
穣

書

評

直
木
孝
次
郎
著

　
　
日
本
古
代
国
家
の
構
造

圏

井
　
上
　
光
　
貞

　
戦
後
の
大
化
前
代
の
研
究
の
な
か
で
、
最
も
着
実
に
、
し
か
も
車
塗
し
た
構

想
の
も
と
に
精
力
的
な
仕
事
を
続
け
て
い
ら
れ
る
の
は
直
木
孝
次
郎
氏
で
あ
る
。

直
木
氏
は
昭
和
二
十
六
年
「
部
艮
制
の
一
考
察
偏
を
発
表
さ
れ
た
が
、
以
後
次

々
と
力
作
を
世
に
お
く
り
、
一
篇
ご
と
に
学
界
に
新
鮮
な
波
紋
を
投
じ
て
来
ら

れ
た
。
本
雷
は
、
三
十
王
年
ま
で
の
闘
に
、
大
化
前
代
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
論
文
を
一
ま
と
め
と
し
た
も
の
で
、
e
社
会
構
造
、
　
ω
政
治
機

構
、
　
⇔
政
治
過
程
の
三
部
に
順
序
よ
く
排
列
し
、
さ
ら
に
方
法
論
に
関
す
る

付
録
の
二
論
文
を
そ
え
、
細
か
い
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
ま
で
を
付
し
て
、
世
に
あ
ら

わ
れ
た
。

　
し
　
　
も
　
　
ね
　
　
　
　
　
セ

　
著
者
の
立
場
を
知
る
の
に
最
も
有
益
な
の
は
付
録
の
二
篇
で
あ
る
。
ま
ず
、

「
大
化
前
代
の
研
究
法
に
つ
い
て
」
で
は
、
記
紀
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
津
田

博
士
の
書
蹟
を
い
か
に
し
て
摂
取
・
克
服
で
き
る
か
を
問
い
、
e
「
後
代
の
確

実
な
史
料
で
認
定
さ
れ
た
状
況
か
ら
前
代
の
実
態
を
遡
っ
て
復
原
し
よ
う
と
す

る
扁
立
場
を
分
布
法
、
「
（
記
紀
の
所
伝
を
）
作
為
さ
れ
た
時
代
の
情
勢
を
知
る

史
料
と
し
て
稜
極
的
に
生
か
し
て
使
お
う
と
す
る
」
立
場
を
反
映
法
と
名
ず
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
の
限
界
や
、
陥
り
や
す
い
危
険
性
に
ま
で
論
じ
及
ん
で
い
る
。

大
化
前
代
の
研
究
法
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
他
に
、
中
田
博
士
の
発

展
さ
せ
た
日
支
律
令
の
比
較
も
あ
り
、
記
紀
の
利
稽
法
と
て
も
こ
の
二
つ
だ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
戦
後
の
大
勢
と
し
て
こ
の
二
つ
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と

は
ま
ず
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
直
木
氏
の
本
・
書
に
お
け
る
方
法
は
、
継
体
朝
を

扱
っ
た
一
篇
を
除
き
、
す
べ
て
分
布
法
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
即
自
ら
が
後

記
に
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
、
　
門
日
本
古
代
史
の
再
検
討
」
で
は
、
就
中
古
代
天
皇
制
の
成

立
を
究
め
る
方
法
と
し
て
、
実
証
主
義
と
吏
的
唯
物
論
の
双
方
の
研
究
を
論
評

し
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
実
謳
主
義
は
「
制
度
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
が
、
作
る

も
の
の
側
か
ら
考
察
さ
れ
、
そ
の
体
制
に
支
配
さ
れ
て
ゆ
く
属
衆
の
立
場
が
殆

ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
」
傾
向
が
あ
り
、
唯
物
史
観
で
は
、
「
し
ば
し
ば
無

理
な
こ
じ
つ
け
や
、
独
善
的
な
解
釈
に
陥
っ
て
い
る
」
。
し
か
し
、
両
考
は
根
交

わ
ら
ざ
る
平
行
線
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
実
証
在
義
を
駈
使
す
る
史
的
唯
物
論
、
あ

る
い
は
、
史
的
唯
物
論
を
生
か
し
た
実
証
主
義
。
古
代
国
家
と
疑
衆
と
の
関
係

を
解
き
ほ
ぐ
す
の
に
最
も
適
し
た
歴
史
学
の
方
法
は
、
（
二
つ
）
の
い
ず
れ
か
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
私
の
率
直
な
意
見
を
述
べ
れ
ば
、
民

