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は
じ
め
に

　
か
つ
て
室
町
期
研
究
で
は
︑
守
護
が
地
方
に
割
拠
し
て
支
配
を
進
め
て
い
く

と
い
う
守
護
領
国
制
論
が
通
説
で
あ
っ
た（

1
）

︒
し
か
し
︑
室
町
幕
府
︱
守
護
体
制

論
が
守
護
領
国
制
論
を
批
判
し
て
京
都
の
求
心
力
を
指
摘
し（

2
）

︑
さ
ら
に
近
年
は

守
護
以
外
の
勢
力
︑
そ
し
て
︑
守
護
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
彼
ら
が
総
体

と
し
て
中
央
か
ら
地
域
を
支
配
す
る
構
造
（
室
町
期
在
京
領
主
社
会
論
・
室
町
期

荘
園
制
論
）
に
学
界
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る（

3
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
近
時
の
室
町
期
研
究
は
︑
列
島
各
地
の
分
権
性
・
自
立
性
と

い
う
問
題
か
ら
首
都
へ
の
求
心
性
・
京
都
か
ら
の
支
配
と
い
う
問
題
へ
と
議
論

の
焦
点
を
移
行
さ
せ
つ
つ
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑
当
時
「
権
門
」
と
呼
ば
れ
た
在

京
す
る
有
力
者
た
ち
が
「
大
庄
」
と
称
さ
れ
た
各
地
の
大
規
模
荘
園
や
都
市
的

な
場
を
寡
占
的
に
知
行
す
る
構
図
・
シ
ス
テ
ム
︑
及
び
︑
都
鄙
の
間
を
つ
な
ぐ

回
路
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
に
注
目
が
集
ま
り
︑
実
相
の
解
明
が
大
幅
に
進

ん
で
い
る
︒

　
こ
こ
で
い
う
在
京
す
る
有
力
者
た
ち
と
は
足
利
将
軍
家
︑
及
び
︑
そ
の
周
囲

に
位
置
し
た
人
々
の
こ
と
で
︑
具
体
的
に
は
守
護
を
含
む
武
家
や
五
山
禅
院
を

は
じ
め
と
す
る
寺
社
勢
力
な
ど
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

の
は
「
守
護
を
含
む
武
家
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
︑
要
す
る
に
︑
守
護
を
務
め
る

大
名
以
外
の
（
守
護
を
介
さ
ず
将
軍
と
直
結
す
る
）
武
家
の
存
在
も
視
野
に
入
れ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
︑
必
ず
し
も
守
護
の
み
に
収
斂
す
る
こ
と
の
な
い
多
様
な
勢
力
が
︑
中

央
か
ら
地
方
を
支
配
し
︑
都
鄙
が
多
元
的
に
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
像
・
姿

の
解
明
は
︑
守
護
こ
そ
が
地
域
支
配
の
要
だ
と
し
て
き
た
室
町
期
支
配
体
制
の

現
行
最
有
力
の
仮
説
で
あ
る
室
町
幕
府
︱
守
護
体
制
論
を
批
判
・
補
完
し
て
い

室
町
期
在
京
領
主
吉
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氏
と
遠
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国
浜
松
庄

谷
口
雄
太
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く
上
で
重
要
な
意
味
を
持
ち（

4
）

︑
今
後
さ
ら
な
る
事
例
検
討
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

い
く
こ
と
で
よ
り
豊
か
な
も
の
へ
と
進
化
・
深
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は

疑
い
な
い
︒

　
だ
が
︑
そ
の
際
に
は
「
京
都
」
そ
し
て
「
守
護
以
外
の
勢
力
の
存
在
」
が
強

調
さ
れ
た
が
た
め
に
却
っ
て
後
景
に
退
い
て
し
ま
っ
た
感
の
あ
る
︑
在
地
に
お

け
る
彼
ら
の
領
主
と
し
て
の
支
配
の
側
面
︑
地
域
の
実
態
︑
ま
た
︑
彼
ら
（
非

守
護
勢
力
）
と
守
護
と
の
関
係
︑
地
方
か
ら
中
央
を
規
定
し
て
い
く
動
き
︑
都

鄙
の
つ
な
が
り
の
具
体
相
な
ど
に
つ
い
て
も
十
分
考
慮
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る（

5
）

︒

　
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
上
述
し
た
課
題
に
つ
い
て
︑
吉
良
氏
の
浜
松
庄
支
配
を

事
例
に
考
え
て
み
た
い
︒

　
吉
良
氏
に
着
目
す
る
の
は
︑
同
氏
が
足
利
氏
御
一
家
（
足
利
御
三
家
︒
以
下
︑

御
一
家
と
表
記
）
の
筆
頭
と
し
て
当
該
期
武
家
社
会
に
お
い
て
足
利
氏
に
次
ぐ

儀
礼
的
地
位
を
占
め
て
活
動
す
る
な
ど
︑
ま
さ
に
在
京
す
る
有
力
者
と
呼
ぶ
に

相
応
し
い
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
︑
地
方
で
も
大
規
模
荘
園
で
あ
る
三
河
国
吉

良
庄
（
現
︑
愛
知
県
西
尾
市
）
や
遠
江
国
浜
松
庄
（
現
︑
静
岡
県
浜
松
市
）
を
領

主
（
守
護
以
外
の
勢
力
）
と
し
て
支
配
す
る
な
ど
︑
先
述
し
た
像
及
び
課
題
を

検
討
す
る
上
で
申
し
分
の
な
い
存
在
だ
と
思
料
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　
同
時
に
︑
遠
江
国
浜
松
庄
に
注
目
す
る
の
は
︑
三
河
国
吉
良
庄
は
史
料
の
残

存
状
況
に
よ
り
関
係
文
書
等
が
希
薄
で
あ
る
た
め
︑
分
析
可
能
な
地
域
が
こ
こ

（
浜
松
）
し
か
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
︑
よ
り
積
極
的
に
は
︑

遠
江
が
十
五
世
紀
に
荘
園
制
の
機
能
し
た
東
端
だ
と
目
さ
れ
て
お
り（

6
）

︑
遠
江
国

浜
松
庄
・
吉
良
氏
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
は
︑
在
京
領
主
に
よ
る
遠
隔
地
荘

園
支
配
（
室
町
期
荘
園
制
）
の
実
態
を
捉
え
て
い
く
上
で
意
義
を
持
つ
も
の
と

考
え
る
ゆ
え
で
あ
る
︒

　
だ
が
︑
そ
う
し
た
吉
良
氏
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
注
視
さ
れ
た
形
跡
が
ほ
と

ん
ど
な
く
︑
中
世
の
浜
松
に
つ
い
て
も
関
係
す
る
文
書
群
（「
鴨
江
寺
文
書
」・

「
寿
量
院
文
書
」）
が
従
来
発
給
者
不
明
と
さ
れ
て
き
た
た
め
︑
基
礎
的
な
事
実

す
ら
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
︒

　
し
か
し
︑
吉
良
氏
は
武
家
の
名
門
と
し
て
確
実
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
黙
殺
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
ま
た
︑
発
給
者
不
明
と
さ
れ
て
き
た
中
世
浜

松
関
係
文
書
が
い
ず
れ
も
吉
良
氏
発
給
の
も
の
と
分
か
れ
ば
︑
同
氏
に
よ
る
地

域
支
配
の
内
容
や
在
地
の
実
態
を
は
じ
め
︑
守
護
と
の
関
係
︑
連
動
す
る
都
鄙

の
姿
︑
都
鄙
の
間
を
結
ぶ
道
な
ど
の
諸
相
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
一
つ
の
実
例

と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
以
下
で
は
︑
観
応
擾
乱
を
経
て
吉
良
・
山
名
・
大
内
氏
ら
武
家
の
有
力
者
た

ち
が
北
朝
・
幕
府
に
帰
参
し
守
護
な
ど
の
在
京
が
進
展
す
る
十
四
世
紀
中
葉
か

ら
︑
六
代
将
軍
足
利
義
教
の
暗
殺
を
経
て
応
仁
・
文
明
の
乱
が
勃
発
し
て
く
る

十
五
世
紀
中
葉
ま
で
の
間
︑
す
な
わ
ち
︑
先
に
見
た
近
年
の
室
町
期
研
究
が
主

た
る
対
象
と
す
る
室
町
幕
府
の
相
対
的
安
定
期
を
中
心
に
︑
吉
良
氏
の
浜
松
庄

支
配
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　
具
体
的
に
は
︑
従
来
発
給
者
不
明
と
さ
れ
て
き
た
関
係
文
書
を
花
押
の
形
か
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ら
全
て
吉
良
氏
発
給
の
も
の
と
確
定
さ
せ
つ
つ
︑
そ
れ
を
突
破
口
に
︑
同
氏
に

よ
る
地
域
支
配
の
実
態
解
明
（
と
り
わ
け
史
料
の
残
存
状
況
か
ら
寺
社
支
配
が
そ

の
中
心
と
な
る
）
と
︑
そ
の
前
提
と
し
て
の
（
特
に
信
仰
空
間（

7
）

を
軸
と
し
た
）
在

地
構
造
の
復
元
を
第
一
に
行
い
︑
そ
の
上
で
︑
守
護
と
の
関
係
︑
連
動
す
る
都

鄙
の
姿
︑
都
鄙
を
つ
な
ぐ
道
の
実
相
な
ど
を
検
討
す
る
︒
そ
う
し
た
作
業
を
通

じ
︑
種
々
の
実
例
を
示
し
つ
つ
︑
研
究
成
果
の
一
般
化
も
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

近
時
の
︑
必
ず
し
も
守
護
の
み
に
収
斂
す
る
こ
と
の
な
い
多
様
な
在
京
有
力
者

勢
力
が
︑
中
央
か
ら
地
方
を
支
配
し
︑
都
鄙
が
多
元
的
に
結
び
付
い
て
い
る
と

い
う
室
町
期
支
配
体
制
の
像
・
姿
を
︑
よ
り
豊
か
な
方
向
へ
と
ひ
ら
い
て
い
く

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
︒

　

第
一
章
　
十
四
世
紀
後
半
に
お
け
る
吉
良
氏
と
浜
松
庄

︵
一
︶
復
権 

す
る
吉
良
氏
と
斯
波
派
と
し
て
の
政
治
的
位
置 

―
―
浜
松
庄
支
配
の
歴
史
的
前
提

　
観
応
擾
乱
で
反
尊
氏
派
と
し
て
動
き
︑
一
時
的
に
室
町
幕
府
か
ら
離
れ
て
い

た
吉
良
満
貞
は（

8
）

︑
一
三
六
〇
年
代
初
頭（

9
）

︑
漸
く
幕
府
に
帰
参
す
る
と
︑
貞
治
二

年
（
一
三
六
三
）︑
中
央
で
は
︑
裁
判
機
関
で
あ
る
引
付
の
復
置
に
伴
い
早
速

そ
の
頭
人
と
な
っ
た（

10
）

︒
以
後
︑
吉
良
氏
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
相
国
寺
供
養

の
供
奉
や
応
永
の
乱
で
の
出
兵
︑
そ
し
て
︑
御
一
家
と
し
て
の
儀
礼
的
地
位
も

獲
得
し
て
い
く
な
ど
︑
在
京
す
る
有
力
者
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い
く
︒
同

時
に
︑
地
方
で
も
︑
次
節
で
見
て
い
く
よ
う
に
︑
同
五
年
以
前
︑
浜
松
庄
の
支

配
を
認
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
で
は
︑
こ
う
し
た
吉
良
氏
の
都
鄙
で
の
復
権
を
支
え
た
の
は
一
体
誰
か
︒
ま

ず
は
︑
従
来
未
解
明
だ
っ
た
こ
の
問
題
に
つ
き
検
討
し
︑
吉
良
氏
の
浜
松
庄
支

配
の
歴
史
的
前
提
を
探
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
︒

斯
波
派
と
の
関
係

　
そ
こ
で
︑
吉
良
氏
の
就
い
た
引
付
に
注
目
す
る
と
︑
同
氏
を
頭
人
と
し
て
そ

の
復
置
を
実
行
し
た
の
は
︑
時
の
幕
府
管
領
斯
波
義
将
︑
及
び
︑
そ
の
父
で
︑

当
該
期
の
幕
政
を
主
導
し
た
斯
波
高
経
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く（

11
）

︒
す
な
わ
ち
︑

吉
良
氏
を
支
え
た
人
物
と
し
て
は
︑
斯
波
氏
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
︑
当
時
の
幕
政
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
︑
周
知
の
よ
う

に
︑
斯
波
派
と
細
川
派
と
の
派
閥
対
立
が
存
在
し
て
い
た
︒
具
体
的
に
は
︑
斯

波
父
子
︑
そ
し
て
︑
足
利
義
詮
の
室
＝
足
利
義
満
の
養
母
と
し
て
幕
政
を
左
右

し
た
渋
川
幸
子
が
斯
波
派
の
中
心
人
物
と
な
っ
て
︑
細
川
頼
之
・
今
川
了
俊
ら

細
川
派
の
人
々
と
政
治
的
に
激
し
く
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
で
は
︑
こ
う
し
た
派
閥
抗
争
が
展
開
さ
れ
る
十
四
世
紀
後
半
の
中
央
政
界
に

お
い
て
︑
吉
良
氏
は
い
か
な
る
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
結
論
か
ら
い
え

ば
︑
同
氏
が
引
付
頭
人
と
し
て
斯
波
氏
か
ら
採
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る

よ
う
に
︑
斯
波
派
と
の
関
係
と
い
う
も
の
が
色
濃
く
窺
え
る
の
で
あ
る
︒

　
例
え
ば
︑
吉
良
満
貞
の
娘
で
あ
る
が
︑﹃
不
二
遺
稿
﹄・﹃
武
衛
系
図
﹄・﹃
系
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図
纂
要
﹄
な
ど
に
よ
れ
ば
︑
彼
女
は
斯
波
義
将
の
室
＝
斯
波
義
重
の
母
で
あ
っ

た（
12
）

︒
な
お
︑
斯
波
義
重
は
応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
に
四
十
八
歳
で
死
去

す
る（

13
）

の
で
︑
彼
の
生
年
は
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

そ
れ
よ
り
さ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
に
吉
良
氏
と
斯
波
氏
と
の
姻
戚
関
係
が
成
立

し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒

　
同
様
に
︑
吉
良
満
貞
の
室
で
あ
る
が
︑﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
れ
ば
︑
彼
女
は

渋
川
義
季
の
娘
で
あ
っ
た（

14
）

︒
つ
ま
り
︑
彼
女
は
先
に
見
た
幕
府
権
力
者
・
渋
川

幸
子
と
は
姉
妹
関
係
に
あ
る
人
物
な
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
十
四
世
紀
後
半
の
中
央
政
界
に
お
い
て
︑
吉
良
氏
は
斯
波
氏

や
渋
川
氏
と
は
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
強
く
結
び
付
い
て
い
た
一
方
︑
対
す
る
細

川
氏
と
の
間
に
は
同
様
の
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ず
︑
斯
波
派
の
方
と
よ
り

親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
事
実
︑
こ
う
し
た
関
係
は
姻
戚
に
と

ど
ま
ら
ず
︑
斯
波
氏
は
吉
良
氏
を
引
付
頭
人
と
し
て
抜
擢
し
て
政
治
的
復
権
を

遂
げ
さ
せ
︑
吉
良
氏
に
浜
松
庄
を
返
付
し
て
経
済
的
基
盤
を
も
保
証
す
る
な
ど
︑

実
際
に
も
斯
波
︱
吉
良
両
者
は
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

こ
う
し
た
背
景
に
は
︑
両
者
が
か
つ
て
直
義
派
を
形
成
し
た
同
志
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
も
関
係
し
て
い
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
中
央
政
界

の
派
閥
抗
争
に
お
い
て
︑
吉
良
氏
が
斯
波
派
と
色
濃
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は

疑
い
な
い
︒

今
川
氏
と
の
関
係

　
以
上
の
よ
う
に
︑
十
四
世
紀
後
半
の
中
央
政
界
に
お
い
て
斯
波
派
と
の
関
係

が
色
濃
く
窺
え
る
吉
良
氏
で
あ
っ
た
が
︑
実
は
同
氏
は
同
時
期
︑
同
派
と
は
対

抗
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
の
者
と
も
姻
戚
関
係
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
そ
れ
は
︑
吉
良
満
貞
の
子
・
吉
良
俊
氏
の
室
の
こ
と
で
あ
る
︒﹃
常
楽
記
﹄

に
よ
れ
ば
︑
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
に
「
吉
良
殿
内
室
他
界
」
と
あ
っ
て
︑

彼
女
が
そ
の
年
に
死
ん
だ
こ
と
が
窺
え
る
の
だ
が
︑
同
史
料
は
そ
れ
に
続
け
て
︑

「
廿
三
歳
︑
難
産
云
々
︑
今
川
伊
予
守
入
道
女
」
と
も
あ
り
︑
死
ん
だ
彼
女
が

今
川
了
俊
の
娘
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る（

15
）

︒
し
た
が
っ
て
︑

同
年
よ
り
さ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
に
吉
良
氏
と
今
川
氏
と
の
姻
戚
関
係
が
成
立

し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
こ
の
今
川
了
俊
は
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
細
川
頼
之
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た

者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
人
物
と
姻
戚
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
︑

斯
波
氏
ら
か
ら
す
れ
ば
愉
快
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
料
さ
れ
る
︒
の
み
な

ら
ず
︑
吉
良
氏
に
と
っ
て
も
今
川
氏
と
の
姻
戚
自
体
が
は
じ
め
て
の
こ
と
で

系図 1　足利一門関係系図

（
今
川
）
国
氏

基
氏

範
国

了
俊

女

長
氏

（
吉
良
）
満
氏

貞
義

満
義

満
貞

俊
氏

義
尚

義
氏

女

（
渋
川
）
兼
氏

義
春

貞
頼

義
季

女幸
子

泰
氏

（
斯
波
）
家
氏

宗
家

宗
氏

高
経

義
将

義
重

（
足
利
）
頼
氏

家
時

貞
氏

尊
氏

義
詮

義
満

義
持
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
こ
れ
以
前
に
も
以
後
に
も
吉
良
︱
今
川
両
者
の
姻
戚
関

係
は
確
認
で
き
な
い（

16
）

︒
そ
う
し
た
中
︑
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
こ
の
時
期
︑
吉

良
氏
が
今
川
氏
︑
と
り
わ
け
今
川
了
俊
を
敢
え
て
選
ん
で
姻
戚
関
係
の
樹
立
に

踏
み
切
っ
た
の
は
一
体
な
ぜ
か
︒

　
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
政
治
的
状
況
の
解
明
に
こ
そ
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
以
上
都
の
情
勢
ば
か
り
眺
め
て
い
て
も
一
向
に
解

け
そ
う
に
な
い
︒
も
は
や
史
料
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
中
央
か
ら
は

一
旦
眼
を
離
し
︑
地
方
に
視
線
を
転
じ
て
み
る
と
︑
果
た
し
て
︑
鄙
を
巡
る
動

向
と
い
う
も
の
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の

で
あ
る
︒
次
節
で
は
︑
そ
の
地
方
＝
遠
江
に
着
目
し
︑
吉
良
氏
と
遠
州
︑
そ
し

て
︑
今
川
了
俊
と
の
関
係
に
つ
い
て
迫
っ
て
い
く
︒

︵
二
︶
遠
州
浜
松
の
支
配
・
実
態
と
遠
江
守
護
今
川
氏
―
―
浜
松
庄
支
配
の
成
立

　
吉
良
氏
と
遠
江
と
の
関
係
は
同
氏
が
浜
松
庄
を
支
配
し
た
と
き
か
ら
は
じ

ま
っ
た
︒
そ
の
浜
松
の
中
枢
に
位
置
す
る
引
間
（
引
馬
・
曳
馬
な
ど
と
も
︒
以
下
︑

引
間
と
表
記
）
は
東
海
道
（
陸
上
交
通
）︑
天
竜
川
（
水
上
交
通
）︑
太
平
洋
（
海

上
交
通
）
の
要
衝
・
結
節
点
と
し
て
鎌
倉
期
に
は
既
に
宿
と
し
て
見
え
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
室
町
期
に
は
「
引
間
市
富
屋
千
区（

17
）

」
と
称
さ
れ
︑
市
が
開
か
れ
土
倉

が
躍
動
す
る
よ
う
な
︑
殷
賑
を
極
め
た
都
市
（
都
市
的
な
場
）
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る（

18
）

︒
そ
の
よ
う
な
交
通
・
流
通
の
一
大
重
要
拠
点
を
含
む
こ
の

大
規
模
荘
園
は
︑
幕
府
内
の
有
力
者
た
ち
が
競
っ
て
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
場

で
あ
っ
た（

19
）

︒
だ
が
︑
最
終
的
に
そ
こ
を
押
さ
え
た
の
は
吉
良
氏
で
あ
っ
た
︒

　
し
か
し
︑
同
氏
に
よ
る
浜
松
庄
支
配
の
実
態
に
つ
い
て
は
従
来
全
く
未
解
明

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
中
世
浜
松
関
係
史
料
（「
鴨
江
寺
文
書
」・「
寿
量
院
文
書
」）

の
ほ
ぼ
全
て
が
こ
れ
ま
で
発
給
者
不
明
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
そ
こ
で
︑
本
節
で
は
そ
う
し
た
関
係
史
料
が
全
て
吉
良
氏
発
給
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
実
証
し
た
上
で
︑
ま
ず
は
︑
十
四
世
紀
後
半
に
お
け
る
同
氏
に
よ
る

浜
松
庄
支
配
の
具
体
相
と
（
但
し
︑
庄
支
配
に
関
す
る
史
料
は
「
鴨
江
寺
文
書
」

し
か
な
い
た
め
︑
同
文
書
の
検
討
を
通
し
た
支
配
の
一
端
︑
具
体
的
に
は
︑
寺
社
と

の
関
係
・
寺
社
支
配
の
問
題
が
軸
と
な
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
︒
以
下
︑

庄
支
配
の
具
体
相
・
実
態
解
明
と
は
同
様
の
事
態
を
意
味
し
て
い
る
）︑
信
仰
空
間

を
中
心
と
し
た
地
域
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
前
節
で
問
題
と
し

た
当
該
期
吉
良
︱
今
川
両
者
の
姻
戚
関
係
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

浜
松
支
配
の
は
じ
ま
り

　
吉
良
氏
と
遠
江
と
の
関
係
は
暦
応
四
年
（
一
三
四
一
）
に
吉
良
貞
義
が
浜
松

庄
の
鴨
江
寺
（
現
︑
浜
松
市
中
区
鴨
江
）
に
対
し
書
下
（
直
状
形
式
の
下
達
文
書
）

を
与
え
た
次
の
︻
史
料
一
︼
か
ら
は
じ
ま
る
︒
内
容
は
吉
良
氏
側
検
断
使
の
入

部
禁
止
︑
吉
良
氏
に
よ
る
雑
役
賦
課
免
除
︑
寺
域
内
殺
生
禁
断
︑
別
当
補
任
不

可
︑
吉
良
氏
の
立
野
・
立
山
以
外
で
の
草
木
伐
採
認
可
の
五
カ
条
︑
及
び
︑
寺

領
の
保
護
で
︑
鴨
江
寺
衆
徒
の
申
請
を
承
認
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
︒
な
お
︑

本
文
書
の
発
給
者
に
つ
い
て
﹃
静
岡
県
史
﹄（
以
下
︑﹃
静
岡
県
史
﹄
資
料
編
は
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「﹃
静
﹄
資
」
と
表
記
）
は
「
某
」
と
し
た
が
︑
既
に
﹃
花
押
か
が
み
﹄
の
編
者

も
指
摘
し
た
如
く（

20
）

︑
花
押
の
形
か
ら
吉
良
貞
義
に
比
定
さ
れ
る
︒

︻
史
料
一
︼ 
吉
良
貞
義
袖
判
書
下 

 

（「
鴨
江
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

一
四
四
～
一
四
五
頁
︑
傍
線
引
用
者
︑

以
下
同
）

　
　
　
　
　（
花
⎝
吉
良
貞
義
⎠

押
）

　
　
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
衆
徒
等
申
条
々

一
︑ 

停
二

止
検
断
使
乱
入
一

︑
犯
科
人
出
来
時
者
︑
為
二

寺
僧
沙
汰
一

可
レ

召
二

渡
其
身
一

事
︑

一
︑
可
レ

令
レ

免
二

除
寺
用
田
雑
役
一

事
︑

一
︑
可
レ

禁
二

断
寺
領
内
殺
生
一

事
︑

一
︑
不
レ

可
レ

補
二

別
当
一

事
︑

一
︑
立
野
立
山
之
外
︑
不
レ

可
レ

制
二

止
草
木
一

事
︑

右
︑ 

五
个
条
幷
報
恩
寺
以
下
寺
中
坊
敷
等
事
︑
任
二

先
例
一

可
レ

致
二

沙
汰
一

之
状
如
レ

件
︑

　
　
暦
応
四
年
九
月
廿
一
日

（
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
衆
徒
等
申
す
条
々
︑
一
つ
︑
検
断
使
の
乱
入
を
停
止
し
︑

犯
科
人
出
来
の
時
は
︑
寺
僧
の
沙
汰
と
し
て
其
の
身
を
召
し
渡
す
べ
き
の
事
︑

一
つ
︑
寺
用
田
雑
役
を
免
除
せ
し
む
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
寺
領
内
殺
生
を
禁
断

す
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
別
当
を
補
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
︑
一
つ
︑
立
野
立
山
の
外
︑

草
木
を
制
止
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
︑
右
︑
五
个
条
幷
び
に
報
恩
寺
以
下
寺
中
坊

敷
等
の
事
︑
先
例
に
任
せ
沙
汰
致
す
べ
き
の
状
件
の
如
し
）

　
そ
の
後
︑
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
に
は
「
於
二

遠
江
国
引
間
宿
一

︑
対
二

于

貴
良
殿
代
富
長
一

︑
致
二

合
戦
忠
折
一

」
と（

21
）

︑
引
間
に
お
い
て
直
義
派
と
し
て
戦

う
吉
良
氏
の
姿
が
確
認
で
き
る
︒
こ
う
し
て
吉
良
氏
が
直
義
派
・
南
朝
勢
力
と

し
て
活
動
し
て
い
る
間
に
浜
松
庄
は
一
旦
仁
木
義
長
や
細
川
清
氏
ら
の
も
の
と

な
っ
た
よ
う
だ
が（

22
）

︑
彼
ら
の
失
脚
︑
及
び
︑
吉
良
満
貞
の
幕
政
復
帰
に
伴
っ
て
︑

同
庄
は
再
び
吉
良
氏
の
も
の
と
な
っ
た
よ
う
で
︑
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
に

は
吉
良
満
貞 （︻
史
料
二
︼） 

が
︑
至
徳
二
年 （
一
三
八
五
） 

に
は
吉
良
満
貞
の
子
・

吉
良
俊
氏
（︻
史
料
三
︼）
が
︻
史
料
一
︼
と
ほ
ぼ
同
内
容
・
同
形
式
の
書
下
を

鴨
江
寺
に
与
え
て
い
る
（︻
史
料
三
︼
＝
至
徳
二
年
時
に
は
吉
良
氏
に
よ
る
天
役
銭

賦
課
免
除
も
追
加
承
認
さ
れ
て
い
る
︒
吉
良
氏
が
領
内
に
天
役
銭
を
賦
課
し
た
の
で

あ
ろ
う
）︒
な
お
︑︻
史
料
三
︼
の
発
給
者
に
つ
い
て
﹃
静
岡
県
史
﹄
は
「
某
」

と
し
た
が
︑
文
書
の
内
容
と
形
式
と
が
吉
良
貞
義
（︻
史
料
一
︼）・
吉
良
満
貞

（︻
史
料
二
︼）
の
も
の
と
一
致
す
る
こ
と（

23
）

︑
及
び
︑
花
押
の
形
（
Ａ
）
が
吉
良
俊

氏
の
も
の
（
Ｂ
・
Ｃ
）
と
合
致
す
る
こ
と（

24
）

か
ら
︑
吉
良
俊
氏
に
比
定
さ
れ
る
︒

︻
史
料
二
︼
吉
良
満
貞
袖
判
書
下
（「
鴨
江
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

三
五
三
頁
）

　
　
　
　
　（
花
⎝
吉
良
満
貞
⎠

押
）

　
　
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
衆
徒
等
申
条
々
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一
︑
停
二

止
検
断
使
乱
入
一

︑
犯
科
人
出
来
時
者
︑
為
二

寺
僧
一

可
レ

召
二

渡
其

身
一

事
︑

一
︑
可
レ

令
レ

免
二

除
寺
用
田
雑
役
一

事
︑

一
︑
可
レ

禁
二

断
寺
領
内
殺
生
一

事
︑

一
︑
不
レ

可
レ

補
二

別
当
一

事
︑

一
︑
立
野
立
山
之
外
︑
不
レ

可
レ

制
二

止
草
木
一

事
︑

右
︑ 

五
个
条
幷
報
恩
寺
以
下
寺
中
坊
敷
等
事
︑
任
二

先
例
一

可
レ

致
二

沙
汰
一

之
状
如
レ

件
︑

　
　
貞
治
五
年
四
月
八
日

（
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
衆
徒
等
申
す
条
々
︑
一
つ
︑
検
断
使
の
乱
入
を
停
止
し
︑

犯
科
人
出
来
の
時
は
︑
寺
僧
の
沙
汰
と
し
て
其
の
身
を
召
し
渡
す
べ
き
の
事
︑

一
つ
︑
寺
用
田
雑
役
を
免
除
せ
し
む
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
寺
領
内
殺
生
を
禁
断

す
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
別
当
を
補
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
︑
一
つ
︑
立
野
立
山
の
外
︑

草
木
を
制
止
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
︑
右
︑
五
个
条
幷
び
に
報
恩
寺
以
下
寺
中
坊

敷
等
の
事
︑
先
例
に
任
せ
沙
汰
致
す
べ
き
の
状
件
の
如
し
）

︻
史
料
三
︼
吉
良
俊
氏
袖
判
書
下
（「
鴨
江
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

五
二
六
頁
）

　
　
　
　
　（
花
⎝
吉
良
俊
氏
⎠

押
）

　
　
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
領
所
務
条
々

一
︑ 

停
二

止
検
断
使
乱
入
一︑
犯
科
人
出
来
時
者
︑
為
二

寺
僧
一

可
レ

召
二

渡
其

身
一

事
︑

一
︑
可
レ

令
レ

免
二

除
寺
用
田
雑
役
一

事
︑

一
︑
可
レ

令
レ

免
二

除
寺
領
田
畠
天
役
銭
一

事
︑

一
︑
可
レ

禁
二

断
寺
領
内
殺
生
一

事
︑

一
︑
不
レ

可
レ

補
二

別
当
一

事
︑

一
︑
立
野
立
山
之
外
︑
不
レ

可
レ

制
二

止
草
木
一

事
︑

右
︑
条
々
幷
報
恩
寺
以
下
寺
中
坊
敷
等
︑
任
二

先
例
一

可
レ

致
二

沙
汰
一

之
状

如
レ

件
︑

　
　
至
徳
二
年
十
一
月
十
六
日

（
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
領
所
務
条
々
︑
一
つ
︑
検
断
使
の
乱
入
を
停
止
し
︑

犯
科
人
出
来
の
時
は
︑
寺
僧
の
沙
汰
と
し
て
其
の
身
を
召
し
渡
す
べ
き
の
事
︑

一
つ
︑
寺
用
田
雑
役
を
免
除
せ
し
む
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
寺
領
田
畠
天
役
銭
を

免
除
せ
し
む
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
寺
領
内
殺
生
を
禁
断
す
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑

別
当
を
補
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
︑
一
つ
︑
立
野
立
山
の
外
︑
草
木
を
制
止
す
べ

か
ら
ざ
る
の
事
︑
右
︑
条
々
幷
び
に
報
恩
寺
以
下
寺
中
坊
敷
等
︑
先
例
に
任
せ

沙
汰
致
す
べ
き
の
状
件
の
如
し
）

Ａ　吉良俊氏袖判書下
（「鴨江寺文書」『静』資 6、
1325 頁）

Ｂ　引付頭人吉良俊氏奉書
（『壬生家文書』10、241 頁）

Ｃ　引付頭人吉良俊氏奉書
（『壬生家文書』10、228 頁）
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な
お
︑
至
徳
二
年
の
吉
良
俊
氏
袖
判
書
下
（︻
史
料
三
︼）
が
発
給
さ
れ
る
前

年
の
同
元
年
に
は
︑
貞
治
五
年
に
袖
判
書
下
を
発
給
し
た
父
・
吉
良
満
貞
が
死

去
し
て
い
る（

25
）

た
め
︑
同
文
書
発
給
の
経
緯
は
吉
良
氏
の
代
替
わ
り
に
伴
っ
て
の

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
後
︑
守
護
に
よ
る
介
入
も
︑
他
氏
へ
の
改

替
も
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
吉
良
氏
は
自
ら
の
手
で
浜
松
庄
の
支
配
を
行
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
（
ち
な
み
に
︑
吉
良
氏
は
浜
松
庄
の
支
配
に
あ
た
り
︑
代
官
・

奉
行
を
現
地
に
派
遣
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
室
町
期
に
は
関
係
史
料
が
な
く
︑

戦
国
期
に
な
ら
な
い
と
そ
の
人
的
・
具
体
的
な
様
相
は
分
か
ら
な
い（

26
）

）︒

真
言
宗
鴨
江
寺
と
禅
僧
「
妙
佐
西
堂
」

　
さ
て
︑
こ
れ
ま
で
何
度
も
出
て
き
た
鴨
江
寺
に
つ
い
て
今
ま
で
何
の
説
明
も

し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
︑
こ
こ
で
見
て
い
く
と
と
も
に
︑
併
せ
て
︑
吉
良
氏
の

浜
松
庄
支
配
の
内
実
︑
及
び
︑
地
域
の
信
仰
空
間
の
姿
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
︒

　
鴨
江
寺
は
奈
良
時
代
創
建
の
由
緒
を
持
つ
古
刹
で
︑
現
在
も
浜
松
に
存
在
す

る
真
言
宗
の
有
力
寺
院
で
あ
る
︒
同
寺
は
後
醍
醐
天
皇
か
ら
綸
旨
を
賜
り（

27
）

︑
建

武
政
権
崩
壊
後
も
南
朝
勢
力
と
し
て
活
動
し
た
ら
し
く
︑ 

暦
応
二
年 （
一
三
三
九
）

に
は
幕
府
軍
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
い
る（

28
）

︒
し
か
し
︑
同
四
年
に
は
吉
良
貞
義
か

ら
安
堵
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
（︻
史
料
一
︼）︑
そ
の
後
は
北
朝
・
幕
府
方

に
従
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
十
四
世
紀
の
浜
松
を
信
仰
空
間
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
︑
鴨
江
寺
の

他
に
巨
大
寺
院
の
存
在
を
史
料
か
ら
窺
う
こ
と
は
で
き
ず
（
真
言
寺
院
・
頭
陀

寺
（
現
︑
浜
松
市
南
区
頭
陀
寺
）
な
ど
も
あ
っ
た
と
い
う
が（

29
）

︑
史
料
に
は
ほ
と
ん
ど

見
え
ず
実
態
を
追
究
で
き
な
い
︒
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
）︑
ま
た
︑
南

朝
方
と
し
て
戦
争
を
遂
行
し
︑
北
朝
・
幕
府
方
に
与
し
て
か
ら
も
吉
良
氏
に
か

な
り
の
特
権
を
認
め
さ
せ
る
（︻
史
料
一
～
三
︼）
な
ど
︑
鴨
江
寺
は
中
世
浜
松

に
お
い
て
相
当
に
有
力
な
寺
家
勢
力
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
吉

良
氏
と
し
て
は
︑
在
地
の
（
同
氏
入
部
以
前
か
ら
存
在
す
る
）
伝
統
的
巨
大
寺
院

に
対
し
大
幅
な
特
権
を
与
え
る
こ
と
で
︑
円
滑
な
浜
松
庄
支
配
を
図
っ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
︒

　
そ
う
し
た
鴨
江
寺
に
対
し
て
︑
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）︑
一
通
の
文
書
が

下
さ
れ
た
︒
そ
れ
が
︻
史
料
四
︼
で
あ
る
︒
な
お
︑
本
文
書
の
発
給
者
に
つ
い

て
﹃
静
岡
県
史
﹄
は
「
某
」
と
し
た
が
︑
花
押
の
形
（
Ｄ
）
が
吉
良
俊
氏
の
も

の
（
前
掲
Ａ
～
Ｃ
）
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
吉
良
俊
氏
に
比
定
さ
れ
る
︒

︻
史
料
四
︼
吉
良
俊
氏
袖
判
書
下
（「
鴨
江
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

五
四
五
頁
）

　
　
　
　
　
　（
花
⎝
吉
良
俊
氏
⎠

押
）

遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
衆
徒
等
申
︑
報
恩
寺
幷
寺
領
等
事
︑
去
年
十
二
月

十
三
日
︑
雖
レ

令
レ

寄
二

進
妙
佐
西
堂
一︑
寺
家
之
衆
徒
等
就
二

歎
申
一︑
有
二

其

沙
汰
一

之
処
︑
理
運
之
段
依
二

聞
披
一︑
如
レ

元
所
二

返
付
一

也
︑
仍
自
今
以
後
︑

為
二

鴨
江
寺
衆
徒
之
計
一︑
可
レ

全
二

寺
務
一

之
状
如
レ

件
︑

　
　
嘉
慶
二
年
四
月
五
日
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左
兵
衛
佐

（
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
衆
徒
等
申
す
︑
報
恩
寺
幷
び
に
寺
領
等
の
事
︑
去
年

十
二
月
十
三
日
︑
妙
佐
西
堂
に
寄
進
せ
し
む
と
い
え
ど
も
︑
寺
家
の
衆
徒
等
歎

き
申
す
に
就
き
︑
そ
の
沙
汰
有
る
の
と
こ
ろ
︑
理
運
の
段
聞
き
披
く
に
依
り
︑

元
の
如
く
返
付
す
る
と
こ
ろ
な
り
︑
仍
て
自
今
以
後
︑
鴨
江
寺
衆
徒
の
計
い
と

し
て
︑
寺
務
を
全
う
す
べ
き
の
状
件
の
如
し
）

Ｄ　吉良俊氏袖判書下
（「鴨江寺文書」『静』資 6、
1325 頁）

　
こ
れ
は
︑
至
徳
二
年
ま
で
鴨
江
寺
の
根
本
所
領
と
し
て
安
堵
さ
れ
て
い
た
は

ず
の
「
報
恩
寺
幷
寺
領
等
」（︻
史
料
一
～
三
︼
傍
線
部
参
照
）
が
︑
嘉
慶
元
年

（「
去
年
」）︑
吉
良
俊
氏
に
よ
っ
て
突
如
没
収
さ
れ
︑「
妙
佐
西
堂
」
に
「
寄
進
」

さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
鴨
江
寺
衆
徒
の
嘆
願
（「
歎
申
」）
と
︑
そ
れ
を
受
け
て

の
吉
良
俊
氏
に
よ
る
再
考
（「
有
二

其
沙
汰
一

之
処
」）︑
そ
し
て
︑
鴨
江
寺
へ
の
所

領
の
返
付
（「
理
運
之
段
依
二

聞
披
一︑
如
レ

元
所
二

返
付
一

」）
が
そ
の
内
容
で
あ
る
︒

だ
が
︑
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
︑
吉
良
俊
氏
が
鴨
江
寺
と
の
間
の
先
例
を
否

定
し
て
ま
で
し
て
そ
の
所
領
の
寄
進
を
図
っ
た
相
手
で
あ
る
「
妙
佐
西
堂
」
で

あ
ろ
う
︒

　
で
は
︑
そ
の
「
妙
佐
西
堂
」
と
は
一
体
誰
か
︒
こ
の
点
︑
ま
ず
「
西
堂
」
と

あ
る
か
ら
禅
宗
関
係
者
（
そ
れ
も
十
刹
か
諸
山
の
住
持
）
だ
と
分
か
り
︑
か
つ
︑

浜
松
に
お
け
る
有
力
寺
院
・
鴨
江
寺
を
い
と
も
簡
単
に
否
定
し
て
し
ま
い
得
る

ほ
ど
の
有
力
者
で
あ
る
こ
と
も
窺
え
る
︒
そ
う
し
た
妙
佐
を
︑
さ
ら
に
十
四
世

紀
後
半
と
い
う
活
動
時
期
か
ら
も
絞
り
込
ん
で
い
く
と
︑
こ
こ
に
一
人
の
禅
僧

の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
そ
の
禅
僧
と
は
︑「
汝
霖
妙
佐
」
で
あ
る
︒

　
汝
霖
妙
佐
と
は
︑
は
じ
め
は
臨
済
宗
一
山
派
︑
後
に
は
臨
済
宗
夢
窓
派
と

な
っ
た
禅
僧
で
︑
一
山
派
の
時
代
に
は
「
良
佐
」
と
名
乗
っ
て
い
た
人
物
で
あ

る
︒
彼
は
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
に
絶
海
中
津
ら
と
と
も
に
入
明
し
︑
永
和

四
年
（
一
三
七
八
）
に
帰
朝
す
る
と
い
う
経
験
を
持
ち
︑至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）

に
は
一
山
派
か
ら
夢
窓
派
へ
と
乗
り
換
え
て
「
良
佐
」
か
ら
「
妙
佐
」
へ
改
名

す
る
と
と
も
に
︑
春
屋
妙
葩
の
後
継
住
持
と
し
て
京
都
宝
幢
寺
（
臨
済
宗
夢
窓

派
・
春
屋
門
派
の
拠
点
寺
院
︑
十
刹
）
に
入
寺
し
た
僧
侶
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑

汝
霖
妙
佐
と
は
春
屋
妙
葩
の
法
嗣
・
エ
コ
ー
ル
と
し
て
名
高
く
︑
入
明
経
験
も

あ
る
よ
う
な
︑
当
代
屈
指
の
臨
済
宗
夢
窓
派
の
僧
な
の
で
あ
っ
た（

30
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
「
妙
佐
西
堂
」
が
「
汝
霖
妙
佐
」
だ
と
す
る
と（

31
）

︑
今
度
は
そ
う

し
た
臨
済
宗
夢
窓
派
の
汝
霖
妙
佐
に
吉
良
俊
氏
が
（
宝
幢
寺
領
か
同
寺
開
山
塔

頭
鹿
王
院
領
と
し
て
で
あ
ろ
う
）
所
領
を
寄
進
し
た
の
は
い
か
な
る
背
景
が
あ
っ

て
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
︒

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
︑﹃
宋
学
士
全
集
補
遺
﹄
に
見
え
る
「
汝
霖
名
良
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佐
︑
遠
州
高
園
人
」
と
の
記
事
で
あ
る（

32
）

︒「
遠
州
高
園
」
と
は
現
在
の
浜
松
市

浜
北
区
高
薗
に
比
定
さ
れ
る
天
竜
川
の
ほ
と
り
に
位
置
す
る
場
所
で
あ
る
︒
汝

霖
妙
佐
は
︑
吉
良
氏
支
配
下
の
浜
松
に
程
近
い
︑
そ
の
よ
う
な
場
所
の
出
身
者

だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
汝
霖
妙
佐
は
こ
の
地
に
因
ん
で
「
高
園
」
と
号
し
︑

﹃
高
園
集
﹄
と
い
う
作
品
集
も
残
し
て
い
る（

33
）

︒
さ
ら
に
︑
高
薗
に
現
存
す
る
学

園
寺
所
蔵
の
﹃
汝
霖
良
佐
禅
師
伝
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
汝
霖
妙
佐
は
晩
年
に
こ
の

地
に
帰
郷
し
て
学
園
寺
を
開
創
し
た
と
い
う（

34
）

︒
つ
ま
り
︑
吉
良
俊
氏
と
汝
霖
妙

佐
と
の
間
に
は
「
地
縁
的
な
つ
な
が
り
」
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
と
と
も
に
︑
両
者
の
関
係
は
「
京
都
」・「
斯
波
氏
」・「
臨
済
宗
夢
窓

派
」
と
い
う
点
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
︒
春
屋
妙
葩
や
汝
霖
妙
佐
の
率
い
る
臨
済

宗
夢
窓
派
は
︑
当
時
の
京
都
に
お
け
る
一
大
宗
教
権
門
に
し
て
︑
時
の
幕
府
管

領
で
吉
良
俊
氏
の
義
理
の
兄
弟
に
も
あ
た
る
斯
波
義
将
か
ら
の
絶
大
な
る
信
任

も
得
て
い
た（

35
）

︒
吉
良
俊
氏
も
当
時
︑
京
都
に
お
い
て
引
付
頭
人
を
務
め
︑
相
国

寺
供
養
の
供
奉（

36
）

や
︑
応
永
の
乱
で
の
出
兵（

37
）

な
ど
︑
将
軍
権
力
や
管
領
斯
波
氏
と

密
接
に
関
係
し
︑
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
︑
吉
良
俊
氏
の
子
・
吉
良
義
尚
以
降
︑

同
氏
は
代
々
に
わ
た
り
実
名
に
「
当
時
諸
人
輙
不
レ

付
レ

之
也（

38
）

」
と
さ
れ
た
義
字

使
用
が
許
さ
れ
る
な
ど
︑
在
京
す
る
有
力
者
と
し
て
活
動
し
て
い
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
両
者
は
京
都
で
も
接
点
が
あ
っ
た
と
思
料
さ
れ
る
︒

　
吉
良
俊
氏
が
鴨
江
寺
と
の
間
の
先
例
を
否
定
し
て
ま
で
し
て
そ
の
所
領
を
汝

霖
妙
佐
に
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
に
︑
彼
は
京
都
や
斯
波
氏
と
深

い
つ
な
が
り
を
持
つ
寺
社
勢
力
た
る
臨
済
宗
夢
窓
派
の
教
線
を
浜
松
に
引
き
入

中世の浜松（『改訂図説浜松の歴史』浜松市博物館、2006 年、34 頁をもとに加筆作成）
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れ
る
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
同
地
で
大
き
な
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
真
言
宗
鴨
江
寺

を
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
一
方
︑
こ
れ
を
寺
家

の
方
か
ら
見
る
な
ら
ば
︑
臨
済
宗
夢
窓
派
に
と
っ
て
も
︑
そ
れ
は
吉
良
氏
と
の

関
係
を
梃
に
自
ら
の
教
線
を
中
央
（
京
都
）
か
ら
地
方
（
遠
江
）
へ
と
拡
大
さ

せ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
（
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
）
と
捉
え
ら
れ
る
︒

　
以
上
の
如
く
︑
吉
良
俊
氏
は
真
言
宗
鴨
江
寺
の
勢
力
を
相
対
化
す
べ
く
︑
そ

の
所
領
を
汝
霖
妙
佐
に
寄
進
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
鴨
江
寺
か
ら
の
「
歎

申
」（︻
史
料
四
︼）
を
受
け
︑
汝
霖
妙
佐
へ
の
寄
進
を
白
紙
に
戻
し
た
︒
十
四

世
紀
段
階
で
は
依
然
︑
中
世
浜
松
に
お
け
る
寺
家
・
鴨
江
寺
の
存
在
は
武
家
・

吉
良
氏
と
い
え
ど
も
決
し
て
無
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
同
時

に
︑
真
言
宗
勢
力
の
前
に
禅
宗
の
浜
松
へ
の
教
線
拡
大
の
試
み
は
失
敗
し
た
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
う
し
た
状
況
が
大
き
く
転
換
し
て
い
く
の
は
次
の
時

代
︑
す
な
わ
ち
︑
十
五
世
紀
に
な
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒

遠
江
守
護
今
川
氏
と
の
関
係

　
以
上
︑
十
四
世
紀
後
半
に
お
い
て
吉
良
氏
が
浜
松
庄
支
配
を
成
立
・
始
動
さ

せ
は
じ
め
て
い
た
こ
と
を
史
料
か
ら
明
ら
か
に
し
た
︒
続
け
て
︑
本
節
の
課
題

と
し
た
当
該
期
吉
良
︱
今
川
両
者
の
姻
戚
関
係
成
立
の
背
景
に
つ
き
検
討
す
る
︒

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
十
四
世
紀
後
半
︑
吉
良
氏
は
浜
松
庄
の
支

配
を
は
じ
め
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
の
浜
松
の
存
す
る
遠
江
一
国
の
状
況
に
つ

い
て
見
て
み
る
と
︑
同
国
の
守
護
職
は
観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
以
来
︑
今
川

範
国
の
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く（

39
）

︒
彼
は
吉
良
貞
義
と
南
北
朝

初
期
頃
に
「
父
子
の
契
約
」
を
結
び（

40
）

︑
そ
の
後
︑
観
応
擾
乱
で
は
尊
氏
派
に
つ

い
た
た
め（

41
）

︑
直
義
派
に
つ
い
た
吉
良
氏
（
満
義
・
満
貞
）
と
は
一
時
的
に
対
立

し
た
が
︑
同
擾
乱
を
経
て
︑
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
に
は
吉
良
満
貞
が
今
川

某
に
浜
松
庄
内
の
所
職
の
一
部
を
預
け
置
く（

42
）

な
ど
︑
今
川
範
国
が
遠
江
守
護
を

務
め
て
い
た
時
期
︑
吉
良
︱
今
川
両
者
は
基
本
的
に
互
恵
的
関
係
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る（

43
）

︒

　
そ
う
し
た
中
︑
今
川
範
国
は
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
に
死
去
し
︑
同
年
以

降
は
そ
の
子
・
今
川
了
俊
が
遠
江
守
護
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
頃
︑

九
州
探
題
と
し
て
鎮
西
を
舞
台
に
活
動
し
て
い
た
今
川
了
俊
は
︑「
浜
松
庄
等
︑

其
時
闕
所
な
り
し
か
ば
︑
望
申
し
を
︑
終
不
二

申
行
一︑
み
な
清
氏
申
給
き
︑
依
二

無
念
一

遠
州
に
在
国
せ
し
間
︑
此
時
は
在
京
せ
ざ
り
き（

44
）

」
や
「
今
川
予
州
禅
門
︑

為
二

鎮
西
下
向
一︑
自
二

遠
州
一

帰
洛
云
々（

45
）

」
な
ど
の
記
事
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
︑

遠
江
と
は
深
い
関
係
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
永
和
四
年

（
一
三
七
八
）
に
は
浜
松
庄
の
東
隣
に
位
置
す
る
蒲
御
厨
（
現
︑
浜
松
市
東
部
）

に
文
書
を
発
給
す
る（

46
）

な
ど
︑
彼
は
遠
江
に
現
実
的
な
力
も
持
っ
て
い
た
︒

　
前
節
の
最
後
で
︑
今
川
氏
と
の
姻
戚
が
こ
れ
以
前
に
も
以
後
に
も
確
認
さ
れ

な
い
そ
の
中
で
︑
と
り
わ
け
今
川
了
俊
を
吉
良
氏
が
選
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
︑
し

か
も
斯
波
派
と
の
関
係
が
色
濃
く
窺
え
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
敢
え
て
同
派
と
は

対
立
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
の
今
川
了
俊
と
の
姻
戚
関
係
樹
立
に
踏
み
切
っ
た
の
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は
な
ぜ
な
の
か
と
の
問
い
を
発
し
た
︒
だ
が
︑
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
自
ず
と
以
下

の
如
き
答
え
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
す
な
わ
ち
︑
浜
松
に
勢
力
を
有
す
る
吉
良
氏
（
満
貞
・
俊
氏
）
は
遠
江
の
守

護
職
を
持
つ
今
川
氏
と
の
関
係
延
長
を
図
っ
た
︒
一
方
︑
遠
江
の
守
護
を
務
め

る
今
川
氏
（
範
国
・
了
俊
）
と
し
て
も
︑
国
内
の
有
力
者
に
し
て
同
国
屈
指
の

大
規
模
荘
園
・
中
世
都
市
を
支
配
す
る
吉
良
氏
と
組
み
︑
自
ら
の
遠
州
支
配
の

安
定
を
期
し
た
︒
か
く
し
て
︑
至
徳
三
年
よ
り
さ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
に
両
者

の
姻
戚
関
係
は
成
立
し
た
の
だ
と
︒
つ
ま
り
︑
吉
良
氏
が
今
川
氏
に
期
待
し
た

の
は
彼
の
守
護
と
し
て
の
役
割
・
側
面
で
あ
っ
て
︑
守
護
と
の
良
好
な
関
係
こ

そ
領
主
た
る
吉
良
氏
の
主
眼
・
狙
い
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の

点
︑
守
護
と
国
内
有
力
者
と
の
姻
戚
関
係
は
︑
例
え
ば
当
該
期
の
越
前
守
護
家

斯
波
氏
︱
同
国
国
人
（
奉
公
衆
家
）
千
秋
氏
な
ど
か
ら
も
確
認
さ
れ（

47
）

︑
ご
く
自

然
に
理
解
で
き
る
も
の
と
考
え
る
︒

　
但
し
︑
中
央
で
は
斯
波
派
と
︑
地
方
で
は
細
川
派
（
今
川
氏
）
と
手
を
結
ぶ

と
い
う
︑
い
わ
ば
「
二
重
外
交
」
に
は
限
界
も
読
み
取
り
得
る
︒
と
い
う
の
も
︑

吉
良
氏
に
よ
る
遠
州
浜
松
へ
の
臨
済
宗
夢
窓
派
導
入
失
敗
の
背
景
と
し
て
は
︑

先
述
の
如
く
︑
現
地
の
真
言
宗
勢
力
に
よ
る
抵
抗
と
い
う
事
態
が
ま
ず
は
指
摘

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
加
え
て
︑
遠
江
守
護
今
川
氏
に
よ
る
非
協

力
と
い
う
事
態
も
ま
た
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　
先
述
し
た
よ
う
に
︑
臨
済
宗
夢
窓
派
は
当
時
︑
斯
波
氏
と
緊
密
な
関
係
に

あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
同
派
の
遠
州
で
の
浸
透
・
拡
大
は
︑
斯
波
氏
と
対
抗

関
係
に
あ
っ
た
今
川
氏
に
と
っ
て
好
ま
し
い
事
態
で
あ
る
は
ず
が
な
い
︒
か
く

し
て
︑
禅
宗
導
入
と
い
う
点
で
︑
吉
良
氏
が
守
護
今
川
氏
か
ら
万
全
の
協
力
を

得
ら
れ
た
と
は
想
定
し
難
く
︑
結
果
︑
吉
良
氏
は
臨
済
宗
夢
窓
派
を
浜
松
へ
迎

え
入
れ
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
事
態
は
︑

都
鄙
の
間
で
の
ね
じ
れ
た
関
係
（
中
央
で
は
斯
波
氏
と
︑
地
方
で
は
そ
の
ラ
イ
バ

ル
今
川
氏
と
組
む
と
い
う
関
係
）
が
解
消
さ
れ
な
い
限
り
︑
根
本
的
に
解
決
す
る

見
込
み
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
だ
が
︑
こ
う
し
た
十
四
世
紀
の
状
況
は
︑
次
の
十
五
世
紀
に
な
る
と
文
字
通

り
一
変
し
て
い
く
︒
次
章
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

　

第
二
章
　
十
五 

世
紀
前
半
に
お
け
る
吉
良
氏
と
浜
松
庄 

―
―
浜
松
庄
支
配
の
展
開

　
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
十
四
世
紀
の
浜
松
で
は
真
言
宗
鴨
江
寺
の
勢
力

が
強
く
︑
吉
良
氏
の
支
援
し
た
禅
宗
の
同
地
へ
の
教
線
拡
大
の
試
み
は
︑
前
者

の
反
対
や
守
護
今
川
氏
に
よ
る
非
協
力
な
ど
周
囲
を
取
り
巻
く
状
況
の
前
に
︑

失
敗
し
た
︒
だ
が
︑
十
五
世
紀
に
入
る
と
真
言
宗
鴨
江
寺
に
交
替
す
る
か
の
よ

う
に
新
た
な
寺
院
が
台
頭
し
て
く
る
︒
そ
の
一
つ
が
「
授
竜
庵
」（
現
︑
寿
量
院
︒

浜
松
市
中
区
向
宿
）︑
も
う
一
つ
が
「
普
済
寺
」（
現
︑
浜
松
市
中
区
広
沢
）
で
あ

る
︒

　
し
か
し
︑
前
者
は
︑「
浜
松
に
は
中
世
文
書
が
乏
し
い
が
︑
向
宿
の
寿
量
院
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に
は
応
永
三
十
四
年
（
一
四
二
七
）
か
ら
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
に
至
る
六

通
の
文
書
が
あ
り
︑
貴
重
で
あ
る（

48
）

」
と
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
依
然
︑

検
討
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
︑
そ
の
宗
派
や
正
体
に
つ
い
て
も
謎
の
ま
ま
で
あ
る
︒

一
方
︑
後
者
も
︑
曹
洞
宗
の
東
海
地
域
に
お
け
る
一
大
拠
点
で
あ
っ
た
と
説
か

れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
そ
れ
ら
は
近
世
史
料
に
基
づ
い
た
説
明
・
解
説
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
た
め
︑
中
世
史
料
か
ら
裏
付
け
な
お
す
必
要
が
あ
る
︒

　
そ
こ
で
︑
本
章
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
寺
院
に
着
目
し
︑
ま
ず
は
︑
そ
の
正
体

と
歴
史
的
位
置
と
を
明
ら
か
に
し
て
︑
地
域
の
信
仰
空
間
を
復
元
す
る
︒
そ
の

上
で
︑
新
た
な
信
仰
空
間
の
創
出
が
可
能
と
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

︵
一
︶
臨
済
宗
授
竜
庵
︵
基
礎
的
考
証
編
︶

　
は
じ
め
に
︑
吉
良
氏
と
鴨
江
寺
と
の
関
係
か
ら
確
認
す
る
︒
応
永
二
十
二
年

（
一
四
一
五
）︑
吉
良
俊
氏
の
子
・
吉
良
義
尚
は
鴨
江
寺
に
対
し
て
書
下
を
与
え

た
︒
そ
れ
が
次
の
︻
史
料
五
︼
で
あ
る
︒
内
容
は
こ
れ
ま
で
見
た
︻
史
料
一
～

三
︼
と
同
じ
で
あ
る
︒
な
お
︑
本
文
書
の
発
給
者
を
﹃
静
岡
県
史
﹄
は
「
某
」

と
し
た
が
︑
文
書
の
内
容
と
形
式
と
が
吉
良
貞
義
（︻
史
料
一
︼）・
吉
良
満
貞

（︻
史
料
二
︼）・
吉
良
俊
氏
（︻
史
料
三
︼）
の
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
︑
及
び
︑

花
押
の
形
（
Ｅ
）
が
吉
良
義
尚
の
も
の
（
Ｆ
・
Ｇ

（
49
）

）
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
︑

吉
良
義
尚
に
比
定
さ
れ
る
︒

︻
史
料
五
︼
吉
良
義
尚
袖
判
書
下
（「
鴨
江
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

七
三
〇
頁
）

　
　
　
　
　（
花
⎝
吉
良
義
尚
⎠

押
）

　
　
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
領
所
務
条
々

一
︑ 

停
二

止
検
断
使
乱
入
一︑
犯
科
人
出
来
時
者
︑
為
二

寺
僧
一

可
レ

召
二

渡
其

身
一

事
︑

一
︑
可
レ

令
レ

免
二

除
寺
用
田
雑
役
一

事
︑

一
︑
可
レ

令
レ

免
二

除
寺
領
田
畠
天
役
一

事
︑

一
︑
可
レ

禁
二

断
寺
領
内
殺
生
一

事
︑

一
︑
不
レ

可
レ

補
二

別
当
一

事
︑

一
︑
立
野
立
山
之
外
︑
不
レ

可
レ

制
二

止
草
木
一

事
︑

右
︑
条
々
幷
報
恩
寺
以
下
寺
中
坊
敷
等
︑
任
二

先
例
一

可
レ

致
二

沙
汰
一

之
状

如
レ

件
︑

　
　
応
永
廿
二
年
八
月
七
日

（
遠
江
国
浜
松
庄
鴨
江
寺
領
所
務
条
々
︑
一
つ
︑
検
断
使
の
乱
入
を
停
止
し
︑

犯
科
人
出
来
の
時
は
︑
寺
僧
の
沙
汰
と
し
て
其
の
身
を
召
し
渡
す
べ
き
の
事
︑

一
つ
︑
寺
用
田
雑
役
を
免
除
せ
し
む
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
寺
領
田
畠
天
役
を
免

除
せ
し
む
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
寺
領
内
殺
生
を
禁
断
す
べ
き
の
事
︑
一
つ
︑
別

当
を
補
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
︑
一
つ
︑
立
野
立
山
の
外
︑
草
木
を
制
止
す
べ
か

ら
ざ
る
の
事
︑
右
︑
条
々
幷
び
に
報
恩
寺
以
下
寺
中
坊
敷
等
︑
先
例
に
任
せ
沙

汰
致
す
べ
き
の
状
件
の
如
し
）
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Ｅ　吉良義尚袖判書下
（「鴨江寺文書」 『静』 資6、 1326頁）

Ｆ　吉良義尚書状
（「宮地直一氏所蔵文書」 『東京大
学史料編纂所架蔵影写本』）

Ｇ　吉良義尚書状
（「石水博物館所蔵文書」 『三重県
史』資料編中世 2・別冊、84 頁）

　
な
お
︑
先
述
の
如
く
︑
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
の
吉
良
俊
氏
袖
判
書
下

（︻
史
料
三
︼）
は
吉
良
氏
の
代
替
わ
り
に
伴
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

今
回
も
同
様
の
経
緯
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
事
実
︑
吉
良
俊

氏
か
ら
吉
良
義
尚
へ
の
代
替
り
は
ま
さ
し
く
こ
の
時
期
の
出
来
事
で
あ
っ
た（

50
）

︒

　
だ
が
︑
本
文
書
を
最
後
に
「
鴨
江
寺
文
書
」（
吉
良
氏
発
給
文
書
）
は
以
後
約

百
年
間
︑
姿
を
消
す
︒
こ
の
こ
と
は
︑
吉
良
氏
と
鴨
江
寺
と
の
間
に
何
ら
か
の

関
係
変
化
（
関
係
相
対
化
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

　
実
際
︑
こ
の
時
期
︑
吉
良
氏
と
の
関
係
に
つ
き
︑
鴨
江
寺
に
替
わ
る
よ
う
に

新
た
に
登
場
し
て
く
る
寺
院
が
あ
っ
た
︒
そ
の
一
つ
が
授
竜
庵
で
あ
る
︒
こ
の

授
竜
庵
は
浜
松
に
現
存
し
︑
現
在
は
臨
済
宗
方
広
寺
派
の
寺
院
と
な
っ
て
い
る（

51
）

︒

ま
ず
は
関
係
史
料
を
二
点
掲
げ
よ
う
︒

︻
史
料
六
︼
吉
良
義
尚
寄
進
状
（「
寿
量
院
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

八
〇
九
頁
︶

寄
附
　
授
竜
庵

　 

遠
江
国
浜
松
庄
内
宇
間
郷
料
所
方
之
内
地
蔵
堂
幷
夷
宮
加
二

寄
進
一

之
地

等
︑
同
郷
給
人
方
畠
壱
段
等
事
︑

右
︑
所
レ

令
レ

寄
二

附
当
庵
一

也
者
︑
任
二

先
例
一

可
レ

被
レ

致
二

沙
汰
一

之
状
如
レ

件
︑

　
　
　
応
永
卅
四
年
八
月
十
九
日
　
　（
花
⎝
吉
良
義
尚
⎠

押
）

（
寄
附
す
　
授
竜
庵
︑
遠
江
国
浜
松
庄
内
宇
間
郷
料
所
方
の
内
地
蔵
堂
幷
び
に

夷
宮
寄
進
を
加
う
る
の
地
等
︑
同
郷
給
人
方
畠
壱
段
等
の
事
︑
右
︑
当
庵
に
寄

附
せ
し
む
る
と
こ
ろ
な
り
て
え
れ
ば
︑
先
例
に
任
せ
沙
汰
致
さ
る
べ
き
の
状
件

の
如
し
）

︻
史
料
七
︼
吉
良
義
尚
袖
判
書
下
（「
寿
量
院
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

八
二
六
頁
）

　
　
　
　（
花
⎝
吉
良
義
尚
⎠

押
）

遠
江
国
浜
松
庄
内
宇
間
郷
授
竜
庵
事
︑
任
二

先
例
一

領
掌
不
レ

可
レ

有
二

相
違
一

之
状
如
レ

件
︑

　
　
永
享
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
是
瓊
侍
者

（
遠
江
国
浜
松
庄
内
宇
間
郷
授
竜
庵
の
事
︑
先
例
に
任
せ
領
掌
相
違
有
る
べ
か

ら
ざ
る
の
状
件
の
如
し
）

　
は
じ
め
の
︻
史
料
六
︼
は
吉
良
義
尚
が
応
永
三
十
四
年
に
授
竜
庵
へ
所
領
の

寄
進
を
行
っ
た
も
の
で
︑「
寿
量
院
文
書
」
の
初
見
と
な
っ
て
い
る
︒
次
の

︻
史
料
七
︼
は
同
じ
く
吉
良
義
尚
が
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
に
「
是
瓊
」
に



