
藤
本
猛

『
風
流
天
子
と
「
君
主
独
裁
制
」

　
　
　
北
宋
徽
宗
朝
政
治
史
の
研
究
一
』

城
　
　
地

孝

　
個
人
的
な
話
で
恐
縮
だ
が
、
本
書
を
手
に
し
て
ま
ず
思
い
起
こ
し
た
の
は

先
師
津
田
芳
郎
先
生
の
欝
で
あ
っ
た
。
修
士
課
程
に
上
が
っ
て
す
ぐ
の
頃
で

あ
っ
た
か
、
明
代
の
政
治
史
を
専
攻
す
る
私
に
先
生
は
「
前
近
代
中
国
の
政

治
史
が
ど
の
程
度
の
水
準
で
で
き
る
か
を
把
握
す
る
た
め
に
誌
代
の
政
治
史

に
も
目
を
通
し
て
お
く
よ
う
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
む
ろ
ん

当
時
に
あ
っ
て
も
明
代
の
政
治
・
制
度
史
に
関
す
る
研
究
蓄
積
は
決
し
て
少

な
く
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
往
々
に
し
て
「
最
後
発
」
と
形
容
さ
れ
る
明

代
の
政
治
史
に
比
し
て
、
黒
熊
史
で
は
政
治
・
制
度
史
が
分
野
と
し
て
確
立

し
て
お
り
、
分
析
の
視
角
や
手
法
、
そ
の
結
果
と
し
て
示
さ
れ
る
理
解
の
構

造
化
・
理
論
化
の
度
合
い
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
追
い
か
け
る
べ
き
「
水

準
」
を
有
し
て
い
る
と
の
印
象
は
、
少
な
く
と
も
当
時
の
私
に
は
拭
い
難
い

も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
の
言
か
ら
推
す
に
、
そ
う
し
た
認
識
は
お
そ
ら
く
研

究
者
の
問
で
も
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
差
が
何
に
由
来
す
る
か
と
考
え
る
と
、
や
は
り
「
唐
宋
変
革
」

を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
時
代
を
画
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
ひ
と
つ
と
し
て
宋

代
以
降
の
「
君
主
独
裁
制
」
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
一

点
に
起
因
す
る
と
言
っ
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
藤
本
闇
闇
（
以
下
、
著
者
）

に
よ
る
本
書
は
、
こ
の
よ
う
に
中
国
史
の
中
で
大
き
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら

れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
議
論
が
深
め
ら
れ
て
き
た
門
君

主
独
裁
制
」
論
の
再
検
討
を
掲
げ
て
、
こ
れ
ま
た
従
来
そ
の
政
治
面
は
必
ず

し
も
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
北
三
三
の
「
風
流
天
子
」
徽

宗
（
位
一
一
〇
〇
－
一
一
二
五
）
時
代
の
政
治
史
を
丹
念
に
あ
と
づ
け
た
意

欲
作
で
あ
る
。

　
近
世
中
国
の
政
治
史
な
ど
と
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
評
者
の
専
攻
分
野
も

ひ
と
ま
ず
そ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
師
の
教
を
守
ら
ず

煩
累
史
は
ま
っ
た
く
の
不
勉
強
の
ま
ま
に
き
て
し
ま
っ
た
身
に
本
書
の
論
評

は
あ
ま
り
に
荷
が
勝
っ
た
仕
事
で
あ
る
。
し
か
も
管
見
の
か
ぎ
り
宋
代
史
を

嘱
と
す
る
森
義
廣
．
横
山
博
俊
の
両
氏
が
す
で
に
坐
、
評
を
公
に
し
て
お

り
、
門
外
漢
に
容
啄
の
余
地
な
し
と
の
感
は
ま
す
ま
す
強
い
。
た
だ
中
国
の

皇
帝
政
治
を
め
ぐ
る
問
題
の
射
程
は
宋
代
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、

現
に
著
者
は
宋
代
以
降
の
展
望
を
示
し
て
も
い
る
。
そ
の
点
で
は
宋
代
史
を

専
門
と
し
な
い
立
場
か
ら
発
雷
す
る
こ
と
に
も
い
さ
さ
か
の
意
義
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
小
文
は
敢
え
て
門
外
漢
の
立
場
か
ら
本
書
に
触
れ
て
気
付

い
た
点
を
示
す
こ
と
で
書
評
の
責
を
塞
こ
う
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

　
先
行
す
る
書
評
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
小
文
で
も
ま
ず
は
必
要
な
限

り
で
本
書
の
要
旨
を
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
序
章
で
は
「
君
主
独
裁
制
」
を
め

ぐ
る
議
論
を
中
心
に
謡
言
政
治
史
の
研
究
史
を
整
理
し
、
徽
宗
朝
を
取
り
上

げ
る
意
義
と
視
角
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
ず
著
者
は
宮
崎
市
定
番
以
来
の
「
君