衆
の
問
題
に
肉
追
す
る
道
は
、
史
的
唯
物
論
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
実
証
主
義
が

氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
欠
陥
を
露
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
と
冤
て
も

よ
い
が
、
そ
れ
は
実
証
主
義
そ
の
も
の
の
必
然
姓
で
あ
ろ
う
、
か
。
し
か
し
そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
、
実
証
の
道
を
ふ
み
は
ず
さ
な
い
で
、
史
料
の
あ
ま
り
に
も
限

ら
れ
た
大
化
前
代
の
歴
史
に
ふ
み
こ
み
、
直
接
に
は
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
の
な

い
民
衆
の
問
題
と
対
決
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
は
あ
る
に
し
て
も
、

魅
－
刀
の
あ
る
課
題
で
あ
る
。
実
証
主
義
を
旨
と
し
な
が
ら
、
　
門
国
家
と
晟
衆
の

問
題
と
ま
と
も
に
対
決
」
し
ょ
う
と
す
る
本
書
が
、
魅
力
と
若
さ
に
満
ち
満
ち

て
い
る
所
以
で
あ
る
。
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二

　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も

　
大
化
前
代
の
社
会
構
造
を
論
ず
る
場
合
に
、
一
番
厄
介
な
の
は
部
斑
の
問
題

で
あ
る
。
第
一
部
に
収
め
ら
れ
た
部
民
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
部
民
一
般
を
論

じ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
ま
ず
「
部
罠
の
一
考
察
」
で
は
、
皇
室
直
轄
の
農
業

部
民
、
即
ち
、
名
代
・
子
代
の
民
と
田
部
・
屯
倉
の
疑
に
つ
い
て
、
氏
独
臼
の

構
想
を
打
ち
だ
し
て
い
る
。
直
木
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
民
は
名
称
こ
そ
異

れ
「
類
似
の
性
質
・
構
造
を
持
ち
、
た
だ
そ
の
差
は
巌
室
に
対
す
る
隷
属
の
度

合
に
あ
っ
た
。
」
　
そ
し
て
そ
こ
で
は
「
令
制
に
規
定
せ
ら
れ
た
戸
籍
・
課
役
・

塁
制
・
班
田
捌
の
四
項
臼
が
、
完
全
な
か
た
ち
で
は
な
い
に
せ
よ
、
」
　
既
に
実

施
さ
れ
て
い
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
下
総
戸
籍
に
見
ら
れ
る
孔
王
部
姓

を
主
と
し
た
大
島
郷
の
村
落
の
特
殊
性
も
、
こ
の
観
点
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
孔
王
部
と
は
五
世
紀
の
安
康
天
皇
の
名
代
・
子
代
の
子
孫
で
あ
り
、

こ
の
村
落
こ
そ
名
代
・
子
代
の
貴
重
な
研
究
資
料
で
あ
る
が
、
岡
姓
の
集
中
し

て
い
る
の
は
「
塁
室
直
轄
領
と
し
て
厳
し
い
統
制
下
に
置
か
れ
、
住
民
の
移
動

を
束
縛
し
て
い
た
か
ら
」
で
あ
ろ
う
。
階
級
分
化
の
未
発
達
は
「
課
役
の
負
担

が
各
戸
平
均
に
ゆ
き
わ
た
り
階
級
の
分
化
を
阻
止
し
て
い
た
」
か
ら
で
あ
ろ
5
。

房
戸
が
発
達
し
、
異
姓
と
の
婚
姻
率
の
高
い
こ
と
も
、
大
化
前
代
に
既
に
郷
里

制
に
似
た
行
政
単
位
に
編
成
さ
れ
、
同
族
的
靱
帯
が
破
壊
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ

う
な
ど
。
私
は
氏
の
こ
れ
ら
の
指
摘
を
、
　
一
つ
の
有
力
な
仮
説
と
し
て
高
く
評

価
し
た
い
。
孔
王
部
の
集
落
の
解
釈
に
し
て
も
、
従
来
の
親
族
共
隅
体
説
よ
り

も
、
は
る
か
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
門
大
化
前
代
に
お
け
る
畿
内
の
社
会
構
造
」
は
、
部
民
制
発
達
の
地
域
差
に

