
藤
内
哲
也
著

『
近
世
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
権
力
と
社
会

…

「
平
穏
な
る
共
和
国
」
の
虚
像
と
実
像
一
』

北
　
田
　
葉
　
子

　
本
書
は
、
近
世
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
わ
が
国
で
出
版
さ

れ
た
は
じ
め
て
の
本
格
的
な
研
究
書
で
あ
る
。
近
世
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
つ
い

て
は
こ
れ
ま
で
も
永
井
三
明
氏
の
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
世
界
』
（
刀
水

書
房
、
一
九
九
四
年
）
や
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
歴
史
』
（
刀
水
書
房
、
二
〇

〇
四
年
）
な
ど
の
研
究
が
存
在
し
た
が
、
本
書
は
、
堅
固
な
貴
族
に
よ
る
寡

頭
制
支
配
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
き
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
祉
会
の
内
側

の
動
き
に
注
目
し
、
そ
の
権
力
構
造
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
点
で
注
目
に

値
す
る
。

　
本
書
は
博
士
論
文
に
加
筆
・
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
六
本
の
既
発

表
論
文
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら

論
評
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
既
に
斎
藤
寛
海
氏
が
本
書
の
書
評
を

行
っ
て
い
る
の
で
、
重
複
す
る
と
思
わ
れ
る
点
は
こ
こ
で
は
な
る
だ
け
述
べ

な
い
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
本
書
の
全
体
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

　
序
　
近
世
初
頭
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
　
政
治
・
経
済
・
社
会
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序
章
で
は
、

の
目
的
が
述
べ
ら
れ
る
。

族
寡
頭
体
制
を
理
想
化
す
る

の
神
話
に
よ
っ
て
、

穏
な
共
和
国
漏

が
れ
て
い
る
と
い
う
。

定
化
さ
れ
た
身
分
と
し
て
描
か
れ
る
一
方
、

い
て
は
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

え
た
上
で
、

に
取
り
込
む
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
し
、

て
き
た
近
世
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
権
力
構
造
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

本
書
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
静
態
的
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
著
者
の

切
り
口
は
鋭
く
、
こ
の
姿
勢
は
本
書
の
全
編
に
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
同

じ
イ
タ
リ
ア
の
近
世
で
は
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
よ
り
も
明
ら
か
に
動
的

な
動
き
を
見
せ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
研
究
す
る
筆
者
に
と
っ
て
は
、
疑
問
も

残
る
。
と
い
う
の
は
、
イ
タ
リ
ア
の
他
都
市
と
の
比
較
で
善
西
え
ば
、
や
は
り

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
静
態
的
で
あ
り
、
「
平
穏
」
な
の
で
あ
る
。
結
論
豹
部
分

投
票
に
基
づ
く
「
柔
ら
か
な
寡
頭
政
」

i
～
五
一
六
⊥
一
六
年
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
の
選
出

を
め
ぐ
っ
て
一

｝
五
八
二
－
八
三
年
の
十
人
委
員
会
改
革

書
記
局
官
僚
層
の
形
成

「
鉄
を
金
に
変
え
る
卑
し
き
鍛
冶
屋
の
ご
と
く
」
　
貴
族
階
級
に
お

け
る
新
家
系
の
成
立

　
　
　
一
六
、
一
七
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
史
が
概
観
さ
れ
、
本
書

　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
神
話
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
内
部
抗
争
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
「
平

　
　
　
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
傾
向
は
現
在
の
研
究
史
に
も
受
け
継

　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
層
は
す
で
に
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
民
階
級
の
社
会
的
上
昇
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
を
踏
ま

　
　
貴
族
階
級
内
部
の
変
化
と
貴
族
階
級
が
新
興
勢
力
を
権
力
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
平
穏
な
る
共
和
国
」
と
い
わ
れ
続
け
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墨書