主
独
裁
制
」
論
に
つ
い
て
、
君
主
が
宮
僚
に
対
し
て
受
動
的
な
立
場
で
最
終

．
決
裁
権
の
み
を
行
使
す
る
「
鷺
主
独
裁
制
」
を
完
成
し
た
制
度
と
し
て
絶
対

視
す
る
あ
ま
り
、
政
治
的
主
体
性
を
発
揮
す
る
霜
気
を
当
為
の
あ
り
方
に
そ
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評書

ぐ
わ
な
い
異
分
子
と
し
て
排
除
し
て
き
た
と
批
判
し
、
そ
う
し
た
君
主
も

「
君
主
独
裁
制
」
下
に
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
も
た
ら
し
た
制

度
の
変
化
・
進
展
を
肯
定
的
に
捉
え
直
し
て
い
く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ

の
上
で
新
法
を
断
行
し
た
北
岳
第
五
代
神
宗
の
登
場
を
機
に
「
鱈
主
独
裁

制
」
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
の
認
識
の
も
と
、
徽
宗
朝
は
士
大
夫
の
主

体
性
を
認
め
て
受
動
的
態
度
を
あ
る
べ
き
君
主
像
と
す
る
「
祖
宗
の
法
」
か
、

君
主
の
「
親
政
」
を
可
能
と
す
る
神
語
以
降
の
方
針
を
「
紹
述
」
す
る
か
と

い
う
方
針
選
択
と
そ
れ
に
伴
う
体
制
構
築
と
が
求
め
ら
れ
る
時
期
に
あ
た
っ

て
い
た
と
位
置
づ
け
、
も
っ
て
本
書
で
徽
宗
が
い
か
な
る
「
君
主
独
裁
制
」

を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
問
う
意
義
を
示
し
て
い
る
。

　
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
各
誌
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
象
徴
す
る
事

件
を
通
し
て
孟
宗
朝
前
半
期
の
政
治
状
況
を
検
討
し
、
微
宗
と
宰
相
察
京
と

の
相
克
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
。
第
一
章
「
崇
寧
五
年
正
月
の
政

変
一
察
京
の
第
一
次
当
国
と
対
遼
交
渉
一
」
で
は
彗
星
出
現
を
機
に
下

京
罷
免
に
至
っ
た
崇
寧
五
年
（
＝
〇
六
）
正
月
の
政
変
が
外
交
方
針
を
め

ぐ
る
徽
宗
と
心
添
と
の
対
立
に
起
因
す
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
こ
の
政
変
は
対
遼
強
硬
論
を
唱
え
、
独
断
専
行
と
も
醤
え
る
行
動
に
よ
っ

て
宋
遼
関
係
に
緊
張
を
も
た
ら
し
た
察
京
に
対
し
て
、
宥
和
策
を
主
張
す
る

徽
宗
が
発
動
し
た
上
か
ら
の
ク
ー
デ
タ
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第

二
章
「
妖
人
・
張
面
素
の
獄
」
で
は
大
観
元
年
（
＝
〇
七
）
五
月
に
起
き

た
謀
反
事
件
の
全
貌
を
復
莞
し
、
自
分
を
狙
っ
て
起
こ
さ
れ
た
詔
獄
を
最
終

的
に
自
身
の
政
敵
追
い
落
と
し
に
利
用
し
た
察
京
の
政
治
力
を
指
摘
す
る
と

と
も
に
、
こ
の
事
件
が
特
に
江
南
地
方
を
対
象
と
し
て
発
動
さ
れ
た
と
い
う

点
で
蘇
州
銭
法
の
獄
と
の
共
通
点
を
見
出
し
、
詔
獄
の
形
を
と
っ
た
重
壁
体

制
の
締
め
つ
け
が
後
に
花
石
鋼
に
よ
る
収
奪
激
化
に
つ
な
が
っ
た
と
説
く
。

ま
た
詔
獄
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
徽
宗
と
察
京
と
の
意
見
の
違
い
が
決
定
的
と

な
り
、
薬
京
の
指
導
力
が
徽
宗
を
上
回
る
場
面
が
現
れ
た
こ
と
で
、
徽
宗
は

察
京
の
影
響
力
を
排
除
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
と
も
指
摘
す
る
。
第
　
二
章

「
政
和
封
禅
計
画
の
中
止
」
で
は
政
和
六
年
（
一
一
一
六
）
の
封
禅
計
画
中

止
に
至
る
政
治
的
背
景
が
検
討
さ
れ
、
議
番
茶
に
お
い
て
経
書
に
基
づ
く
時

令
思
想
に
則
っ
た
『
政
和
五
礼
新
儀
煕
を
作
成
し
て
い
く
徽
宗
・
鄭
居
中
と
、

自
家
の
私
的
機
関
を
拡
大
し
た
礼
制
局
を
拠
点
に
漢
唐
の
礼
制
に
依
拠
し
た

逆
馬
政
策
を
進
め
よ
う
と
す
る
察
京
と
い
う
両
者
の
相
違
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
る
。
地
方
官
府
を
巻
き
込
ん
だ
大
規
模
な
請
願
運
動
を
通
じ
て
自
身
が
望