つ
い
て
問
題
を
提
起
し
て
い
る
．
、
再
び
下
総
戸
籍
に
も
ど
る
と
、
こ
こ
で
は
ほ

と
ん
ど
全
村
が
孔
王
部
を
称
し
、
村
落
の
上
想
蔀
に
も
蔀
プ
ラ
ス
姓
を
も
つ
も

の
が
あ
る
。
こ
れ
は
村
落
全
体
が
従
来
の
階
層
組
織
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
部
斑

化
さ
れ
て
い
る
形
跡
の
濃
厚
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
美

濃
の
戸
籍
な
ど
を
み
る
と
「
畿
内
や
そ
の
周
辺
の
村
落
で
は
、
村
落
が
細
か
く

分
割
さ
れ
て
各
種
の
部
民
が
設
定
さ
れ
」
　
「
朝
廷
や
豪
族
に
そ
れ
ぞ
れ
各
個
に

支
配
さ
れ
」
　
「
村
落
の
共
同
体
的
関
係
は
変
動
を
蒙
っ
た
」
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
直
木
琉
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
部
民
制
の
顕
著
な
地
域
差
は
、
畿
内
及
び

そ
の
周
辺
で
は
、
大
化
以
後
部
姓
者
で
郡
司
に
な
っ
た
も
の
が
一
入
も
な
い
の

に
、
そ
れ
以
外
で
は
全
郡
司
数
三
一
二
人
中
の
三
七
人
も
が
部
肖
者
で
あ
る
、

と
い
う
事
実
を
よ
く
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
共
同
体
が
そ
の
ま

ま
部
斑
化
さ
れ
、
つ
い
で
律
全
的
支
配
下
に
お
か
れ
た
地
域
で
は
、
共
同
体
的

村
落
の
薔
長
は
、
　
「
あ
る
程
度
自
力
に
よ
っ
て
土
豪
に
ま
で
成
長
」
し
得
る
が
、

共
同
体
が
変
動
を
う
け
破
壊
さ
れ
た
畿
内
や
そ
の
周
辺
で
は
土
豪
の
成
長
す
る

余
地
が
乏
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

三

　
直
木
氏
の
、
社
会
構
造
に
つ
い
て
の
論
文
の
中
で
最
も
大
き
な
波
紋
を
投
じ

た
の
は
、
　
「
田
本
古
代
に
お
け
る
族
に
つ
い
て
U
で
あ
る
。
戸
籍
そ
の
他
に
は
、

粟
田
写
影
な
ど
族
宰
を
姓
に
付
し
た
氏
名
の
多
い
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
直
木
氏
は
こ
れ
を
族
民
と
呼
び
、
ま
た
続
龍
に
族
字
を
除
く
な
ど
と
あ

る
こ
と
や
郡
司
に
監
製
の
も
の
は
多
い
が
、
族
殺
は
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
な

ど
を
指
摘
し
て
、
族
民
は
門
岡
族
属
の
内
部
に
あ
っ
て
そ
の
基
底
を
な
す
も
の
」

で
あ
り
、
部
民
に
近
い
と
考
え
た
。
さ
ら
に
、
族
厩
の
氏
の
名
は
粟
田
臣
族
な

ど
と
カ
バ
ネ
プ
ラ
ス
族
掌
か
ら
な
り
、
こ
れ
は
、
粟
田
臣
の
同
族
繍
の
下
部
組
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轡

織
を
さ
し
、
粟
田
臣
が
そ
の
族
長
に
あ
た
る
が
、
紙
質
の
資
料
を
検
討
す
る
と
、

そ
の
族
長
の
カ
バ
ネ
は
一
般
に
低
く
、
族
民
を
支
配
し
た
豪
族
は
、
大
化
前
代

の
中
小
豪
族
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
畿
内
の
大
豪
族
と
い
え
ど
も
、
遡

れ
ば
類
似
の
同
族
団
を
支
配
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
四
世
紀
後
半
以
後
大
陸

の
影
響
を
う
け
て
部
艮
制
を
採
用
し
拡
大
し
た
。
こ
れ
に
反
し
、
中
小
豪
族
は

立
ち
遅
れ
て
都
民
制
を
発
展
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
史
料
に
は
か
れ
ら
の
み
に