室町期在京領主吉良氏と遠江国浜松庄

21

対
し
て
授
竜
庵
の
領
掌
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
︒

　
で
は
︑
授
竜
庵
と
は
一
体
い
か
な
る
性
格
の
寺
院
だ
っ
た
の
か
︒
手
掛
か
り

と
な
り
そ
う
な
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
︒

︻
史
料
八
︼ 

吉
良
義
尚
寄
進
状
校
正
案
文 

 

（「
寿
量
院
文
書
」﹃
静
﹄
資
七
︑ 

二
九
〇
頁
）

寄
附
　
授
竜
庵

　 

遠
江
国
浜
松
庄
内
宇
間
郷
料
所
方
之
内
地
蔵
堂
幷
夷
宮
加
二

寄
進
一

之
地

等
︑
同
郷
給
人
方
畠
壱
段
等
事
︑

右
︑
所
レ

令
レ

寄
二

附
当
庵
一

也
者
︑
任
二

先
例
一

可
レ

被
レ

致
二

沙
汰
一

之
状
如
レ

件
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
⎝

吉

良

義

尚

⎠

法
院
殿
様

　
　
　
応
永
卅
四
年
八
月
十
九
日
　
　
御
判

于
レ

時
大
永
三
未
年
︑
就
二

下
地
之
儀
一

従
二

奉
行
一

被
レ

申
子
細
有
レ

之
︑
以
二

此
御
判
一

申
披
候
︑

　
　
　
証
明
　
飯
尾
善
六
郎
殿

　
　
　
奉
行
　
飯
尾
善
四
郎
殿

　
　
右
︑
以
二

批
判
一

無
二

相
違
一

者
也
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
法
院
方
当
代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珠
栴
（
花
押
）

（
寄
附
す
　
授
竜
庵
︑
遠
江
国
浜
松
庄
内
宇
間
郷
料
所
方
の
内
地
蔵
堂
幷
び
に

夷
宮
寄
進
を
加
う
る
の
地
等
︑
同
郷
給
人
方
畠
壱
段
等
の
事
︑
右
︑
当
庵
に
寄

附
せ
し
む
る
と
こ
ろ
な
り
て
え
れ
ば
︑
先
例
に
任
せ
沙
汰
致
さ
る
べ
き
の
状
件

の
如
し
）

（
時
に
大
永
三
未
年
︑
下
地
の
儀
に
就
き
奉
行
よ
り
申
さ
る
る
子
細
こ
れ
有
り
︑

此
の
御
判
を
以
て
申
し
披
き
候
︑
証
明
　
飯
尾
善
六
郎
殿
　
奉
行
　
飯
尾
善
四

郎
殿
　
右
︑
批
判
を
以
て
相
違
無
き
も
の
な
り
）

　
こ
の
文
書
は
︑
十
六
世
紀
に
遠
江
を
制
圧
し
た
今
川
氏
に
対
し
て
︑
授
竜
庵

が
応
永
三
十
四
年
の
吉
良
義
尚
寄
進
状
（︻
史
料
六
︼）
を
持
ち
出
し
て
︑
寺
領

の
安
堵
を
認
め
さ
せ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
文
書

の
最
後
に
「
正
法
院
方
当
代
官
珠
栴
」
な
る
人
物
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
︒

竹
庵
珠
栴
・
玉
浦
珠
珍

　
で
は
︑
こ
の
「
正
法
院
方
当
代
官
珠
栴
」
と
は
一
体
誰
か
と
い
う
こ
と
だ
が
︑

彼
に
つ
い
て
は
も
う
一
通
︑「
寿
量
院
文
書
」
に
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
が
次
の
史
料
で
あ
る
︒

︻
史
料
九
︼
珠
栴
寄
進
状
（「
寿
量
院
文
書
」﹃
静
﹄
資
七
︑ 

七
二
四
頁
）

前
⎝

玉

浦

珠

珍

⎠

住
東
福
玉
浦
和
尚
大
禅
師
御
影
︑
今
日
以
二

吉
日
一

安
二

置
授
竜
庵
一︑
然

間
為
二

御
　
茶
湯
一︑
寺
嶋
之
内
参
貫
文
寄
進
申
候
畢
︑
無
二

退
転
一

御
　
洒

掃
専
一
候
︑
仍
如
レ

件
︑
子
孫
繁
栄
之
処
也
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
庵
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天
文
拾
九
庚
戌
載
十
二
月
吉
日
　
珠
栴
（
花
押
）

　
　
　
向
宿

　
　
　
　
授
竜
庵

（
前
住
東
福
玉
浦
和
尚
大
禅
師
の
御
影
︑
今
日
吉
日
を
以
て
授
竜
庵
に
安
置
す
︑

然
る
間
︑
御
茶
湯
と
し
て
寺
嶋
の
内
参
貫
文
寄
進
申
し
候
い
畢
ぬ
︑
退
転
無
く

御
洒
掃
専
一
に
候
︑
仍
て
件
の
如
し
︑
子
孫
繁
栄
の
と
こ
ろ
な
り
）

　
こ
こ
か
ら
︑
十
六
世
紀
に
珠
栴
が
「
前
住
東
福
玉
浦
和
尚
大
禅
師
御
影
」
を

授
竜
庵
に
安
置
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
の
「
前
住
東
福
玉
浦
和
尚
大
禅
師
」

と
は
︑﹃
静
岡
県
史
﹄
が
比
定
し
た
通
り
︑「
玉
浦
珠
珍
」
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
そ
の
玉
浦
珠
珍
と
は
︑
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
に
博
多
聖
福
寺
か
ら
京

都
東
福
寺
住
持
と
し
て
入
寺
し
︑
翌
年
三
河
で
死
去
し
た
臨
済
宗
聖
一
派
・
正

法
門
派
の
禅
僧
で
あ
る（

52
）

︒
な
お
︑
示
寂
の
地
・
三
河
だ
が
︑
彼
は
「
応
通
五

世（
53
）

」（
応
通
禅
師
と
は
三
河
実
相
寺
二
世
無
外
爾
然
︒
後
述
）
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の

場
所
は
吉
良
氏
と
関
係
の
深
い
三
河
実
相
寺
（
京
都
東
福
寺
末
）
と
考
え
ら
れ

る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
御
影
が
後
に
遠
江
授
竜
庵
に
安
置
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
以
上
か
ら
︑
玉
浦
珠
珍
は
京
都
東
福
寺
・
三
河
実
相
寺
・
遠
江
授
竜
庵
︑
そ

し
て
︑
吉
良
氏
と
関
係
の
深
い
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
の
僧
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
た
︒

　
翻
っ
て
︑
珠
栴
の
「
正
法
院
方
当
代
官
」（︻
史
料
八
︼）
で
あ
る
が
︑
彼
は

「
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
」
の
玉
浦
珠
珍
の
御
影
を
安
置
し
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
正
法
院
と
は
「
東
福
寺
正
法
院
」
に
比
定
で
き
る
︒
そ
し
て
そ
の
東
福

寺
正
法
院
と
は
吉
良
義
尚
が
「
喪
二

於
正
法
院
一

」
と
さ
れ
た
場
所
で（

54
）

︑「
正
法

乃
吉
良
殿
塔
頭
也
」
と
し
て
も
見
え
る（

55
）

吉
良
氏
と
は
極
め
て
関
係
の
深
い
東
福

寺
の
塔
頭
で
あ
っ
た
︒

東
陽
珠
堅

　
さ
て
︑
そ
の
玉
浦
珠
珍
の
師
は
「
東
陽
珠
堅
」
と
い
う
人
物
で
あ
る（

56
）

︒
彼
は

「
応
通
四
世（

57
）

」
に
し
て
︑
東
福
寺
住
持
も
務
め
た
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派

の
禅
僧
で
あ
る（

58
）

︒
そ
の
事
蹟
と
し
て
は
︑
応
永
二
十
四
年
に
行
わ
れ
た
﹃
聖
一

国
師
年
譜
﹄
の
校
正
・
改
刻
作
業
に
際
し
て
臨
済
宗
聖
一
派
の
岐
陽
方
秀
と
金

銭
を
供
出
し
た
こ
と（

59
）

や
︑
同
三
十
一
年
の
死
去（

60
）

な
ど
が
確
認
さ
れ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
彼
も
京
都
東
福
寺
・
三
河
実
相
寺
と
の
つ
な
が
り
が
確
認
さ

れ
る
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
の
僧
で
あ
っ
た
が
︑
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

が
次
の
史
料
で
あ
る
︒

︻
史
料
一
〇
︼
賀
久
留
神
社
所
蔵
棟
札
銘
（﹃
静
﹄
資
六
︑ 

七
七
八
頁
）

　
　
　
　
大
檀
那
源
⎝

吉

良

義

尚

⎠

朝
臣
義
尚
　
大
勧
進
釈
有
現
　
大
工
藤
原
□
□

八
幡
宮
御
宝
殿
一
宇
重
奉
二

造
立
一︑
伏
願
天
下
泰
平
︑
皇
風
永
扇
︑
国
土

安
穏
︑
壇
門
繁
昌
︑

　
　
　
　
応
永
二
十
六
年
己
亥
卯
年
十
五
日
　
願
主
比
丘
伝
法
珠
堅
謹
書

（
八
幡
宮
御
宝
殿
一
宇
重
て
造
立
し
奉
る
︑
伏
し
て
願
は
く
は
天
下
泰
平
︑
皇
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風
永
扇
︑
国
土
安
穏
︑
壇
門
繁
昌
）

　
こ
こ
に
は
︑
応
永
二
十
六
年
に
吉
良
義
尚
が
大
檀
那
と
な
っ
て
浜
松
に
賀
久

留
八
幡
宮
（
現
︑
賀
久
留
神
社
︒
浜
松
市
西
区
神
个
谷
）
を
造
立
し
た
際
の
願
主

と
し
て
︑「
珠
堅
」（
傍
線
部
）
な
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

61
）

︒
問
題

は
︑
こ
の
願
主
「
珠
堅
」
と
「
東
陽
珠
堅
」
と
の
関
係
如
何
で
あ
ろ
う
︒

　
ま
ず
︑︻
史
料
一
〇
︼
か
ら
願
主
・
珠
堅
が
吉
良
氏
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
対
す
る
東
陽
珠
堅
の
方
も
︑
吉
良
氏
の
建
立

し
た
三
河
実
相
寺
の
二
世
・
無
外
爾
然
の
法
流
を
汲
む
四
世
に
あ
た
り
（
先
述
）︑

か
つ
︑
彼
の
属
す
る
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
は
︑
後
に
ま
と
め
る
よ
う
に
︑

吉
良
氏
と
大
変
に
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
門
派
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑

︻
史
料
一
〇
︼
の
願
主
・
珠
堅
と
東
陽
珠
堅
と
は
と
も
に
吉
良
氏
と
緊
密
な
関

係
を
有
す
る
僧
な
の
で
あ
っ
て
︑
か
つ
︑
十
五
世
紀
初
め
と
い
う
時
期
的
に
も

同
時
期
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
も
併
せ
る
と
︑
両
者
は
同
一
人
物
と
見
て
間
違

い
な
か
ろ
う
︒

　
以
上
か
ら
︑
東
陽
珠
堅
は
京
都
東
福
寺
・
三
河
実
相
寺
︑
そ
し
て
︑
吉
良
氏

と
関
係
の
深
い
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
の
僧
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
︑

そ
の
よ
う
な
彼
が
︑
十
五
世
紀
前
半
︑
浜
松
に
登
場
し
た
こ
と
が
窺
え
た
︒

直
心
是
一

　
そ
の
東
陽
珠
堅
の
師
は
「
直
心
是
一
」
と
い
う
人
物
で
あ
る（

62
）

︒
彼
は
︑
康
暦

二
年
（
一
三
八
〇
）︑
春
屋
妙
葩
が
東
福
寺
に
通
天
橋
を
落
成
さ
せ
た
の
に
際

し
て
臨
済
宗
聖
一
派
の
性
海
霊
見
ら
が
慶
讃
次
韻
を
加
え
た
が
︑
そ
の
中
の
一

人
と
し
て
姿
が
確
認
さ
れ
る
人
物
で
あ
る（

63
）

︒
ま
た
︑
嘉
慶
元
年
（
一
三
八
七
）︑

宋
代
の
禅
籍
・﹃
冥
枢
会
要
﹄
を
東
福
寺
か
ら
五
山
版
と
し
て
刊
行
す
る
に
あ

た
っ
て
︑「
三
州
実
相
禅
寺
前
住
持
比
丘
是
一
」
こ
と
彼
・
直
心
是
一
が
施
財

を
行
っ
て
い
る
姿
も
確
認
で
き
る（

64
）

︒

　
以
上
か
ら
︑
直
心
是
一
も
京
都
東
福
寺
・
三
河
実
相
寺
︑
そ
し
て
︑
吉
良
氏

と
関
係
の
深
い
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
の
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
た
︒

彼
は
「
応
通
三
世
」
と
見
做
せ
よ
う
︒

一
峰
明
一

　
そ
の
直
心
是
一
の
師
は
「
一
峰
明
一
」
と
い
う
人
物
で
あ
る（

65
）

︒
彼
は
三
河
実

相
寺
二
世
無
外
爾
然
の
法
嗣
︑
す
な
わ
ち
︑「
応
通
二
世
」
で
︑
東
福
寺
住
持

と
な
っ
て
そ
の
塔
頭
・
正
法
院
を
開
い
た
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
の
僧
で

あ
る（

66
）

︒
な
お
︑
臨
済
宗
聖
一
派
の
僧
・
友
山
士
偲
の
﹃
友
山
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑

十
四
世
紀
︑
吉
良
満
義
は
一
峰
明
一
か
ら
「
衣
盂
」（
法
衣
と
盂
鉢
︒
そ
の
授
受

は
師
弟
関
係
成
立
を
意
味
す
る
）
を
受
け
︑
そ
の
後
︑
両
者
は
「
同
月
同
日
」

（
九
月
二
十
三
日
）
に
死
ん
だ
こ
と
で
︑「
師
資
縁
会
︑
互
為
二

主
伴
一︑
同
条
而
来
︑

同
条
而
去
」
と
ま
で
称
さ
れ
た
と
い
う（

67
）

︒
一
峰
明
一
と
吉
良
満
義
と
が
著
し
く

緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
一
峰
明
一
の
法
孫
こ

そ
東
陽
珠
堅
で
あ
り
︑
ま
た
︑
吉
良
満
義
の
曾
孫
こ
そ
吉
良
義
尚
な
の
で
あ
っ
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て
︑
そ
う
し
た
両
者
が
︑︻
史
料
一
〇
︼
で
見
た
よ
う
な
︑
後
に
と
も
に
浜
松

に
賀
久
留
八
幡
宮
を
造
立
す
る
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
も
肯
け
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
︒

　
以
上
か
ら
︑
一
峰
明
一
も
京
都
東
福
寺
・
三
河
実
相
寺
︑
そ
し
て
︑
吉
良
氏

と
関
係
の
深
い
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
の
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
た
︒

太
山
一
元

　
な
お
︑
一
峰
明
一
の
弟
子
に
は
直
心
是
一
の
他
に
︑「
太
山
一
元
」
も
い
た（

68
）

︒

彼
も
ま
た
三
河
実
相
寺
の
僧
で
︑
吉
良
氏
と
は
関
係
が
深
く
︑
貞
治
元
年

（
一
三
六
二
）︑
吉
良
満
貞
が
三
河
実
相
寺
に
木
造
釈
迦
三
尊
像
を
安
置
す
る
に

あ
た
り
︑
三
河
実
相
寺
の
太
山
一
元
が
筆
頭
と
な
っ
て
そ
の
胎
内
に
結
縁
交
名

を
納
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る（

69
）

︒

︵
二
︶
臨
済
宗
授
竜
庵
︵
発
展
的
考
察
編
︶

　
や
や
煩
雑
に
な
っ
た
の
で
︑
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
の
法
流
を
表
し
た

系
図
を
掲
げ
る
と
と
も
に
︑
併
せ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
考
察
結
果
を
二
点
︑
ま
と

め
た
い
︒

　
一
点
目
は
︑
授
竜
庵
︑
及
び
︑
玉
浦
珠
珍
を
起
点
と
し
て
そ
の
法
流
・
系
譜

（
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
）
を
辿
っ
て
い
く
と
︑
彼
ら
は
い
ず
れ
も
︑
京
都

東
福
寺
・
三
河
実
相
寺
︑
そ
し
て
︑
吉
良
氏
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
人
物

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
二
点
目
は
︑
そ
の
よ
う
な
吉
良
氏
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
臨
済
宗
聖
一
派
・

正
法
門
派
の
教
線
（
具
体
的
に
は
東
陽
珠
堅
）
が
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）

に
は
遠
州
浜
松
に
到
来
し
︑
そ
の
直
後
の
同
三
十
四
年
︑
吉
良
義
尚
に
庇
護
さ

れ
た
授
竜
庵
の
姿
が
確
認
さ
れ
は
じ
め
︑
そ
し
て
︑
そ
の
授
竜
庵
に
東
陽
珠
堅

の
法
嗣
・
玉
浦
珠
珍
（
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
）
の
御
影
が
安
置
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
以
上
か
ら
︑
授
竜
庵
は
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派
の
寺
院
で
あ
っ
た
と
見

做
す
こ
と
が
で
き
る
︒

　
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
が
授
竜
庵
こ
と
現
在
の
寿
量
院
に
存
在
し
た
︒
実
は
︑

筆
者
は
寿
量
院
の
橋
田
匡
邦
氏
の
御
厚
意
で
同
寺
院
所
蔵
の
史
料
を
調
査
す
る

機
会
に
恵
ま
れ
︑
以
下
の
二
つ
の
史
料
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
の
史
料
と

は
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
奥
書
を
有
す
る
﹃
寿
量
院
過
去
帳
﹄
と
天
明
五

年
（
一
七
八
五
）
に
「
畧
所
拷
訂
」
さ
れ
た
﹃
大
通
院
諸
末
寺
世
代
記
﹄
と
の

二
つ
で
あ
る
︒

　
両
書
を
紐
解
く
と
︑
い
ず
れ
も
寿
量
院
の
開
山
に
つ
い
て
「
東
福
開
山
聖
一

可
菴
円
慧

聖
一
国
師

無⎝
応
通
禅
師
⎠

外
爾
然

一⎝
応
通
二
世
⎠

峰
明
一

直⎝
応
通
三
世
⎠

心
是
一

東⎝
応
通
四
世
⎠

陽
珠
堅

玉⎝
応
通
五
世
⎠

浦
珠
珍

太
山
一
元

系図 2　�臨済宗聖一派・
正法門派の法流
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国
師
当
山
開
山
」（﹃
寿
量
院
過
去
帳
﹄）︑「
開
山
聖
一
国
師
」（﹃
大
通
院
諸
末
寺

世
代
記
﹄）
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
寿
量
院
は
臨
済
宗
方
広
寺
派
と
し
て
十
七
世
紀
頃
に
は
大
通
院
（
現
︑

浜
松
市
南
区
新
橋
）
の
末
寺
に
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
だ
が
︑そ
れ
以
前
に
は
「
前

住
東
福
実
相
中
興
当
山
三
世
玉
浦
大
和
尚
」︑「
前
住
東
福
当
山
四
世
法
林
宗
建

和
尚
」︑「
前
住
東
福
当
山
五
世
中
興
玄
室
禅
指
和
尚
」︑「
前
住
東
福
当
山
六
世

賢
叔
自
哲
和
上
」（﹃
寿
量
院
過
去
帳
﹄）
な
ど
と
︑
京
都
東
福
寺
や
三
河
実
相
寺

に
連
な
る
僧
が
そ
の
住
持
を
務
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
窺
え
る
︒

　
む
ろ
ん
︑
こ
の
二
つ
の
書
物
は
近
世
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑

注
意
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
だ
が
︑
寿
量
院
が
現
在
臨
済

宗
方
広
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
そ
の
中
で
︑
か
つ
て
臨
済
宗
聖
一
派
で
あ
っ
た
頃

の
記
憶
だ
け
は
し
っ
か
り
と
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
瞠
目
せ
ざ
る
を

得
ま
い
︒

　
な
お
︑﹃
大
通
院
諸
末
寺
世
代
記
﹄
は
︑
数
あ
る
末
寺
の
中
で
︑
普
門
寺
（
現
︑

浜
松
市
南
区
金
折
）
も
そ
の
開
山
を
聖
一
国
師
と
し
て
い
る
が
︑
中
世
の
普
門

寺
の
住
持
は
寿
量
院
の
住
持
を
務
め
て
い
た
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
︑
両
寺

院
の
つ
な
が
り
︑
さ
ら
に
は
︑
中
世
浜
松
に
お
け
る
臨
済
宗
聖
一
派
の
教
線
拡

大
の
過
程
ま
で
も
が
想
定
さ
れ
る
︒

　
以
上
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
︑
授
竜
庵
と
は
︑
臨
済
宗
聖
一
派
・
正
法
門
派

の
末
寺
と
し
て
十
五
世
紀
前
半
に
浜
松
に
開
か
れ
た
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
同
寺
院
創
建
直
後
の
︻
史
料
七
︼
に
見
え
る
「
是
瓊
」

な
る
人
物
も
ま
た
同
派
に
属
す
る
禅
僧
と
捉
え
ら
れ
︑
是
瓊
と
直
心
是
一
と
が

「
是
」
の
一
字
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
︑
両
者
は
関
係
者
と
見

て
間
違
い
な
か
ろ
う
︒

　
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
最
後
に
︑
そ
う
し
た
臨
済
宗
聖
一
派
の
寺
院
が
︑

十
五
世
紀
︑
浜
松
に
登
場
し
た
こ
と
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
︑
寺
家
・
武
家
両

者
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
た
い
︒

　
ま
ず
︑
先
ほ
ど
ま
と
め
た
吉
良
氏
と
臨
済
宗
聖
一
派
・
京
都
東
福
寺
・
三
河

実
相
寺
と
の
密
接
な
関
係
だ
が
︑
そ
れ
は
足
利
（
吉
良
）
満
氏
が
京
都
東
福
寺

開
山
の
聖
一
国
師
を
招
い
て
︑
自
ら
の
名
字
の
地
・
三
河
国
吉
良
庄
に
実
相
寺

を
建
立
し
た
十
三
世
紀
に
ま
で
遡
る（

70
）

︒
そ
の
後
︑
十
四
世
紀
に
は
三
河
実
相
寺

の
二
世
・
無
外
爾
然
︑
及
び
︑
三
世
・
可
菴
円
慧
が
開
山
と
な
っ
て
三
河
に
願

成
寺
（
現
︑
西
尾
市
）
が
創
建
さ
れ
︑
そ
れ
を
吉
良
氏
が
保
護
し
て
い
る（

71
）

︒
続

く
十
五
世
紀
に
も
一
峰
明
一
（
先
述
）
入
滅
の
地
と
な
っ
た
三
河
華
蔵
寺
（
現
︑

西
尾
市
）
に
吉
良
氏
が
財
政
支
援
を
行
い
︑
臨
済
宗
聖
一
派
の
岐
陽
方
秀
（
先

述
）
の
弟
子
の
恵
寿
・
恵
存
ら
が
転
輪
蔵
や
華
厳
道
場
を
建
て
て
い
る（

72
）

︒

　
以
上
か
ら
︑
臨
済
宗
聖
一
派
は
京
都
か
ら
︑
吉
良
氏
と
の
関
係
を
梃
に
し
て
︑

吉
良
氏
の
所
領
・
関
係
地
域
で
あ
る
三
河
へ
と
教
線
を
拡
大
・
深
化
さ
せ
て

い
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
︒

　
一
方
︑
吉
良
氏
の
方
も
臨
済
宗
聖
一
派
と
の
関
係
を
求
め
た
︒
既
に
見
た
事

例
以
外
に
も
︑
例
え
ば
︑
十
四
世
紀
︑
吉
良
満
義
は
父
・
吉
良
貞
義
の
百
日
忌

に
際
し
て
虎
関
師
練
（
臨
済
宗
聖
一
派
）
を
陞
座
の
師
に
請
い（

73
）

︑
吉
良
尊
義
も
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父
・
吉
良
満
義
の
十
三
回
忌
に
際
し
て
友
山
士
偲
（
臨
済
宗
聖
一
派
）
を
拈
香
・

陞
座
の
師
に
請
う
た（

74
）

︒
さ
ら
に
︑
十
五
世
紀
︑
吉
良
義
尚
の
闍
維
に
際
し
て
は

華
岳
建
冑
・
景
南
英
文
・
雲
章
一
慶
ら
（
い
ず
れ
も
臨
済
宗
聖
一
派
）
を
鎖
龕
・

起
龕
・
秉
炬
の
師
に
請
う
て
い
る（

75
）

︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
吉
良
氏
は
臨
済
宗
聖
一
派
・
京
都
東
福
寺
・
三
河
実
相
寺

と
の
間
に
非
常
に
強
い
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
臨
済
宗
聖
一
派
の

方
か
ら
見
れ
ば
︑
京
都
か
ら
三
河
へ
の
教
線
拡
大
・
深
化
の
過
程
で
も
あ
っ
た
︒

　
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
臨
済
宗
聖
一
派
が
︑
十
五
世
紀
︑
浜
松

に
登
場
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
︑
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
寺
家
（
臨
済
宗
聖
一
派
）
の
方
か
ら
見
れ
ば
︑

吉
良
氏
と
の
関
係
を
梃
に
京
都
か
ら
三
河
へ
と
拡
大
さ
せ
た
教
線
を
︑
十
五
世

紀
に
は
さ
ら
に
東
方
の
同
氏
領
・
浜
松
に
ま
で
拡
大
さ
せ
て
遠
江
授
竜
庵
を
建

立
し
︑
都
鄙
の
間
に
道
を
結
ぶ
こ
と
に
成
功
し
た（

76
）

︒
一
方
︑
武
家
（
吉
良
氏
）

の
方
か
ら
見
れ
ば
︑
自
ら
と
深
い
関
係
に
あ
る
禅
宗
勢
力
を
浜
松
に
ま
で
招
聘

し
得
た
こ
と
で
︑
前
世
紀
に
は
果
た
し
得
な
か
っ
た
真
言
宗
勢
力
（
鴨
江
寺
）

の
相
対
化
（
在
地
に
圧
倒
的
な
存
在
感
を
誇
っ
た
伝
統
的
宗
教
勢
力
の
打
破
）
を
漸

く
達
成
し
た
と
︒
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
位
置
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
こ
に
中
世
浜
松
の
信
仰
空
間
は
︑
明
確
に
多
元
化
（
多
様
化
）

し
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
の
信
仰
空
間
多
元
化
・
多
様
化
の
一
翼
を
担
い
︑
し
か
も
︑
臨
済
宗
以
上

に
中
世
浜
松
を
席
巻
し
た
宗
派
・
寺
院
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
曹
洞
宗
普
済
寺

で
あ
る
︒
続
け
て
︑
そ
の
普
済
寺
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒

︵
三
︶
曹
洞
宗
普
済
寺

　
普
済
寺
に
つ
い
て
は
既
に
一
定
の
研
究
が
あ
る（

77
）

︒
但
し
︑
そ
れ
ら
は
﹃
日
本

洞
上
聯
灯
録
﹄
な
ど
の
近
世
史
料
に
依
拠
し
た
説
明
・
解
説
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
っ
た
た
め
︑
中
世
史
料
か
ら
裏
付
け
な
お
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
︑

﹃
日
本
洞
上
聯
灯
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑
十
五
世
紀
前
半
︑
華
蔵
義
曇
が
吉
良
氏
に

庇
護
さ
れ
て
普
済
寺
を
立
て
た
と
い
う（

78
）

︒

　
ま
ず
︑
そ
の
創
建
だ
が
︑
嘉
吉
年
間
に
は
「
於
二

普
済
丈
室
一

（
79
）

」︑「
於
二

遠
江

州
随
縁
山
（
今
改
作
二

広
沢
山
一

）︑
普
済
禅
寺
之
方
丈
室
一

（
80
）

」
な
ど
と
見
え
る
こ

と
か
ら
︑
十
五
世
紀
前
半
に
は
そ
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
次
に
︑
吉
良
氏
と
普
済
寺
と
の
関
係
だ
が
︑
華
蔵
義
曇
が
死
の
直
前
の
康
正

元
年
（
一
四
五
五
）
に
遺
し
た
も
の
の
写
し
で
あ
る
﹃
華
蔵
和
尚
真
蹟
之
写（

81
）

﹄

に
よ
れ
ば
︑「
依
二

城
主
外
護
之
加
被
力
一

」
と
い
う
言
葉
が
認
め
ら
れ
る
た
め
︑

吉
良
氏
と
の
関
係
（
同
氏
か
ら
の
庇
護
）
も
ま
た
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
以
上
か
ら
︑
普
済
寺
に
つ
い
て
の
﹃
日
本
洞
上
聯
灯
録
﹄
の
記
載
は
基
本
的

に
信
頼
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
︑
改
め
て
普
済
寺
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
︑

十
五
世
紀
前
半
︑
吉
良
氏
か
ら
の
庇
護
を
受
け
て
建
て
ら
れ
た
同
寺
は
︑
以
降

「
普
済
寺
十
三
門
派
」
と
称
さ
れ
る
華
蔵
義
曇
の
弟
子
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
︑

浜
松
を
中
核
と
し
た
天
竜
川
周
辺
以
西
の
遠
江
︑
及
び
︑
三
河
・
尾
張
・
伊
勢
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方
面
へ
と
そ
の
教
線
を
爆
発
的
に
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

82
）

︒

普
済
寺
と
は
東
海
地
域
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
一
大
拠
点
な
の
で
あ
っ
た
︒

　
そ
う
し
た
普
済
寺
は
吉
良
氏
か
ら
庇
護
を
受
け
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
︑

「
吉
良
殿
御
位
碑
所（

83
）

」
と
し
て
吉
良
俊
氏
・
吉
良
義
尚
・
吉
良
義
真
ら
の
年
忌
・

月
忌
に
際
し
て
回
向
を
行
う（

84
）

な
ど
︑
両
者
は
双
方
向
的
な
関
係
を
持
つ
間
柄
に

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
で
は
︑
な
ぜ
華
蔵
義
曇
は
十
五
世
紀
前
半
︑
浜
松
に
や
っ
て
き
た
の
か
︒
華

蔵
義
曇
は
曹
洞
宗
寒
巌
派
の
人
物
で
︑
曹
洞
宗
寒
巌
派
は
寒
巌
義
尹
（
曹
洞
宗

の
開
祖
・
道
元
の
法
嗣
）
が
越
前
永
平
寺
か
ら
肥
後
大
慈
寺
へ
と
教
線
を
拡
大

さ
せ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
曹
洞
宗
の
有
力
な
一
派
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
鎮
西
で

振
る
わ
な
く
な
り（

85
）

︑
寒
巌
義
尹
か
ら
鉄
山
士
安
︱
東
洲
至
遼
︱
梅
巌
義
東
を
経

て
そ
の
法
流
を
継
承
し
た
華
蔵
義
曇
が
新
天
地
を
求
め
た
と
い
う
︒

　
だ
が
︑
な
ぜ
そ
こ
で
彼
が
行
き
着
い
た
の
が
浜
松
だ
っ
た
の
か
︒
こ
の
問
題

に
つ
き
︑
そ
の
理
由
を
直
接
示
す
よ
う
な
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
︑
試
み

に
︑
十
五
世
紀
前
半
の
遠
江
の
状
況
を
眺
め
て
み
る
と
︑
華
蔵
義
曇
が
到
達
す

る
直
前
の
遠
州
に
は
曹
洞
宗
の
別
の
有
力
な
一
派
が
既
に
到
来
し
て
い
た
こ
と

に
気
付
く
︒

　
そ
の
一
派
と
は
︑
能
登
総
持
寺
を
中
心
に
北
陸
へ
と
教
線
を
拡
大
さ
せ
た
螢

山
紹
瑾
か
ら
︑
峨
山
韶
碩
︱
太
源
宗
真
︱
梅
山
聞
本
と
連
な
る
法
流
・
一
派
で

あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
法
流
を
継
承
し
た
如
仲
天
誾
が
︑
応
永
十
八
年

（
一
四
一
一
）︑
遠
江
に
大
洞
院
（
現
︑
周
智
郡
森
町
）
を
設
け
た
の
で
あ
っ
た（

86
）

︒

以
降
「
大
洞
院
六
門
派
」
と
称
さ
れ
る
如
仲
天
誾
の
弟
子
た
ち
が
中
心
と
な
っ

て
︑
天
竜
川
周
辺
以
東
の
遠
江
︑
及
び
︑
そ
の
近
接
地
域
へ
と
教
線
を
爆
発
的

に
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

87
）

︒

　
そ
う
し
た
大
洞
院
の
活
動
を
保
護
し
て
い
た
の
が
遠
江
守
護
斯
波
氏
で
あ
り
︑

そ
も
そ
も
曹
洞
宗
が
北
陸
か
ら
遠
江
へ
と
進
出
・
拡
大
し
得
た
背
景
に
つ
い
て

も
︑
越
前
守
護
を
務
め
た
斯
波
氏
が
十
五
世
紀
初
頭
に
遠
江
守
護
を
獲
得
し
庇

護
を
加
え
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

88
）

︒

　
つ
ま
り
︑
十
五
世
紀
前
半
の
遠
江
に
は
曹
洞
宗
勢
力
が
一
足
早
く
入
っ
て
お

り
︑
教
線
拡
大
の
た
め
の
基
盤
が
既
に
整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒「
大
洞

院
六
門
派
」
と
「
普
済
寺
十
三
門
派
」
と
が
後
に
相
互
補
完
的
に
東
海
地
域
周

辺
へ
の
進
出
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
か
ら
考
え
る
に（

89
）

︑
華
蔵
義
曇
は
曹
洞
宗
展

開
の
新
天
地
と
し
て
そ
の
よ
う
な
遠
江
に
注
目
し
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
︒

そ
の
場
合
︑
天
竜
川
周
辺
以
東
に
は
既
に
斯
波
氏
と
組
ん
だ
大
洞
院
の
勢
力
が

存
在
す
る
以
上
︑
天
竜
川
周
辺
以
西
に
拠
点
を
求
め
る
他
な
く
︑
か
つ
︑
守
護

斯
波
氏
と
は
対
立
関
係
に
な
い
者
を
庇
護
者
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ

う
に
見
た
と
き
︑
華
蔵
義
曇
が
吉
良
氏
︑
そ
し
て
︑
浜
松
に
着
目
し
た
の
は
至

極
当
然
な
選
択
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
以
上
︑
曹
洞
宗
普
済
寺
に
つ
い
て
見
て
き
た
︒
先
述
し
た
臨
済
宗
授
竜
庵
の

姿
と
併
せ
て
︑
十
四
世
紀
と
は
浜
松
の
信
仰
空
間
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の

が
分
か
る
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑
そ
う
し
た
信
仰
空
間
の
創
出
を
吉
良
氏
に
可
能

と
さ
せ
た
も
の
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
︒
こ
の
点
︑
吉
良
氏
を
取
り
巻
く
地
域
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の
状
況
︑
特
に
一
国
守
護
と
の
関
係
に
注
目
し
つ
つ
︑
最
後
に
︑
検
討
を
加
え

て
い
く
︒

︵
四
︶
遠
江
守
護
斯
波
氏
と
の
関
係

　
今
川
氏
が
守
護
を
務
め
て
い
た
十
四
世
紀
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
︑
十
五
世

紀
に
な
る
と
応
永
十
二
年
（
一
四
〇
五
）
頃
に
は
幕
府
管
領
を
務
め
る
斯
波
義

重
が
新
た
な
遠
江
守
護
に
就
任
し
︑
以
後
約
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
斯
波
氏

が
遠
江
守
護
を
独
占
的
に
務
め
る
よ
う
に
な
る
︒

　
だ
が
︑
先
述
の
如
く
︑
斯
波
義
重
は
吉
良
満
貞
が
斯
波
義
将
に
娘
を
嫁
が
せ

た
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
た
子
で
あ
り
︑
吉
良
氏
と
は
血
縁
で
つ
な
が
る
人
物
で

あ
っ
た
た
め
︑
吉
良
氏
と
し
て
は
今
川
氏
か
ら
斯
波
氏
へ
の
遠
江
守
護
改
替
は

全
く
問
題
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
事
実
︑
吉
良
氏
が
浜
松
内
外
で
こ
れ

ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
所
領
拡
充
や
代
官
請
負
な
ど
と
い
っ
た
活
動
を

活
発
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る（

90
）

の
は
︑
斯
波
氏
に
よ
る
遠
州
支
配

が
最
も
安
定
し
て
い
た
と
さ
れ
る
一
四
〇
〇
年
代
頃
か
ら
一
四
三
〇
年
代
頃
に

か
け
て
の
時
期（

91
）

な
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
領
主
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松
支
配
が
充
実
し
は
じ
め
た
時
期
と
︑

守
護
斯
波
氏
に
よ
る
遠
江
支
配
が
安
定
し
て
い
た
時
期
と
が
重
な
っ
て
い
る

（
相
関
関
係
に
あ
る
）
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
︑
守
護
と
姻
戚
な
ど
緊
密
な
関
係
に

あ
る
領
主
の
地
域
支
配
の
安
泰
が
守
護
支
配
の
そ
れ
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
︒
こ
の
点
︑
他
地
域
で
も
︑
先
述
し

た
よ
う
に
︑
越
前
守
護
家
斯
波
氏
と
国
人
（
奉
公
衆
家
）
千
秋
氏
と
が
姻
戚
を

含
め
密
接
な
関
係
に
あ
り
︑
政
治
的
な
浮
沈
も
と
も
に
し
て
い
た
と
い
う
事
例（

92
）

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
に
斯
波
義
重
の
子
・
斯
波
義
郷
が
死
去

し
た
の
に
伴
っ
て
幼
い
斯
波
義
健
が
家
督
を
相
続
し
て
か
ら
は
︑
嘉
吉
元
年

（
一
四
四
一
）
の
遠
江
今
川
氏
の
叛
乱（

93
）

︑
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
の
斯
波
氏
家

臣
団
の
内
紛（

94
）

な
ど
︑
遠
江
の
不
安
定
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
︒

　
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
文
安
四
年
︑
吉
良
義
尚
は
斯
波
義
健
に
娘
を
嫁
が
せ
︑

斯
波
氏
家
臣
団
の
紛
争
を
停
止
さ
せ
た（

95
）

︒
こ
の
よ
う
に
吉
良
氏
が
斯
波
氏
権
力

の
弱
体
化
を
回
避
す
べ
く
尽
力
し
た
背
景
に
は
︑
管
領
の
一
角
た
る
斯
波
氏
を

救
う
こ
と
で
幕
府
の
安
寧
を
図
る
と
同
時
に
︑
守
護
た
る
斯
波
氏
に
安
定
的
な

遠
江
支
配
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
で
自
ら
の
浜
松
支
配
の
安
泰
を
期
す
と
い
う
思

惑
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
吉
良
氏
が
斯
波
氏
勢
力
の
脆
弱
化
を

願
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
十
五
世
紀
前
半
の
浜
松
に
禅
宗
勢
力
が
浸

透
し
得
た
背
景
を
考
え
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
浜

松
領
主
・
吉
良
氏
の
願
い
と
は
︑
自
ら
と
親
し
い
間
柄
に
あ
る
守
護
・
斯
波
氏

に
よ
る
遠
江
の
安
定
的
な
支
配
で
あ
っ
た
︒
事
実
︑
十
五
世
紀
前
半
と
い
う
時

期
は
︑
吉
良
氏
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
斯
波
氏
に
よ
る
遠
江
支
配
が
最
も
安

定
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
︑
同
時
に
︑
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松
内
外
の
支
配
が
充

実
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
遠
江
守
護
斯
波
氏
と
の
緊
密
な
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関
係
と
守
護
に
よ
る
遠
江
情
勢
の
安
定
化
を
背
景
と
し
て
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松

支
配
も
深
化
・
充
実
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
同
氏
は
真
言
宗
鴨
江
寺
の
反
対
を
押

し
切
り
得
︑
漸
く
禅
宗
勢
力
の
招
聘
に
成
功
し
た
の
だ
と
︒
ひ
と
ま
ず
︑
以
上

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
と
同
時
に
︑
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松
へ
の
禅
宗
導
入
成
功
の
背
景
に
は
︑

斯
波
氏
に
よ
る
全
面
的
な
協
力
も
あ
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
︒
前
章
で
も
述

べ
た
よ
う
に
︑
十
四
世
紀
後
半
︑
今
川
氏
が
遠
江
守
護
で
あ
っ
た
時
代
は
︑
同

氏
と
対
抗
関
係
に
あ
る
斯
波
氏
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
禅
宗
勢
力
が
遠
州
に

浸
透
・
拡
大
し
て
い
く
の
は
困
難
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
事
実
︑
そ
れ
は
失
敗

し
た
︒
中
央
で
は
斯
波
派
︑
地
方
で
は
そ
の
ラ
イ
バ
ル
細
川
派
（
今
川
氏
）
と

組
む
と
い
う
吉
良
氏
に
よ
る
「
二
重
外
交
」
の
限
界
で
あ
る
︒
だ
が
︑
十
五
世

紀
︑
今
川
氏
に
替
わ
っ
て
斯
波
氏
が
遠
江
守
護
と
な
る
と
︑
そ
う
し
た
限
界
は

自
ず
と
突
破
さ
れ
る
︒
吉
良
氏
は
都
鄙
い
ず
れ
に
お
い
て
も
斯
波
氏
と
結
ぶ
に

至
る
か
ら
で
あ
る
︒
か
く
し
て
︑
禅
宗
勢
力
の
遠
江
へ
の
浸
透
・
拡
大
に
も
障

壁
は
な
く
な
り
︑
結
果
︑
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松
へ
の
禅
宗
導
入
は
成
功
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
都
鄙
に
お
け
る
遠
江
守
護
斯
波
氏
と
の
緊
密
な
関
係
︑
そ
し

て
︑
そ
れ
に
よ
る
浜
松
で
の
吉
良
氏
の
領
主
支
配
の
進
展
と
︑
斯
波
氏
に
よ
る

遠
州
で
の
禅
宗
拡
大
方
針
協
力
が
︑
前
世
紀
と
は
異
な
り
︑
吉
良
氏
に
よ
る
浜

松
へ
の
禅
宗
導
入
成
功
の
背
景
と
し
て
は
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
だ
が
︑
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）︑
斯
波
義
健
が
夭
折
す
る
と
︑
吉
良
氏
の

思
い
も
空
し
く
︑
斯
波
氏
の
遠
江
支
配
は
混
乱
し
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
吉
良
氏

も
ま
た
不
安
定
な
時
代
に
対
峙
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る（

96
）

︒

　

お
わ
り
に

　
以
上
︑
本
稿
で
は
従
来
未
検
討
で
あ
っ
た
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
前

半
に
か
け
て
の
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松
庄
支
配
に
つ
き
︑
こ
れ
ま
で
発
給
者
不
明

と
さ
れ
て
き
た
関
係
文
書
を
花
押
の
形
か
ら
全
て
吉
良
氏
発
給
の
も
の
と
確
定

さ
せ
つ
つ
︑
そ
れ
を
突
破
口
に
︑
同
氏
の
特
に
寺
社
と
の
関
係
を
中
心
と
し
た

地
域
支
配
の
実
態
解
明
と
︑
そ
の
前
提
と
し
て
の
同
地
に
お
け
る
信
仰
空
間
を

軸
と
し
た
在
地
構
造
の
復
元
を
第
一
に
行
い
︑
そ
の
上
で
︑
守
護
と
の
関
係
︑

連
動
す
る
都
鄙
の
姿
︑
都
鄙
を
結
ぶ
道
な
ど
の
実
相
に
つ
い
て
も
適
宜
に
検
討

し
て
き
た
︒
以
下
︑
結
論
部
分
を
ま
と
め
て
お
こ
う
︒

　
第
一
章
で
は
︑
十
四
世
紀
後
半
の
吉
良
氏
と
浜
松
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒

　
は
じ
め
に
︑
観
応
擾
乱
を
経
て
幕
府
に
帰
参
し
た
吉
良
氏
は
︑
中
央
で
の
派

閥
抗
争
に
お
い
て
斯
波
派
と
親
し
い
位
置
に
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
復
権
を
成

し
得
︑
浜
松
庄
も
獲
得
し
得
た
こ
と
︑
だ
が
︑
同
氏
は
斯
波
派
の
対
抗
勢
力
で

あ
る
今
川
氏
（
了
俊
）
と
も
同
時
に
姻
戚
関
係
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
︒

　
次
に
︑
そ
の
「
ね
じ
れ
」
の
背
景
と
し
て
は
︑
中
央
（
京
都
）
の
状
況
か
ら

で
は
説
明
が
困
難
で
︑
今
川
氏
と
の
間
に
伝
統
的
な
姻
戚
関
係
も
特
に
は
見
受
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け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
地
方
（
遠
江
）
の
在
り
方
こ
そ
影
響
し
て
い
た
も
の

と
考
え
︑
吉
良
氏
と
浜
松
庄
と
の
関
係
を
探
っ
た
︒

　
ま
ず
︑
十
四
世
紀
以
降
︑
浜
松
は
吉
良
氏
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒

だ
が
︑
そ
こ
に
は
同
氏
の
入
部
以
前
か
ら
存
在
す
る
真
言
宗
鴨
江
寺
が
強
大
な

勢
力
を
誇
っ
て
い
た
︒
か
く
し
て
︑
吉
良
氏
は
同
勢
力
の
相
対
化
を
図
る
べ
く
︑

十
四
世
紀
後
半
︑
そ
の
寺
領
を
没
収
し
て
臨
済
宗
夢
窓
派
の
有
力
な
禅
僧
・
汝

霖
妙
佐
に
寄
進
し
同
派
を
現
地
・
浜
松
ま
で
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑

そ
れ
は
鴨
江
寺
の
強
い
反
対
の
前
に
失
敗
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
吉
良
氏
が
十
四
世
紀
後
半
に
浜
松
支
配
を
は
じ
め
た
事
実

及
び
地
域
の
実
態
を
解
明
す
る
と
同
時
に
︑
ま
さ
に
そ
の
時
期
︑
浜
松
の
存
す

る
遠
江
の
守
護
を
務
め
て
い
た
の
が
今
川
氏
（
了
俊
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
確

認
・
指
摘
し
た
︒
か
く
し
て
︑
浜
松
の
領
主
と
し
て
そ
の
支
配
の
安
泰
を
期
す

べ
く
浜
松
の
存
す
る
遠
江
の
守
護
を
務
め
る
今
川
氏
と
の
関
係
強
化
・
延
長
を

図
っ
て
吉
良
氏
は
今
川
氏
と
姻
戚
関
係
樹
立
に
踏
み
切
っ
た
と
結
論
付
け
た
︒

だ
が
︑
中
央
で
は
斯
波
派
と
︑
地
方
で
は
細
川
派
（
今
川
氏
）
と
組
む
と
い
う

「
二
重
外
交
」
は
︑
遠
州
に
斯
波
氏
と
親
し
い
禅
宗
勢
力
を
導
入
す
る
と
い
う

点
に
関
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
に
働
き
︑
結
果
︑
鴨
江
寺
の
反
発
に
加
え
て
︑
遠
江

守
護
今
川
氏
か
ら
の
非
協
力
と
い
う
事
態
も
︑
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松
へ
の
禅
宗

導
入
失
敗
の
一
因
と
な
っ
た
と
指
摘
し
た
︒

　
第
二
章
で
は
︑
十
五
世
紀
前
半
の
吉
良
氏
と
浜
松
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒

　
十
五
世
紀
に
入
る
と
︑
浜
松
の
信
仰
空
間
は
一
変
し
た
︒
真
言
宗
鴨
江
寺
と

交
替
す
る
か
の
よ
う
に
︑
新
た
な
寺
院
が
台
頭
し
た
の
で
あ
る
︒
一
つ
が
臨
済

宗
（
聖
一
派
）
授
竜
庵
︑
も
う
一
つ
が
曹
洞
宗
（
寒
厳
派
）
普
済
寺
で
あ
っ
た
︒

吉
良
氏
は
︑
鴨
江
寺
の
勢
力
を
押
し
切
る
形
で
禅
宗
勢
力
の
招
聘
に
成
功
し
︑

前
世
紀
に
は
果
た
し
得
な
か
っ
た
中
世
浜
松
の
信
仰
空
間
の
相
対
化
を
達
成
し

た
の
で
あ
っ
た
︒
同
時
に
︑
こ
れ
は
寺
家
（
特
に
臨
済
宗
聖
一
派
）
の
方
か
ら

眺
め
れ
ば
︑
吉
良
氏
と
の
関
係
を
足
掛
か
り
に
京
都
か
ら
三
河
へ
と
つ
な
い
だ

教
線
を
︑
十
五
世
紀
に
は
さ
ら
に
東
方
の
吉
良
氏
領
・
遠
江
に
ま
で
拡
大
さ
せ

た
成
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
こ
う
し
た
事
情
（
変
化
）
の
背
景
と
し
て
は
︑
遠
江
新
守
護
斯
波
氏
と
の
緊

密
な
関
係
と
守
護
に
よ
る
遠
江
支
配
の
安
定
の
下
︑
吉
良
氏
も
浜
松
内
外
で
領

主
支
配
・
勢
力
を
拡
大
・
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
︑
そ
し
て
︑
今

川
氏
が
遠
江
守
護
を
務
め
た
前
世
紀
段
階
と
は
異
な
り
︑
都
鄙
と
も
に
斯
波
氏

と
連
携
す
る
と
い
う
時
代
に
移
っ
た
こ
と
で
︑
禅
宗
勢
力
の
遠
江
へ
の
導
入
に

障
壁
が
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
結
論
付

け
た
︒

　
最
後
に
︑
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
吉
良
氏
（
在
京
す
る
非
守
護
・

有
力
者
）
に
よ
る
浜
松
庄
支
配
（
地
域
支
配
）
と
い
う
実
例
を
通
じ
︑
近
年
の

研
究
で
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
︑
必
ず
し
も
守
護
の
み
に
収
斂
す
る
こ
と
の

な
い
多
様
な
在
京
有
力
者
勢
力
が
︑
中
央
か
ら
地
方
を
支
配
し
︑
都
鄙
が
多
元

的
に
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
室
町
期
支
配
体
制
の
像
・
姿
に
関
し
て
い
く
ら
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か
の
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
︒
既
に
在
地
に
お
け
る
領
主
支
配
や
信
仰
の
問
題

に
つ
い
て
は
検
討
を
終
え
た
の
で
︑
こ
こ
で
は
①
「
守
護
以
外
の
勢
力
の
存

在
」
が
強
調
さ
れ
た
が
た
め
に
却
っ
て
後
景
に
退
い
て
し
ま
っ
た
感
の
あ
る
彼

ら
（
非
守
護
勢
力
）
と
守
護
と
の
関
係
︑
②
連
動
す
る
都
鄙
の
姿
（
と
り
わ
け
地

方
の
持
つ
影
響
力
に
注
目
し
て
）︑
③
都
鄙
を
つ
な
ぐ
道
の
実
態
︑
の
三
点
に
つ

き
︑
一
般
化
し
つ
つ
︑
言
及
・
展
望
す
る
︒

　
第
一
点
目
と
し
て
は
︑
一
国
に
お
け
る
守
護
と
領
主
と
の
姻
戚
・
協
調
関
係

で
あ
る
︒
一
般
に
︑
あ
る
国
に
お
い
て
︑
守
護
と
守
護
以
外
の
勢
力
（
特
に
守

護
を
介
さ
ず
将
軍
と
直
結
す
る
よ
う
な
勢
力
）
と
の
関
係
は
︑
依
然
緊
張
・
対
立

関
係
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
今
川
︱
吉
良
両
者
の
間

に
そ
の
よ
う
な
関
係
は
基
本
的
に
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
こ
と
は
斯
波
︱
吉
良

両
者
で
も
同
じ
で
あ
る
︒
吉
良
氏
は
常
に
守
護
と
姻
戚
を
含
む
緊
密
・
良
好
な

関
係
を
維
持
・
構
築
す
る
こ
と
で
︑
自
身
の
所
領
支
配
の
安
泰
と
幕
府
体
制
の

安
寧
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
︒
一
国
に
お
け
る
守
護
︱
非
守
護
の
関
係
は
こ
う

し
た
協
調
・
姻
戚
関
係
に
も
も
っ
と
注
目
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る（

97
）

︒

　
第
二
点
目
と
し
て
は
︑
地
方
が
中
央
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
︒
地
方
発
の
出
来
事
が
中
央
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
事
例
と
し
て
は
︑
同
時

期
の
越
前
や
越
中
で
起
き
た
在
地
の
紛
争
が
た
ち
ま
ち
に
京
都
に
飛
び
火
し
て

管
領
の
没
落
と
い
っ
た
大
事
件
（
貞
治
・
康
暦
の
政
変
）
に
ま
で
発
展
・
炎
上

し
た
ケ
ー
ス
が
既
に
知
ら
れ
て
い
る（

98
）

︒
だ
が
︑
吉
良
︱
今
川
両
者
の
よ
う
に
︑

中
央
で
は
本
来
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
者
同
士
が
︑
地
方
︑
す
な
わ
ち
︑
守
護
と

国
内
有
力
者
と
い
う
立
場
上
の
関
係
か
ら
︑
互
恵
関
係
維
持
の
た
め
派
閥
関
係

を
超
え
て
中
央
で
結
婚
を
図
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
な
ど
︑
対
立
だ
け
で
は

な
く
︑
協
調
・
姻
戚
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
︑
地
方
は
中
央
に
影
響
を
与
え
て

い
た
の
で
あ
る
︒
都
鄙
の
連
動
は
中
央
・
地
方
双
方
か
ら
︑
様
々
な
契
機
か
ら

考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

　
第
三
点
目
と
し
て
は
︑「
守
護
以
外
の
勢
力
」
と
「
禅
僧
」
と
が
相
俟
っ
て

中
央
か
ら
地
方
へ
と
摩
擦
や
抵
抗
を
乗
り
越
え
て
道
を
つ
な
い
で
い
く
具
体
的

な
様
相
で
あ
る
︒
近
年
︑
早
島
大
祐
氏
は
︑
細
川
・
斯
波
・
山
名
・
赤
松
な
ど

の
各
守
護
（
大
名
）
家
の
事
例
か
ら
︑
都
鄙
を
結
ぶ
道
を
「
守
護
の
道
」・「
禅

僧
の
道
」
な
ど
に
整
理
し
︑
そ
の
道
同
士
が
撚
り
合
わ
さ
っ
て
都
鄙
の
ラ
イ
ン

が
織
り
成
さ
れ
る
姿
を
描
出
し
た（

99
）

︒
禅
宗
史
（
宗
教
史
）
と
政
治
史
と
を
リ
ン

ク
さ
せ
た
手
法
は
興
味
深
く
︑
本
稿
も
そ
う
し
た
視
点
・
方
法
（
教
線
拡
大
を

具
体
的
に
跡
付
け
つ
つ
︑
武
家
研
究
に
も
応
用
す
る
）
自
体
は
活
用
し
て
い
る
︒

だ
が
︑
そ
の
際
に
は
「
守
護
以
外
の
勢
力
の
道
」
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
し
︑
ま
た
︑
禅
僧
が
武
家
と
結
び
付
い
て
中
央
か
ら
地
方
へ
道
を
つ

な
い
で
い
こ
う
と
し
て
も
︑
十
四
世
紀
の
禅
宗
と
真
言
宗
（
鴨
江
寺
）
の
ケ
ー

ス
の
よ
う
に
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
直
線
的
に
進
展
・
成
功
す
る
と
は
限
ら
ず
︑

在
地
・
地
域
に
根
差
し
た
宗
教
勢
力
の
力
量
や
周
囲
の
政
治
状
況
如
何
に
よ
っ

て
は
︑
押
し
返
さ
れ
て
失
敗
す
る
ケ
ー
ス
・
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意

す
べ
き
で
あ
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松
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庄
支
配
に
つ
い
て
分
析
し
︑
そ
れ
を
通
し
て
︑
近
年
盛
ん
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︑

必
ず
し
も
守
護
の
み
に
収
斂
す
る
こ
と
の
な
い
多
様
な
在
京
有
力
者
勢
力
が
︑

中
央
か
ら
地
方
を
支
配
し
︑
都
鄙
が
多
元
的
に
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
室
町

期
支
配
体
制
の
像
・
姿
に
つ
い
て
検
討
（
批
判
・
補
完
）
を
図
ろ
う
と
し
た
︒

そ
の
際
︑
近
時
︑「
京
都
」
や
「
守
護
以
外
の
勢
力
の
存
在
」
が
強
調
さ
れ
た

が
た
め
に
却
っ
て
後
景
に
退
い
て
し
ま
っ
た
感
の
あ
る
︑
在
地
に
お
け
る
非
守

護
勢
力
の
領
主
と
し
て
の
支
配
の
側
面
や
地
域
の
実
態
解
明
に
力
点
を
置
き
つ

つ
︑
彼
ら
（
非
守
護
勢
力
）
と
守
護
と
の
関
係
（
姻
戚
・
協
調
面
）︑
地
方
か
ら

中
央
を
規
定
し
て
い
く
動
き
︑
都
鄙
を
つ
な
ぐ
道
の
具
体
相
な
ど
に
関
し
て
も

考
察
し
︑
十
分
注
意
を
払
う
必
要
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
︒
そ
し
て
︑
本
稿

で
剖
検
し
た
吉
良
氏
に
よ
る
浜
松
庄
支
配
の
在
り
方
は
︑
室
町
期
在
京
領
主
に

よ
る
遠
隔
地
支
配
の
一
例
と
し
て
あ
る
程
度
一
般
化
で
き
る
も
の
と
考
え
る
︒

他
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
検
討
・
参
照
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
︑
そ

れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
︑
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
︒

注（
1
）  

石
母
田
正
﹃
中
世
的
世
界
の
形
成
﹄（
伊
藤
書
店
︑
一
九
四
六
年
）︑
永
原
慶
二
﹃
日

本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
﹄（
岩
波
書
店
︑
一
九
六
一
年
）
な
ど
︒

（
2
）  

田
沼
睦
「
室
町
幕
府
・
守
護
・
国
人
」（﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
﹄
七
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
七
六
年
）︑
川
岡
勉
﹃
室
町
幕
府
と
守
護
権
力
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
）

な
ど
︒

（
3
）  

清
水
克
行
「
荘
園
制
と
室
町
社
会
」（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
七
九
四
︑ 

二
〇
〇
四
年
）︑
早

島
大
祐
﹃
首
都
の
経
済
と
室
町
幕
府
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
六
年
）︑
同
﹃
室
町
幕

府
論
﹄（
講
談
社
︑二
〇
一
〇
年
）︑山
田
徹
「
南
北
朝
期
の
守
護
在
京
」（﹃
日
本
史
研
究
﹄

五
三
四
︑ 

二
〇
〇
七
年
）︑
同
「
南
北
朝
期
の
守
護
論
を
め
ぐ
っ
て
」（
中
世
後
期
研
究

会
編
﹃
室
町
・
戦
国
期
研
究
を
読
み
な
お
す
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
）︑
同
「
南

北
朝
期
に
お
け
る
所
領
配
分
と
中
央
政
治
」（﹃
歴
史
評
論
﹄
七
〇
〇
︑ 

二
〇
〇
八
年
）︑

同
「
室
町
領
主
社
会
の
形
成
と
武
家
勢
力
」（﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
二
三
︑ 

二
〇
一
〇
年
）︑

同
「
室
町
期
越
中
国
・
備
前
国
の
荘
郷
と
領
主
」（
東
寺
文
書
研
究
会
編
﹃
東
寺
文
書
と

中
世
の
諸
相
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
一
年
）︑
同
「
摂
津
国
中
島
と
河
内
国
十
七
个
所
・

八
个
所
」（﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
三
八
︑ 

二
〇
一
三
年
）︑
同
「
足
利
将
軍
家
の
荘
園
制
的

基
盤
」（﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
二
三
︱
九
︑ 

二
〇
一
四
年
）︑
同
「
室
町
時
代
の
支
配
体
制
と

列
島
諸
地
域
」（﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
三
一
︑ 

二
〇
一
五
年
）︑
吉
田
賢
司
﹃
室
町
幕
府
軍

制
の
構
造
と
展
開
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
〇
年
）︑
伊
藤
俊
一
﹃
室
町
期
荘
園
制
の

研
究
﹄（
塙
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
）︑
同
「
室
町
期
荘
園
制
論
の
課
題
と
展
望
」（﹃
歴
史

評
論
﹄
七
六
七
︑ 

二
〇
一
四
年
）︑
大
藪
海
﹃
室
町
幕
府
と
地
域
権
力
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
一
三
年
）︑
同
「
中
世
後
期
の
地
域
支
配
」（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
九
一
一
︑ 

二
〇
一
三

年
）
な
ど
︒

（
4
）  

川
岡
勉
氏
の
室
町
幕
府
︱
守
護
体
制
論
（
前
掲
注
（
2
））
に
対
し
︑
近
年
︑
山
田
徹

氏
や
大
藪
海
氏
（
前
掲
注
（
3
））
ら
が
守
護
以
外
の
存
在
に
も
注
目
し
て
批
判
を
展
開
︑

幕
府
・
中
央
に
よ
る
地
域
支
配
の
実
態
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒

（
5
）  

呉
座
勇
一
「﹃
都
鄙
関
係
を
読
み
な
お
す
﹄
を
読
み
な
お
す
」（
東
京
大
学
中
世
史
研

究
会
発
表
レ
ジ
ュ
メ
︑
二
〇
〇
八
年
）︑
稲
垣
翔
「
書
評
﹃
室
町
・
戦
国
期
研
究
を
読
み

な
お
す
﹄」（﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
一
一
︑ 

二
〇
〇
八
年
）︑
川
岡
勉
「
書
評
﹃
室
町
・
戦

国
期
研
究
を
読
み
な
お
す
﹄」（﹃
史
林
﹄
九
二
︱
五
︑ 

二
〇
〇
九
年
）︑
山
本
隆
志
「
書

評
﹃
室
町
期
荘
園
制
の
研
究
﹄」（﹃
日
本
史
研
究
﹄
五
八
九
︑ 

二
〇
一
一
年
）︒

（
6
）  

湯
浅
治
久
「
室
町
期
駿
河
・
遠
江
の
政
治
的
位
置
と
荘
園
制
」（
阿
部
猛
編
﹃
中
世
政

治
史
の
研
究
﹄
日
本
史
史
料
研
究
会
︑
二
〇
一
〇
年
）︒
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（
7
）  
こ
の
信
仰
空
間
と
い
う
言
葉
は
柘
植
信
行
「
中
世
品
川
の
信
仰
空
間
」（﹃
品
川
歴
史

館
紀
要
﹄
六
︑ 

一
九
九
一
年
）
を
参
照
し
て
用
い
て
い
る
︒
あ
る
地
域
・
都
市
に
お
け

る
寺
社
の
形
成
・
展
開
を
総
体
的
に
捉
え
る
試
み
で
あ
る
︒

（
8
）  

谷
口
雄
太
「
足
利
氏
御
一
家
考
」（
佐
藤
博
信
編
﹃
関
東
足
利
氏
と
東
国
社
会
﹄
岩
田

書
院
︑
二
〇
一
二
年
）
参
照
︒

（
9
）  

﹃
太
平
記
﹄
は
延
文
五
年
に
帰
参
・
上
洛
し
た
と
す
る
（﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄

三
六
︑ 

三
三
六
頁
︒
神
宮
徴
古
館
本
﹃
太
平
記
﹄
一
〇
六
七
頁
か
ら
も
確
認
で
き
る
）
が
︑

事
実
︑
貞
治
元
年
に
は
北
朝
年
号
を
使
用
し
（
吉
良
満
貞
願
文
「
実
相
寺
釈
迦
三
尊
像

胎
内
文
書
」﹃
愛
知
県
史
﹄
資
料
編
八
︑ 
九
一
八
頁
）︑
翌
年
に
も
幕
府
軍
と
し
て
行
動

し
て
い
る
（
足
利
義
詮
感
状
「
天
野
文
書
」﹃
静
岡
県
史
料
﹄
四
︑ 

八
一
六
～
八
一
七
頁
）

こ
と
か
ら
見
て
︑
史
実
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
10
）  

北
原
正
夫
「
室
町
期
三
河
吉
良
氏
の
一
研
究
」（﹃
歴
史
研
究
﹄
二
七
・
二
八
合
併
号
︑

一
九
八
三
年
）
三
八
頁
︒

（
11
）  

小
川
信
﹃
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
〇
年
）
四
〇
六

～
四
二
八
頁
︒

（
12
）  

﹃
不
二
遺
稿
﹄・﹃
武
衛
系
図
﹄・﹃
系
図
纂
要
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄
七
編
三
一
冊
︑
四
五

