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古
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時
代
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家
形
成
﹄

川

畑

純

本
書
の
位
置
と
構
成

日
本
古
代
史
に
お
い
て
︑
国
家
形
成
論
は
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で

あ
る
︒
そ
れ
は
︑
今
日
で
は
特
に
考
古
学
に
お
け
る
古
墳
時
代
研
究
に
期
待

さ
れ
る
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
り
︑
国
家
形
成
を
射
程
と
し
た
古
墳
時
代

の
考
古
学
研
究
が
日
々
生
み
出
さ
れ
て
い
る
︒

遺
構
・
遺
物
に
対
す
る
﹁
偏
執
的
﹂
な
ま
で
の
追
究
と
︑
そ
の
成
果
に
基

づ
く
実
証
的
な
立
論
を
得
手
と
自
負
す
る
日
本
考
古
学
︑
特
に
こ
こ
で
は
古

墳
時
代
研
究
に
対
し
て
︑
あ
る
意
味
で
対
極
と
も
い
え
る
立
場
か
ら
の
国
家

形
成
論
が
︑
本
書
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ
れ
は
﹁
偏
執
的
﹂
な
分
析
手
法
を
否

定
し
な
い
︒
そ
れ
ら
を
含
む
膨
大
な
学
史
・
最
新
研
究
を
圧
倒
的
な
広
さ
で

猟
歩
し
︑
古
墳
時
代
研
究
史
上
に
お
け
る
普
遍
性
を
持
っ
て
結
実
さ
せ
た
も

の
が
本
書
で
あ
る
︒

序
に
あ
る
よ
う
に
︑
本
書
は
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
︑
著
者

が
三
十
代
後
半
の
こ
ろ
に
執
筆
し
た
論
考
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
︒
著
者
自

身
も
本
書
の
構
成
に
そ
の
間
の
自
身
の
研
究
の
進
展
過
程
を
見
出
す
よ
う
に
︑

比
較
的
短
期
間
に
著
さ
れ
た
論
考
か
ら
な
る
こ
と
で
︑
各
章
が
強
く
関
連
し

な
が
ら
一
書
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
本
書
の
特
長
で
あ
る
︒

第
一
章
﹁
古
墳
時
代
国
家
形
成
論
﹂
で
は
︑
主
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
の

考
古
学
に
よ
る
国
家
形
成
論
を
整
理
し
た
上
で
︑
権
力
資
源
論
の
立
場
か
ら

日
本
に
お
け
る
国
家
形
成
過
程
を
論
じ
る
と
す
る
︑
本
書
で
の
著
者
の
立
場

が
表
明
さ
れ
る
︒
本
書
全
体
の
構
成
と
し
て
は
﹁
起
﹂
で
あ
り
つ
つ
も

﹁
結
﹂
の
役
割
を
担
う
の
が
本
章
で
あ
る
︒
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
﹁
経
済
﹂

﹁
軍
事
﹂
﹁
政
治
︵
領
域
︶
﹂
と
い
っ
た
各
権
力
資
源
が
︑
弥
生
時
代
末
ご
ろ

か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
ど
の
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
︑

古
墳
時
代
中
期
前
半
の
畿
内
地
域
を
中
心
と
し
て
国
家
機
構
が
成
立
し
︑
古

墳
時
代
後
期
中
～
後
葉
に
列
島
広
域
レ
ヴ
ェ
ル
に
支
配
力
を
及
ぼ
す
国
家
機

構
が
成
立
し
た
と
結
論
付
け
る
︒

第
二
章
﹁
首
長
墓
系
譜
論
の
系
譜
﹂
︑
第
三
章
﹁
威
信
財
論
批
判
序
説
﹂

で
は
古
墳
時
代
の
国
家
形
成
を
考
え
る
上
で
の
個
別
の
分
析
視
角
が
提
示
さ

れ
︑
詳
細
な
分
析
の
前
提
と
し
て
学
史
と
理
論
的
背
景
の
整
理
が
行
わ
れ
る
︒

第
二
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
全
国
各
地
で
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
る

テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
﹁
首
長
墓
系
譜
論
﹂
で
あ
る
︒
﹁
首
長
﹂
や
﹁
系
譜
﹂

と
い
っ
た
用
語
上
の
問
題
を
検
討
し
︑
こ
れ
ま
で
の
学
史
の
交
通
整
理
を
行

っ
た
後
︑
課
題
の
抽
出
と
そ
れ
に
対
す
る
新
た
な
分
析
視
角
が
提
示
さ
れ
る
︒

特
に
鏡
の
保
有
へ
の
注
目
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
こ
れ
ま
で

首
長
墓
系
譜
の
途
絶
や
移
動
と
い
っ
た
断
絶
面
か
ら
政
治
的
変
動
が
議
論
さ

れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
首
長
墓
系
譜
論
に
つ
い
て
︑
そ
う
し
た
断
続
面
だ
け

