
書

評

林
屋
辰
三
郎
薯

古
代
国
家
の
解
体

　
晶
隅
著
『
申
帯
鐙
叉
佑
の
基
調
』
　
（
「
九
五
三
年
）
に

引
続
い
て
、
林
屋
辰
三
郎
氏
は
昨
年
（
五
五
年
）
秋

こ
こ
に
掲
げ
る
『
古
代
国
家
の
解
体
』
を
刊
行
さ
れ

た
。
　
『
角
倉
了
以
と
そ
の
子
』
　
（
一
九
四
四
年
）
以

　
下
五
指
に
余
る
著
書
を
発
衰
さ
れ
た
上
に
、
終
戦
以

来
十
余
年
に
わ
た
り
日
本
更
研
究
会
の
代
表
者
と
し

て
、
会
誌
の
経
営
に
研
究
会
の
指
導
に
多
忙
な
研
究

生
活
を
送
ら
れ
る
傍
ら
、
主
著
と
も
い
う
べ
き
上
竪

の
二
書
を
世
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
精

励
ぶ
り
に
は
何
人
と
い
え
ど
も
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
以
下
『
古
代
国
家
の
解
体
』
に
つ
い

て
紹
介
の
筆
を
進
め
る
の
で
あ
る
が
、
古
代
か
ら
中

r
世
へ
か
け
て
の
政
治
．
社
会
・
交
詫
に
わ
た
る
広
い

研
究
領
域
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
の
著
者
の
業
績
に

対
し
て
、
古
代
の
一
部
を
専
攻
す
る
に
す
ぎ
ぬ
筆
者

の
如
き
が
鋤
評
を
行
う
こ
と
の
、
当
「
を
得
た
も
の
で

窓
．
Σ
撃
う
ま
て
李
拳
。
に
も
拘
ら
ザ
激
て

そ
の
役
を
お
引
受
け
し
た
の
は
、
著
者
の
研
究
を
自

分
な
り
に
考
え
て
み
る
こ
と
で
、
古
代
か
ら
中
世
へ

の
二
業
の
歴
皮
に
つ
い
て
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
も

の
を
摂
取
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
に
主
な
ら
ぬ
。
従

っ
て
未
熟
な
行
論
も
少
く
な
い
こ
と
と
思
う
。
は
じ

め
に
当
っ
て
、
署
考
及
び
読
者
の
寛
恕
を
お
願
い
す

る
。

　
さ
て
・
本
書
は
過
虫
十
五
年
聞
に
わ
た
っ
て
登
表
さ

れ
た
十
八
篇
の
払
融
又
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

著
者
は
こ
れ
を
、
1
律
令
議
題
の
成
立
（
三
篇
）
、
■

摂
関
政
油
と
受
領
層
（
庶
物
）
、
凱
院
政
政
権
と
武
士

団
（
五
篇
）
、
皿
絶
代
園
家
の
絵
影
（
四
篇
）
、
総
括

の
た
め
に
（
一
篇
）
、
　
の
五
章
に
分
．
類
し
、
二
者
の

構
想
す
る
「
古
代
か
ら
封
建
社
会
の
変
革
」
　
（
本
書

序
文
）
の
過
程
が
読
者
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
編

修
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
斉
々
に
つ
い
て
主
要
な
闇
題

点
と
恩
わ
れ
る
所
を
、
筆
者
の
理
解
し
た
限
り
に
お

い
て
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
論
述
し
て
い
こ
う
。

　
第
一
の
「
葎
令
国
家
の
成
立
」
の
章
で
は
、
屠
頭

の
肱
高
文
「
継
体
・
欽
明
朝
内
乱
の
縫
的
分
析
」
に
お

い
て
、
六
批
紀
前
半
に
標
題
の
如
き
内
乱
が
戦
わ
れ

古
［
代
国
家
の
形
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
、

論
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
紀
年
論
に
関
す
る
毒
田
貞
吉

博
士
の
研
究
を
手
掛
り
に
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

こ
の
喜
田
博
士
の
研
究
は
古
代
史
家
の
間
で
も
今
疑
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

で
は
殆
ん
ど
職
題
に
さ
れ
ず
、
ま
し
て
や
内
乱
の
歴
（

史
朗
意
義
に
つ
い
て
は
未
だ
か
つ
て
恩
い
及
ぼ
な
か
　
6
8

つ
た
所
で
あ
る
。
著
者
が
主
な
更
料
と
さ
れ
た
臼
本

書
紀
の
販
扱
い
方
に
多
少
の
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、

大
化
前
代
に
お
け
る
国
家
形
成
輿
の
研
究
は
、
こ
の

斬
薪
な
藩
眼
に
よ
っ
て
潔
化
さ
れ
異
体
化
さ
れ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
所
で
著
者
は
、
更
に
進
ん
で
こ
の
内
乱
の
根
本
原