～
四
六
頁
・
五
〇
～
五
一
頁
）︒

（
13
）  

﹃
康
富
記
﹄
応
永
二
十
五
年
八
月
十
八
日
条
︒

（
14
）  

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
三
︑ 

二
五
九
～
二
六
〇
頁
︒

（
15
）  

﹃
常
楽
記
﹄（﹃
群
書
類
従
﹄
二
九
︑ 

二
三
三
頁
）︒﹃
常
楽
記
﹄
は
阪
本
龍
門
文
庫
本
も

同
内
容
︒

（
16
）  

以
後
︑
十
六
世
紀
前
半
に
な
る
ま
で
両
者
の
姻
戚
関
係
は
確
認
さ
れ
な
い
︒
谷
口
雄

太
「
戦
国
期
に
お
け
る
三
河
吉
良
氏
の
動
向
」（﹃
戦
国
史
研
究
﹄
六
六
︑ 

二
〇
一
三
年
）

参
照
︒

（
17
）  

﹃
梅
花
無
尽
蔵
﹄（﹃
静
岡
県
史
﹄
資
料
編
七
︑ 

二
五
～
二
六
頁
）︒

（
18
）  

阿
部
浩
一「
中
世
浜
松
の
物
流
と
都
市
」（﹃
浜
松
市
博
物
館
報
﹄一
四
︑ 

二
〇
〇
一
年
）

一
〇
五
～
一
一
二
頁
︑﹃
中
世
の
都
市
と
「
ひ
く
ま
」﹄（
浜
松
市
博
物
館
︑
二
〇
〇
一
年
）

一
～
二
頁
︒

（
19
）  

森
田
香
司
「
浜
松
荘
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
」（﹃
遠
江
﹄
一
四
︑ 

一
九
九
一
年
）

一
二
〇
～
一
二
三
頁
︑
山
田
徹
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
所
領
配
分
と
中
央
政
治
」（﹃
歴

史
評
論
﹄
七
〇
〇
︑ 

二
〇
〇
八
年
）
一
八
～
一
九
頁
︒

（
20
）  

﹃
花
押
か
が
み
﹄
五
︑ 

一
九
一
頁
︒

（
21
）  

佐
藤
元
清
軍
忠
状
写
（「
佐
藤
文
書
」﹃
大
日
本
史
料
﹄
六
編
一
五
冊
︑
五
四
八
頁
）︒

（
22
）  

前
掲
注
（
19
）︒ 

（
23
）  

仁
木
義
長
書
下
（「
鴨
江
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

二
四
九
～
二
五
〇
頁
）
な
ど
と
は

形
式
を
全
く
異
に
す
る
︒

（
24
）  

な
お
︑﹃
壬
生
家
文
書
﹄
は
花
押
Ｃ
を
「
某
」
と
す
る
が
︑
花
押
Ｂ
と
同
形
で
︑
当
時
︑

引
付
頭
人
に
し
て
官
途
・
左
兵
衛
佐
（
Ｂ
・
Ｃ
の
本
文
差
出
書
は
い
ず
れ
も
左
兵
衛
佐

（
花
押
））︑
実
名
・
俊
氏
（
Ｂ
の
封
紙
ウ
ハ
書
は
左
兵
衛
佐
俊
氏
）
は
吉
良
俊
氏
し
か
お

ら
ず
︑
い
ず
れ
も
吉
良
俊
氏
に
比
定
さ
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑︻
史
料
一
︼
や
後
掲
︻
史
料

四
︼︻
史
料
五
︼
が
吉
良
氏
発
給
だ
と
い
う
こ
と
は
︑
実
は
既
に
﹃
鴨
江
寺
蔵
古
文
書
解

説
予
備
篇
﹄（
鴨
江
寺
︑
一
九
六
八
年
︑
五
七
～
六
五
頁
）
が
指
摘
し
て
い
た
（
私
家
版

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
全
く
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
）︒
だ
が
︑
そ
こ
で
は
比
定
の
根
拠

が
示
さ
れ
ず
︑
内
容
的
に
問
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
今
回
全
面
的
に
再
検
討
を
図
る
︒

（
25
）  

前
掲
注
（
15
）︒

（
26
）  

こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
16
）︒

（
27
）  

後
醍
醐
天
皇
綸
旨
（「
鴨
江
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

四
頁
）︑後
醍
醐
天
皇
綸
旨
（「
鴨

江
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

七
頁
）︒

（
28
）  

﹃
瑠
璃
山
年
録
残
篇
裏
書
﹄（「
大
福
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

一
二
三
頁
）︒

（
29
）  
大
塚
克
美
編
著
﹃
浜
松
の
歴
史
﹄（
東
洋
書
院
︑
一
九
八
三
年
）
二
三
二
～
二
三
三
頁
︒

（
30
）  
玉
村
竹
二
﹃
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
﹄（
講
談
社
︑
一
九
八
三
年
）
三
〇
五
～
三
〇
六
頁
︑

村
井
章
介
「
春
屋
妙
葩
と
外
交
」（
同
﹃
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
﹄
校
倉
書
房
︑

一
九
八
八
年
︑
初
出
一
九
八
七
年
）
二
九
四
～
三
一
一
頁
︒

（
31
）  

汝
霖
妙
佐
は
「
十
刹
」
の
西
堂
ゆ
え
「
妙
佐
西
堂
」
で
は
な
く
「
汝
霖
西
堂
」
と
呼
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ば
れ
る
は
ず
と
の
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
こ
こ
で
は
世
俗
の
人
間
た
る

吉
良
俊
氏
が
「
妙
佐
西
堂
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
問
題
は
な
い
（
川
本
慎
自
・
呉

座
勇
一
両
氏
御
教
示
）︒

（
32
）  

﹃
宋
学
士
全
集
補
遺
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄
六
編
三
〇
冊
︑
一
八
二
頁
）︒

（
33
）  

玉
村
︑
前
掲
注
（
30
）︒

（
34
）  

﹃
静
岡
県
の
地
名
﹄（
平
凡
社
︑
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
六
九
～
一
〇
七
〇
頁
︒

（
35
）  

今
枝
愛
真
「
斯
波
義
将
の
禅
林
に
対
す
る
態
度
」（
同
﹃
中
世
禅
宗
史
の
研
究
﹄
東
京

大
学
出
版
会
︑
一
九
七
〇
年
︑
初
出
一
九
五
六
年
）
四
五
〇
～
四
七
〇
頁
︒

（
36
）  

﹃
相
国
寺
供
養
記
﹄（﹃
群
書
類
従
﹄
二
四
︑ 

三
三
七
～
三
三
八
頁
）︒
こ
れ
に
つ
い
て

は
谷
口
雄
太
「
中
世
に
お
け
る
吉
良
氏
と
高
氏
」（﹃
新
編
西
尾
市
史
研
究
﹄
二
︑ 

二
〇
一
六
年
）
も
参
照
︒

（
37
）  

﹃
応
永
記
﹄（﹃
群
書
類
従
﹄
二
〇
︑ 

三
〇
六
頁
）︒
尊
経
閣
文
庫
蔵
﹃
堺
記
﹄（
和
田
英

道
「
尊
経
閣
文
庫
蔵
﹃
堺
記
﹄
翻
刻
」﹃
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
﹄
一
九
︑ 

一
九
九
一
年
︑
六
三
頁
）︑
神
宮
文
庫
蔵
﹃
大
内
義
弘
退
治
記
﹄
も
同
内
容
︒

（
38
）  

﹃
薩
戒
記
﹄
応
永
三
十
二
年
十
一
月
二
十
日
条
︒

（
39
）  

佐
藤
進
一
﹃
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
﹄
上
（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
六
七
年
）

九
四
～
一
〇
一
頁
︒

（
40
）  

﹃
難
太
平
記
﹄（﹃
群
書
類
従
﹄
二
一
︑ 

六
一
〇
～
六
一
一
頁
︒﹃
難
太
平
記
﹄
は
以
下
︑

京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
谷
村
文
庫
本
も
同
内
容
）︑﹃
静
岡
県
史
﹄
通
史
編
二
（
静

岡
県
︑
一
九
九
七
年
）
三
二
八
～
三
二
九
頁
︒

（
41
）  

﹃
静
岡
県
史
﹄
通
史
編
二
（
静
岡
県
︑
一
九
九
七
年
）
三
三
八
頁
︒

（
42
）  

吉
良
満
貞
書
下
（「
今
川
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

三
八
八
頁
）︒

（
43
）  

他
に
も
︑
今
川
了
俊
は
仏
海
禅
師
（
一
峰
明
一
）
を
師
と
し
そ
の
塔
頭
正
法
院
に
今

川
庄
を
寄
進
し
た
（﹃
難
太
平
記
﹄﹃
群
書
類
従
﹄
二
一
︑ 

六
一
一
頁
）
が
︑
仏
海
禅
師
・

正
法
院
は
吉
良
氏
と
つ
な
が
り
の
深
い
寺
院
で
あ
っ
た
（
後
述
）︒
こ
の
よ
う
な
宗
教
面

か
ら
も
吉
良
︱
今
川
両
者
の
関
係
は
窺
え
る
︒

（
44
）  

﹃
難
太
平
記
﹄（﹃
群
書
類
従
﹄
二
一
︑ 

六
二
一
頁
）︒ 

（
45
）  

﹃
花
営
三
代
記
﹄（﹃
静
﹄
資
六
︑ 

三
八
七
頁
）︒

（
46
）  

今
川
了
俊
書
下
（「
蒲
神
社
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

四
五
九
頁
）︒

（
47
）  

﹃
福
井
県
史
﹄
通
史
編
二
（
福
井
県
︑
一
九
九
四
年
）
五
二
一
～
五
二
四
頁
︒

（
48
）  

﹃
改
訂
図
説
浜
松
の
歴
史
﹄（
浜
松
市
博
物
館
︑
二
〇
〇
六
年
）
三
四
頁
︒

（
49
）  

小
林
輝
久
彦
氏
御
教
示
︒

（
50
）  

吉
良
俊
氏
は
上
野
国
寮
米
保
（
現
︑
群
馬
県
太
田
市
）
地
頭
職
の
確
保
を
足
利
義
満

に
要
請
し
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
応
永
八
年
（
足
利
義
満
御
内
書
﹃
上
杉
家
文
書
﹄
一
︑ 

四
二
～
四
三
頁
）
が
そ
の
終
見
と
な
っ
て
お
り
︑
同
二
十
二
年
以
前
に
死
去
し
た
も
の

と
見
ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
上
野
国
寮
米
保
と
隣
接
す
る
同
国
大
蔵
郷
（
現
︑
群
馬
県

太
田
市
︒
こ
こ
も
吉
良
氏
領
︒﹃
松
陰
私
語
﹄﹃
群
馬
県
史
﹄
資
料
編
五
︑ 

八
一
一
頁
）

の
周
辺
は
渡
河
点
を
含
む
国
境
河
川
地
帯
と
し
て
重
要
な
地
域
で
あ
り
（
簗
瀬
大
輔
「
新

田
領
の
形
成
と
渡
良
瀬
川
」
同
﹃
関
東
平
野
の
中
世
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
一
五
年
︑
初

出
二
〇
〇
五
年
︑
六
九
頁
）︑
東
国
と
い
う
遠
隔
地
な
が
ら
も
そ
の
よ
う
な
場
所
に
吉
良

氏
は
権
利
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（
な
お
︑
佐
渡
・
越
後
に
も
利
権
を
有
し
て

い
た
︒
谷
口
雄
太
「
足
利
氏
御
一
家
補
考
三
題
」﹃
十
六
世
紀
史
論
叢
﹄
二
︑ 

二
〇
一
三

年
参
照
）︒

（
51
）  

﹃
静
岡
県
の
地
名
﹄（
平
凡
社
︑
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
五
六
頁
︒

（
52
）  

﹃
蔗
軒
日
録
﹄
文
明
十
六
年
五
月
十
日
条
︑﹃
五
岳
前
住
籍
﹄・﹃
補
庵
京
華
別
集
﹄（﹃
大

日
本
史
料
﹄
八
編
一
五
冊
︑三
二
四
～
三
二
六
頁
）︑﹃
慧
日
山
宗
派
図
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄

八
編
一
六
冊
︑
二
二
三
～
二
二
五
頁
）︒

（
53
）  

白
石
虎
月
編
纂
﹃
東
福
寺
誌
﹄（
思
文
閣
出
版
︑
一
九
七
九
年
）
六
六
〇
頁
︒

（
54
）  

﹃
碧
山
日
録
﹄
応
仁
二
年
六
月
六
日
条
︒

（
55
）  

﹃
蔭
凉
軒
日
録
﹄
文
明
十
八
年
正
月
十
八
日
条
︒

（
56
）  
﹃
慧
日
山
宗
派
図
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄
八
編
一
六
冊
︑
二
二
四
頁
）︒

（
57
）  
白
石
︑
前
掲
注
（
53
）
書
︑
五
六
二
頁
︒

（
58
）  

前
掲
注
（
56
）︒

（
59
）  

﹃
聖
一
国
師
年
譜
及
語
録
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄
七
編
二
八
冊
︑
八
三
～
八
四
頁
）︒
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（
60
）  
玉
村
竹
二
校
訂
﹃
扶
桑
五
山
記
﹄（
臨
川
書
店
︑
一
九
八
三
年
）
二
一
五
頁
︒

（
61
）  
な
お
︑本
棟
札
は﹃
静
岡
県
史
﹄で
は「
本
銘
文
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
」と
さ
れ（﹃
静
﹄

資
六
︑ 
七
七
八
頁
）︑﹃
静
岡
県
史
料
﹄
で
も
「
疑
を
存
」
す
と
さ
れ
て
い
た
（
第
五
輯
︑

五
六
七
頁
）︒
だ
が
︑
筆
者
は
同
棟
札
を
所
蔵
す
る
浜
松
市
博
物
館
で
原
田
昌
典
・
鈴
木

吉
則
・
森
田
香
司
・
鈴
木
悦
道
・
齋
藤
俊
幸
・
小
林
輝
久
彦
各
氏
と
現
物
を
調
査
す
る

機
会
に
恵
ま
れ
︑
そ
こ
で
本
棟
札
は
十
分
内
容
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
さ
れ

た
た
め
︑
問
題
な
く
使
用
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

（
62
）  

玉
村
竹
二
﹃
五
山
禅
林
宗
派
図
﹄（
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
五
年
）
六
八
頁
︒

（
63
）  

白
石
︑
前
掲
注
（
53
）
書
︑
四
六
三
～
四
六
五
頁
︒

（
64
）  

﹃
冥
枢
会
要
﹄（﹃
禅
学
典
籍
叢
刊
﹄
三
︑ 
四
〇
六
頁
）︒

（
65
）  

前
掲
注
（
62
）︒

（
66
）  

玉
村
︑
前
掲
注
（
30
）
書
︑
四
〇
頁
︒

（
67
）  

﹃
友
山
録
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄
六
編
二
〇
冊
︑
八
五
五
～
八
五
八
頁
）︒

（
68
）  

前
掲
注
（
62
）︒

（
69
）  

吉
良
満
貞
願
文
（「
実
相
寺
釈
迦
三
尊
像
胎
内
文
書
」﹃
愛
知
県
史
﹄
資
料
編
八
︑ 

九
一
八
頁
）︑比
丘
一
元
等
結
縁
交
名
（「
実
相
寺
釈
迦
三
尊
像
胎
内
文
書
」﹃
愛
知
県
史
﹄

資
料
編
八
︑ 

九
一
六
～
九
一
七
頁
）︑
比
丘
一
元
等
結
縁
交
名
（「
実
相
寺
釈
迦
三
尊
像

胎
内
文
書
」﹃
愛
知
県
史
﹄
資
料
編
八
︑ 

九
一
七
～
九
一
八
頁
）︒

（
70
）  

﹃
三
河
の
禅
林
﹄（
岡
崎
市
美
術
博
物
館
︑
二
〇
〇
九
年
）
三
～
七
頁
︑
松
井
直
樹
「
丸

山
御
所
の
時
代
」（
田
島
公
編
﹃
史
料
か
ら
読
み
解
く
三
河
﹄
笠
間
書
院
︑二
〇
一
二
年
）

三
一
～
四
九
頁
︒

（
71
）  

米
田
孝
仁
「
西
尾
市
願
成
寺
可
菴
円
慧
（
円
光
禅
師
）
坐
像
調
査
報
告
」（﹃
愛
知
県

史
研
究
﹄
六
︑ 

二
〇
〇
二
年
）
八
三
～
八
四
頁
︒

（
72
）  

﹃
不
二
遺
稿
﹄（﹃
五
山
文
学
全
集
﹄
三
︑ 

一
〇
二
一
～
一
〇
二
二
頁
）︒

（
73
）  

﹃
虎
関
紀
年
録
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄
六
編
七
冊
︑
五
六
五
頁
）︒

（
74
）  

前
掲
注
（
67
）︒

（
75
）  

谷
口
雄
太
「
吉
良
義
尚
と
吉
良
義
真
」（﹃
静
岡
県
地
域
史
研
究
﹄
二
︑ 

二
〇
一
二
年
）

参
照
︒

（
76
）  

も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
成
功
・
拡
大
の
要
因
を
領
主
・
吉
良
氏
か
ら
の
庇
護
だ
け
に
求
め

て
は
な
ら
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
十
四
世
紀
の
三
河
で
は
庶
民
層
を
含
む
多
数
の
人
々
が

密
教
色
の
強
い
釈
迦
三
尊
像
を
実
相
寺
に
造
立
す
る
の
に
参
加
し
（﹃
三
河
の
禅
林
﹄
岡

崎
市
美
術
博
物
館
︑
二
〇
〇
九
年
︑
五
頁
・
四
〇
～
四
一
頁
）︑
十
五
世
紀
の
遠
江
で
は

「
大
勧
進
」「
大
工
」
ら
が
賀
久
留
八
幡
宮
建
立
の
尽
力
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（︻
史
料

一
〇
︼）︒
禅
宗
拡
大
の
背
景
に
は
神
祇
や
密
教
と
の
親
和
性
︑
勧
進
（
聖
的
活
動
）
を

通
し
た
地
域
か
ら
の
支
持
と
い
う
禅
僧
に
よ
る
主
体
的
な
動
き
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑

そ
う
し
た
点
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒

（
77
）  

鈴
木
泰
山
﹃
禅
宗
の
地
方
発
展
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
四
二
年
）
三
二
二
～
三
三
九

頁
︒
神
谷
昌
志
﹃
廣
澤
山
普
濟
寺
六
百
年
史
﹄（
普
済
寺
︑
二
〇
〇
八
年
）
も
あ
る
︒

（
78
）  

﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
史
伝
上
︑
二
九
二
頁
︒

（
79
）  

易
図
相
伝
血
脈
断
紙
（「
万
松
寺
所
蔵
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

九
四
五
頁
）︒

（
80
）  

命
天
慶
受
授
出
家
作
法
附
法
状
（「
宿
蘆
寺
所
蔵
」﹃
静
﹄
資
七
︑ 

九
頁
）︒
括
弧
内
は

割
注
︒

（
81
）  

「
普
済
寺
原
蔵
」﹃
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
﹄︒

（
82
）  

前
掲
注
（
77
）︒ 

（
83
）  

今
川
氏
真
判
物
写
（「
普
済
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
七
︑ 

一
三
〇
〇
頁
）︒

（
84
）  

遠
江
州
浜
松
庄
富
塚
郷
広
沢
山
普
済
寺
日
用
清
規 （﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄ 

清
規
︑ 

六
四
五
～

六
四
六
頁
・
六
五
六
頁
・
六
五
八
頁
・
六
六
三
頁
）︒

（
85
）  

鈴
木
︑
前
掲
注
（
77
）
書
︑
二
五
一
～
二
五
二
頁
︒

（
86
）  

前
掲
注
（
77
）︒
こ
の
こ
と
は
同
二
十
二
年
に
は
大
洞
院
の
名
が
確
認
さ
れ
る
（
梅
山

聞
本
置
文
「
竜
沢
寺
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

七
三
三
頁
）
た
め
事
実
と
見
て
大
過
な
い
︒

（
87
）  
同
前
︒ 

（
88
）  

広
瀬
良
弘
「
遠
江
大
洞
院
の
成
立
と
そ
の
檀
越
」（
同
﹃
禅
宗
地
方
展
開
史
の
研
究
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
八
年
︑
初
出
一
九
七
五
年
・
一
九
七
八
年
）
二
四
五
～
二
六
一
頁
︒

（
89
）  

前
掲
注
（
77
）︒
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（
90
）  

村
井
章
介
「
東
寺
領
遠
江
国
原
田
・
村
櫛
両
荘
の
代
官
請
負
に
つ
い
て
」（﹃
静
岡
県

史
研
究
﹄
七
︑ 

一
九
九
一
年
）
六
〇
～
六
一
頁
︑
尾
張
国
在
庁
等
注
進
状
（「
醍
醐
寺
文

書
」﹃
新
修
稲
沢
市
史
﹄
資
料
編
七
︑ 

四
四
〇
頁
）︑﹃
九
条
家
歴
世
記
録
﹄
二
︑ 

六
六
頁
︑

栄
玄
寄
進
状
写
（「
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
」﹃
静
﹄
資
八
・
補
遺
︑
七
五
頁
）︑﹃
看

聞
御
記
﹄
永
享
四
年
十
月
十
一
日
条
︑吉
良
義
尚
袖
判
下
文
（「
中
村
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 

八
九
〇
頁
）︒
こ
れ
に
対
し
︑
十
四
世
紀
に
は
浜
松
庄
西
隣
・
村
櫛
庄
（
和
地
・
伊
佐
地
）

を
半
済
地
と
し
て
い
た
こ
と
し
か
知
ら
れ
な
い
（
村
櫛
庄
本
家
年
貢
対
捍
人
注
文
「
東

寺
百
合
文
書
」﹃
静
﹄
資
六
︑ 
三
三
八
頁
）︒

 
 

な
お
︑
十
五
世
紀
前
半
︑
吉
良
氏
は
都
で
も
将
軍
家
に
次
ぐ
御
一
家
と
し
て
活
発
に

活
動
を
展
開
し
て
お
り
︑
当
時
は
都
鄙
で
同
氏
が
最
も
充
実
し
た
時
期
だ
っ
た
︒
こ
の

点
︑
当
該
期
の
当
主
・
吉
良
義
尚
の
在
京
活
動
は
従
来
未
整
理
で
あ
っ
た
の
で
こ
こ
で

確
認
し
て
お
く
︒

 
 

ま
ず
︑
応
永
十
七
年
か
ら
翌
年
に
は
祇
園
社
と
の
関
係
が
窺
え
（
吉
良
義
尚
書
状
写

「
祇
園
社
記
続
録
第
二
」﹃
八
坂
神
社
記
録
﹄
四
︑ 

三
六
六
～
三
六
七
頁
・
三
六
九
頁
）︑

同
二
十
六
年
に
は
「
一
条
室
町
」
で
の
喧
嘩
に
際
し
三
条
家
に
合
力
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る（﹃
看
聞
御
記
﹄同
年
六
月
二
十
三
日
条
）︒
三
条
家
と
の
関
係
は﹃
高
倉
永
豊
卿
記
﹄

文
安
二
年
六
月
二
十
八
日
条
や
宮
内
庁
書
陵
部
本
﹃
応
仁
記
﹄（
和
田
英
道
編
﹃
応
仁
記
・

応
仁
別
記
﹄
九
五
～
九
六
頁
）︑
早
大
本
﹃
応
仁
記
﹄（
日
下
力
編
﹃
軍
記
物
語
集
﹄

八
六
六
～
八
六
八
頁
）
に
も
見
え
る
︒
そ
の
後
︑
同
三
十
三
年
に
は
「
一
条
南
室
町
西
」

の
吉
良
邸
が
燃
え
（﹃
薩
戒
記
﹄
同
年
二
月
一
日
条
）︑
正
長
元
年
に
は
飛
鳥
井
家
と
の

関
係
が
分
か
る
（
飛
鳥
井
雅
縁
譲
状
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
文
書
」﹃
室
町
武
家

関
係
文
芸
集
﹄
一
八
頁
）︒
こ
の
よ
う
に
︑
当
時
の
吉
良
氏
に
は
室
町
殿
・
上
御
所
に
近

い
一
条
室
町
に
京
屋
形
の
存
在
が
窺
え
る
と
と
も
に
︑
公
家
（
三
条
家
や
飛
鳥
井
家
）

や
寺
社
（
祇
園
社
や
東
福
寺
）
と
の
間
に
関
係
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
︑
本
格
的
な
在
京

活
動
・
交
流
が
見
ら
れ
だ
す
︒

 
 

他
に
も
︑
在
京
徴
証
と
し
て
は
「
京
菩
提
寺
」（
早
島
大
祐
﹃
室
町
幕
府
論
﹄
講
談
社
︑

二
〇
一
〇
年
︑
二
一
五
～
二
三
八
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
︑
吉
良
義
尚
は
自
ら
の
菩
提
寺
を

東
福
寺
正
法
院
と
し
た
が
︑
そ
れ
は
従
来
︑
三
河
実
相
寺
を
菩
提
寺
と
し
て
き
た
吉
良

氏
に
と
っ
て
は
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
し
い
︒
各
種
系
図
類
等
か
ら
見
た
同

氏
の
菩
提
寺
は
以
下
の
通
り
︒
貞
義
（
実
相
寺
・
三
河
）
︱
満
義
（
寂
光
寺
・
三
河
カ
）

︱
満
貞
（
道
興
寺
・
三
河
）
︱
俊
氏
（
龍
門
寺
・
三
河
）
︱
義
尚
（
正
法
院
・
京
都
）

︱
義
真
（
拈
花
院
・
京
都
カ
）
︱
義
信
（
常
楽
院
・
京
都
）
︱
義
元
（
少
林
院
・
京
都
）

︱
義
堯
（
乾
福
院
＝
建
福
寺
？
・
京
都
カ
）
︱
義
郷
（
宝
珠
院
・
三
河
）
︱
義
安
（
華

蔵
寺
・
三
河
）︒
以
後
︑
都
に
お
け
る
吉
良
氏
の
活
動
は
さ
ら
に
活
発
化
し
て
い
く
（
前

掲
注
（
16
）・（
75
））︒

（
91
）  

秋
本
太
二
「
遠
江
に
於
け
る
守
護
領
国
支
配
の
推
移
」（﹃
地
方
史
静
岡
﹄
二
︑ 

一
九
七
二
年
）
四
九
～
五
〇
頁
︒

（
92
）  

前
掲
注
（
47
）︒

（
93
）  

﹃
東
寺
執
行
日
記
﹄
嘉
吉
元
年
閏
九
月
二
十
七
条
︒

（
94
）  

﹃
建
内
記
﹄
文
安
四
年
五
月
二
十
八
日
条
︒

（
95
）  

同
前
︒

（
96
）  

以
降
の
吉
良
氏
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
16
）︒

（
97
）  

例
え
ば
︑
川
添
昭
二
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
筑
前
麻
生
氏
に
つ
い
て
」（﹃
九
州
史
学
﹄

五
七
︑ 

一
九
七
五
年
）︑
石
田
晴
男
「
室
町
幕
府
・
守
護
・
国
人
体
制
と
「
一
揆
」」（﹃
歴

史
学
研
究
﹄
五
八
六
︑ 

一
九
八
八
年
）︑
三
宅
唯
美
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
遠
山
氏
に
つ
い

て
」（﹃
年
報
中
世
史
研
究
﹄
一
七
︑ 

一
九
九
二
年
）︑
杉
山
一
弥
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
葛

山
氏
」（
同
﹃
室
町
幕
府
の
東
国
政
策
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
四
年
︑
初
出
二
〇
〇
〇

年
）︑清
水
克
行
「
あ
る
室
町
幕
府
直
臣
の
都
市
生
活
」（
同
﹃
室
町
社
会
の
騒
擾
と
秩
序
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
四
年
︑
初
出
二
〇
〇
二
年
）︑
呉
座
勇
一
「
伊
勢
北
方
一
揆
の
構

造
と
機
能
」（
同
﹃
日
本
中
世
の
領
主
一
揆
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
四
年
︑
初
出

二
〇
〇
七
年
）︑
同
「
室
町
期
の
守
護
と
国
人
」（﹃
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
﹄

一
七
︑ 
二
〇
一
三
年
）︑
市
川
裕
士
「
若
狭
本
郷
氏
の
動
向
と
室
町
幕
府
・
守
護
」（﹃
若

越
郷
土
研
究
﹄
五
二
︱
一
︑ 

二
〇
〇
七
年
）︑
同
「
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
伊
予
国

人
大
野
氏
の
政
治
的
動
向
」（﹃
伊
予
史
談
﹄
三
四
五
︑ 

二
〇
〇
七
年
）︑
同
「
伊
予
国
人
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大
野
氏
と
室
町
幕
府
・
守
護
」（﹃
史
学
研
究
﹄
二
六
九
︑ 

二
〇
一
〇
年
）︑
同
「
安
芸
国

人
沼
田
小
早
川
氏
と
室
町
幕
府
・
守
護
」（﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
三
三
︑ 

二
〇
一
二
年
）︑

同
「
安
芸
守
護
山
名
氏
の
分
国
支
配
と
地
域
社
会
」（﹃
史
学
研
究
﹄
二
七
九
︑ 

二
〇
一
三
年
）︑
大
藪
海
「
中
世
後
期
の
地
域
支
配
」（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
九
一
一
︑ 

二
〇
一
三
年
）
な
ど
︑
一
国
に
お
け
る
守
護
と
非
守
護
勢
力
と
の
協
調
関
係
を
指
摘
す

る
研
究
は
現
在
多
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒

（
98
）  

小
川
︑
前
掲
注
（
11
）
書
︑
四
二
九
～
四
四
七
頁
・
四
五
六
～
四
五
九
頁
︒

（
99
）  

前
掲
注
（
90
）
書
︑
二
一
五
～
二
三
八
頁
︒

︻
付
記
︼　
花
押
・
地
図
の
掲
載
は
︑
静
岡
県
歴
史
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
・
鴨
江
寺
・
株
式
会

社
ぎ
ょ
う
せ
い
・
宮
内
庁
書
陵
部
・
浜
松
市
博
物
館
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
三
重

県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課
県
史
編
纂
グ
ル
ー
プ
・
石
水
博
物
館
か
ら
の
許
可
を
得
た
︒

本
稿
は
︑
平
成
二
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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は
じ
め
に

　
吉
村
（
芳
村
）
観
阿
（
一
七
六
五
︱
一
八
四
八
）
は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し

た
江
戸
の
町
人
数
寄
者
で
あ
る（

1
）

︒
従
来
の
研
究
で
は
父（

2
）

の
代
に
芳
村
に
改
め
た

経
緯
か
ら
芳
村
ま
た
は
吉
村
と
表
記
さ
れ
る
が
︑
本
稿
で
は
晩
年
に
本
人
が

「
吉
村
」
を
自
署
と
し
て
用
い
て
い
た
点
か
ら
本
来
の
吉
村
と
表
記
す
る
︒
観

阿
の
行
状
と
し
て
は
︑
同
人
が
所
持
し
て
い
た
俊
乗
房
重
源
（
一
一
二
一
︱

一
二
〇
六
）
に
よ
る
東
大
寺
再
建
の
た
め
の
勧
進
状
を
東
大
寺
に
寄
進
し
︑
そ

の
功
績
か
ら
敷
地
内
へ
の
寿
蔵
の
建
立
を
許
さ
れ
た
こ
と
︑
松
江
藩
七
代
藩
主

松
平
治
郷
（
不
昧
／
一
七
五
一
︱
一
八
一
八
）
の
茶
会
に
四
十
回
参
会
し
た
こ
と（

3
）

︑

八
十
歳
の
年
賀
に
際
し
好
み
の
茶
器
を
蒔
絵
師
︑
原
羊
遊
斎
（
一
七
六
九
︱

一
八
四
五
）
に
依
頼
し
て
「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
百
二
十
五
個
作
成
さ
せ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
観
阿
の
寿
蔵
は
東
大
寺
勧
学
院
に
あ
り
︑
没
後
に
さ

ら
に
碑
文
が
加
え
ら
れ
た
︒
こ
の
ほ
か
︑
向
島
弘
福
寺
に
も
観
阿
と
妻
観
勢
の

墓
碑
が
あ
る
こ
と
︑
築
地
福
泉
寺
に
吉
村
家
の
墓
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
た
︒

　
観
阿
に
関
し
忘
我
逸
人
は
︑
観
阿
の
言
動
を
後
世
記
録
し
た
「
白
醉
庵
数
寄

も
の
か
た
り
」
を
紹
介
し
て
い
る（

4
）

︒
本
書
に
は
観
阿
が
関
係
し
た
美
術
品
︑
大

名
等
の
記
述
が
あ
る
ほ
か
︑
歌
舞
伎
役
者
と
茶
の
湯
︑
羊
遊
斎
に
関
係
す
る
記

述
が
あ
り
︑
観
阿
研
究
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
当
時
の
資
料
と
し
て
の
価
値
を

有
し
て
い
る
︒

　
そ
の
後
︑
観
阿
の
茶
人
と
し
て
の
行
状
に
注
目
し
た
の
が
︑
近
代
の
数
寄
者

で
茶
道
研
究
を
行
な
っ
た
高
橋
箒
庵
（
義
雄
）
で
あ
る
︒
箒
庵
の
﹃
東
都
茶
会

記
﹄（
一
九
一
六
）
に
は
観
阿
の
行
状
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

白
醉
庵
吉
村
観
阿
に
つ
い
て

宮
武
慶
之
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不
昧
公
の
愛
顧
を
受
け
て
︑
公
の
茶
会
に
最
も
多
く
出
席
し
た
る
芳
村

観
阿
は
︑
当
時
奇
茶
人
と
し
て
も
鑑
定
家
と
し
て
も
共
に
知
ら
れ
た
る
人

物
な
り
︒
彼
は
江
戸
の
人
に
て
太
郎
兵
衛
と
称
し
︑
物
外
又
は
指
月
斎
の

号
あ
り
︑
茶
道
の
方
に
て
は
聴
笙
の
名
あ
り
︒
是
れ
は
袁
宗
道
が
炉
火
に

添
ふ
て
瓶
笙
を
聴
く
の
故
事
に
取
れ
り
と
か
や
︒
彼
は
当
初
富
裕
に
し
て

多
く
の
書
画
器
物
を
所
持
せ
し
が
︑
居
常
俗
事
を
厭
ひ
︑
三
十
四
歳
の
時
︑

俄
に
遁
世
の
思
ひ
立
所
蔵
の
珍
宝
を
友
人
等
に
頒
与
し
︑
折
柄
懐
妊
中
の

妻
を
棄
て
〻
出
家
得
度
の
上
︑
草
廬
を
浅
草
田
圃
に
結
び
て
自
ら
白
醉
庵

と
号
せ
り
と
ぞ
︒
彼
は
奇
行
を
以
て
不
昧
公
に
知
ら
れ
︑
又
溝
口
伯
爵
家

の
先
代
に
て
翠
濤
と
号
し
た
る
君
公
の
信
任
を
受
け
し
か
ば
︑
溝
口
家
の

茶
器
は
雑
器
に
至
る
ま
で
白
醉
庵
の
箱
書
せ
し
も
の
多
し
︒
但
し
白
醉
庵

が
溝
口
主
公
の
愛
顧
を
蒙
り
た
る
は
彼
が
晩
年
の
事
に
し
て
︑
余
の
所
蔵

御
本
兎
耳
香
炉
の
箱
書
付
に
「
翠
濤
尊
君
草
廬
に
初
め
て
御
入
り
の
節
︑

床
に
飾
り
置
き
候
を
御
所
望
に
て
進
献
す
︑
天
保
十
年
亥
中
春
七
十
五
翁

白
醉
庵
観
阿
」
と
あ
り
︒
彼
は
最
も
鑑
識
に
長
じ
其
手
を
経
た
る
道
具
に

は
曾
て
疑
わ
し
き
者
な
し
と
評
判
せ
ら
れ
け
れ
ば
︑
奇
茶
人
鑑
識
家
と
し

て
其
長
命
な
り
し
︑
晩
年
ま
で
同
人
の
尊
重
す
る
所
と
為
り
た
り
と
云
ふ
︒

彼
は
出
家
の
際
︑
其
所
蔵
品
を
友
人
に
分
与
し
た
れ
ど
も
︑
南
都
東
大
寺

再
建
の
際
︑
俊
乗
坊
重
源
が
自
ら
認
め
た
り
と
云
ふ
勧
進
状
一
冊
を
手
許

に
残
し
て
愛
惜
措
か
ず
︑
常
に
其
身
を
離
さ
ゞ
り
し
が
︑
此
事
東
大
寺
の

大
勧
進
公
般
上
人
の
聞
知
す
る
処
と
為
り
︑
東
大
寺
中
興
の
弘
徳
俊
乗
坊

の
遺
物
と
あ
り
て
は
︑
寺
宝
是
れ
よ
り
尊
き
は
な
し
︑
千
金
を
以
て
是
非

に
譲
り
受
け
た
し
と
の
申
入
れ
あ
り
た
る
に
︑
観
阿
は
自
ら
往
き
て
上
人

に
謁
し
︑
拙
者
祖
先
は
大
和
国
よ
り
出
で
六
世
前
に
江
戸
に
移
り
た
る
由

な
れ
ば
︑
其
祖
先
の
国
た
る
大
和
に
骨
を
埋
む
る
は
拙
者
畢
竟
の
本
願
な

り
︑
上
人
若
し
本
山
に
於
て
拙
者
に
方
丈
の
地
を
賜
は
ら
ば
︑
勧
進
状
は

喜
ん
で
奉
納
せ
ん
と
言
ひ
出
た
る
に
︑
上
人
大
に
喜
び
て
東
大
寺
内
に
彼

が
寿
蔵
の
碑
を
立
つ
る
事
を
許
せ
り
︒
茲
に
於
て
亀
田
鵬
斎
文
を
作
り
︑

酒
井
抱
一
題
額
及
び
其
文
を
書
し
︑
白
醉
庵
観
阿
道
人
と
題
す
る
石
碑
は
︑

文
化
十
四
年
を
以
て
奈
良
の
東
大
寺
に
建
て
ら
れ
ぬ
︒
彼
は
斯
く
一
風
変

り
た
る
人
物
な
る
と
其
鑑
識
の
群
を
抜
け
る
と
に
依
り
て
︑
深
く
不
昧
公

の
信
任
を
受
け
︑
公
の
茶
会
記
中
に
記
載
せ
ら
る
〻
の
み
に
て
も
︑
彼
が

公
の
茶
会
に
出
席
し
た
る
は
実
に
四
十
回
に
上
れ
り
と
云
ふ
︒
公
が
茶
事

に
広
く
知
友
を
求
め
て
書
画
器
物
等
を
研
鑽
し
た
る
は
︑
当
時
公
の
周
囲

に
囲
繞
し
た
る
人
物
を
見
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
く
︑
而
し
て
観
阿
の

如
き
は
此
等
人
物
中
最
も
奇
絶
な
る
者
な
る
べ
し（

5
）

︒

　
観
阿
は
不
昧
の
茶
会
に
四
十
回
参
会
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
招
か
れ
た
人
物

中
最
も
多
い
︒
不
昧
か
ら
深
く
愛
顧
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
晩
年
に
は
溝
口
翠
濤
す
な
わ
ち
新
発
田
藩
十
代
藩
主
溝

口
直
諒
（
一
七
九
九
︱
一
八
五
八
）
の
信
任
も
受
け
て
お
り
︑
溝
口
家
の
多
く

の
茶
道
具
か
ら
雑
器
に
い
た
る
ま
で
︑
観
阿
に
よ
る
箱
書
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

6
）

︒
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そ
の
ひ
と
つ
が
箒
庵
の
所
持
し
て
い
た
御
本
兎
耳
香
炉
で
︑
翠
濤
が
浅
草
の
白

醉
庵
を
訪
れ
た
際
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
観
阿
は
出
家
に
際
し
︑
所
有

し
た
書
画
類
を
知
友
に
頒
与
し
た
が
︑
重
源
に
よ
る
勧
進
状
は
手
許
に
残
し
た
︒

後
年
に
な
り
観
阿
の
先
祖
が
奈
良
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
東
大
寺
に
寄
進
す

る
︒
以
上
が
お
お
よ
そ
観
阿
の
行
状
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
ほ
か
︑
美
術
史
家
の
相
見
香
雨
は
東
大
寺
勧
学
院
に
あ
る
観
阿
の
寿
蔵

お
よ
び
弘
福
寺
の
墓
碑
か
ら
行
状
を
明
ら
か
に
し（

7
）

︑
ま
た
観
阿
の
言
動
を
後
世

に
記
録
し
た
﹃
白
醉
庵
筆
記
﹄
を
紹
介
し
て
い
る（

8
）

︒
大
阪
の
新
聞
記
者
で
あ
っ

た
中
井
浩
水
（
新
三
郎
）
が
︑
観
阿
関
係
作
品
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
川
瀬

無
窮
亭
の
所
蔵
す
る
観
阿
自
作
品
お
よ
び
関
係
す
る
作
品
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
︑
東
大
寺
四
月
堂
に
安
置
さ
れ
る
観
阿
の
位
牌
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る（

9
）

︒

観
阿
に
よ
る
自
作
品
が
多
く
存
在
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
の
が
満
岡
忠
成
と

邑
木
千
以
で
あ
る
︒
満
岡
は
相
見
と
同
じ
く
寿
蔵
お
よ
び
弘
福
寺
墓
碑
か
ら
観

阿
の
行
状
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
川
瀬
無
窮
亭
の
所
蔵
品
を
紹
介
し
て
い
る（

10
）

︒

邑
木
は
観
阿
関
係
作
品
を
紹
介
し
︑「
若
草
」
と
銘
の
あ
る
自
作
茶
碗
に
つ
い

て
紹
介
し
て
い
る（

11
）

︒
こ
の
ほ
か
郷
家
忠
臣
は
︑
原
羊
遊
斎
研
究
の
な
か
で
︑

「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
と
の
関
係
か
ら
観
阿
を
紹
介
し
て
い
る（

12
）

︒

　
と
こ
ろ
で
向
島
弘
福
寺
に
は
観
阿
と
妻
で
あ
る
観
勢
の
墓
が
あ
っ
た
︒
こ
の

墓
は
観
阿
が
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
没
し
た
と
き
に
建
て
ら
れ
た
︒
観
阿

の
墓
に
は
︑
吉
原
の
名
主
で
あ
っ
た
西
村
藐
庵
（
一
七
八
四
︱
一
八
五
三
）
に

よ
る
墓
標
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
墓
標
に
は
観
阿
が
過
ご
し
た
庵
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

庵
中
扁
額
は
不
昧
源
君
筆
を
染
て
︑
楽
中
苦
苦
中
楽
と
書
せ
ら
る
︑
又
継

ぐ
に
翠
濤
源
君
其
他
名
家
列
侯
も
常
に
庵
中
を
と
ひ
て
消
日
の
楽
と
な
す（

13
）

　
観
阿
の
庵
に
は
松
平
不
昧
に
よ
る
「
楽
中
苦 

苦
中
楽
」
の
扁
額
が
掛
け
ら

れ
て
い
た
︒
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
︑
観
阿
は
「
苦
楽
翁
」
と
自
ら
称
し
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
こ
の
庵
に
は
溝
口
翠
濤
を
は
じ
め
と
す
る
人
物
が
出
入
り
し
て
い

た
︒

　
新
潟
の
郷
土
史
家
で
あ
る
宮
栄
二
は
︑
北
方
文
化
博
物
館
で
展
示
し
た
観
阿

作
の
茶
碗
や
茶
杓
な
ど
九
件
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
の
︑
観
阿
の
詳
し
い
行
状

に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い（

14
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
で
は
︑
観
阿
が
江
戸
時
代
後
期
の
主
要
な
茶
人
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
資
料
の
不
足
か
ら
そ
の
行
状
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
︒
観
阿
は
町
人
数
寄
者
で
あ
っ
た
が
「
道
具
目
利
き
」
と
し
て
茶
の
湯
文
化

で
は
重
要
視
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
︑
松
平
家
や
溝
口
家
の
茶
道
具
蒐
集
に
も
関

与
し
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
観
阿
が
関
与
し
た
作
品
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
観
阿
の
行
状
︑
観
阿
を
取
り
巻
く
当
時
の

茶
の
湯
文
化
を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
と
考
え
る
︒

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
次
の
四
点
に
注
目
す
る
︒

　
一
点
目
は
観
阿
が
東
大
寺
に
勧
進
状
を
寄
進
し
︑
そ
の
ほ
か
墓
碑
文
か
ら
信
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仰
の
篤
い
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
点
︒
こ
の
点
に
注
目
し
た
と
き
︑
観

阿
が
法
隆
寺
に
弘
法
大
師
額
箱
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
ま
た
額

箱
に
は
朱
漆
で
観
阿
と
妻
子
の
署
名
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
妻
子
に
つ
い

て
も
検
討
す
る
︒

　
二
点
目
は
観
阿
と
不
昧
︑
翠
濤
と
の
交
流
で
あ
る
︒
弘
福
寺
に
あ
っ
た
墓
碑

中
︑
観
阿
と
深
い
関
係
の
あ
っ
た
不
昧
お
よ
び
翠
濤
の
名
前
が
す
で
に
確
認
で

き
る
︒
不
昧
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
月
二
十
七
日
に
谷
園
中
大
茶
湯
を

行
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
と
き
観
阿
は
利
休
堂
席
を
担
当
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
当

日
の
茶
会
で
使
用
さ
れ
た
道
具
を
記
録
し
た
茶
会
記
を
検
討
す
る
︒
観
阿
と
翠

濤
の
交
流
に
つ
い
て
は
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
溝
口
家
史
料
を

中
心
に
検
討
す
る
︒
同
史
料
に
は
観
阿
に
関
す
る
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
︒

　
三
点
目
は
観
阿
の
八
十
賀
の
茶
会
で
あ
る
︒
従
来
の
研
究
か
ら
観
阿
の
八
十

賀
に
ま
つ
わ
る
行
状
と
し
て
は
︑
羊
遊
斎
に
依
頼
し
て
「
一
閑
張
桃
之
絵
細

棗
」
を
百
二
十
五
個
作
成
さ
せ
︑
箱
墨
書
を
観
阿
自
身
が
行
な
い
︑
親
し
い
知

友
に
配
布
し
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
観
阿
八
十
賀
と

細
棗
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
︒
今
回
の
調
査
で
は
新

出
の
資
料
で
あ
る
観
阿
に
よ
る
八
十
賀
茶
会
記
を
確
認
し
た
た
め
︑
こ
の
茶
会

に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
︒

　
四
点
目
は
観
阿
に
よ
る
道
具
の
取
次
ぎ
に
つ
い
て
で
あ
る
︒「
白
醉
庵
数
寄

も
の
か
た
り
」
で
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
観
阿
は
道
具
を
諸
大
名
な
ど
に
売

却
す
る
取
次
ぎ
を
し
て
い
た
︒
し
か
し
実
際
ど
の
よ
う
な
作
品
を
取
り
次
い
で

い
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
︒
そ
こ
で
先
述
の
溝
口
家
史
料
か
ら
観

阿
が
同
家
に
取
り
次
い
だ
作
品
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ま
た
溝
口
家
旧
蔵
品
と
さ

れ
る
作
品
の
特
色
と
し
て
︑
観
阿
に
よ
る
箱
墨
書
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
同
家
旧

蔵
品
の
う
ち
現
存
す
る
作
品
お
よ
び
売
立
目
録
に
所
載
さ
れ
る
作
品
か
ら
︑
観

阿
の
箱
墨
書
が
あ
る
作
品
を
検
討
す
る
︒
観
阿
は
茶
の
文
化
で
は
目
利
き
と
し

て
著
名
で
あ
る
が
︑
所
持
も
し
く
は
売
却
に
関
係
し
た
作
品
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
︑
そ
の
所
以
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　

一
　
観
阿
の
行
状

　
こ
こ
で
は
東
大
寺
勧
学
院
に
あ
る
観
阿
の
寿
蔵
お
よ
び
弘
福
寺
に
あ
っ
た
墓

碑
銘
（
付
録
3
）
か
ら
︑
そ
の
略
歴
を
記
し
て
お
き
た
い
︒

　
勧
学
院
寿
蔵
の
墓
題
（
付
録
1
）
は
亀
田
鵬
斎
（
一
七
五
二
︱
一
八
二
六
）︑

「
白
醉
庵
観
阿
居
士
之
墓
」
の
墓
碑
銘
は
酒
井
抱
一
（
一
七
六
一
︱
一
八
二
九
）

に
よ
る
も
の
で
文
化
十
一
年
五
月
に
書
か
れ
た
︒
こ
の
と
き
観
阿
は
五
十
三
歳

で
あ
る
︒
こ
の
墓
碑
に
は
︑
観
阿
が
嘉
永
元
年
に
没
し
て
の
ち
南
面
に
和
気
行

蔵
に
よ
る
文
面
が
追
加
さ
れ
た
（
付
録
2
）︒

　
観
阿
の
生
年
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
で
姓
は
吉
村
氏
で
あ
る
︒
観
阿
の

父
は
当
初
︑
吉
村
と
名
乗
っ
た
が
︑
当
時
︑
仙
台
藩
五
代
藩
主
伊
達
吉
村

（
一
六
八
〇
︱
一
七
五
二
）
と
同
名
で
あ
っ
た
た
め
︑
そ
れ
を
憚
り
芳
村
に
改
め

た
︒
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観
阿
は
号
を
物
外
︑
指
月
斎
︑
聴
笙
と
い
う
︒
姓
は
芳
村
氏
で
︑
は
じ
め
は

明
昭
と
い
い
︑
俗
称
は
太
郎
兵
衛
で
あ
っ
た
︒
観
阿
の
家
は
多
数
の
道
具
を
所

蔵
し
て
い
た
が
︑
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）︑
三
十
四
歳
の
と
き
に
隠
遁
の
生

活
を
送
る
よ
う
に
な
り
︑
出
家
し
所
有
し
た
器
物
を
知
友
に
与
え
た
︒
な
お
鵬

斎
の
碑
文
に
よ
る
と
︑
こ
の
と
き
懐
妊
し
て
い
た
妻
が
い
た
が
別
れ
︑
そ
の
子

供
を
遺
し
て
出
家
し
た
と
あ
る
︒
観
阿
は
重
源
に
よ
る
勧
進
状
一
冊
は
手
元
に

お
い
て
い
た
が
︑
そ
の
後
︑
東
大
寺
公
般
上
人
の
聴
く
と
こ
ろ
と
な
る
︒
観
阿

は
六
世
前
の
先
祖
が
和
州
す
な
わ
ち
奈
良
の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
同
地
に

墓
所
を
求
め
︑
重
源
の
勧
進
状
を
東
大
寺
に
寄
進
し
て
︑
そ
の
見
返
り
と
し
て

墓
所
を
得
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
次
に
弘
福
寺
の
観
阿
夫
婦
の
墓
碑
（
付
録
3
）
に
は
︑
観
阿
は
江
戸
の
芝
で

生
ま
れ
た
と
あ
る
︒
前
半
の
記
述
は
︑
寿
蔵
の
文
面
の
内
容
と
同
一
で
あ
る
︒

た
だ
姓
は
芳
村
で
は
な
く
吉
村
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
碑
文
で
は
観
阿
の
妻
で

あ
る
観
勢
（
田
鶴
）
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒
観
阿
は
観
勢
と
と
も
に

葛
飾
牛
島
弘
福
寺
の
鶴
峰
禅
師
を
仏
法
の
師
と
し
て
い
た
︒
文
化
十
二
年

（
一
八
一
五
）
に
寺
中
の
千
体
仏
が
破
壊
し
た
た
め
観
阿
に
諮
っ
て
荘
厳
を
修

理
し
︑
さ
ら
に
三
十
年
後
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
再
び
修
理
を
行
っ
て

い
る（

15
）

︒
観
阿
は
死
期
を
近
く
し
て
旧
師
の
因
に
よ
り
堯
隣
真
徳
に
乞
い
︑
自
身

の
遺
骨
を
納
め
る
墓
所
を
弘
福
寺
と
し
た（

16
）

︒

　
以
上
の
碑
文
の
記
述
を
起
点
と
し
て
︑
さ
ら
に
観
阿
の
行
状
を
み
て
い
き
た

い
︒
な
お
観
阿
に
関
し
て
本
稿
で
判
明
し
た
行
状
に
つ
い
て
は
本
論
文
末
の
表

1
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
1
︶
寺
院
へ
の
寄
進

　
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）︑
観
阿
は
三
十
四
歳
の
と
き
剃
髪
し
︑
浅
草
に
白

醉
庵
を
結
ん
で
い
る
︒
当
時
の
吉
村
家
の
事
情
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
が
︑「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
に
あ
る
次
の
記
述
に
注
目
し
た
い
︒

芳
村
観
阿
白
醉
庵
と
号
し
江
戸
の
人
に
て
家
富
み
某
侯
の
用
達
を
も
為
し

け
る
が
破
産
の
危
に
瀕
す
る
や
剃
髪
此
世
の
俗
を
避
け
浅
草
俵
町
に
幽
居

し
畢
竟
は
ん
ぬ（

17
）

　
観
阿
の
家
は
某
侯
の
用
達
と
あ
る
こ
と
か
ら
富
商
で
あ
り
︑
多
く
の
書
画
類

を
所
蔵
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
経
営
上
の
問
題
か
ら
破
産
の
危
機
に
瀕
し
た
観
阿

は
出
家
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
寿
蔵
の
碑
文
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お

り
妻
子
を
棄
て
出
家
し
た
背
景
に
は
︑
家
業
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
た
め
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
そ
の
後
︑
観
阿
は
俵
町
に
幽
居
し
た
と
さ
れ
る
︒
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）

に
出
版
さ
れ
た
﹃
分
間
江
戸
大
絵
図
﹄
を
み
て
も
俵
町
の
記
載
は
な
い
た
め
︑

こ
の
俵
町
と
は
同
じ
韻
で
あ
る
田
原
町
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ

ち
観
阿
が
隠
棲
し
て
白
醉
庵
を
営
ん
だ
場
所
と
は
浅
草
の
田
原
町
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
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観
阿
は
三
十
四
歳
の
と
き
に
前
妻
と
そ
の
子
を
残
し
て
出
家
し
た
︒
し
か
し

弘
福
寺
の
碑
文
中
︑
後
年
連
れ
添
っ
た
の
は
観
勢
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
観
阿
の

妻
子
に
注
目
し
た
い
︒

　
妻
の
観
勢
に
つ
い
て
は
弘
福
寺
の
碑
文
中
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

妻
観
勢
は
浜
松
の
藩
士
瀧
原
氏
の
女
に
し
て
名
を
田
鶴
と
い
ふ
︒
貞
操
怜

悧
能
翁
が
雅
業
を
佐
く
︒
亦
翁
と
共
に
仏
法
に
帰
依
し
て
葛
飾
牛
島
弘
福

禅
寺
の
鶴
峰
禅
師
を
師
と
す
︒

　
記
述
に
よ
れ
ば
︑
観
勢
は
浜
松
藩
士
瀧
原
氏
の
娘
で
︑
名
前
を
田
鶴
と
い
う
︒

「
翁
が
雅
業
を
佐
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
観
阿
の
茶
会
や
鑑
定
︑
取
次
ぎ
な
ど

を
内
で
支
え
た
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
観
阿
夫
婦
は
仏
法
に
深
く

帰
依
し
た
よ
う
で
︑
弘
福
禅
寺
の
鶴
峰
禅
師
を
仏
法
の
師
と
し
た
︒

　
そ
の
後
の
観
阿
の
行
状
と
し
て
弘
福
寺
の
碑
文
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
︒

ひ
と
〻
せ
寺
中
に
□
〘
マ
マ
〙所

の
千
体
仏
破
壊
し
︑
纔
に
什
が
一
の
残
れ
る
を
禅

師
の
憂
給
ふ
を
き
〻
て
︑
翁
に
は
か
り
て
其
荘
厳
を
新
に
す
︒
後
三
十
年

の
星
霜
を
経
て
又
損
失
し
た
り
し
を
︑
弘
化
二
乙
巳
の
と
し
再
び
修
理
を

加
へ
潤
色
古
に
復
す
︒

　
記
述
に
よ
る
と
観
阿
は
文
化
十
二
年
に
弘
福
寺
に
あ
っ
た
千
体
仏
の
一
つ
を

安
置
す
る
荘
厳
の
寄
進
を
行
い
︑
さ
ら
に
三
十
年
後
の
弘
化
二
年
に
は
再
び
改

修
の
寄
進
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
勧
学
院
の
寿
蔵
碑
文
に
よ
る
と
観
阿
の
六
世
前
の
祖
先
が
奈
良
の
出
身
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
観
阿
は
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）︑
五
十
三

歳
の
と
き
自
身
が
所
持
し
て
い
た
俊
乗
房
重
源
に
よ
る
勧
進
状
を
こ
の
年
に
東

大
寺
に
寄
進
し
て
い
る
︒

　
こ
の
勧
進
状
と
は
「
法
華
勧
進
状
」（
図
1
）
で
あ
り
︑
現
在
︑
東
大
寺
が

所
蔵
す
る
︒
東
大
寺
は
平
安
時
代
末
期
に
平
重
衡
（
一
一
五
七
︱
一
一
八
五
）

に
よ
る
南
都
焼
き
討
ち
に
よ
り
罹
災
し
た
た
め
︑
重
源
は
東
大
寺
再
建
の
た
め

の
大
勧
進
に
任
ぜ
ら
れ
る
︒
そ
の
と
き
重
源
に
よ
り
寺
社
造
営
の
た
め
の
勧
進

を
行
な
う
旨
の
勧
進
状
が
書
か
れ
た
︒
観
阿
が
寄
進
し
た
「
法
華
勧
進
状
」
と

は
︑
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
十
二
月
︑
東
大
寺
東
塔
の
完
成
後
は
童
を
配
し

て
法
華
経
を
千
部
︑
転
読
さ
せ
た
い
旨
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
︒

　「
法
華
勧
進
状
」
の
奥
書
（
図
2
）
に
は
観
阿
に
よ
る
墨
書
が
あ
る（

18
）

︒

重
源
上
人
再
所
勧
進
東
大
寺
法
華
会
之
真
迹
一
巻
珍
蔵
于
予
書
斎
中
既
多

蔵
矣
　
今
玆
某
月
参
礼
当
所
而
愈
随
喜
上
人
済
度
之
功
業
即
以
此
巻
奉
寄

進
焉
且
和
州
者
予
家
所
出
之
邦
也
　
仰
冀
憑
是
勝
縁
与
祖
先
考
妣
将
成
佛

果
菩
提
也
　
因
恭
記
喜
捨
之
信
趣
矣

文
化
十
四
年
丁
丑
四
月
六
日
　
武
州
江
戸
芳
村
氏
観
阿
（
花
押
）



白醉庵吉村観阿について

45

図 1　�俊乗坊重源筆「法華勧進状」（東大寺蔵）。� �
『国宝・重要文化財大全　第 8 巻』（文化庁監修、毎日新聞社、1999 年）より転載

図 2　「法華勧進状」（東大寺蔵）の観阿筆奥書。所蔵元による画像提供
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（
重
源
上
人
再
所
勧
進
︑
東
大
寺
法
華
会
の
真
迹
一
巻
︑
予
が
書
斎
中
に
珍
蔵

す
る
既
に
多
蔵
︒
今
玆
某
月
当
所
に
参
礼
し
て
愈
上
人
済
度
の
功
業
を
随
喜
し
︑

即
ち
此
巻
を
以
て
寄
進
し
奉
り
︑
且
つ
和
州
は
予
が
家
出
づ
る
所
の
邦
な
り
︒

仰
ぎ
冀
く
は
是
勝
縁
に
憑
り
︑
祖
先
考
妣
と
将
に
佛
果
菩
提
を
成
就
せ
ん
と
す

る
な
り
︒
因
て
恭
し
く
喜
捨
の
信
趣
を
記
す
︒

文
化
十
四
年
丁
丑
四
月
六
日
　
武
州
江
戸
　
芳
村
氏
観
阿

（
19
）

）

観
阿
は
こ
の
一
巻
を
珍
蔵
し
︑
文
化
十
四
年
四
月
六
日
に
寄
進
し
て
い
る
︒
寄

進
の
理
由
と
し
て
︑
観
阿
の
祖
先
が
奈
良
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
加
え
︑
亡
き

父
母
の
菩
提
を
弔
う
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
観
阿
が
奈
良
に

自
身
の
寿
蔵
を
建
立
し
た
の
は
︑
先
祖
の
供
養
の
た
め
で
も
あ
っ
た
︒

　
な
お
︑
こ
の
勧
進
状
は
観
阿
が
文
化
十
四
年
に
東
大
寺
に
寄
進
し
た
の
ち
再

び
流
出
し
︑
近
代
で
は
中
村
雅
真（

20
）

︑
正
格
が
所
持
し
て
い
た
が
︑
昭
和
十
二
年

に
再
び
東
大
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

　
こ
の
ほ
か
観
阿
と
寺
院
の
寄
進
に
着
目
し
た
と
こ
ろ
︑
法
隆
寺
に
も
観
阿
に

よ
る
箱
書
を
も
つ
額
箱
（
図
3
）
が
あ
っ
た
︒
こ
の
額
箱
に
つ
い
て
は
す
で
に
︑

一
九
八
一
年
に
始
ま
っ
た
昭
和
資
材
帳
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
︑

箱
裏
お
よ
び
箱
底
の
漆
書
に
あ
る
人
物
名
の
各
一
文
字
が
判
読
さ
れ
て
い
な
い

た
め
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
つ
い
て
不
詳
で
あ
っ
た（

21
）

︒
今
回
︑
法
隆
寺
の
協
力

の
も
と
資
料
の
提
供
を
受
け
た
た
め
︑
そ
の
判
読
を
試
み
︑
観
阿
と
の
関
係
を

み
て
み
た
い
︒

　
改
め
て
額
箱
を
み
て
み
る
と
黒
漆
の
搔
合
塗
の
箱
で
︑
箱
を
面
取
り
し
て
朱

漆
を
施
し
た
爪
紅
と
な
っ
て
お
り
︑
箱
甲
に
は
次
の
よ
う
朱
漆
書
が
あ
る
︒

弘
法
大
師
　
　
法
隆
寺

　
御
真
蹟

　
　
御
額

　
　
　
　
　
　
円
明
院

図 3　�弘法大師額を収納する額箱（法隆寺蔵）。� �
『法隆寺の至宝（第 14 巻）』より転載
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こ
の
額
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
弘
法
大
師
筆
の
額
で
あ
り
︑
法
隆
寺
の

円
明
院
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
額
箱
の
蓋
裏
に
は
朱
漆
書
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
︒
な
お
今
回

新
た
に
判
明
し
た
二
文
字
は
□
で
囲
っ
て
い
る
︒

天
保
壬
寅
秋
造
此
額
箱
以
寄
附

　
　
　
東
都
　

　
　
　
　
白
醉
庵

　
　
　
　
　
　
吉
村
観
阿
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
同
　
観
勢
女

　
　
　
　
　
　
同
　
信
䩜
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
漆
工
　
貞
次

　
額
箱
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）︑
観
阿
が
七
十
八
歳
の
と
き
︑
箱
を
法

隆
寺
円
明
院
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る（

22
）

︒
と
こ
ろ
で
天
保
十
三
年
︑
法
隆
寺
は

江
戸
両
国
の
回
向
院
に
お
い
て
出
開
張
を
し
て
い
る
︒
江
戸
で
の
出
開
張
は
元

禄
七
年
と
天
保
十
三
年
に
同
所
で
開
催
し
て
い
る（

23
）

︒
観
阿
に
よ
る
額
箱
の
寄
進

は
︑
出
開
張
を
契
機
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
朱
漆
書
を
み
て
み
る
と
観
阿
と
信
䩜
の
花
押
部
分
の
み
が
自
署
で
あ
る
︒
署

名
に
芳
村
で
は
な
く
吉
村
と
し
て
お
り
︑
こ
の
頃
の
観
阿
は
吉
村
に
改
め
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
観
阿
の
署
名
の
隣
に
は
妻
で
あ
る
観
勢
の
名
前
が
確
認
で
き
る
︒
さ
ら
に
信