で
な
く
︑
首
長
墓
が
継
続
的
に
築
造
さ
れ
る
よ
う
な
継
続
面
に
注
目
す
る
意

義
を
明
確
化
し
︑
首
長
墓
系
譜
を
継
続
面
と
断
続
面
か
ら
総
合
的
に
捉
え
る

必
要
性
が
明
確
化
さ
れ
る
︒

書 評
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第
三
章
で
は
﹁
威
信
財
﹂
研
究
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
欧
米
圏
及
び
日
本

に
お
け
る
威
信
財
研
究
の
学
史
を
整
理
し
︑
日
本
で
は
威
信
財
の
社
会
的
意

義
や
作
用
を
捉
え
る
こ
と
で
国
家
形
成
論
や
社
会
構
造
論
な
ど
壮
大
な
枠
組

み
の
構
築
を
試
み
る
総
合
化
志
向
の
枠
組
み
が
盛
ん
に
導
入
さ
れ
て
き
た
が
︑

一
方
で
授
受
の
脈
絡
や
保
有
を
通
じ
た
威
信
の
生
成
︑
反
対
贈
与
と
い
っ
た

器
物
の
交
換
の
局
面
に
焦
点
を
あ
て
る
個
別
化
志
向
の
研
究
に
は
消
極
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑
総
合
化
志
向
と
個
別
化
志
向
の

双
方
向
的
検
討
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
る
︒

第
二
章
︑
第
三
章
を
経
る
こ
と
で
︑
古
墳
時
代
研
究
に
お
い
て
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
る
一
方
で
︑
と
も
す
れ
ば
濫
用
の
感
す
ら
あ
る
首
長
墓
系
譜
論
と

威
信
財
論
の
現
状
と
課
題
が
整
理
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
次
章
以
降
に
具

体
的
な
分
析
が
進
め
ら
れ
る
﹁
鏡
の
保
有
﹂
と
﹁
首
長
墓
系
譜
﹂
に
関
す
る

研
究
へ
の
導
き
が
効
果
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

第
四
章
﹁
鏡
保
有
と
古
墳
の
出
現
﹂
︑
第
五
章
﹁
鏡
保
有
と
首
長
墓
系
譜
﹂

で
は
︑
個
別
の
視
角
か
ら
の
分
析
に
着
手
す
る
︒
権
力
資
源
論
に
お
け
る

﹁
経
済
﹂
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
﹁
社
会
関
係
﹂
︵
あ
る
い
は
﹁
領
域
﹂
︶
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
に
関
わ
る
鏡
に
つ
い
て
︑
威
信
財
論
の
中
で
は
個
別
化
志
向
の
論

点
の
一
つ
で
あ
る
保
有
と
い
う
現
象
を
通
じ
て
︑
首
長
墓
系
譜
を
具
体
の
検

討
対
象
と
し
て
分
析
が
進
め
ら
れ
る
︒

第
四
章
で
は
流
動
性
を
持
つ
各
地
の
集
団
が
︑
自
身
の
通
時
的
な
同
一
性

を
維
持
・
保
障
す
る
た
め
に
鏡
を
長
期
保
有
し
た
こ
と
と
︑
鏡
の
古
墳
へ
の

副
葬
と
は
︑
集
団
の
同
一
性
の
重
要
な
部
分
を
被
葬
者
と
と
も
に
そ
の
地
に

固
定
す
る
こ
と
で
あ
り
集
団
的
保
有
の
継
続
の
一
つ
の
形
で
あ
っ
た
と
す
る

解
釈
が
提
示
さ
れ
る
︒
鏡
の
伝
世
の
開
始
を
古
墳
の
出
現
と
関
連
付
け
る
新

た
な
視
角
が
提
示
さ
れ
︑
鏡
の
配
布
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
え
た
こ
と
が
畿
内

中
枢
勢
力
の
優
勢
化
に
拍
車
を
か
け
︑
国
家
形
成
に
寄
与
し
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
︒

第
五
章
で
は
古
墳
被
葬
者
の
死
亡
年
齢
と
鏡
の
製
作
年
代
の
比
較
検
討
と
︑

同
一
首
長
墓
系
譜
内
で
の
鏡
の
入
手

保
有

副
葬
プ
ロ
セ
ス
の
検
討
を
通

じ
て
︑
鏡
の
保
有
の
実
態
が
明
確
化
さ
れ
る
︒
新
規
に
造
営
さ
れ
た
﹁
首
長

墓
﹂
や
複
数
地
域
を
統
合
す
る
﹁
盟
主
墓
﹂
に
集
団
が
長
期
保
有
し
て
き
た

鏡
が
副
葬
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
︑
鏡
を
長
期
保
有
し
て
い
た
各
地
の
集
団
が
︑

地
域
内
で
盟
主
的
地
位
を
得
た
際
に
そ
の
﹁
首
長
﹂
の
墳
墓
に
長
期
保
有
し

て
い
た
鏡
を
副
葬
し
た
と
す
る
理
解
が
提
示
さ
れ
る
︒
当
時
の
地
位
継
承
は

双
系
的
で
有
力
集
団
は
流
動
性
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
︑
こ
の