ま
ぬ
封
禅
実
行
を
強
い
る
藥
京
に
対
し
、
徽
宗
は
反
訴
諸
派
の
登
用
や
御
筆

施
行
の
徹
底
化
な
ど
に
よ
っ
て
主
導
権
強
化
を
図
っ
た
。
封
禅
中
止
も
ま
た

海
難
が
反
察
京
の
立
場
か
ら
決
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
徽
宗
が
察
京
の
影
響

力
を
排
し
て
「
君
主
独
裁
制
」
か
ら
「
親
政
」
へ
と
向
か
う
転
換
点
で
あ
っ

た
と
す
る
。

　
続
く
第
四
・
第
五
の
二
章
は
徽
宗
朝
に
特
徴
的
な
官
署
・
宮
殿
に
注
目
し
、

著
者
が
言
う
察
京
体
制
の
成
立
・
存
続
の
要
因
を
探
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
章
門
徽
食
盛
の
殿
中
省
扁
で
は
遼
寧
省
博
物
館
蔵
「
愚
行
勅
」
と
そ
こ

に
見
え
る
殿
中
省
な
る
官
署
が
対
象
と
な
る
。
徽
宗
の
庚
筆
と
さ
れ
る
「
藥

行
勅
扁
の
所
蔵
経
緯
と
「
御
書
三
宝
」
印
の
用
法
の
検
討
か
ら
、
当
該
文
書

が
徽
宗
周
辺
の
禁
中
で
作
成
さ
れ
た
御
筆
手
詔
で
あ
る
と
推
定
す
る
前
半
部

分
に
続
き
、
後
半
部
分
で
は
殿
中
省
の
設
躍
経
緯
・
地
理
的
位
置
・
構
成
・

人
事
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
皇
帝
の
日
常
生
活
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
職
掌

と
す
る
殿
中
省
は
藝
京
の
強
力
な
関
与
の
も
と
崇
寧
二
年
（
＝
〇
三
）
に

設
置
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
実
質
的
な
変
化
は
宙
宮
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
実
務
機
関
の
六
尚
局
を
管
轄
す
る
殿
中
監
・
少
監
を
設
置
し
、
そ
こ
に
文
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官
士
大
夫
を
任
じ
た
点
に
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
察
京
が
む
し
ろ
通

説
と
は
逆
に
富
官
の
利
害
に
反
す
る
形
で
殿
中
省
設
概
を
断
行
す
る
こ
と
で
、

宙
官
を
介
さ
ず
に
皇
帝
の
意
思
を
取
り
結
ぼ
う
と
し
た
と
の
見
解
を
示
し
て

い
る
。
第
五
章
「
北
宋
末
の
黒
和
殿
　
　
皇
帝
徽
宗
と
学
士
鼻
下
i
繍
で

は
徽
宗
朝
後
半
期
に
政
治
的
に
重
要
な
場
所
と
し
て
機
能
し
た
宣
亡
妻
お
よ

び
宣
和
書
学
士
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
保
身
殿
の
位
置
関
係
や
名
称
・
機
能

を
検
討
し
、
徽
宗
が
常
に
宣
和
殿
に
お
り
、
御
筆
手
鼻
も
こ
こ
で
作
成
さ
れ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
宣
和
殿
学
士
と
い
う
士
人
館
職
が
御
筆
作

成
の
た
め
に
主
要
な
宣
官
ら
が
任
ぜ
ら
れ
た
直
轄
和
殿
・
直
保
和
殿
と
い
う

貼
職
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
説
く
。
宣
和
殿
学
士
に
就
い
た
者
の

中
で
唯
～
、
終
始
仁
和
殿
に
関
わ
り
続
け
た
薄
墨
は
蒙
京
の
息
子
で
あ
る
が
、

一
方
で
彼
は
観
想
の
即
位
以
前
か
ら
そ
の
寵
を
受
け
て
い
た
。
察
紋
は
宣
和

殿
学
士
と
し
て
禁
中
に
出
入
り
で
き
た
が
ゆ
え
に
、
宰
相
た
る
父
の
察
京
に

も
関
与
で
き
な
い
御
筆
作
成
を
制
御
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
察
京
体
制
の
成
立
・
存
続
は
四
聖
と
察
仮
と
の
信
頼
関
係
に
負

う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
末
尾
に
配
さ
れ
た
第
六
・
第
七
の
二
章
は
皇
帝
「
親
政
扁
へ
の
傾
斜
を
見

逓
す
形
で
南
宋
政
治
史
を
展
望
す
る
も
の
と
雷
え
る
。
第
六
章
「
宋
代
の
転

婆
・
輪
対
制
度
」
で
は
官
僚
が
皇
帝
と
直
接
対
面
し
て
意
見
を
上
奏
す
る

「
対
」
の
一
種
で
あ
る
転
石
と
輪
対
の
仕
組
み
と
政
治
的
役
割
の
変
質
と
が

考
察
さ
れ
る
。
定
期
的
に
機
会
が
設
け
ら
れ
、
一
定
の
職
事
を
持
つ
官
僚
に

皇
帝
が
順
番
に
謁
見
を
賜
わ
っ
て
い
く
と
い
う
点
は
双
方
に
共
通
す
る
も
の

の
、
北
宋
か
ら
始
め
ら
れ
た
転
対
が
あ
く
ま
で
一
過
性
の
制
度
で
、
当
初
の

五
日
に
一
度
か
ら
北
宋
後
半
に
は
毎
月
一
度
と
な
る
な
ど
、
あ
ま
り
励
行
さ

れ
た
形
跡
も
な
い
の
に
対
し
、
南
宋
で
始
め
ら
れ
た
輪
対
は
毎
臼
あ
る
い
は

五
日
に
一
度
と
実
施
頻
度
も
高
く
、
ま
た
道
心
の
亡
子
が
公
開
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
官
僚
に
と
っ
て
は
官
界
全
体
に
意
見
を
表
明
す
る
政
治
的
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
機
会
に
も
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
南
奥
書
対
が
官
界
で
大
き