䩜
の
名
前
と
花
押
︑
箱
を
作
成
し
た
漆
工
の
貞
次
の
名
前
も
確
認
で
き
る
︒

　
箱
底
裏
に
は
朱
漆
書
で
次
の
よ
う
な
自
署
が
あ
る
︒

苦
楽
翁

　
　
　
七
十
八
歳
（
花
押
）

　
片
店
　
弥
山
（
花
押
）

　
弥
山
と
す
る
人
物
の
花
押
は
︑
蓋
裏
の
信
䩜
の
花
押
と
同
一
で
あ
る
︒
そ
こ

で
︑
こ
れ
と
同
じ
花
押
を
も
つ
箱
墨
書
き
に
注
目
し
た
い
︒
川
瀬
無
窮
亭
の
旧

蔵
品
で
あ
る
観
阿
作
共
筒
茶
杓
銘
「
無
量
寿
」（
図
4
（
24
）

）
を
収
納
す
る
箱
で
あ
る
︒

墨
書
に
は
︑

図 4　�川瀬無窮亭旧蔵の観阿作共筒
茶杓「無量寿」および箱墨書
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無
量
寿
　
潦
斎
主
雅
兄
へ
　
老
父
苦
楽
翁
造
　
弥
（
花
押
）

と
あ
り
︑
潦
斎
主
雅
兄
の
求
め
に
応
じ
て
書
か
れ
︑
茶
杓
が
老
父
の
作
で
あ
る

と
認
め
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
こ
の
墨
書
は
観
阿
の
息
子
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑

同
じ
花
押
の
持
ち
主
で
あ
る
弥
山
（
信
䩜
）
は
観
阿
の
息
子
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
す
る
︒
弥
山
（
信
䩜
）
が
父
の
作
っ
た
茶
杓
に
箱
書
を
し
て
い
る
点
か
ら
︑

同
人
も
江
戸
に
お
け
る
茶
の
湯
文
化
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
中
井
浩
水
は
︑
東
大
寺
四
月
堂
に
は
観
阿
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
︑

そ
の
位
牌
に
は
︑

嘉
永
元
戊
申
　
六
月
十
九
日
　
施
主
江
戸
浅
草
田
原
町
吉
村
庸
之
丞

の
記
述
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る（

25
）

︒
先
述
の
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
に

は
観
阿
は
隠
居
後
︑
田
原
町
に
幽
居
し
た
と
あ
る
が
︑
こ
の
屋
敷
は
観
阿
が
浅

草
に
結
ん
だ
白
醉
庵
で
あ
っ
た
︒
位
牌
に
あ
る
吉
村
庸
之
丞
と
は
白
醉
庵
を
住

居
と
し
て
い
た
弥
山
（
信
䩜
）
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
観
阿
の
妻
は
観
勢
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
息
子
は
弥
山
（
信
䩜
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒

︵
2
︶
不
昧
と
の
交
流

　
高
橋
梅
園
は
︑
観
阿
が
松
平
不
昧
に
取
り
次
い
だ
道
具
に
つ
い
て
﹃
大
崎
様

御
道
具
代
御
手
控
帳
﹄
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

彼
が
公
の
た
め
に
提
供
し
た
る
も
の
︑
松
栄
の
屏
風
︑
古
銅
鉢
︑
篷
雪
の

額
︑
象
眼
床
几
を
始
め
︑
裂
類
の
数
々
︑
多
葉
粉
入
︑
緒
じ
め
︑
根
付
︑

刀
剣
の
鍔
︑
柄
木
︑
其
他
文
房
箱
の
珍
品
奇
什
殆
ど
枚
挙
に
遑
あ
ら
ず（

26
）

　
観
阿
が
不
昧
に
多
く
の
道
具
を
取
り
次
い
で
い
る
一
方
︑
茶
の
湯
道
具
が
少

な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
不
昧
の
茶
の
湯
道
具
入
手
は
江
戸
︑
京
都
︑
大
阪
の
主

要
な
道
具
商
が
取
り
次
い
で
い
た
が（

27
）

︑
観
阿
も
不
昧
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
に

関
係
し
て
い
た
︒

　
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
月
二
十
七
日
︑
不
昧
は
江
戸
大
崎
屋
敷
の
谷
園

に
お
い
て
谷
園
中
大
茶
湯
を
行
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
茶
会
で
は
不
昧
が
無
心
斎

一
席
を
受
け
持
ち
︑
そ
の
ほ
か
の
茶
席
を
知
友
が
担
当
し
た
︒
招
か
れ
た
人
数

は
お
よ
そ
三
十
名
で
あ
っ
た
︒
そ
の
う
ち
利
休
堂
の
茶
席
を
観
阿
が
担
当
し
て

い
る（

28
）

︒
谷
園
の
利
休
堂
と
は
二
階
建
の
堂
で
︑
二
階
に
は
利
休
像
を
祀
る
子
堂

が
あ
り
︑
一
階
に
茶
席
が
あ
っ
た（

29
）

︒
茶
会
記
に
よ
れ
ば
︑
茶
席
で
使
用
さ
れ
た

当
日
の
道
具
組
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒

西
行
歌
　
世
を
い
と
ふ
こ
と
こ
そ
　
利
休
好
白
紙
張
文
庫
ニ
一
閑
硯
箱
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芦
屋
の
釜
　
不
識
大
水
指
　
蓋
の
上
に
染
付
蓋
置
　
柄
杓
　
時
代
蒔
絵
棗

　
錐
呉
器
　
権
兵
衛
茶
碗
二
碗
　
紹
智
茶
杓
　
根
来
香
合
　
砂
張
翻
　
　

菓
子
　
煮
染
黄
飯
趣
向
餅
　
柚
味
噌（

30
）

　
水
指
は
「
不
識
大
」
と
あ
り
不
識
の
大
壺
で
あ
る
︒
蓋
の
上
に
染
付
蓋
置
と

柄
杓
が
飾
ら
れ
た
︒
お
そ
ら
く
千
家
流
に
み
ら
れ
る
大
壺
の
点
前
で
︑
蓋
は
通

常
の
盆
蓋
も
し
く
は
山
道
盆
な
ど
が
用
い
ら
れ
︑
蓋
置
と
柄
杓
は
入
飾
り
に
し

て
飾
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
菓
子
は
煮
染
黄
飯
趣
向
餅
︑
柚
味
噌
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は

別
々
に
出
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
趣
向
餅
は
珠
光
餅
と
も
読
め
る
︒
珠
光

餅
と
は
つ
い
た
餅
に
味
付
け
し
た
白
味
噌
を
掛
け
た
も
の
で
あ
る
︒
観
阿
の
茶

席
で
は
梔
な
ど
で
染
め
た
黄
色
い
飯
を
餅
に
し
て
︑
柚
味
噌
を
掛
け
た
も
の
が

振
る
舞
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
観
阿
は
三
十
四
歳
の
と
き
に
︑
家
蔵
の
書
画

類
を
知
友
に
分
け
与
え
た
と
さ
れ
る
が
︑
こ
の
茶
会
記
か
ら
観
阿
が
四
十
歳
時

点
で
も
か
な
り
の
道
具
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

　
と
こ
ろ
で
畠
山
記
念
館
が
所
蔵
す
る
「
織
部
切
落
手
鉢
」
の
箱
書
に
は
︑

文
化
辰
年
夏
求
之 

白
醉
庵
（
花
押
）

と
あ
り（

31
）

︑
こ
の
と
き
観
阿
は
四
十
四
歳
で
あ
る
︒
観
阿
は
出
家
後
も
︑
新
た
に

道
具
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

︵
3
︶
翠
濤
と
の
交
流
　

　
不
昧
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
没
し
て
い
る
︒
不
昧
没
後
の
観
阿
は
高

橋
箒
庵
が
指
摘
す
る
よ
う
に
溝
口
家
に
出
入
り
し
て
い
た（

32
）

︒
従
来
の
研
究
で
は
︑

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
溝
口
家
と
交
渉
を
持
っ
た
か
に
つ
い
て
明
確
な
史
料
は
確

認
で
き
て
い
な
い
︒

　
こ
こ
で
は
不
昧
没
後
の
観
阿
が
翠
濤
と
関
わ
る
経
緯
を
溝
口
家
史
料
か
ら
み

て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
溝
口
家
史
料
と
は
︑
現
在
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が

所
蔵
す
る
史
料
で
︑
十
二
代
藩
主
溝
口
直
正
（
一
八
五
五
︱
一
九
一
九
）
の
子

で
あ
る
伯
爵
溝
口
直
亮
（
一
八
七
八
︱
一
九
五
一
）
に
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
同
家

代
々
の
史
料
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
翠
濤
の
茶
の
湯
に
関
す
る
文
献
や
翠
濤
自
筆

の
文
書
も
含
ま
れ
る
︒
こ
こ
で
は
溝
口
家
史
料
の
う
ち
︑
翠
濤
が
晩
年
ま
で
を

過
ご
し
た
新
発
田
藩
中
屋
敷
幽
清
館
に
お
け
る
雑
記
で
あ
る
﹃
幽
清
館
雑
記
﹄

に
注
目
す
る（

33
）

︒
こ
の
雑
記
は
雑
記
十
二
巻
（
た
だ
し
第
九
巻
は
欠
）
と
﹃
千
貫

樹
記
﹄︑﹃
小
浦
浪
記
﹄
か
ら
な
る
︒
こ
れ
ら
の
筆
跡
を
み
る
と
翠
濤
自
身
の
筆

記
ま
た
は
近
習
の
家
臣
に
よ
る
筆
録
で
あ
る
︒
以
下
︑﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
に
登

場
す
る
観
阿
に
関
す
る
記
述
を
中
心
に
︑
観
阿
と
翠
濤
の
交
流
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
︒
以
下
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
︑
引
用
は
同
書
か
ら
で
本
文
中
に
巻

数
の
み
記
す
︒

①
五
十
六
歳
　
文
政
三
年

　
観
阿
と
翠
濤
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
の
は
文
政
三
年
の
頃
で
あ
る
︒
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文
政
三
庚
辰
年
よ
り
道
具
を
屋
敷
へ
出
し
同
四
年
辛
巳
年
よ
り
屋
敷
へ
出

入
と
な
る
（
巻
十
二
）

　「
道
具
を
屋
敷
へ
出
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
観
阿
が
溝
口
家
に
対
し
道
具

を
売
却
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
た
め
翌
年
の
文
政
四
年
よ
り
溝
口
家

へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

　
成
立
年
は
不
明
で
あ
る
が
︑
翠
濤
が
戯
画
と
し
て
知
友
の
肖
像
を
描
き
集
め

た
﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

（
34
）

）
に
は
観
阿
に
関
す
る
略

伝
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

予
か
上
邸
へ
翁
を
初
て
招
き
け
る
ハ
文
政
四
年
辛
巳
な
り
︒
時
に
予

二
十
二
歳
翁
ハ
五
十
五
歳
也
け
る
︒
翁
か
つ
て
雲
州
老
侯
不
昧
君
へ
︑
格

別
御
懇
意
に
召
さ
れ
て
名
物
ど
も
︑
多
く
見
覚
へ
た
る
よ
し
︒
右
の
厚
恩

に
よ
り
て
江
戸
に
一
人
と
も
云
ハ
る
〻
茶
器
の
監
定
家
と
な
り
ぬ
︒
さ
き

に
予
か
方
へ
招
き
て
家
蔵
道
具
の
監
定
を
な
さ
し
め
し
に
︑
こ
れ
ま
て
さ

ふ
と
に
も
思
ハ
さ
り
し
品
の
う
ち
︑
名
物
と
も
多
く
見
出
し
た
る
功
少
か

ら
す
︒

　
観
阿
が
溝
口
家
に
初
め
て
招
か
れ
た
の
は
文
政
四
年
で
あ
り
︑
そ
の
交
渉
も

溝
口
家
が
所
蔵
す
る
道
具
の
鑑
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
当
時
の
江
戸
で
︑

観
阿
は
不
昧
に
知
遇
さ
れ
多
く
の
名
物
道
具
を
覚
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
茶

器
の
鑑
定
家
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
記
述
中
︑「
さ
き
に
予
か

方
へ
招
き
て
」
と
あ
る
の
で
こ
れ
は
先
述
の
文
政
三
年
の
出
来
事
と
考
え
ら
れ

る
︒
そ
の
後
︑
観
阿
は
翠
濤
の
信
任
を
得
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
︑
大
き
な
契

機
と
な
っ
た
の
は
︑
溝
口
家
の
所
蔵
し
た
道
具
の
う
ち
名
物
と
し
て
古
来
よ
り

著
名
な
作
品
が
多
く
あ
る
こ
と
が
観
阿
の
鑑
定
に
よ
っ
て
判
明
し
た
こ
と
に
あ

る
︒

　
文
政
年
間
の
観
阿
の
行
状
に
つ
い
て
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
に
は
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

玆
に
掲
く
る
者
は
文
政
七
八
年
の
頃
に
方
り
彼
が
専
ら
数
寄
道
具
の
鑑
定

を
勉
め
け
る
雑
話
に
し
て
多
く
は
諸
大
名
と
交
際
の
間
其
物
語
れ
る
摘
要

な
り
と
推
知
す
べ
し（

35
）

　
文
政
の
七
︑ 

八
年
ご
ろ
︑
す
な
わ
ち
観
阿
が
六
十
歳
ご
ろ
数
寄
道
具
の
鑑
定

が
著
名
で
あ
り
︑
諸
大
名
が
観
阿
の
も
と
を
訪
ね
た
と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら

当
時
の
観
阿
は
数
寄
道
具
の
鑑
定
や
取
次
ぎ
な
ど
を
生
業
に
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
︑
美
術
商
と
し
て
の
一
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

②
六
十
一
歳
　
文
政
八
年

　
こ
の
頃
の
観
阿
と
︑
寿
蔵
墓
碑
を
書
き
絵
師
で
も
あ
っ
た
酒
井
抱
一
の
関
係

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
︒
酒
井
抱
一
は
随
筆
﹃
句
藻
﹄
で
次
の
よ
う
な
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記
事
を
紹
介
し
て
い
る
︒

今
年
七
月
十
三
日
洛
の
法
雲
院
よ
り
烏
丸
光
廣
卿
の
御
像
を
蘭
畹
先
生
に

た
の
み
う
つ
し
も
と
め
て
遠
忌
の
心
な
す
︒
了
伴
︑
観
阿
︑
担
斎
な
と
来

り
侍
る
つ
る
鴨
と
わ
き
ま
へ
か
ぬ
る
鳥
の
跡
み
の
り
の
雲
に
は
ら
し
給
へ

や（
36
）

　
文
政
八
年
︑
江
戸
時
代
前
期
の
公
卿
で
歌
人
で
も
あ
っ
た
烏
丸
光
廣

（
一
五
七
九
︱
一
六
三
八
）
の
法
要
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
︒
法
要
は
江
戸
に
お

い
て
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
︑
参
会
し
た
人
物
の
う
ち
に
古
筆
の
鑑
定
に
携
わ
っ

た
古
筆
家
十
世
古
筆
了
伴
（
一
七
九
〇
︱
一
八
五
三
）
や
観
阿
︑
国
学
者
で
あ
っ

た
檜
山
担
斎
（
一
七
七
四
︱
一
八
四
二
）
ら
が
お
り
︑
当
時
の
江
戸
で
の
交
流

が
わ
か
る
︒
こ
の
と
き
観
阿
は
六
十
一
歳
で
あ
る
︒

③
六
十
六
歳
　
文
政
十
三
年

　
観
阿
が
翠
濤
の
茶
会
に
初
め
て
参
会
し
た
の
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）

の
こ
と
で
あ
る
︒

予
か
茶
会
に
来
る
ハ
文
政
十
五
〘
三
〙

庚
寅
年
風
炉
名
残
よ
り
始
め
て
天
保
十
三

壬
寅
年
口
切
ま
て
十
三
个
年
の
間
に
て
三
十
三
会
也
右
之
如
く
年
来
茶
之

道
に
て
懇
意
之
者
（
巻
十
二
）

　
記
述
で
は
文
政
十
五
年
と
あ
る
が
︑
庚
寅
と
あ
る
こ
と
か
ら
文
政
十
三
年
の

風
炉
名
残
の
茶
会
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
︒
そ
の
後
︑
観
阿
は
翠
濤
の
茶
会

に
し
ば
し
ば
招
か
れ
た
よ
う
で
︑
天
保
十
三
年
の
口
切
茶
会
ま
で
︑
十
三
年
間

の
う
ち
に
三
十
三
回
の
茶
会
に
招
か
れ
て
い
る
︒

④
七
十
歳
　
天
保
五
年

　
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）︑
観
阿
は
古
希
の
祝
い
と
し
て
茶
会
を
催
し
︑
記

図 5　瓢茶器。『知音』第 50 号（1954）より転載
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念
に
瓢
形
の
薄
茶
器
を
記
念
に
配
っ
て
い
る
︒

茶
あ
り
て
右
賀
作
の
瓢
形
薄
茶
器
も
亦
秘
蔵
と
な
す
も
の
也
（
巻
十
二
）

　
こ
の
茶
器
は
︑
宮
栄
二
が
﹃
知
音
﹄
第
五
十
号
（
一
九
五
四
年
）
に
紹
介
し
︑

画
像
（
図
5
）
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
と
同
定
さ
れ（

37
）

︑
箱
墨
書
に
は
「
賀
　

百
二
十
之
内
　
白
醉
庵
　
苦
楽
翁
　
古
稀
（
花
押
）」
と
あ
る
︒
宮
の
解
説
に

よ
る
と
︑
こ
の
茶
器
の
箱
蓋
裏
に
は
「
員
外
五
ノ
内
　
観
阿
」
と
い
う
墨
書
が

あ
る
と
い
う（

38
）

︒
す
な
わ
ち
百
二
十
個
の
茶
器
に
五
個
を
加
え
た
総
数
百
二
十
五

個
が
作
成
さ
れ
︑
知
友
に
配
布
さ
れ
て
い
た（

39
）

︒

⑤
七
十
一
歳
　
天
保
六
年

　
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
正
月
︑
観
阿
は
翠
濤
自
筆
の
絵
画
作
品
を
贈
ら
れ

て
い
る
︒
こ
の
絵
に
つ
い
て
は
天
保
六
年
八
月
二
十
八
日
に
記
載
が
あ
る 

（
図

6
）︒
こ
の
作
品
は
一
枚
漉
き
の
藤
紙
に
薄
墨
で
く
ま
ぬ
き
を
し
︑
そ
の
中
に

水
墨
画
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒
絵
は
そ
れ
ぞ
れ
小
堀
篷
雪
の
百
敷
の
歌（

40
）

︑
狩

野
尚
信
の
竹
に
月
︑
尾
形
光
琳
の
梅
︑
松
花
堂
昭
乗
と
江
月
宗
玩
に
よ
る
対
月

絵
賛
︑
小
堀
遠
州
の
琴
︑
狩
野
探
幽
の
山
水
︑
英
一
蝶
の
黒
木
売
を
意
と
し
て

描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

此
自
筆
書
画
ハ
芳
村
観
阿
所
望
ニ
ま
か
せ
れ
る
同
七
酉
申
年
正
月
二
十
七

日
表
具
箱
共
出
来
又
箱
書
願
ニ
付
左
之
通
蓋
の
う
ら
に
認
れ
る
な
り
（
巻

八
）

　
記
述
か
ら
︑
こ
の
作
品
は
観
阿
の
所
望
に
応
じ
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
︒

⑥
七
十
二
歳
　
天
保
七
年

　
天
保
七
年
五
月
十
五
日
に
︑
観
阿
は
翠
濤
自
筆
の
絵
を
贈
ら
れ
て
い
る
︒
こ

の
ほ
か
長
府
藩
十
一
代
藩
主
毛
利
元
義
（
四
睡
庵
／
一
七
八
五
︱
一
八
四
三
）
に

よ
り
「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
が
描
か
れ
た
︒

苦
楽
翁
行
楽
図
ハ
天
保
七
酉
申
年
五
月
十
五
日
立
像
を
自
画
し
翁
ニ
見
せ

け
れ
は
坐
像
に
図
し
て
載
度
旨
申
ニ
付
請
に
任
せ
更
に
坐
像
を
画
き
五
月

十
五
日
と
し
て
小
引
も
識
し
ぬ
（
巻
八
）

図 6　�溝口翠濤筆貼交絵。� �
『幽清館雑記（巻八）』より転載
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翠
濤
が
観
阿
に
苦
楽
翁
す
な
わ
ち
観
阿
本
人
を
描
い
た
立
像
を
み
せ
た
と
こ

ろ
︑
さ
ら
に
坐
像
を
描
く
よ
う
要
請
が
あ
っ
た
︒
翠
濤
は
そ
れ
に
応
じ
て
︑
そ

の
日
の
う
ち
に
坐
像
を
描
き
讃
を
加
え
て
与
え
た
の
で
あ
る
︒

　
先
出
の
﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄
に
は
冒
頭
に
「
苦
楽
翁
寿
像
」（
図
7
）
が

あ
る
︒
こ
の
立
像
は
翠
濤
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
︑
落
款
部
分
に
は
「
天

保
七
年
丙
申
五
月
十
六
日
　
景
山
画
」
と
あ
り
︑﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
で
述
べ
ら

れ
て
い
た
翠
濤
に
よ
る
観
阿
立
像
と
同
定
さ
れ
る
︒
雑
記
で
は
五
月
十
五
日
の

こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
本
図
は
観
阿
に
見
せ
た
翌
日
に
改
め
て

署
名
落
款
お
よ
び
印
が
捺お

さ
れ
た
も
の
と
わ
か
る
︒
こ
の
図
に
よ
っ
て
観
阿
の

風
貌
を
伺
う
こ
と
が
で
き
︑
現
在
確
認
で
き
る
観
阿
の
肖
像
と
し
て
唯
一
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
貴
重
で
あ
る
︒

　
寿
像
を
み
る
と
観
阿
は
剃
髪
し
た
姿
で
あ
る
︒
十
徳
の
よ
う
な
羽
織
を
羽

織
っ
て
お
り
︑
細
身
で
あ
る
が
眼
光
が
鋭
い
︒
更
紗
で
で
き
た
よ
う
な
風
呂
敷

を
持
っ
て
お
り
︑
素
足
で
あ
る
︒

　
こ
の
図
が
同
書
に
付
属
し
て
い
る
理
由
は
︑
観
阿
が
翠
濤
へ
坐
像
を
描
く
よ

う
に
求
め
た
た
め
︑
立
像
の
ほ
う
は
翠
濤
が
控
え
と
し
て
所
持
し
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
︒
同
書
に
は
翠
濤
に
よ
る
観
阿
の
坐
像
は
所
載
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
現
在
︑「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
の
小
引
の
記
録
が
﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
に
残
さ
れ

て
い
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
翠
濤
で
は
な
く
︑
四
睡
庵
す
な
わ
ち
毛
利
元
義
に

よ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
絵
は
観
阿
が
元
義
に
自
像
を
描
き
小
引
（
讃
）
を
書

く
こ
と
を
所
望
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ま
で
観
阿
に
関
す
る
行
状
で
は
︑

先
に
紹
介
し
た
勧
学
院
に
あ
る
寿
蔵
お
よ

び
墓
碑
︑
弘
福
寺
に
あ
る
墓
碑
し
か
な

か
っ
た
た
め
︑
こ
の
小
引
は
観
阿
七
十
二

歳
時
点
で
の
行
状
が
判
明
す
る
記
述
と
し

て
貴
重
で
あ
る
︒
な
お
読
み
下
し
は
高
橋

忠
彦
氏
の
教
示
に
よ
る
︒

苦
も
楽
も
同
し
か
こ
ひ
の
う
ち
に
入

れ
て
う
き
世
な
り
す
め
る
の
（
渦
）

図 7　�溝口翠濤画「苦楽翁寿像」。� �
『戯画肖像並略伝』より転載
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を
見
る
か
な

苦
楽
翁
行
楽
図
小
引

翁
名
観
阿
氏
吉
村
江
戸
人
　
精
茶
道
其
家
多
蓄
名
書
古
画
珍
器
奇
物
以
好

事
而
鳴
于
都
下
　
然
而
自
少
既
有
離
世
帰
真
之
念
　
壮
年
遂
削
髪
出
家
而

不
反
　
結
団
蕉
郭
北
浅
草
而
居
　
命
曰
白
酔
菴
　
於
是
清
高
之
名
彌
著
雅

尚
之
交
益
衆
矣
　
予
亦
相
善
者
有
年
焉
　
嘗
称
之
以
苦
楽
翁
　
取
乎
其
菴

中
扁
額
不
昧
源
公
所
書
楽
中
苦
苦
中
楽
之
語
也
　
翁
即
以
為
別
号
　
頃
者

又
請
予
写
其
肖
像
　
予
以
拙
辞
不
許
　
乃
作
此
図
併
述
小
引
以
伝
之
実
天

保
七
年
丙
甲
翁
時
七
十
有
二
云
（
巻
十
二
）

（
翁
︑
名
は
観
阿
︑
氏
は
吉
村
︑
江
戸
の
人
な
り
︒
茶
道
に
精
し
く
︑
其
の
家
は
︑

多
く
名
書
古
画
︑
珍
器
奇
物
を
蓄
え
︑
好
事
を
以
て
都
下
に
鳴
る
︒
然
れ
ど
も

少
き
よ
り
既
に
離
世
帰
真
の
念
有
り
︒

　
壮
年
に
遂
に
削
髪
出
家
し
て
反
ら
ず
︒
団
蕉
を
郭
北
の
浅
草
に
結
び
て
居
る
︒

命
け
て
白
酔
菴
と
曰
う
︒
是
に
お
い
て
清
高
の
名
弥い

よ
いよ
著
れ
︑
雅
尚
の
交
益ま
す
ます

衆
し
︒
予
も
ま
た
相
い
善
く
す
る
こ
と
有
年
な
り
︒
嘗
て
こ
れ
に
称
す
る
に
苦

楽
翁
を
以
て
す
︒
其
の
菴
中
の
扁
額
の
︑ 

不
昧
源
公
の
書
す
所
の
︑ 「
楽
中
苦
　

苦
中
楽
」
の
語
よ
り
取
る
な
り
︒
翁
即
ち
以
っ
て
別
号
と
為
す
︒
頃
者
︑
ま
た

予
に
そ
の
肖
像
を
写
す
を
請
う
︒
予
は
拙
き
を
以
て
辞
す
る
も
許
さ
ず
︒
乃
ち

此
図
を
作
り
︑
併
び
に
小
引
を
述
べ
︑
以
て
之
を
伝
う
︒
実
に
天
保
七
年
丙
甲
︑

翁
時
に
七
十
有
二
と
し
か
云
う
︒）

　
翠
濤
画
の
「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
の
写
し
を
描
く
よ
う
請
わ
れ
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
︒
碑
文
で
も
翠
濤
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
貴
人
が
観
阿
の
も

と
に
集
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑
元
義
も
浅
草
白
醉
庵
に
集
っ
た
そ
の
一
人
で
あ
っ

た
と
が
わ
か
る
︒

⑦
七
十
五
歳
　
天
保
十
年

　
先
述
の
「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
の
小
引
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
観
阿

は
す
で
に
浅
草
で
白
醉
庵
の
庵
を
結
ん
で
多
く
の
人
物
と
交
流
し
て
い
た
︒
し

か
し
︑
翠
濤
が
白
醉
庵
に
初
め
て
訪
れ
た
の
は
︑
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
す

な
わ
ち
観
阿
七
十
五
歳
の
春
で
あ
っ
た
︒
こ
の
と
き
床
の
間
に
飾
っ
て
あ
っ
た

香
炉
こ
そ
︑
冒
頭
に
も
触
れ
た
︑
後
に
高
橋
箒
庵
所
蔵
と
な
る
「
御
本
兎
耳
香

炉
」
で
あ
る
︒
こ
の
香
炉
は
箒
庵
家
の
売
立
目
録
で
あ
る
﹃
一
木
庵
高
橋
家
所

蔵
品
入
札（

41
）

﹄
に
所
載
さ
れ
る
︒
箱
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
︒翠

濤
尊
君
草
盧
に
初
め
て
御
入
り
の
節
︑
床
に
飾
り
置
き
候
を
御
所
望
に

て
進
献
す

　
天
保
十
年
亥
中
春
七
十
五
翁
白
醉
庵
観
阿（

42
）

　
墨
書
か
ら
香
炉
を
翠
濤
が
所
望
し
︑
観
阿
は
献
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
箒
庵
著
﹃
東
都
茶
会
記
﹄
に
も
︑
こ
の
香
炉
の
箱
墨
書
に
つ
い
て
の
記
述
が



白醉庵吉村観阿について

55

あ
る
︒
箒
庵
は
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
三
）
頃
に
溝
口
家
と
の
直
接
取
引
に

よ
り
︑
六
十
点
の
道
具
を
入
手
し
て
い
る
が（

43
）

︑
こ
の
香
炉
も
そ
の
う
ち
の
一
つ

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑧
七
十
九
歳
　
天
保
十
四
年

　
天
保
十
四
年 

（
一
八
四
三
） 
の
元
旦
︑
観
阿
は
自
作
の
茶
杓
に 

「
寿
」 （
図
8
）

と
い
う
銘
を
墨
書
し
て
い
る
︒
こ
の
茶
杓
は
現
在
︑
個
人
が
所
蔵
し
て
い
る
︒

　
茶
杓
は
中
節
で
︑
腰
は
や
や
高
く
な
っ
て
い
る
︒
総
体
に
細
身
で
あ
る
︒
櫂

先
は
や
や
角
度
が
つ
い
て
撓た
わ

め
ら
れ
て
い
る
︒
筒
は
竹
皮
を
す
べ
て
削
い
だ
真

筒
で
あ
る
︒
共
箱
で
甲
に
は
「
自
作
茶
杓
　
白
醉
庵
」
と
あ
る
︒
筒
正
面
と
そ

の
側
面
に
は
以
下
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
︒

寿
　
白
醉
庵
八
十
翁
（
花
押
）

天
保
癸
卯
試
筆

　
墨
書
か
ら
天
保
十
四
年
に
作
成
し
た
自
作
の
茶
杓
で
︑
筒
墨
書
を
試
筆
（
書

初
め
）
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
茶
杓
は
観
阿
八
十
賀
に
際
し
て
の
初
の
自

作
に
よ
る
道
具
で
あ
っ
た（

44
）

︒

　
天
保
十
四
年
の
十
月
ご
ろ
か
ら
︑
翌
年
に
開
催
す
る
八
十
賀
の
茶
会
に
む
け

て
翠
濤
と
観
阿
の
間
で
往
来
が
あ
っ
た
︒

同
年
癸
卯
年
十
月
五
日
苦
楽
翁
入
来
之
節
来
年
は
八
十
歳
之
賀
の
茶
催
し

あ
り
と
て
此
短
冊
持
参
上
る
（
巻
十
二
）

　
観
阿
は
翠
濤
の
も
と
を
訪
ね
︑
翌
年
の
自
身
の
八
十
賀
茶
会
の
た
め
「
幾
千

代
も
な
お
幾
千
世
も
八
十
ハ
た
〻
東
方
朔
の
数
と
り
の
と
し
」
と
い
う
一
首
を

詠
じ
た
短
冊
を
献
上
し
て
い
る
︒

　
同
年
末
に
も
観
阿
は
翠
濤
の
も
と
を
訪
ね
て
い
る
︒

天
保
十
四
癸
卯
十
二
月
二
十
日
松
花
堂
を
以
志
向
福
禄
寿
を
画
き
吉
村
観

阿
へ
贈
る
是
ハ
甲
辰
年
八
十
賀
之
茶
事
催
し
あ
る
ニ
付
三
筆
願
之
旨
こ
ふ

に
よ
つ
て
画
く
品
也
右
賛
宗
中
子
書

　
　
色
替
ぬ
ま
つ
と
竹
と
の
す
え
の
よ
お

図 8　�観阿作共筒茶杓銘「寿」（個人蔵）
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い
つ
れ
久
し
と
君
の
み
ぞ
見
む

鶴
亀
は
晴
川
院
加
筆
也
右
表
具
箱
共
出
来
と
て
天
保
十
五
甲
辰
年
正
月
十

四
日
持
参
な
り
外
題
箱
書
と
も
同
十
九
日
迄
ニ
皆
成
箱
表
書
隷
の
体
な
り

　
　
絵
賛
　
福
禄
寿
　
翠
濤
画

　
　
鶴
亀
　
　
　
　
　
会
心
画

　
　
古
人
歌
　
　
　
　
宗
中
書
（
巻
八
）

　
天
保
十
四
年
十
二
月
二
十
日
︑
翠
濤
が
松
花
堂
昭
乗
を
意
と
し
た
福
禄
寿
を

描
き
観
阿
へ
贈
っ
た
と
あ
る
︒
こ
れ
は
翌
年
に
八
十
賀
の
茶
会
を
催
す
に
あ
た

り
︑
観
阿
が
翠
濤
を
含
め
た
三
人
に
合
作
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
三
人

と
は
翠
濤
と
狩
野
養
信
（
晴
川
院
︑
会
心
斎
／
一
七
九
六
︱
一
八
四
六
）︑
小
堀

宗
中
（
正
優
／
一
七
八
六
︱
一
八
六
七
）
で
あ
る
︒

　
翠
濤
は
福
禄
寿
︑
養
信
（
会
心
）
は
鶴
亀
を
描
き（

45
）

︑
宗
中
は
古
人
の
歌
を
引

用
し
て
「
色
替
ぬ
ま
つ
と
竹
と
の
す
え
の
よ
お
い
つ
れ
久
し
と
君
の
み
ぞ
見

む（
46
）

」
と
い
う
賛
を
し
て
い
る
︒

　
こ
の
合
作
は
早
々
に
表
具
さ
れ
︑
同
年
正
月
十
四
日
に
観
阿
の
も
と
に
届
け

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
三
人
の
箱
書
が
揃
っ
た
の
は
同
月
十
九
日
で
あ
っ
た
︒

箱
書
に
は
翠
濤
に
よ
る
箱
墨
書
の
文
面
の
控
え
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

天
保
甲
辰
の
春
白
醉
菴
観
阿
苦
楽
翁
八
十
賀
あ
り
　
祝
意
之
三
筆
一
幅
を

予
ニ
請
其
需
に
応
し
松
花
堂
図
を
以
福
禄
寿
を
画
　
晴
川
院
法
印
鶴
亀
を

加
筆
　
賛
ハ
小
堀
宗
中
子
即
是
を
贈
る
速
に
装
潢
し
て
匣
に
入
又
外
題
匣

書
共
三
筆
を
請
ふ
に
よ
り
其
由
来
を
し
る
す
（
巻
八
）

　
記
述
か
ら
合
作
者
三
人
の
箱
書
き
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

⑨
八
十
歳
　
天
保
十
五
年

　
天
保
十
五
年
︑
観
阿
は
八
十
賀
を
迎
え
茶
会
を
開
催
す
る
︒

同
十
五
甲
辰
年
十
︹
正
︺
月
七
日
年
賀
之
茶
会
に
参
り
た
る
節
一
閑
張
細

棗
桃
之
絵
更
山
造
る
苦
楽
翁
の
好
ミ
の
よ
し
百
二
十
五
之
内
一
ツ
上
る
箱

書
も
翁
之
書
に
て
候
此
狂
歌
を
し
る
せ
り
も
の
よ
り
歌
よ
ミ
に
あ
ら
す
作

の
巧
拙
を
論
せ
す
二
品
と
も
に
秘
蔵
と
な
す
（
巻
十
二
）

　
観
阿
の
八
十
賀
茶
会
の
当
日
に
は
参
会
し
た
翠
濤
に
「
一
閑
張
桃
之
絵
細

棗
」（
図
9
）
が
配
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
甲
部
に
は
朱
金
で
桃
の
蒔
絵
が

施
さ
れ
る
︒
桃
の
図
柄
に
注
目
す
る
と
半
分
は
朱
︑
半
分
は
金
で
あ
る
︒
葉
は

三
枚
︑
茎
は
一
本
︑
花
は
一
輪
蒔
絵
さ
れ
る
︒
葉
の
三
枚
は
青
漆
で
︑
葉
脈
が

金
蒔
絵
さ
れ
る
︒
茎
の
一
本
は
金
蒔
絵
で
︑
荒
め
の
砂
子
が
撒ま

か
れ
て
い
る
︒

花
の
一
輪
は
銀
蒔
絵
さ
れ
る
︒
蓋
裏
に
は
朱
漆
で
観
阿
に
よ
る
「
観
」
と
花
押

が
み
ら
れ
る
︒
身
底
部
分
に
は
羊
遊
斎
に
よ
る
彫
銘
で
「
羊
」
と
あ
る
︒
棗
の

意
匠
は
桃
で
︑
箱
側
面
に
は
︑
前
年
末
に
翠
濤
に
献
上
し
た
短
冊
と
同
じ
歌
が
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墨
書
さ
れ
て
い
る
︒
桃
は
千
年
の
長
寿
を
表
し
︑
年
の
意
味
は
千
代
で
あ
る
︒

ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
八
十
賀
茶
会
で
は
本
席
（
濃
茶
席
）
の
掛
物
は
「
千
代

の
歌
」
を
当
日
用
い
て
い
る
点
か
ら
︑
こ
の
棗
の
桃
の
意
匠
は
千
代
を
意
図
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
桃
の
絵
は
︑
千
代
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
︑
千
年
の
弥い
や
さ
か栄
を
言
祝
ぐ
意
匠
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑩
八
十
一
歳
　
弘
化
二
年

　
そ
の
後
も
観
阿
と
翠
濤
の
交
流
は
続
い
た
が
︑
観
阿
八
十
一
歳
︑
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
五
月
二
十
五
日
が
︑
観
阿
が
翠
濤
の
も
と
を
訪
れ
た
最
後
と
な
っ

た
︒

弘
化
二
年
乙
巳
年
五
月
二
十
五
日
ニ
入
来
ハ
其
納
と
な
る
時
に
八
十
一
歳

二
十
五
个
年
之
間
也
（
巻
十
二
）

　
こ
の
こ
ろ
の
観
阿
に
つ
い
て
先
出
の
﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄
を
み
る
と
︑
弘

化
二
年
以
降
は
老
病
の
た
め
病
床
に
臥
せ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

予
か
邸
へ
出
入
し
た
る
ハ
弘
化
二
年
迄
中
間
二
十
四
年
に
し
て
其
後
老
病

ニ
よ
り
駕
籠
ニ
て
も
来
る
こ
と
か
な
ハ
す
な
り
に
け
る

⑪
八
十
四
歳
　
嘉
永
元
年

　
観
阿
は
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
八
十
四
歳
で
没
し
て
い
る
︒

苦
楽
翁
老
病
に
て
嘉
永
元
戊
申
年
六
月
十
九
日
没
時
に
八
十
四
歳
釈
迦
ね

は
ん
の
図
の
如
く
病
床
ニ
如
睡
終
れ
り
同
月
八
日
書
納
め
残
し
置
と
る
候

木
団
扇
両
面
ニ
夢
楽
の
字
を
書
存
生
中
田
鶴
へ
所
望
い
た
し
貰
置
也
前
々

記
　
戊
申
六
月
二
十
日
記
（
巻
十
二
）

図 9-2　箱書き図 9-1　�原羊遊斎作� �
「一閑張桃之絵細棗」（個人蔵）
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釈
迦
の
涅
槃
図
の
よ
う
に
病
床
に
あ
っ
て
眠
る
よ
う
に
静
か
に
息
を
引
き

と
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
観
阿
は
没
す
る
十
一
日
前
の
六
月
八
日
︑遺
墨
と
し
て
団
扇
の
両
面
に
「
夢
」

「
楽
」
と
一
文
字
ず
つ
書
い
た
︒
観
阿
は
不
昧
に
よ
る
「
楽
中
苦 

苦
中
楽
」
の

扁
額
を
自
室
に
掲
げ
︑
自
身
も
「
苦
楽
」
と
号
し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
を
念
頭

に
お
け
ば
︑
最
後
に
書
き
残
し
た
夢
楽
の
意
味
は
「
楽
中
夢 

夢
中
楽
」
で

あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
︑
観
阿
の
遺
偈
と
も
と
れ
る
︒

　
そ
の
後
︑
没
す
る
ま
で
の
十
日
余
の
間
に
︑
翠
濤
は
観
阿
の
妻
田
鶴
に
依
頼

し
遺
墨
を
貰
い
受
け
た
と
あ
る
︒
翠
濤
は
観
阿
が
所
持
し
た
道
具
を
没
後
に
譲

渡
す
る
約
束
を
し
た
も
の
の
︑
そ
れ
ら
の
作
品
を
生
存
中
に
貰
い
受
け
た
よ
う

で
あ
る
︒
溝
口
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
観
阿
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
三
章
で
詳

細
に
検
討
す
る
︒

　

二
　
観
阿
八
十
賀
の
茶
会

　
先
述
の
通
り
︑
翠
濤
は
天
保
十
五
年
一
月
七
日
に
観
阿
八
十
賀
の
茶
会
に
招

か
れ
て
い
た
︒
従
来
の
研
究
で
も
観
阿
の
八
十
賀
と
原
羊
遊
斎
作
「
一
閑
張
桃

之
絵
細
棗
」
の
関
係
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
八
十
賀
の
茶
会
自
体
に
つ
い
て

は
資
料
の
不
足
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
今
回
︑
新
出
の
資
料
と

な
る
「
桑
昔
竹
形
茶
杓
」（
図
10
）
と
そ
れ
に
付
属
す
る
観
阿
八
十
賀
の
茶
会

記
（
図
11
）
を
個
人
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
た
め
︑
茶
会
の
詳
細

な
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
茶
杓
は
か
つ
て
加
納
藩
江
戸
家
老
篠
原

長
兵
衛（

47
）（

宝
剣
子
）
が
所
蔵
し
て
い
た
︒
茶
会
記
は
篠
原
が
観
阿
の
八
十
賀
茶

会
に
招
か
れ
た
と
き
の
も
の
で
︑
そ
の
写
本
と
な
る（

48
）

︒
ま
た
茶
杓
は
後
述
す
る

よ
う
に
茶
会
の
記
念
と
し
て
観
阿
か
ら
長
兵
衛
に
贈
ら
れ
た
︒

　
八
十
賀
の
茶
会
記
が
存
在
す
る
こ
と
は
︑
当
時
の
茶
会
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
︑
観
阿
が
所
持
し
た
道
具
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
貴
重
な
資

料
で
あ
る
︒

︵
一
︶
桑
昔
竹
形
茶
杓
と
付
属
す
る
茶
会
記

　
茶
杓
の
材
は
桑
で
あ
る
︒
そ
の
造
り
は
蟻
腰
で
︑
節
下
は
一
本
樋
︑
節
上
は

薬
研
樋
と
な
っ
て
い
る
︒
櫂
先
は
大
ら
か
に
削
ら
れ
て
い
る
︒
筒
は
細
身
の
竹

で
側
面
中
央
に
皮
を
少
し
残
し
て
い
る
︒
筒
の
大
き
さ
は
茶
杓
に
比
較
し
て
華

奢
に
作
ら
れ
て
い
る
︒
筒
裏
に
は
観
阿
に
よ
る
墨
書
で
「
甲
辰
　
賀
」
と
あ
り
︑

筒
正
面
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

⃝阿
　
桑
昔
竹
形
茶
杓
　
八
十
翁
観
阿
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
十
本
ノ
内

　
こ
の
桑
茶
杓
は
天
保
十
五
年
の
観
阿
八
十
賀
に
際
し
て
十
本
作
成
さ
れ
た
茶

杓
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
箱
甲
に
は
「
桑
昔
竹
形
茶
杓
　
白
醉
庵
」
と
あ
り
︑

箱
裏
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒



白醉庵吉村観阿について

59

寿
　
幾
千
代
も
い
く
千
代
も
八
十
ハ
た
〻
東
方
朔
の
数
取
の
歳
　
八
十
翁

観
阿
（
花
押
）

　
記
述
に
あ
る
一
首
は
「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
の
箱
に
書
か
れ
る
歌
と
同
一

で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
観
阿
八
十
賀
に
際
し
て
︑
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た

百
二
十
五
個
の
細
棗
以
外
に
も
︑
十
本
の
桑
茶
杓
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
︒

　
茶
杓
に
付
属
す
る
茶
会
記
を
み
る
と
︑
表
題
に
「
観
阿
和
尚
賀
の
茶
事
／
写

書
」
と
あ
っ
て
︑
篠
原
が
観
阿
を
和
尚
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
観
阿

は
三
十
四
歳
の
と
き
に
剃
髪
し
︑
そ
の
後
は
法
体
で
あ
っ
た
た
め
︑
観
阿
の
周

辺
の
人
々
は
和
尚
と
呼
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
会
記
の
表
題
に
は
「
観
阿

八
十
賀
茶
席 

写
庚
午
初
冬 

篠
原
宝
剣
子
」
と
あ
る
︒
篠
原
が
招
か
れ
た
観
阿

の
八
十
賀
の
会
記
で
あ
り
︑
こ
の
会
記
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
初
冬
に
写

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
使
用
さ
れ
た
道
具
組
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

桑
山
可
斎
筆

　 

君
か
代
は
千
代
に
や
千
代
に
又
千
代
に
千
代
を
重
ね
て
千
代
を
よ
ろ
こ

ふ
釜
　
　
芦
屋
　
　
　
　
　
　
　
　 

水
さ
し
　
光
悦
弟
　
空
中
　
銘
宝
傘
　

共
箱

香
キ
　
は
ん
ね
ら
　
　
　
　
　
　 

茶
わ
ん
　
鉢
の
子
手
　
片
⎝
堅
⎠

手
　
小
堀
権

十
郎
書
付
　
老
の
友

炭
取
　
　
相
⎝
宗
全
か
⎠禅

組
き
り
　
　
　
　
茶
入
　
柳
棗
　
袋
大
門
つ
り

灰
キ
　
　
　
長
次
郎
焼
ぬ
き
　
　
茶
杓
　
正
隠

三
羽
黒
つ
る
遠
州
所
持
々
書
付
　
こ
ほ
し
わ
け

後　
花
入
　
し
か
ら
き
う⎝

蹲

⎠

つ
く
ま
り

図 10　桑昔竹形茶杓（個人蔵）
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花
　
梅

　
佳
⎝
乾
か
⎠

山
　
梅
の
絵
　
　
汁
　
大
根
わ
切
　
　 

わ
ん
物
　
若
鮎
　
火
取
十
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ⎝

蕨

⎠

ら
ひ
穂
　
松
ろ
た
け
　
合

　
向
　
細
そ
め
切
　
わ
さ
ひ
有

　
　
　 

飯
　
　
　
　
焼
　
鯛
酒
む
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
頭
ニ
　 

吸
物
　
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
身
　
か⎝

マ

マ

⎠

る
莨
〻
木
花
か
れ
い

わ⎝
茶
碗
⎠ん

　
一
入
共
箱 

時
代
草
盆
　
ゆ
り
子

ト
ヽ
ヤ
　
不
昧
公
御
書
付
　
老
松
　
　
　
か
し
　
白
阿⎝
餡
⎠ん

入
白
キ
ウ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
シ
ン
ジ
ョ
　
代
り
赤

広
座
敷

　
一
⎝
山
⎠

楽
の
寿
老
賛
亡
羊
　
　
　
　
　
　
　
萬
暦
蓋
物

棚
ニ

　
存
星
ゆ
つ
香
合
　
遠
州
侯
書
付

　
会
記
に
沿
っ
て
茶
会
の
様
子
を
み
て
み
た
い
︒
初
座
の
床
の
間
の
掛
物
に
は

桑
山
可
斎
（
一
六
一
五
︱
一
七
〇
〇
）
に
よ
る
「
千
代
の
歌
」
の
掛
物
が
掛
け

ら
れ
た
︒
釜
は
芦
屋
︑
香
合
は
素
焼
き
の
南
蛮
ハ
ン
ネ
ラ
で
あ
る
︒
炭
斗
は
お

そ
ら
く
宗
全
作
と
考
え
ら
れ
る
組
物
が
用
い
ら
れ
︑
灰
器
は
楽
長
次
郎
作
の
焼

貫
︑
羽
は
黒
鶴
の
三
羽
（
小
堀
遠
州
所
持
で
同
人
書
付
）
で
あ
る
︒

　
懐
石
は
別
席
で
振
る
舞
わ
れ
た
︒
床
の
間
に
は
「
佳
山
」（
乾
山
か
？
）
の

図 11　観阿八十賀茶会記（個人蔵）
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梅
の
絵
が
掛
け
ら
れ
た
︒
焼
物
に
は
鯛
の
尾
頭
付
の
酒
蒸
が
出
さ
れ
︑
吸
物
に

は
鶴
の
肉
を
用
い
︑
強
肴
に
は
萬
暦
年
間
に
焼
成
さ
れ
た
磁
器
の
蓋
物
を
用
い

て
紅
白
で
作
ら
れ
た
真
薯
が
呈
さ
れ
た
︒
祝
意
を
込
め
た
懐
石
で
あ
る
︒
菓
子

は
白
餡
入
白
求
肥
が
用
い
ら
れ
た
︒

　
後
座
の
床
の
間
で
は
掛
物
が
外
さ
れ
信
楽
焼
の
蹲
の
花
入
が
飾
ら
れ
︑
梅
が

一
種
の
み
生
け
ら
れ
た
︒
点
前
座
の
周
辺
を
み
て
み
る
と
水
指
は
本
阿
弥
空
中

（
光
甫
／
一
六
〇
二
︱
一
六
八
二
）
に
よ
る
作
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑「
空
中
信
楽
」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
茶
入
は
柳
棗
で
袋
は
大
門
つ
り
と
あ
る
︒
こ
の
棗

に
つ
い
て
は
材
質
が
柳
の
木
で
あ
っ
た
の
か
︑
柳
の
模
様
が
あ
る
棗
か
は
定
か

で
は
な
い
︒
た
だ
観
阿
に
関
係
し
た
棗
の
う
ち
︑
同
人
の
箱
墨
書
の
あ
る
作
品

で
は
︑「
嵯
峨
柳
蒔
絵
大
棗
」（
個
人
蔵
）
が
あ
る（

49
）

︒

　
濃
茶
に
使
用
さ
れ
た
茶
碗
は
高
麗
堅
手
鉢
子
で
銘
を
「
老
の
友
」（
小
堀
権

十
郎
書
付
）
と
い
う
︒
堅
手
に
お
け
る
鉢
手
と
は
︑
草
間
直
方
に
よ
る
﹃
茶
器

名
物
図
彙
﹄（
文
彩
社
︑
一
九
七
六
年
）
に
よ
れ
ば
︑
元
来
は
鉢
の
み
で
茶
碗
は

な
か
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち
小
さ
い
物
を
茶
碗
に
転
用
し
た
も
の
で
︑
数
が
少
な

い
と
さ
れ
る
︒
古
い
手
の
堅
手
よ
り
後
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
︑
お
よ
そ
十
七

世
紀
頃
の
作
と
さ
れ
る
︒
同
書
中
︑
鉢
子
堅
手
の
茶
碗
は
「
当
世
之
任
人
気
に

逢
ふ
故
︑
至
て
人
賞
翫
す
」
と
述
べ
ら
れ
︑
当
時
の
茶
の
湯
で
は
人
気
の
高
い

茶
碗
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（

50
）

︒
茶
杓
の
作
者
と
し
て
正
隠
と
あ
る
が
︑

こ
れ
は
藤
村
庸
軒
（
一
六
一
三
︱
一
六
九
九
）
の
こ
と
を
さ
す
︒
建
水
は
木
地

曲
と
あ
る
︒

　
薄
茶
席
に
つ
い
て
は
詳
細
な
記
述
が
な
い
た
め
︑
濃
茶
を
行
っ
た
の
と
同
席

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
主
茶
碗
に
は
楽
一
入
作
の
茶
碗
︑
副
茶
碗
に
は
高

麗
斗
々
屋
の
銘
「
老
松
」（
松
平
不
昧
書
付
）
を
用
い
て
い
る
︒

　
以
上
の
濃
茶
お
よ
び
薄
茶
が
催
さ
れ
た
茶
席
は
︑
道
具
組
か
ら
小
間
席
で

あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
︒
こ
の
小
間
に
関
し
て
﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
を
み
て
み
る

と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

吉
村
観
阿
　
白
醉
庵
　
隠
宅
掛
名
　
楽
之
斎
囲
三
畳
（
巻
十
）

　
観
阿
の
浅
草
の
居
宅
白
醉
庵
に
は
︑
楽
之
斎
と
い
う
三
畳
の
席
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
観
阿
が
実
際
に
茶
会
を
行
な
っ
た
小
間
の
茶
室
は
︑
楽
之
斎
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

51
）

︒
な
お
茶
会
後
は
開
き
の
間
を
設
け
て
広
間
の
座
敷
に

移
っ
た
︒
広
間
の
床
の
間
に
は
亡
羊
の
賛
が
あ
る
「
一
楽
筆
」
の
寿
老
人
（
福

禄
寿
）
の
絵
が
掛
け
ら
れ
︑
違
い
棚
に
は
小
堀
遠
州
（
一
五
七
九
︱
一
六
四
七
）

の
書
付
が
あ
る
存
星
柚
香
合
が
飾
ら
れ
て
い
た
と
い
う（

52
）

︒
当
日
︑
こ
の
広
間
は

茶
会
が
終
わ
っ
て
の
ち
︑
箱
書
や
器
物
に
付
属
す
る
添
状
等
の
閲
覧
に
供
さ
れ

た
場
と
考
え
ら
れ
る
︒「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
も
こ
の
広
間
で
客
に
配
布
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
二
︶
狩
野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
に
つ
い
て

　
観
阿
八
十
賀
茶
会
で
は
︑
前
年
に
翠
濤
と
宗
中
︑
晴
川
院
に
所
望
し
た
合
作
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を
使
用
せ
ず
︑
一
楽
画
亡
羊
讃
の
福
禄
寿
の
掛
物
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
亡
羊
の
活
躍
す
る
以
前
の
人
物
で
一
楽
な
る
人
物
を
特
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
︒
一
方
︑
調
査
の
過
程
で
︑
個
人
が
所
蔵
す
る
狩
野
山
楽
画
三

宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
を
確
認
し
た
︒

　
本
幅
は
狩
野
山
楽
（
一
五
五
九
︱
一
六
三
五
）
が
福
禄
寿
の
絵
を
描
き
︑
三

宅
亡
羊
（
寄
斎
／
一
五
八
〇
︱
一
六
四
九
）
が
讃
を
し
た
「
福
禄
寿
」（
図
12
）

で
あ
る
︒
こ
の
掛
物
の
巻
止
に
は
観
阿
に
よ
る
墨
書
で
︑

福
禄
寿
　
山
楽
画

　
　
　
　
讃
亡
羊
筆
　
白
醉
庵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
苦
楽
翁
（
花
押
）

と
あ
る
︒
ま
た
作
品
を
収
納
す
る
箱
墨
書
に
も
観
阿
に
よ
る
墨
書
で
︑
甲
部
に

は
︑

福
禄
寿
　
賛
　
三
宅
寄
斎
筆

　
　
　
　
　
　
山
楽
画

と
あ
り
裏
に
は
︑

讃
　
三
宅
亡
羊
筆
　
白
醉
庵
（
花
押
）

と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
作
品
に
は
観
阿
に
よ
る
書
付
が
多
く
見
ら
れ
︑

観
阿
の
所
蔵
あ
る
い
は
取
次
ぎ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
こ
の
点
か
ら
︑
茶
会
記
に
あ
る
一
楽
と
は
︑
書
写
す
る
際
の
誤
写
で
︑
正
し

く
は
山
楽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
先
述
の
八
十
賀
茶
会
で
使
用
さ
れ
た
「
一
楽

の
寿
老
」
と
は
狩
野
山
楽
画
の
「
福
禄
寿
」
と
同
定
さ
れ
る
︒

　
福
禄
寿
を
描
い
た
狩
野
山
楽
と
は
︑
狩
野
永
徳
（
一
五
四
三
︱
一
五
九
〇
）

の
養
子
と
な
り
永
徳
没
後
の
狩
野
家
を
率
い
た
人
物
で
︑
山
楽
の
養
子
で
あ
る

狩
野
山
雪
（
一
五
九
〇
︱
一
六
五
一
）
と
と
も
に
狩
野
派
に
お
い
て
重
要
な
人

物
で
あ
る
︒
そ
の
山
楽
に
よ
る
寿
老
人
の
眉
毛
は
非
常
に
長
く
伸
び
︑
右
手
の

小
指
を
立
た
せ
持
っ
て
い
る
状
態
を
描
く
︒
寿
老
人
は
左
手
に
奉
書
の
よ
う
な

紙
を
一
枚
持
っ
て
い
る
︒
背
景
に
は
松
と
梅
︑
前
方
に
鶴
と
亀
を
描
く
︒
寿
老

人
の
傍
ら
に
は
童
子
が
い
る（

53
）

︒
軸
先
の
材
は
紫
檀
で
︑
そ
こ
に
富
貴
長
命
と
彫

ら
れ
て
い
る
︒
梅
の
花
弁
の
い
く
つ
か
は
金
泥
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
松
と
梅

の
下
部
お
よ
び
地
面
部
分
も
金
泥
で
描
か
れ
て
い
る
︒
画
面
右
側
に
は
「
楽
」

の
方
印
が
捺
さ
れ
る（

54
）

︒

　
亡
羊
に
よ
る
賛
は
次
の
と
お
り
で
あ
る（

55
）

︒

徳
香
応
梅
　
齢
松
亀
鶴
　
老
人
依
意
　
童
子
在
側

（
徳
香
は
梅
に
応
じ
︑齢
松
と
亀
鶴
と
︒
老
人
は
意
に
依
り
︑童
子
は
側
に
在
り
︒）

　
亡
羊
の
讃
は
徳
の
秀
で
た
人
間
を
︑
構
図
中
の
樹
木
や
動
物
で
讃
え
る
内
容
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と
な
っ
て
い
る
︒
天
保
十
四
年
十
二
月
二
十
日
に
︑
翌
年
開
催
さ
れ
る
八
十
賀

の
茶
会
を
催
す
に
あ
た
り
観
阿
か
ら
翠
濤
︑
晴
川
院
︑
宗
中
に
合
作
を
所
望
し
︑

翠
濤
は
福
禄
寿
を
描
き
︑
晴
川
院
は
鶴
亀
を
描
き
︑
宗
中
は
讃
を
し
て
い
た
︒

こ
の
合
作
の
絵
の
現
存
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
観
阿
自
身
が

所
持
し
て
い
た
狩
野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
か
ら
着
想
を
得
た
の
で

あ
ろ
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
観
阿
八
十
賀
茶
会
に
は
︑
当
然
︑
翠
濤
の
ほ
か

宗
中
や
晴
川
院
も
招
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
︑
所
望
さ
れ
た
絵
の
原
本
を
︑
茶
会

で
三
者
に
披
露
す
る
趣
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
観
阿
八
十
賀
茶
会
に
際
し
︑「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」

百
二
十
五
個
の
ほ
か
に
「
桑
昔
竹
形
茶
杓
」
十
本
が
配
ら
れ
て
い
た
こ
と
︑
ま

た
こ
の
茶
会
は
複
数
回
開
催
さ
れ
た
こ
と
︑
茶
会
に
参
会
し
た
人
物
は
翠
濤
︑

長
兵
衛
︑
宗
中
︑
晴
川
院
の
ほ
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
多
く
の
知
友
が
招

か
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
会
記
か
ら
観
阿
が
八
十
歳
の
時
点
で
所
蔵
し
て

い
た
道
具
が
判
明
し
た
︒
そ
の
う
ち
現
在
確
認
で
き
る
現
存
作
品
は
唯
一
︑
狩

野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
で
あ
る
︒
こ
の
掛
物
に
巻
止
や
箱
書
に
は

観
阿
自
身
が
墨
書
を
残
し
て
お
り
︑
自
身
が
所
持
し
た
作
品
に
は
書
付
を
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

三
　
溝
口
家
を
事
例
に
み
る
観
阿
の
取
り
次
い
だ
作
品

　
観
阿
は
目
利
き
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
︑
実
際
に
ど
の
よ
う
な
作
品
に
関
係

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
観
阿
が
所
蔵
し
た
作
品
の
う
ち
現
在
︑
確
認
で
き

る
の
は
︑
こ
れ
ま
で
も
再
三
触
れ
て
き
た
重
源
筆
「
法

華
勧
進
状
」（
東
大
寺
蔵
）︑
狩
野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛

「
福
禄
寿
」（
個
人
蔵
）︑「
御
本
兎
耳
香
炉
」（﹃
一
木
庵

高
橋
家
所
蔵
品
入
札
﹄
所
載

（
56
）

）
の
ほ
か
に
︑「
織
部
切
落

手
付
鉢
」（
畠
山
記
念
館
蔵

（
57
）

）︑
高
麗
堅
手
茶
碗
銘
「
雨

漏
」（
福
岡
市
美
術
館
蔵

（
58
）

）
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
以
外
に
も

観
阿
は
多
く
の
道
具
を
所
蔵
し
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成

し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
従
来
︑
観
阿
は
町
人
数
寄
者
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
溝

口
家
の
記
録
を
通
じ
て
︑
作
品
だ
け
で
な
く
︑
取
次
ぎ

図12　�狩野山楽画三宅亡羊賛「福禄寿」� �
（個人蔵）
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を
通
じ
た
具
体
的
な
交
流
関
係
や
そ
の
範
囲
を
探
っ
て
み
た
い
︒
そ
こ
で
観
阿

の
行
状
の
う
ち
︑
所
蔵
し
た
道
具
や
他
家
に
所
蔵
さ
れ
る
道
具
を
取
り
次
ぎ
売

却
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
︒

　
観
阿
に
よ
る
道
具
売
却
に
つ
い
て
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
に
は
︑
青

磁
桔
梗
香
合
を
観
阿
が
五
十
両
で
買
取
り
︑
金
十
枚
で
他
所
に
売
却
し
た
こ
と

や（
59
）

︑
朽
木
星
橋
（
綱
貞
／
一
七
一
三
︱
一
七
八
八
）
の
所
持
し
た
蘭
亭
洗
硯
の
図

や
李
龍
眠
な
ど
を
同
家
が
売
却
し
た
際
に
︑
観
阿
が
二
十
金
で
買
い
取
っ
た
こ

と
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
る（

60
）

︒

　
先
述
の
通
り
︑
観
阿
が
不
昧
に
取
り
次
い
だ
道
具
と
し
て
は
︑
松
栄
の
屏
風
︑

古
銅
鉢
︑
篷
雪
の
額
︑
象
眼
床
几
︑
裂
類
の
数
々
︑
多
葉
粉
入
︑
緒
じ
め
︑
根

付
︑
刀
剣
の
鍔
︑
柄
木
︑
其
他
文
房
箱
の
珍
品
奇
什
な
ど
が
あ
っ
た（

61
）

︒
不
昧
の

没
後
︑
観
阿
は
溝
口
家
に
出
入
り
し
て
い
る
が
︑
そ
の
交
渉
は
文
政
三
年

（
一
八
二
〇
）
に
行
な
っ
た
道
具
の
売
却
が
そ
の
最
初
で
あ
っ
た
︒

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
︑
的
確
な
鑑
定
に
よ
っ
て
信
頼
を
得
た
観
阿
は
︑
溝
口

家
に
出
入
り
を
許
さ
れ
︑
親
密
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
︒
そ
の
な
か
で
茶
道

具
や
自
作
品
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
様
子
も
確
認
で
き
た
︒
こ
れ
ま
で
の
筆

者
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
溝
口
家
旧
蔵
品
の
う
ち
︑
観
阿
が
同
家
に
取
り

次
い
だ
作
品
に
は
︑
大
燈
国
師
墨
蹟
「
日
山
之
賦
」（
個
人
蔵
）
が
あ
る（

62
）

︒
こ

の
墨
蹟
に
付
属
す
る
翠
濤
添
状
の
包
紙
に
は
以
下
の
と
お
り
書
か
れ
て
い
る
︒

了
伴
秘
蔵
之
軸
天
保
十
五
甲
辰
年
七
月
同
人
ゟ
求
之
　
観
阿
取
次
也

図 13　�溝口翠濤による額「聻」の控え（江戸東京博物館蔵）
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こ
の
墨
蹟
は
も
と
も
と
古
筆
了
伴
が
所
持
し
て
い
た
が
︑
観
阿
が
取
り
次
ぎ

翠
濤
に
譲
渡
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

　
了
伴
が
所
蔵
し
た
作
品
を
翠
濤
が
入
手
し
た
例
で
は
︑
石
清
水
八
幡
宮
に
伝

来
し
た
額
「
聻
」
が
あ
る
︒
こ
の
額
の
現
存
は
確
認
で
き
な
い
が
︑
翠
濤
に
よ

る
控
え
（
図
13
）
が
江
戸
東
京
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︑
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る（