よ
う
に
各
地
で
鏡
が
長
期
保
有
さ
れ
特
定
の
﹁
首
長
﹂
の
墳
墓
に
副
葬
さ
れ

た
背
景
と
し
て
︑
改
め
て
鏡
の
副
葬
が
集
団
保
有
の
継
続
の
一
つ
の
形
で
あ

っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
鏡
が
集
団
の
同
一
性
を
維
持
・
保
障
す
る
機
能
を
担
っ

て
い
た
と
す
る
解
釈
が
提
示
さ
れ
る
︒

第
六
章
﹁
器
物
保
有
と
国
家
形
成
﹂
︑
第
七
章
﹁
国
家
形
成
と
時
空
観
﹂

で
は
︑
第
五
章
ま
で
の
試
み
に
つ
い
て
︑
保
有
や
時
空
観
と
い
っ
た
テ
ー
マ

か
ら
よ
り
先
鋭
化
し
た
分
析
が
展
開
さ
れ
る
︒

第
六
章
で
は
こ
こ
ま
で
に
国
家
形
成
を
論
じ
る
上
で
の
重
要
テ
ー
マ
と
し

て
明
確
化
さ
れ
た
鏡
の
保
有
の
さ
ら
な
る
事
例
を
取
り
上
げ
︑
﹁
龍
﹂
の
意

匠
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
保
持
さ
れ
た
可
能
性
や
関
東
以
北
で
古
墳
時
代
以

降
も
継
続
す
る
鏡
の
長
期
保
有
例
の
紹
介
を
通
じ
て
︑
よ
り
幅
広
い
文
物
の

保
有
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
い
く
つ
か
の
説
が
並
立
す
る
大
き

な
論
点
で
あ
る
﹁
政
権
交
替
論
﹂
を
取
り
上
げ
︑
鏡
の
保
有
の
継
続
性
と
い

う
観
点
か
ら
は
政
権
交
替
論
は
支
持
で
き
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
︒

第
七
章
で
は
国
家
を
考
え
る
上
で
重
要
な
役
割
を
担
う
有
力
者
に
よ
る
時
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間
と
空
間
の
統
御
に
つ
い
て
︑
考
古
学
的
な
分
析
成
果
と
国
家
形
成
論
を
関

連
付
け
る
試
論
が
提
示
さ
れ
る
︒
巨
大
古
墳
の
築
造
や
鏡
の
配
布
は
領
域
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
発
露
で
あ
り
︑
鏡
の
長
期
保
有
が
集
団
の
通
時
的
同
一
性
を

保
証
し
た
と
す
る
本
書
で
の
こ
れ
ま
で
の
理
解
に
対
し
︑
巨
大
古
墳
の
築
造

と
鏡
の
配
布
が
空
間
観
を
形
成
し
︑
継
続
的
な
首
長
墓
の
築
造
や
鏡
の
長
期

保
有
が
時
間
観
を
形
成
し
た
と
す
る
︑
い
わ
ば
﹁
逆
方
向
﹂
か
ら
の
照
射
が

行
わ
れ
る
︒
空
間
観
や
時
間
観
と
い
う
視
点
か
ら
︑
鏡
の
保
有
や
首
長
墓
系

譜
が
国
家
形
成
に
寄
与
し
た
役
割
が
改
め
て
論
じ
ら
れ
る
︒

な
お
︑
第
七
章
の
後
に
付
章
と
し
て
﹁
﹁
政
権
交
替
﹂
論
小
考
﹂
が
収
め

ら
れ
る
︒
第
六
章
で
も
言
及
さ
れ
た
古
墳
時
代
に
お
け
る
政
権
交
替
に
関
す

る
学
史
を
整
理
し
︑
政
権
が
い
か
な
る
集
団
に
よ
り
い
か
な
る
統
合
原
理
で

構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
等
︑
政
権
交
替
を
論
じ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
論

点
が
未
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
そ
れ
ら
の
解
明
が
重
要
で
あ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
︒

あ
と
が
き
に
お
い
て
︑
権
力
資
源
論
を
分
析
枠
組
と
し
て
保
有
論
と
首
長

墓
系
譜
論
か
ら
有
力
集
団
の
通
時
的
な
結
節
原
理
を
追
究
し
︑
国
家
形
成
論

に
係
る
著
者
の
課
題
の
解
決
を
図
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
よ