な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
に
至
っ
た
要
因
を
著
者
は
選
出
初
期
の
皇
帝
権
力
の

脆
弱
さ
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
南
宋
初
代
の
高
田
は
直
接
官
僚
と
接
触
す
る

機
会
を
増
や
し
、
胸
中
を
吐
露
さ
せ
る
こ
と
で
彼
ら
を
慰
撫
し
、
皇
帝
と
し

て
の
恩
寵
を
示
す
場
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
要
請
の
も
と
で

輪
対
は
始
め
ら
れ
、
定
着
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
第
七
章
「
「
武
臣
の
清
要
」

l
l
南
宋
孝
宗
朝
の
政
治
状
況
と
閤
門
舎
人
一
」
で
は
ま
ず
南
宋
第
二
代

の
異
宗
が
実
務
を
忌
避
し
て
空
論
の
み
を
繰
り
返
す
官
僚
士
大
夫
へ
の
反
発

か
ら
、
宰
相
ら
が
関
知
し
え
な
い
御
筆
・
船
瀬
を
挺
子
に
政
務
を
み
ず
か
ら

処
理
す
る
「
親
政
」
体
制
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
体
制
を
支
え
る
べ
く
設
量
さ
れ
た
の
が
閤
門
舎
人
で
あ
り
、
彼
ら
は

文
臣
の
館
職
と
同
じ
く
輪
対
に
参
加
す
る
と
と
も
に
御
筆
伝
達
を
担
っ
た
。

そ
の
任
用
時
に
は
中
書
舎
人
が
出
題
す
る
召
試
を
突
破
す
る
必
要
が
あ
っ
た

が
、
こ
れ
は
試
験
を
通
じ
て
士
大
夫
に
彼
ら
の
才
能
を
保
証
さ
せ
る
こ
と
で
、

皇
帝
側
近
集
団
に
「
公
」
性
を
持
た
せ
、
反
発
を
抑
え
る
た
め
の
措
置
で
あ

っ
た
と
い
う
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
終
章
で
は
本
書
で
独
立
し
た
章
は
立
て
ら
れ
な
い
高
宗

朝
の
状
況
に
も
言
及
し
つ
つ
、
禅
宗
朝
を
「
祖
宗
の
法
」
的
「
前
主
独
裁

制
」
か
ら
皇
帝
「
親
政
」
体
制
へ
と
移
行
し
て
い
く
転
換
点
で
あ
り
、
新
た

な
体
制
へ
の
胎
動
期
と
性
格
づ
け
る
。
徽
近
心
か
ら
南
宋
に
至
る
政
治
史
を

皇
帝
門
親
政
」
へ
の
傾
斜
を
強
め
て
い
く
過
程
と
捉
え
る
こ
と
で
、
従
来
の

「
君
主
独
裁
制
」
論
で
は
「
専
制
君
主
」
の
よ
う
に
例
外
視
さ
れ
て
き
た
と

さ
れ
る
政
治
的
主
体
性
を
発
揮
し
た
能
動
的
君
主
に
も
、
そ
の
個
性
こ
そ
が
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評潟㌃

凛

霜
主
へ
の
権
力
集
中
を
促
す
方
向
へ
と
「
君
主
独
裁
制
」
を
更
新
し
、
明
清

へ
と
殺
階
的
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
展
望
の
も
と
積
極
的
な
意
義
が

与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
君
主
独
裁
制
」
と
は
可
能
性
の
提
示
に
よ
っ
て
振

り
幅
の
広
い
、
弾
力
性
に
富
ん
だ
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
の
結
論
を
も
っ
て

本
書
は
結
ば
れ
る
。

　
本
書
を
通
読
し
て
強
い
印
象
を
受
け
る
の
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
様
さ
と

そ
こ
か
ら
徽
宗
朝
政
治
史
の
具
体
像
を
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
く
実
証
の
緻

密
さ
と
で
あ
る
。
個
別
事
案
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
の
分
析
か
ら
背
後
に
あ
る

対
立
構
図
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
も
の
、
官
職
設
置
に
こ
め
ら
れ
た
意

図
を
解
き
明
か
し
て
い
く
も
の
、
あ
る
い
は
政
治
空
間
に
注
目
し
た
分
析
は
、

序
章
で
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
先
行
研
究
で
蓄
積
さ
れ
た
宋
代
政
治
・
制