の
先
取
り
に
な
る
が
、
貴
族
層
内
部
の
変
化
も
非
貴
族
層
の
社
会
的
上
昇
も
、

劇
的
な
変
化
を
も
た
ら
さ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
本
書
は
確
か
に
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ァ
内
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
を
扶
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
し

か
し
本
書
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
動
き
は
吸
収
さ
れ
て
し
ま

う
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
と
し
て
は
む
し
ろ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
「
平
穏
」
さ

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
の
点
で
、
著
者
の
意
気
込

み
に
共
感
で
き
な
い
点
が
残
っ
た
。
序
に
つ
い
て
は
も
う
｛
雪
気
に
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
著
者
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
近
世
を
い
っ
か
ら
と
考

え
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
＝
五
世
紀
後
半
か
ら
の
近
世
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
」
と
田
面
う
言
葉
が
序
の
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
一
五
世
紀
後

半
か
ら
な
の
か
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
～
五
世
紀
後
半
か
ら
を
近
世
と
す

る
の
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
や
イ
タ
リ
ア
諸
国
と
比
較
す
る
と
か
な
り

早
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
が
近
世
史
を
専
攻
し
て
い
る
せ
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
よ
う
な
中
世
か
ら
近
世
ま
で
政
体
が
変
わ

ら
な
い
国
家
の
場
合
、
い
っ
か
ら
を
近
世
と
見
る
か
は
興
味
深
い
点
で
あ
り
、

こ
の
点
に
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
第
｝
章
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
政
治
機
構
と
富
里
の
選
出
シ
ス

テ
ム
を
概
観
し
た
後
、
門
サ
ヴ
ィ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
」
、
「
四
十
人
委
員
会
」
、

「
十
人
委
員
会
」
と
い
っ
た
要
職
の
就
任
者
と
候
補
者
が
分
析
さ
れ
、
一
定

の
有
力
貴
族
層
が
高
位
官
職
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
高
位
宮
職
は
あ
く
ま
で
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
寡
頭
政
を
形
成
す
る
有
力
貴
族
は
、
貴
族
全
体
の
中

で
承
認
さ
れ
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
点
に
、
著
者
は
着
逃
す
る
。
こ
の
制
度

に
よ
っ
て
、
貧
困
貴
族
層
は
有
力
貴
族
層
の
選
出
を
否
決
す
る
と
い
う
消
極

的
な
抵
抗
し
か
で
き
な
く
な
り
、
結
果
的
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
寡
皆
無
を
維

持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
投
票
に
基
づ
く
寡
仁
政
を
著
者
は

「
柔
ら
か
な
寡
頭
政
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
こ
の
章
で
は
、
分
か
り
に
く
い
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
政
府
の
機
構
が
図
解
さ
れ

る
な
ど
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
史
に
詳
し
く
な
い
者
に
も
配
慮
が
あ
り
、
論
旨
も

明
快
で
あ
る
。
ま
た
要
職
の
就
任
者
の
み
な
ら
ず
、
候
補
者
に
ま
で
目
を
向

け
、
落
選
し
続
け
る
候
補
者
を
中
間
層
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
点
な
ど
に

は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
社
会
全
体
を
見
よ
う
と
す
る
広
い
視
野
が
う
か

が
わ
れ
る
。
門
柔
ら
か
な
寡
頭
政
」
と
い
う
言
葉
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
寡

頭
書
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
お
り
、
次
の
第
二
章
の
展
開
に
も
有
効
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
だ
け
気
に
な
る
の
は
、
官
職
の
選
出
に
つ
い
て
扱

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
史
料
が
マ
リ
ン
・
サ
ヌ
ー
ト
の
『
日
記
』
の

み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ヌ
ー
ト
の
日
記
は
五
八
巻
に
も
及
ぶ
長
大
な

も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
官
職
選
出
に
つ
い
て
も
か
な
り
の
情
報
が
得
ら
れ

る
の
も
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
に
限
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
サ
ヴ
ィ