因
を
「
地
方
民
衆
の
不
満
を
背
景
に
し
た
族
長
層
の

反
抗
」
　
（
ニ
出
題
）
と
見
、
そ
う
し
た
動
揺
を
克
服

し
た
欽
鵬
朝
に
よ
っ
て
、
古
代
国
家
は
絶
頂
期
に
達

す
る
ど
い
・
）
見
脈
肝
も
乞
提
出
か
ご
れ
た
。
　
山
ハ
世
紀
の
確
守

朝
が
絶
頂
期
な
ら
、
七
世
紀
以
降
の
大
化
改
新
か
ら

律
令
威
立
の
時
期
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

詣
然
問
題
と
な
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
古
代
婚
家
の

完
成
期
と
見
る
演
説
臨
理
解
に
反
対
し
て
、
律
令
体

欄
の
採
用
を
奴
隷
制
か
ら
農
奴
綱
へ
の
移
行
と
み
な
・

し
、
古
代
．
国
家
解
体
の
繁
一
段
階
と
解
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
臼
本
の
古
代
を
十
六
獄
紀
の
太
閤
検
地

ま
で
下
げ
よ
う
と
す
る
見
解
さ
え
あ
る
現
在
、
甚
だ

重
大
な
提
案
と
い
う
べ
く
、
薯
者
も
第
罠
論
丈
「
律

令
制
よ
り
荘
園
制
へ
」
の
申
で
詳
論
さ
れ
る
外
、
本

題
の
各
所
で
繰
返
し
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
本
書
の
最



轡

も
主
要
な
テ
書
マ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
当
時
の
社
会
構
造
に
つ

い
て
は
、
奈
罠
刺
の
揮
籍
を
従
来
広
く
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
地
域
差
の
媚
罵
声
か
ら
分
析
す
る
方
法
を
避

け
、
む
し
ろ
旧
部
民
か
膚
姓
者
か
と
い
う
大
化
前
代

以
来
の
社
会
的
政
治
的
系
譜
を
重
視
し
て
考
察
し
、

豪
族
・
土
豪
∴
般
公
民
の
三
類
型
を
立
て
ら
れ
た
こ

と
も
見
逃
が
せ
ぬ
点
で
あ
る
。
そ
し
て
律
令
欄
施
行

の
主
要
な
意
義
は
、
蔑
民
制
の
強
化
に
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
奴
碑
は
逃
亡
に
よ
っ
て
戦
っ
た
と
し
、
一

般
公
民
の
抵
抗
と
し
て
は
公
田
私
有
化
と
い
う
方
向

を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。
律
令
農
民
は
奈
良
時
代
す

で
に
土
地
愚
智
権
を
確
立
し
、
封
建
農
民
化
し
つ
つ

あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
の
一
、
摂
関
政
治
と
受
領
轡
し
の
章
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
何
と
い
っ
て
も
受
頒
に
関
す
る
緻

密
な
研
究
（
第
四
論
丈
「
平
安
京
に
お
け
る
受
領
の

生
活
」
第
り
樽
町
醐
ム
又
「
平
安
京
の
街
頭
擾
敷
」
）
　
が
中

心
で
あ
る
。
こ
の
諸
論
文
が
出
る
ま
で
は
、
石
母
田

正
氏
の
「
宇
津
保
物
語
に
関
す
る
覚
薯
」
な
ど
も
あ

っ
た
け
れ
ど
、
受
領
と
い
え
ば
一
般
に
は
王
朝
女
流

交
学
等
に
卑
少
滑
稽
化
さ
れ
た
面
だ
け
し
か
理
解
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
地
方
の
国
旬
と
し
て
豪
富
を
蕪
磐
田
し
、
政

界
の
表
面
に
登
場
し
て
く
る
こ
の
新
輿
階
級
の
姿

を
、
い
か
に
も
生
き
生
き
と
醜
き
呂
し
た
の
は
全
く

署
者
の
功
績
で
あ
ろ
う
。
そ
の
役
倒
を
ど
の
程
度
に

評
価
す
る
か
に
問
題
は
残
る
に
し
て
も
、
平
安
中
末

期
の
政
治
を
語
る
際
、
受
領
を
除
外
す
る
こ
と
は
も

は
や
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
平
安
中
上
期
と
受
領
と
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き

な
い
の
と
同
じ
く
、
平
安
初
翔
の
政
界
と
分
つ
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
が
泰
灰
一
族
で
あ
る
、
と
い
う
の

が
太
吾
丁
に
お
け
る
文
面
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
論
点

で
あ
る
（
第
一
論
文
「
平
安
新
京
の
経
済
的
丈
柱
」
）
。

著
者
は
始
茶
氏
の
勢
力
が
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
素

氏
の
も
つ
機
織
と
い
う
職
能
と
、
由
［
城
盆
地
に
お
け

る
秦
氏
の
分
布
の
状
態
と
、
平
安
初
期
の
山
城
、
隈
に

お
け
る
土
地
売
券
の
分
祈
と
か
ら
、
巧
み
に
論
証
・

推
定
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
を
完
全
な
ら
し
め

る
た
め
に
は
、
秦
氏
が
九
世
紀
に
あ
っ
て
も
強
固
な

族
的
結
合
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
か
め
て
お
く
必

要
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
涙
眼
も
ま
た
、
今
後
平

安
初
期
の
政
治
史
経
済
史
を
考
え
る
場
合
、
無
視
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
が
か
よ
う
な
問
題
に
目
を
注
が
れ
る
の
は
、