度
史
の
視
点
・
手
法
を
十
分
に
消
化
し
た
上
に
新
た
な
知
見
を
上
乗
せ
し
た

も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
芸
術
・
文
化
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
本
書
を
特

徴
づ
け
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
特
筆
し
た
い
。
「
察
行
勅
」
と
い
う
書
道

作
品
か
ら
出
発
し
、
こ
れ
が
徽
宗
農
筆
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
た
上
で
御
筆

手
手
や
殿
申
省
の
問
題
へ
と
説
き
及
ぶ
第
四
章
は
、
政
治
・
制
度
史
の
議
論

と
し
て
は
～
見
意
外
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
切
り
込
み
、
政
治

的
な
要
素
・
意
図
へ
と
追
っ
て
い
く
本
書
の
特
徴
を
も
っ
と
も
よ
く
表
す
［

章
で
あ
る
と
感
じ
た
し
、
政
治
史
の
射
程
と
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
ま
で
及

ぶ
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
着
眼

の
面
白
さ
は
本
書
の
随
所
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
か
ら
の
議

論
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
関
連
史
料
を
文
字
通
り
網
羅
し
て
進
め
ら
れ

る
徹
底
し
た
実
証
分
析
で
あ
る
こ
と
も
特
に
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
に
お
け
る
「
察
行
勅
」
の
所
蔵
経
緯
や
御
宝
の
用
法
の
検
討
も
詳
細

を
極
め
る
が
、
張
剣
難
の
獄
を
取
り
上
げ
た
第
二
章
も
、
疑
獄
事
件
と
い
う

性
格
上
、
史
料
が
極
め
て
限
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
者
の
素
性
や

行
動
を
丹
念
に
追
う
作
業
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
事
件
の
政
治
的
な
意
味
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
と
評
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
当
該

事
件
を
蘇
州
銭
法
の
獄
と
な
ら
ぶ
繋
京
の
江
南
地
方
締
め
つ
け
策
の
～
環
と

見
る
見
方
も
、
宋
朝
の
江
南
支
配
強
化
と
い
う
点
か
ら
議
論
を
深
め
て
い
く

糸
口
に
な
り
得
る
と
思
わ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
官
僚
・
士
大
夫
を
は
じ
め
関
係

す
る
登
場
人
物
の
経
歴
・
背
景
な
ら
び
に
人
間
関
係
に
つ
い
て
も
全
篇
に
わ

た
っ
て
丁
寧
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
政
治
過
程
を
分
析
す
る
際
に
そ

う
し
た
作
業
は
必
須
か
つ
基
礎
と
な
る
も
の
だ
が
、
本
書
に
お
け
る
史
料
の

博
捜
と
緻
密
な
分
析
と
は
、
世
代
に
比
し
て
格
段
に
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
る

明
代
の
史
料
を
見
慣
れ
た
評
者
に
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
分
析
は
そ
う
容
易
で
は

あ
る
ま
い
と
の
感
を
抱
か
せ
た
。
事
実
関
係
の
当
否
や
本
書
で
示
さ
れ
る
論

点
が
宋
代
史
研
究
に
お
い
て
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
の
論
評
は
評
者
の
能
力

の
範
囲
を
超
え
る
が
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
引
き
出
し
の
多
さ
と
そ
れ
を

説
得
力
あ
る
議
論
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
く
徹
底
し
た
実
証
と
は
、
時
代
を
異

に
す
る
と
は
い
え
前
近
代
中
国
政
治
史
に
取
り
組
む
評
者
に
と
っ
て
も
学
ぶ

と
こ
ろ
少
な
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
疑
問
に
感
じ
た
点
と
し
て
、
ま
ず
徽
宗
と
察
京
と
の
関
係
に
関
す
る
点
を

挙
げ
た
い
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
各
章
で
は
徽
宗
と
察
京
と
の
対
立

点
が
強
調
さ
れ
る
の
に
対
し
、
第
四
・
第
五
の
二
章
は
徽
宗
が
御
筆
手
詔
を

挺
子
に
主
導
権
強
化
を
図
っ
て
い
く
状
況
下
で
ど
う
自
身
の
影
響
力
を
保
つ

仕
組
み
を
整
え
る
か
と
い
う
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
雪
口
う
と
察
京
の
立
場
か

ら
す
る
叙
述
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
た
。
下
面
朝
前
半
期

を
扱
う
前
者
と
そ
の
後
の
時
期
を
論
ず
る
後
者
と
で
は
対
象
と
な
る
時
期
が

101 （659）



異
な
る
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
徽
宗
と
察
仮
一
家
と
の
関
係
を
強
調
し
、
二

五
年
間
（
＝
一
九
－
＝
二
五
）
に
お
け
る
禦
京
・
察
紋
の
父
子
対
立
に

も
言
及
す
る
こ
と
で
、
重
代
士
大
慶
と
し
て
の
立
場
を
貫
い
た
寒
菊
と
皇
帝

「
親
政
」
を
目
指
す
孟
宗
と
の
相
克
関
係
と
い
う
著
者
の
説
を
補
強
し
て
も

い
る
。
そ
の
説
明
に
問
然
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
だ
が
、
た
だ
老
練
な
察
京