う
に
︑
本
書
は
︑
権
力
資
源
論
を
経
糸
に
︑
鏡
の
保
有
と
首
長
墓
系
譜
を
緯

糸
に
︑
古
墳
時
代
の
国
家
形
成
を
描
き
出
す
試
み
で
あ
る
︒
第
一
章
か
ら
第

三
章
に
か
け
て
︑
経
糸
た
る
権
力
資
源
論
と
そ
の
詳
細
が
論
じ
ら
れ
︑
第
四

章
か
ら
第
六
章
に
か
け
て
緯
糸
た
る
保
有
と
首
長
墓
系
譜
の
分
析
が
展
開
す

る
構
成
は
︑
個
別
に
執
筆
さ
れ
た
論
考
を
集
め
た
一
書
と
思
え
ぬ
ほ
ど
に
秀

逸
で
あ
る
︒
特
に
一
見
異
質
に
映
る
第
七
章
が
︑
空
間
観
・
時
間
観
と
い
う

考
古
学
研
究
で
は
﹁
馴
染
み
﹂
の
無
い
視
点
に
彩
ら
れ
な
が
ら
︑
権
力
資
源

論
に
関
わ
る
多
様
な
観
点
を
経
糸
に
︑
鏡
と
首
長
墓
系
譜
の
あ
り
方
を
緯
糸

に
国
家
形
成
論
へ
と
編
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
様
は
︑
本
書
の
構
想
を
象
徴
し

た
部
分
と
い
え
る
︒

本
書
の
示
す
も
の

こ
う
し
た
本
書
の
大
き
な
構
想
と
構
成
に
対
し
︑
著
者
が
示
す
日
本
列
島

の
国
家
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
︒
お
よ
そ
三
か
ら
四
世
紀
に

該
当
す
る
弥
生
時
代
末
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
は
︑
畿
内
地
域
を
中
心
に
経

済
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
係
る
権
力
資
源
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
発
達
す
る
が
︑
や

が
て
そ
の
重
点
が
軍
事
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
移
行
す
る
な
ど
安
定
性
を
欠
く

も
の
で
あ
り
︑
国
家
の
成
立
は
認
め
が
た
い
と
す
る
︒
そ
の
後
︑
四
世
紀
終

わ
り
か
ら
五
世
紀
の
古
墳
時
代
中
期
に
経
済
・
軍
事
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
領

域
な
ど
の
権
力
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
有
機
的
か
つ
安
定
的
に
行
使
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
︑
畿
内
地
域
を
中
心
に
国
家
と
評
価
で
き
る
支
配
機
構
が
成
立
し
た

と
す
る
︒
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
畿
内
地
域
を
中
心
と
す
る
も
の
で
︑
日

本
列
島
広
域
に
支
配
力
を
及
ぼ
す
国
家
機
構
は
六
世
紀
の
古
墳
時
代
後
期
の

う
ち
で
も
中
葉
か
ら
後
葉
に
か
け
て
成
立
し
た
と
す
る
︒

国
家
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
︑
考
古
学
に
お
い
て
は
三
世
紀
説
︑
五
世

紀
説
︑
七
世
紀
説
の
い
わ
ゆ
る
七
・
五
・
三
論
争
を
は
じ
め
多
く
の
論
が
主

張
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
著
者
の
五
世
紀
説
︵
正
確
に
は
中
期
前
半
な
の
で
今

日
的
な
年
代
観
か
ら
す
れ
ば
四
世
紀
を
含
む
可
能
性
も
あ
る
︶
も
あ
く
ま
で

そ
の
一
つ
に
溶
け
込
む
も
の
で
あ
る
︒

独
特
な
点
と
言
え
ば
︑
五
世
紀
に
お
け
る
国
家
の
成
立
は
あ
く
ま
で
畿
内

地
域
に
お
け
る
国
家
機
構
の
成
立
で
あ
っ
て
︑
そ
の
支
配
領
域
は
畿
外
の
諸

地
域
に
は
強
く
及
ば
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
︒
日
本
列
島
に
お
け
る
国
家
の

成
立
と
日
本
列
島
広
域
が
国
家
機
構
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
本
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来
別
個
の
事
象
で
あ
る
と
し
て
︑
両
者
が
同
一
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
点
を

批
判
し
︑
日
本
列
島
に
お
け
る
国
家
機
構
の
展
開
過
程
を
描
写
し
た
の
で
あ

る
︒
そ
の
一
方
で
︑
岡
山
県
南
部
や
群
馬
県
榛
名
山
麓
地
域
に
お
い
て
国
家

形
成
に
は
至
ら
な
い
も
の
の
権
力
資
源
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
あ
る
程
度
の
発
達

を
み
せ
る
と
し
た
点
は
︑
複
数
の
指
標
か
ら
国
家
の
成
立
を
考
え
る
権
力
資

源
論
の
地
域
論
へ
の
応
用
可
能
性
と
︑
畿
内
地
域
の
国
家
形
成
を
相
対
化
し

評
価
す
る
有
効
性
を
示
し
て
い
る
︒

権
力
資
源
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
変
遷
に
つ
い
て
は
︑
前
期
に
は
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
面
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
前
衛
化
し
て
い
た
が
や
が
て
軍
事
が
重
視
さ
れ
︑

後
期
に
は
制
度
面
で
の
支
配
機
構
が
充
実
す
る
と
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
か
つ