政
治
と
い
う
も
の
は
、
権
力
者
の
謀
賂
術
数
に
よ
っ

て
の
み
動
か
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
下
部
構

造
の
反
映
で
は
あ
る
に
し
て
も
構
造
論
的
に
の
み
翻

切
る
の
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
政
治
を
そ
の
内
部
に

あ
っ
て
笑
際
に
彊
当
し
て
ゆ
く
層
の
考
察
が
、
政
治

史
の
正
し
い
懸
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
政
治

史
の
こ
う
し
た
考
え
方
に
は
筆
者
も
賛
成
で
あ
っ

て
、
著
者
に
よ
っ
て
今
後
な
お
政
治
史
の
新
　
生
面
が

開
振
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
第
三
血
早
「
院
政
政
権
と
武
士
団
」
で
は
、
ま
ず
第

一
に
院
政
が
受
領
層
の
支
持
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ

と
を
主
張
さ
れ
る
（
第
一
論
丈
「
院
致
の
成
立
に
つ
い

て
」
）
。
院
政
成
立
の
、
歴
中
尉
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て

は
、
著
者
の
こ
の
肱
麹
文
が
猛
表
さ
れ
て
以
来
、
数
多

く
の
研
究
が
出
、
問
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
深
め
ら

れ
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
．
略
を
述
べ
る
暇
さ
え
な
い
が

院
庁
を
形
成
し
て
い
た
主
要
メ
ン
バ
ー
が
受
領
層

で
あ
る
こ
と
は
恐
ら
く
否
定
し
が
た
い
所
で
、
問
題

は
む
し
ろ
そ
う
し
た
寓
裕
を
極
め
る
受
領
層
の
性
絡

を
掘
り
下
げ
る
べ
き
段
階
…
に
来
て
い
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
受
領
が
荘
園
化
し
た
国
衙
領
の
支
配
者
で

あ
る
こ
と
は
涌
説
的
理
解
と
し
て
誤
り
あ
る
ま
い

が
、
そ
の
国
篇
領
の
構
造
と
、
そ
こ
か
ら
受
領
が
い

か
に
し
て
租
税
を
徴
収
す
る
か
、
そ
の
権
力
の
嫉
格

を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
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著
者
に
よ
れ
ば
、
畿
内
先
進
地
域
で
は
、
九
・
十

世
紀
心
す
で
に
治
田
を
基
礎
と
す
る
小
規
模
な
名
主

層
が
支
配
的
で
あ
っ
て
、
「
家
族
労
働
を
中
心
と
す

る
農
業
経
當
を
行
っ
て
い
た
」
（
二
〇
八
頁
）
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
名
主
層
農
民
が
、
霞
己
の
治
田
を
国
衙