と
渡
り
合
い
な
が
ら
自
身
の
主
導
権
を
強
め
て
い
く
徽
宗
の
姿
を
前
者
で
見

た
上
で
後
者
の
叙
述
に
触
れ
る
と
、
自
身
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
部
分
に
ま
で

親
族
や
自
派
の
者
を
配
置
す
る
仕
組
み
を
整
え
て
い
く
禦
京
を
轟
轟
は
ど
う

見
て
い
た
の
か
と
い
う
点
が
疑
問
に
思
わ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
の
政
治
力
を
発

揮
し
た
徽
宗
で
あ
れ
ば
、
単
に
親
密
な
者
を
側
近
く
に
置
く
と
い
う
以
上
の

狙
い
を
持
っ
て
、
あ
る
い
は
藥
京
と
何
ら
か
の
利
害
を
共
有
す
る
形
で
関
与

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
た
く
な
る
の
だ
が
、
無
い
物
ね
だ
り
は

承
知
し
つ
つ
も
、
後
者
で
論
じ
ら
れ
る
察
京
の
取
り
組
み
一
本
書
に
は

「
察
京
体
制
」
の
語
も
散
見
さ
れ
る
一
に
対
す
る
徽
宗
の
ス
タ
ン
ス
・
意

図
に
つ
い
て
い
ま
少
し
踏
み
込
ん
だ
言
及
が
あ
れ
ば
、
前
者
の
議
論
と
も
よ

り
有
機
的
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

　
い
ま
ひ
と
つ
政
治
過
程
を
た
ど
っ
て
い
く
際
に
そ
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス

が
い
さ
さ
か
見
え
に
く
く
感
じ
ら
れ
た
点
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
第
一
章
か

ら
第
三
章
で
は
外
交
方
針
・
疑
獄
事
件
の
処
理
・
礼
制
と
い
う
性
格
の
異
な

る
三
つ
の
事
案
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
同
様
の
構
図
を
導
き
出
す
構
成
を

と
る
こ
と
で
、
位
譲
と
黒
影
と
の
相
克
関
係
が
個
別
事
例
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
超

え
て
当
時
の
政
治
状
況
を
規
定
し
て
い
た
と
す
る
著
者
の
所
論
に
｝
定
の
説

得
力
を
持
た
せ
て
い
る
。
個
々
の
事
件
の
周
辺
を
徹
底
的
に
洗
い
出
す
こ
と

で
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
諸
要
因
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
手
際
は
本
書

の
真
骨
頂
と
も
評
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
も
の
の
、
酷
な
見
方
を
す
る
と
、

そ
れ
も
あ
く
ま
で
「
女
童
」
で
し
か
な
く
、
当
該
の
政
治
過
程
に
あ
っ
て
ど

れ
ほ
ど
決
定
的
な
要
因
た
り
得
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
突
っ
込
ん
で
考

え
る
と
き
、
い
さ
さ
か
物
足
り
な
く
感
じ
ら
れ
た
面
が
あ
っ
た
の
も
偽
ら
ざ

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
個
別
事
案
の
分
析
を
通
じ
て
政
治
史
を
論
じ
よ
う
と

す
る
際
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
た
要
因
・
構
図
を
ど
う
一
般
化
す
る
か
と
い

う
点
は
評
者
自
身
も
常
々
難
し
く
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
評

者
の
読
後
感
も
明
清
時
代
の
状
況
を
前
提
に
考
え
る
と
こ
ろ
が
ら
来
て
い
る

面
も
多
分
に
あ
ろ
う
。
た
だ
門
外
漢
の
注
文
を
記
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、

た
と
え
ば
苗
代
に
お
け
る
皇
帝
の
決
裁
あ
る
い
は
意
思
決
定
に
至
る
ま
で
の

基
本
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
れ
ほ
ど
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
追
跡

可
能
な
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
前
提
と
し
て
概
説
的
に
で
も
説
明
が
あ

れ
ば
、
細
形
で
示
さ
れ
る
背
景
要
因
が
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
上
で
ど

れ
ほ
ど
の
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
多
少
な
り
と
も
見
え

や
す
く
な
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
に
よ
っ
て
本
書
の
到
達
水
準
を
よ
り
開
か
れ

た
形
で
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
た
。

　
さ
て
本
書
は
宋
代
「
君
主
独
裁
制
」
再
検
討
の
第
一
歩
と
さ
れ
、
そ
の
到

達
点
と
し
て
、
政
治
的
主
体
性
を
発
揮
し
た
能
動
的
君
主
の
個
性
が
君
主
へ

の
権
力
集
中
を
促
進
す
る
方
向
へ
と
門
君
主
独
裁
制
」
を
更
新
・
発
展
さ
せ

た
と
の
説
が
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
遺
憾
な
が
ら
評
者
は
そ
の
意
義
を
い
ま
ひ

と
つ
明
確
に
理
解
で
き
ず
に
い
る
。
既
述
の
と
お
り
著
者
の
議
論
の
出
発
点

に
は
宮
崎
市
定
氏
以
来
の
「
鱈
主
独
裁
制
」
論
者
が
主
体
性
を
発
揮
し
た
鴛

主
を
異
分
子
と
し
て
排
除
し
て
き
た
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