て
の
﹁
教
科
書
的
な
﹂
古
墳
の
被
葬
者
像
で
あ
る
︑
﹁
司
祭
﹂
か
ら
﹁
武
人
﹂
︑

そ
し
て
﹁
官
人
﹂
へ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
︒
権
力
資
源
論
か
ら

の
立
論
に
よ
り
理
論
面
か
ら
の
増
強
は
著
し
い
が
︑
内
容
は
意
外
と
古
典
的

で
あ
る
︒
著
者
の
時
に
刺
激
的
な
言
葉
遣
い
や
先
行
研
究
批
判
と
比
べ
れ
ば

少
し
異
質
な
ほ
ど
に
そ
の
主
張
が
理
解
し
や
す
い
背
景
に
は
︑
そ
う
し
た
結

論
の
馴
染
み
や
す
さ
も
一
役
を
担
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑

馴
染
み
あ
る
結
論
か
ど
う
か
は
論
考
と
し
て
の
優
劣
に
は
関
係
な
く
︑
そ
の

立
論
の
過
程
が
重
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

翻
っ
て
考
え
れ
ば
︑
本
書
評
の
冒
頭
で
記
し
た
よ
う
に
本
書
が
多
く
の
古

墳
時
代
研
究
に
対
し
て
﹁
あ
る
意
味
で
対
極
と
も
い
え
る
立
場
か
ら
の
国
家

形
成
論
の
立
論
﹂
と
感
じ
さ
せ
る
理
由
は
︑
著
者
が
そ
の
寄
っ
て
立
つ
論
理

的
立
場
を
強
く
明
示
し
論
を
進
め
る
こ
と
と
︑
保
有
と
い
う
他
の
器
物
で
は

分
析
が
難
し
い
視
点
が
前
衛
化
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
︒

古
墳
時
代
研
究
を
進
め
る
も
の
が
︑
本
書
の
構
成
に
一
種
の
独
特
さ
を
感
じ

る
の
で
あ
れ
ば
︵
評
者
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
︶
そ
れ
は
自
身
の
論

理
的
立
場
の
表
明
の
弱
さ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
現
在
の
古
墳
時

代
研
究
の
あ
り
方
に
対
す
る
本
書
の
大
き
な
問
い
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
︒

本
書
の
成
果
と
本
書
が
明
確
化
し
た
課
題

著
者
が
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
採
用
す
る
権
力
資
源
論
の
是
非
に
つ
い
て

は
︑
書
評
と
し
て
こ
こ
で
延
々
展
開
す
る
の
も
適
当
で
な
い
し
︑
な
に
よ
り

評
者
の
力
量
を
超
え
る
問
題
で
あ
る
︒
ま
た
︑
著
者
が
そ
の
枠
組
み
を
採
用

し
た
こ
と
も
あ
く
ま
で
立
場
の
一
つ
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
対
す
る
批
判
も
さ

ほ
ど
生
産
的
で
な
い
︒
よ
っ
て
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
立
場
の
中
で
著
者
が
分

析
を
進
め
た
こ
と
に
よ
る
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
︒

一
つ
目
は
︑
権
力
資
源
論
に
基
づ
く
畿
内
地
域
の
動
態
が
示
さ
れ
た
こ
と

で
︑
同
様
の
枠
組
み
に
よ
る
各
地
域
と
の
比
較
検
討
の
重
要
性
が
明
確
に
な

っ
た
点
で
あ
る
︒
日
本
列
島
の
国
家
形
成
論
︑
あ
る
い
は
古
墳
時
代
研
究
に

お
い
て
は
︑
後
の
律
令
国
家
へ
の
到
達
が
暗
黙
の
う
ち
に
﹁
ゴ
ー
ル
﹂
と
さ

れ
が
ち
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
畿
内
地
域
が
主
導
す
る
統
一
的
な
国
家
形
成
過

程
の
追
究
が
主
た
る
テ
ー
マ
と
さ
れ
︑
古
墳
や
副
葬
品
を
通
じ
た
各
地
域
の

研
究
に
つ
い
て
も
畿
内
地
域
と
の
影
響
関
係
に
結
論
が
収
斂
さ
れ
が
ち
な
点

が
指
摘
で
き
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
近
年
は
地
域
の
独
自
性
や
受
領
者
の
立
場
と
し
て
の
分
析
も

進
め
ら
れ
︑
﹁
周
辺
﹂
の
研
究
も
活
発
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
中
で
権
力
資
源

論
を
分
析
枠
組
と
し
て
採
用
す
る
な
ら
ば
︑
新
た
な
観
点
か
ら
各
地
域
の
動

態
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒

例
え
ば
︑
東
北
の
太
平
洋
側
で
は
︑
古
墳
の
築
造
域
よ
り
北
で
も
﹁
古
墳

文
化
﹂
的
な
石
製
模
造
品
を
用
い
た
祭
祀
が
波
及
し
導
入
さ
れ
る
が
︑
こ
う

し
た
実
態
に
つ
い
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
よ
ら
ず
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
コ
ン
ト
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ロ
ー
ル
が
顕
在
化
す
る
地
域
と
し
て
相
対
化
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
︒