63
）

︒

此
額
古
筆
了
伴
方
ゟ
先
日
手
放
し
観
阿
手
ニ
入
夫
ゟ
此
方
手
ニ
入
る

天
保
七
丙
申
九
月
二
十
六
日
茶
湯
ニ
了
伴
呼
る
伝
来
す
品
八
幡
ゟ
出
る
内

　
翠
濤
識
（
花
押
）

此
額
奇
品
故
意
秘
蔵
也

　
や
は
り
︑
了
伴
が
所
蔵
し
た
額
を
観
阿
が
入
手
し
︑
翠
濤
に
売
却
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
︒

　
先
述
の
大
燈
国
師
墨
蹟
「
日
山
之
賦
」
が
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
た
茶
会
は
︑

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
「
御
数
寄
屋
開
に
て
初
て
御

口
切
御
茶
会
」
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
の
茶
会
で
使
用
さ
れ
た
井
戸
脇
茶
碗
に
つ

い
て
︑﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
で
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

右
は
元
安
部
様
ニ
在
之
其
後
観
阿
所
持
近
年
御
取
入
井
戸
脇
之
内
に
て
ハ

珍
し
き
出
来
物
之
由
（
巻
五
）

　
こ
の
茶
碗
は
岡
部
藩
主
安
部
家
に
あ
っ
た
も
の
を
︑
観
阿
が
所
持
し
︑
そ
の

後
は
翠
濤
に
売
却
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
ほ
か
︑「
三
不
点
茶
箱
」
が
確
認
さ
れ
る
︒

○
三
不
点
茶
箪
笥
桐
木
地
け
ん
と
ん
蓋
表
ニ
江
月
筆
左
之
文
あ
り

　
　
　
　 

点
茶
語
云
　
天
不
晴
則
不
点
湯
不
老
則
不
点
不
得
其
人
則
不
点

喫
却
了
也
　
転
合
什
物

右
茶
箱
類
之
内
第
一
之
秘
蔵
宗
甫
子
所
持
之
品
也

天
保
七
丙
申
年
九
月
二
十
六
日
観
阿
手
ゟ
取
入
内
具
ハ
予
か
好
に
て
追
々

集
む
外
箱
ハ
天
保
十
五
年
寅
年
十
一
月
八
日
出
来
　
宗
中
書
ハ（

64
）

同
年
な
り

（
巻
八
）

　
こ
の
茶
箱
は
遠
州
の
所
持
し
た
茶
箱
で
︑
遠
州
の
茶
室
転
合
庵
の
什
物
で

あ
っ
た
︒
茶
箱
に
は
江
月
宗
玩
（
一
五
七
四
︱
一
六
四
三
）
の
筆
に
よ
る
「
三

不
点
」
の
語
が
あ
っ
た
︒
こ
の
茶
箱
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
二
十
六

日
に
︑
翠
濤
が
観
阿
か
ら
入
手
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
高
橋
箒
庵
が
﹃
近
世
道
具
移
動
史
﹄
で
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
溝
口
家
の
旧
蔵

品
に
は
観
阿
に
よ
る
箱
書
が
多
い（

65
）

︒
現
存
す
る
溝
口
家
旧
蔵
品
で
は
「
桑
柄
桜

川
巻
灰
匙
」（
個
人
蔵
）︑「
南
蛮
砂
張
香
箸
」（
個
人
蔵
）︑「
高
麗
堅
手
盃
」（
個

人
蔵
）︑「
祥
瑞
香
浅
手
茶
器
」（
個
人
蔵
）
に
観
阿
の
箱
墨
書
が
あ
る（

66
）

︒
こ
の
ほ

か
現
在
︑
個
人
が
所
蔵
す
る
「
祥
瑞
鳥
摘
茶
器
」
を
収
納
す
る
箱
の
覆
紙
に
も
︑
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溝
口
家
の
旧
蔵
品
を
示
す
「
碧
雲
山
房
蓄
蔵
物
品
」
の
蔵
印
を
捺
し
た
貼
紙
が

あ
る
︒
箱
裏
に
は
貼
紙
で
「
上
　
芳
村
」
と
あ
り
︑
観
阿
が
翠
濤
に
献
上
し
た

茶
器
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
14

（
67
）

）︒

　
売
立
目
録
に
所
載
さ
れ
る
溝
口
家
旧
蔵
品
の
う
ち
︑
観
阿
の
箱
書
が
あ
る
作

品
は
十
一
件
が
確
認
さ
れ
る
（
論
文
末
表
2
）︒
こ
の
よ
う
な
作
品
も
︑
観
阿
が

溝
口
家
に
取
り
次
い
だ
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
観
阿
が
溝
口
家
の
所
蔵
品
を
鑑
定
し
た
点
に
つ
い
て
︑
溝
口
家
の
茶
会
に
注

目
し
た
い
︒
そ
れ
は
弘
化
三
年
の
小
堀
遠
州
二
百
年
遠
忌
に
際
し
︑
五
月
に
溝

口
家
で
開
催
さ
れ
た
御
名
物
点
茶
会
で
あ
る（

68
）

︒
こ
の
と
き
茶
会
で
使
用
さ
れ
た

の
は
「
桐
の
御
釜
」
で
あ
る
︒

道
仁
作
ニ
て
有
之
と
先
年
観
阿
鑑
定
申
上
候
（
巻
五
）

　
武
野
紹
鷗
（
一
五
〇
二
︱
一
五
五
五
）
の
釜
師
で
あ
っ
た
西
村
道
仁
（
生
没
年

不
詳
）
に
よ
る
釜
を
観
阿
が
鑑
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
そ
こ
で
観
阿
が
溝
口
家
に
関
係
し
た
作
品
を
先
出
の
﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄

を
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

翁
か
許
よ
り
予
か
手
ニ
入
た
る
道
具
数
々
あ
り
　
其
中
に
最
秘
蔵
す
る
ハ

石
州
公
自
筆
茶
道
教
歌
之
小
本
也
し
　
ま
た
雨
漏
茶
碗
ハ
翁
か
八
十
賀
之

茶
会
に
自
こ
れ
を
用
ひ
て
茶
を
予
に
喫
せ
し
品
也
　
其
後
翁
か
手
よ
り
得

之
予
か
家
に
蔵
む
　
又
翁
か
没
後
に
ゆ
つ
る
へ
き
約
束
の
品
々
存
生
中
に

ゆ
つ
り
度
由
に
て
の
し
を
付
上
る
内
に
青
貝
八
仙
大
硯
屏
ハ
ま
れ
な
る
品

也

　
翠
濤
が
観
阿
よ
り
入
手
し
た
道
具
が
多
数
あ
っ
た
う
ち
︑
最
も
重
宝
と
し
た

の
は
片
桐
石
州
（
一
六
〇
五
︱
一
六
七
三
）
自
筆
の
茶
道
教
歌
の
小
本
で
あ
っ

図 14-1　祥瑞鳥摘茶器（個人蔵）

図 14-3　蓋裏

図 14-2　
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た
と
い
う（

69
）

︒
ま
た
翠
濤
は
観
阿
が
八
十
賀
の
茶
会
で
使
用
し
た
と
い
う
「
雨
漏

茶
碗
」
も
入
手
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
点
か
ら
一
月
七
日
の
翠
濤
を
招
い
た

時
お
よ
び
︑
時
期
は
不
明
な
が
ら
篠
原
長
兵
衛
を
招
い
た
と
き
で
は
濃
茶
で
使

用
す
る
茶
碗
を
替
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
「
雨
漏
茶
碗
」
に
つ
い
て
溝
口
家
の
茶
道
具
の
蔵
帳
で
あ
る
﹃
新
発
田

御
道
具
帳
﹄
中
︑「
茶
碗
之
部
」
を
み
て
み
る
と（

70
）

︑「
高
麗
雨
漏
茶
碗
」︑「
見
明

院
様
御
道
具
　
雨
漏
手
茶
碗
　
銘
さ
ざ
れ
石
　
内
石
州
公
外
箱
宗
中
」︑「
見
廟

御
秘
蔵
　
粉
吹
雨
漏
手
茶
碗
　
銘
一
文
字
」
の
記
述
が
あ
る
︒
以
上
の
三
点
の

う
ち
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
ま
た
︑
翠
濤
は
観
阿
が
所
持
し
た
道
具
を
没
後
に
譲
渡
す
る
約
束
を
し
た
も

の
の
︑
そ
れ
ら
の
作
品
を
生
存
中
に
貰
い
受
け
た
よ
う
で
︑
こ
の
と
き
観
阿
は

道
具
類
に
熨
斗
を
つ
け
て
送
っ
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
挙
げ
ら

れ
た
「
青
貝
八
仙
大
硯
屏
」
は
︑
観
阿
が
晩
年
ま
で
所
持
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
観
阿
は
溝
口
家
の
ほ
か
の
器
物
の
鑑
定
に
関
与
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
後
も
同
家
旧
蔵
品
の
鑑
定
や
道
具
の
取
次
ぎ
に
よ
り
多

く
の
道
具
が
溝
口
家
に
売
却
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
観
阿
の
所

持
品
も
含
め
た
作
品
を
溝
口
家
が
入
手
し
た
た
め
︑
同
家
は
優
れ
た
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た（

71
）

︒

　

四
　
む
す
び

　
観
阿
の
行
状
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
不
昧
や
翠
濤
の
交
流
の
一
端
が
指
摘

さ
れ
る
も
︑
そ
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
︒
今
回
の
調
査
に
よ
り
観
阿
が

不
昧
の
も
と
に
出
入
り
し
て
い
た
と
き
の
茶
会
記
︑
お
よ
び
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
が
所
蔵
す
る
溝
口
家
史
料
か
ら
︑
不
昧
没
後
の
観
阿
の
行
状
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

　
今
回
の
溝
口
家
史
料
の
調
査
か
ら
観
阿
寿
像
（
立
像
）
が
判
明
し
た
︒
観
阿

の
容
姿
に
つ
い
て
は
翠
濤
お
よ
び
元
義
に
よ
る
二
つ
の
「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
溝
口
家
史
料
か
ら
元
義
に
よ
る
小
引
を
明
ら
か
に
し
︑
元

義
も
観
阿
と
交
流
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
観
阿
と
翠

濤
と
の
交
流
で
は
茶
会
へ
の
往
来
の
ほ
か
︑
観
阿
が
翠
濤
に
画
を
所
望
す
る
な

ど
の
交
流
が
み
ら
れ
た
︒

　
従
来
の
研
究
で
も
重
源
に
よ
る
「
法
華
勧
進
状
」
を
東
大
寺
へ
寄
進
し
て
い

る
こ
と
や
︑
墓
碑
銘
か
ら
弘
福
寺
の
千
体
仏
一
体
を
安
置
す
る
荘
厳
の
補
修
を

二
度
行
っ
て
い
る
な
ど
信
仰
深
い
一
面
が
知
ら
れ
て
い
た
︒
今
回
の
調
査
に
よ

り
︑
法
隆
寺
に
も
額
箱
を
寄
進
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
法
隆
寺
に

寄
進
し
た
額
箱
の
漆
書
か
ら
観
阿
に
は
妻
観
勢
の
ほ
か
息
子
信
䩜
が
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
︒
こ
の
信
䩜
と
い
う
人
物
は
︑
別
号
と
し
て
弥
山
を
名
乗
っ
て
い

た
こ
と
も
判
明
し
た
︒
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観
阿
八
十
賀
に
際
し
て
は
正
月
か
ら
複
数
回
に
わ
た
り
茶
会
を
開
催
し
て
お

り
︑
翠
濤
は
正
月
七
日
に
招
か
れ
て
い
た
︒
こ
の
と
き
翠
濤
は
記
念
に
羊
遊
斎

作
「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
を
貰
っ
て
い
る
点
か
ら
︑
茶
会
の
記
念
と
し
て
こ

の
細
棗
が
配
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
棗
を
収
納
す
る
箱
側
面
に
は
︑
前
年
十

月
五
日
に
翠
濤
に
献
上
し
た
短
冊
の
歌
が
書
か
れ
て
い
た
︒
今
回
の
調
査
で
は

観
阿
に
よ
る
八
十
賀
の
茶
会
記
を
確
認
し
︑
先
述
の
棗
の
ほ
か
十
人
に
は
桑
昔

竹
形
茶
杓
が
配
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
こ
の
茶
会
の
広
間
席
で

使
用
さ
れ
た
狩
野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
が
現
存
す
る
こ
と
を
確
認

し
た
︒

　
溝
口
家
の
記
録
か
ら
︑
同
家
の
所
蔵
し
た
作
品
の
う
ち
観
阿
の
取
次
ぎ
が
確

認
さ
れ
る
作
品
は
古
筆
了
伴
が
所
持
し
た
大
燈
国
師
墨
蹟
「
日
山
之
賦
」︑
額

字
「
聻
」︑
安
部
家
が
所
持
し
た
井
戸
脇
茶
碗
︑
観
阿
自
身
も
所
持
し
た
小
堀

遠
州
所
持
の
三
不
点
茶
箱
の
四
件
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ほ
か
売
立
目
録
か
ら
観
阿

の
箱
書
が
あ
る
溝
口
家
伝
来
品
は
十
一
件
確
認
で
き
る
︒
観
阿
に
よ
る
取
次
ぎ

お
よ
び
譲
渡
が
︑
翠
濤
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
と
そ
の
質
の
向
上
に
お
い
て
大

き
く
寄
与
し
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
美
術
品
売
買
や
鑑
定
な
ど
の
活
動
は
観
阿
の
生
業
と
な
っ
て
い

た
︒
観
阿
自
身
が
︑
美
術
品
を
供
給
す
る
側
に
あ
っ
て
︑
質
の
高
い
美
術
品
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
諸
家
へ
の
出
入
り
を
可
能
と
し
た
の
は
︑
青

年
期
の
不
昧
と
の
交
流
︑
後
年
は
翠
濤
と
の
交
流
な
ど
と
と
も
に
酒
井
抱
一
︑

古
筆
了
伴
︑
西
村
藐
庵
な
ど
の
江
戸
に
お
け
る
画
家
︑
鑑
定
家
︑
美
術
品
蒐
集

家
等
と
の
交
流
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
︑
作
品
を
見
極
め
る
優
れ
た
眼
力
を

養
っ
て
き
た
点
に
あ
る
︒

　
観
阿
に
よ
る
取
次
ぎ
で
道
具
を
売
却
す
る
活
動
は
溝
口
家
に
限
ら
ず
他
家
で

も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
︑
観
阿
の
経
済
活
動
と
み
た
場
合
︑
そ
の
財
力
が
背
景

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

謝 

辞
： 

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
東
大
寺
︑
法
隆
寺
︑
福
岡
市

美
術
館
︑
東
大
寺
図
書
館
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︑
江
戸
東
京
博
物
館
︑
東
京
文
化
財

研
究
所
︑
同
志
社
大
学
ラ
ー
ネ
ッ
ド
記
念
図
書
館
︑
上
野
道
善
師
︑
個
人
の
御
所
蔵
家
の

皆
様
︑
漢
文
の
読
み
下
し
の
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
東
京
学
芸
大
学
教
授
高
橋
忠
彦
氏
に

深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

付 

記
： 

売
立
目
録
の
調
査
は
宮
武
慶
之
（
研
究
代
表
者
）︑
財
津
永
次
「
売
立
目
録
所
載
の
墨

蹟
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
よ
る
筆
跡
の
検
討
」（
平
成
二
十
六
年
度
出
光
文
化
福
祉
財
団
研

究
助
成
）
に
よ
る
︒

注（
1
）  

「
江
戸
後
期
の
茶
人
︒
名
は
明
昭
︑
号
は
物
外
・
聴
笙
・
指
月
斎
・
苦
楽
庵
︑
通
称
を

丸
屋
善
右
衛
門
・
太
郎
兵
衛
︒
多
数
蔵
し
た
書
画
骨
董
を
人
に
与
え
て
︑
剃
髪
し
て
浅

草
に
庵
を
結
ん
だ
︒
鑑
識
に
長
じ
︑
松
平
不
昧
の
名
器
収
集
に
も
力
を
貸
し
た
」（﹃
原

色
茶
道
大
辞
典
﹄
淡
交
社
︑
一
九
七
五
年
）︒

（
2
）  
観
阿
の
父
に
あ
た
る
人
物
は
宗
徧
流
の
門
人
で
松
沢
宗
見
に
師
事
し
て
︑
陸
庵
︑
晩

入
軒
︑
隠
正
と
号
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
千
宗
左
監
修
﹃
茶
道
の
源
流
（
第

六
巻
）﹄
淡
交
社
︑
一
九
八
三
年
︑
一
九
五
頁
︒
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（
3
）  
高
橋
梅
園
﹃
茶
禅
不
昧
公
﹄
宝
雲
舎
︑
一
九
四
四
年
︑
二
一
一
頁
︒

（
4
）  
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」﹃
名
家
談
叢
﹄
一
四
号
︑
一
八
九
六
年
︑

四
八
︱
五
一
頁
︒
お
よ
び
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」﹃
名
家
談

叢
﹄
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
四
八
︱
五
三
頁
︒

（
5
）  

高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
（
第
三
輯
下
）﹄
箒
文
社
︑
一
九
一
六
年
︑
一
七
︱
一
九
頁
︒

（
6
）  

高
橋
義
雄
﹃
近
世
道
具
移
動
史
﹄
慶
文
堂
︑
一
九
三
〇
年
︑
一
四
八
︱
一
五
〇
頁
︒

そ
の
ほ
か
︑
同
書
に
は
観
阿
と
翠
濤
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒「
溝

口
家
は
越
後
新
発
田
藩
主
で
︑
文
政
頃
号
を
翠
濤
と
云
は
れ
た
好
事
の
主
人
あ
り
︑
彼

の
観
阿
白
醉
庵
を
寵
遇
し
茶
事
に
執
心
に
し
て
盛
ん
に
名
器
を
買
収
せ
ら
れ
た
の
で
︑

各
般
の
什
器
が
潤
沢
で
あ
っ
た
︒」

（
7
）  

相
見
香
雨
「
白
酔
葊
芳
村
観
阿
」︑中
野
三
敏
︑菊
竹
淳
一
共
編
﹃
相
見
香
雨
集
（
四
）﹄

青
裳
堂
書
店
︑
一
九
九
六
年
︑
二
八
八
︱
三
〇
一
頁
︒

（
8
）  

こ
の
内
容
は
前
掲
注
（
4
）
の
忘
我
逸
人
に
よ
る
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
お

よ
び
︑
そ
の
続
編
で
あ
る
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」
の
内
容
と
同
一
で

あ
り
︑
抄
録
本
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
9
）  

中
井
浩
水
「
白
醉
庵
観
阿
」﹃
陶
説
﹄
第
四
二
号
︑
日
本
陶
磁
器
協
会
︑
一
九
五
六
年
︑

三
〇
︱
三
二
頁
︒

（
10
）  

満
岡
忠
成
「
白
醉
庵
観
阿
（
上
）」﹃
茶
道
雑
誌
﹄
六
月
号
︑
一
九
六
五
年
︑
一
九
︱

二
四
頁
︒
お
よ
び
満
岡
忠
成
「
白
醉
庵
観
阿
（
下
）」﹃
茶
道
雑
誌
﹄
七
月
号
︑

一
九
六
五
年
︑
一
八
︱
二
二
頁
︒

（
11
）  

邑
木
千
以
「
芳
村
観
阿
作
赤
楽
茶
碗
銘
若
草
」﹃
茶
道
雑
誌
﹄
十
一
月
号
︑
一
九
七
一

年
︑
一
〇
三
︱
一
〇
六
頁
︒

（
12
）  

郷
家
忠
臣
「
評
伝
原
羊
遊
斎
」
五
島
美
術
館
編
﹃
羊
遊
斎
江
戸
琳
派
の
蒔
絵
師
﹄
五

島
美
術
館
︑
一
九
九
九
年
︑
一
四
四
︱
一
四
五
頁
︒

（
13
）  

前
掲
注
（
8
）
相
見
香
雨
「
白
酔
葊
芳
村
観
阿
」︑
二
九
〇
頁
︒

（
14
）  

宮
栄
二
「
溝
口
翠
濤
と
観
阿
の
こ
と
な
ど
」﹃
知
音
﹄
第
五
〇
号
︑
一
九
五
四
年
︑
八

︱
一
一
頁
︒
な
お
宮
は
同
書
に
お
い
て
竹
花
入
銘「
時
雨
」（
八
十
翁
）︑竹
水
指（
八
十
一

翁
）︑
自
作
赤
黒
茶
碗
「
隠
︹
陰
カ
︺
陽
」（
七
十
五
翁
）︑
観
阿
好
一
閑
張
細
棗
桃
ノ
絵

（
八
十
翁
）︑
自
作
赤
香
合
鈴
形
（
七
十
三
翁
）︑
観
阿
好
薄
茶
器
瓢
（
七
十
翁
）︑
自
作

茶
杓
銘
「
陰
陽
（
達
磨
︑維
摩
）」（
七
十
翁
観
阿
）︑一
角
茶
杓
銘
「
八
仙
張
果
老
」（
七
十
四

翁
）︑
竹
蓋
置
二
個
（
八
十
翁
）
を
紹
介
し
て
い
る
︒

（
15
）  

弘
福
寺
の
概
観
に
つ
い
て
︑
文
化
文
政
期
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
﹄

を
み
る
と
︑
境
内
に
千
体
仏
が
あ
っ
た
と
の
記
述
は
確
認
で
き
な
い
︒

（
16
）  

關
根
只
誠
﹃
名
人
忌
辰
録
﹄（
六
合
館
︑
一
九
二
五
年
）
で
観
阿
の
項
を
み
て
み
る
と

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒「
吉
村
観
阿
　
物
外
　
芝
丸
屋
町
に
住
す
　
通
称
丸
屋
善

右
衛
門
剃
髪
し
て
白
醉
庵
観
阿
号
苦
楽
庵
　
嘉
永
元
申
年
六
月
十
九
日
歿
す
　
西
本
願

寺
福
原
寺
に
葬
る
」（
二
八
頁
）︒

 
 

記
述
か
ら
観
阿
は
芝
丸
屋
町
の
住
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
︑
藐
庵
の
碑
文
の
記
述
に
あ

る
芝
の
生
ま
れ
と
合
致
す
る
︒
通
称
を
丸
屋
善
右
衛
門
と
し
て
い
る
が
︑
碑
文
中
の
太

郎
兵
衛
名
が
適
当
で
︑
善
衛
門
と
あ
る
が
詳
細
は
不
詳
︒
剃
髪
し
て
と
あ
る
が
︑
こ
れ

は
鵬
斎
の
碑
文
に
よ
る
と
三
十
四
歳
の
と
き
に
遁
世
し
て
出
家
し
た
こ
と
を
さ
す
︒

（
17
）  

前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」︑
四
八
︱
四
九
頁
︒

（
18
）  

前
掲
注
（
7
）
中
井
浩
水
「
白
醉
庵
観
阿
」︑
三
一
頁
︑
お
よ
び
奈
良
市
編
﹃
奈
良
市

史
（
書
跡
篇
）﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
三
年
︑
一
二
七
︱
一
三
〇
頁
︒
こ
れ
ら
で
は
奥

書
の
観
阿
の
墨
書
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
図
版
で
紹
介
す
る
の
は
本
稿
が
初

め
て
で
あ
る
︒

（
19
）  

高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
（
第
五
輯
上
）﹄
箒
文
社
︑
一
九
一
八
年
︑
一
二
九
頁
︒

（
20
）  

高
橋
箒
庵
は
︑
大
正
六
年
五
月
四
日
に
奈
良
の
中
村
雅
真
宅
を
訪
れ
た
際
︑
こ
の
勧

進
状
を
拝
見
し
て
お
り
︑
巻
末
に
あ
る
観
阿
の
記
文
を
紹
介
し
て
い
る
︒
前
掲
注
（
19
）

高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
（
第
五
輯
上
）﹄︑
一
二
三
︱
一
三
〇
頁
︒

（
21
）  
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
編
﹃
法
隆
寺
の
至
宝
　
昭
和
資
財
帳
（
第
十
四
巻
）﹄

小
学
館
︑
一
九
九
九
年
︑
四
一
頁
︒
同
書
に
図
版
（
27
黒
漆
塗
箱
天
保
十
三
年
）
が
所

載
さ
れ
る
︒
ま
た
箱
書
き
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
同
一
八
九
頁
）︒

 
 

　︻
箱
蓋
表
︼
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法
隆
寺
／
弘
法
大
師
／
御
真
蹟
／
御
額
／
円
明
院

 
 

　︻
蓋
裏
︼

 
 

　 
天
保
壬
寅
秋
造
此
額
箱
以
寄
附
／
東
都
　
白
酔
庵
／
吉
村
観
阿
「
花
押
」
／
同
　

観
勢
女
／
同
　
信

 
 

　
□

⎝
マ
マ
⎠（
花
押
）
／
漆
工
貞
次

 
 

　︻
身
外
底
︼

 
 

　
苦
楽
翁
七
十
八
歳
「
花
押
」
／
片
店
　
□

⎝
マ
マ
⎠
山
「
花
押
」

（
22
）  

前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」︒
同
書
に
は
他
に

も
法
隆
寺
に
関
し
︑
蓮
蒔
絵
経
箱
を
酒
井
抱
一
が
入
手
し
た
条
（
四
八
頁
）︑
法
隆
寺
か

ら
放
出
さ
れ
た
古
作
杉
の
釈
迦
尊
像
の
条
（
五
〇
頁
）
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
る
︒

（
23
）  

樋
口
秀
雄
は
天
保
十
三
年
の
出
開
張
の
意
義
を
︑「
一
般
人
の
法
隆
寺
崇
敬
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
好
古
学
的
関
心
を
呼
ん
だ
こ
と
で
大
き
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
︒
樋
口
秀
雄

「
元
禄
天
保
法
隆
寺
霊
宝
の
江
戸
開
帳
︱
︱
そ
の
経
過
と
意
義
に
つ
い
て
」﹃
東
京
国
立

博
物
館
研
究
誌
﹄
第
九
九
号
︑
一
九
五
九
年
︑
二
四
︱
二
六
頁
︒

（
24
）  

こ
の
茶
杓
は
観
阿
に
よ
る
共
筒
茶
杓
で
︑
筒
の
〆
印
は
阿
に
丸
印
を
押
し
︑
墨
書
で

「
無
量
寿
　
茶
ヒ
而
喫
之
人
延
命
也
　
白
醉
庵
観
阿
（
花
押
）」
と
あ
る
︒

（
25
）  

前
掲
注
（
7
）
中
井
浩
水
「
白
醉
庵
観
阿
」︑
三
一
頁
︒

（
26
）  

前
掲
注
（
3
）
高
橋
梅
園
﹃
茶
禅
不
昧
公
﹄︑
二
二
〇
頁
よ
り
︒
原
本
の
所
在
は
不
明
︒

た
だ
し
高
橋
梅
園
「
芳
村
観
阿
と
不
昧
公
」﹃
古
美
術
﹄
第
一
五
七
号
（
宝
雲
舎
︑

一
九
四
四
年
）︑
四
〇
︱
四
六
頁
で
は
︑
松
江
の
旧
藩
臣
田
口
彌
十
郎
翁
の
所
持
し
て
い

た
写
本
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

（
27
）  

﹃
雲
州
公
御
蔵
帳
﹄
に
は
不
昧
の
購
入
し
た
多
数
の
道
具
が
所
載
さ
れ
る
︒
不
昧
に
道

具
を
取
り
次
い
だ
人
物
に
は
︑
伏
見
屋
甚
右
衛
門
︑
加
賀
屋
作
右
衛
門
︑
本
屋
惣
吉
︑

竹
屋
忠
兵
衛
︑
河
内
屋
宗
済
︑
谷
松
屋
貞
八
︑
竹
屋
喜
助
︑
切
屋
八
左
衛
門
︑
山
越
利

兵
衛
︑
墨
屋
助
三
郎
︑
谷
松
屋
権
兵
衛
︑
道
具
屋
道
勝
ら
が
い
る
︒
こ
の
ほ
か
で
は
狩

野
小
右
衛
門
や
狩
野
養
川
院
も
不
昧
に
道
具
を
取
り
次
い
で
い
る
︒

（
28
）  

加
藤
義
一
郎
﹃
不
昧
公
茶
会
記
抄
﹄
雅
俗
山
荘
︑
一
九
四
五
年
︑
八
九
︱
九
二
頁
︒

（
29
）  

宮
崎
幸
麿
編
﹃
茶
道
宝
鑑
（
初
編
　
中
巻
）﹄
青
山
堂
︑
一
九
一
〇
年
︑
利
休
堂
の
項
︒

（
30
）  

前
掲
注
（
28
）
加
藤
義
一
郎
﹃
不
昧
公
茶
会
記
抄
﹄︑
九
一
頁
︒

（
31
）  

林
屋
晴
三
編
﹃
日
本
の
陶
磁
（
第
四
巻
）﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
八
年
︑
八
九
頁
︒

（
32
）  

前
掲
注
（
5
）
高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
（
第
三
輯
下
）﹄︑
一
七
頁
︒

（
33
）  

﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
第
一
︱
第
十
二
巻
（
う
ち
第
九
巻
は
欠
）︑﹃
千
貫
樹
記
﹄︑﹃
小
浦
浪

記
﹄
よ
り
な
る
︒
東
京
大
学
資
料
編
纂
所
蔵
︑
請
求
記
号
溝
口
家
史
料
︱
3
2
5
︒

（
34
）  

﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
︑
請
求
記
号
溝
口
家
史
料
︱
1
6
9
︒

（
35
）  

前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」︑
四
八
︱
四
九
頁
︒

（
36
）  

酒
井
抱
一
「
隣
家
鶯
」﹃
句
藻
﹄︒
玉
蟲
敏
子
﹃
都
市
の
な
か
の
絵
︱
︱
酒
井
抱
一
の

絵
事
と
そ
の
遺
響
﹄
星
雲
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
四
九
一
頁
よ
り
再
引
用
︒

（
37
）  

前
掲
注
（
14
）
宮
栄
二
「
溝
口
翠
濤
と
観
阿
の
こ
と
な
ど
」︑
一
〇
頁
︒

（
38
）  

こ
の
茶
器
に
つ
い
て
満
岡
は
白
醉
庵
好
み
の
薄
茶
器
と
し
て
瓢

ひ
さ
ご

を
紹
介
し
て
お
り
︑

箱
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
︒「
賀
　
百
二
十
之
内
　

白
醉
庵
苦
楽
翁
古
稀
　（
花
押
）」
前
掲
注
（
10
）
満
岡
忠
成
「
白
醉
庵
観
阿
（
下
）」︑

一
九
頁
︒

（
39
）  

中
井
は
茶
器
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒「
丸
形
の
小
瓢
に
鉛
と
金
粉
に
て

夕
顔
の
葉
と
蔓
を
描
き
︑
内
部
は
黒
漆
に
荒
粉
︑
賀
百
二
十
五
ノ
内
古
稀
と
箱
書
」
前

掲
注
（
7
）
中
井
浩
水
「
白
醉
庵
観
阿
」︑
三
一
頁
︒

 
 

記
述
の
茶
器
の
形
状
か
ら
類
推
さ
れ
る
作
品
と
し
て
藤
村
庸
軒
好
み
の
回
也
香
合
が

あ
る
︒
回
と
は
孔
子
の
弟
子
中
︑
最
も
優
れ
た
弟
子
で
あ
り
瓢
を
愛
用
し
た
人
物
・
顔

回
で
あ
る
︒
観
阿
が
七
十
賀
に
際
し
て
は
︑
七
十
七
人
の
弟
子
す
な
わ
ち
七し
ち

十じ
っ

子し

の

「
七
十
」
と
七
十
歳
に
ち
な
ん
で
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
40
）  

画
中
の
百
敷
の
歌
と
は
︑﹃
続
後
撰
集
（
巻
十
八
︑
雑
下
）﹄
に
あ
る
順
徳
天
皇

（
一
一
九
七
︱
一
二
四
二
）
の
「
百
敷
や
古
き
軒
端
の
し
の
ぶ
に
も
な
ほ
あ
ま
り
あ
る
昔

な
り
け
り
」
で
あ
る
︒

（
41
）  

売
立
目
録
に
は
「
七
七
　
御
本
兎
耳
香
炉
　
白
酔
庵
所
持
　
溝
口
家
伝
来
」
と
あ
る
︒

売
立
目
録
﹃
一
木
庵
高
橋
家
所
蔵
品
入
札
﹄
東
京
美
術
倶
楽
部
︑
一
九
三
〇
年
︒
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（
42
）  
熊
倉
功
夫
︑
原
田
茂
弘
校
註
﹃
東
都
茶
会
記
﹄
近
代
茶
会
史
料
集
成
（
二
）︑
淡
交
社
︑

二
〇
〇
〇
年
︑
四
一
〇
︱
四
一
一
頁
︒
同
書
に
は
こ
の
香
炉
の
箱
墨
書
に
つ
い
て
の
記

述
が
あ
る
︒
箒
庵
は
明
治
三
十
五
年
頃
に
溝
口
家
と
の
直
接
取
引
に
よ
り
︑
六
十
点
の

道
具
を
入
手
し
て
い
る
が
︑
こ
の
香
炉
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
43
）  

宮
武
慶
之
「
明
治
期
に
お
け
る
溝
口
家
の
道
具
移
動
史
」﹃
人
文
﹄
第
一
三
号
︑
学
習

院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
二
三
︱
二
五
二
頁
︒

（
44
）  

な
お
︑
観
阿
八
十
歳
の
と
き
に
は
先
述
の
川
瀬
家
旧
蔵
の
茶
杓
一
件
の
ほ
か
に
︑
現

在
︑
個
人
が
所
蔵
す
る
観
阿
筆
短
冊
「
老
松
」
が
あ
る
︒
こ
の
短
冊
は
︑
檀
紙
に
雲
母

を
引
き
︑
切
箔
を
散
ら
し
菊
の
押
模
様
が
あ
る
︒
老
松
と
題
し
て
次
の
よ
う
な
歌
一
首

が
書
か
れ
る
︒

 
 

年
こ
と
に
緑
を
そ
ふ
る
常
盤
木
の
松
の
齢
そ
か
き
り
し
ら
れ
す

 
 

歌
意
は
老
松
の
常
緑
を
祝
っ
た
内
容
で
︑
署
名
に
「
白
醉
庵
　
八
十
翁
　
観
阿
（
花

押
）」
と
あ
る
︒

（
45
）  

大
正
三
年
三
月
二
十
九
日
︑
上
野
鶯
谷
国
華
倶
楽
部
に
お
い
て
福
禄
寿
会
が
開
催
さ

れ
た
︒
こ
の
会
は
池
内
就
富
が
七
十
二
歳
で
あ
っ
た
が
︑
古
稀
祝
賀
の
た
め
︑
諸
家
に

所
蔵
さ
れ
る
福
禄
寿
の
画
幅
が
展
示
さ
れ
た
︒
溝
口
伯
爵
家
は
次
の
作
品
を
出
品
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒「
同
家
出
品
の
狩
野
伊
⎝
晴
⎠

川
院
が
鶴
を
画
き
︑
溝
口
家
の
祖
先
翠
濤

侯
が
福
禄
寿
を
画
き
︑
其
上
に
小
堀
宗
中
が
色
か
へ
ぬ
松
と
竹
と
の
末
の
世
を
何
れ
久

し
と
君
の
み
そ
見
む
の
賛
を
書
き
た
る
者
は
︑
是
れ
亦
固
よ
り
小
品
な
れ
ど
も
茶
人
の

喜
ぶ
べ
き
洒
落
幅
な
り
」（
熊
倉
功
夫
︑原
田
茂
弘
校
註
﹃
東
都
茶
会
記
（
二
）﹄
淡
交
社
︑

一
九
八
九
年
︑
二
六
︱
二
七
頁
）︒

 
 

記
述
か
ら
︑
観
阿
の
所
望
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
と
同
一
の
内
容
で
あ
る
︒
そ
の

後
︑
溝
口
家
の
所
蔵
品
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
︑
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

一
つ
は
観
阿
が
所
望
し
た
当
日
︑
控
え
に
も
う
一
つ
作
成
さ
れ
︑
翠
濤
自
身
が
所
持
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
︒
二
つ
は
観
阿
が
歿
後
︑
妻
の
観
勢
が
溝
口
家
に
返
献
し
た
作
品

で
あ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
で
あ
る
︒

（
46
）  

こ
の
歌
は
﹃
拾
遺
抄
（
巻
第
五
）﹄
の
斎
宮
内
侍
に
よ
る
一
首
で
あ
る
︒

（
47
）  

「
加
納
藩
家
老
︒
藩
主
永
井
尚
典
・
尚
服
に
仕
え
る
︒
篠
原
家
は
代
々
加
納
藩
永
井
氏

の
上
席
家
老
と
し
て
仕
え
︑
主
と
し
て
江
戸
詰
で
︑
行
財
政
を
担
当
し
た
︒
慶
応
年
間

の
分
限
帳
に
は
︑
一
千
百
石
・
筆
頭
家
老
と
な
っ
て
い
る
︒
幕
末
の
藩
主
尚
服
は
慶
応

四
年
六
月
に
︑
寺
社
奉
行
か
ら
若
年
寄
に
進
ん
だ
︒
将
軍
徳
川
慶
喜
が
賊
名
を
受
け
た

お
り
︑
尚
服
は
嫌
疑
を
受
け
た
︒
長
兵
衛
は
老
齢
で
あ
っ
た
が
︑
種
々
画
策
し
て
︑
よ

う
や
く
藩
を
存
続
さ
せ
た
︒
明
治
二
年
議
政
局
執
政
と
な
っ
た
が
︑
同
四
年
廃
藩
置
県

と
と
も
に
隠
退
し
た
」（
家
臣
人
名
事
典
編
纂
委
員
会
編
﹃
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典
（
第

三
巻
）﹄
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
八
八
年
︑
四
三
八
︱
四
三
九
頁
）︒

（
48
）  

所
蔵
家
の
教
示
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
茶
杓
と
付
属
す
る
茶
会
記
は
︑
維
新
後
に
加
納
に

戻
っ
た
篠
原
長
兵
衛
が
遠
藤
香
雨
に
与
え
た
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
49
）  

こ
の
棗
を
収
納
す
る
箱
墨
書
に
は
観
阿
に
よ
り
「
嵯
峨
棗
柳
之
画
　
白
醉
庵
（
花
押
）」

と
あ
る
︒
池
田
巌
﹃
嵯
峨
棗
﹄
淡
交
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
四
二
頁
︒

（
50
）  

草
間
直
方
﹃
茶
器
名
物
図
彙
﹄
彩
文
社
︑
一
九
七
六
年
︑
三
二
一
︱
三
二
二
頁
︒

（
51
）  

「
観
阿
宅
座
敷
は
古
形
を
以
て
造
作
せ
り
︑
山
城
国
薪
木
村
酬
恩
庵
一
休
和
尚
廟
所
存

在
の
寺
境
内
に
︑
佐
川
田
喜
六
と
い
へ
る
者
隠
遁
の
地
あ
り
︑
其
居
所
の
作
事
を
形
取

り
申
候
︑
佐
川
田
は
続
畸
に
載
せ
て
あ
る
人
な
り
︑
茶
室
は
南
都
東
大
寺
に
あ
る
一
尾

伊
織
好
の
形
を
模
せ
る
な
り
」（
前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観

阿
を
云
ふ
」︑
四
三
頁
）︒

（
52
）  

茶
会
記
か
ら
︑
小
堀
遠
州
の
書
付
が
あ
る
存
星
柚
香
合
と
し
て
著
名
な
作
品
で
は
︑

現
在
個
人
が
所
蔵
す
る
遠
州
蔵
帳
所
載
の
存
星
柚
香
合
が
あ
る
が
︑
観
阿
に
よ
る
書
付

な
ど
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
53
）  

そ
も
そ
も
福
禄
寿
と
は
︑
福
は
子
供
に
恵
ま
れ
る
こ
と
︑
禄
は
財
産
に
恵
ま
れ
る
こ

と
︑
寿
は
長
寿
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
改
め
て
構
図
を
み
て
み
る
と
「
福
」

を
表
す
童
子
（
子
供
）︑「
禄
」
を
表
す
鶴
（
財
）︑「
寿
」
を
表
す
亀
（
長
寿
）
と
な
る
︒

（
54
）  

本
図
に
は
方
印
で
「
楽
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
﹃
本
朝
画
史
﹄

お
よ
び
山
楽
研
究
で
の
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
印
譜
を
み
て
も
︑
こ
の
印
は

確
認
さ
れ
な
い
︒
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（
55
）  

筆
跡
を
み
て
み
る
と
最
後
の
行
で
墨
継
ぎ
を
し
て
お
り
︑
こ
こ
が
書
き
出
し
の
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
︒
し
か
し
亡
羊
の
書
作
品
を
み
る
と
︑
書
き
出
し
は
墨
を
筆
に
あ
ま

り
含
ま
せ
ず
に
書
き
出
し
て
︑
途
中
か
ら
墨
を
含
ま
せ
て
書
い
て
い
る
︒
し
か
も
全
体

的
に
速
筆
で
書
か
れ
て
お
り
︑
こ
の
あ
た
り
が
亡
羊
の
筆
跡
の
特
徴
で
あ
る
︒

（
56
）  

前
掲
注
（
42
）
熊
倉
功
夫
︑
原
田
茂
弘
校
註
﹃
東
都
茶
会
記
﹄
近
代
茶
会
史
料
集
成

（
二
）︑
四
一
〇
︱
四
一
一
頁
︒

（
57
）  

前
掲
注
（
31
）
林
屋
晴
三
編
﹃
日
本
の
陶
磁
（
第
四
巻
）﹄︑
八
九
頁
︒

（
58
）  

収
納
す
る
箱
に
は
観
阿
に
よ
る
墨
書
で
「
観
阿
　
所
持
（
花
押
）」
と
の
記
述
が
あ
る
︒

（
59
）  

「
墨
屋
助
三
郎
青
磁
桔
梗
の
香
合
を
神
田
妙

⎝
明
⎠

神
下
に
て
銀
十
匁
に
買
取
り
夫
よ
り
河

内
屋
喜
兵
衛
が
四
十
両
出
し
て
買
入
れ
又
こ
れ
を
観
阿
は
五
十
両
に
て
買
受
け
竟
に
金

十
枚
に
払
ひ
出
せ
り
　
是
は
今
よ
り
三
十
年
余
な
れ
ば
当
時
大
約
二
百
両
位
に
も
相
成

べ
き
品
な
り
」（
前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」︑

四
八
頁
）︒

（
60
）  

「
朽
木
様
御
隠
居
に
星
橋
樗

⎝
マ
マ
⎠と

申
せ
し
御
方
は
至
て
軸
物
好
み
多
か
り
き
︒
蘭
亭
洗
硯

の
図
︑
李
龍
眠
の
筆
な
ど
右
御
払
物
よ
り
世
間
に
相
渡
り
︑
此
こ
ろ
観
阿
は
二
十
金
に

買
取
れ
り
︒
松
平
周
防
守
様
よ
り
二
百
両
の
お
直
段
を
墨
屋
良
助
も
て
被
仰
聞
仕
合
ま

で
打
上
り
候
︒
其
他
馬
遠
の
林
和
靖
︑
李
安
忠
の
韃
人
狩
の
図
等
も
其
中
に
て
見
受
け

た
る
物
あ
り
き
」（
前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」︑

五
二
頁
）︒

（
61
）  

前
掲
注
（
3
）
高
橋
梅
園
﹃
茶
禅
不
昧
公
﹄︑
二
一
一
頁
︒

（
62
）  

詳
細
は
以
下
を
参
照
︒
宮
武
慶
之
「
溝
口
家
旧
蔵
の
大
燈
国
師
墨
蹟
︱
︱
物
我
両
忘

と
日
山
賦
を
中
心
に
」﹃
文
化
情
報
学
﹄
第
九
巻
第
一
号
︑
二
〇
一
三
年
︑
九
九
︱

一
一
一
頁
︒

（
63
）  

「
新
発
田
藩
江
戸
中
屋
敷
史
料
中
屋
敷
額
解
説
」
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
︑
資
料
番
号

91221104

︑
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
︒

（
64
）  

同
書
に
よ
れ
ば
︑
宗
中
の
箱
書
内
容
も
書
か
れ
て
い
る
︒

 
 

　
茶
箪
笥
外
箱
蓋
う
ら
書
写

 
 

　
　
江
月
筆
跡
三
不
点
之
茶
箪
笥
転
合
菴
之

 
 

　
　
什
物
宗
甫
所
持
之
品
無
紛
今
不
堪
感
情

 
 

　
　
来
由
記
云
ニ
　
　
　
　
　
　
宗
中
誌
（
巻
八
）

（
65
）  

前
掲
注
（
6
）︒

（
66
）  

宮
武
慶
之
「
溝
口
家
旧
蔵
の
茶
道
具
拾
遺
」﹃
文
化
情
報
学
﹄
第
一
一
巻
第
一
号
︑

二
〇
一
五
年
︑
三
七
頁
︒

（
67
）  

昭
和
六
年
五
月
一
九
日
︑
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
い
て
説
田
家
の
売
立
が
記
載
さ
れ

た
︒
説
田
家
は
江
戸
の
酒
問
屋
で
多
く
の
道
具
を
所
蔵
し
た
︒
そ
の
売
立
目
録
で
あ
る

﹃
説
田
家
蔵
品
展
観
目
録
﹄
に
は
「
九
九
　
祥
瑞
鳥
摘
福
寿
字
茶
入
　
溝
口
家
伝
来
」
が

所
載
さ
れ
て
お
り
︑
本
品
と
同
定
さ
れ
る
︒
宮
武
慶
之
「
新
発
田
御
道
具
帳
に
み
る
溝

口
家
旧
蔵
の
茶
道
具
」﹃
文
化
情
報
学
﹄
第
九
巻
第
二
号
︑
二
〇
一
五
年
︑
五
九
︱

一
一
二
頁
︒

（
68
）  

宮
武
慶
之
「
閑
極
法
雲
東
澗
道
洵
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て
」﹃
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
﹄
第

一
四
号
︑
八
九
︱
一
〇
四
頁
︒

（
69
）  

な
お
溝
口
家
の
掛
物
等
の
蔵
帳
で
あ
る
﹃
御
掛
物
帳
﹄「
歌
書
手
鑑
」
の
部
に
「
一
　

石
州
公
聞
書
　
一
箱
」
と
あ
り
︑
本
品
と
同
定
さ
れ
る
︒

（
70
）  

前
掲
注
（
68
）︒

（
71
）  

翠
濤
と
観
阿
と
の
交
流
を
考
え
た
場
合
︑
溝
口
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
「
秋
草
図

屏
風
」（
山
種
美
術
館
蔵
）
を
は
じ
め
︑
蔵
帳
に
所
載
さ
れ
る
作
品
で
も
多
く
の
抱
一
作

品
を
所
蔵
し
て
い
る
が
︑
観
阿
に
よ
る
取
次
ぎ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

︻
付
録
1
︼　
観
学
院
の
寿
蔵
碑
文
（
文
字
は
新
字
体
に
直
し
た
ほ
か
︑
読
み
や
す

さ
を
鑑
み
句
読
点
を
補
っ
た
）

白
醉
葊
観
阿
道
人
墓
表

道
人
名
観
阿
号
物
外
別
号
指
月
斎
︑
俗
称
芳
村
氏
︑
江
戸
人
也
︑
初
名
明
昭
︑
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俗
称
太
郎
兵
衛
︑
天
資
怜
悧
︑
頗
有
文
芸
︑
又
精
陸
鴻
漸
茶
道
︑
因
称
聴
笙
︑

蓋
取
諸
袁
宗
道
緩
添
炉
火
聴
瓶
笙
之
句
也
︑
其
家
多
蓄
名
書
古
画
珍
器
奇
物
︑

以
好
事
而
鳴
于
都
下
︑
然
而
自
少
時
既
有
出
離
世
間
捨
妄
帰
真
之
念
︑
遂
棄
懐

妊
之
婦
︑
遺
環
膝
之
孩
︑
剃
髪
着
緇
︑
出
家
而
不
反
︑
乃
結
団
蕉
子
郭
北
浅
草

而
居
于
此
︑
命
其
庵
曰
白
醉
︑
其
意
蓋
在
乎
以
喧
之
暖
代
酒
之
醉
也
︑
因
又
称

楽
此
軒
云
︑
時
年
三
十
四
歳
矣
︑
其
為
僧
曰
︑
出
家
珍
蔵
宝
悉
皆
贈
与
友
人
而

輪
之
︑
唯
余
俊
乗
坊
所
親
書
之
化
縁
薄
一
冊
︑
而
不
離
身
護
惜
尤
甚
︑
俊
乗
坊

名
重
源
︑
南
都
東
大
寺
中
興
弘
徳
之
師
也

高
倉
帝
︑
治
承
四
年
︑
本
寺
罹
兵
燹
火
焦
土
矣
︑

聖
武
帝
所
鋳
︑
五
丈
五
尺
昆
盧
遮
那
仏
銅
像
亦
煅
銷
矣
︑

帝
深
憂
之
︑
新
□
〘
マ
マ
〙

召
俊
乗
坊
　
勅
再
興
之
事
︑
乃
□
〘
マ
マ
〙

賜
大
勧
進
之
号
︑
而
募

化
四
方
焉
︑
此
薄
即
其
化
縁
之
薄
引
︑
所
謂
勧
進
牒
也
︑
実
希
世
之
珍
︑
而
価

当
連
城
焉
︑
今
大
勧
進
公
般

上
人
聞
之
︑
請
以
千
金
購
求
之
︑
道
人
於
是
竊
以
為
︑
吾
死
之
後
此
牒
流
落
展

転
入
于
没
字
碑
人
之
手
︑
則
受
覆
罌
之
辱
不
可
知
也
︑
或
遭
百
六
飆
廻
之
厄
︑

而
為
六
丁
所
奪
去
亦
不
可
測
也
︑
不
如
還
于
嫏
嬛
而
永
与
霊

光
倶
存
于
本
寺
也
︑
乃
謂
上
人
曰
︑
余
今
年
五
十
三
已
過
半
生
矣
︑
且
吾
上
祖

出
和
州
︑
六
世
之
祖
徒
于
江
戸
而
家
焉
︑
於
是
吾
願
竁
之
傍
割
寿
蔵
地
以
賜
之
︑

又
作
換
帖
一
通
以
付
与
之
︑
道
人
大
喜
︑
欲
立
石
以
表
其
地
︑
微
文
於
余
白
︑

如
銘
則
我
俟
吾
之
死
而
自
誌
之
︑
請
先
生
惟
述
其
事
而
已
乃
為
之
記
︑
呼
道
人

亦
可
謂
︑
奇
人
矣
︑

文
化
十
四
年
歳
丁
丑
夏
五
月

　
　
江
戸
　
亀
田
与
撰

︻
付
録
2
︼　
勧
学
院
に
あ
る
寿
蔵
に
︑
観
阿
の
没
後
に
加
え
ら
れ
た
碑
文

維
明
和
乙
酉
九
月
之
望
吾
以
降
︑
今
歳
戊
申
六
月
十
九
日
大
夢
将
覚
︑
人
之
懐

祖
吾
亦
不
免
也
︑
寧
楽
之
都
祖
先
之
所
興
︑
況
東
大
之
丘
乎
我
葬
焉
︑
爰
得
我

所
者
也
︑
乃
自
為
銘
︑
銘
曰
︑
一
有
江
都
道
人
観
阿
︑
倣
荘
之
適
︑
為
恵
之
和
︑

若
敖
若
莽
︑
心
醉
陸
茶
肚
無
陽
秋
︑
目
無
是
非
︑
視
生
如
浮
︑
視
死
如
帰
︑
今

帰
真
宅
楽
土
︑
東
大
之
厓
︑
高
一
丈
者
︑
道
人
之
室
耶
︑
観
翁
俗
称
芳
村
︑
本

吉
村
也
︑
先
考
嘗
以
財
徴
聘
于
仙
台
侯
︑
侯
之
先
君
有
諱
吉
村
公
︑
以
吉
芳
国

読
同
換
之
云
︑
翁
吾
父
執
也
︑
我
識
翁
于
六
十
二
年
︑
今
茲
将
病
死
︑
微
書
自

撰
銘
︑
父
執
之
需
奚
善
辞
︑
即
書
以
贈
︑

　
　
嘉
永
元
年
戊
申
秋
　
江
都
和
気
行
蔵

︻
付
録
3
︼　
弘
福
寺
の
墓
表

白
醉
庵
苦
楽
翁
観
阿
居
士
︑
姓
は
藤
原
︑
俗
称
吉
村
氏
な
り
︒
武
州
江
都
芝
に

生
る
︒
年
若
し
て
喫
茶
の
道
に
精
し
く
︑
家
に
古
書
画
珍
器
等
多
く
蓄
へ
︑
其

好
事
普
く
世
に
た
〻
へ
ら
る
︒
既
に
壮
年
に
及
ぶ
頃
ほ
ひ
︑
離
世
帰
真
の
意
あ

り
て
︑
自
ら
剃
髪
し
居
を
浅
草
に
占
て
︑
世
塵
を
払
ひ
︑
常
に
田
甫
を
愛
玩
す

る
こ
と
に
於
て
清
高
の
名
称
著
れ
︑
貴
賤
の
雅
客
柴
門
に
湊
ふ
︒
庵
中
扁
額
は

不
昧
源
君
筆
を
染
て
︑
楽
中
苦
苦
中
楽
と
書
せ
ら
る
︑
又
継
ぐ
に
翠
濤
源
君
其
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他
名
家
列
侯
も
常
に
庵
中
を
と
ひ
て
消
日
の
楽
と
な
す
︒
し
か
の
み
な
ら
ず
︑

積
年
仏
門
に
入
て
︑
遍
く
施
し
広
く
恵
む
の
志
あ
り
︒
其
妻
観
勢
は
浜
松
の
藩

士
瀧
原
氏
の
女
に
し
て
名
を
田
鶴
と
い
ふ
︒
貞
操
怜
悧
能
翁
が
雅
業
を
佐
く
︒

亦
翁
と
共
に
仏
法
に
帰
依
し
て
︑
葛
飾
牛
島
弘
福
禅
寺
の
鶴
峰
禅
師
を
師
と
す
︒

ひ
と
〻
せ
寺
中
に
□
⎝
マ
マ
⎠
所
の
千
体
仏
破
壊
し
︑
纔
に
什
が
一
の
残
れ
る
を
禅
師
の

憂
給
ふ
を
き
〻
て
︑
翁
に
は
か
り
て
其
荘
厳
を
新
に
す
︒
後
三
十
年
の
星
霜
を

経
て
又
損
失
し
た
り
し
を
︑
弘
化
二
乙
巳
の
と
し
再
び
修
理
を
加
へ
潤
色
古
に

復
す
︒
そ
の
善
根
を
好
め
る
こ
と
此
一
事
を
も
て
し
る
べ
き
な
り
︒
今
年
翁
齢

八
十
四
︑
観
勢
六
十
八
︑
共
に
壮
健
な
り
と
い
へ
ど
も
︑
終
に
世
を
さ
ら
む
時
︑

其
骸
を
収
る
の
地
を
お
も
ひ
は
か
ら
れ
︑
旧
師
の
因
に
よ
り
て
堯
隣
禅
師
に
乞
︒

こ
の
地
を
以
て
墳
墓
と
す
︒
よ
て
こ
た
び
そ
の
銘
を
記
む
こ
と
を
の
ぞ
む
︒
予

有
年
の
因
厚
に
よ
り
黙
止
に
よ
し
な
く
︑
拙
を
わ
す
れ
て
其
あ
ら
ま
し
を
し
る

す
こ
と
し
か
り
︒

　
于
時
嘉
永
元
年
戊
申
仲
夏
　
源
定
絢
し
る
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
需
藐
庵
法
橋
書
之
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表
1
　
観
阿
の
行
状

和
暦

西
暦

観
阿

（
行
年
）

事
項

明
和
2
年

1
7
6
5

1

明
昭
（
観
阿
）︑
江
戸
芝
で
生
れ
る
︒

寛
政
10
年

1
7
9
8

34

生
家
の
家
業
が
不
振
と
な
る
︒

同
年
︑
剃
髪
し
て
出
家
す
る
︒
こ
の
と
き
家
財
を
知
友
に
配
る
︒

文
化
1
年

1
8
0
4

40

松
平
不
昧
に
よ
る
谷
園
中
大
茶
湯
で
利
休
堂
の
茶
席
を
担
当
す
る
︒

文
化
5
年

1
8
0
8

44

同
年
夏
︑「
織
部
切
落
手
鉢
」（
畠
山
記
念
館
蔵
）
を
入
手
す
る
︒

文
化
12
年

1
8
1
5

51

向
島
弘
福
寺
の
改
修
を
行
う
︒

文
化
14
年

1
8
1
7

53

四
月
六
日
︑
東
大
寺
に
重
源
上
人
筆
「
法
華
勧
進
状
」
を
寄
進
︒
東
大
寺
観
学
院
に
寿
蔵
を
建
て
る
︒
墓
題
は
亀
田
鵬
斎
︒
墓
碑
銘
は
酒
井
抱
一
に
よ
る
︒

文
政
1
年

1
8
1
8

54

（
松
平
不
昧
没
）

文
政
3
年

1
8
2
0

56

溝
口
家
で
道
具
の
鑑
定
を
す
る
︒

文
政
4
年

1
8
2
1

57

溝
口
家
で
道
具
の
鑑
定
を
行
い
信
任
を
得
る
︒
正
式
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
る
︒

文
政
8
年

1
8
2
5

61

酒
井
抱
一
︑
古
筆
了
伴
ら
と
と
も
に
烏
丸
光
廣
法
要
に
参
列
す
る
︒

文
政
9
年

1
8
2
6

62

（
亀
田
鵬
斎
没
）

文
政
11
年

1
8
2
8

64

（
酒
井
抱
一
没
）

文
政
13
年

1
8
3
0

66

溝
口
翠
濤
の
茶
会
に
初
め
て
招
か
れ
る
︒

天
保
5
年

1
8
3
4

70

観
阿
︑
七
十
賀
︒

好
み
の
瓢
薄
茶
器
を
百
二
十
五
個
作
成
し
︑
知
友
に
配
る
︒

天
保
7
年

1
8
3
6

72

苦
楽
翁
行
楽
図
を
描
く
よ
う
翠
濤
︑
毛
利
元
義
に
依
頼
す
る
︒

こ
の
こ
ろ
観
阿
が
翠
濤
に
取
り
次
い
だ
作
品
で
は
小
堀
遠
州
所
持
「
三
不
点
茶
箱
」︑
古
筆
了
伴
が
所
持
し
た
八
幡
八
幡
宮
伝
来
の
額
「
聻
」
が
あ
る
︒

天
保
8
年

1
8
3
7

73

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
る
自
作
品
で
は
「
光
悦
模
し
黒
瓢
箪
香
合
」︑ 

光
悦
模
し
黒
茶
碗
銘
「
や
れ
衣
」︑
黒
茶
碗
銘
「
残
雪
」
が
あ
る
︒

天
保
9
年

1
8
3
8

74

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
る
作
品
で
は
観
阿
好
「
南
蛮
〆
切
建
水
」（
吉
六
作
）︑ 
観
阿
作
「
荘
子
香
合
」
が
あ
り
︑
自
作
品
で
は
「
乾
山
写
武
蔵
野
半
月
香
合
」

が
あ
る
︒

天
保
10
年

1
8
3
9

75

翠
濤
︑
観
阿
宅
で
の
茶
会
に
初
め
て
参
会
す
る
︒
こ
の
と
き
翠
濤
の
所
望
に
よ
り
観
阿
︑
御
本
兎
耳
香
炉
を
献
上
す
る
︒



76

天
保
11
年

1
8
4
0

76

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
る
自
作
品
で
は
観
阿
筆
一
行
「
三
冬
枯
木
花
」︑
観
阿
筆
「
達
磨
画
賛
」
が
あ
る
︒

天
保
13
年

1
8
4
2

78

同
年
︑
法
隆
寺
円
明
院
に
額
箱
を
寄
進
す
る
︒

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
る
自
作
品
で
は
観
阿
好
「
珠
光
茶
碗
」（
三
浦
乾
也
作
）
が
あ
る
︒

天
保
14
年

1
8
4
3

79

こ
の
年
の
元
旦
に
茶
杓
に
「
寿
」
と
墨
書
す
る
（
個
人
蔵
）︒

溝
口
翠
濤
︑
狩
野
晴
川
院
︑
小
堀
宗
中
の
合
作
を
観
阿
が
所
望
し
︑
作
成
さ
れ
る
︒

観
阿
︑
翠
濤
へ
自
筆
の
短
冊
を
献
上
す
る
︒

こ
の
こ
ろ
八
十
賀
記
念
と
し
て
知
友
に
配
る
「
一
閑
張
桃
蒔
絵
棗
」
百
二
十
五
個
を
羊
遊
斎
に
依
頼
か
︒

（
毛
利
元
義
没
）

天
保
15
年

1
8
4
4

80

観
阿
︑
八
十
賀
︒

一
月
七
日
︑
翠
濤
が
茶
会
に
参
会
す
る
︒

茶
会
に
お
い
て
好
み
の
「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
を
︑
知
友
に
配
る
︒
細
棗
の
ほ
か
に
桑
昔
竹
形
茶
杓
を
十
本
作
成
し
︑
知
友
に
配
る
︒

同
年
七
月
︑
古
筆
了
伴
が
所
持
し
た
大
燈
国
師
墨
蹟
「
日
山
之
賦
」
を
翠
濤
に
取
り
次
ぐ
︒

弘
化
2
年

1
8
4
5

81

再
び
弘
福
寺
の
改
修
を
行
う
︒

五
月
二
十
五
日
︑
観
阿
が
翠
濤
の
も
と
を
訪
ね
る
最
後
の
入
来
と
な
る
︒

以
後
︑
老
病
︒

嘉
永
1
年

1
8
4
8

84

観
阿
没
︒

没
す
る
九
日
前
に
遺
墨
と
し
て
扇
面
に
「
苦
楽
」
と
認
め
る
︒

翠
濤
︑
こ
の
遺
墨
を
観
勢
に
依
頼
し
て
譲
り
受
け
る
︒

没
後
︑
勧
学
院
に
碑
文
が
追
加
さ
れ
る
︒
東
大
寺
四
月
堂
に
位
牌
が
安
置
さ
れ
る
︒
弘
福
寺
に
墓
が
建
て
ら
れ
西
村
藐
庵
に
よ
る
碑
文
が
あ
る
︒
遺
骨
は
福
泉

寺
に
も
葬
ら
れ
る
︒

安
政
5
年

1
8
5
8

（
溝
口
翠
濤
没
）
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表
2
　
売
立
目
録
に
み
る
観
阿
関
係
の
溝
口
家
旧
蔵
品

番号

所
載
誌

売
立
の
開
催
年
月
日

会
場

所
載
項

作
品
名

図
版

1
﹃
東
都
寸
松
庵
主
所
蔵
品
﹄

明
治
四
十
五
年
五
月
二
十
七
日

京
都
美
術
倶
楽
部

二
五
五

呉
須
獅
子
蓋
香
炉
　
白
酔
庵
箱
書
付
　
溝
口
家
旧
蔵

○

2
﹃
高
橋
家
所
蔵
品
入
札
﹄

大
正
七
年
四
月
五
日

東
京
美
術
倶
楽
部

一
五
五

染
付
茶
碗
　
銘
腰
あ
ら
れ
　
白
酔
庵
箱
　
溝
口
家
旧
蔵

○

3
﹃
東
京
積
翠
庵
所
蔵
品
入
札
﹄

大
正
四
年
十
一
月
四
日

大
阪
美
術
倶
楽
部

五
五
一

乾
山
笹
絵
向
付
　
五
人
前
　
白
酔
庵
所
持
　
溝
口
家
蔵
品
ノ
内

○

4
﹃
水
戸
徳
川
家
音
羽
護
国
寺
並
ニ
某
家
御
蔵
品

入
札
目
録
﹄ 
大
正
十
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
美
術
倶
楽
部

三
八

和
漢
四
句
　
松
花
堂
︑
澤
庵
︑
江
月
︑
遠
州

了
意
了
音
外
題
　
観
阿
箱
　
　
溝
口
家
伝
来

竪
九
寸
四
分
×
巾
一
尺
四
寸
二
分

○

5

〃

二
四
四

織
部
筋
花
入
　
観
阿
箱
　
溝
口
家
伝
来

○

6
﹃
一
木
庵
高
橋
家
所
蔵
品
入
札
﹄

昭
和
五
年
十
月
二
十
七
日

東
京
美
術
倶
楽
部

七
七

御
本
兎
耳
香
炉
　
白
酔
庵
所
持
　
溝
口
家
伝
来

○

7

〃

一
二
三

時
代
　
桑
柄
灰
匙
　
箱
書
付
白
酔
庵
　
溝
口
家
伝
来

○

8
﹃
新
潟
県
新
発
田
町
安
倍
家
蔵
品
入
札
目
録
﹄

昭
和
九
年
十
一
月
十
九
日

超
願
寺

一
七
五

棕
櫚
組
底
板
手
付
籠
　
溝
口
家
伝
来
　
白
酔
庵
箱

○

9

〃

三
二
三

陳
元
贇
墨
痕
短
冊
　
白
酔
庵
箱
　
溝
口
家
伝
来

10

〃

四
三
五

唐
物
釜
鋪
　
白
酔
庵
観
阿
箱
　
溝
口
家
伝
来
　
二
枚

11
﹃
展
観
入
札
﹄

昭
和
十
五
年
四
月
五
日

京
都
美
術
倶
楽
部

二
一
三

石
川
丈
山
共
筒
象
牙
茶
杓
　
白
醉
庵
　
了
意
箱

○
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一
　
は
じ
め
に

　
二
〇
一
六
年
の
夏
︑
天
皇
の
い
わ
ゆ
る
「
生
前
退
位
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
沸