乃
至
は
初
期
庄
園
領
主
か
ら
防
衛
し
よ
う
と
い
う
厨

的
と
、
貴
族
・
社
寺
側
に
お
け
る
治
田
集
積
の
意
欲

と
が
完
全
に
一
致
し
て
成
立
し
た
も
の
が
、
寄
進
地

系
荘
園
で
あ
る
と
す
る
（
第
三
論
丈
「
院
政
政
権
の

歴
史
的
評
価
」
）
。
こ
う
し
た
理
解
は
す
で
に
昭
和
十

年
代
の
前
半
、
主
と
し
て
赤
松
俊
秀
。
清
水
三
男
．

田
井
敬
吾
三
際
ら
の
業
績
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ

た
考
え
で
あ
る
が
、
著
者
は
さ
ら
に
こ
れ
を
発
展
さ

せ
て
、
　
「
中
央
の
荘
園
領
主
と
在
地
の
田
堵
・
名
・
王

と
の
間
は
土
地
寄
進
を
契
機
乏
し
て
地
代
と
し
て
の

年
貢
を
納
付
す
る
封
建
関
係
で
あ
っ
た
」
　
（
第
二
論

丈
「
中
世
社
会
の
成
立
と
受
領
届
鯛
」
一
九
一
頁
）
と

明
確
に
規
定
す
る
。
こ
れ
は
名
主
を
奴
隷
主
、
名
田

経
當
を
奴
隷
…
制
｝
的
経
営
【
と
す
る
松
本
新
八
郎
氏
の
見

解
や
、
名
田
の
形
成
に
つ
い
て
、
土
地
私
有
権
の
確

立
と
い
う
下
か
ら
の
契
機
だ
け
で
な
く
、
課
役
賦
課

の
便
宜
と
い
う
上
か
ら
の
契
機
を
考
え
よ
う
と
す
る

石
母
田
氏
の
研
究
、
さ
ら
に
は
名
主
と
荘
園
領
主
の

間
に
人
身
支
配
的
な
古
代
的
収
取
の
関
係
が
見
ら
れ

る
と
す
る
渡
辺
澄
央
．
氏
の
均
等
名
に
間
す
る
一
連
の

労
作
な
ど
と
対
『
慰
す
る
も
の
で
、
種
々
の
問
題
を
含

ん
で
い
る
が
、
名
主
を
封
建
的
土
地
所
有
者
と
す
る

著
者
の
説
は
、
律
令
剃
下
の
班
田
農
民
を
封
建
的
農

奴
の
鞭
…
芽
形
態
と
し
、
公
田
侵
略
を
そ
の
主
要
闘
争

と
す
る
上
述
の
理
解
（
第
五
論
文
「
古
代
駅
家
の
韻

壊
過
程
」
に
亀
論
述
）
に
つ
な
が
り
、
本
書
の
基
本

的
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。

　
勿
論
著
者
は
あ
ら
ゆ
る
地
方
に
同
じ
よ
う
に
封
建

的
名
主
層
が
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
東
国
後
進
地

域
で
は
、
名
主
は
「
惣
領
と
し
て
伴
類
、
郎
党
を
支

配
し
、
そ
の
う
ち
に
多
く
の
家
内
奴
隷
を
ふ
く
ん
だ

土
豪
的
な
存
在
」
（
一
九
七
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
し
か

し
こ
う
し
た
土
豪
的
勢
力
も
土
着
受
領
の
も
と
に
組

織
さ
れ
、
や
が
て
源
義
甲
ら
に
よ
っ
て
「
封
建
的
な

・
王
従
閾
同
筆
が
勲
鞘
ば
れ
」
　
（
「
九
八
頁
）
申
果
国
武
士
団

が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
論
的
に

は
畿
内
畿
外
を
通
じ
て
、
封
建
綱
が
か
な
り
進
行
し

た
こ
と
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　
在
地
に
封
建
的
土
地
所
有
者
乃
至
封
建
叢
誌
が
成

立
し
て
く
る
と
、
無
涯
化
し
な
い
受
領
は
一
体
ど
う

し
て
課
役
の
徴
収
を
強
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
当
然
起
っ
て
く
る
こ
の
強
磁
脚
に
低
し
て

は
、
墨
守
は
郎
等
・
郎
従
と
呼
ば
れ
る
武
力
者
を
従

え
、
そ
の
武
力
に
よ
っ
て
徴
税
を
行
っ
た
山
畢
実
を
以

て
答
え
、
さ
よ
う
な
武
力
を
持
つ
国
守
の
土
着
が
武

士
の
起
源
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
第
四
論
文
「
院
政
と

武
士
」
）
。
即
ち
「
武
士
団
と
い
う
権
力
組
織
の
基
・
不

形
態
は
、
す
で
に
律
令
的
な
受
領
の
周
辺
に
お
い
て

つ
く
ら
れ
て
い
た
」
　
（
二
三
〇
頁
）
の
で
あ
っ
て
、

律
令
制
と
封
建
綱
と
の
連
関
が
、
こ
こ
で
も
巧
み
に

説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
著
者
は
中
世
を
著
し
く
上
へ
押
し
上

げ
ら
れ
る
が
、
第
四
輩
「
古
代
国
家
の
余
影
」
で
は

逆
に
中
世
で
あ
る
べ
き
鎌
倉
時
代
に
ど
の
位
古
代
酌

な
も
の
が
残
っ
て
い
る
か
が
探
究
さ
れ
、
古
代
国
家

の
解
体
の
全
貌
を
一
層
明
か
に
し
て
い
る
。
公
式
・
王

義
に
陥
い
ら
な
い
著
者
の
精
神
の
柔
軟
さ
を
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
第
一
論
文
「
鎌
倉
致
権
の
歴
史
的
展

望
」
で
は
、
東
照
武
士
団
及
び
そ
れ
を
基
礎
と
す
る

鎌
倉
幕
府
の
山
白
魚
的
な
性
質
を
検
討
し
、
次
い
で
幕

府
御
家
人
を
豪
族
約
・
土
罵
言
・
名
主
的
の
三
類
型

に
分
ち
、
そ
の
「
意
外
に
も
古
色
を
帯
び
た
」
　
（
二

八
三
頁
）
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
同

時
に
著
者
は
、
こ
う
し
た
御
家
人
の
中
で
最
も
一
毅

的
な
も
の
は
封
建
的
地
主
で
あ
る
所
の
名
主
講
堂
家

入
で
あ
る
と
し
、
ま
た
藻
族
・
土
豪
・
名
主
の
御
家
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入
三
類
型
が
必
ず
し
も
並
列
的
な
閏
係
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
　
「
階
層
的
な
関
係
を
も
つ
て
規
欄
さ
れ
て