後
期
の
出
雲
東
部
に
お
け
る
前
方
後
方
墳
を
頂
点
と
し
前
方
後
円
墳
を
そ
の

下
位
に
置
く
古
墳
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
特
殊
な
装
飾
壺
を
用
い
た
墳
墓
祭
祀

の
成
立
は
︑
地
域
内
で
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
独
自
の
発
達
を
予
見
さ
せ
る
︒
地
上
に
顕
著
な
高
塚
の
古
墳
を
築
造
し

な
い
が
多
く
の
在
地
産
を
含
む
鉄
製
武
器
が
副
葬
さ
れ
る
九
州
南
部
の
地
下

式
横
穴
墓
は
︑
当
該
地
域
で
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
軍
事
の
あ
り
方
が
他
地
域

と
大
き
く
異
な
る
可
能
性
を
示
す
︒

こ
の
よ
う
に
︑
権
力
資
源
論
の
有
効
性
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
そ

れ
は
同
様
の
視
点
に
基
づ
く
地
域
論
の
深
化
に
も
つ
な
が
り
う
る
︒
そ
れ
は

ま
た
中
心
と
周
辺
と
い
う
視
点
や
地
域
間
関
係
と
い
っ
た
本
書
で
は
低
調
で

あ
っ
た
分
析
視
角
か
ら
︑
畿
内
地
域
に
お
け
る
権
力
資
源
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

理
解
に
再
考
を
促
し
︑
国
家
形
成
論
に
関
す
る
理
解
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
だ

ろ
う
︒

二
つ
目
は
︑
保
有
に
関
す
る
議
論
の
深
化
の
必
要
性
が
よ
り
明
確
化
し
た

点
で
あ
る
︒
古
墳
時
代
に
お
け
る
器
物
の
保
有
に
関
す
る
研
究
を
主
導
し
て

き
た
の
は
鏡
で
あ
る
︒
と
い
う
よ
り
も
︑
明
確
に
伝
世
や
長
期
保
有
が
指
摘

で
き
る
の
が
ほ
ぼ
鏡
に
限
定
さ
れ
る
た
め
︑
鏡
以
外
の
器
物
で
は
保
有
か
ら

の
立
論
は
極
め
て
低
調
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑

近
年
で
は
玉
類
や
一
部
の
刀
剣
で
は
伝
世
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
で
︑

ま
ず
は
そ
れ
ら
の
器
物
に
つ
い
て
保
有
に
関
す
る
研
究
を
進
め
る
こ
と
も
重

要
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
し
た
研
究
の
進
展
は
本
書
に
お
け
る
鏡
の
み
か
ら
器
物
の
長
期
保
有

を
考
え
首
長
墓
系
譜
と
の
比
較
検
討
を
進
め
る
あ
り
方
に
︑
生
産
的
な
批
判

を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
著
者
も
伝
世
の
可
能
性
を
想
定
す
る
と
み

ら
れ
る
︑
中
国
製
の
︵
そ
れ
が
故
に
三
世
紀
代
の
輸
入
と
時
に
は
一
世
紀
近

い
伝
世
が
想
定
さ
れ
る
︶
小
札
革
綴
冑
な
ど
が
好
例
で
あ
る
︒

著
者
は
鏡
に
つ
い
て
畿
内
地
域
で
の
伝
世
を
一
部
想
定
し
つ
つ
も
︑
基
本

的
に
伝
世
場
所
と
伝
世
主
体
は
各
地
域
集
団
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
し
か
し
︑

中
国
製
鏡
と
同
時
期
に
日
本
列
島
に
流
入
し
て
き
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る

小
札
革
綴
冑
は
︑
必
ず
し
も
各
地
域
で
の
伝
世
で
は
理
解
し
難
い
出
土
傾
向

を
み
せ
る
︒
そ
れ
は
こ
の
冑
の
出
土
一
四
例
の
う
ち
︑
実
に
一
三
例
が
前
方

後
円
墳
か
ら
の
出
土
で
︵
残
り
一
例
は
前
方
後
方
墳
︶
︑
し
か
も
そ
れ
ら
の

古
墳
の
規
模
は
九
例
で
一
〇
〇
ｍ
を
超
え
る
な
ど
明
ら
か
に
出
土
古
墳
の
階

層
が
上
位
に
集
中
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
小
札
革
綴
冑
の
こ
う
し
た
非
常
に

ま
と
ま
り
の
強
い
出
土
傾
向
か
ら
す
れ
ば
︑
伝
世
場
所
は
畿
内
地
域
で
あ
っ

て
︑
そ
れ
だ
け
の
規
模
の
古
墳
を
築
造
す
る
よ
う
な
極
め
て
限
定
的
な
特
定

階
層
の
有
力
者
に
対
し
て
の
み
こ
の
冑
は
配
布
さ
れ
た
と
み
る
方
が
自
然
で

あ
る
︒

他
に
も
︑
同
様
の
時
期
に
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

長
刀
に
つ
い
て
は
︑
環
頭
部
の
切
り
取
り
な
ど
の
改
変
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︒