オ
・
グ
ラ
ン
デ
」
以
外
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
情
報
が
か
な
り
少
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
今
後
の
日
本
に
お
け
る
近
世
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
史
研
究
の
発
展
の
た
め
に
も
、
せ
め
て
、
官
職
の
選
出
に
関
す
る
史
料
状

況
に
言
及
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
二
章
で
は
、
一
五
八
二
年
か
ら
八
三
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
十
人
委
員
会

改
革
、
す
な
わ
ち
そ
の
権
限
の
縮
小
と
追
加
委
員
職
の
廃
止
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
改
革
を
め
ぐ
っ
て
、
二
つ
の
学
説
が
あ
る
と

言
う
。
一
つ
は
こ
の
改
革
を
「
老
人
派
」
と
「
青
年
派
」
の
対
立
の
頂
点
と

捉
え
、
「
青
年
派
」
に
権
力
が
移
行
し
た
と
す
る
「
交
代
」
説
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
、
指
導
者
層
の
交
代
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
し
、
「
老
人
派
」
と

「
青
年
派
」
の
対
立
そ
の
も
の
を
重
視
し
な
い
「
連
続
」
説
で
、
こ
れ
は
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M
・
ロ
ー
リ
ー
が
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
ロ
ー
リ
ー
の
主
張

を
「
説
得
力
に
富
む
」
と
し
な
が
ら
も
、
改
革
の
原
因
に
つ
い
て
は
「
交
代

説
」
と
主
張
を
同
じ
く
す
る
点
、
そ
し
て
長
期
的
な
視
野
が
欠
け
て
い
る
点

で
、
ロ
ー
リ
ー
を
も
批
判
す
る
。
そ
し
て
高
位
官
職
就
任
者
に
つ
い
て
の
プ

ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
分
析
に
よ
っ
て
、
十
人
委
員
会
改
革
と
「
老
人

派
」
と
「
青
年
派
」
の
対
立
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
改
革
は
寡
頭
政
を
め
ぐ

る
伝
統
的
な
貴
族
階
級
内
の
対
立
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
結
論
す
る
の
で
あ

る
。　

ロ
ー
リ
ー
の
主
張
に
グ
レ
ン
ド
ラ
ー
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
研
究
を

援
用
し
て
、
十
人
委
員
会
改
革
に
よ
っ
て
も
寡
頭
政
の
権
力
構
造
に
変
化
は

な
か
っ
た
と
す
る
著
者
の
主
張
は
、
明
快
で
あ
り
、
主
張
を
裏
付
け
る
た
め

の
表
も
分
か
り
や
す
い
。
第
～
章
で
定
義
さ
れ
た
「
柔
ら
か
な
寡
頭
政
」
が

十
人
委
員
会
改
革
を
め
ぐ
る
混
乱
に
よ
っ
て
も
揺
る
が
ず
、
そ
れ
が
有
効
に

機
能
し
続
け
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
章
に
つ

い
て
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
ま
ず
、
「
老
人
派
く
①
8
聞
」
・

「
青
年
派
α
Q
δ
爵
巳
」
と
は
何
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
派
閥
な
の
か
が
、
明

確
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
章
内
に
引
用
さ
れ
て
い
る
フ

ラ
ン
ス
大
使
の
言
葉
で
は
、
「
青
年
派
」
と
同
じ
琶
葉
の
訳
語
が
「
若
者
た

ち
α
q
δ
黒
汗
」
と
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
対
立
は
世
代
の
違
う
も
の
た
ち
の

対
立
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な

い
。
結
果
的
に
は
、
「
青
年
派
」
は
反
教
皇
的
な
外
交
政
策
を
押
す
グ
ル
ー

プ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
な
る
と
、
元
老
院
改
革
が
年
長
の
貴
族
と
よ
り
若

年
の
貴
族
に
よ
っ
て
争
わ
れ
て
い
た
と
す
る
同
時
代
の
報
告
を
ど
の
よ
う
に

解
釈
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
両
派
の
明
確
な
定
義
が
な
い
た
め
、