騰
し
た
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
こ
こ
数
年
︑
二
〇
一
四
年
に
は
﹃
昭
和
天
皇
実

録
﹄
が
刊
行
さ
れ
︑
二
〇
一
五
年
に
は
太
平
洋
戦
争
終
結
の
「
ご
聖
断
」
の
舞

台
と
な
っ
た
皇
居
・
御
文
庫
が
五
十
年
ぶ
り
に
公
開
さ
れ
る
等
︑
日
本
に
お
け

る
天
皇
へ
の
関
心
は
︑
依
然
と
し
て
高
い
︒
ま
た
︑
東
北
を
は
じ
め
と
し
た
被

災
地
訪
問
や
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
慰
霊
の
旅
な
ど
︑
そ
の
動
向
は
︑
常
に
世
間

の
耳
目
を
集
め
て
い
る
︒
天
皇
と
は
︑
い
か
な
る
存
在
な
の
か
︒
そ
の
問
い
は
︑

日
本
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
世
界
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
（⇒

補
論
参
照
）︒

　
本
稿
は
︑「
平
成
」
改
元
に
あ
た
っ
て
︑
時
の
官
房
長
官
・
小
渕
恵
三
が
昭

和
六
十
四
年
（
一
九
八
九
）
一
月
七
日
午
後
二
時
三
十
六
分
か
ら
︑
首
相
官
邸

で
行
っ
た
記
者
会
見
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
と
日
本

国
憲
法
に
お
け
る
天
皇
と
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
︑
そ
の
位
置
づ
け
の
相
違

を
考
察
す
る
︒

　
明
治
の
は
じ
め
に
「
一
世
一
元
」
を
定
め
た
後
の
改
元
は
︑
天
皇
と
い
う
可

死
的
肉
体
を
起
点
と
し
て
測
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
改
元
は
︑
天
皇
の
生
き
死

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
︒
こ
の
改
元
こ
そ
︑「
日
本
」
と
い
う
国
家
を
生
き
る

国
民
と
し
て
の
一
体
感
と
被
＝
支
配
感
を
与
え
る
「
時
間
支
配
」
の
最
も
端
的

な
発
露
だ
っ
た
こ
と
を
︑
本
稿
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
︒

　
本
稿
が
使
う
「
時
間
支
配
」
は
︑
政
治
学
者
・
原
武
史
が
論
じ
た
概
念
で
あ

改
元
を
通
し
て
み
た
天
皇

―
―
「
昭
和
」
改
元
と
「
平
成
」
改
元
の
比
較
分
析
―
―

鈴
木
洋
仁
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る
︒
原
は
︑「
時
間
支
配
」
と
「
視
覚
的
支
配
」
を
対
置
し
た
う
え
で
︑「
昭
和

と
り
わ
け
︑
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
に
い
た
る
戦
中
期
を
」︑

「
視
覚
的
支
配
」
か
ら
「
時
間
支
配
」
へ
の
移
り
変
わ
り
の
時
期
だ
と
位
置
け

て
い
る（

1
）

︒

　
原
は
︑
こ
の
「
視
覚
的
支
配
」
を
「
あ
る
特
定
の
人
物
を
主
体
と
す
る
具
体

的
・
直
接
的
な
支
配（

2
）

」
と
定
義
す
る
︒「
視
覚
的
支
配
」
と
は
︑
よ
り
具
体
的

に
は
︑
近
代
日
本
に
お
い
て
︑
天
皇
が
巡
幸
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
地
方
旅
行

を
通
じ
て
︑
自
ら
の
身
体
を
国
民
に
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
権
威
や
権

力
を
見
せ
つ
け
て
国
民
を
服
従
さ
せ
る
支
配
形
態
で
あ
る
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑「
時
間
支
配
」
を
︑「
時
に
支
配
者
自
身
も
含
め
て
︑
同
じ

時
間
に
全
国
民
が
同
じ
行
為
を
し
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
で
︑
非
常
に
強
い

国
家
意
識
が
つ
く
ら
れ
る（

3
）

」
と
︑
原
は
定
義
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
よ
り
細
か

く
言
え
ば
︑
天
皇
に
ま
つ
わ
る
祝
祭
日
や
記
念
日
な
ど
の
「
同
じ
時
間
」︑
あ

る
い
は
︑「
特
定
の
時
間
」
に
︑
東
京
の
宮
城
や
靖
国
神
社
な
ど
の
方
角
に
向

け
て
︑
国
民
を
黙
禱
さ
せ
た
り
︑
万
歳
を
叫
ば
せ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
身

体
感
覚
を
拠
点
と
し
た
日
本
国
民
と
し
て
の
一
体
感
を
与
え
る
支
配
様
式
で
あ

る（
4
）

︒
　
天
皇
が
死
ぬ
︑
と
い
う
特
異
点
と
し
て
の
改
元
が
︑
い
か
に
し
て
決
め
ら
れ
︑

そ
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
国
民
に
知
ら
さ
れ
た
の
か
︒
本
稿
は
︑
そ
の
「
昭
和
」

と
「
平
成
」
に
お
け
る
変
化
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
天
皇
の
政
治
性
︑

公
開
性
︑
メ
デ
ィ
ア
性
︑
と
い
う
三
点
の
違
い
を
抽
出
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑

こ
の
三
点
の
大
き
な
違
い
に
つ
い
て
︑「
時
間
支
配
」
の
観
点
か
ら
考
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
「
昭
和
」
と
日
本
国
憲
法
下
の
「
平

成
」︑
そ
れ
ぞ
れ
の
改
元
を
︑
近
代
天
皇
制
史
上
に
位
置
付
け
る
︒

　
周
知
の
ご
と
く
︑
天
皇
は
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
け
る
君
主
・
主
権
者

か
ら
︑
日
本
国
憲
法
下
に
お
い
て
は
「
象
徴
」
へ
と
︑
そ
の
地
位
を
変
え
た
︒

こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
き

た
︒

　
本
稿
は
︑
二
つ
の
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
位
置
づ
け
の
違
い
が
︑
天
皇
そ
の

も
の
で
は
な
く
︑「
平
成
」
改
元
発
表
の
記
者
会
見
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る

点
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
点
に
お
い
て
︑
先
行
研
究
と
の

差
異
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
天
皇
の
位
置
づ
け
︑
と
り
わ
け
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
象
徴
」
に
つ
い
て
︑

近
年
で
は
︑
渡
辺
治（

5
）

や
冨
永
望（

6
）

の
よ
う
に
︑
そ
の
形
成
過
程
の
研
究
が
増
え
て

い
る
︒
同
時
に
︑
吉
見
俊
哉（

7
）

や
河
西
秀
哉（

8
）

の
よ
う
に
︑「
象
徴
」
天
皇
が
︑
い

か
に
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
表
象
さ
れ
て
き
た
の
か
を
分
析
す
る
研
究
も
多
く

な
っ
て
い
る
︒

　
あ
る
い
は
︑
英
語
圏
に
お
い
て
も
︑
明
治
後
期
の
皇
室
の
儀
典
を
「
常
に
天

皇
の
ま
な
ざ
し
の
対
象
で
あ
る
自
己
と
い
う
感
覚
を
国
民
が
身
に
つ
け
て
ゆ
く

う
え
で
︑
結
果
的
に
は
巡
幸
以
上
に
効
果
的
で
あ
っ
た
」
と
捉
え
た
タ
カ
シ
・

フ
ジ
タ
ニ
﹃
天
皇
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト（

9
）

﹄
は
古
典
と
な
っ
て
久
し
い
︒
フ
ジ
タ
ニ

は
︑
そ
の
後
も
︑
さ
ら
に
射
程
を
広
げ
た
考
察
を
展
開
し
て
い
る（

10
）

︒
ま
た
︑
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一
九
二
八
年
の
昭
和
大
礼
に
お
け
る
天
皇
・
裕
仁
の
表
象
を
中
心
に
︑
政
治
学

者
・
原
武
史
の
視
点
を
敷
衍
し
て
︑
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
考
察
し
た
サ
ン
ド
ラ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
業
績（

11
）

も
︑
注
目
に
値
す
る
︒

　
た
だ
︑
瀬
畑
源
が
整
理
す
る
よ
う
に
︑「
実
証
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
一

方
で
︑
研
究
の
多
様
化
と
細
分
化
が
進
み
︑
天
皇
制
を
支
え
る
社
会
構
造
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ト
ー
タ
ル
で
分
析
す
る
視
角
が
弱
い（

12
）

」︒
加
え
て
︑
社
会
制
度

と
し
て
は
天
皇
制
へ
の
反
対
や
廃
止
意
見
を
唱
え
る
世
論
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

ず
︑「
象
徴
と
し
て
安
定
し
て
い
る
が
故
に
︑
天
皇
制
に
関
す
る
議
論
は
深
ま

ら
ず
︑
む
し
ろ
天
皇
皇
后
が
︑
記
者
会
見
で
﹃
象
徴
と
は
何
か
﹄
に
つ
い
て
繰

り
返
し
語
る
と
い
う
状
況
が
続
い
て
い
る（

13
）

」︒
加
え
て
︑「
象
徴
」
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
︑
改
元
の
場
面
は
も
ち
ろ
ん
︑
元
号
に
着
目
し
て
い
る
先
行
研
究
は
︑

管
見
の
限
り
存
在
し
て
い
な
い
︒
中
島
三
千
男
の
よ
う
に
大
喪
の
礼
な
ど
の
儀

礼
に
着
目
し
た
り（

14
）

︑
岩
井
克
己
の
よ
う
に
被
災
地
へ
の
慰
問
の
増
加
等
を
も
っ

て
今
上
天
皇
を
「
平
成
流
」
と
評
価
し
た
り
す
る
例（

15
）

も
あ
る
が
︑
本
稿
は
︑
天

皇
を
対
象
と
し
て
い
な
い
点
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
︒

　「
象
徴
」
を
直
接
問
う
て
い
な
い
近
年
の
研
究
動
向
に
対
し
て
︑
本
稿
は
︑

天
皇
の
言
動
や
表
象
で
は
な
く
︑
改
元
の
場
面
に
焦
点
を
絞
る
点
で
違
い
が
あ

る
︒
上
記
の
瀬
畑
源
の
整
理
を
借
り
れ
ば
︑「
天
皇
制
を
支
え
る
社
会
構
造
や

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ト
ー
タ
ル
に
分
析
す
る
」
た
め
に
︑「
平
成
」
改
元
の
記
者

会
見
を
分
析
す
る
︒
こ
の
分
析
を
通
じ
て
︑
両
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
位
置
づ

け
の
相
違
に
つ
い
て
︑（
一
）
政
治
性
＝
天
皇
と
政
治
・
行
政
の
関
係
性
︑（
二
）

公
開
性
＝
元
号
と
改
元
を
国
民
に
向
か
っ
て
明
ら
か
に
す
る
か
否
か
︑（
三
）

メ
デ
ィ
ア
性
＝
元
号
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
性
︑
の
三
点
を
抽
出
す
る
︒

　
具
体
的
に
は
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
行
わ
れ
た
「
昭
和
」
の
改
元
発
表
と
︑

日
本
国
憲
法
下
で
行
わ
れ
た
「
平
成
」
の
改
元
発
表
を
比
較
し
て
︑
そ
の
変
化

を
考
察
す
る
︒
以
下
︑
次
の
順
に
論
じ
る
︒
ま
ず
︑「
昭
和
」
と
「
平
成
」
に

お
け
る
改
元
が
︑
同
じ
「
一
世
一
元
」
の
原
則
を
継
承
し
つ
つ
も
︑
法
令
の
レ

ベ
ル
で
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
上
で
︑
な
ぜ
︑
改
元
の
場
面
に

着
目
す
る
の
か
︑
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
（
↓
第
二
節
）︒
そ
し
て
︑「
昭
和
」

と
「
平
成
」
に
お
け
る
改
元
の
相
違
か
ら
︑
天
皇
の
位
置
づ
け
の
相
違
に
つ
い

て
考
察
す
る
（
↓
第
三
節
）︒
最
後
に
本
稿
の
貢
献
を
整
理
し
︑
今
後
の
課
題

を
述
べ
る
（
↓
第
四
節
）︒

　

二
　
二
つ
の
憲
法
に
お
け
る
天
皇
・
改
元
の
相
違

　
本
稿
に
お
い
て
「
平
成
」
改
元
に
着
目
す
る
理
由
は
︑
日
本
に
お
け
る
改
元

が
︑
古
来
︑
天
皇
の
権
力
を
見
せ
つ
け
る
場
面
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

同
じ
「
一
世
一
元
」
を
継
承
し
な
が
ら
も
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
主
権
者
か

ら
︑
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
象
徴
」
へ
の
変
化
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
が
︑
両
憲
法
に
お
け
る
改
元
の
相
違
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
前
章
で
提

示
し
た
よ
う
に
︑「
平
成
」
改
元
の
場
面
の
分
析
に
よ
っ
て
︑（
一
）
政
治
性
︑

（
二
）
公
開
性
︑（
三
）
メ
デ
ィ
ア
性
︑
の
三
点
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
を
抽
出
で
き
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る
︒

　
こ
の
分
析
の
前
に
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
位

置
づ
け
つ
い
て
︑
そ
の
違
い
を
確
か
め
て
お
き
た
い
︒

　
も
と
よ
り
︑
元
号
は
︑
中
国
に
お
い
て
皇
帝
が
時
間
を
支
配
す
る
と
い
う
考

え
方
に
基
づ
き
︑
漢
武
帝
の
時
代
（
西
暦
紀
元
前
一
四
〇
年
）
の
「
建け
ん
げ
ん元

」
か

ら
始
ま
っ
た（

16
）

︒
日
本
で
も
︑
こ
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
︑
西
暦
六
四
五
年
の

「
大
化
」
を
嚆
矢
と
し
︑
現
在
の
「
平
成
」
ま
で
二
四
六
回
の
改
元
が
行
わ
れ

て
き
た
︒
日
本
の
歴
史
上
︑
天
皇
は
今
上
天
皇
に
い
た
る
ま
で
一
二
五
代
だ
が
︑

改
元
の
回
数
は
そ
の
約
二
倍
に
の
ぼ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
江
戸
期
ま
で
は
︑
政
治

的
混
乱
か
ら
の
脱
出
や
︑
自
然
災
害
か
ら
の
復
興
祈
願
な
ど
︑
天
皇
の
権
力
や

権
威
を
見
せ
つ
け
る
た
め
に
︑
代
替
わ
り
は
も
ち
ろ
ん
︑
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で

改
元
が
行
わ
れ
て
き
た
か
ら
だ
︒
た
と
え
ば
︑
後
醍
醐
天
皇
（
一
二
八
八
～

一
三
三
九
）
は
︑
二
十
一
年
の
在
位
期
間
中
︑
八
回
も
改
元
し
︑
そ
の
権
力
を

周
囲
に
誇
示
し
よ
う
と
試
み
て
い
る（

17
）

︒

　
そ
し
て
︑
江
戸
期
に
も
︑
実
質
的
に
は
幕
府
が
元
号
を
選
ん
で
い
た
と
は
い

え
︑
改
元
の
手
続
き
は
古
代
以
来
の
伝
統
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
︒
藤
田
覚
が
説

く
よ
う
に
︑「
天
皇
に
よ
る
時
間
の
支
配
を
意
味
し
︑
天
皇
に
よ
る
国
土
と
人

民
の
支
配
・
統
治
を
象
徴
す
る
元
号
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
︑
現
代
に
至
る
ま

で
大
き
な
意
味
を
持
ち
続
け
た（

18
）

」
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
た
め
︑
一
八
六
八
年
九
月
八
日
の
「
明
治
」

改
元
に
あ
た
っ
て
︑
天
皇
一
代
︑
す
な
わ
ち
︑
天
皇
が
即
位
し
て
か
ら
︑
そ
の

死
去
に
よ
っ
て
退
位
す
る
ま
で
の
間
に
元
号
は
ひ
と
つ
︑
と
い
う
「
一
世
一

元
」
が
︑「
一
世
一
元
の
詔（

19
）

」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
以
降
も
︑
改
元
は
︑
天

皇
の
「
時
間
支
配
」
の
重
要
な
局
面
で
あ
り
続
け
た
︒
別
の
拙
稿
で
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
︑「
一
世
一
元
」
は
︑
ひ
と
り
の
天
皇
が
在
位
＝
存
命
中
は
常
に

同
じ
時
間
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
点
で
︑「
一
世
一
元
」

は
︑
天
皇
の
権
力
を
示
す
と
い
う
古
来
の
改
元
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
応
用
し

て
い
た（

20
）

︒
そ
し
て
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
は
︑
こ
の
「
一
世
一
元
」
を
定
め
た
後0

に0

制
定
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
こ
の
改
元
＝
天
皇
の
権
力
の
誇
示
︑
と
い
う
思
想

に
基
づ
い
て
設
計
さ
れ
て
い
る
︒

　
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
︑
天
皇
に
つ
い
て
︑「
大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ

天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」（
第
一
条
）︑「
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」（
第

三
条
）︑
お
よ
び
︑「
統
治
権
ノ
総
覧
者
」（
第
四
条
）
と
定
め
ら
れ
て
い
た
︒
天

皇
は
︑
君
主
で
あ
り
︑
主
権
者
で
あ
っ
た
︒

　
そ
し
て
︑
元
号
は
︑
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
制
定
さ
れ
た
皇
室
典

範
に
よ
っ
て
︑「
践
祚
ノ
後
元
号
ヲ
建
テ
︑
一
世
ノ
間
ニ
再
ビ
改
メ
ザ
ル
コ
ト
︑

明
治
元
年
ノ
定
制
ニ
従
フ
」（
第
十
二
条
）
と
定
め
ら
れ
︑「
一
世
一
元
」
が
明

記
さ
れ
た
︒
主
権
者
た
る
天
皇
が
即
位
す
る
と
と
も
に
︑
新
し
い
元
号
を
制
定

し
︑
そ
れ
は
在
位
中
＝
存
命
中
は
変
え
な
い
こ
と
を
︑
あ
ら
た
め
て
法
律
と
し

て
定
め
た
︒
ま
た
︑
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
は
︑
よ
り
細
か
い
規
則

を
規
定
す
る
登
極
令
に
お
い
て
︑「
天
皇
践
祚
ノ
後
ハ
直
チ
ニ
元
号
ヲ
改
ム
︒

元
号
ハ
枢
密
顧
問
ニ
諮
詢
シ
タ
ル
後
︑
之
ヲ
勅
定
ス
」（
第
二
条
）︑
お
よ
び
︑
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「
元
号
ハ
詔
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
布
ス
」（
第
三
条
）
と
規
定
す
る
︒
天
皇
の
側
近

で
あ
る
枢
密
顧
問
が
新
し
い
元
号
の
候
補
を
選
ん
で
か
ら
︑
最
終
的
に
は
勅
定

＝
天
皇
自
ら
が
決
め
る
も
の
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
た
︒
加
え
て
︑
そ
の
公
表

の
仕
方
に
つ
い
て
は
︑「
詔
書
」
を
用
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
「
詔
書
」

と
は
︑
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
の
「
公
式
令
」
に
お
い
て
︑「
国
家
ノ
大

事
」
で
あ
り
︑
法
的
効
力
を
持
つ
と
定
め
ら
れ
た
詔
勅
で
あ
る
︒
詔
勅
と
は
︑

教
育
勅
語
の
よ
う
に
︑
天
皇
が
公
務
と
し
て
︑
そ
の
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
文

書
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
の
改
元
は
︑
最
高
権
力
者
で
あ
る
天

皇
が
出
す
最
高
度
の
文
書
に
よ
っ
て
知
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
古
代
以
来
の

天
皇
の
「
時
間
支
配
」
を
顕
現
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
改
元
は
︑
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒

　
ま
ず
︑
日
本
国
憲
法
は
︑「
天
皇
は
︑
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
て
︑

こ
の
地
位
は
︑
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
」（
第
一
条
）
と
定

め
て
い
る
︒
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
主
権
者
か
ら
︑「
象
徴
」
へ
と
そ
の
地
位

を
変
化
さ
せ
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
天
皇
や
元
号
に
つ
い
て
細
則
を
定
め
て
い

た
皇
室
典
範
と
登
極
令
の
二
つ
の
法
令
は
︑
一
九
四
七
年
の
日
本
国
憲
法
施
行

に
と
も
な
っ
て
廃
止
さ
れ
︑
前
者
は
新
し
く
制
定
さ
れ
直
し
て
い
る
︒
同
じ

「
皇
室
典
範
」
と
い
う
名
称
を
持
ち
な
が
ら
も
︑
現
在
の
そ
れ
は
旧
憲
法
下
と

は
名
実
と
も
に
ま
っ
た
く
異
な
り
︑
改
元
は
お
ろ
か
︑
元
号
に
つ
い
て
も
一
切

の
記
載
が
な
く
な
っ
た
︒
日
本
国
憲
法
下
で
は
︑
改
元
ば
か
り
か
︑
元
号
そ
の

も
の
が
︑
法
的
根
拠
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
一
九
四
七
年
二
月
に
現

在
の
皇
室
典
範
が
制
定
さ
れ
た
当
時
︑
日
本
を
占
領
し
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
に
︑

元
号
の
廃
止
を
求
め
る
意
見
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
︑
加
え
て
︑
日
本
国
内
の

世
論
に
お
い
て
も
︑
一
九
五
〇
年
に
は
元
号
廃
止
を
求
め
る
法
案
が
参
議
院
に

提
出
さ
れ
る
ほ
ど
︑
反
対
論
が
根
強
か
っ
た
か
ら
だ（

21
）

︒

　
国
内
外
か
ら
元
号
に
つ
い
て
の
異
論
が
出
て
い
た
た
め
︑
政
府
は
︑
法
令
で

は
定
め
ず
︑
国
会
等
で
そ
の
法
的
根
拠
の
欠
如
を
追
及
さ
れ
た
場
合
に
は
︑

「
事
実
た
る
慣
習
」
と
い
う
考
え
方
で
︑
何
と
か
乗
り
切
っ
て
い
た（

22
）

︒
し
か
し
︑

一
九
七
七
年
一
月
に
は
日
本
社
会
党
が
︑
元
号
に
反
対
す
る
党
の
見
解
を
公
表

し
︑
あ
ら
た
め
て
元
号
廃
止
法
案
を
提
出
す
る
構
え
を
見
せ
る
等
︑
政
治
問
題

化
し
て
し
ま
う
︒
こ
の
た
め
︑
一
九
七
八
年
に
福
田
赳
夫
内
閣
が
元
号
を
法
制

化
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
︑
一
九
七
九
年
六
月
の
大
平
正
芳
内
閣
に
お
い
て
︑

元
号
法
案
が
可
決
・
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る（

23
）

︒

　
こ
の
元
号
法
は
︑「
一
　
元
号
は
︑
政
令
で
定
め
る
︒
二
　
元
号
は
︑
皇
位

の
継
承
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
改
め
る
」
と
わ
ず
か
二
条
し
か
な
い
︑
日
本
の

法
令
上
︑
最
も
短
い
も
の
だ
︒「
昭
和
」
ま
で
と
同
じ
く
「
一
世
一
元
」
を
定

め
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
附
則
二
に
お
い
て
︑「
昭
和
の
元
号
は
︑
本
則
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
も
の
と
す
る
」
と
い
う
「
見
な
し
規
定
」
を
つ

け
︑「
昭
和
」
に
つ
い
て
の
法
的
根
拠
を
後
付
け
し
て
い
る
︒

　
こ
う
し
て
「
昭
和
」
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
解
決
し
た
も
の
の
︑
次
の
元

号
に
つ
い
て
ど
う
対
処
す
る
か
は
未
知
数
だ
っ
た
︒
昭
和
六
十
三
年
当
時
︑
内
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閣
審
議
室
長
と
し
て
新
元
号
制
定
の
実
務
責
任
者
を
務
め
た
的
場
順
三
は
︑

「
天
皇
陛
下
が
お
元
気
な
う
ち
に
亡
く
な
ら
れ
る
と
き
の
準
備
を
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
︑
不
敬
と
い
う
批
判
を
受
け
か
ね
な
い（

24
）

」
と
し
て
︑「
昭

和
」
の
次
の
元
号
を
選
ぶ
作
業
を
極
秘
裏
に
進
め
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
︒

　
そ
れ
ば
か
り
か
︑「
元
号
ハ
詔
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
布
ス
」
と
明
確
に
記
載
さ

れ
て
い
た
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
登
極
令
に
相
当
す
る
法
令
は
︑
日
本
国
憲
法

下
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
旧
憲
法
で
は
︑
最
高
権
力
者
＝
天
皇
が
︑
そ
の

「
時
間
支
配
」
を
見
せ
つ
け
る
場
面
で
あ
っ
た
改
元
が
︑
先
に
も
述
べ
た
と
お

り
︑
皇
位
継
承
の
と
き
に
の
み
改
め
ら
れ
る
︑
と
決
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
︒

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑「
象
徴
」
天
皇
の
代
替
わ
り
と
改
元
が
︑
日
本
国
憲
法

下
で
完
全
に
無
関
係
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
直
結
す
る

関
係
を
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　「
平
成
」
改
元
が
発
表
さ
れ
た
一
九
八
九
年
一
月
七
日
︑
す
な
わ
ち
︑
昭
和

六
十
四
年
最
後
の
一
日
は
︑
昭
和
天
皇
・
裕
仁
が
死
去
し
た
日
だ
︒
そ
し
て
︑

翌
日
︑
一
月
八
日
に
明
仁
皇
太
子
が
践
祚
＝
皇
位
を
継
承
し
︑
改
元
も
同
時
に

行
わ
れ
た
︒

　
す
な
わ
ち
︑
改
元
は
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
権
限
の
発
露
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
日
本
国
憲
法
で
は
︑
改
元
の
位
置
づ
け
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
元
号
法
は
︑「
元
号
は
︑
皇
位
の
継
承
が
あ
っ

た
場
合
に
限
り
改
め
る
」
と
規
定
し
︑「
一
世
一
元
」
と
い
う
天
皇
の
死
去
に

の
み
合
わ
せ
た
改
元
を
定
め
て
い
る
︒
依
然
と
し
て
改
元
は
︑
天
皇
の
位
置
づ

け
と
直
結
し
て
い
る
︒

　
旧
憲
法
に
お
け
る
君
主
＝
主
権
者
た
る
天
皇
に
よ
る
改
元
と
︑
現
憲
法
に
お

け
る
「
象
徴
」
た
る
天
皇
に
よ
る
改
元
は
︑「
一
世
一
元
」
と
い
う
天
皇
の
死

去
と
直
結
す
る
関
係
に
お
い
て
性
質
を
同
じ
く
し
て
い
る
︒
と
同
時
に
︑
前
者

で
の
改
元
は
︑
最
高
権
力
者
に
よ
る
「
時
間
支
配
」
の
顕
現
だ
と
法
制
度
上
に

明
記
し
て
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
後
者
に
お
け
る
改
元
は
︑
法
制
度
上
は
意
味

を
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
本
稿
冒
頭
で
参
照
し
た
原
武
史
に
よ
れ
ば
︑
天
皇
に
よ
る
「
時
間
支
配
」
は
︑

明
治
か
ら
大
正
へ
の
改
元
か
ら
三
年
後
︑
一
九
一
五
年
の
大
正
天
皇
即
位
の
大

礼
＝
「
大
正
大
礼
」
即
位
令
で
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
︒
十
一
月
十

日
︑
午
後
三
時
三
十
分
︑
京
都
御
所
で
行
わ
れ
た
「
紫
宸
殿
の
儀
」
に
お
い
て
︑

時
の
首
相
・
大
隈
重
信
の
万
歳
に
合
わ
せ
て
︑
全
国
各
地
で
一
斉
に
万
歳
が
行

わ
れ
た（

25
）

︒
こ
の
「
大
正
大
礼
」
こ
そ
︑
ま
さ
し
く
︑
元
号
が
「
大
正
」
へ
と
改

ま
っ
た
︑
そ
の
改
元
に
際
し
て
の
宮
中
祭
祀
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

　
す
な
わ
ち
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
改
元
は
︑「
明
治
」
期
を
通
し
て
︑
皇

室
典
範
や
登
極
令
の
制
定
に
よ
っ
て
︑
天
皇
の
「
時
間
支
配
」
の
形
と
し
て
法

制
度
上
の
整
備
が
進
め
ら
れ
︑
そ
し
て
︑「
大
正
」
へ
の
改
元
の
後
の
︑
宮
中

祭
祀
に
お
い
て
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
す
な
わ
ち
︑
改
元
そ
れ
自
体
が
︑
直
接
︑「
時
間
支
配
」
の
発
露
と
な
る
の

は
︑「
大
正
」
か
ら
「
昭
和
」
へ
の
代
替
わ
り
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
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た
の
で
あ
る
︒

　
ゆ
え
に
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
け
る
「
時
間
支
配
」
の
顕
現
と
し
て
の

改
元
は
︑「
昭
和
」
で
な
け
れ
ば
︑
そ
の
意
味
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒

そ
し
て
︑
日
本
国
憲
法
下
に
お
け
る
改
元
は
︑
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
︑「
昭
和
」

か
ら
「
平
成
」
へ
の
一
回
だ
け
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
て
︑
改
元
を
通
し
て
み
た
天
皇
の
位
置
づ
け
を
考
察

す
る
本
稿
に
と
っ
て
は
︑「
明
治
」
や
「
大
正
」
へ
の
改
元
で
は
な
く
︑「
昭

和
」
と
「
平
成
」︑
そ
の
二
つ
を
取
り
上
げ
て
比
較
す
る
こ
と
こ
そ
︑
適
切
な

対
象
選
択
と
言
え
る
︒

　
ゆ
え
に
︑
二
つ
の
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
位
置
づ
け
の
相
違
を
分
析
す
る
に

あ
た
っ
て
︑
こ
の
改
元
の
違
い
が
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
日
本
国
憲
法
と
元
号
法
︱
︱
「
元
号
は
︑
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
場

合
に
限
り
改
め
る
」
︱
︱
の
も
と
で
の
初
め
て
の
改
元
︑「
平
成
」
改
元
を
考

察
す
る
こ
と
は
︑
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
「
象
徴
」
と
な
っ
た
天
皇
の
存
在
︑

さ
ら
に
は
︑
憲
法
全
体
の
性
質
の
違
い
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
恰
好
の
題

材
と
な
る
の
で
あ
る
︒
　

　

三
　「
昭
和
」
と
「
平
成
」
に
お
け
る
改
元
の
相
違

　
本
章
で
は
︑
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
︑
こ
の
分
析
を
通
じ
て
︑
両
憲
法
に
お

け
る
天
皇
の
位
置
づ
け
の
相
違
に
つ
い
て
︑（
一
）
政
治
性
＝
天
皇
と
政
治
・

行
政
の
関
係
性
︑（
二
）
公
開
性
＝
元
号
と
改
元
を
国
民
に
向
か
っ
て
明
ら
か

に
す
る
か
否
か
︑（
三
）
メ
デ
ィ
ア
性
＝
元
号
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
性
︑
の

三
点
を
抽
出
す
る
︒

政 

治 

性

　（
一
）
政
治
性
と
は
︑
改
元
に
お
け
る
権
力
を
︑
誰
が
持
っ
て
い
る
の
か
︑

と
い
う
点
で
あ
る
︒

　
前
述
の
よ
う
に
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
の
改
元
は
︑
枢
密
顧
問
に
諮
っ
た

後
︑
勅
定
＝
主
権
者
た
る
天
皇
自
ら
が
時
代
を
あ
ら
わ
す
記
号
＝
元
号
を
決
定

し
︑「
詔
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
布
ス
」
と
登
極
令
に
お
い
て
定
め
て
い
た
︒
こ
の

決
定
に
よ
っ
て
︑
天
皇
の
権
力
を
国
民
に
対
し
て
示
す
場
面
︑
そ
れ
こ
そ
が
︑

改
元
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
極
め
て
政
治
的
な
行
為
で
あ
っ
た
︒

　「
昭
和
」
改
元
に
あ
た
っ
て
出
さ
れ
た
「
詔
書
」
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
︒朕

皇
祖
皇
宗
ノ
威
霊
ニ
ヨ
リ
大
統
ヲ
承
ケ
万
機
ヲ
総
フ

茲
ニ
定
制
ニ
遵
ヒ
元
号
ヲ
建
テ
大
正
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
以
後
ヲ
改

メ
テ
昭
和
元
年
ト
ナ
ス

　
　
御
名
御
璽（

26
）

　「
朕
」
す
な
わ
ち
︑
天
皇
が
主
語
で
あ
り
︑
元
号
を
「
改
メ
テ
昭
和
元
年
ト
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ナ
ス
」
と
い
う
主
体
的
な
行
為
と
し
て
「
詔
書
」
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
︒
け
れ

ど
も
︑
官
報
の
号
外
が
出
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
て
︑
記
者
会
見
は
開
か
れ
て
い

な
い（

27
）

︒
そ
の
た
め
︑
新
聞
各
紙
は
「
昭
和
」
の
出
典
を
伝
聞
や
推
測
で
伝
え
て

い
る
︒

　
朝
日
新
聞
の
前
身
の
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
昭
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日
朝
刊

は
︑
新
元
号
の
出
典
を
︑「
元
号
﹃
昭
和
﹄
の
意
義
は
書
経
の
古
典
の
中
に

﹃
百
姓
昭
明
万
邦
協
和
﹄
と
あ
り
世
界
平
和
︑
君
民
一
致
を
意
味
す
る
も
の
と

い
は
れ
て
居
る
」
と
書
い
て
い
る
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
国
憲
法
下
で
は
︑
元
号
法
に
お
い
て
「
元
号
は
︑
政

令
で
定
め
る
」
と
の
み
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
誰
が
ど
の
よ
う
に
決
め
る
の
か
に

つ
い
て
の
細
則
は
︑
法
令
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
が
︑
政
府
は
︑
元
号
法

の
施
行
公
布
の
直
後
の
一
九
七
九
年
十
月
二
十
三
日
に
︑「
元
号
選
定
手
続
に

つ
い
て
」（
正
式
名
「
元
号
選
定
手
続
要
綱
」）
を
閣
議
に
報
告
し
︑
詳
細
を
決
め

て
い
る
︒

　
そ
れ
は
︑
以
下
の
八
項
目
で
あ
る
︒（
一
）
内
閣
総
理
大
臣
が
有
識
者
（
考

案
者
）
に
対
し
て
次
の
元
号
考
案
（
候
補
名
）
を
委
嘱
す
る
こ
と
︑（
二
）
考
案

者
は
若
干
名
に
限
る
こ
と
︑（
三
）
考
案
者
が
候
補
名
を
二
︑ 

三
提
出
す
る
こ

と
︑（
四
）
考
案
者
は
候
補
名
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
︑（
五
）
総
理
府
総
務

長
官
は
︑
候
補
名
を
検
討
・
整
理
し
︑
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
︑

（
六
）
内
閣
総
理
大
臣
の
指
示
に
よ
り
︑
内
閣
官
房
長
官
︑
総
理
府
総
務
長
官

及
び
内
閣
法
制
局
長
官
に
よ
る
会
議
に
お
い
て
︑
候
補
名
に
つ
い
て
精
査
し
︑

新
元
号
原
案
を
選
定
す
る
こ
と
︑（
七
）
全
閣
僚
会
議
に
お
い
て
︑
新
元
号
原

案
を
協
議
す
る
と
と
も
に
︑
内
閣
総
理
大
臣
は
衆
参
両
院
議
長
及
び
副
議
長
に

意
見
を
伺
う
こ
と
︑（
八
）
閣
議
に
お
い
て
︑
改
元
の
政
令
を
決
定
す
る
こ
と（

28
）

︒

こ
の
八
点
で
あ
る
︒

　
す
な
わ
ち
︑
改
元
の
手
続
き
は
︑
そ
の
原
案
の
選
定
︑
さ
ら
に
は
︑
原
案
を

選
ぶ
有
識
者
の
選
定
に
至
る
ま
で
全
て
を
︑
内
閣
総
理
大
臣
を
は
じ
め
と
し
た

行
政
府
が
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
︒
事
実
︑
天
皇
崩
御
に
関
す
る
公
式
記
録

で
あ
る
﹃
平
成
大
礼
記
録
﹄

（
29
）

に
も
︑
上
記
の
手
続
き
に
沿
っ
て
「
平
成
」
の
選

定
が
進
め
ら
れ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
こ
に
は
︑
天
皇
の
意
思
が
入
り
込
む
余
地
は
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
改
元
は
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
い
て
︑
主
権
者
た
る
天
皇
が
「
勅
定
」

し
︑「
詔
書
」
を
「
公
布
」
す
る
と
い
う
︑
権
力
を
発
揮
す
る
行
為
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
国
憲
法
下
で
「
象
徴
」
と
な
っ
た
天
皇
は
︑
権
力
を
発

揮
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
元
号
法
に
も
閣
議
報
告
さ
れ
た
選
定
手
続
要
綱
に
も
︑

全
く
姿
を
見
せ
て
い
な
い
︒

　
実
際
︑「
平
成
」
改
元
を
定
め
た
政
令
は
下
記
の
よ
う
に
︑
主
語
は
「
内
閣
」

で
あ
り
︑
天
皇
は
ど
こ
に
も
登
場
し
て
い
な
い
︒

内
閣
は
︑
元
号
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
︑
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
︒

元
号
を
平
成
に
改
め
る
︒
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︿
附
則
﹀
こ
の
政
令
は
︑公
布
の
日
の
翌
日
（
一
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
︒

　
新
し
い
元
号
は
︑
天
皇
で
は
な
く
︑
内
閣
が
︑
あ
く
ま
で
も
政
令
で
定
め
て

お
り
︑
内
閣
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
・
小
渕
官
房
長
官
が
︑
行
政
府
の
手
続
き
の

一
環
と
し
て
発
表
し
て
い
る
︒
し
か
も
︑
こ
の
際
︑
小
渕
は
︑
次
の
よ
う
に
︑

当
時
の
竹
下
登
内
閣
総
理
大
臣
談
話
と
し
て
︑
こ
の
「
平
成
」
の
由
来
を
丁
寧

に
説
明
し
て
い
る
︒

　
こ
れ
は
史
記
の
五
帝
本
紀
お
よ
び
書
経
の
大
禹
謨
の
中
「
内
平
か
に
外

成
る
︑
地
平
か
に
天
成
る
」
と
い
う
文
言
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
ま

す
︒
こ
の
平
成
に
は
国
の
内
外
に
も
天
地
に
も
平
和
が
達
成
さ
れ
る
と
い

う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
時
代
の
元
号
に
最
も

ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
元
号
は
一
三
〇
〇
年
余
の
歴
史
を
有
し
て
お
り
ま
す
︒
単
に
年
を
表
示

す
る
手
段
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
長
い
歴
史
の
中
で
日
本
人
の
心
情
に
溶

け
込
み
︑
日
本
国
民
の
心
理
的
一
体
感
の
支
え
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
︒

こ
の
新
し
い
元
号
も
︑
広
く
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
︑
日
本
人
の
生
活
の

中
に
深
く
根
ざ
し
て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
次
第
で
す（

30
）

　
こ
の
談
話
の
主
語
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
「
内
閣
総
理
大
臣
・
竹
下
登
」
で

あ
り
︑
天
皇
で
は
な
い
︒
元
号
の
決
定
は
内
閣
に
よ
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
由
来

に
つ
い
て
の
談
話
は
内
閣
総
理
大
臣
が
出
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
を
記
者
に

説
明
す
る
会
見
は
内
閣
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
た
る
官
房
長
官
が
担
当
し
た
︒

　
こ
の
点
が
︑
両
憲
法
に
お
け
る
︑
天
皇
の
政
治
性
の
相
違
を
示
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
改
元
は
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
の
極
め
て
政
治
的
な
行
為
か
ら
︑

あ
く
ま
で
も
行
政
権
の
範
疇
に
収
ま
っ
て
い
る
点
を
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑

「
平
成
」
改
元
の
場
面
か
ら
読
み
取
れ
る
︑
天
皇
の
政
治
性
の
相
違
で
あ
る
︒

政
治
性
の
担
い
手
は
︑
天
皇
か
ら
内
閣
へ
と
移
っ
た
の
で
あ
る
︒

公 

開 

性

　（
二
）
公
開
性
と
は
︑
記
者
会
見
を
開
い
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
︒

「
昭
和
」
改
元
ま
で
は
秘
匿
さ
れ
て
い
た
︑
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
︑「
平
成
」
改
元

で
は
公
開
さ
れ
︑
そ
の
公
表
に
あ
た
っ
て
記
者
会
見
が
開
か
れ
た
と
い
う
事
実

こ
そ
︑「
象
徴
」
天
皇
の
内
実
を
示
し
て
い
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
︑
こ
の
事
実
が
︑

「
象
徴
」
天
皇
の
内
実
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
︒

　
昭
和
改
元
に
あ
た
っ
て
︑
記
者
会
見
が
開
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

多
く
の
証
言
が
あ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
当
時
︑
朝
日
新
聞
政
治
部
記
者
と
し
て
皇
室
問
題
を
担
当
し
て

い
た
大
塚
喜
平
は
︑「
閣
議
が
終
わ
っ
て
ち
ょ
う
ど
閣
僚
が
出
て
き
た
と
き
に
︑

当
時
は
若
槻
内
閣
（
第
一
次
）
で
し
た
か
ら
ね
︑
内
務
大
臣
の
安
達
謙
蔵
が
出

て
来
て
︑「
昭
和
だ
」
と
い
っ
た
ん
で
す（

31
）

」
と
し
て
︑
記
者
会
見
で
は
な
く
︑

閣
僚
へ
の
直
接
取
材
に
よ
っ
て
改
元
を
聞
き
出
し
た
と
証
言
し
て
い
る
︒
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大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
は
︑
改
元
に
あ
た
っ
て
︑
新
し
い
元
号
を
「
詔
書
」

に
よ
っ
て
「
公
布
」
す
る
と
登
極
令
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
︑

正
式
に
公
表
し
て
お
ら
ず
︑
情
報
が
錯
綜
し
て
い
た
点
が
︑
当
時
の
新
聞
報
道

か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
︒
む
し
ろ
︑
最
高
権
力
者
に
よ
る
最
高
度
の
権
力
の
発

露
の
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
記
者
会
見
の
よ
う
な
説
明
で
は
な
く
︑
日
時
も
場

所
も
明
ら
か
で
は
な
い
秘
匿
さ
れ
た
「
公
布
」
で
あ
っ
た
様
子
が
明
ら
か
に
な

る
︒

　
こ
こ
で
「
昭
和
」
の
改
元
に
あ
た
っ
て
起
き
た
誤
報
事
件
︑
俗
に
言
う
「
光

文
」
事
件
の
意
味
を
考
え
た
い
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑「
昭
和
」
の
改
元
に
あ

た
っ
て
は
記
者
会
見
が
開
か
れ
ず
︑「
平
成
」
の
改
元
に
あ
た
っ
て
開
か
れ
た

こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　「
光
文
」
事
件
と
は
︑「
昭
和
」
改
元
を
め
ぐ
る
新
聞
各
社
の
一
連
の
誤
報
事

件
で
あ
る
︒

　
事
件
は
︑
現
在
の
毎
日
新
聞
の
前
身
で
あ
る
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
が
︑
大
正

十
五
年
（
一
九
二
六
）
十
二
月
二
十
五
日
の
「
昭
和
」
へ
の
改
元
に
あ
た
っ
て

同
日
夕
方
に
発
行
し
た
号
外
で
︑
新
し
い
元
号
は
「
光
文
」
に
決
定
し
た
と
い

う
「
ス
ク
ー
プ
」
に
端
を
発
し
て
い
る
︒
同
紙
は
︑
そ
の
号
外
で
「
枢
密
院
緊

急
臨
時
会
議
は
二
十
五
日
午
前
二
時
頃
よ
り
葉
山
新
御
用
邸
に
お
い
て
」
始
ま

り
︑「
午
前
三
時
三
十
分
よ
り
」
開
か
れ
た
臨
時
閣
議
で
新
し
い
元
号
が
「
光

文
」
に
決
定
し
た
︑
と
報
じ
た
︒
い
っ
ぽ
う
︑
現
在
の
朝
日
新
聞
の
前
身
﹃
東

京
朝
日
新
聞
﹄
は
︑
翌
二
六
日
朝
刊
で
「
枢
密
院
で
は
午
前
六
時
か
ら
」
葉
山

御
用
邸
内
で
会
議
を
開
い
た
の
ち
︑「
午
前
十
時
に
至
り
」
臨
時
閣
議
で
決
定

し
た
︑
と
伝
え
て
い
る
︒
他
方
で
﹃
読
売
新
聞
﹄
は
︑
二
十
六
日
朝
刊
を
含
め

て
こ
の
経
緯
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒

　﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
と
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
で
︑
枢
密
院
会
議
と
臨
時
閣
議

の
両
方
の
開
催
時
刻
が
食
い
違
っ
て
い
る
う
え
に
︑﹃
読
売
新
聞
﹄
で
は
︑
こ

の
会
議
開
催
に
つ
い
て
︑
一
切
触
れ
て
い
な
い
︒
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の

は
︑
当
時
の
宮
内
省
や
内
閣
に
よ
っ
て
正
式
な
記
者
会
見
が
開
か
れ
て
「
い
な

い
」
だ
け
で
は
な
く
︑
新
し
い
元
号
「
昭
和
」
の
決
定
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
誰

も
正
式
に
説
明
し
て
い
な
い
と
い
う
︑
そ
の
二
つ
の
事
実
で
あ
る
︒

　
公
的
な
記
録
で
あ
る
﹃
昭
和
大
礼
記
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑
枢
密
院
会
議
は
︑

二
十
五
日
午
前
六
時
四
十
五
分
開
始
︑
臨
時
閣
議
は
午
前
九
時
十
五
分
開
始
さ

れ
午
前
九
時
二
十
五
分
に
閉
会
し
て
い
る（

32
）

︒﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
も
﹃
東
京
朝

日
新
聞
﹄
も
と
も
に
誤
報
で
あ
る
︒
加
え
て
︑﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
が
「
ス

ク
ー
プ
」
し
た
「
光
文
」
は
︑
内
閣
提
出
の
一
案
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
公
式
の

審
議
録
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

33
）

︒

　
そ
れ
ぞ
れ
の
新
聞
社
が
違
う
情
報
源
か
ら
得
た
断
片
的
な
情
報
を
報
じ
た
が

ゆ
え
に
︑
そ
も
そ
も
の
新
し
い
元
号
を
「
光
文
」
と
誤
報
し
た
う
え
に
︑
そ
の

選
定
経
緯
に
つ
い
て
も
バ
ラ
バ
ラ
な
︑
し
か
も
誤
報
を
流
し
て
し
ま
う
︒
こ
れ

は
︑「
平
成
」
改
元
と
は
正
反
対
に
︑
正
式
な
記
者
会
見
が
開
か
れ
て
い
な

か
っ
た
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
よ
う
に
︑
記
者
会
見
に

つ
い
て
の
記
載
は
︑﹃
昭
和
大
礼
記
録
﹄
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
新
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し
い
元
号
「
昭
和
」
は
︑「
詔
書
」
に
よ
っ
て
「
公
布
」
す
る
と
定
め
ら
れ
て

は
い
た
も
の
の
︑
そ
の
選
定
経
緯
に
つ
い
て
︑
公
に
は
︑
一
切
の
説
明
が
な

か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
最
高
権
力
者
に
よ
る
決
定
を
︑「
詔
書
」
と
い
う
最
も

位
の
高
い
文
書
に
よ
っ
て
知
ら
し
め
る
以
上
︑
そ
の
内
実
に
つ
い
て
︑
下
々
の

者
が
詳
細
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
自
体
︑
軽
々
し
く
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か

ら
だ
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑「
平
成
」
改
元
に
あ
た
っ
て
は
︑
昭
和
六
十
四
年

（
一
九
八
九
）
一
月
七
日
午
後
二
時
三
十
六
分
の
発
表
前
に
も
︑
選
定
手
続
き

を
説
明
す
る
記
者
会
見
が
開
か
れ
て
い
る
︒
午
後
零
時
半
過
ぎ
か
ら
首
相
官
邸

で
開
か
れ
た
そ
の
会
見
で
︑
小
渕
官
房
長
官
は
︑
元
号
の
選
定
に
あ
た
っ
て

「
元
号
に
関
す
る
懇
談
会
」
を
あ
ら
た
に
設
置
し
︑
午
後
一
時
か
ら
会
議
を
開

く
と
説
明
し
た
︒
当
時
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
・
池
田
芳
蔵
ら
八
名
の
有
識
者
を
選
び
︑

懇
談
会
の
最
大
の
役
目
と
し
て
︑「
国
民
主
権
を
定
め
た
憲
法
の
趣
旨
に
沿
う

た
め
の
民
主
的
手
続
き
の
一
環（

34
）

」
と
記
者
団
に
対
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
そ
の
場
で
︑
本
稿
で
す
で
に
触
れ
た
「
元
号
選
定
手
続
に
つ
い
て
」

に
︑
あ
ら
た
に
「
元
号
に
関
す
る
懇
談
会
」
へ
の
諮
問
を
追
加
す
る
元
号
制
定

の
流
れ
に
つ
い
て
も
仔
細
に
説
明
を
施
し
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
小
渕
は

「
平
成
」
と
い
う
書
を
掲
げ
た
記
者
会
見
を
開
い
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
一
連
の
流
れ
は
︑「
昭
和
」
に
あ
た
っ
て
︑
元
号
そ
の
も
の
を
「
光
文
」

と
誤
報
し
た
ば
か
り
か
︑
選
定
経
緯
に
つ
い
て
す
ら
誤
っ
た
バ
ラ
バ
ラ
の
情
報

が
伝
え
ら
れ
た
光
景
と
は
対
照
的
だ
︒
改
元
の
当
日
に
︑
何
度
も
記
者
会
見
を

開
き
︑「
平
成
」
と
い
う
元
号
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
そ
の
選
定
手
続
に
つ
い

て
も
︑
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
伝
え
て
い
る
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑「
元
号
に
関
す
る

懇
談
会
」
設
置
の
意
図
を
︑「
国
民
主
権
を
定
め
た
憲
法
の
趣
旨
に
沿
う
た
め

の
民
主
的
手
続
き
の
一
環
」
で
あ
る
と
ま
で
公
言
し
て
い
る
︒

　
そ
し
て
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
午
後
二
時
三
十
六
分
か
ら
の
記
者
会
見
で
は
︑

「
平
成
」
と
い
う
元
号
の
由
来
︑
さ
ら
に
は
︑
内
閣
総
理
大
臣
の
談
話
も
含
め

て
︑
あ
く
ま
で
も
行
政
府
に
よ
る
手
続
き
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒

　「
平
成
」
の
改
元
に
あ
た
っ
て
は
︑
た
だ
単
純
に
記
者
会
見
を
開
い
て
︑
元

号
に
つ
い
て
発
表
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
選
定
プ
ロ
セ
ス
ま
で
詳
し
く
伝

え
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑
誤
報
が
続
出
し
た
「
昭
和
」
改
元
と
の
大
き
な
違
い
で

あ
り
︑
小
渕
自
ら
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑「
象
徴
」
天
皇
に
変
化
し

た
が
ゆ
え
の
公
開
性
な
の
で
あ
る
︒（
一
）
で
挙
げ
た
政
治
性
と
と
も
に
︑
そ

の
具
現
化
と
し
て
の
（
二
）
公
開
性
が
︑
こ
の
改
元
の
記
者
会
見
か
ら
浮
き
彫

り
に
な
る
の
で
あ
る
︒

メ
デ
ィ
ア
性

　（
三
）
メ
デ
ィ
ア
性
と
は
︑
公
開
に
あ
た
っ
て
の
︑
権
力
側
と
メ
デ
ィ
ア
と

の
か
か
わ
り
の
度
合
い
で
あ
る
︒「
昭
和
」
改
元
は
秘
匿
さ
れ
た
の
に
対
し
て
︑

「
平
成
」
改
元
で
は
︑
記
者
会
見
が
お
こ
な
わ
れ
︑
小
渕
官
房
長
官
が
「
平
成
」

の
書
を
掲
げ
た
︒
こ
の
対
称
性
こ
そ
︑
両
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
位
置
づ
け
の

差
異
を
反
映
し
て
い
る
︒
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　（
二
）
公
開
性
で
見
た
通
り
︑「
昭
和
」
改
元
に
あ
た
っ
て
は
︑
そ
の
プ
ロ
セ

ス
が
一
切
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
誤
報
が
頻
発
し
て
い
た
︒
当
時
の
メ

デ
ィ
ア
状
況
は
︑「
昭
和
」
改
元
の
前
年
の
一
九
二
五
年
に
ラ
ジ
オ
放
送
が
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
︑
テ
レ
ビ
は
も
ち
ろ
ん
存
在
し
て
い
な
い
︒
政
治
・
行

政
の
側
が
︑
天
皇
に
ま
つ
わ
る
事
柄
を
説
明
す
る
メ
イ
ン
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
新
聞

で
あ
り
︑
意
識
し
よ
う
に
も
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
は
存
在
し
て
い
な
い
︒
確
か
に
新

聞
に
は
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
点
で
は
︑
カ
メ
ラ
を
意
識
す
る
余
地

は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
い
て
は
︑
改

元
は
︑
あ
く
ま
で
も
天
皇
の
権
力
を
発
す
る
場
面
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
︑
記
者

会
見
を
行
う
者
が
自
ら
の
カ
メ
ラ
映
り
を
意
識
す
る
こ
と
は
︑「
不
敬
」
の
謗

り
を
免
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
︒

　
も
と
よ
り
︑
既
述
の
よ
う
に
︑「
昭
和
」
改
元
に
あ
た
っ
て
は
︑
記
者
会
見

も
開
か
れ
ず
︑「
詔
書
」
が
「
公
布
」
さ
れ
︑
そ
れ
が
官
報
の
号
外
で
公
に
さ

れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
︒

　
一
方
で
︑「
平
成
」
の
改
元
に
あ
た
っ
て
記
者
会
見
を
担
当
し
た
小
渕
は
︑

こ
の
会
見
か
ら
六
年
後
︑
額
に
入
っ
た
「
平
成
」
の
書
を
掲
げ
た
理
由
を
︑
当

時
︑
警
察
庁
か
ら
出
向
し
て
い
た
石
附
弘
秘
書
官
か
ら
の
「
今
は
テ
レ
ビ
時
代

だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
視
覚
に
訴
え
る
方
が
い
い（

35
）

」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
る
も

の
だ
と
述
懐
し
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
当
時
の
官
房
副
長
官
・
石
原
信
雄
は
︑
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
知
ら
さ

れ
て
お
ら
ず
︑「
元
号
は
政
令
で
決
め
ま
す
か
ら
︑
普
通
な
ら
口
頭
で
の
発
表

で
す
」
と
し
た
う
え
で
︑「「
平
成
」
の
書
は
公
の
文
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
け

れ
ど
も
︑
国
民
の
目
を
く
ぎ
付
け
に
す
る
一
種
の
ポ
ス
タ
ー
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
ま
し
た
︒
瞬
時
に
国
民
の
隅
々
ま
で
浸
透
し
ま
し
た（

36
）

」（
強
調
引
用
者
）

と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
︒
石
原
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
平
成
」

の
書
は
︑
元
号
選
定
手
続
き
の
ど
こ
に
も
根
拠
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
あ
く
ま

で
も
︑
記
者
会
見
用
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
公
文
書
と
し
て
公
印
を

押
し
た
り
︑
決
裁
を
と
っ
た
り
す
る
よ
う
な
「
公
の
文
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　
で
は
︑
な
ぜ
︑
小
渕
は
「
今
は
テ
レ
ビ
時
代
だ
か
ら
」
と
い
う
秘
書
官
か
ら

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
容
れ
て
︑「
平
成
」
の
書
を
掲
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
れ
は
︑
単
に
︑「
昭
和
」
改
元
と
異
な
っ
て
テ
レ
ビ
が
世
の
中
に
出
現
し
て

い
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
︒
政
治
の
世
界
に
と
っ
て
︑「
テ
レ
ビ
時
代
」
が
ひ

と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
︒
ま
た
︑
単
に
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
を

通
じ
て
わ
か
り
や
す
け
れ
ば
い
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
も
（
一
）

非
・
政
治
性
と
（
二
）
公
開
性
と
い
う
二
つ
の
「
象
徴
」
天
皇
の
特
質
が
込
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
　

　
政
治
の
世
界
に
と
っ
て
「
テ
レ
ビ
時
代
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
︑
こ
の

「
平
成
」
改
元
よ
り
も
︑
さ
ら
に
二
十
年
近
く
前
か
ら
浮
上
し
て
い
た
︒
そ
れ

は
︑
一
九
七
二
年
六
月
十
七
日
︑「
私
は
テ
レ
ビ
を
通
し
て
国
民
に
ご
挨
拶
す

る
︒
新
聞
記
者
会
見
は
や
ら
ん
と
言
っ
た
は
ず
だ
」
と
首
相
退
任
会
見
で
言
い

放
ち
︑
大
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
た
佐
藤
栄
作
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
︒
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周
知
の
よ
う
に
︑
佐
藤
栄
作
は
︑
こ
の
退
任
記
者
会
見
で
︑
テ
レ
ビ
を
優
先

さ
せ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
︑
会
見
室
に
入
る
や
否
や
上
記
の
よ
う
に
言
い
放
ち
︑

集
ま
っ
て
い
た
新
聞
記
者
た
ち
を
激
怒
さ
せ
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
︑
佐
藤
の

「
出
て
行
け
」
と
の
売
り
こ
と
ば
に
対
し
て
︑
新
聞
記
者
た
ち
は
「
出
よ
う
」

と
買
い
こ
と
ば
で
応
じ
た
︒
こ
の
た
め
︑
記
者
が
誰
一
人
い
な
く
な
っ
た
ガ
ラ

ン
と
し
た
記
者
会
見
場
で
︑
た
だ
︑
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
む
か
っ
て
独
り
言
を
並

べ
る
佐
藤
栄
作
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
た
︒
こ
の
一
連
の
顚
末
は
︑
あ
ま
り
に
も

有
名
だ（

37
）

︒

　
佐
藤
内
閣
の
時
代
に
は
︑
す
で
に
テ
レ
ビ
は
す
べ
て
の
家
庭
に
普
及
し
て
い

た
︒
そ
し
て
︑
佐
藤
栄
作
は
︑
就
任
前
ま
で
中
断
し
て
い
た
総
理
大
臣
と
民
間

有
識
者
の
懇
談
番
組
「
総
理
と
語
る
」
を
復
活
さ
せ
た
り
︑
演
出
家
の
浅
利
慶

太
に
テ
レ
ビ
出
演
に
際
し
て
の
ブ
レ
ー
ン
を
依
頼
し
た
り
︑
と
い
っ
た
形
で
︑

「
テ
レ
ビ
時
代
」
に
対
応
し
て
き
た
︒
佐
藤
は
︑
テ
レ
ビ
を
意
識
し
た
メ
デ
ィ

ア
性
を
体
現
し
た
政
治
家
で
あ
っ
た（

38
）

︒

　
そ
の
佐
藤
で
す
ら
︑
退
任
会
見
と
い
う
花
道
を
飾
る
舞
台
で
︑「
テ
レ
ビ
時

代
」
の
間
違
っ
た
︑
あ
る
い
は
︑
独
善
的
な
解
釈
に
基
づ
い
た
た
め
︑
新
聞
記

者
と
大
立
ち
回
り
を
演
じ
︑
結
果
と
し
て
︑
無
人
の
記
者
会
見
場
で
︑
テ
レ
ビ

カ
メ
ラ
だ
け
に
向
か
っ
て
独
演
会
を
開
い
て
し
ま
う
︒「
テ
レ
ビ
時
代
」
を
意

識
し
た
佐
藤
で
す
ら
︑「
テ
レ
ビ
を
通
し
て
国
民
に
ご
挨
拶
す
る
」
と
言
い

放
っ
て
し
ま
う
程
度
の
認
識
し
か
持
ち
得
て
い
な
か
っ
た
︒

　
し
か
し
︑
こ
の
「
平
成
」
改
元
に
至
る
ま
で
の
二
十
年
近
く
の
あ
い
だ
に
︑

権
力
の
側
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
は
︑
大
き
な
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
︒

　「
平
成
」
改
元
に
至
る
直
前
︑
一
九
八
五
年
に
テ
レ
ビ
朝
日
で
「
ニ
ュ
ー
ス

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
放
送
が
始
ま
っ
た
︒
こ
れ
に
対
抗
し
て
︑
一
九
八
七
年
に

は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
平
日
午
後
九
時
の
ニ
ュ
ー
ス
「
Ｎ
Ｃ
9
」
の
放
送
時
間
を
四
十
分

か
ら
八
十
分
に
倍
増
さ
せ
た
ほ
か
︑
Ｔ
Ｂ
Ｓ
も
「
ニ
ュ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

と
同
時
刻
に
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
な
ど
︑「
ニ
ュ
ー
ス
戦
争
」

が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
「
ニ
ュ
ー
ス
戦
争
」
で
中
心
的
な
話
題

に
な
っ
た
の
が
︑
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
を
は
じ
め
と
し
た
「
政
治
と
カ
ネ
」
で
あ

り
︑
政
治
家
が
い
か
に
テ
レ
ビ
に
対
応
す
る
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
た
︒

　
実
際
︑「
平
成
」
改
元
直
後
の
一
九
八
九
年
七
月
に
行
わ
れ
た
参
議
院
選
挙

で
は
︑
こ
う
し
た
「
ニ
ュ
ー
ス
戦
争
」
で
盛
ん
に
報
じ
ら
れ
た
「
政
治
と
カ

ネ
」
や
︑
宇
野
宗
佑
首
相
の
女
性
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
︑
あ
る
い
は
︑
一
九
八
九
年

四
月
に
導
入
さ
れ
た
消
費
税
な
ど
が
争
点
と
な
り
︑
日
本
社
会
党
（
当
時
）
が

政
権
与
党
・
自
由
民
主
党
に
大
勝
し
た
︒

　
そ
の
選
挙
総
括
に
あ
た
っ
て
︑
社
会
党
の
佐
藤
観
樹
・
選
挙
対
策
委
員
長
は

「
土
井
委
員
長
を
党
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
し
え
た
こ
と
は
︑
情
報
化
時
代
︑
テ
レ

ビ
時
代
の
選
挙
宣
伝
戦
に
お
い
て
想
像
を
超
え
る
威
力
を
発
揮
し
た（

39
）

」
と
︑
土

井
た
か
子
委
員
長
の
テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
役
割
を
肯
定
的
に
評
価
し
て

い
る
︒

　「
平
成
」
改
元
当
時
に
は
︑
す
で
に
「
テ
レ
ビ
時
代
」
と
い
う
言
葉
が
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
浮
上
し
︑
政
治
家
や
行
政
官
の
あ
い
だ
で
は
︑
テ
レ
ビ
映
り
や
︑
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テ
レ
ビ
で
の
評
判
を
気
に
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
た
︒
逢
坂
厳
が
整
理
す
る

よ
う
に
︑「
政
治
は
新
し
い
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
っ
て
身
近
に
な
っ
た（

40
）

」
の

で
あ
る
︒

　
内
閣
＝
行
政
の
側
は
︑
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
「
象
徴
」
と
な
っ
た
天
皇
の

「
国
事
行
為
」
に
必
要
な
「
助
言
と
承
認
」
を
与
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒

そ
の
行
政
側
に
︑「
テ
レ
ビ
時
代
」
を
強
く
意
識
す
る
土
壌
が
醸
成
さ
れ
て
い

た
︒「
象
徴
」
天
皇
の
代
替
わ
り
を
あ
ら
わ
す
改
元
で
は
︑
国
民
主
権
に
お
い

て
行
わ
れ
て
い
る
点
を
︑
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
か
り
や
す
く
示
す
必

要
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
意
識
の
あ
ら
わ
れ
が
︑「
象
徴
」
の
メ
デ
ィ
ア
性
な
の

で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
こ
の
「
公
の
文
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
当
時
の
官
房
副
長
官
・
石