評
者
が
想
起
し
た
の
は
宮
崎
氏
が
描
い
た
清
の
雍
正
角
の
政
治
で
あ
っ
た
。

現
在
の
清
史
の
水
準
に
照
ら
せ
ば
改
め
ら
れ
る
べ
き
点
も
少
な
く
な
い
の
だ

ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
宮
崎
氏
の
議
論
に
即
し
て
言
え
ば
、
寝
る
間
も
惜
し
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評書

ん
で
臣
下
の
上
奏
に
目
を
通
し
、
時
に
彼
ら
を
痛
罵
す
る
批
語
を
書
き
つ
け

る
羅
正
野
の
姿
は
と
て
も
主
体
性
を
持
た
な
い
君
主
の
そ
れ
と
は
言
え
ま
い
。

ま
た
基
本
的
に
皇
帝
は
決
裁
を
与
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
題
本
制
度
の
裏
で
、

奏
摺
を
用
い
て
臣
下
に
発
議
を
指
示
す
る
こ
と
さ
え
も
行
わ
れ
て
い
た
。
著

者
が
序
章
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
雍
正
帝
の
政
治
を
宮
崎
氏
が

「
君
主
独
裁
制
」
の
到
達
点
と
し
て
視
野
に
入
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
主

体
性
を
発
揮
し
た
聖
主
の
最
た
る
者
と
も
言
う
べ
き
雍
正
平
は
異
分
子
ど
こ

ろ
か
む
し
ろ
「
君
主
独
裁
制
」
と
い
う
制
度
の
極
致
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
先
行
研
究
に
対
す
る
著
者
の
批
判
も
果
た
し
て
批

判
た
り
得
る
の
か
と
い
う
疑
問
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
違
和
感
は
ひ
と
つ
に
は
本
書
に
お
け
る
「
君
主
独
裁
制
」
の
語

の
用
法
に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
序
章
に
見
え
る
又
徽

宗
は
）
い
か
な
る
「
君
主
独
裁
制
」
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と

い
っ
た
表
現
か
ら
す
る
と
、
本
書
で
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
の
は
徽
宗
を
は

じ
め
と
す
る
宋
代
の
皇
帝
た
ち
が
各
々
の
置
か
れ
た
状
況
の
中
で
ど
の
よ
う

な
政
治
運
営
・
意
思
決
定
の
あ
り
方
を
志
向
し
、
そ
の
た
め
の
仕
組
み
を
整

え
て
い
く
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
評
者
は
理
解
す
る
。
そ
れ
を
宋
代
皇
帝
の

「
君
主
独
裁
」
の
あ
り
方
を
支
え
る
「
制
度
」
と
い
う
意
昧
に
解
せ
ば
、
た

し
か
に
宋
代
「
君
主
独
裁
制
」
と
呼
べ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の

こ
と
と
各
皇
帝
の
「
窟
主
独
裁
」
の
た
め
の
制
度
構
築
の
前
提
と
な
っ
て
い

た
、
皇
帝
の
み
が
最
終
決
裁
権
を
有
す
る
と
い
う
制
度
　
　
そ
れ
が
先
行
研

究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
君
主
独
裁
制
」
な
の
で
は
な
い
か
　
　
の
如
何
と

は
必
ず
し
も
同
じ
次
元
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

個
々
の
「
君
主
独
裁
」
の
あ
り
方
の
模
索
の
過
程
を
軸
と
し
て
聖
代
政
治
の

具
体
像
を
描
き
出
し
た
と
い
う
点
で
、
本
書
が
従
来
の
議
論
に
一
石
を
投
ず

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
評
者
に
も
十
分
に
評
価
し
得
る
が
、
そ
こ
か
ら
宋
代

以
降
の
時
代
へ
の
「
更
新
・
発
展
」
を
見
通
し
た
レ
ヴ
ェ
ル
で
「
君
主
独
裁

制
覇
の
再
検
討
を
掲
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
具
体
的
に
そ
の
知
侮
な
る
点
を
ど

の
よ
う
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
問
い

方
を
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
主
張
す
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
だ
説
明
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
た
。

　
著
者
は
ま
た
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
制
度
と
し
て
皇

帝
へ
の
権
力
集
申
が
強
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
書
聖
政
治
の
流
れ
を
示
し
、

そ
の
段
階
的
発
展
の
先
に
明
清
時
代
を
展
望
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
た
と

え
ば
元
が
完
金
に
捨
象
さ
れ
る
な
ど
、
お
そ
ら
く
は
著
者
に
と
っ
て
も
今
後

の
課
題
と
す
べ
き
問
題
も
含
め
た
見
通
し
に
と
ど
ま
る
部
分
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
明
代
を
専
攻
す
る
評
者
か
ら
見
る
と
、
こ
の
展
望
を
確
た
る
も
の

と
す
る
上
で
、
ひ
と
つ
に
は
壁
代
政
治
に
お
い
て
皇
帝
権
力
の
強
化
を
不
可

逆
の
も
の
と
し
た
要
因
は
何
か
が
明
確
に
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