政
権
交
代
は
存
在
せ
ず
、
寡
頭
政
に
変
化
は
起
こ
ら
ず
、
投
票
に
基
づ
く

「
柔
ら
か
な
寡
頭
政
」
が
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
す
る
著
者
の
主
張
も
、

イ
ン
パ
ク
ト
が
欠
け
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
両
派
の
対
立
が
十
人
委
員
会
改

革
と
は
関
係
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
は
紙
幅
を
割
い

て
入
る
が
、
十
人
委
員
会
改
革
の
本
当
の
原
因
だ
っ
た
と
さ
れ
る
寡
州
政
へ

の
反
対
派
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
分
析
し
て
い
な
い
。
結
果
的
に
本
章
は
、

十
人
委
員
会
改
革
で
は
な
く
、
老
人
派
と
青
年
派
の
対
立
の
本
質
を
論
じ
る

章
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
第
三
章
で
は
、
貴
族
層
で
は
な
く
、
市
民
層
に
目
が
向
け
ら
れ
る
。
著
者

は
、
近
年
注
目
さ
れ
始
め
た
書
記
局
官
僚
層
を
本
章
の
対
象
に
し
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
が
従
来
の
静
態
的
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
の
中
で
の
み
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
を
批
判
し
、
そ
の
枠
組
み
を
こ
わ
し
、
書
記
局
官
僚
層
の
形
成
や
発

展
の
過
程
そ
の
も
の
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
は
ま
ず
、
貴
族
に
次
ぐ

地
位
で
あ
る
市
民
身
分
と
は
何
か
を
明
確
に
し
、
そ
の
中
で
も
「
生
ま
れ
に

よ
る
市
民
」
と
い
う
上
層
市
民
層
が
書
記
局
官
僚
を
生
み
出
す
母
体
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
書
記
局
の
組
織
と
権
限
を
概
観
し
た
後
、

書
記
局
宮
僚
の
社
会
的
出
自
の
分
析
か
ら
、
書
記
局
官
僚
家
系
と
も
言
う
べ

き
家
系
が
誕
生
し
、
彼
ら
が
職
務
の
み
な
ら
ず
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
も
有
力

貴
族
層
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
「
高
貴
な
る
市
民
」
と
し
て
社
会
的
上
昇
を

果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
一
部
有
力
貴
族
が
彼
ら
に
支
え

ら
れ
て
寡
頭
語
を
行
う
一
方
で
、
多
く
の
貴
族
が
権
力
か
ら
排
除
さ
れ
て
い

る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
権
力
構
造
を
、
「
ね
じ
れ
た
」
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る
。

　
本
章
は
、
静
態
的
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
著
者
の
試

み
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
章
で
あ
ろ
う
。
市
民
層
で
あ
り
な
が
ら
、
い
わ

ば
有
力
貴
族
層
に
肩
を
並
べ
る
社
会
層
に
ま
で
登
り
つ
め
、
貴
族
的
な
生
活
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評書

様
式
を
し
、
祝
祭
な
ど
の
場
面
で
は
～
般
の
貴
族
を
し
の
ぐ
位
置
づ
け
を
与

え
ら
れ
る
ま
で
に
い
た
っ
た
書
記
局
官
僚
層
の
社
会
的
上
昇
は
、
確
か
に
静

態
的
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
壊
す
も
の
と
言
え
る
。
た
だ
し
、

著
者
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
社
会
的
上
昇
は
、
有
力
貴
族
層
に
依

存
し
た
も
の
で
あ
り
、
貴
族
と
同
等
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
静
態
的
な

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
が
打
ち
破
ら
れ
た
と
見
る
か
ど
う
か
は
、
読
み
手
に
よ
っ

て
分
か
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
章
で
残
念
だ
っ
た
の
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
官
僚
制
が
テ
ー
マ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
記
局
の
み
に
焦
点
が
絞

ら
れ
、
富
僚
層
の
全
体
像
が
見
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
官
僚
の
中
で
も