族
民
が
集
申
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
。
　
　
　
　
－

　
直
木
氏
の
こ
の
論
文
は
反
響
を
よ
ん
で
、
野
村
忠
夫
氏
や
佐
伯
有
浩
氏
が
批

評
を
書
き
、
私
も
一
文
を
草
し
た
。
自
説
の
要
点
を
述
べ
る
と
、
天
武
八
色
姓

の
前
後
か
ら
天
平
宝
字
元
年
ま
で
賜
姓
に
厳
重
な
綱
限
が
あ
っ
た
か
ら
、
地
方

膿
族
の
如
き
卑
姓
の
場
合
に
は
族
長
と
そ
の
一
部
親
族
以
外
は
姓
を
授
け
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
毅
に
姓
を
も
た
な
い
地
方
民
（
部
族
考
を
含
む
）
の

申
で
、
姓
を
も
つ
て
い
る
人
々
は
顕
著
な
存
在
で
あ
る
、
そ
こ
で
後
者
の
同
族

に
対
し
族
字
を
冠
し
て
識
別
す
る
と
い
う
な
に
ら
か
の
規
定
が
あ
っ
て
、
聖
域

以
後
大
宝
に
い
た
る
十
六
年
鑑
の
造
籍
に
際
し
、
こ
の
規
定
を
実
施
し
た
。
又

後
に
は
、
臨
時
に
、
賜
姓
と
同
じ
よ
う
に
族
字
を
授
け
た
り
除
い
た
り
す
る
こ

と
も
お
こ
な
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
族
の
起
源
を
こ
の
よ
う

に
解
す
る
の
だ
か
ら
、
族
姓
春
の
社
会
的
・
地
域
的
分
布
を
材
料
と
し
て
、
大

化
前
代
、
ま
し
て
四
世
紀
や
五
世
紀
の
社
会
構
造
を
論
ず
る
こ
と
は
危
険
で
あ

る
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
直
木
氏
の
第
三
の
論
文
門
再
び
古
代
の
族
に
つ
い
て
」
は
、
私
の
右
の
説
に

対
す
る
反
論
で
あ
る
。
私
霞
身
、
氏
の
論
文
の
内
容
の
理
解
に
行
き
と
ど
か
な

か
っ
た
点
が
あ
り
、
細
か
い
点
で
修
正
の
余
地
も
認
め
る
。
し
か
し
、
自
説
の

論
旨
そ
の
も
の
は
今
で
も
正
し
い
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
論
文
は
、

私
と
し
て
は
、
に
わ
か
に
従
い
得
な
い
の
で
あ
る
。

四

　
蛭
木
氏
の
族
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
分
布
法
」
の
行
き
す

ぎ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
分
布
法
と
は
「
大
化
以
後
か
ら
以
前
を
逆
推
す
る
と
い

う
方
法
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
大
化
以
後
の
も
の
を
無
媒
介
に
以
前
に
投

影
し
な
い
た
め
の
用
意
が
肝
要
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
そ
の
手
続
き
が
充
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
わ

で
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
第
二
部
政
治
機

構
に
収
め
た
、
官
司
個
成
立
に
つ
い
て
の
三
つ
の
研
究
は
、
氏
の
こ
の
方
法
を

最
も
有
効
に
、
か
つ
極
限
に
迄
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
古
代
史
に
新
生
頑

を
開
い
た
と
い
う
も
過
言
で
は
な
い
と
お
も
う
。

　
ま
ず
第
一
の
論
文
「
阿
比
古
傷
」
で
は
、
従
来
、
ウ
ジ
の
名
と
も
、
カ
バ
ネ

の
一
種
と
も
み
ら
れ
、
そ
の
性
質
の
明
ら
か
で
な
か
っ
た
阿
比
古
を
、
と
り
あ

げ
た
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
性
質
を
も
つ
稲
置
・
県
主
な
ど
と
比
較
し
、
依
綱

阿
比
古
な
ど
畿
内
又
は
そ
の
周
辺
の
地
名
を
上
に
冠
し
た
複
姓
を
分
析
し
て
、

阿
比
古
は
も
と
も
と
、
地
方
の
、
多
分
は
屯
倉
の
官
職
で
あ
る
こ
と
、
潤
一
族

が
そ
れ
を
世
襲
し
て
い
る
う
ち
に
、
カ
バ
ネ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
ウ
ジ
と
も