い
た
」
　
（
二
八
｝
頁
）
と
す
る
点
に
お
い
て
、
墓
・
本

的
に
は
鎌
倉
幕
府
を
封
建
的
政
権
と
認
め
て
お
ら
れ

る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
階
層
関
係
の
指
捕
は
適
切

で
あ
る
が
、
御
家
人
の
一
般
的
な
も
の
が
名
主
で
あ

る
と
い
う
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
専
門
外
な
が

ら
疑
問
が
残
る
。

　
次
に
本
章
で
の
重
要
な
論
点
は
、
第
二
論
文
「
散

所
そ
の
発
生
と
展
開
」
の
中
で
詳
論
さ
れ
た
散
所
の

問
題
で
あ
る
。
箸
者
に
従
え
ば
、
散
所
の
民
と
は
律

令
綱
下
の
宮
司
に
所
属
し
た
園
部
・
深
戸
・
官
戸
・

公
奴
二
等
、
國
有
の
蔑
民
の
後
鶴
で
律
令
制
弛
緩
後

は
轟
八
族
社
寺
な
ど
庄
園
領
主
に
属
し
、
地
子
・
年
貢

を
免
除
さ
れ
る
代
り
に
、
支
配
者
に
人
身
的
に
隷
属

す
る
こ
と
を
基
本
的
な
特
徴
と
す
る
。
悪
業
・
雑
役

に
服
す
る
の
を
主
と
す
る
が
、
座
を
組
織
し
て
特
権

的
商
工
業
者
と
な
り
、
或
い
は
年
貢
の
輸
送
に
関
係

し
て
交
通
上
の
要
地
を
占
め
、
ま
た
は
庄
昆
と
し
て

狩
漁
に
従
事
し
供
御
な
ど
の
諸
役
に
単
路
す
る
等
の

場
合
も
多
い
ど
い
う
。

　
著
者
が
散
所
的
と
い
わ
れ
る
も
の
の
す
べ
て
が
、

笑
際
に
律
令
欄
下
の
騰
民
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
は

愚
わ
れ
な
い
が
、
奴
隷
的
な
関
係
で
寺
社
貴
族
に
使

役
さ
れ
て
い
た
特
殊
綾
術
者
・
座
の
構
成
者
・
庄
民

な
ど
が
平
安
鎌
倉
を
通
じ
て
広
汎
に
存
在
し
た
こ
と

の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
代
的
な
も
の

の
根
強
い
み
仔
・
征
が
、
公
家
勢
力
の
「
最
後
㊨
経
済
的

基
礎
」
　
（
三
〇
六
頁
）
と
な
り
、
一
時
約
で
は
あ
る

に
せ
よ
南
北
朝
内
乱
に
お
け
る
公
家
側
反
革
命
の
勝

利
の
一
因
と
な
っ
た
と
す
る
所
論
は
、
確
か
に
事
の

真
下
を
衝
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
よ
う
に

古
代
奴
隷
制
の
強
固
な
残
存
を
証
明
し
た
著
者
の
研

究
は
、
何
故
に
奴
隷
制
が
平
安
鎌
倉
を
通
じ
て
畿
内

先
進
地
帯
に
さ
え
広
く
生
き
残
り
得
た
か
、
と
い
う

疑
問
に
な
っ
て
、
署
者
に
は
ね
が
え
っ
て
来
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。
散
所
の
強
調
は
、
か
え
っ
て
著
者
の

意
図
に
反
し
て
、
南
北
朝
を
古
代
の
終
末
と
す
る
松

本
・
石
母
田
・
永
原
諸
氏
の
膚
力
な
見
解
を
、
側
面

か
ら
支
持
す
る
結
果
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
最
後
の
「
総
括
の
た
め
に
」
の
章
は
、
　
「
御
教
南
阿

の
発
生
」
と
題
し
て
、
詔
勅
か
ら
宣
旨
・
弁
宮
下
丈

・
御
教
書
・
論
旨
・
院
庁
下
文
・
院
宣
を
経
て
、
武

家
の
御
教
書
・
下
交
・
下
知
状
に
至
る
古
文
書
の
形

式
の
変
遷
を
、
律
令
制
か
ら
穫
関
政
治
・
院
政
を
経

て
武
家
政
治
に
至
る
政
体
の
推
移
と
関
係
さ
せ
て
、

体
系
的
に
考
察
し
た
研
究
で
あ
る
。
日
本
古
文
書
掌

再
編
の
た
め
の
立
脚
点
を
示
す
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
政
権
の
性
格
…
の
究
明
の
た
め
に
、
墨
書
形
式
と
い

う
全
く
新
た
・
な
角
度
か
ら
の
照
明
を
与
え
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
こ
の
著
者
な
ら
で
は
何
人
も
企
て
及
び