書
記
局
官
僚
層
が
社
会
的
上
昇
と
い
う
点
で
は
突
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
書
記
局
以
外
の
富
僚
層
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
。
書
記
局
官
僚
層
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
の
中

に
位
置
づ
け
る
た
め
に
も
、
官
僚
層
の
全
体
像
を
示
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
新
貴
族
の
誕
生
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
。
｝
三
八
一
年
以
来
、
貴
族
階
級
を
閉
ざ
し
て
き
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で

あ
る
が
、
～
七
世
紀
半
ば
か
ら
断
続
的
に
新
た
に
貴
族
家
系
に
連
な
る
者
た

ち
が
誕
生
す
る
。
著
者
は
、
新
貴
族
が
ど
の
よ
う
に
旧
来
の
貴
族
体
系
へ
統

合
さ
れ
て
い
く
か
を
重
視
し
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
批
判
し
、
薪
貴
族

の
成
立
を
「
社
会
的
上
昇
」
の
観
点
か
ら
見
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
カ

ン
デ
ィ
ア
戦
争
と
い
う
危
機
の
中
で
経
済
援
助
の
見
返
り
に
貴
族
身
分
を
手

に
入
れ
た
家
系
の
社
会
的
出
自
を
分
析
し
、
短
期
間
で
蓄
財
し
て
社
会
的
上

昇
を
果
た
し
た
、
す
な
わ
ち
「
鉄
を
金
に
変
え
る
卑
し
き
鍛
冶
屋
の
ご
と

く
扁
貴
族
身
分
を
獲
得
し
た
都
市
外
出
身
の
家
系
が
差
別
さ
れ
て
い
た
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
。
新
貴
族
家
系
は
結
果
的
に
は
新
し
い
政
治
勢
力
と
な
る

こ
と
は
な
く
、
個
々
の
家
が
貴
族
階
級
の
申
で
更
な
る
上
昇
を
目
指
し
て
い

く
う
ち
に
、
従
来
の
貴
族
層
の
申
に
統
合
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
上

の
点
を
踏
ま
え
て
著
者
は
、
書
記
局
心
霊
層
や
支
配
下
の
各
地
域
の
貴
族
層

を
エ
リ
ー
ト
層
に
取
り
込
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
「
隈

界
」
を
指
摘
し
、
「
柔
ら
か
な
寡
頭
政
」
の
下
に
あ
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で

は
、
官
僚
層
や
新
貴
族
家
系
を
、
既
存
の
権
力
構
造
を
支
え
る
力
に
転
化
し

て
い
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
上
昇
の
プ
ロ
セ
ス
と
権
力
構
造
上

の
変
容
の
過
程
に
お
け
る
「
ず
れ
」
こ
そ
が
、
「
平
穏
な
る
共
和
国
」
と
し

て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
演
出
す
る
要
因
で
あ
り
、
近
世
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
特

色
で
あ
る
と
著
者
は
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
～
七
世
紀
を
扱
っ
た
章
で
あ
る
が
、
社
会
的
上
昇
の

問
題
を
扱
う
以
上
、
新
貴
族
の
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点

で
、
新
貴
族
の
出
自
を
明
ら
か
に
し
、
彼
ら
が
従
来
の
貴
族
層
に
取
り
込
ま

れ
て
い
く
こ
と
を
明
確
に
し
た
こ
の
章
は
、
本
書
を
締
め
く
く
る
に
ふ
さ
わ

し
い
と
い
え
る
。
社
会
的
上
昇
を
果
た
し
た
書
記
周
官
僚
層
ば
か
り
で
は
な

く
、
新
貴
族
を
も
貴
族
勢
力
を
支
え
る
力
に
変
え
て
い
く
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

「
柔
ら
か
な
寡
頭
政
」
の
「
強
さ
」
が
、
｝
七
世
紀
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ

と
が
、
本
章
で
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
こ
の
第
四
章
で
気
に
な
る
こ
と
は
、
「
貴
族
」
と
い
う
醤
葉
が
、
中

