著
者
の
い
う
こ
の
虞
れ
の
論
点
は
、
本
来
こ
の
書
が
巻
頭
で
堂
々
と
野
心

的
に
主
張
し
た
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
結
局
、
最
後

に
な
っ
て
ま
た
元
の
論
点
に
戻
る
見
解
を
示
し
た
こ
と
は
、
こ
の
書
が
必
ず

し
も
当
初
の
目
論
見
量
り
に
い
か
な
か
っ
た
塗
れ
を
示
し
た
と
も
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
評
者
が
前
半
で
言
及
し
た
よ
う
に
、

本
書
が
論
考
の
構
図
だ
と
し
て
示
し
た
三
つ
の
仮
説
の
う
ち
、
各
論
考
は
す

で
に
か
な
り
自
明
と
思
わ
れ
る
仮
説
二
と
～
部
仮
説
三
の
軸
上
に
展
開
し
、

最
も
新
鮮
で
、
最
も
挑
戦
的
と
思
わ
れ
た
仮
説
一
の
論
考
を
欠
い
た
こ
と
に

よ
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
く
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
が
、

巻
頭
で
著
者
が
墨
つ
ぼ
く
記
し
た
仮
説
一
に
あ
た
る
座
標
軸
上
の
論
証
を
自

ら
の
脚
と
手
で
ぜ
ひ
開
拓
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
こ
の
書
で
展

開
し
た
山
聞
の
村
営
に
対
す
る
江
戸
時
代
に
な
っ
て
の
眼
差
し
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
よ
う
と
し
た
力
量
に
つ
い
て
は
十
分
評
価
に
値
す
る
。
そ
れ
だ
け
に

巻
頭
と
最
後
に
吐
露
し
た
部
分
へ
．
の
切
り
込
み
こ
そ
本
来
の
こ
の
書
の
目
的

で
あ
っ
た
と
し
て
、
次
な
る
研
究
が
実
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

五

　
す
で
に
評
者
は
以
上
の
各
ポ
イ
ン
ト
で
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
た
。
こ
こ
で
は

最
後
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
終
わ
り
に
し
た
い
。

　
本
書
を
全
体
構
成
と
し
て
み
た
コ
メ
ン
ト
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
個
々
の

論
考
と
し
て
み
る
と
、
新
た
な
着
想
と
と
も
に
、
実
に
多
く
の
先
行
研
究
や

関
連
文
献
を
渉
猟
し
立
論
、
展
開
し
て
い
る
点
は
著
者
の
す
ぐ
れ
た
力
蚤
が

十
分
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
し
た
い
。
ま
た
文
章
力
は
や
や
文
学
的

ふ
ん
い
き
が
漂
う
が
、
す
ぐ
れ
た
文
才
の
持
ち
主
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
だ
若
い
研
究
考
だ
け
に
そ
の
将
来
性
を
大
い
に
期
待
し
た
い
。

　
そ
れ
を
認
め
た
上
で
最
後
に
一
点
、
総
じ
て
本
書
は
そ
の
目
的
上
、
既
存

（895）131



の
研
究
文
献
に
依
拠
し
て
展
開
し
て
お
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
の
ド
ロ

ド
ロ
し
た
感
じ
で
は
な
く
、
ス
マ
ー
ト
さ
を
感
じ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に
先
行
研
究
の
引
用
や
利
用
も
幅
広
い
領
域
に
ま
た
が
る
が
、
経
済

史
や
農
村
史
、
社
会
史
、
史
学
な
ど
関
連
分
野
の
研
究
論
文
は
概
し
て
研
究

対
象
の
空
間
的
位
置
づ
け
を
問
題
に
し
て
い
な
い
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
地
域

論
と
し
て
展
開
す
る
地
理
学
で
援
用
す
る
場
合
、
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
い

と
虚
像
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、

本
書
で
も
引
用
文
献
か
ら
近
世
の
遠
州
北
部
で
植
林
が
～
般
化
し
て
い
た
か

の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ご
く
　
部
の
篤
林
家
の
例
外
的
局
地
的

事
例
に
す
ぎ
ず
、
遠
州
の
山
地
で
の
植
林
が
拡
大
す
る
の
は
明
治
二
〇
年
代

を
端
緒
に
し
て
同
論
〇
年
代
以
降
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
も
本
格
化
す
る
の
は

戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、
多
忙
の
申
で
中
断
し
つ
つ
書
き
綴
っ
た
た
め
マ
ト
外
れ
の
部
分
も

あ
る
か
と
思
う
。
そ
の
点
は
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
最
後
に
あ
ら
た
め
て

著
者
の
今
後
の
ご
活
躍
を
期
待
し
て
終
わ
り
と
し
た
い
。
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