得
ぬ
独
自
の
領
域
で
あ
る
。

　
以
上
甚
だ
蕪
雑
な
要
約
を
試
み
た
が
、
そ
の
中
で

も
特
に
重
要
な
論
点
は
、
律
令
剃
を
封
建
綱
の
始
ま

り
と
す
る
薪
し
い
時
代
区
分
法
の
提
起
と
、
受
領
層

を
中
心
と
す
る
平
安
時
代
申
末
期
の
政
治
更
の
解
萌

と
、
上
殿
制
の
問
題
と
の
三
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
う
ち
時
代
区
分
の
問
題
は
、
最
近
来
日
し
た
ソ

同
輩
肌
霊
堂
・
院
へ
黙
肌
貝
ジ
ュ
ー
コ
フ
氏
の
提
｛
莱
（
継
…
史
漸
†

研
究
一
九
〇
号
参
照
）
や
、
中
腎
－
科
掌
院
訪
日
学
術
視

察
団
扇
の
歴
史
家
諸
氏
の
見
解
、
或
い
は
昨
年
郭
訳

が
刊
行
さ
れ
た
『
経
済
膵
函
数
科
書
』
の
内
容
等
と
も

結
論
的
に
相
応
ず
る
も
の
を
持
ち
、
国
際
的
な
意
義

さ
え
も
担
う
発
雷
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
著
者

の
こ
の
構
想
は
、
こ
の
一
、
二
年
の
問
に
急
速
に
ま

と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

満
永
氏
以
来
の
永
い
研
究
史
の
消
化
の
上
に
成
っ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
六
批
紀
．
に
古
代
閣
家
の
絶
頂
期

を
考
え
、
鎌
倉
室
町
時
代
を
日
本
歴
史
の
「
明
る
い

谷
間
」
　
（
前
砦
『
中
世
文
化
の
襲
撃
』
五
頁
）
と
す

る
帰
方
に
接
続
す
る
も
の
で
、
多
年
の
研
究
の
必
然

的
結
論
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。
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し
か
し
私
見
を
以
て
す
れ
ば
、
著
者
は
あ
ま
り
に

も
昭
和
十
年
代
の
社
会
経
済
庚
的
選
集
成
果
に
頼
り

す
ぎ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
著
者
の
説

か
れ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
土
地
』
所
膚
齎
と
し
て

の
名
生
が
一
般
的
に
成
立
し
て
く
る
の
は
疑
い
な
い

断
で
あ
る
が
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
石
愚
国
・
渡

辺
両
氏
ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
亙
鱒
主
は
宮
分
の
力
だ

け
で
名
田
を
獲
縛
し
た
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
が
輿

ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
儀
閏
が
か
よ
う
に
課
税
の

対
象
と
し
て
支
配
者
階
級
の
権
・
刀
に
よ
り
上
か
ら
設

定
さ
れ
る
面
の
あ
る
こ
と
を
面
出
4
1
は
割
倉
に
軽
く

見
、
依
然
と
し
て
下
か
ら
成
長
し
て
く
る
颪
の
み
を

重
視
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
濯
う
が
、
ど
う
で
あ
ろ

う
。
戦
前
の
研
究
は
．
研
究
進
行
の
過
程
か
ら
い
っ
て

も
、
ま
た
当
時
の
研
究
者
の
置
か
れ
た
草
聖
的
環
境

か
ら
い
っ
て
も
、
国
家
権
力
を
含
め
て
上
か
ら
の
権

力
を
二
黒
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た

こ
と
が
、
こ
の
際
考
磨
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
同
じ
こ
と
は
本
書
と
そ
れ
程
の
開
係
は
な
い

が
、
嵐
不
良
時
代
及
び
そ
れ
以
前
の
社
会
経
済
史
の
研

究
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
藤
閥
・
石
母
田
両
氏
の
家

族
の
研
究
に
お
け
る
、
親
族
共
同
体
一
家
族
共
同
体

～
古
代
家
族
の
発
展
論
は
、
多
少
は
国
家
権
力
に
つ

い
て
考
え
て
は
い
る
が
、
主
と
し
て
凄
発
的
・
羽
黒
．

附
な
内
か
ら
の
展
開
と
し
て
組
立
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
戦
後
に
お
け
る
そ
の
批
判
と
し
て
は
、
ま

ず
い
わ
ゆ
る
家
族
形
態
の
発
購
瞳
な
る
も
の
が
、
上
か

ら
法
的
擬
醐
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
結
栗
で
は
な
い
か

と
い
う
点
の
再
検
討
が
行
わ
れ
、
次
い
で
単
な
る
地

域
差
よ
り
も
、
旧
部
，
民
か
照
自
由
民
（
看
姓
者
）
か

と
い
う
農
民
の
政
治
的
地
位
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
が

説
か
れ
（
こ
の
晃
解
は
上
述
の
如
く
著
砦
も
採
薦
し

て
お
ら
れ
る
）
、
　
石
母
田
氏
ら
も
ま
た
単
三
農
民
を

古
代
家
族
論
に
基
づ
い
て
家
内
奴
野
駄
と
し
て
把
え
る

よ
り
も
、
飼
家
権
力
と
の
開
係
か
ら
総
体
的
奴
隷
と

し
て
掘
握
す
る
こ
と
に
、
重
点
を
お
か
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
一
様
な
研
究
法
の
展
開
が
平
安
時
代
の