世
か
ら
の
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
一
七
世
紀
は
、
イ
タ
リ
ア
の
貴
族
が
い
わ
ゆ
る
都
市
貴
族

的
な
「
貴
族
」
か
ら
、
血
の
純
潔
や
家
系
の
古
さ
を
重
視
す
る
封
建
的
な

「
貴
族
」
へ
と
変
わ
っ
て
く
時
代
で
あ
る
。
共
和
国
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
も

こ
の
現
象
は
生
じ
て
お
り
、
実
際
本
書
の
記
述
の
中
に
も
そ
れ
が
感
じ
ら
れ

る
箇
所
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
貴
族
家
系
に
対
す
る
「
差
別
」
の
問
題
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を
扱
う
際
に
は
、
ま
ず
背
景
と
し
て
こ
の
よ
う
な
貴
族
観
の
変
遷
に
言
及
す

べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
本
書
金
体
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
評
を
加
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
構
造
の
点
か
ら
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
「
結
論
」
に
あ
た
る
章
が
存
在

し
な
い
。
第
四
章
の
最
後
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
一
冊

の
本
で
明
確
な
問
題
提
起
を
し
た
以
上
、
そ
れ
に
答
え
る
「
結
論
」
に
あ
た

る
章
を
設
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
第
一
章
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
に
も
触
れ
た
が
、
史
料
の
問
題
が
あ

る
。
金
体
と
し
て
一
次
史
料
の
使
用
が
少
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
依
拠

す
る
部
分
が
か
な
り
大
き
い
。
第
～
章
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
第
二
章
は
グ
レ
ン
ド
ラ
ー
の
論
文
、
第
三
章
は
ネ
フ
の
著
作
の
デ
ー
タ

に
依
存
し
て
い
る
。
第
二
章
と
第
三
章
と
い
う
本
書
の
中
核
を
な
す
章
に
お

い
て
、
主
に
使
わ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
が
他
者
の
研
究
に
依
存
し
て
い
る
点
で
、

物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
。
第
四
章
で
は
二
冊
の
著
作
が
お
も
な
史
料
と
な
っ

て
い
る
。
パ
テ
ィ
ス
タ
・
ナ
ー
二
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
史
』
と
匿
名
の

著
者
に
よ
る
噸
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
間
に
あ
る
隠
さ
れ
た
相
違
臨
で
あ
る
。

後
者
は
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
で
あ
り
、
一
次
史
料
と
い
う
点
で
は
問
題
は
な

い
。
し
か
し
新
貴
族
の
社
会
的
出
自
に
つ
い
て
も
、
こ
の
『
隠
さ
れ
た
相

違
』
な
ど
の
著
作
に
依
存
し
て
い
る
。
同
時
代
入
の
視
点
を
探
る
と
い
う
目

的
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
分
析
は
必
要
で
あ
り
、
著
者
は
そ
れ
を
有
効

に
利
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
貴
族
選
出
の
際
の
史
料
な
ど
は
存
在
し
な
い

の
か
ど
う
か
、
疑
問
が
残
っ
た
。
全
体
と
し
て
、
近
世
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を

知
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
史
料
が
ど
れ
だ
け
残
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点

が
、
見
え
て
こ
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。

　
い
ろ
い
ろ
注
文
は
つ
け
て
き
た
が
、
本
書
は
こ
れ
ま
で
の
近
世
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
塗
り
か
え
、
静
態
的
と
言
わ
れ
て
き
た
権
力
構
造
の
内

部
を
亙
り
出
そ
う
と
し
た
意
欲
的
な
著
作
で
あ
る
。
ま
た
、
切
り
口
の
鋭
さ

や
効
果
的
な
表
の
利
用
な
ど
、
随
所
に
著
者
の
鋭
い
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ

る
。
今
後
の
著
考
の
更
な
る
研
究
に
期
待
し
た
い
。
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