木
製
装
具
の
装
着
の
た
め
の
改
変
と
さ
れ
る
が
︑
舶
載
品
や
伝
世
品
に
つ
い

て
鉄
の
本
体
を
含
め
刀
剣
の
拵
え
が
改
変
さ
れ
る
事
態
は
器
物
の
長
期
保
有

の
意
味
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
︒
鏡
と
他
の
器
物
で
は
違
う
と
す
る

頑
な
な
否
定
も
あ
り
だ
ろ
う
し
︑
そ
れ
が
翻
っ
て
鏡
や
武
器
と
い
っ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
器
物
の
社
会
的
機
能
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
︒

し
か
し
︑
鏡
の
保
有
の
意
味
を
考
え
る
上
で
も
鏡
以
外
の
器
物
と
合
わ
せ
て

古
墳
時
代
の
器
物
の
保
有
の
実
態
を
一
貫
し
た
論
理
で
説
明
し
う
る
の
か
は

重
要
な
論
点
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
鏡
以
外
の
器
物
の
研
究
者
に
与
え
ら
れ
た

課
題
で
あ
る
︒
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こ
う
し
た
鏡
以
外
の
器
物
か
ら
の
批
判
的
検
討
は
︑
伝
世
鏡
の
副
葬
を
集

団
保
有
の
継
続
と
読
み
解
く
著
者
の
解
釈
に
対
し
て
も
有
効
で
あ
る
︒
例
え

ば
︑
決
し
て
一
般
的
で
は
な
い
が
︑
折
り
曲
げ
ら
れ
た
刀
や
意
図
的
に
壊
さ

れ
た
か
の
よ
う
な
甲
冑
の
出
土
事
例
か
ら
︑
副
葬
行
為
に
武
威
の
否
定
や
破

棄
を
見
出
す
解
釈
も
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
も
し
︑
副
葬
と
い
う
行
為
の
基
底

に
器
物
の
機
能
の
否
定
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
︑
副
葬
と
い
う
行

為
に
保
有
の
継
続
を
認
め
る
︑
著
者
の
解
釈
に
も
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
︒

ま
た
︑
集
団
的
な
長
期
保
有
と
副
葬
の
関
係
に
つ
い
て
︑
副
葬
が
集
団
的

保
有
の
継
続
で
あ
り
そ
の
地
に
固
定
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
な
ら
ば
︑

そ
れ
は
本
書
で
も
詳
述
さ
れ
る
政
権
交
替
に
関
す
る
解
釈
と
も
関
わ
る
問
題

と
な
ろ
う
︒
大
和
か
ら
河
内
へ
の
巨
大
古
墳
群
の
移
動
現
象
と
そ
れ
に
関
わ

る
政
権
交
替
論
に
つ
い
て
︑
著
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
巨
大
古
墳
群
の
造
墓

主
体
は
一
貫
す
る
が
︑
用
地
の
領
有
権
を
発
動
し
た
た
め
に
造
墓
域
を
変
え

た
と
す
る
な
ら
ば
︑
継
続
性
を
旨
と
す
る
副
葬
行
為
に
関
す
る
解
釈
と
の
間

に
矛
盾
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
か
︒

本
書
で
は
新
た
な
視
角
と
し
て
鏡
の
﹁
保
有
﹂
や
古
墳
築
造
の
﹁
継
続
﹂

と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
分
析
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
︑
少
な
か
ら

ず
存
在
す
る
そ
の
転
変
に
つ
い
て
の
議
論
の
深
化
を
求
め
る
の
は
野
暮
と
い

う
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
特
に
鏡
以
外
の
器
物
の
検
討
の

深
化
を
も
っ
て
︑
よ
り
積
極
的
に
議
論
し
て
い
く
べ
き
課
題
が
顕
在
化
し
た

こ
と
は
本
書
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
︒

古
墳
時
代
研
究
に
お
け
る
展
望

首
長
墓
系
譜
論
は
各
地
域
に
お
け
る
基
礎
的
な
古
墳
の
調
査
研
究
の
進
展

に
よ
り
︑
広
さ
と
奥
行
き
を
も
っ
た
方
法
論
と
し
て
深
化
が
図
ら
れ
て
き
た
︒

こ
れ
は
︑
純
粋
な
学
術
研
究
の
対
象
と
し
て
の
み
な
ら
ず
︑
文
化
財
保
護
の

動
き
と
地
域
の
歴
史
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
古
墳
に
役
割
が
求
め
ら
れ
る
中
で
︑