た
。
た
し
か
に
本
書
で
は
各
段
階
で
皇
帝
「
親
政
」
の
強
化
が
進
め
ら
れ
て

い
く
個
々
の
状
況
・
背
景
要
因
は
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
宋

代
と
い
う
時
代
を
貫
く
潮
流
と
見
な
せ
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
な

ぜ
そ
う
し
た
流
れ
へ
と
収
敏
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ

ど
突
っ
込
ん
だ
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
展
望

の
先
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
明
の
洪
聖
帝
に
よ
る
宰
相
廃
止
と
そ
れ

を
補
完
す
る
永
楽
期
の
い
わ
ゆ
る
内
閣
の
創
設
あ
る
い
は
清
の
雍
正
帝
の
政

治
な
ど
、
一
般
に
皇
帝
権
力
強
化
の
例
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
も
あ
く
ま
で
制
度
・
機
構
の
創
設
と
い
う
域

を
出
な
い
。
明
清
時
代
は
史
料
が
豊
富
で
あ
る
だ
け
に
、
制
度
・
機
構
の
問

題
を
議
論
す
る
場
合
、
そ
の
理
念
や
当
為
の
あ
り
方
と
実
際
の
運
用
擬
と
が
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ど
の
よ
う
な
関
係
の
も
と
に
結
び
つ
き
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
か
を
問
う
こ

と
が
不
可
欠
と
な
る
。
本
書
で
示
さ
れ
た
宋
代
政
治
の
流
れ
が
後
代
の
制

度
・
機
構
へ
と
継
承
さ
れ
た
か
否
か
を
検
証
す
る
に
も
、
な
ぜ
皇
帝
権
力
を

強
化
す
る
方
向
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
の
か
を
表
層
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
よ
り

踏
み
こ
ん
だ
と
こ
ろ
で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す

る
だ
け
の
緻
密
さ
と
具
体
性
を
本
書
は
十
分
に
備
え
て
い
る
と
信
ず
る
。
あ

る
意
味
そ
う
し
た
作
業
は
「
君
主
独
裁
綱
」
や
皇
帝
政
治
な
ど
と
称
さ
れ
る

も
の
の
根
本
的
な
部
分
へ
と
迫
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
れ
ば
こ
そ

著
者
の
今
後
の
検
討
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
評
者
も
ま
た
み
ず
か
ら
の
問

題
と
し
て
著
者
の
展
望
を
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

①
小
林
義
慶
「
新
た
な
視
点
で
徽
皇
朝
の
政
治
を
読
み
解
く
」
（
㎎
東
方
㎞
四
〇
八
、

　
二
〇
一
五
年
）
・
横
山
博
俊
「
書
評
　
藤
本
猛
、
二
〇
一
四
『
風
流
天
子
と
「
君

　
主
独
裁
制
」
1
北
天
徽
宗
朝
政
治
史
の
研
究
1
』
」
（
『
都
市
文
化
研
究
聴
一

　
七
、
二
〇
一
五
年
）
。

【
附
記
】
　
『
東
洋
史
研
究
』
第
七
十
四
巻
第
～
号
に
久
保
田
和
男
氏
に
よ
る
本
書
書

評
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
原
稿
提
出
後
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
内
容
を
十
分
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
読
者
に
は
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
A
5
判
　
五
一
八
頁
　
二
〇
一
四
年
　
京
都
大
学
学
術
出
版
会
　
七
七
七
六
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
入
文
科
学
研
究
所
非
常
勤
研
究
員
）
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以
上
、
門
外
漢
の
無
知
を
省
み
ず
に
勝
手
な
評
言
め
い
た
こ
と
を
書
き
連

ね
て
き
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
本
書
の
価
値
は
い
さ
さ
か
も
揺
ら
が
な
い
。

本
書
の
真
骨
頂
は
そ
の
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
丹
念
な
実
証
を
通
じ
て
宋
代

政
治
の
具
体
像
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
て
い
く
点
に
こ
そ
あ
る
。
文
中
、

半
ば
揚
げ
足
取
り
の
よ
う
な
疑
問
や
指
摘
も
記
し
た
が
、
そ
れ
も
本
書
の
精

緻
か
つ
具
体
的
な
叙
述
に
、
む
し
ろ
既
存
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
ず
に
新
た
な

座
標
軸
を
打
ち
出
し
て
い
く
よ
う
な
可
能
性
を
感
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

本
書
に
は
様
々
な
角
度
か
ら
中
国
の
皇
帝
政
治
に
切
り
込
ん
で
い
く
た
め
の

数
多
の
ヒ
ン
ト
が
示
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
前
近
代
申
国
の
政
治
史
を

考
え
よ
う
と
す
る
者
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
評
者

の
理
解
が
至
ら
な
い
た
め
に
著
者
の
意
を
十
分
に
汲
み
と
れ
ず
、
的
外
れ
な

紹
介
・
批
判
に
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
は
拭
え
な
い
が
、

そ
の
点
は
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
寛
恕
を
請
い
つ
つ
欄
筆
す
る
。