原
が
述
べ
る
「
平
成
」
の
書
を
し
た
た
め
た
の
は
︑
当
時
の
総
理
府
人
事
課
辞

令
専
門
職
の
河
東
純
一
だ
っ
た
︒
中
央
省
庁
の
大
臣
や
幹
部
職
員
の
辞
令
を
筆

で
記
す
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
た
河
東
が
︑
公
文
書
「
で
は
な
い
」「
平
成
」

の
書
を
担
っ
た
点
も
「
テ
レ
ビ
時
代
」
に
お
け
る
「
象
徴
」
の
意
味
を
考
え
る

う
え
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
︒

　
い
っ
ぽ
う
︑（
二
）
の
公
開
性
と
も
密
接
に
関
係
す
る
が
︑「
昭
和
」
改
元
当

時
に
あ
っ
て
は
︑
記
者
会
見
と
い
う
形
式
そ
の
も
の
が
︑
一
般
的
で
は
な
か
っ

た
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
（
三
）
メ
デ
ィ
ア
性
で
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
権
力
の
側
が
︑

メ
デ
ィ
ア
を
意
識
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
現
在
で
も
︑
法
律
に
は
天
皇
の
御
名
御
璽
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
大

日
本
帝
国
憲
法
と
同
様
で
あ
る
も
の
の
︑
日
本
国
憲
法
第
七
条
の
「
憲
法
改
正
︑

法
律
︑
政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
」
と
い
う
国
事
行
為
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
︒
立
法
府
で
あ
る
国
会
で
審
議
さ
れ
︑
内
閣
が
署
名
し
た
法
令
に
つ
い

て
は
︑「
象
徴
」
天
皇
の
国
事
行
為
と
し
て
御
名
御
璽
が
押
さ
れ
る
︒
で
あ
れ

ば
︑
内
閣
が
制
定
し
た
元
号
を
知
ら
せ
る
「
平
成
」
と
い
う
書
も
ま
た
︑
国
事

行
為
の
一
環
と
し
て
天
皇
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ

な
い
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑「
平
成
」
改
元
に
あ
た
っ
て
は
（
一
）
政
治
性
に
お
い
て

確
か
め
た
よ
う
に
︑
天
皇
は
︑
一
切
そ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
排
除
さ
れ
て
お
り
︑

ま
た
︑（
二
）
公
開
性
で
確
か
め
た
よ
う
に
︑
行
政
府
で
あ
る
内
閣
は
︑
わ
ざ

わ
ざ
「
国
民
主
権
」
を
う
た
う
た
め
に
︑
当
日
に
な
っ
て
「
元
号
に
関
す
る
懇

談
会
」
を
設
置
し
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑「
象
徴
」
と
な
っ
た
天
皇
に
は
︑
も

は
や
改
元
の
過
程
に
入
り
込
む
余
地
は
︑
ど
こ
に
も
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

ゆ
え
に
︑「
平
成
」
と
い
う
書
を
「
テ
レ
ビ
時
代
」
に
あ
わ
せ
て
掲
げ
よ
う
と

小
渕
や
秘
書
官
が
思
い
つ
い
た
際
に
も
︑「
象
徴
」
と
な
っ
た
天
皇
に
依
頼
し

よ
う
と
す
る
発
想
そ
の
も
の
が
皆
無
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
事
実
︑
総
理
府
の

一
職
員
に
過
ぎ
な
い
河
東
が
︑
あ
く
ま
で
も
記
者
会
見
用
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て

公
文
書
で
は
な
い

0

0

0

0

「
平
成
」
の
書
を
︑
わ
ざ
わ
ざ
し
た
た
め
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
改
元
は
︑
メ
デ
ィ
ア
を
意
識
し
た
振
る
舞
い
へ
と
変
容
し
た
︒
そ
れ
は
︑
改

元
と
い
う
︑
天
皇
の
死
去
に
由
来
す
る
イ
ベ
ン
ト
も
ま
た
︑「
詔
書
」
を
「
公

布
」
し
︑
そ
れ
が
官
報
の
号
外
で
公
に
す
る
だ
け
で
は
済
ま
な
く
な
る
ほ
ど
に
︑
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メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
︑
そ
し
て
︑
権
力
の
側
が
そ
れ
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
変
化
を
示
し
て
い
る
︒

　
言
い
換
え
れ
ば
︑
本
節
で
確
か
め
た
よ
う
に
︑「
テ
レ
ビ
を
通
し
て
国
民
に

ご
挨
拶
す
る
」
と
言
っ
て
大
混
乱
を
招
い
た
佐
藤
栄
作
よ
り
は
︑「
平
成
」
の

書
を
掲
げ
た
小
渕
恵
三
の
方
が
︑
は
る
か
に
「
テ
レ
ビ
時
代
」
を
上
手
に
利
用

し
て
い
る
︒
佐
藤
栄
作
は
︑「
テ
レ
ビ
時
代
」
を
意
識
す
る
あ
ま
り
に
︑
逆
に
︑

退
任
会
見
に
お
い
て
︑
マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
反
発
を
招
く
に
と
ど
ま
っ
た
︒
こ
れ

に
対
し
て
︑
小
渕
は
︑
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
合
わ
せ
て
︑
改
元
に
お
い
て
︑
公

文
書
で
は
な
い
「
平
成
」
の
書
を
掲
げ
︑「
国
民
の
目
を
く
ぎ
付
け
に
す
る
一

種
の
ポ
ス
タ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
」︑「
瞬
時
に
国
民
の
隅
々
ま
で
浸

透
」
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒

　
昭
和
へ
の
「
改
元
」
だ
け
で
は
な
く
︑
佐
藤
栄
作
の
退
任
会
見
と
比
べ
て
も
︑

こ
の
メ
デ
ィ
ア
性
を
め
ぐ
る
変
容
は
︑
大
き
な
注
目
に
値
す
る
︒
旧
憲
法
下
で

は
︑
天
皇
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
権
力
の
側
は
無

頓
着
で
い
ら
れ
た
︒
も
と
よ
り
︑
報
じ
る
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
感
が
薄
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
現
憲
法
下
で
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
「
テ
レ
ビ
時
代
だ

か
ら
」
と
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
︑
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
感
が
高
ま
っ

て
い
る
︒
権
力
の
側
も
︑
天
皇
の
代
替
わ
り
＝
改
元
に
あ
た
っ
て
︑
そ
れ
が
い

か
に
報
じ
ら
れ
︑
そ
し
て
︑
記
憶
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
︑「
テ
レ
ビ
時

代
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
基
づ
い
て
︑
老
獪
な
対
策
を
講
じ
て
い
た
の
で
あ

る
︒

　

四
　
結
　
語

　
本
稿
で
確
か
め
て
き
た
の
は
︑
次
の
こ
と
で
あ
る
︒

　「
一
世
一
元
」
以
後
の
改
元
と
は
︑
天
皇
の
「
時
間
支
配
」
の
極
限
的
な
形

態
で
あ
っ
た
︒
こ
の
「
時
間
支
配
」
と
は
︑「
時
に
支
配
者
自
身
も
含
め
て
︑

同
じ
時
間
に
全
国
民
が
同
じ
行
為
を
し
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
で
︑
非
常
に

強
い
国
家
意
識
が
つ
く
ら
れ
る（

41
）

」
と
原
武
史
は
定
義
し
て
い
た
︒
天
皇
が
死
去

し
︑
そ
し
て
︑
次
の
天
皇
へ
と
代
替
わ
り
す
る
︑
と
い
う
︑
天
皇
に
ま
つ
わ
る

き
わ
め
て
特
定
の
時
間
に
お
い
て
︑
国
民
と
し
て
の
同
一
感
を
︑
身
体
感
覚
に

基
づ
い
て
与
え
る
改
元
は
︑「
時
間
支
配
」
の
究
極
と
言
え
る
︒

　
大
日
本
帝
国
憲
法
下
︑
と
り
わ
け
︑「
昭
和
」
改
元
は
︑
名
実
と
も
に
︑
法

制
度
上
の
根
拠
を
持
っ
た
「
時
間
支
配
」
の
完
成
形
態
で
あ
っ
た
︒
本
稿
第
二

節
で
見
た
よ
う
に
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
改
元
に
よ
る
「
時
間
支
配
」
は
︑

「
明
治
」
期
を
通
し
て
︑
皇
室
典
範
や
登
極
令
の
制
定
と
い
っ
た
形
で
︑
法
制

度
上
の
整
備
が
進
め
ら
れ
︑
そ
し
て
︑「
大
正
」
へ
の
改
元
に
お
い
て
初
め
て

取
り
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
主
権
者
た
る
天
皇
が
︑
自
ら
新
し

い
元
号
を
「
勅
定
」
し
︑「
詔
書
」
に
よ
っ
て
「
公
布
」
す
る
︑
最
高
権
力
を

発
揮
す
る
局
面
で
あ
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑「
昭
和
」
の
改
元
は
︑
政
治
性
を
帯

び
た
う
え
に
︑
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
秘
匿
さ
れ
︑
ま
た
メ
デ
ィ
ア
が
意
識
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
︒
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こ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
国
憲
法
下
で
は
︑
天
皇
と
改
元
を
結
ぶ
法
令
は
い
っ

た
ん
消
滅
し
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
九
七
八
年
に
制
定
さ
れ
た
元
号
法
で

は
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
と
同
じ
く
︑
天
皇
の
代
替
わ
り
と
改
元
が
同
時
に
行

わ
れ
る
「
一
世
一
元
」
を
規
定
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
新
憲
法
と
元
号

法
施
行
後
︑
初
め
て
の
改
元
と
な
っ
た
「
平
成
」
の
改
元
に
お
い
て
は
︑
政
治

性
を
持
っ
て
い
る
の
は
︑
天
皇
で
は
な
く
︑
行
政
権
を
司
る
内
閣
で
あ
る
︒
ま

た
︑
改
元
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
は
逐
次
公
開
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
わ
ざ
わ
ざ
「
平

成
」
と
記
し
た
書
を
掲
げ
て
記
者
会
見
を
開
く
ほ
ど
「
テ
レ
ビ
時
代
」
が
意
識

さ
れ
て
い
た
︒

　
こ
れ
ま
で
の
天
皇
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
︑
旧
憲
法
と
現
憲
法
の
あ
い

だ
の
相
違
は
︑
制
度
上
︑
見
か
け
上
の
も
の
に
過
ぎ
ず
︑
実
は
︑
天
皇
は
︑
旧

憲
法
下
に
お
い
て
主
権
者
だ
っ
た
時
と
同
様
の
︑「
不
可
視
の
権
力
」
と
し
て

残
存
し
続
け
て
い
る
で
は
な
い
か
と
説
い
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑「
象
徴
」
天

皇
に
つ
い
て
何
か
を
論
じ
る
こ
と
や
発
言
す
る
こ
と
を
タ
ブ
ー
視
し
︑
戸
惑
っ

て
し
ま
う
感
覚
を
内
面
化
し
て
い
る
こ
と
を
︑「
内
な
る
天
皇
制
」
と
し
て
︑

主
と
し
て
批
判
的
に
言
及
す
る
議
論
が
あ
る
︒
憲
法
学
者
の
奥
平
康
弘（

42
）

や
文
化

人
類
学
で
も
赤
坂
憲
雄（

43
）

が
︑
近
年
で
も
政
治
思
想
史
の
苅
部
直（

44
）

が
取
り
組
ん
で

き
た
も
の
だ
︒
彼
ら
は
︑
主
権
者
か
ら
「
象
徴
」
へ
変
わ
っ
た
の
は
表
面
だ
け

で
あ
っ
て
︑
タ
ブ
ー
感
覚
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
︑
内
面
化
し
て

い
る
だ
け
に
︑
か
え
っ
て
捉
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
︑
と
述
べ
て
い
た
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
本
稿
が
抽
出
し
た
︑「
昭
和
」
と
「
平
成
」
の
改
元
の
比

較
に
お
け
る
︑
天
皇
の
︑（
一
）
政
治
性
︑（
二
）
公
開
性
︑（
三
）
メ
デ
ィ
ア

性
︑
と
い
う
三
点
に
わ
た
る
大
き
な
違
い
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
︑
こ
う
し

た
「
不
可
視
の
権
力
」
と
は
︑
異
な
っ
て
い
る
︒

　
な
ぜ
な
ら
︑「
象
徴
」
天
皇
の
「
権
力
」
は
︑「
平
成
」
改
元
に
お
い
て
︑

（
一
）
政
治
性
と
い
う
観
点
で
は
︑
権
力
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
お
り
︑（
二
）

公
開
性
と
い
う
点
を
踏
ま
え
れ
ば
︑「
不
可
視
」
ど
こ
ろ
か
︑
き
わ
め
て
「
可

視
的
」
に
な
っ
て
お
り
︑
そ
し
て
︑（
三
）
メ
デ
ィ
ア
性
と
い
う
視
点
で
言
え

ば
︑「
可
視
的
」
を
も
超
え
て
︑
い
わ
ば
「
過
視
的（

45
）

」
と
言
え
る
ほ
ど
︑「
テ
レ

ビ
時
代
」
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑「
平
成
」
改
元
に
お

け
る
「
象
徴
」
天
皇
は
︑「
不
可
視
の
権
力
」
ど
こ
ろ
か
︑「
可
視
的
」
か
つ

「
過
視
的
」
な
「
権
力
の
欠
如
」
に
お
か
れ
て
い
る
︒

　
で
は
︑「
象
徴
」
天
皇
が
︑「
可
視
的
」
か
つ
「
過
視
的
」
な
「
権
力
の
欠

如
」
に
お
か
れ
て
い
る
以
上
︑
改
元
は
︑
も
は
や
「
時
間
支
配
」
の
顕
現
で
は

な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
い
や
︑
そ
う
で
は
な
い
︒

　（
一
）
政
治
性
に
お
い
て
は
︑
権
力
は
︑ 

天
皇
か
ら
内
閣
へ
と
移
っ
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑（
二
）
公
開
性
と
（
三
）
メ
デ
ィ
ア
性
と
い
う
︑「
象
徴
」
天

皇
の
改
元
に
お
け
る
新
た
な
要
素
は
︑
原
武
史
の
定
義
し
た
「
視
覚
的
支
配
」

の
別
な
形
式
＝
「
時
間
支
配
」
と
し
て
の
回
帰
な
の
で
あ
る
︒

　
た
し
か
に
「
象
徴
」
天
皇
は
︑
自
ら
の
身
体
に
基
づ
く
権
力
の
行
使
と
し
て

は
︑
す
な
わ
ち
︑
政
治
性
の
発
露
と
し
て
の
改
元
に
は
︑
関
与
し
て
い
な
い
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
稿
で
何
度
も
強
調
し
て
き
た
よ
う
に
︑
改
元
は
︑「
一



改元を通してみた天皇

95

世
一
元
」
と
い
う
天
皇
の
可
死
的
肉
体
を
起
点
と
し
て
測
ら
れ
る
︒
天
皇
そ
の

人
が
死
ね
ば
︑
改
元
さ
れ
る
仕
組
み
は
︑「
象
徴
」
天
皇
へ
と
移
り
変
わ
っ
て

も
︑
政
治
性
を
失
っ
て
も
な
お
残
っ
て
い
る
︒

　
こ
の
「
一
世
一
元
」
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
す
な
わ
ち
︑
天
皇
の
生
命
が
終

わ
る
︑
死
亡
す
る
︑
と
い
う
同
じ
時
間
に
お
い
て
︑
全
国
民
が
同
じ
行
為
＝
改

元
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑「
時
間
支
配
」
は
︑「
象
徴
」
天
皇
に

お
い
て
な
お
︑
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒

　「
象
徴
」
天
皇
自
ら
が
記
者
会
見
を
し
た
り
︑
あ
る
い
は
︑
巡
幸
と
い
う
大

規
模
な
地
方
旅
行
を
し
た
り
と
い
っ
た
形
で
は
︑
改
元
を
国
民
に
知
ら
せ
る
こ

と
は
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
政
治
性
を
有
し
て
い
る
内
閣
の
側
が
︑
公
開
性
と
メ

デ
ィ
ア
性
に
基
づ
い
て
︑
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
公
開
し
︑
そ
し
て
︑「
テ
レ
ビ
時

代
」
を
意
識
し
た
記
者
会
見
に
よ
っ
て
︑「
可
視
的
」
か
つ
「
過
視
的
」
に
︑

国
民
に
対
し
て
︑
一
斉
に
改
元
を
見
せ
つ
け
て
い
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
︑

「
平
成
」
改
元
は
︑
形
を
変
え
た
「
視
覚
的
支
配
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

　
な
ぜ
な
ら
︑
こ
の
「
平
成
」
改
元
に
お
け
る
姿
を
変
え
た
新
た
な
「
視
覚
的

支
配
」
は
︑「
テ
レ
ビ
時
代
」
に
お
い
て
︑
生
中
継
さ
れ
る
記
者
会
見
を
通
じ

て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
行
わ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
︑
新
た
な
「
時
間
支
配
」
だ

か
ら
だ
︒
政
治
性
を
有
し
て
い
る
支
配
者
た
る
内
閣
も
含
め
て
︑「
平
成
」
改

元
を
発
表
す
る
記
者
会
見
と
い
う
同
じ
時
間
を
︑
全
国
民
が
共
有
し
︑
同
じ
く

テ
レ
ビ
画
面
を
見
つ
め
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
強
い
国
家
意
識

を
形
成
し
て
い
る
か
ら
だ
︒

　
上
記
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
︑「
昭
和
」
改
元
と
は
︑
近
代
天
皇
制
史
上
に

お
け
る
「
時
間
支
配
」
の
完
成
形
態
で
あ
り
︑
そ
し
て
︑「
平
成
」
改
元
と
は
︑

「
視
覚
的
支
配
」
を
も
取
り
入
れ
た
「
時
間
支
配
」
の
新
た
な
形
式
で
あ
る
︒

　「
象
徴
」
天
皇
に
お
い
て
は
︑「
不
可
視
の
権
力
」
が
残
存
し
て
い
る
の
で
は

な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑「
可
視
的
」
か
つ
「
過

視
的
」
な
「
権
力
の
欠
如
」
と
し
て
︑「
視
覚
的
支
配
」
を
も
組
み
入
れ
た
新

た
な
「
時
間
支
配
」
が
︑
内
閣
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
本
稿
は
︑「
昭
和
」
と
「
平
成
」
の
改
元
の
比
較
で
あ
り
︑
あ
く
ま
で
も
点

と
点
の
比
較
に
留
ま
っ
て
い
た
︒
が
︑
た
と
え
ば
︑
い
ま
だ
大
日
本
帝
国
憲
法

が
制
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
明
治
」
の
改
元
や
︑
制
定
後
初
め
て
の
「
大

正
」
改
元
を
も
並
べ
る
と
い
っ
た
ワ
イ
ド
な
︑
あ
る
い
は
︑
リ
ニ
ア
な
歴
史
的

比
較
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
「
象
徴
」
の
内
実
も
あ
る
に
違
い
な
い
︒
そ
の

作
業
に
あ
た
っ
て
は
︑
た
と
え
ば
︑
ア
ラ
イ
＝
ヒ
ロ
ユ
キ
が
試
み
た
よ
う
な
︑

芸
術
と
天
皇
の
関
わ
り
を
追
い
か
け
る
よ
う
な
営
為（

46
）

も
大
い
に
参
考
に
な
る
だ

ろ
う
︒

　
写
真
や
肖
像
︑
行
幸
啓
︑
そ
し
て
そ
の
テ
レ
ビ
報
道
と
い
っ
た
︑
天
皇
に
直

接
関
わ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
︑
本
稿
が
扱
っ
た
改
元
の
場
面
や
ア
ー
ト
と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
か
ら
も
ま
た
︑
天
皇
の
相
違
に
つ
い
て
の
分
析
は
可

能
に
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
探
求
は
︑
広
が
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
︒
そ
れ
は

今
後
の
課
題
と
し
て
他
日
を
期
し
た
い
︒
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補
論
：
天
皇
の
「
生
前
退
位
」
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

　
本
稿
を
投
稿
し
た
二
〇
一
六
年
一
月
末
日
か
ら
お
よ
そ
半
年
が
過
ぎ
た
七
月

十
三
日
午
後
七
時
︑
天
皇
の
「
生
前
退
位
」
の
意
向
を
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
ス
ク
ー
プ

し
た
︒
そ
の
の
ち
︑
八
月
八
日
午
後
三
時
︑
天
皇
み
ず
か
ら
「
象
徴
と
し
て
の

お
務
め
に
つ
い
て
の
天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば
」
を
ビ
デ
オ
で
公
表
す
る
に
至
り
︑

政
府
も
「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
を
設
置
し
︑

二
〇
一
七
年
年
明
け
に
も
論
点
を
公
表
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
は
︑
ま
ず
何
よ
り
も
︑「
生
前
退
位
」
に
よ
っ
て
︑

「
平
成
」
と
い
う
元
号
が
︑
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
仕
方
で
変
わ
る
可
能
性
を
浮

上
さ
せ
た
点
に
お
い
て
︑「
昭
和
」
と
「
平
成
」
の
改
元
を
比
較
分
析
し
た
本

稿
に
と
っ
て
︑
示
唆
的
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑「
平
成
」
の
次
の
元
号
の
決
め
方

が
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
行
わ
れ
た
「
昭
和
」
の
決
定
と
異
な
る
の
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
︑
天
皇
の
崩
御
を
伴
わ
な
い
点
に
お
い
て
「
平
成
」
と
も
違
う
の

で
は
な
い
か
︑
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
︒

　
実
際
︑
本
論
執
筆
者
は
︑「
平
成
」
か
ら
の
改
元
に
つ
い
て
︑
テ
レ
ビ
局
と

ラ
ジ
オ
局
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
た（

47
）

が
︑
し
か
し
︑
単
に
元
号
の
決
め
方
︑

と
い
う
点
に
関
し
て
述
べ
る
な
ら
︑
す
で
に
︑
本
論
で
詳
述
し
た
よ
う
に
︑
元

号
法
や
「
元
号
選
定
手
続
要
綱
」
が
整
え
ら
れ
て
い
る
以
上
︑
と
り
た
て
て
目

新
し
い
事
態
が
起
こ
る
と
は
考
え
に
く
い
︒「
生
前
退
位
」
を
め
ぐ
る
法
整
備

が
済
ん
で
し
ま
え
ば
︑
つ
ま
り
︑
天
皇
の
代
替
わ
り
が
つ
つ
が
な
く
行
わ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
︑
ほ
ぼ
自
動
的
に
︑
淡
々
と
︑「
平
成
」
の
次
の
元
号
も
決
ま
る

に
違
い
な
い
︑
と
の
コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
︒

　
天
皇
が
︑「
平
成
」
の
次
の
元
号
に
つ
い
て
の
希
望
を
述
べ
た
り
︑
あ
る
い

は
︑
指
名
し
た
り
と
い
っ
た
振
る
舞
い
は
︑
政
治
性
を
失
っ
て
い
る
以
上
︑
到

底
考
え
ら
れ
な
い
し
︑
ま
た
︑
今
回
の
ビ
デ
オ
に
照
ら
し
て
考
え
る
限
り
︑
天

皇
み
ず
か
ら
が
︑
そ
う
し
た
政
治
的
な
影
響
に
つ
い
て
省
み
な
が
ら
︑
き
わ
め

て
慎
重
に
振
る
舞
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

　
た
だ
︑
今
回
の
一
連
の
動
き
は
︑
本
論
文
に
と
っ
て
︑
次
の
二
つ
の
重
要
な

論
点
を
提
供
し
て
く
れ
た
︒

　
一
つ
は
︑
こ
の
「
生
前
退
位
」
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
り
︑

二
つ
目
に
は
︑
天
皇
が
自
ら
の
意
向
を
示
し
た
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
で
あ
る
︒

　
事
態
は
進
行
中
で
あ
り
︑
政
府
の
有
識
者
会
議
も
論
点
を
公
表
し
て
い
な
い

た
め
︑
焦
点
を
絞
り
き
れ
ず
︑
そ
し
て
︑
資
料
の
探
索
に
つ
い
て
も
︑
は
な
は

だ
不
十
分
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
の
点
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
た
上
で
︑

こ
の
補
論
を
︑
執
筆
時
点
（
二
〇
一
六
年
十
月
十
五
日
時
点
）
に
お
け
る
︑
上
記

の
二
点
を
め
ぐ
る
覚
書
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
︒

︵
一
︶「
生
前
退
位
」
と
い
う
用
語
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
︑
な
ぜ
︑
単
純
に
「
譲
位
」
や
「
退
位
」
で
は
な
く
︑
わ
ざ
わ
ざ
「
生
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前
」
と
い
う
枕
詞
を
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　
素
直
に
考
え
れ
ば
︑「
譲
位
」
と
い
う
用
語
を
使
う
と
︑
そ
こ
に
は
︑
す
で

に
決
ま
っ
て
い
る
皇
位
継
承
順
位
に
則
っ
た
通
常
の
手
続
き
だ
っ
た
り
︑
あ
る

い
は
逆
に
︑
天
皇
が
主
体
的
に
︑
別
の
後
継
者
を
指
名
し
た
り
す
る
よ
う
な
︑

そ
う
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
︑
新
聞
や
テ
レ
ビ

の
解
説
で
は
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
も
当
初
若
干
の
混
乱
が
見
ら
れ
た
し
︑
実
際
︑

日
本
の
歴
史
を
振
り
返
っ
た
場
合
︑
シ
ン
プ
ル
に
「
譲
位
」
や
「
退
位
」
を

使
っ
て
お
り
︑「
生
前
退
位
」
と
い
う
言
葉
づ
か
い
は
︑
違
和
感
を
醸
し
出
す
︒

　
試
み
に
︑
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
と
︑
い
ち
ば
ん
最
初
に

「
退
位
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
︑
昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日
の
衆
議
院
予

算
委
員
会
に
お
い
て
︑
野
坂
参
三
議
員
（
共
産
党
）
が
︑
当
時
の
芦
田
均
首
相

と
の
や
り
と
り
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
︒

　
野
坂
参
三
議
員
　
　（
中
略
）
イ
ギ
リ
ス
︑
ア
メ
リ
カ
︑
中
国
︑
こ
う
し

た
と
こ
ろ
の
新
聞
紙
上
に
︑
現
在
の
日
本
の
天
皇
が
国
際
裁
判
の
判
決
が

あ
る
場
合
に
退
位
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
報
道
が
載
っ
て
い
ま
す

が
︑
こ
う
い
う
事
実
あ
る
い
は
見
透
し
が
あ
る
の
か
ど
う
か
︑（
中
略
）

お
聴
き
し
た
い
︒

　
芦
田
均
国
務
大
臣
　
　
退
位
の
問
題
が
外
国
の
新
聞
紙
上
に
出
て
い
る

が
︑
お
前
ど
う
思
う
か
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
問
題
に
つ

い
て
は
︑
私
は
今
日
ま
で
何
も
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

（
48
）

　　
周
知
の
よ
う
に
︑
太
平
洋
戦
争
の
あ
と
︑
と
り
わ
け
︑
占
領
期
に
お
い
て
︑

天
皇
の
「
退
位
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑
連
合
国
側
を
中
心
に
取
り
ざ
た
さ
れ
て

い
た（

49
）

︒
ま
た
︑
こ
の
「
退
位
」
論
に
関
し
て
︑
最
終
的
な
決
着
を
つ
け
た
の
が
︑

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
吉
田
茂
を
通
じ
た
天
皇
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
こ
と

が
︑﹃
昭
和
天
皇
実
録
﹄
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

50
）

︒

　
そ
の
後
も
︑
何
度
か
国
会
審
議
に
お
い
て
︑
こ
の
時
期
︑
す
な
わ
ち
︑
占
領

期
に
お
け
る
昭
和
天
皇
の
「
退
位
」
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
る
も
の
の
︑
昭

和
五
十
八
年
三
月
十
八
日
の
参
議
員
予
算
委
員
会
に
お
い
て
︑
社
会
民
主
連
合

の
江
田
五
月
・
副
代
表
が
用
い
る
ま
で
︑
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
顔
を
見
せ

て
い
な
い（

51
）

︒
江
田
の
あ
と
も
︑
平
成
四
年
四
月
七
日
の
参
議
員
内
閣
委
員
会
で

社
会
党
の
三
石
久
江
が
使
っ
た
程
度
に
と
ど
ま
り
︑
国
会
の
審
議
で
は
︑
ほ
と

ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒

　
あ
る
い
は
︑
朝
日
︑
読
売
︑
毎
日
︑
日
本
経
済
︑
各
紙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

あ
た
っ
て
も
︑
ま
た
︑
雑
誌
記
事
検
索
の
大
宅
壮
一
文
庫
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

あ
た
っ
て
も
︑
い
ず
れ
も
︑「
生
前
退
位
」
と
い
う
用
語
は
︑
ほ
ぼ
ヒ
ッ
ト
し

な
い
︒

　
た
だ
し
︑
今
回
の
一
連
の
報
道
よ
り
も
前
に
︑
こ
の
「
生
前
退
位
」
を
使
っ

た
記
事
に
対
し
て
︑
宮
内
庁
が
正
式
に
抗
議
し
︑
そ
し
て
︑
訂
正
記
事
の
掲
載

を
求
め
た
事
例
が
あ
る
︒
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そ
れ
は
︑
二
〇
一
三
年
六
月
十
三
日
発
売
の
﹃
週
刊
新
潮
﹄「﹃
雅
子
妃
﹄
不

適
格
で
﹃
悠
仁
親
王
﹄
即
位
へ
の
道
」
と
題
し
た
も
の
で
︑
宮
内
庁
は
︑「
風

岡
長
官
が
安
倍
首
相
に
対
し
て
︑
天
皇
の
「
生
前
退
位
」
と
譲
位
︑
皇
族
の
皇

位
継
承
の
辞
退
が
可
能
と
す
る
皇
室
典
範
を
要
請
し
た
と
い
う
内
容
」
が
︑

「
全
く
の
事
実
無
根
︒
強
い
憤
り
を
感
じ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

52
）

︒

　
な
ぜ
︑
宮
内
庁
は
︑
こ
こ
ま
で
強
く
抗
議
し
た
の
か
︒
そ
れ
ま
で
も
「
譲

位
」
や
「
退
位
」
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
国
会
審
議
で
も
散
発
的
に
で
は
あ
る
に
し

て
も
︑
議
論
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
︑
わ
ざ
わ
ざ
︑
こ
の
﹃
週

刊
新
潮
﹄
の
記
事
に
対
し
て
︑「
強
い
憤
り
を
感
じ
る
」
の
か
︒

　
そ
の
答
え
を
導
く
鍵
は
︑
こ
の
「
生
前
退
位
」
と
い
う
用
語
が
︑
日
本
語
に

お
い
て
使
わ
れ
る
別
の
文
脈
に
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
︒
そ
の
別
の

文
脈
と
は
︑
ロ
ー
マ
法
王
の
「
生
前
退
位
」
で
あ
る
︒

　
二
〇
一
三
年
二
月
末
︑
ロ
ー
マ
法
王
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
は
︑「
生
前
退

位
」
し
た
︒
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
法
王
が
存
命
中
に
退
く
の
は
︑
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
十
二
世
以
来
︑
五
九
八
年
ぶ
り
で
あ
り
︑
自
発
的
な
も
の
と
し
て

は
︑
十
三
世
紀
末
の
ケ
レ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
五
世
以
来
七
一
九
年
ぶ
り
の
出
来
事
と

あ
っ
て
︑
世
界
中
に
驚
き
が
広
が
っ
た（

53
）

︒

　
英
語
で
は
︑
こ
の
「
生
前
退
位
」
は
︑resign

（
辞
任
す
る
）
やstep dow

n

（
下
り
る
）︑
あ
る
い
は
︑retirem

ent

（
リ
タ
イ
ヤ
）
と
し
て
報
じ
ら
れ
て
お
り
︑

こ
の
「
生
前
」
と
い
う
日
本
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
︑
や
や
ズ
レ
る
︒

　
い
う
ま
で
も
な
く
︑
英
日
二
言
語
の
あ
い
だ
に
は
ズ
レ
が
あ
り
︑
一
対
一
で

は
対
応
し
な
い
け
れ
ど
も
︑
そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
︑
こ
の
「
生

前
」
と
い
う
枕
詞
に
は
︑
単
な
る
辞
任
と
は
ま
た
別
の
︑
つ
ま
り
︑
異
例
の
こ

と
で
あ
る
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
さ
れ
て
は
い
ま
い
か
︒

　
言
い
換
え
れ
ば
︑
ロ
ー
マ
法
王
を
め
ぐ
っ
て
︑
単
な
る
「
退
位
」
で
は
な
く
︑

わ
ざ
わ
ざ
「
生
前
」
を
つ
け
る
︑
そ
の
理
由
は
︑
法
王
が
「
終
身
在
位
」︑
つ

ま
り
︑
そ
の
死
を
も
っ
て
し
か
交
代
し
え
な
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
の
原
則

を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒
原
則
的
に
︑
法
王
は
︑
就
任
し
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
交

代
し
な
い
︑
そ
の
終
身
制
ゆ
え
に
︑
存
命
中
の
退
位
に
つ
い
て
︑「
生
前
」
と

つ
け
る
の
で
あ
る
︒

　
加
え
て
︑
そ
こ
に
は
「
譲
位
」
で
は
な
く
「
生
前
退
位
」
と
い
う
用
語
を
使

う
理
由
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
︒

　
ロ
ー
マ
法
王
は
︑
通
常
︑
前
代
が
死
去
し
た
の
ち
に
︑
コ
ン
ク
ラ
ー
ベ
と
呼

ば
れ
る
選
挙
シ
ス
テ
ム
を
経
て
︑
決
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
法
王
が
自
分
の
後

任
に
つ
い
て
干
渉
で
き
ず
︑
ま
た
︑
他
の
政
治
的
権
力
か
ら
の
影
響
力
に
つ
い

て
も
排
除
し
よ
う
と
す
る
仕
組
み
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
死
去
に
よ
っ
て

退
位
し
た
時
点
で
は
︑
後
継
者
は
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め

て
決
め
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
ロ
ー
マ
法
王
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
︑「
譲
位
」
で
は

0

0

な
く

0

0

「
退
位
」
す
る
ほ
か
な
い
︒

　
こ
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
法
王
に
つ
い
て
「
生
前
退
位
」
と
い
う
用
語
を
使
う
理

由
は
︑
ま
ず
も
っ
て
︑（
一
）「
修
身
在
位
」
ゆ
え
に
「
生
前
」
の
「
退
位
」
が

異
例
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑（
二
）
選
挙
で
後
継
者
を
決
め
る
た
め
「
譲
位
」
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は
で
き
ず
「
退
位
」
で
あ
る
こ
と
︑
そ
の
二
点
が
確
か
め
ら
れ
る
︒

　
こ
の
二
点
が
︑
今
回
の
天
皇
に
対
し
て
も
適
応
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
別
言
す
れ
ば
︑（
一
）「
一
世
一
元
」
以
降
︑
天
皇
の
可
死
的
肉
体
の
生
死
と
︑

そ
の
在
位
︑
さ
ら
に
は
︑
元
号
を
一
致
さ
せ
て
い
る
︑
と
い
う
強
固
な
「
修
身

在
位
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
存
命
中
の
「
退
位
」
の
意
向
を
示
し
た
こ
と
︑

（
二
）
加
え
て
︑
皇
位
継
承
者
に
つ
い
て
︑
現
状
で
決
め
ら
れ
て
い
る
順
位
に

基
づ
か
な
い
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
つ
ま
り
︑「
譲
位
」
で
は
な

い
可
能
性
を
関
係
者
が
察
知
し
て
い
た
こ
と
︑
こ
の
二
点
が
︑「
生
前
退
位
」

と
い
う
用
語
の
使
用
か
ら
帰
結
す
る
︒

　
こ
の
（
二
）︑
す
な
わ
ち
︑
天
皇
に
つ
い
て
も
「
譲
位
」
で
は
な
く
「
退
位
」

を
用
い
た
点
に
つ
い
て
裏
書
き
す
る
事
実
が
︑
先
に
あ
げ
た
﹃
週
刊
新
潮
﹄
の

報
道
を
め
ぐ
る
強
い
抗
議
で
あ
り
︑
そ
し
て
︑
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
を

用
い
て
挙
げ
た
太
平
洋
戦
争
直
後
の
や
り
と
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

　
こ
の
補
論
の
冒
頭
で
確
か
め
た
よ
う
に
︑「
生
前
退
位
」
と
い
う
用
語
は
︑

国
会
や
新
聞
雑
誌
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
︑
珍
し
い
も
の
で
あ
っ

た
︒
た
だ
し
︑
散
発
的
に
は
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
宮
内
庁
も
ま
た
︑
と
り
た
て

て
抗
議
を
し
た
り
︑
め
く
じ
ら
を
た
て
た
り
し
て
は
い
な
か
っ
た
︒

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
わ
ざ
わ
ざ
二
〇
一
三
年
の
﹃
週
刊
新
潮
﹄
の
報
道
に
つ

い
て
は
︑「
強
い
憤
り
を
感
じ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
た
︒
そ
の
理
由
は
︑
ま

さ
し
く
同
誌
の
報
道
に
お
い
て
︑「
生
前
退
位
」
＝
「
譲
位
」
で
は
な
く

0

0

0

0

︑
皇

位
継
承
の
順
位
を
変
更
す
る
可
能
性
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

　「
退
位
」
あ
る
い
は
︑「
生
前
退
位
」
で
あ
っ
て
も
︑
実
質
的
に
「
譲
位
」
と

変
わ
ら
な
い
と
の
認
識
で
あ
れ
ば
︑
と
り
た
て
て
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
起
こ
す
心

配
は
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
今
回
の
「
生
前
退
位
」
を
め
ぐ
る
報
道
に
明
ら
か
な

よ
う
に
︑
手
続
き
的
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
が
あ
る
と
し
て
も
︑
現
在
定
め

ら
れ
て
い
る
皇
位
継
承
順
位
を
尊
重
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
大
き
な
問
題
は
な
い
︒

　
け
れ
ど
も
︑「
生
前
退
位
」
が
「
譲
位
」
と
同
義
で
は
な
い
︑
と
す
れ
ば
︑

そ
こ
か
ら
︑
大
き
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
︒
そ
の
恐
れ
を
顕

在
化
さ
せ
な
い
た
め
に
宮
内
庁
は
強
く
抗
議
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
翻
っ
て
今
回
︑
ス
ク
ー
プ
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
は
じ
め
︑
ほ
ぼ
す
べ
て
の
メ
デ
ィ

ア
が
︑
少
し
状
況
は
変
化
し
た
と
は
い
え
︑
今
に
至
る
ま
で
「
生
前
退
位
」
と

い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
︒
他
方
で
︑
宮
内
庁
は
︑
当
初
は
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ス

ク
ー
プ
を
否
定
し
た
も
の
の
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
も
ち
ろ
ん
︑
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
対
し

て
も
全
く
抗
議
を
し
て
い
な
い
︒
い
わ
ば
︑
宮
内
庁
が
「
生
前
退
位
」
と
い
う

用
語
に
対
し
て
︑
お
墨
付
き
を
与
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

　
む
ろ
ん
︑
今
回
の
報
道
と
︑
二
〇
一
三
年
の
﹃
週
刊
新
潮
﹄
と
で
は
︑
内
容

が
異
な
る
︒
と
は
い
え
︑
し
か
し
︑
こ
こ
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑「
生
前
退
位
」

と
い
う
用
語
は
︑
ロ
ー
マ
法
王
を
め
ぐ
る
使
用
法
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑（
一
）

終
身
制
の
原
則
を
覆
す
異
例
の
も
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
︑（
二
）
後
継
者
が
未

定
で
あ
る
た
め
に
「
譲
位
」
で
は
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
二
点
に
お

い
て
︑
宮
内
庁
に
と
っ
て
は
︑
や
す
や
す
と
容
認
で
き
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
︒

　
特
に
︑
宮
内
庁
が
︑
今
回
の
天
皇
の
「
お
こ
と
ば
」
を
︑「
生
前
退
位
」
の



100

意
向
︑
と
し
て
流
通
さ
せ
た
ま
ま
何
の
抗
議
も
し
な
い
と
い
う
事
態
は
︑
三
年

前
の
﹃
週
刊
新
潮
﹄
報
道
を
︑
逆
に
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
︒

　
ま
た
︑
国
会
審
議
に
お
い
て
も
︑「
譲
位
」
で
は
な
く
︑
繰
り
返
し
「
退
位
」

と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
き
た
︒

　
こ
の
補
論
は
︑
政
治
的
な
立
場
を
表
明
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
︑
あ
る
い

は
︑
陰
謀
論
に
基
づ
く
邪
推
を
披
瀝
す
る
も
の
で
も
な
い
︒
た
だ
︑「
生
前
退

位
」
と
い
う
用
語
そ
れ
自
体
が
︑「
退
位
」
や
「
譲
位
」
と
は
異
な
っ
た
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
持
ち
︑
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
︑
ロ
ー
マ
法
王
を
め
ぐ
る
報
道
に
明
ら

か
な
二
つ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
︑
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
確
か
め
て
お
き
た

い
︒

　
そ
の
上
で
︑
こ
の
「
生
前
退
位
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
が
提
供
し
て
く
れ

た
︑
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
︑
す
な
わ
ち
︑
天
皇
が
自
ら
の
意
向
を
示
し
た
ビ
デ

オ
に
つ
い
て
議
論
を
移
そ
う
︒

︵
二
︶ 「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
の
天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば
︵
ビ
デ

オ
︶」
を
め
ぐ
っ
て

　
こ
こ
で
は
︑
今
回
の
「
お
こ
と
ば
」
が
ビ
デ
オ
で
公
表
さ
れ
た
と
い
う
事
実

を
︑
本
論
で
抽
出
し
た
︑「
昭
和
」
と
「
平
成
」
の
改
元
に
お
け
る
︑
天
皇
の

（
一
）
政
治
性
の
有
無
︑（
二
）「
可
視
的
」
な
公
開
性
︑
お
よ
び
︑（
三
）「
過

視
的
」
な
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
性
︑
と
い
う
三
点
に
照
ら
し
て
み
た
い
︒

　（
一
）
政
治
性
こ
そ
︑
最
も
議
論
が
集
中
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
︑
そ
の

前
に
︑
他
の
二
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
︒

　（
二
）
公
開
性
︑
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
天
皇
み
ず
か
ら
に
よ
る

公
表
を
上
回
る
「
可
視
的
」
な
イ
ベ
ン
ト
は
あ
り
え
な
い
︒
宮
内
庁
に
よ
る
コ

メ
ン
ト
や
︑
ク
ロ
ー
ズ
ド
の
記
者
説
明
で
も
な
く
︑
会
見
で
こ
そ
な
か
っ
た
と

は
い
え
︑
み
ず
か
ら
の
「
お
こ
と
ば
」
を
読
み
上
げ
た
点
は
︑「
可
視
的
」
な

公
開
性
の
具
現
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑（
三
）
メ
デ
ィ
ア
性
︑
に
つ
い
て
は
︑
本
論
で
提
示
し
た
「
テ
レ

ビ
時
代
」
を
十
二
分
に
意
識
し
た
振
る
舞
い
と
し
て
︑
今
回
︑
ビ
デ
オ
と
い
う

形
式
が
選
ば
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
加
え
て
︑
こ
の
ビ
デ
オ
こ
そ
︑

ま
さ
に
み
ず
か
ら
の
身
体
を
国
民
に
さ
ら
す
「
視
覚
的
支
配
」
で
あ
る
と
同
時

に
︑
八
月
八
日
の
午
後
三
時
か
ら
︑
す
べ
て
の
テ
レ
ビ
局
が
一
斉
に
放
送
す
る

「
時
間
支
配
」
で
あ
る
︒「
視
覚
的
支
配
」
を
も
取
り
入
れ
た
「
時
間
支
配
」
の

新
た
な
形
式
で
あ
る
︒

　
加
え
て
︑
こ
の
「
お
こ
と
ば
」
の
中
で
は
︑
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
︒

天
皇
が
象
徴
で
あ
る
と
共
に
︑
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
果
た

す
た
め
に
は
︑
天
皇
が
国
民
に
︑
天
皇
と
い
う
象
徴
の
立
場
へ
の
理
解
を

求
め
る
と
共
に
︑
天
皇
も
ま
た
︑
自
ら
の
あ
り
よ
う
に
深
く
心
し
︑
国
民

に
対
す
る
理
解
を
深
め
︑
常
に
国
民
と
共
に
あ
る
自
覚
を
自
ら
の
内
に
育
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て
る
必
要
を
感
じ
て
来
ま
し
た
︒
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
︑
日
本
の
各

地
︑
と
り
わ
け
遠
隔
の
地
や
島
々
へ
の
旅
も
︑
私
は
天
皇
の
象
徴
的
行
為

と
し
て
︑
大
切
な
も
の
と
感
じ
て
来
ま
し
た
︒

（
54
）

　
天
皇
自
身
が
︑
み
ず
か
ら
の
身
体
を
国
民
に
さ
ら
す
「
視
覚
的
支
配
」
に
き

わ
め
て
自
覚
的
で
あ
り
︑
そ
れ
を
「
象
徴
」
の
内
実
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
点

が
︑
こ
こ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒

　
つ
ま
り
︑
み
ず
か
ら
の
「
視
覚
的
支
配
」
に
関
す
る
自
覚
を
︑
ビ
デ
オ
と
い

う
「
視
覚
的
支
配
」
に
よ
っ
て
︑
し
か
も
︑
午
後
三
時
か
ら
の
一
斉
放
送
と
い

う
「
時
間
支
配
」
を
用
い
て
伝
え
る
︑
と
い
う
「
平
成
」
改
元
よ
り
も
︑
さ
ら

に
一
段
階
入
り
組
ん
だ
新
た
な
「
時
間
支
配
」
の
形
式
が
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て

い
る
︒
そ
れ
を
用
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
政
治
性
を
有
し
て
い
な
い
天
皇
で
は
な

く
︑
政
治
性
を
持
っ
て
い
る
内
閣
な
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
ま
さ
し
く
︑
内
閣
に
よ
る
こ
の
新
た
な
「
時
間
支
配
」
こ
そ
︑
上

記
（
一
）
政
治
性
の
有
無
を
解
く
上
で
重
要
な
キ
ー
と
な
る
︒

　
今
回
の
「
お
こ
と
ば
」
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
そ
れ
が
︑
政
治
的
な
意
味
合
い
を

も
っ
て
お
り
︑
憲
法
違
反
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
い
っ
ぽ
う
に

あ
り
︑
他
方
で
︑
天
皇
み
ず
か
ら
し
か
「
生
前
退
位
」
の
表
明
は
で
き
な
い
の

だ
と
す
る
擁
護
が
あ
る
︒

　
こ
の
補
論
に
お
い
て
︑
そ
の
両
極
を
め
ぐ
る
論
点
整
理
を
す
る
余
裕
は
な
い

が
︑
こ
の
（
一
）
政
治
性
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
も
︑
今
回
の
ビ
デ
オ
が
本
論
の

趣
旨
に
合
致
す
る
点
に
つ
い
て
は
︑
確
か
め
て
お
き
た
い
︒

　
そ
れ
は
︑
な
ぜ
か
︒

　
こ
の
「
お
こ
と
ば
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
︑
ま
さ
し
く
天
皇
が
政
治
性
を
失
っ

た
と
こ
ろ
に
起
因
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
天
皇
が
も
し
政
治
性
を
有
し
て
い

れ
ば
︑「
お
こ
と
ば
」
が
憲
法
違
反
か
否
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
起
こ
り
よ
う

が
な
い
︒
天
皇
は
︑
政
治
性
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
︑
権
力
の

空
白
地
点
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
お
り
︑
み
ず
か
ら
の
「
生
前
退
位
」
を
め

ぐ
っ
て
す
ら
み
ず
か
ら
で
は
決
め
ら
れ
な
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
置
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

　
政
治
性
が
な
い
以
上
︑
そ
の
「
お
こ
と
ば
」
は
︑
本
来
︑
い
か
な
る
作
用
も

影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
政
治
性
を
持
た
な
い
天
皇
が
︑
何
を
ど
う

発
言
し
よ
う
と
︑
権
力
を
持
た
な
い
以
上
︑「
日
本
の
各
地
︑
と
り
わ
け
遠
隔

の
地
や
島
々
へ
の
旅
」
に
際
し
て
土
地
土
地
の
人
々
と
交
わ
さ
れ
る
「
お
こ
と

ば
」
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
天
皇
は
権
力
が
ゼ
ロ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
権
力
の
空
白
地
帯
に

置
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
︑
今
回
の
よ
う
に
︑
み
ず
か
ら
の
地
位
を
め
ぐ
る
発

言
︑
ま
さ
し
く
「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
」
の
発
言
が
︑
逆
説
的
に

き
わ
め
て
大
き
な
政
治
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
し
ま
う
︒

　
こ
の
補
論
冒
頭
で
確
か
め
た
よ
う
に
︑「
生
前
退
位
」
を
す
る
と
い
う
こ
と

は
す
な
わ
ち
︑「
平
成
」
か
ら
の
改
元
を
意
味
し
て
い
る
︒
そ
の
改
元
は
︑「
一

世
一
元
」
と
い
う
天
皇
の
可
死
的
肉
体
を
起
点
と
し
て
測
ら
れ
る
の
で
は
な
い
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に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
手
続
き
的
に
は
︑「
平
成
」
と
同
様
に
進
め
ら
れ
る
ほ
か

な
い
︒

　
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
手
続
き
上
︑
表
面
上
は
︑「
生
前
退
位
」
に
よ
る
「
平
成
」

か
ら
の
改
元
に
は
︑
い
か
な
る
政
治
性
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
︑
逆
説
的
に
︑

政
治
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
沸
騰
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
ゆ
え
に
︑
天
皇
に
よ
る
「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
の
天
皇
陛

下
の
お
こ
と
ば
」
を
受
け
て
︑
政
治
性
を
有
し
て
い
る
側
の
内
閣
が
「
天
皇
の

公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
を
設
置
す
る
︑
そ
の
ズ
レ
が
生

じ
る
の
で
あ
る
︒

　
な
ぜ
︑
両
者
が
ズ
レ
て
い
る
の
か
︒

　
天
皇
は
︑「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
」
と
い
う
文
言
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒「
象
徴
」
と
し
て
︑「
天
皇
が
国
民
に
︑
天
皇
と
い
う
象
徴
の

立
場
へ
の
理
解
を
求
め
る
と
共
に
︑
天
皇
も
ま
た
︑
自
ら
の
あ
り
よ
う
に
深
く

心
し
︑
国
民
に
対
す
る
理
解
を
深
め
︑
常
に
国
民
と
共
に
あ
る
自
覚
を
自
ら
の

内
に
育
て
る
必
要
を
感
じ
て
来
」
た
か
ら
で
あ
る
︒「
日
本
の
各
地
︑
と
り
わ

け
遠
隔
の
地
や
島
々
へ
の
旅
」
と
い
う
「
視
覚
的
支
配
」
に
天
皇
が
き
わ
め
て

自
覚
的
だ
か
ら
で
あ
る
︒

　
対
し
て
︑
内
閣
の
側
は
︑
あ
く
ま
で
も
︑「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に

関
す
る
」
議
論
を
進
め
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
は
「
象
徴
」
と
い
う
文
言
は

入
っ
て
い
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
彼
ら
に
と
っ
て
は
︑「
象
徴
」
を
考
え
る
よ
り

も
︑
天
皇
の
「
視
覚
的
支
配
」
と
し
て
の
「
公
務
の
負
担
軽
減
等
」
を
検
討
し

て
︑
よ
り
円
滑
に
「
時
間
支
配
」
を
行
使
す
る
ほ
う
が
︑
政
治
性
の
発
露
と
い

う
点
に
お
い
て
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑「
象
徴
」
に
︑
そ
し
て
「
視
覚
的
支
配
」
に
自
覚
的
な
天
皇

と
︑「
時
間
支
配
」
と
政
治
性
に
傾
注
す
る
内
閣
が
ズ
レ
る
の
は
︑
当
然
な
の

で
あ
る
︒

　
み
ず
か
ら
の
「
視
覚
的
支
配
」
に
自
覚
的
な
天
皇
に
︑
ビ
デ
オ
と
い
う
「
視

覚
的
支
配
」
に
よ
っ
て
︑
一
斉
放
送
と
い
う
「
時
間
支
配
」
を
用
い
て
伝
え
さ

せ
た
︑
そ
の
主
体
は
︑
政
治
性
を
有
し
て
い
る
内
閣
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒「
平

成
」
改
元
よ
り
も
さ
ら
に
手
の
込
ん
だ
︑
新
た
な
「
時
間
支
配
」
を
実
行
し
た

の
が
︑
今
回
の
内
閣
で
あ
っ
た
︒

　
そ
こ
で
は
︑
あ
く
ま
で
も
「
視
覚
的
支
配
」
へ
の
自
覚
に
基
づ
い
て
「
象

徴
」
の
内
実
に
こ
だ
わ
る
天
皇
と
︑
新
た
な
「
時
間
支
配
」
を
行
使
す
る
内
閣

と
の
ズ
レ
が
顕
在
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

　
こ
の
補
論
は
︑
進
行
中
の
事
態
を
睨
み
な
が
ら
︑
と
い
う
事
情
も
あ
り
︑
不

十
分
な
覚
書
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
天
皇
と
内
閣
の
あ
い
だ
に
あ
る
︑

こ
う
し
た
ズ
レ
を
含
め
て
︑「
生
前
退
位
」
と
い
う
用
語
の
使
い
方
︑
そ
し
て
︑

政
治
性
を
も
た
な
い
天
皇
の
「
お
こ
と
ば
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
︑
に

つ
い
て
も
︑
機
会
を
あ
ら
た
め
て
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う（

55
）

︒
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史
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︿
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︱
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」﹃
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
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︑
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︑
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︱
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︒
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︒

（
14
）  

中
島
三
千
男
﹃
天
皇
の
代
替
り
と
国
民
﹄
青
木
書
店
︑
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︱
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﹄
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︑
一
九
九
八
年
︒
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史
︱
︱
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史
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︑一
九
八
九
年
︒

（
17
）  

森
茂
暁
﹃
建
武
政
権
︱
︱
後
醍
醐
天
皇
の
時
代
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
︑
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︒
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︑
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︑
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収
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仁
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︱
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︑
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﹄
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︒
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︑
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〇
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︒
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竹
下
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・
五
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六
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﹄
行
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︑
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〇
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年
︑
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一
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︒
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︑
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号
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」﹃
法
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時
報
﹄
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一
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︑
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九
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︒

（
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︑
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︒
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史
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︱
︱
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Ｏ
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︑
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︑
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史
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︿
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︒
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︑
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収
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︑
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︑
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︒
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︑
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収
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史
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︑
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︒
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︒
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︒
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︑
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︒
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︒
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︒
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史
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︒
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︑
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︒
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検
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︒
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セ
ス

日
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
︒

（
52
）  

「
宮
内
庁
　
週
刊
新
潮
に
抗
議
」﹃
読
売
新
聞
﹄
二
〇
一
三
年
六
月
一
四
日
朝
刊
︒

（
53
）  

今
野
元
﹃
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
六
世
　「
キ
リ
ス
ト
教
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
逆

襲
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
五
年

（
54
）  

「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
の
天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば
」
引
用
は
︑
宮
内
庁
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12

）
に
よ
る
︒
最

終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
︒
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
︒

（
55
）  

こ
の
補
論
を
執
筆
し
て
か
ら
五
日
後
︑「
皇
后
陛
下
お
誕
生
日
に
際
し
」
と
題
さ
れ
た

「
宮
内
庁
記
者
会
の
質
問
に
対
す
る
文
書
ご
回
答
」
の
中
で
︑
こ
の
「
生
前
退
位
」
に
つ

い
て
︑「
そ
れ
ま
で
私
は
︑
歴
史
の
書
物
の
中
で
も
こ
う
し
た
表
現
に
接
し
た
こ
と
が
一

度
も
な
か
っ
た
の
で
︑
一
瞬
驚
き
と
共
に
痛
み
を
覚
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
私
の

感
じ
過
ぎ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
述
べ
ら
れ
た
（http://w

w
w

.kunaicho.

go.jp/page/kaiken/show
/3

）︒
ま
た
︑ 「Yahoo! JA

PA
N

ニ
ュ
ー
ス
」 （http://new

s.yahoo.

co.jp/pickup/621839

）
で
も
︑
本
稿
と
同
様
の
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も

最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
四
日
︒
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　「
美
術
史
は
グ
ロ
ー
バ
ル
か
？
」
こ
の
挑
発
的
な
話
題
に
つ
い
て
︑
筆
者
は

二
〇
〇
五
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
コ
ー
ク
で
意
見
を
交
換
す
る
公
開
の
論
戦

の
席
に
招
聘
さ
れ
た
が
︑
事
情
に
よ
り
欠
席
し
た（

2
）

︒
当
時
の
会
議
速
記
録
に

眼
を
と
お
し
て
み
る
と
︑
ア
ジ
ア
か
ら
の
参
加
者
も
東
洋
美
術
史
の
研
究
者

も
皆
無
の
ま
ま
︑「
美
術
史
は
全
球
的
か
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
欠
落

は
︑「
全
球
的
美
術
史
」
な
る
も
の
を
専
門
家
の
集
会
と
し
て
実
現
す
る
の
が

い
か
に
困
難
か
︑
を
証
拠
立
て
て
い
る（

3
）

︒

　
コ
ー
ク
で
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
︑
筆
者
は
地
球
の

裏
側
で
︑
丸
木
位
里
・
俊
子
夫
妻
が
︑
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か

け
て
営
々
と
制
作
し
た
︽
原
爆
の
図
︾
に
つ
い
て
の
公
開
講
演
を
行
っ
て
い

た（
4
）

︒
こ
の
和
紙
に
墨
の
「
壁
画
」
は
冷
戦
期
以
来
「
世
界
平
和
運
動
」
の
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
装
置
と
し
て
活
躍
し
︑
現
在
で
は
ふ
た
り
の
画
家
を
記
念
す
る

美
術
館
に
や
す
ら
っ
て
い
る
︒︽
原
爆
の
図
︾
は
東
西
を
問
わ
ず
国
際
的
に
著

名
で
あ
り
︑
近
年
で
は
﹃
敗
北
を
抱
き
し
め
て
﹄（
一
九
九
九
）
で
ピ
ュ
ー

リ
ッ
ツ
ー
賞
を
受
賞
し
た
米
国
の
日
本
史
研
究
者
︑
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
ほ
か

に
よ
る
英
文
の
画
集
が
刊
行
さ
れ
︑
巷
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る（

5
）

︒
だ
が
一
般
社

会
か
ら
み
れ
ば
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
に
︑
今
日
な
お
︑
こ
の
作
品
は
学
術

的
な
美
術
史
研
究
の
世
界
で
は
︑
国
内
外
に
か
か
わ
ら
ず
正
面
か
ら
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
が
︑
き
わ
め
て
稀
な
ま
ま
で
あ
る
︒

　
日
本
に
お
け
る
学
問
的
な
美
術
史
学
に
あ
っ
て
︑
主
と
し
て
研
究
対
象
と

な
る
の
は
︑
古
典
の
巨
匠
で
あ
り
仏
教
関
係
の
遺
品
の
目
録
で
あ
る
︒
近
現

代
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
の
同
時
代
美
術
の
︑
そ
れ
も
高
度
に

政
治
的
な
含
意
を
宿
し
た
よ
う
な
作
品
は
︑
六
〇
年
代
末
の
熾
烈
な
る
「
学

園
紛
争
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
そ
の
余
燼
を
蒙
り
︑

美
術
史
は
全
球
化
し
う
る
か
？

―
―
極
東
の
視
点
か
ら
す
る
批
判
的
注
釈（

1
）

―
―

稲
賀
繁
美

研
究
ノ
ー
ト
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ア
カ
デ
ミ
ア
の
研
究
対
象
と
し
て
は
忌
避
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
過
言
で
な

い
︒
丸
木
夫
妻
の
作
品
に
言
及
す
る
の
は
（
古
参
の
唯
物
主
義
者
か
ら
新
左
翼

ま
で
の
振
幅
を
含
む
）
政
治
活
動
家
︑
近
年
の
「
カ
ル
ス
タ
」（cultural 

studies

）
実
践
者
な
ど
︑
も
っ
ぱ
ら
「
非
美
術
史
」
研
究
者
た
ち
で
あ
る
︒

「
主
流
に
し
て
正
統
の
」
︱
︱
す
な
わ
ち
男
性
が
主
流
を
な
し
︑
実
証
主
義
的

で
あ
り
︑
政
治
的
に
は
中
立
を
装
っ
た
形
式
分
析
の
徒
か
ら
な
る
︱
︱
「
美

術
史
家
」
た
ち
は
︑
政
治
談
議
や
「
文
化
研
究
」
な
ど
は
︑「
正
規
」
の
美
術

史
研
究
と
は
無
縁
と
み
て
︑
こ
れ
を
排
除
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る（

6
）

︒

　
原
爆
投
下
を
記
録
し
記
念
し
た
芸
術
作
品
の
命
運
は
︑
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

で
一
九
九
六
年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
十
一
回
国
際
美
術
史
学
会
に
は
︑
き
わ

め
て
適
切
な
話
題
で
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
そ
の
総
合
主
題
は
「
記
憶
と
忘
却
」

で
あ
り
︑「
記
念
の
芸
術
」
や
「
現
代
の
記
念
碑
︱
︱
戦
争
の
勝
者
と
敗
者
」

と
い
っ
た
分
科
会
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
︒
だ
が
日
本
か
ら
の
参
加

者
で
こ
の
話
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
皆
無
で
あ
り
︑
さ
ら
に
千
五
百
名
か

ら
の
会
員
数
を
誇
る
日
本
美
術
史
学
会
で
あ
る
の
に
︑
そ
の
会
員
か
ら
受
理

さ
れ
た
の
は
︑
た
っ
た
四
本
の
論
文
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
お
ま
け
に
︑
選
考

過
程
の
不
可
思
議
な
運
命
の
悪
戯
で
あ
ろ
う
か
︑（
エ
ラ
ス
ム
ス
賞
若
手
部
門

受
賞
者
を
含
む
）
研
究
者
や
博
士
号
取
得
者
か
ら
な
さ
れ
た
そ
れ
ら
四
本
の
提

案
は
︑
い
ず
れ
も
ポ
ス
タ
ー
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
廻
さ
れ
た
︒
欧
州
や
北
米
か

ら
の
提
案
で
あ
れ
ば
︑
博
士
論
文
未
提
出
の
院
生
で
す
ら
︑
そ
の
多
く
が
口

頭
発
表
の
機
会
を
得
て
い
た（

7
）

︒
こ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
明
白
だ
ろ

う
︒
以
上
が
「
世
界
美
術
史
」
議
論
の
前
提
と
な
る
土
俵
で
あ
る
︒

　
以
下
の
分
析
で
は
︑
コ
ー
ク
で
の
会
話
の
段
取
り
に
依
拠
し
て
︑
お
お
き

く
四
つ
の
話
題
に
分
け
て
分
析
を
す
す
め
た
い
︒
最
初
に
︑
西
洋
と
非
西
洋

世
界
と
の
関
係
︑
ふ
た
つ
目
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
専
門
分
野
と
し
て
の
美
術

史
学
に
関
連
す
る
制
度
上
の
問
題
︑
み
っ
つ
目
に
学
術
作
法
と
翻
訳
の
問
題
︑

最
後
に
︑
鍵
と
な
る
述
語
の
概
念
規
定
と
そ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
検
討

し
た
い（

8
）

︒

　

1
　
西
洋
美
術
史
と
非
西
洋
諸
美
術

　
美
術
の
歴
史
的
な
研
究
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
す
る
う
え
で
︑
も
っ
と

も
目
立
つ
障
碍
は
︑
国
際
美
術
史
学
会
（C

om
ité international d ’histoire de 

l ’art: C
IH

A

）
そ
の
も
の
に
あ
る
︒
今
に
至
る
ま
で
︑
そ
の
内
実
が
そ
の
名
に

見
合
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
た
し
か
に
国
際
的
な
協
会
で
あ
り
︑

（
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
や
ア
フ
リ
カ
は
手
薄
だ
が
）
ほ
ぼ
全
世
界
か
ら
の
参
加
を
得
て

い
る
も
の
の
︑
そ
の
主
た
る
対
象
は
西
洋
美
術
史
に
限
定
さ
れ
て
い
る（

9
）

︒
も

ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
「
東
洋
美
術
史
」
も
︑
い
さ
さ
か
気
ま
ぐ
れ
な
が
ら
散
発

的
に
は
お
仲
間
に
加
え
て
も
ら
っ
て
い
る
︒
早
い
時
期
で
は
第
一
次
世
界
大

戦
あ
け
の
一
九
二
一
年
パ
リ
大
会
で
︑
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
先
導
に