名
主
・
土
豪
層
の
考
察
に
も
起
っ
て
い
る
訳
で
、
こ

れ
に
つ
い
て
の
配
慮
の
少
い
こ
と
が
、
著
者
の
論
が

十
分
傾
、
聴
に
値
す
る
も
の
を
持
ち
な
が
ら
、
説
傳
力

を
弱
め
て
い
る
主
な
理
由
を
な
し
て
い
る
の
で
は
あ
，

る
ま
い
か
。
そ
れ
に
し
て
も
古
代
．
更
家
も
中
世
史
家

も
、
こ
の
提
言
を
慎
重
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
受
領
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
掛
戸
顎
．
の
持
つ
権
力
の

構
造
を
今
一
歩
掘
り
下
げ
た
考
察
が
害
し
い
。
さ
き

に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
著
者
は
受
領
が
武
力
を
聾

し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
在
地
の
土
豪
・

名
・
王
罵
を
組
織
的
に
支
配
し
て
ゆ
く
土
着
型
受
領
な

ら
ば
ま
だ
し
も
、
在
京
型
の
受
領
が
懇
衙
所
属
の
十

干
の
武
力
だ
け
で
、
上
級
畳
族
の
眼
を
驚
か
す
程
の

豪
寓
を
土
…
献
・
名
主
層
か
ら
取
葎
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
は
考
え
難
い
。
ま
し
て
慈
奢
の
い
わ
れ
る
よ
う

に
土
地
所
右
権
を
確
立
し
た
封
建
的
名
主
麟
が
支
灘

的
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
層
上
か
ら
の
歎
奪
は
照
難

で
あ
る
と
習
わ
れ
る
。
驚
門
戸
訣
求
が
冨
能
で
あ
っ
た

の
は
、
岡
家
権
力
を
背
景
と
す
る
田
司
の
前
で
は
、

在
地
の
農
民
は
名
主
を
含
め
て
甚
だ
無
力
無
権
利
に

近
い
と
い
う
状
態
が
存
し
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い

か
。
署
者
に
従
っ
て
受
領
層
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

こ
こ
で
も
封
建
欄
の
未
発
達
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
よ

う
に
思
う
。
下
か
ら
の
名
主
矯
と
上
か
ら
の
受
領
判

こ
れ
が
著
者
の
平
安
紅
型
期
解
明
の
た
め
の
二
つ
の

通
路
で
あ
る
が
、
そ
の
連
絡
が
十
分
に
取
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
受
領
の
背
後
の
権
力
の

問
題
や
名
主
の
下
に
あ
る
よ
り
零
細
な
在
家
ク
ラ
ス

の
小
農
民
の
問
題
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
今
後

の
著
者
の
研
究
を
待
署
す
る
。

　
次
に
騰
民
・
散
所
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先

に
も
述
べ
た
し
又
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
尽
き
た
の

で
割
愛
し
、
最
後
に
機
鋒
の
研
究
を
通
じ
て
窺
わ
れ

る
著
者
の
掌
問
の
特
色
に
つ
い
て
＝
際
し
て
お
き
た
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顛gr

い
。
筆
者
が
第
一
に
敬
服
す
る
の
は
著
者
の
合
理
的

な
も
の
の
考
え
方
で
あ
る
。
例
え
ば
院
政
の
成
立
に

間
す
る
研
一
一
越
で
あ
る
が
、
い
わ
れ
て
み
れ
ば
何
人
も

受
領
と
院
政
の
開
係
を
承
認
し
な
い
訳
に
は
い
か
な

い
が
、
そ
れ
を
導
き
出
し
た
も
の
は
、
偶
然
に
よ
つ

て
は
歴
寅
は
動
か
な
い
と
い
う
合
理
的
な
考
え
方
に

基
づ
く
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
著
者
は
人
の
捨

て
て
顧
り
み
な
い
よ
う
な
一
婦
官
需
な
史
料
に
、
奇

警
に
し
て
卓
抜
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
か
ら
忌
避
を
理
解
す
る
重
要
な
手
が
か
り
を
引
き

出
す
と
い
う
点
に
す
ぐ
れ
た
手
腕
を
示
さ
れ
る
が
、

そ
の
螺
…
釈
が
鬼
面
人
を
驚
か
す
に
止
ま
る
軽
薄
な
も

の
で
は
な
く
、
歴
史
の
真
相
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
は

著
者
の
合
理
的
精
神
の
賜
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
驚
叩
二
に
は
町
民
の
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
な
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
で
、
恐
ら
く
こ
れ
は
著
者
の
・
甲

に
流
れ
て
い
る
庶
民
的
精
袖
と
結
び
つ
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
抽
象
的
な
議
諭
や
空
疎
な
概
念
を
避
け
、