み
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
と
し
た
。

　
第
二
の
人
制
の
研
究
で
は
、
従
来
学
春
が
あ
ま
り
問
題
に
し
な
か
っ
た
江
人

倉
人
な
ど
の
「
人
扁
姓
に
着
図
し
た
。
こ
の
「
人
」
姓
は
三
十
四
種
に
上
る
と

い
う
が
、
　
「
人
」
と
は
こ
の
場
合
、
上
記
の
阿
比
古
の
よ
う
に
そ
の
起
源
は
官

職
に
あ
る
と
断
じ
、
更
に
韓
人
公
一
酒
人
造
一
働
人
…
酒
人
部
の
如
き
系
統
を

た
て
ら
れ
る
も
の
を
検
出
し
整
理
し
て
、
　
門
人
」
惚
者
は
伴
造
の
下
に
あ
り
、

部
姓
嚢
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
下
級
官
人
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
そ
の
上
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で
各
論
に
入
り
、
職
業
に
関
係
の
あ
る
こ
れ
ら
「
人
」
姓
者
の
中
で
最
も
史
料

の
多
い
倉
人
・
舎
人
・
酒
人
・
宍
人
ら
と
、
命
制
諸
官
司
の
下
級
官
人
を
比
較
し

連
絡
ず
け
、
大
化
前
代
の
官
司
制
を
か
な
り
大
巾
に
復
元
し
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
舎
人
の
制
が
六
世
紀
中
葉
に
発
達
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
人

頭
」
一
般
の
形
成
は
六
世
紀
の
蘇
我
氏
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
推
定
し
た
。

　
第
三
の
複
姓
の
研
究
で
は
、
伴
風
系
氏
族
の
複
姓
を
と
り
あ
げ
た
。
氏
に
よ

れ
ば
、
中
臣
鹿
島
連
、
中
臣
志
悲
連
の
如
く
、
上
半
部
に
伴
造
氏
族
の
名
を
も

つ
場
合
の
複
姓
は
、
地
方
豪
族
が
（
中
熊
大
の
よ
う
な
）
中
央
の
有
力
氏
族
に

結
び
つ
い
て
で
き
た
岡
族
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
た
い
て
い
大
化
以
後
の
成
立
で

あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
高
市
水
取
連
・
伊
我
水
取
の
如
く
、
伴
造
氏
族
の
名
が

下
半
部
に
あ
る
も
の
は
大
化
前
の
成
立
で
あ
っ
て
、
同
一
氏
族
の
名
を
含
ん
で

い
る
の
は
糧
互
に
同
族
関
係
に
あ
る
た
め
で
は
な
く
て
た
だ
同
一
官
司
に
仕
え

て
い
た
た
め
で
あ
る
。
又
、
そ
の
上
半
部
は
畿
内
又
は
そ
の
周
辺
の
地
名
で
あ

る
か
ら
、
か
れ
ら
は
こ
れ
ら
の
地
域
の
出
身
の
中
小
豪
族
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

こ
の
研
究
は
複
姓
そ
の
も
の
に
つ
い
て
従
来
不
明
で
あ
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し

た
こ
と
と
、
前
記
の
人
制
の
研
究
と
あ
い
ま
っ
て
大
化
前
代
の
官
司
制
、
特
に

そ
の
官
人
届
の
組
織
・
田
身
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
、
両
方
の
点
で
高
く
評

価
さ
れ
る
。
な
お
、
論
文
の
後
半
に
は
見
逃
し
が
た
い
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

大
化
前
代
の
身
分
制
度
を
論
ず
る
場
合
に
よ
く
引
用
さ
れ
る
、
聖
徳
心
界
撰
録

の
国
史
の
名
に
、
天
豊
、
・
国
造
・
臣
連
・
伴
造
に
つ
い
で
あ
げ
て
あ
る
百
八
十

部
を
、
大
化
前
代
の
下
級
官
人
、
就
中
令
制
．
の
廃
部
の
前
身
た
る
「
人
」
算
者

に
擬
軽
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
百
八
十
部
の
語
釈
の
う
ち
で
最
も

落
ち
つ
き
の
よ
い
解
釈
で
あ
り
、
大
化
前
官
血
戦
を
こ
の
よ
う
に
広
汎
に
跡
付

け
た
直
木
氏
に
し
て
は
じ
め
て
説
得
力
を
も
ち
得
た
解
駅
と
い
っ
て
よ
い
。

五

　
以
上
大
化
前
代
就
中
、
六
世
紀
の
社
会
構
造
、
宮
司
制
を
明
ら
か
に
し
た
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
を
　
　
も
　
　
む