各
地
で
首
長
墓
群
の
調
査
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
︒
一
方

で
︑
地
上
に
顕
在
化
し
て
い
る
遺
跡
で
あ
る
古
墳
に
対
し
て
︑
限
ら
れ
た
ト

レ
ン
チ
調
査
に
よ
り
墳
形
を
確
認
し
出
土
し
た
埴
輪
か
ら
年
代
を
確
定
す
れ

ば
ひ
と
ま
ず
は
首
長
墓
系
譜
の
研
究
に
と
っ
て
十
分
な
デ
ー
タ
を
得
る
事
が

で
き
る
点
も
︑
人
的
・
財
政
的
に
限
ら
れ
た
体
制
下
で
も
首
長
墓
系
譜
に
関

す
る
調
査
研
究
を
進
展
せ
し
め
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
地
方
公
共
団
体

が
大
き
な
役
割
を
担
う
日
本
の
遺
跡
の
調
査
や
文
化
財
保
護
制
度
は
︑
首
長

墓
系
譜
論
の
進
展
に
相
性
が
良
い
の
で
あ
る
︒

一
方
で
︑
遺
跡
の
破
壊
と
引
き
換
え
に
行
わ
れ
る
記
録
保
存
調
査
に
よ
っ

て
膨
大
な
考
古
学
的
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
も
た
ら
し
て
き
た
大
規
模
開
発
事
業

は
今
や
低
調
で
あ
る
︒
著
者
も
指
摘
す
る
首
長
墓
系
譜
論
に
お
け
る
重
大
な

課
題
で
あ
る
︑
古
墳
の
造
営
母
体
と
そ
の
地
理
的
範
囲
の
不
明
瞭
性
や
古
墳

被
葬
者
が
そ
の
本
貫
地
に
古
墳
を
造
営
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
︑
こ
う
し
た
社
会
状
況
下
で
は
大
き
な
進
展
は
望
め
な
い
だ
ろ
う
︒
本

来
︑
発
掘
調
査
と
い
う
手
続
き
に
よ
り
新
た
な
資
料
を
獲
得
で
き
る
の
が
考

古
学
と
い
う
学
問
の
強
み
で
あ
る
が
︑
未
知
の
集
落
遺
跡
を
し
か
も
広
範
囲

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
相
当
に
難
し
い
︒
社
会
が
文
化
財
に
求
め
る
も
の

が
相
対
的
に
増
し
て
い
る
今
日
︑
首
長
墓
群
に
関
す
る
研
究
素
材
は
今
後
も

充
実
し
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
根
幹
を
な
す
本
貫
地
問
題
に
つ
い

て
は
顕
著
な
進
展
が
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
中
で
︑
本
書
の
よ
う
に

分
析
視
角
に
よ
る
問
題
点
を
明
確
化
し
そ
の
超
克
に
よ
り
首
長
墓
系
譜
論
の

進
展
を
図
る
方
法
は
︑
今
後
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
︒
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そ
の
点
で
も
本
書
は
一
つ
の
研
究
潮
流
の
起
点
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
︒

近
年
の
古
墳
時
代
研
究
の
顕
著
な
動
き
と
し
て
︑
既
出
土
の
未
報
告
資
料

や
報
告
書
刊
行
済
み
資
料
の
再
調
査
と
再
報
告
の
流
れ
が
あ
る
︒
本
書
の
対

極
に
あ
る
遺
構
・
遺
物
に
対
す
る
﹁
偏
執
的
﹂
な
ま
で
の
追
究
が
こ
う
し
た

動
き
を
支
え
て
お
り
︑
着
実
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
既
存
の
資

料
の
再
検
討
が
進
め
ば
︑
現
状
で
鏡
に
大
き
く
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
保
有
に

関
す
る
分
析
が
可
能
な
遺
物
も
や
が
て
増
え
て
く
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
時
︑
場

合
に
よ
っ
て
は
本
書
の
保
有
論
と
は
全
く
異
な
る
古
墳
時
代
の
器
物
の
保
有

像
が
描
か
れ
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
得
る
︒

本
書
は
そ
う
し
た
資
料
の
再
検
討
が
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
近
年
の
古
墳

時
代
研
究
の
流
れ
と
は
ま
っ
た
く
独
立
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
こ
う
し

た
着
実
な
遺
物
研
究
成
果
の
蓄
積
に
よ
り
︑
や
が
て
本
書
は
乗
り
越
え
る
べ

き
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
こ
と
が
一
層
明
確
に
意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
古
墳

時
代
あ
る
い
は
国
家
形
成
に
関
す
る
理
論
派
の
一
つ
の
極
と
し
て
本
書
は
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
同
じ
経
糸
を
用
い
た
と
し
て
も
︑
保
有
や
首

長
墓
系
譜
に
関
し
て
日
々
着
実
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
実
証
的
な
分
析
成

果
と
い
う
新
た
な
緯
糸
を
用
い
れ
ば
︑
ま
っ
た
く
違
っ
た
国
家
形
成
論
が
編

み
上
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
し
た
意
味
で
も
︑
理
論
派
︑
現
物
派

に
関
わ
ら
ず
︑
ま
た
古
墳
時
代
研
究
者
に
限
ら
ず
広
く
読
ま
れ
る
べ
き
一
書

で
あ
る
︒
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