常
に
物
に
即
し
、
具
体
的
に
平
易
に
そ
し
て
明
確
に

叙
述
を
進
め
て
ゆ
く
の
が
著
者
の
臨
聯
文
の
特
色
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
庶
民
的
精
神
と
無
関
係
で
は
な
い
。

そ
し
て
ま
た
不
条
理
を
排
す
る
合
理
精
御
に
つ
な
が

る
も
の
で
も
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
点
、
近
雄
心
西
に

お
け
る
町
人
学
者
の
伝
統
を
著
者
に
見
る
思
い
が
す

る
α　

し
か
し
伝
統
と
、
い
え
ば
、
西
田
直
二
郎
博
士
の
繁

藤
史
と
中
・
村
商
勝
博
士
の
経
済
與
と
を
受
け
つ
い
だ

と
い
う
音
…
昧
で
、
京
都
大
学
臼
太
～
更
学
の
伝
統
が
、

著
者
の
掌
閾
の
中
に
大
き
く
流
れ
て
い
る
こ
と
を
も

感
じ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
を
政
治
史
に
ま

で
高
め
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
書
の
狙
い
か
と
も
思

わ
れ
る
が
」
こ
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
、
又

山聖

ﾓ
マ
し
ブ
㌧
ゆ
く
か
四
か
A
7
後
の
”
劇
論
宿
林
屋
氏
に
「
負
マ
わ
艶
こ

れ
た
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
や
や
書
評
の
域
を
脱

し
た
が
、
夏
鳶
日
頃
の
厚
誼
に
甘
え
て
所
感
の
一
端

を
述
べ
さ
し
て
い
た
だ
い
た
。
論
ず
べ
く
し
て
及
ぶ

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
点
の
多
い
こ
と
と
併
せ
て
、

著
者
及
び
読
者
諸
賢
の
海
容
を
重
ね
て
お
願
い
す

る
。
　
（
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
〇
臼
　
束
寡
大
栄
繊

版
会
発
行
　
A
5
　
」
不
文
三
七
八
頁
　
索
引
三
七
頁

五
八
○
円
）
　
　
　
　
…
一
直
木
孝
次
郎
一

秋
岡
武
次
郎
著

日

本
　
地
　
図
　
史

　
署
者
は
こ
の
ホ
の
英
文
の
序
交
の
な
か
で
、
日
本

は
古
地
図
研
究
の
臨
9
艶
①
渤
①
冠
だ
と
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
わ
が
囲
で
は
古
く
か
ら
た
く
さ
ん
の
地
図

が
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
今
旨
に
伝
存
す
．
る
も
の

も
け
っ
し
て
少
い
数
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
地
理
学

や
歴
愛
山
の
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
し
ば
し
ば
貴
院
…
…
な

盗
料
と
し
て
剰
一
路
さ
れ
て
も
い
る
。
だ
が
そ
の
基
礎

と
も
な
る
は
ず
の
古
地
図
そ
の
も
の
の
研
究
に
つ
い

て
い
え
ば
、
こ
の
コ
次
．
野
」
に
は
ま
だ
ま
だ
広
い
未

墾
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
鍬
を
ふ
る
う
満
し
手
の
少
な
か
っ
た
こ
と

も
奪
笑
だ
っ
た
。
島
本
の
古
地
図
の
研
究
者
と
い
い

得
る
人
は
、
明
治
以
来
お
そ
ら
く
十
指
に
み
た
な
い

だ
ろ
う
。
古
地
図
と
い
う
資
「
料
の
性
質
が
簡
単
に
ノ

ー
ト
で
き
る
文
書
な
ど
と
ち
が
っ
て
蒐
集
が
闘
難
で

あ
り
、
研
究
者
が
多
く
の
場
合
自
分
自
身
で
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
、
研
究

の
た
め
の
障
害
だ
つ
た
。
だ
が
日
本
の
古
地
図
学
の

進
ま
な
か
っ
た
も
っ
と
大
き
な
理
由
は
、
一
般
に
古

地
図
へ
の
関
心
が
う
す
く
、
あ
ま
り
に
特
殊
な
テ
ー

マ
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
う
え
に
、
研
究
者
の

苦
心
の
業
績
も
聚
表
に
は
多
く
の
精
密
な
図
版
を
必

要
と
す
る
た
め
刊
行
に
大
き
な
制
約
が
あ
っ
て
、
空

し
く
筐
底
に
と
ど
め
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
多
か
っ
た

こ
と
、
ま
た
同
好
の
人
た
ち
の
個
人
的
な
交
流
を
の

ぞ
け
ば
専
㎜
門
の
学
会
は
も
と
よ
り
研
究
の
グ
ル
ー
プ

さ
え
も
な
か
っ
た
か
ら
、
個
々
の
す
ぐ
れ
た
研
・
究
が

学
界
の
共
通
の
資
産
と
さ
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
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