木
山
は
第
三
部
に
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
い
た
る
政
治
過
程
を
扱
っ
て
い
る
。

そ
の
第
一
の
論
文
は
、
近
来
と
み
に
関
心
を
も
た
れ
て
い
る
継
体
朝
を
と
り
あ

げ
た
も
の
で
、
津
田
博
士
の
、
帝
紀
・
旧
辞
の
原
型
あ
成
立
を
こ
の
こ
ろ
で
あ

る
と
す
る
学
説
を
ふ
ま
え
、
神
武
伝
説
に
継
体
の
事
蹟
に
共
通
す
る
点
の
多
い

こ
と
を
列
挙
し
、
神
武
伝
説
の
成
立
に
は
継
体
朝
の
史
実
が
大
巾
に
反
映
し
て

い
る
と
し
た
。
ま
た
氏
は
反
転
し
て
、
神
武
伝
説
を
通
じ
て
継
体
朝
の
隠
れ
た

る
事
実
を
推
測
で
き
る
と
し
、
継
体
は
「
風
を
望
ん
で
北
方
よ
り
立
つ
た
豪
傑
」

で
、
近
江
・
尾
張
に
勢
力
を
養
っ
て
大
和
に
入
り
、
大
伴
氏
を
味
方
に
つ
け
物

部
氏
を
服
し
て
、
イ
ワ
レ
に
皇
位
に
つ
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
論
文
は

い
わ
ゆ
る
反
映
法
を
適
飛
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
神
武
と
継
体
の
比
較
も
や
や

機
械
酌
で
あ
る
。
ま
た
神
武
伝
説
に
継
体
朝
の
史
実
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
何
ほ
ど
か
事
実
に
し
て
も
、
神
武
伝
説
の
形
成
過
程
を
終
り
ま
で
辿
っ

た
あ
と
で
な
く
て
は
、
一
転
し
て
神
武
伝
説
か
ら
継
体
朝
の
史
実
を
推
測
す
る

こ
と
は
危
険
だ
と
お
も
う
。
民
の
鋭
い
直
観
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
論
文

は
論
誕
に
飛
躍
が
あ
っ
て
、
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
。

　
第
二
の
「
政
治
史
上
の
推
古
朝
」
は
、
推
古
朝
に
つ
い
て
の
最
近
の
見
解
の

要
領
の
よ
い
紹
介
で
あ
る
が
、
氏
自
身
の
創
見
も
随
所
に
見
え
て
い
る
。
中
で

最
も
注
弓
す
べ
き
こ
と
は
、
推
古
朝
に
は
宮
司
制
が
か
な
り
整
っ
て
い
る
と
い

う
上
来
の
論
証
を
ふ
ま
え
て
、
新
政
の
諸
事
項
を
解
釈
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
羅
俊
男
氏
の
所
説
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
こ
ろ
皇
后
…
・
皇
子
の
扶
養

の
制
度
が
整
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
蒔
は
じ
め
て
女
帝
が
出
現
し
、
皇
太
子
摂
政
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評轡

と
い
う
貴
族
か
ら
霊
室
へ
の
政
権
の
奪
回
政
策
を
と
り
得
た
有
力
な
理
由
で
あ

ろ
う
と
い
う
如
き
、
十
七
条
憲
法
や
冠
位
十
二
階
な
ど
は
、
蘇
我
氏
の
主
導
の

も
と
に
整
備
さ
れ
て
来
た
宮
司
制
を
天
皇
中
心
に
改
組
す
る
こ
と
を
主
限
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
如
き
、
太
子
撰
録
の
国
史
の
名
に
上
記
の
百
八
十
部

に
つ
づ
い
て
か
か
げ
て
あ
る
公
晟
に
つ
い
て
「
推
古
朝
前
後
に
皇
室
の
権
威
が

上
り
、
中
央
集
権
の
実
が
高
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
天
皇
ま
た

は
朝
廷
に
鷹
属
す
る
部
民
を
、
豪
族
に
属
す
る
部
畏
そ
の
他
の
隷
属
民
と
区
罪

す
る
た
め
に
、
特
に
公
民
と
呼
ぶ
ふ
う
が
起
つ
た
の
で
は
な
い
か
扁
と
述
べ
て

い
る
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
第
三
の
論
文
は
大
化
改
新
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
本
書
に

展
開
さ
れ
た
氏
の
諸
見
解
を
統
一
的
に
叙
述
し
つ
つ
、
大
化
改
新
の
意
義
に
論

じ
及
ん
だ
も
の
で
、
い
わ
ば
、
太
虫
禰
の
結
論
判
X
は
要
約
と
い
っ
て
よ
い
。
従
つ

．
て
そ
の
一
々
を
紹
介
す
る
こ
と
は
や
め
て
特
に
重
要
な
点
を
あ
げ
る
と
、
氏
は

四
・
五
世
紀
か
ら
改
新
に
い
た
る
政
治
組
織
を
三
つ
の
段
階
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
氏
族
制
度
麗
な
官
司
制
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
伴
造
・
部
民
制
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
六
世
紀
に
入
る
と
、
群
集
墳
の

出
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
同
族
的
結
合
は
広
汎
に
動
揺
し
は
じ
め
た
。
そ
こ
で

伴
造
・
部
民
制
で
は
支
配
し
切
れ
な
く
な
り
、
畿
内
と
そ
の
周
辺
に
成
立
し
て

き
た
豪
族
を
、
中
下
級
の
官
人
と
し
て
政
府
部
内
に
編
入
し
、
宮
司
に
藏
結
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
制
を
組
織
し
、
多
数
の
下
級
宮
人
が
生
み
だ
さ
れ
た
。

こ
の
熟
度
を
創
り
あ
げ
た
の
は
蘇
我
氏
で
あ
る
が
、
他
方
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
皇

室
の
勢
力
が
強
大
と
な
レ
、
推
古
朝
に
は
こ
れ
ら
の
下
級
官
人
を
皇
室
の
下
に

編
成
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
瓢
湖
紀
の
な
か
ば
に
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枷

「
人
制
を
採
吊
し
て
強
化
さ
れ
た
政
府
を
以
て
し
て
抑
圧
で
き
な
い
よ
う
な
社

会
状
態
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
扁
。
　
こ
こ
に
お
お
い
て
皇
室

を
支
持
す
る
「
豪
族
た
ち
は
武
力
に
よ
っ
て
古
い
制
度
を
、
そ
の
制
度
を
支
え

て
い
た
豪
族
も
ろ
と
も
一
挙
に
打
倒
扁
し
、
か
つ
律
令
調
を
採
用
し
て
生
産
力

の
発
展
に
よ
っ
て
た
か
ま
っ
て
来
た
農
民
の
土
地
に
対
す
る
「
要
求
を
あ
る
程

度
認
め
る
と
と
も
に
、
階
級
分
化
の
進
行
を
押
し
止
め
る
と
い
う
」
班
田
制
を

施
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
動
揺
を
解
消
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
大

化
改
新
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

．
六

　
本
書
全
体
を
通
じ
、
白
届
と
い
う
べ
き
は
「
人
爵
の
研
究
」
を
含
む
第
二
部

政
治
機
構
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
明
ら
か
で
な
か
っ
た
六
世
紀
の

政
治
機
構
は
か
な
り
に
具
体
酌
に
解
明
さ
れ
、
そ
れ
は
叉
、
六
世
紀
の
社
会
組

織
に
も
、
氏
の
関
心
の
対
象
で
あ
る
民
衆
の
動
向
に
も
、
迫
り
得
る
道
を
開
い

た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
第
罠
部
の
政
治
過
程
に
お
さ
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
、
も

と
も
と
が
啓
蒙
的
な
論
文
で
あ
る
ら
し
い
た
め
に
、
氏
の
観
点
が
充
分
に
立
証

さ
れ
て
い
な
い
の
を
う
ら
み
と
す
る
。
し
か
し
氏
が
こ
こ
に
示
さ
れ
た
政
治
過

程
に
つ
い
て
の
新
し
い
観
点
も
、
も
と
も
と
が
第
二
部
の
研
究
を
ふ
ま
え
、
そ

こ
か
ら
展
望
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
寵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
氏
の

開
か
れ
た
展
望
を
消
化
し
、
検
証
し
、
発
展
さ
せ
て
、
六
・
七
世
紀
史
を
豊
か

に
具
体
化
す
る
こ
と
は
、
鷹
木
津
の
み
で
な
く
わ
れ
わ
れ
古
代
史
家
の
一
つ
の

任
務
で
あ
ろ
う
。
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