よ
っ
て
︑
日
本
美
術
︑
東
洋
美
術
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
日
本
か

ら
は
東
京
帝
国
大
学
の
瀧
精
一
（
一
八
七
三
︱
一
九
四
五
）
が
参
加
し
︑
東
洋
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美
術
史
に
つ
い
て
貢
献
を
な
し
た（

10
）

︒
だ
が
ア
ジ
ア
さ
ら
に
東
洋
一
般
は
︑
い

や
し
く
も
西
洋
で
の
学
術
作
法
と
し
て
は
︑
伝
統
的
に
「
東
洋
学
者
」
の
領

分
で
あ
り
︑
事
情
に
精
通
し
た
専
門
家
だ
け
の
閉
鎖
さ
れ
た
領
域
が
形
成
さ

れ
て
い
る
︒
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
の
今
や
あ
ま
り
に
有
名
な
﹃
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄（
一
九
七
八
）
は
︑
こ
の
学
術
伝
統
の
良
質
の
部
分
へ
も
︑

「
植
民
地
主
義
に
よ
る
簒
奪
」
と
い
う
︑
い
さ
さ
か
的
違
い
な
論
難
を
な
し
︑

一
部
に
は
回
復
不
可
能
な
深
手
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
︑
と
も
評
さ
れ

る（
11
）

︒
だ
が
そ
の
一
方
︑
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
東
洋
学
は
︑
よ
く
も
悪
く
も
︑

サ
イ
ー
ド
の
問
題
提
起
な
ど
無
視
し
て
存
続
し
て
い
る
︒

　
文
献
学
を
主
流
と
し
て
︑
習
得
困
難
な
東
洋
の
言
語
を
習
得
し
︑
地
域
研

究
者
と
し
て
︑
異
な
る
価
値
観
に
律
さ
れ
た
異
文
化
に
︑
部
分
的
に
せ
よ
順

応
し
た
東
洋
学
者
た
ち
は
︑
西
側
世
界
の
学
術
界
に
あ
っ
て
︑
専
門
家
集
団

と
し
て
は
︑
い
さ
さ
か
周
辺
的
な
存
在
に
留
ま
る
︒
か
れ
ら
の
学
術
へ
の
専

心
や
忠
誠
︑
謙
虚
さ
や
慎
み
や
高
潔
さ
が
︑
学
者
の
世
界
に
お
い
て
一
目
置

か
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
と
は
い
え
︑
ル
ネ
・
グ
ル
ッ
セ
の
よ
う
な
例
外
を

別
に
す
れ
ば（

12
）

︑
か
れ
ら
が
保
護
さ
れ
た
専
門
領
域
か
ら
外
へ
と
足
を
踏
み
出

し
︑
マ
ス
コ
ミ
の
寵
児
と
な
っ
て
︑
ひ
ろ
く
一
般
公
衆
に
ま
で
高
い
知
名
度

を
誇
る
と
い
っ
た
光
景
は
︑
特
権
的
な
い
く
つ
か
の
機
関
に
擁
護
さ
れ
た
例

外
的
著
名
人
の
場
合
に
限
ら
れ
よ
う
︒
む
し
ろ
世
間
か
ら
は
隔
絶
さ
れ
︑
素

人
の
う
か
つ
な
接
近
な
ど
峻
拒
し
つ
つ
︑
世
俗
の
利
害
か
ら
も
超
然
と
し
た

象
牙
の
塔
と
い
う
印
象
が
︑
東
洋
学
者
に
は
お
似
合
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
自

ら
に
課
し
た
こ
の
孤
高
の
姿
は
︑
東
洋
出
身
の
「
現
地
」
の
東
洋
学
者
た
ち

に
よ
っ
て
「
擬
態
」
さ
れ
た
︒
そ
れ
も
︑
か
れ
ら
は
自
ら
の
振
る
舞
い
が
猿

真
似
の
戯
画
じ
み
て
い
る
こ
と
に
も
無
自
覚
な
ま
ま
︑
祖
国
で
の
「
権
威
」

た
る
自
負
と
︑
ア
カ
デ
ミ
ー
の
中
枢
た
る
西
欧
の
首
都
で
は
現
地
出
身
の

「
情
報
提
供
者
」
と
し
て
遇
さ
れ
る
と
い
う
屈
辱
と
の
あ
い
だ
の
振
幅
を
︑
久

し
く
行
き
来
し
て
い
た
の
で
あ
る（

13
）

︒

　
実
際
︑
東
洋
出
身
で
︑
母
国
に
お
い
て
学
界
の
頂
点
を
極
め
た
少
数
の
学

者
た
ち
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
は
無
論
︑
一
九
六
〇
年
代
に
至
る
ま
で
︑

西
欧
（
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
共
産
圏
）
の
首
都
に
お
け
る
学
問
領
域
の

最
新
の
展
開
に
注
目
し
︑
そ
れ
に
追
随
し
︑
追
い
つ
く
こ
と
を
も
っ
て
︑
己

が
任
務
と
し
て
き
た
︒
留
学
に
よ
り
︑
西
欧
の
権
威
の
も
と
で
教
え
を
受
け
︑

最
新
の
学
術
に
習
熟
し
て
︑
故
郷
に
錦
を
飾
る
︱
︱
日
本
で
も
一
九
七
〇
年

代
末
く
ら
い
ま
で
は
︑
留
学
先
の
「
中
心
」
と
の
親
密
さ
︑
そ
こ
へ
の
忠
実

さ
を
誇
ら
し
げ
に
陳
列
す
る
こ
と
が
︑
ほ
と
ん
ど
の
新
帰
朝
者
（
多
く
は
男
性

で
︑
女
性
の
帰
還
者
は
稀
）
に
と
っ
て
︑
自
ら
の
箔
付
け
に
不
可
欠
な
儀
式

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

　
こ
の
典
型
的
に
植
民
地
主
義
的
な
行
動
類
型
は
︑
一
九
八
〇
年
代
以
降
︑

脱
植
民
地
主
義
が
喧
伝
さ
れ
る
世
の
中
と
な
っ
て
︑
人
種
構
成
の
う
え
で
は

表
面
的
に
は
解
消
さ
れ
た
︒
だ
が
逆
に
地
球
規
模
の
社
会
構
造
全
般
に
希
釈

さ
れ
て
蔓
延
し
た
︑
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
端
的
に
言
う
な
ら
ば
︑

そ
れ
は
例
え
ば
︑
大
英
帝
国
の
首
都
や
北
米
の
有
名
大
学
の
花
形
教
授
と
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な
っ
た
旧
植
民
地
出
身
者
と
︑
そ
の
か
つ
て
の
出
身
地
に
お
い
て
︑
社
会
的

不
利
益
を
蒙
り
つ
づ
け
る
民
衆
層
と
の
乖
離
で
あ
る
︒

　
だ
が
こ
の
よ
う
な
栄
達
は
︑
東
洋
学
の
領
分
に
あ
っ
て
は
︑
必
然
的
に
二

重
の
自
己
疎
外
を
招
く
も
の
で
あ
り
︑
厄
介
な
二
重
拘
束
（double-bind

）
を

引
き
起
こ
す
︒
な
ぜ
な
ら
︑
西
洋
世
界
に
お
い
て
は
日
本
美
術
史
の
権
威
で

あ
り
目
利
き
と
し
て
遇
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
︑
母
国
に
戻
れ
ば
︑

今
度
は
西
洋
舶
来
の
最
新
知
識
を
完
璧
に
身
に
付
け
た
様
子
を
披
瀝
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
だ
︒
美
術
史
の
場
合
に
︑
こ
こ
で
と
り
わ
け
厄
介

な
の
は
︑
西
欧
や
北
米
の
み
な
ら
ず
東
欧
に
あ
っ
て
も
︑
あ
ち
ら
側
の
学
者

や
愛
好
家
た
ち
は
︑
ひ
た
す
ら
浮
世
絵
版
画
や
印
籠
・
根
付
を
珍
重
す
る
こ

と
だ
ろ
う（

14
）

︒
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
江
戸
徳
川
末
期
以
来
の
民
衆
的
工
芸
品
は
︑

日
本
の
文
人
や
（
明
治
時
代
に
導
入
さ
れ
た
）
華
族
や
貴
族
︑
武
士
階
級
の
末

裔
を
自
称
す
る
人
種
か
ら
は
︑
ハ
ナ
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
代
物
で
あ
り
︑
西
洋

の
美
術
史
的
価
値
観
の
仕
込
み
に
よ
っ
て
洗
脳
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学

者
と
し
て
は
︑
こ
れ
ら
を
峻
拒
し
て
排
除
し
な
く
て
は
︑
沽
券
に
関
わ
る
仕

儀
と
な
る
︒

　
と
な
る
と
ど
う
か
︒
普
遍
的
と
称
す
る
美
意
識
（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古

典
や
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
）
を
公
言
す
る
か
ぎ
り
︑
自
分
た
ち
の
先
生
で

あ
る
西
側
の
教
授
た
ち
が
高
く
評
価
す
る
よ
う
な
種
類
の
日
本
の
芸
術
品（
浮

世
絵
版
画
や
印
籠
︑
根
付
）
を
前
に
し
て
︑
そ
れ
ら
に
は
文
化
的
価
値
な
ど
あ

り
ま
せ
ん
︑
と
否
認
し
て
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
羽
目
に
陥
る
︒
自
己
肯

定
の
た
め
に
は
己
の
出
自
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
皮
肉
な
二
重
の

屈
曲
は
︑
お
そ
ら
く
日
本
の
学
者
た
ち
が
戦
前
期
よ
り
長
ら
く
克
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
︱
︱
な
い
し
不
器
用
に
露
呈
さ
せ
続
け
る
ほ
か
な
か
っ

た
︱
︱
複
雑
な
劣
等
複
合
（
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
）
の
一
端
を
説
明
し
て
く
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か（

15
）

︒
こ
う
し
た
居
心
地
の
悪
さ
が
︑
ア
フ
リ
カ
出
身
の
ア

メ
リ
カ
人
学
者
︱
︱
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
そ
れ
を
代
弁
す
る
進
歩
的
な

米
国
籍
の
学
者
た
ち
︱
︱
に
よ
っ
て
︑
政
治
的
権
利
主
張
と
し
て
声
高
に
表

明
さ
れ
た
の
が
︑
一
九
八
四
年
に
﹃
二
十
世
紀
の
未
開
主
義
﹄
と
い
う

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
現
代
美
術
館
を
舞
台
と
し
た
大
掛
か
り
な
展
覧
会
を
機
会

に
展
開
さ
れ
た
︑
辛
辣
な
批
判
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う（

16
）

︒

　
同
じ
コ
イ
ン
の
裏
側
と
し
て
露
呈
す
る
の
が
︑
国
粋
主
義
丸
出
し
の
民
族

主
義
的
自
己
主
張
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
言
説
と
し
て
の
「
日
本
美
術
史
」
創
建

の
時
代
︱
︱
そ
れ
を
仮
に
「
近
代
」
と
定
義
し
て
も
よ
か
ろ
う
︱
︱
に
典
型

的
な
姿
を
示
す
︒
だ
が
︑
そ
も
そ
も
そ
れ
な
く
し
て
は
「
日
本
美
術
史
」
な

る
も
の
の
創
建
が
あ
り
え
な
か
っ
た
︒
大
日
本
帝
国
の
最
初
の
公
式
な
美
術

史
記
述
た
る
﹃
日
本
美
術
史
﹄L’H

istoire de l’art du Japon

は
一
九
〇
〇
年
の

パ
リ
万
国
博
覧
会
の
お
り
に
編
纂
さ
れ
た
︒
そ
れ
以
前
に
は
例
え
ば

一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
折
︑
日
本
趣
味
の
最
盛
期
に
︑
欧
州
側

の
愛
好
者
た
ち
の
需
要
に
応
ず
る
べ
く
︑
日
本
の
陶
磁
器
の
産
地
と
名
称
に

つ
い
て
の
基
礎
的
な
解
説
冊
子
が
刊
行
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
︒
い
う
ま
で
も

な
く
︑「
工
芸
」（arts and crafts

）（
こ
れ
に
は
陶
芸
も
含
ま
れ
る
）
だ
け
で
は
︑
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日
出
ず
る
帝
国
に
「
美
術
」（Fine A

rts

）
と
称
し
て
遜
色
な
い
分
野
が
確
固

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
誇
示
す
る
に
は
︑
ど
う
に
も
役
不
足
で
あ
る
︒
ギ

リ
シ
ャ
古
典
期
の
彫
刻
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
遺
産
が
︑
廃
仏
毀
釈
で
荒
廃
し

て
い
た
仏
教
寺
院
か
ら
二
束
三
文
で
廃
棄
さ
れ
か
け
た
ガ
ラ
ク
タ
か
ら
「
古

代
再
発
見
」
よ
ろ
し
く
「
発
掘
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
最
初

の
救
出
作
戦
が
︑
一
八
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
「
古
社
寺
調
査
」
で
あ

り
︑
七
世
紀
以
来
の
飛
鳥
︑
奈
良
を
始
め
と
す
る
作
品
の
年
代
確
定
作
業
が

進
め
ら
れ
︑「
古
社
寺
保
存
法
」
と
い
う
法
律
に
結
実
す
る
︒
名
誉
回
復
し
た

仏
教
的
古
代
の
実
相
が
︑
パ
リ
の
一
九
〇
〇
年
の
万
国
博
覧
会
で
誇
ら
し
げ

に
展
示
さ
れ
︑
そ
れ
ま
で
の
欧
米
の
日
本
美
術
愛
好
者
た
ち
が
日
本
文
明
に

関
し
て
抱
い
て
い
た
「
誤
解
」
を
「
是
正
」
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た（

17
）

︒

　﹃
日
本
美
術
史
﹄（
一
九
〇
〇
）
が
い
か
な
る
範
疇
論
的
な
転
換
を
発
揮
し

よ
う
と
目
さ
れ
た
刊
行
物
か
を
理
解
す
る
に
は
︑
一
介
の
版
画
絵
師
た
る
葛

飾
北
斎
に
関
す
る
記
述
に
一
瞥
を
く
れ
る
だ
け
で
充
分
だ
ろ
う（

18
）

︒
そ
れ
ま
で

北
斎
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
日
本
美
術
愛
好
家
た
ち
に
よ
っ
て
︑
日
本
絵

画
史
総
体
の
頂
点
を
な
す
も
の
と
評
価
さ
れ
︑
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
の
﹃
日
本
美

術
﹄L’A

rt japonais

（
一
八
八
三
）
で
賞
賛
の
対
象
と
さ
れ
︑
エ
ド
モ
ン
・
ド
・

ゴ
ン
ク
ー
ル
の
﹃
北
斎
伝
﹄H

okousaï

（
一
八
九
六
）
の
刊
行
を
見
た
︒
だ
が

日
本
の
博
覧
会
事
務
局
が
発
刊
し
た
巨
大
な
﹃
日
本
美
術
史
﹄
の
な
か
で
は
︑

北
斎
に
は
︑
わ
ず
か
十
三
行
の
略
歴
記
述
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
︑
浮
世
絵

版
画
の
画
工
た
ち
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た（

19
）

︒
普
遍
性
を
喧
伝

し
よ
う
と
意
図
す
る
︑
日
本
政
府
に
よ
る
正
統
な
る
美
術
史
言
説
は
︑
エ

リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ス
ボ
ー
ム
流
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
︑
西
洋
化
を
目
指
す
近

代
日
本
に
お
い
て
「
再
創
生
」（reinvent

）
さ
れ
︑
も
っ
て
西
側
世
界
の
潜
在

的
期
待
に
応
え
る
と
と
も
に
︑
日
本
の
国
家
的
自
負
・
国
民
的
自
尊
心
を
満

た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
同
時
代
の
イ
ン
ド
︑
と
り
わ
け
カ
ル
カ
ッ
タ
周
辺
で
発
生
し
た
ス

ワ
デ
シ
運
動
に
触
れ
て
お
く
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
︒
そ
れ
は
英
国
産
品

を
拒
否
し
︑
自
国
産
品
購
買
を
訴
え
て
「
国
民
意
識
」
を
樹
立
し
よ
う
と
す

る
広
範
な
運
動
だ
っ
た
︒
パ
ー
サ
・
ミ
ッ
タ
ー
や
ト
ポ
テ
ィ
・
グ
ー
ハ
=
タ

ク
ル
タ
ほ
か
の
研
究
者
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
民
族
主
義

の
胎
動
の
文
脈
で
︑「
本
質
的
な
イ
ン
ド
性
」（essential Indianness

）
な
る
観

念
が
︑
Ｅ
・
Ｂ
・
ハ
ベ
ル
︑
Ａ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
あ
る
い
は
シ
ス
タ
ー
・

ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
と
い
っ
た
人
々
を
中
心
に
し
て
提
唱
さ
れ
︑
こ
れ
が
新
た
な

国
民
主
義
的
「
イ
ン
ド
美
術
史
」
構
想
の
核
を
な
す
こ
と
と
な
っ
た（

20
）

︒
か
れ

ら
は
︑
お
よ
そ
こ
の
「
本
質
的
イ
ン
ド
性
」
に
抵
触
す
る
よ
う
な
外
来
の
影

響
を
容
認
す
る
こ
と
な
ど
︑
一
切
拒
絶
す
る
と
い
う
姿
勢
を
貫
く
︒
そ
こ
で

は
︑
そ
れ
以
前
の
西
洋
の
学
術
が
︑
グ
レ
コ
・
ロ
ー
マ
ン
の
規
範
と
の
親
和

性
ゆ
え
に
高
く
評
価
し
て
い
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
像
彫
刻
の
意
義
も
︑
全
否

定
さ
れ
る
に
等
し
い
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た（

21
）

︒

　
そ
こ
に
直
接
関
与
し
た
の
が
︑ 

岡
倉
覚
三 

（
一
八
六
三
︱
一
九
一
三
）︑ 

号
で

天
心
と
知
ら
れ
る
ひ
と
り
の
日
本
人
で
あ
っ
た
︒
一
九
〇
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
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語
版
日
本
美
術
史
（
そ
の
原
稿
は
の
ち
に
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
記
﹄
と
し
て

刊
行
） 
の
編
集
初
期
に
関
与
し
た
こ
の
美
術
行
政
官
は
︑ 

一
九
〇
一
年
末
か
ら

一
年
弱
イ
ン
ド
に
滞
在
し
﹃
東
洋
の
理
想
﹄T

he Ideals of the East

（
一
九
〇
四
）

を
英
文
で
刊
行
す
る
︒
こ
の
著
作
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
国
民
主
義
的
な
美
術

史
構
想
の
発
現
に
︑
少
な
か
ら
ぬ
刺
激
を
与
え
た
︒
こ
の
著
作
の
末
尾
に
は

「
内
部
か
ら
の
勝
利
か
︑
し
か
ら
ず
ん
ば
外
部
か
ら
の
力
ず
く
の
死
か
」
と
い

う
檄
が
読
ま
れ
る（

22
）

︒
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
知
的
高
揚
と
も
︑
見
事
に
平
ひ
ょ
う

仄そ
く

が

合
っ
て
い
る
︒
ボ
ス
ト
ン
の
社
交
界
に
あ
っ
て
︑
イ
ザ
ベ
ル
・
ス
チ
ュ
ワ
ー

ト
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
お
気
に
入
り
で
も
あ
っ
た
岡
倉
は
︑
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

の
東
洋
美
術
部
門
の
蒐
集
展
示
に
も
貢
献
を
な
し
た
︒
そ
こ
に
は
東
洋
文
明

の
遺
産
の
精
髄
を
︑
美
術
を
通
じ
て
西
洋
の
公
衆
に
示
し
︑
も
っ
て
東
洋
美

術
史
に
世
界
普
遍
の
認
知
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
強
固
な
意
思
が
見
受
け
ら

れ
る（

23
）

︒
東
洋
美
術
は
西
洋
の
片
割
れ
に
と
っ
て
不
可
欠
の
半
身
と
な
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
東
西
湊
合
の
構
想
を
受
け
つ
い
だ
の
が
︑
続

く
世
代
の
︑
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
よ
う
な
美
術
史
家
で

あ
っ
た
︒
か
れ
ら
は
︑
両
大
戦
間
の
世
界
市
民
意
識
（
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
イ
ス
ム
）

高
揚
の
時
期
に
︑
東
西
両
方
の
学
術
を
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
世
界
美
術

史
を
樹
立
す
る
夢
想
を
逞
し
く
し
た
の
で
あ
る（

24
）

︒

　
と
は
い
え
︑
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
続
く
英
文
著
作

﹃
茶
の
本
﹄T

he B
ook of Tea

（
一
九
〇
六
）
で
岡
倉
は
︑
西
洋
の
流
儀
で
東
洋

美
術
を
鑑
賞
す
る
こ
と
な
ど
希
望
し
な
い
と
︑
き
っ
ぱ
り
宣
言
す
る
︒
道
教

思
想
や
禅
仏
教
を
頼
り
と
し
て
︑
岡
倉
は
西
洋
の
読
者
を
説
得
す
る
︒
東
洋

の
精
神
性
を
重
ん
じ
た
審
美
的
信
仰
と
そ
の
非
物
質
的
美
と
は
︑
西
洋
の
肉

体
的
・
物
質
的
な
美
と
は
対
極
に
位
置
す
る
も
の
な
の
だ
︑
と
︒
茶
室
の
空

虚
さ
は
︱
︱
と
彼
は
論
じ
る
︱
︱
西
洋
式
の
賞
牌
（
ト
ロ
フ
ィ
ー
）
を
見
せ
び

ら
か
す
よ
う
な
美
術
館
の
戦
利
品
陳
列
と
は
お
よ
そ
両
立
し
な
い
︒
茶
の
実

践
は
︑
視
覚
に
ば
か
り
重
き
を
置
い
て
︑
五
感
の
う
ち
そ
れ
以
外
の
四
感
を

軽
視
す
る
よ
う
な
西
洋
の
美
術
鑑
賞
に
は
︑
容
易
に
溶
け
込
ま
な
い
︒
岡
倉

は
ま
た
︑
ア
ジ
ア
の
美
術
に
お
い
て
は
高
級
美
術
（Fine A

rts

）
を
工
芸
（arts 

and crafts

）
か
ら
明
確
に
区
分
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
主
張
し
︑（
不
成
功
に
は

終
わ
る
が
）
西
洋
の
範
疇
に
代
え
て
︑
手
仕
事
に
よ
る
巧
を
す
べ
て
包
含
す

る
美
術
範
疇
と
し
て
「
巧
芸
」（refined arts

）
な
る
新
語
を
提
唱
し
て
も
い
る（

25
）

︒

　
こ
う
し
て
み
れ
ば
︑
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
︒
岡
倉
と
い
う
︑
東
洋
に

お
け
る
美
術
史
概
念
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
提
唱
者
の
う
ち
に
︑
す
で
に
二
十
世

紀
初
頭
の
段
階
で
︑
あ
る
思
想
が
胚
胎
し
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
美
術
史
を

全
球
化
し
よ
う
と
い
っ
た
企
て
は
︑
な
か
ば
無
意
識
の
う
ち
に
︑
密
か
な
欺

瞞
と
自
己
中
心
主
義
と
を
抱
え
込
ん
で
い
た
︒
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
理
論

的
な
抵
抗
を
決
然
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
に
も
︑﹃
茶
の
本
﹄
と
い
う
二
十
世

紀
初
頭
の
英
文
著
作
の
企
て
の
意
図
は
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が（

26
）

︒
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2
　 
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
制
度
お
よ
び
学
統
＝
作
法
︵discipline

︶
と

し
て
の
「
美
術
史
」

　
こ
こ
に
謂
わ
ば
「
東
洋
美
術
史
」
創
設
の
「
出
産
外
傷
」
を
認
め
て
も
よ

か
ろ
う
︒
だ
が
そ
れ
は
︑
日
本
に
お
い
て
美
術
史
学
が
官
立
の
学
統
と
し
て

制
度
的
統
制
を
受
け
る
な
か
で
︑
抑
圧
さ
れ
て
い
っ
た
︒
と
は
い
え
精
神
分

析
流
に
い
え
ば
︑
抑
圧
さ
れ
た
も
の
は
︑
い
や
お
う
な
く
回
帰
す
る
︒
そ
の

回
帰
し
た
亡
霊
は
︑
学
統
の
全
球
化
に
い
か
な
る
生
得
的
な
障
害
物
が
立
ち

は
だ
か
っ
た
か
を
暴
露
す
る
︒
東
京
帝
国
大
学
に
美
術
史
の
講
座
が
設
け
ら

れ
た
の
は
一
九
一
六
年
︑
瀧
精
一
が
そ
の
初
代
の
椅
子
に
座
っ
た
︒
京
都
︑

九
州
︑
東
北
な
ど
い
く
つ
か
の
帝
国
大
学
が
そ
れ
に
後
続
し
た
（
そ
こ
に
は

一
九
一
〇
年
に
日
本
に
併
合
さ
れ
た
朝
鮮
の
︑
現
在
の
ソ
ウ
ル
に
一
九
二
六
年
に
開

設
さ
れ
た
京
城
帝
国
大
学
に
設
置
さ
れ
た
学
科
も
含
ま
れ
る
が
︑
こ
れ
と
は
対
照
的

に
一
九
二
八
年
設
置
の
台
北
帝
国
大
学
に
は
︑
美
術
史
学
科
は
置
か
れ
な
い

（
27
）

）︒
戦

前
期
の
講
座
数
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
明
治
期
の
美
術
史
学
に
つ

い
て
の
制
度
的
な
総
括
と
し
て
は
︑
木
代
修
一
が
一
九
三
六
年
に
執
筆
し
た

記
事
が
知
ら
れ
る（

28
）

︒
そ
こ
に
は
︑
美
術
史
学
︑
考
古
学
お
よ
び
美
学
を
含
む

領
域
に
つ
い
て
三
十
名
強
の
学
者
の
名
前
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
そ
れ

以
降
︑
こ
う
し
た
評
定
は
二
度
と
な
さ
れ
な
か
っ
た
︒

　
国
際
的
な
名
声
を
博
し
た
伝
説
的
な
学
者
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
三
名
の
み

を
挙
げ
る
に
留
め
た
い
︒
大
村
西
崖
（
一
八
六
八
︱
一
九
二
七
）
は
中
国
の
彫

像
・
絵
画
研
究
で
知
ら
れ
︑
戦
前
の
中
華
民
国
期
に
は
そ
の
著
作
が
中
国
語

に
訳
出
さ
れ
て
︑
専
門
家
た
ち
の
基
礎
的
な
参
照
文
献
と
し
て
遇
さ
れ
た（

29
）

︒

大
村
は
密
教
美
術
に
関
し
て
の
文
献
的
整
理
で
博
士
号
を
取
得
し
た
が
︑
日

本
に
お
け
る
東
洋
美
術
史
と
い
う
領
域
の
枠
組
は
︑
お
お
む
ね
大
村
の
世
代

に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
と
み
て
語
弊
は
あ
る
ま
い
︒
そ
こ
に
は
書
画
骨
董
へ

の
愛
着
が
濃
厚
に
残
存
し
︑
西
洋
考
古
学
へ
の
目
配
せ
が
弱
い
反
面
︑
石
碑
・

石
像
を
視
野
に
収
め
て
い
る
︒

　
中
国
の
文
物
に
著
し
く
傾
斜
し
た
︑
こ
う
し
た
「
東
洋
美
術
史
」
の
枠
組

み
は
︑
基
本
的
に
は
近
年
に
至
る
ま
で
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
通
用
し
て

き
た
︒
大
村
は
﹃
真
美
大
観
﹄
二
十
巻
（
一
八
九
九
～
一
九
〇
八
）
の
編
纂
に

参
画
し
た
が
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
弟
子
筋
の
仏
教
学
者
︑
高
楠
順
次

郎
（
一
八
六
六
︱
一
九
四
五
）
の
協
力
を
得
て
︑
そ
の
図
版
解
説
は
独
立
し
た

和
文
・
英
文
両
方
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
続
く
の
が
﹃
東
洋
美
術
大

鑑
﹄（
十
五
巻
︑
一
九
〇
八
～
一
九
一
八
）
だ
が
︑
こ
ち
ら
の
解
説
は
和
文
の
み

と
な
っ
て
い
る
︒
総
じ
て
︑
出
発
点
と
な
っ
た
「
東
洋
美
術
史
」
の
初
期
設

定
の
限
定
ゆ
え
に
︑
日
本
の
東
洋
美
術
史
研
究
は
（
浜
田
耕
作
主
導
の
「
考
古

学
」
と
は
対
照
的
に
）
西
洋
の
学
術
か
ら
は
比
較
的
に
隔
絶
し
た
発
展
を
遂
げ

た
︒
ま
た
次
世
代
の
日
本
の
学
究
た
ち
は
︑
ア
ジ
ア
各
地
の
近
現
代
あ
る
い

は
同
時
代
の
美
術
は
︑
自
分
た
ち
の
関
心
領
分
に
は
あ
ら
ず
と
し
て
︑
近
代

以
前
の
古
美
術
に
自
足
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
現
代
ア
ジ
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ア
美
術
に
眼
を
向
け
た
最
初
の
公
共
美
術
館
で
あ
る
福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
が

開
館
さ
れ
る
の
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
半
世
紀
︑
二
十
世
紀
も
押
し

詰
ま
っ
た
一
九
九
九
年
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
︒

　
西
洋
世
界
で
も
っ
と
も
著
名
な
日
本
人
美
術
史
家
と
い
え
ば
︑
矢
代
幸
雄

（
一
八
九
〇
︱
一
九
七
五
）
だ
ろ
う（

30
）

︒
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
レ
ン
ソ
ン
の
弟
子
と

し
て
矢
代
は
浩
瀚
な
る
﹃
サ
ン
ド
ロ
・
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
﹄（
一
九
二
五
）

を
︑
英
文
に
よ
り
メ
デ
ィ
チ
協
会
よ
り
上
梓
し
た
︒
こ
れ
は
今
日
な
お
︑
イ

タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
に
つ
い
て
日
本
か
ら
な
さ
れ
た
国
際
的
な
貢
献

と
し
て
名
を
と
ど
め
る
︒
こ
の
著
述
で
矢
代
は
作
品
の
部
分
拡
大
写
真
を
多

用
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
帰
属
に
関
す
る
仮
説
を
展
開
し
た
︒
帰
国
後
の
矢
代

は
上
野
に
創
設
さ
れ
た
「
美
術
研
究
所
」
の
初
代
所
長
と
し
て
も
記
憶
さ
れ

る
︒
戦
時
下
に
刊
行
さ
れ
た
主
著
﹃
日
本
美
術
の
特
質
﹄（
初
版
：
一
九
四
四

年
︑
第
二
版
：
一
九
六
五
年
）
は
日
本
美
術
の
国
民
的
特
質
を
「
印
象
的
」「
装

飾
的
」「
象
徴
的
」「
感
傷
的
」
と
い
う
四
つ
の
形
容
辞
に
よ
っ
て
議
論
し
よ

う
と
し
た
︒
著
者
の
広
範
な
知
識
を
背
景
に
︑
洋
の
東
西
に
架
橋
し
た
こ
の

浩
瀚
な
る
著
述
は
︑
当
時
「
普
遍
的
」
と
み
な
さ
れ
た
公
準
に
よ
っ
て
︑
東

洋
美
術
の
一
分
岐
た
る
日
本
美
術
に
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
︒

国
民
的
特
性
を
摘
出
し
よ
う
と
す
る
志
向
な
ど
は
︑
今
日
の
基
準
か
ら
す
れ

ば
時
代
遅
れ
だ
ろ
う
が
︑
当
時
そ
う
し
た
議
論
が
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

否
定
で
き
ま
い
︒
こ
の
記
念
碑
的
な
著
述
は
︑
本
来
な
ら
ば
世
界
的
な
視
野

か
ら
吟
味
さ
れ
る
べ
き
問
題
作
で
あ
り
︑
ま
た
著
者
本
人
も
そ
れ
を
見
越
し

て
英
訳
の
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
︒
結
果
的
に
英
訳
は
実
現
さ
れ
る

こ
と
な
く
終
わ
っ
た
た
め
︑
本
書
は
西
側
世
界
で
は
不
在
の
ま
ま
に
放
置
さ

れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
全
球
的
美
術
史
な
る
企
て
が
は
た
し
て
実
現
可
能
な

の
か
︒
そ
の
際
︑
西
側
世
界
の
二
十
世
紀
中
葉
に
お
け
る
規
範
が
︑
ど
こ
ま

で
非
西
洋
世
界
に
適
応
可
能
な
の
か
︒
そ
う
し
た
問
い
の
射
程
を
測
定
す
る

う
え
で
︑
本
書
に
は
︑
あ
ら
た
め
て
今
日
的
な
意
義
が
見
出
さ
れ
う
る（

31
）

︒

　
こ
こ
に
三
人
目
と
し
て
加
え
る
べ
き
は
︑
島
田
修
二
郎
（
一
九
〇
七
︱

一
九
九
四
）
だ
ろ
う
︒
島
田
は
︑
日
本
の
敗
戦
後
︑
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
を

中
心
と
し
て
︑
日
本
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
専
門
家
を
一
世
代
に
わ

た
っ
て
育
成
し
た
︒
ア
ジ
ア
美
術
史
と
い
う
学
術
領
域
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
存

在
と
し
て
認
知
さ
せ
る
う
え
で
︑
島
田
の
貢
献
は
︑
中
国
美
術
の
場
合
の
︑

二
世
代
下
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
名
誉
教
授
︑
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
学

芸
員
︑
聞
方
（W

en Fong

一
九
三
〇
︱
　
）
の
そ
れ
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
意
義

を
担
う（

32
）

︒

　
さ
て
︑
こ
れ
ら
三
名
の
傑
出
し
た
美
術
史
家
の
名
前
の
み
な
ら
ず
︑
況ま

し

て
い
わ
ん
や
︑
そ
の
他
の
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
ア
ジ
ア
の
美
術
史
者
の
名
前

は
︑
ウ
ド
・
ク
ル
タ
ー
マ
ン
の
ド
イ
ツ
語
の
著
作
﹃
美
術
史
学
の
歴
史
﹄（
初

版
：
一
九
八
一
）
に
も
︑
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
バ
ザ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
著
作
﹃
美

術
史
の
歴
史
﹄（
一
九
八
六
）
に
も
︑
英
語
圏
の
類
書
に
も
︑
一
度
と
し
て
登

場
し
な
い（

33
）

︒
こ
の
欠
落
は
な
ぜ
発
生
し
た
の
か
︒
そ
こ
に
は
構
造
的
な
三
重

の
知
的
盲
目
が
作
用
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
東
洋
か
ら
な
さ
れ
た
西
洋
美
術
史
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に
た
い
す
る
貢
献
は
︑
定
義
か
ら
し
て
付
属
的
・
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
︒
つ
ぎ
に
︑
東
洋
美
術
史
と
い
う
領
域
は
︑
西
側
世
界
で
定
義
さ
れ
る

「
美
術
史
」
と
い
う
学
統
に
は
含
ま
れ
な
い
︒
こ
こ
で
い
う
「
美
術
史
」
と
は
︑

暗
黙
の
う
ち
に
︑「
西
洋
美
術
史
」
の
み
を
意
味
し
て
お
り
︑
東
洋
美
術
史
を

最
初
か
ら
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
東
洋
美
術
史
に
み
だ
り
に
踏
み
込

む
こ
と
は
︑
東
洋
学
者
（
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
）
た
ち
の
領
界
を
不
用
意
に
侵

犯
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
だ
︒
そ
の
う
え
で
第
三
に
︑
東
洋
美
術

に
つ
い
て
東
洋
出
身
の
研
究
者
が
い
か
に
厳
格
に
し
て
有
意
義
な
学
術
的
貢

献
を
成
し
遂
げ
よ
う
が
︑
そ
れ
ら
の
成
果
が
東
洋
の
言
語
即
ち
非
西
洋
語
で

記
述
さ
れ
る
か
ぎ
り
︑
そ
れ
ら
は
︑
こ
う
し
た
東
洋
の
作
業
言
語
へ
の
ア
ク

セ
ス
の
な
い
西
洋
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
︑
不
在
で
あ
る
に
等
し
い
︒
い
う

ま
で
も
あ
る
ま
い
が
︑
こ
れ
ら
の
「
東
洋
」
の
作
業
言
語
も
ま
た
「
東
洋
学

者
」
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
仕
組
み
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
作
業
言
語
の
問
題
が
︑
専
門
学
会
誌
と
の
関
連
で
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
︒
岡
倉
は
一
八
八
九
年
に
﹃
國
華
﹄
と
い
う
定
期
刊
行
物
を
創
刊

し
た
︒
そ
の
モ
デ
ル
に
はB

urlington M
agazine

︑Gazette des B
eaux-A

rts

な

ど
が
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
本
誌
が
主
た
る
対
象
を
も
っ
ぱ
ら
日
本
美
術
に
限
定

し
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
︑
矢
代
は
一
九
三
二
年
に
﹃
美
術
研
究
﹄
を
発
刊
す

る
︒
こ
こ
で
は
東
洋
美
術
も
視
野
に
収
め
ら
れ
た
︒
こ
れ
ら
は
と
も
に
今
日

に
い
た
る
ま
で
︑
日
本
に
お
け
る
基
本
的
な
美
術
史
の
学
術
誌
の
地
位
を

保
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑﹃
國
華
﹄
は
今
で
は
存
続
し
続
け
て
い
る
世

界
最
古
の
美
術
研
究
誌
に
昇
格
し
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
創
刊
の
時
点
に
あ
っ
て
は
き
わ
め
て
先
見
の
明
に
満
ち
て

い
た
両
誌
だ
が
︑
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
論
考
は
︑
個
々
の
作
品
の
文
献
学
的

な
目
録
作
り
と
実
証
的
な
分
析
的
記
述
に
集
中
し
て
お
り
︑
そ
れ
以
降
の
時

代
の
西
欧
学
術
で
の
方
法
論
的
展
開
に
は
︑
さ
し
て
注
意
が
向
け
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
︒
日
本
の
敗
戦
後
に
は
一
九
四
九
年
に
美
術
史
学
会
の
学
会
誌
と

し
て
﹃
美
術
史
﹄
が
発
刊
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
西
洋
美
術
史
の
論
文
に
も
大

き
な
紙
面
が
割
か
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
れ
ら
を
含
む
主
要
な
学
術
誌
に
は
︑

た
し
か
に
英
文
を
中
心
と
し
て
欧
文
の
要
約
が
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
︒
だ
が

通
常
の
西
洋
お
よ
び
非
日
本
専
門
家
の
美
術
史
家
一
般
に
は
︑
日
本
で
発
刊

さ
れ
る
こ
れ
ら
の
学
術
誌
は
目
の
届
く
範
囲
に
は
な
く
︑
ま
た
東
洋
学
者
の

ち
い
さ
な
専
門
圏
内
を
別
と
す
れ
ば
︑
通
常
の
欧
米
の
「
美
術
史
家
」
た
ち

が
︑
掲
載
論
文
に
真
剣
な
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
も
な
い
︒（
掲
載
論
文
に
関

心
を
寄
せ
る
の
は
「
東
洋
学
」
の
学
徒
で
あ
り
︑
定
義
か
ら
し
て
「
美
術
史
家
」
で

は
な
い
︑
と
い
う
循
環
論
法
で
あ
る
）︒
同
様
の
事
態
は
︑
お
そ
ら
く
は
中
国
語

や
韓
国
語
で
刊
行
さ
れ
︑
東
ア
ジ
ア
専
門
の
研
究
図
書
館
の
棚
に
積
み
上
げ

ら
れ
て
ゆ
く
あ
ま
た
の
非
欧
米
語
学
術
誌
に
つ
い
て
も
︑
お
お
よ
そ
は
当
て

嵌は
ま

る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
こ
れ
ら
の
学
術
誌
は
︑
美
術
史
学
の
全グ
ロ
ー
バ
ル球

化
に
つ
い
て
︑
ど
の
程
度
の
注

意
を
払
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か（

34
）

︒
詳
細
を
省
い
て
鳥
瞰
す
る
か
ぎ
り
︑
形
式

的
あ
る
い
は
図
像
学
的
分
析
を
も
っ
て
良
し
と
す
る
伝
統
が
貫
徹
さ
れ
て
い
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る
こ
と
の
結
果
と
し
て
︑
理
論
的
な
考
察
は
概
し
て
埒
外
に
置
か
れ
て
き
た

と
い
っ
て
語
弊
は
な
い
︒「
美
術
史
の
全
球
化
」
と
い
う
話
題
は
︑
専
門
学
術

誌
の
関
心
の
埒
外
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
︒
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹃
言
語
学
概
論
﹄

（
一
九
一
六
）
は
早
く
も
一
九
二
八
年
に
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
お
り
︑
ミ
ッ

シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
﹃
言
葉
と
物
﹄（
一
九
六
七
）
も
一
九
七
四
年
に
は
翻

訳
さ
れ
︑
一
九
七
〇
年
代
に
は
構
造
主
義
が
日
本
の
思
想
界
で
も
大
流
行
を

み
た
︒
だ
が
こ
こ
で
動
員
さ
れ
た
よ
う
な
批
判
的
道
具
立
て
は
︑
こ
と
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
美
術
史
研
究
の
学
術
誌
に
は
導
入
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
︑
と

い
っ
て
過
言
で
な
い
︒
西
欧
で
流
行
を
み
た
︑
美
術
や
芸
術
の
社
会
的
機
能

に
関
す
る
芸
術
社
会
学
的
議
論
や
制
度
論
も
︑
一
部
で
八
〇
年
代
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
も
の
の
︑
美
術
史
の
学
術
誌
の
投
稿
論
文
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た（

35
）

︒
日
本
美
術
や
東
洋
美
術
を
専
攻
す
る
日
本
の
学
界
の
流
儀
か
ら

み
れ
ば
︑
そ
う
し
た
問
題
意
識
そ
の
も
の
が
︑
学
統
に
と
っ
て
は
不
適
切
と

看
做
さ
れ
た
︒
よ
う
や
く
一
九
九
〇
年
代
を
迎
え
て
︑
こ
う
し
た
学
界
の
保

守
性
に
風
穴
を
開
け
た
の
は
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の

功
績
だ
っ
た（

36
）

︒
た
だ
こ
れ
ま
た
︑
リ
ー
ズ
大
学
あ
る
い
は
北
米
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
潮
流
に
乗
っ
た
︑
も
っ
と
も
最
近
の
西
欧
舶
来
の
輸
入
品
と
い
う
通

例
に
漏
れ
な
い
事
態
だ
っ
た
︑
な
ど
と
指
摘
す
る
こ
と
は
︑「
政
治
的
に
正
し

く
な
い
」
態
度
と
糾
弾
さ
れ
よ
う
︒
だ
が
そ
う
し
た
潮
流
も
一
時
の
流
行
と

し
て
片
付
け
ら
れ
︑
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
長
引
く
経
済
不
況
が
学
術
に
も

暗
い
影
を
濃
厚
に
落
と
す
よ
う
に
な
る
と
︑
学
術
誌
の
査
読
体
制
は
か
つ
て

の
保
守
主
義
へ
と
回
帰
し
た
︒
掲
載
さ
れ
る
論
文
は
︑
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
作

家
研
究
・
作
品
研
究
と
年
代
決
定
が
中
心
と
な
り
︑
日
本
の
美
術
史
学
の
制

度
的
・
方
法
論
的
見
直
し
を
含
む
よ
う
な
「
学
問
そ
れ
自
体
を
問
題
と
す
る
」

問
題
意
識
溢
れ
る
論
文
は
︑
も
は
や
査
読
を
通
ら
な
い
︑
と
い
う
状
況
が
再

来
し
て
い
る（

37
）

︒

　

3
　「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
美
術
史
」
の
ふ
た
つ
の
位
相

　「
美
術
史
は
グ
ロ
ー
バ
ル
か
？
」
こ
の
問
い
は
︑
最
低
ふ
た
つ
の
水
準
に
分

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
以
下
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
美
術
史
」（G

lobal A
rt 

H
istory

）
を
簡
便
の
た
め
Ｇ
Ａ
Ｈ
と
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
が
︑
最
初
に
ま

ず
は
Ｇ
Ａ
Ｈ
を
構
成
す
べ
き
作
品
の
総
体
（corpus

）
が
想
定
さ
れ
る
︒
ま
た

そ
れ
に
続
い
て
第
二
に
Ｇ
Ａ
Ｈ
研
究
を
支
え
る
複
数
の
学
統
（discipline

）
の

水
準
が
あ
る
︒
だ
が
こ
の
両
者
は
き
わ
め
て
頻
繁
に
混
同
さ
れ
る
︒
さ
ら
に

悪
い
こ
と
に
は
︑
こ
の
ふ
た
つ
の
水
準
（
対
象
主
題
と
︑
研
究
主
体
と
）
が
地

理
的
・
地
政
学
的
に
不
整
合
に
重
ね
合
わ
せ
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
こ

の
順
列
組
み
合
わ
せ
は
︑
極
め
て
入
り
組
ん
だ
錯
綜
を
呈
す
る
︒
と
こ
ろ
が

こ
の
事
実
を
西
側
の
学
者
た
ち
は
︑
し
ば
し
ば
見
落
と
し
て
い
る
︒
個
々
の

研
究
機
関
の
歴
史
の
細
部
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
は
避
け
て
︑
ま
ず
は
単
純
な

統
計
学
的
事
実
を
示
し
︑
つ
い
で
現
時
点
で
の
学
統
に
胚
胎
し
て
い
る
構
造

的
な
問
題
点
の
分
析
に
移
る
と
い
う
段
取
り
を
踏
み
た
い
︒
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北
米
の
合
衆
国
に
比
較
す
れ
ば
︑
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
も
︑
日
本
の

大
学
で
の
美
術
史
の
講
座
数
は
︑
相
対
的
に
限
定
さ
れ
て
い
た
︒
九
十
九
の

国
立
大
学
（
そ
れ
自
体
︑
二
〇
〇
四
年
の
「
独
立
行
政
法
人
」
へ
の
移
行
に
よ
り
︑

形
式
的
に
は
廃
止
さ
れ
た
が
）
の
う
ち
美
術
史
学
科
（
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て

は
「
美
学
・
美
術
史
学
科
」）
を
も
つ
の
は
八
校
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
私
立
大

学
は
五
二
六
校
︑
短
大
は
四
六
三
と
︑
二
〇
〇
三
年
段
階
で
合
わ
せ
て

九
八
九
校
に
の
ぼ
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち
主
要
な
い
く
つ
か
に
は
美
術
史
の
講

座
が
存
在
す
る
︒
だ
が
多
く
の
国
公
立
大
学
で
は
︑
美
術
史
教
育
は
教
育
学

部
の
教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
従
属
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ

ら
の
教
育
再
生
装
置
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
ど
の
地
域
に
配
置
さ
れ
︑
ど
の

学
閥
組
織
に
連
な
っ
て
い
る
か
︑
学
界
市
場
の
力
関
係
を
注
意
深
く
点
検
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
い
う
ま
で
も
な
く
西
側
世
界
の
学
術
機
関
に
あ
っ

て
は
西
洋
美
術
史
が
主
要
な
場
所
を
占
め
︑
そ
の
傍
ら
で
「
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
言
語
文
化
」
と
い
っ
た
名
称
の
周
辺
的
な
学
科
に
︑
東
洋
美
術
史
関
係

の
科
目
が
︑
状
況
に
応
じ
て
不
安
定
な
状
態
で
付
随
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
日

本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
状
を
と
る
か
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
三
つ
の
要

因
を
考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
︒

　
ま
ず
︑
西
洋
︑
東
洋
そ
し
て
日
本
の
美
術
史
と
い
う
三
本
建
て
が
︑
日
本

の
美
術
史
学
に
関
す
る
学
術
の
基
本
的
な
骨
格
を
な
す
︒
こ
こ
で
い
う
東
洋

美
術
史
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
と
中
国
美
術
史
に
分
け
ら
れ
よ
う
︒
前
者
は
実

際
に
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
仏
教
美
術
史
で
あ
り
︑
後
者
に
は
韓
国
・
朝
鮮
の

美
術
史
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
︒
西
洋
美
術
史
や
日
本
美
術
史
で
は
近
現

代
も
扱
わ
れ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
と
は
対
照
的
に
︑
東
洋
美
術
史
に
あ
っ
て
は
︑

イ
ン
ド
と
中
国
の
両
者
に
共
通
し
て
︑
原
則
と
し
て
近
代
以
降
は
扱
う
範
囲

か
ら
除
外
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
近
年
に
至
る
ま
で
伝
統
的
な
枠
組
み
で
あ
り
︑

欠
落
部
は
︑
南
ア
ジ
ア
の
場
合
︑
地
域
研
究
者
や
文
化
人
類
学
者
︑
少
数
言

語
専
門
家
な
ど
が
部
分
的
に
代
替
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
︒
中
華
民
国
以
降

の
中
国
美
術
は
︑
古
典
重
視
の
立
場
に
沿
わ
な
い
た
め
か
︑
著
し
く
軽
視
さ

れ
て
お
り
︑
近
年
に
至
る
ま
で
︑
事
実
上
放
置
状
態
に
等
し
い
扱
い
だ
っ
た
︒

国
立
大
学
に
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
数
の
講
座
し
か
存
在
し
な
い
た
め
︑

ほ
と
ん
ど
の
教
室
で
は
東
洋
美
術
史
と
い
っ
て
も
︑
印
・
中
の
両
方
を
兼
備

す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
例
え
ば
名
古
屋
大
学
大
学
院
は
イ
ン
ド
美
術
史
に
特

化
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
西
洋
︑
日
本
及
び
東
洋
の
三
部
門
は
︑
い
ず
れ
も

「
美
術
史
家
の
共
同
体
」
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
︑
な
か
ば
幻
想
的
な
連
帯

意
識
（「
美
術
史
学
会
」
と
い
う
結
社
的
紐
帯
）
を
除
け
ば
︑
対
象
の
み
な
ら
ず

方
法
論
︑
問
題
意
識
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
実
際
に
共
有
す
る
も
の
は
︑
き

わ
め
て
少
な
い
︒

　
第
二
に
︑
日
本
の
学
界
で
は
︑
建
築
史
は
美
術
史
の
一
部
と
し
て
人
文
学

の
な
か
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
︑
大
多
数
の
場
合
工
学
部
の
建
築
学
科
に
設

け
ら
れ
て
い
る
︒
工
学
部
と
い
う
組
織
そ
の
も
の
が
︑
西
側
世
界
の
大
学
制

度
か
ら
み
れ
ば
異
端
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
明
治
時
代
の
大
学
制
度
移
植
期
に
︑

プ
ロ
シ
ア
の
技
術
高
等
専
門
学
校
制
度
あ
る
い
は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
工
科
大
学
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を
見
本
と
し
て
設
立
さ
れ
た
工
部
大
学
校
が
︑
大
学
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た

も
の
と
見
て
︑
大
き
な
誤
解
は
な
か
ろ
う
︒
工
科
大
学
に
設
け
ら
れ
た
造
家

学
科
が
建
築
学
科
の
母
体
と
な
る
が
︑
創
設
者
の
一
人
︑
伊
東
忠
太

（
一
八
六
七
︱
一
九
五
四
）
や
︑
考
古
学
者
と
し
て
も
︑
朝
鮮
か
ら
中
国
に
至

る
多
く
の
発
掘
作
業
で
知
ら
れ
る
関
野
貞
（
一
八
六
七
︱
一
九
三
六
）
は
︑
経

歴
の
初
期
に
お
い
て
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
一
八
五
三
︱
一
九
〇
八
）
や
岡
倉
ら
の

調
査
に
同
行
し
た
︒
だ
が
専
門
化
の
進
展
と
と
も
に
︑
日
本
の
美
術
史
研
究

家
は
建
築
史
家
と
は
職
業
上
の
接
点
を
失
っ
て
い
っ
た
︒
学
術
の
考
古
学
と

い
う
次
元
で
︑
大
学
博
物
館
を
足
場
に
︑
創
始
者
た
ち
の
足
跡
が
再
発
掘
さ

れ
︑
両
者
協
力
す
る
研
究
体
制
が
模
索
さ
れ
始
め
た
の
は
︑
こ
こ
ほ
ん
の
十

数
年
ほ
ど
の
出
来
事
と
い
っ
て
よ
い（

38
）

︒

　
第
三
に
美
術
史
学
と
美
学
・
芸
術
学
と
の
相
性
は
︑
東
京
大
学
と
京
都
大

学
と
い
う
東
西
の
主
要
な
ふ
た
つ
の
官
立
機
関
を
見
た
だ
け
で
も
︑
お
お
き

く
異
な
る
︒
そ
の
乖
離
は
双
方
の
創
設
以
来
の
歴
史
的
経
緯
の
違
い
に
よ
っ

て
説
明
で
き
る
︒
東
京
大
学
文
学
部
の
美
術
史
教
室
の
卒
業
生
た
ち
は
︑
哲

学
の
一
分
野
と
し
て
の
美
学
や
理
論
に
は
き
わ
め
て
関
心
が
薄
い
︒
こ
れ
に

対
し
て
京
都
大
学
の
卒
業
生
は
美
学
や
哲
学
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
を
好

む
︒
東
京
大
学
で
は
美
学
教
室
は
哲
学
に
︑
美
術
史
教
室
は
史
学
に
と
︑
異

な
る
学
科
に
二
分
さ
れ
て
い
る
︒
二
つ
の
講
座
は
︑
大
学
紛
争
直
前
の

一
九
六
六
年
に
︑
公
式
の
大
学
史
に
よ
れ
ば
「
紳
士
的
」
に
分
離
さ
れ
た（

39
）

︒

こ
れ
に
対
し
て
京
都
大
学
で
は
︑
美
学
と
美
術
史
と
は
創
設
時
の
事
情
も

あ
っ
て
︑
単
体
の
「
美
学
・
美
術
史
」
講
座
と
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た（

40
）

（
と

は
い
え
昨
今
の
制
度
的
再
編
成
に
と
も
な
い
︑
将
来
ど
の
よ
う
な
形
状
を
と
る
こ
と

に
な
る
か
は
︑
予
断
を
許
さ
な
い
）︒

　
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
が
互
い
に
交
叉
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
各
々
の
組
織
の

特
性
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

41
）

︒
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
初
期
条
件
に
加
え
て
︑

日
本
の
組
織
的
特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
︑
垂
直
孤
立
の
「
縦
割

り
構
造
」
が
作
用
す
る
︒
古
い
時
代
の
遺
品
へ
の
関
心
が
深
い
日
本
美
術
史
︑

東
洋
美
術
史
の
大
多
数
の
学
生
た
ち
は
︑
も
っ
ぱ
ら
実
証
的
な
方
法
の
研
究

に
傾
斜
す
る
︒
寺
社
な
ど
で
の
調
査
を
軸
に
︑
文
献
的
な
整
理
と
伝
記
研
究
︑

図
像
学
的
分
析
に
自
己
限
定
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
西
洋
舶
来
の
方
法
論
的
な

議
論
に
は
︑
さ
し
た
る
興
味
を
示
さ
な
い
︒
西
洋
美
術
史
専
攻
の
学
生
た
ち

は
︑
こ
れ
と
は
対
照
的
に
︑
西
側
世
界
で
の
最
新
流
行
に
︑
よ
り
直
裁
に
反

応
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
︒
理
論
研
究
が
西
側
世
界
で
話
題
を
振
り
撒
い
て

い
る
限
り
に
お
い
て
︑
そ
の
代
表
格
た
ち
の
著
作
を
貪
欲
に
消
化
し
よ
う
と

す
る
意
欲
は
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
︒
だ
が
そ
う
し
た
学
生
た
ち
の

多
く
は
︑
日
本
美
術
に
は
さ
し
た
る
関
心
を
示
さ
な
い
︒
反
対
に
近
現
代
日

本
美
術
を
専
攻
す
る
学
生
た
ち
は
︑
西
欧
舶
来
の
最
新
理
論
を
進
ん
で
吸
収

し
よ
う
と
す
る
ま
で
の
趨
勢
は
見
せ
る
こ
と
が
少
な
い
︒
概
し
て
美
術
史
専

攻
の
学
生
は
外
国
語
能
力
が
低
い
が
︑
日
本
美
術
を
選
ぶ
学
生
に
は
︑
そ
の

傾
向
が
さ
ら
に
著
し
い
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
第
三
と
し
て
︑
江
戸
時
代
以

前
の
日
本
美
術
研
究
者
と
︑
明
治
以
降
の
近
現
代
美
術
研
究
者
と
の
間
に
は
︑
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き
わ
め
て
強
固
な
縄
張
り
と
意
識
の
断
絶
が
あ
り
︑
両
者
を
跨
ぐ
志
向
は
薄

弱
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
関
心
の
乖
離
が
専
門
家
集
団
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
︑
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
少
な
く
と
も
二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
頃
ま
で
は
︑
日
本
の

学
界
は
全
体
と
し
て
︑
西
欧
の
学
界
か
ら
到
来
す
る
情
報
に
対
し
︑
異
様
な

ま
で
に
高
い
好
奇
心
を
発
揮
し
て
き
た
︒
戦
前
期
に
は
美
学
や
哲
学
の
学
徒

は
多
く
ド
イ
ツ
に
留
学
し
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
外
貨
獲
得
が
自
由
に
な

り
も
し
な
い
う
ち
か
ら
︑
北
米
合
衆
国
を
初
め
と
す
る
外
国
へ
の
留
学
が
再

開
さ
れ
た
︒
美
術
史
学
に
関
し
て
み
れ
ば
︑
ド
イ
ツ
語
圏
の
古
典
は
戦
前
期

に
日
本
語
に
訳
出
さ
れ
た
︒
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
﹃
美
術
史
の
基
礎
概
念
﹄

（
一
九
一
五
）
は
一
九
三
六
年
に
︑
リ
ー
グ
ル
の
﹃
美
術
様
式
論
　
装
飾
史
の

基
本
問
題
﹄（
一
八
九
三
）
は
一
九
四
二
年
に
初
訳
が
み
え
る（

42
）

︒
長
ら
く
無
視

さ
れ
て
き
た
事
実
で
あ
る
が
︑
戦
前
期
に
日
本
に
留
学
し
た
多
く
の
中
国
人

留
学
生
た
ち
は
︑
こ
れ
ら
の
日
本
語
訳
や
日
本
で
の
翻
案
に
接
す
る
機
会
を

容
易
に
も
て
た
︒
朝
鮮
・
韓
国
出
身
の
学
生
や
留
学
生
に
と
っ
て
は
︑
日
本

語
が
学
術
上
の
共
通
語
で
あ
っ
た
︒
そ
の
全
貌
を
摑
む
の
は
困
難
と
は
い
え
︑

中
華
民
国
時
代
を
通
じ
て
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
系
の
も
の
も
︑
そ
う
で
な
い
も

の
も
含
め
︑
膨
大
と
い
っ
て
よ
い
点
数
の
美
術
や
美
学
関
係
の
著
述
が
︑
日

本
語
経
由
で
中
国
語
に
重
訳
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
︒
ど
の
程
度
の
部
数
が
ど

の
よ
う
な
読
者
の
手
に
渡
っ
た
の
か
の
組
織
的
な
追
跡
調
査
が
︑
当
時
の
中

国
の
知
的
状
況
復
元
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
︒

　
長
い
物
語
を
切
り
詰
め
る
こ
と
に
な
る
が（

43
）

︑
戦
後
に
関
し
て
い
え
ば
︑

一
九
七
〇
年
ま
で
に
は
︑
西
側
世
界
の
美
術
史
研
究
の
古
典
的
著
作
は
︑
岩

崎
美
術
社
が
刊
行
し
た
美
術
名
著
選
書
に
よ
っ
て
入
手
可
能
と
な
っ
て
い
た
︒

二
十
名
を
超
す
欧
米
の
著
名
な
学
者
の
著
作
が
集
約
さ
れ
て
お
り
壮
観
だ
が
︑

当
然
の
こ
と
と
し
て
︑
こ
こ
に
は
東
洋
人
学
者
は
ひ
と
り
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
な
い（

44
）

︒
ま
た
こ
れ
ら
の
訳
業
は
時
に
難
解
・
意
味
不
鮮
明
で
︑
学

部
学
生
に
理
解
可
能
な
水
準
の
日
本
語
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
︑
は
な
は
だ
疑

問
で
あ
る
︒
北
米
に
存
在
す
る
よ
う
な
「
必
読
文
献
」
の
指
定
は
日
本
の
大

学
教
程
に
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
上
位
大
学
の
在
籍
生
た
ち
は
︑
活
躍
が
喧

伝
さ
れ
る
西
欧
の
人
気
学
者
の
著
作
へ
の
強
い
渇
望
感
を
抱
い
て
い
た
︒
美

術
史
に
限
定
せ
ず
や
や
視
野
を
拡
げ
︑
若
干
の
名
前
を
注
に
挙
げ
る
に
と
ど

め
る
が
︑
一
九
六
〇
年
代
末
に
は
︑
人
文
学
の
学
生
た
ち
は
︑
こ
れ
ら
多
く

の
著
作
を
必
読
の
文
献
と
心
得
て
い
た（

45
）

︒
ア
メ
リ
カ
の
同
時
代
美
術
批
評
に

関
心
を
寄
せ
る
読
者
に
は
︑
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
︑
ハ
ロ
ル
ド
・

ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
︑
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
な
ど
は
お
馴
染
み
の
名
前
で
あ

り
︑
哲
学
者
な
ら
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
な
ど
も
射
程
に
は
い
っ
て
い
た（

46
）

︒

英
国
の
著
述
家
な
ら
ば
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
︑
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
か
ら
ハ
ー

バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
に
至
る
ま
で
の
批
評
家
た
ち
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
︑
カ

ナ
ダ
で
は
︑
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
ノ
ー
ス

ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
や
モ
ー
ズ
・
ペ
ッ
カ
ム
に
挑
む
学
生
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒

ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
（
一
九
〇
三
︱
一
九
八
三
）
の
テ
レ
ヴ
ィ
番
組
「
芸
術
と
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文
明C

ivilization

」
は
大
当
た
り
を
と
っ
た
が
︑
当
時
の
日
本
側
視
聴
者
は
︑

な
お
欧
米
文
明
に
き
わ
め
て
根
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
お
り
︑
番
組
に
欧
州
中

心
主
義
の
偏
向
が
芬ふ
ん
ぷ
ん々

と
匂
う
な
ど
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た（

47
）

︒
番
組
冒

頭
で
高
階
秀
爾
（
一
九
三
二
︱
　
）
が
提
供
す
る
同
時
代
の
日
本
や
東
洋
の
状

況
に
関
す
る
明
晰
簡
明
な
補
足
解
説
を
聞
く
だ
け
で
︑
視
聴
者
た
ち
は
十
二

分
に
満
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ク
ラ
ー
ク
の
啓
蒙
的
な
著
作
の
挿
絵
入
り

抜
粋
は
︑
七
〇
年
代
を
通
じ
て
︑
日
本
の
大
学
の
一
般
教
養
課
程
で
︑
も
っ

と
も
人
気
の
あ
る
購
読
用
教
材
の
地
位
を
保
つ
こ
と
に
な
る
︒

　
七
〇
年
代
末
ま
で
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
「
三
種
の
神
器
」
す
な
わ
ち
ア
ル

チ
ュ
セ
ー
ル
派
マ
ル
ク
ス
主
義
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
構
造
主
義
言
語
学
︑
ラ
カ
ン

派
精
神
分
析
は
︑
日
本
の
人
文
系
学
生
た
ち
の
掌
中
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
︒

フ
ラ
ン
ス
派
で
は
︑
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
は
別
格
と
し
て
も
︑
新
進
気
鋭

の
図
像
学
者
や
記
号
学
者
を
含
め
た
著
述
家
の
紹
介
が
︑
先
端
的
な
教
師
た

ち
に
よ
っ
て
講
義
や
講
読
の
授
業
を
通
じ
て
撒
種
さ
れ
︑
そ
の
翻
訳
が
︑
美

術
史
や
美
術
理
論
に
夢
中
の
学
生
た
ち
か
ら
は
鶴
首
さ
れ
て
い
た（

48
）

︒

　
八
〇
年
代
に
は
東
京
大
学
の
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
に
「
表
象
文
化
論
」
学
科

が
誕
生
し
た
が
︑
そ
こ
に
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
︑
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
︑
ク

ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
=
ス
ト
ロ
ー
ス
︑
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
通
称
「
構

造
主
義
四
天
王
」
を
は
じ
め
︑
リ
オ
タ
ー
ル
︑
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
︑
ブ
ル
デ
ュ
ー
︑

ジ
ジ
ェ
ッ
ク
な
ど
の
有
名
人
が
次
々
と
招
か
れ
た
︒
駒
場
・
教
養
学
部
に
と

り
わ
け
強
か
っ
た
構
造
主
義
か
ら
脱
構
造
主
義
へ
の
潮
流
は
︑
本
郷
キ
ャ
ン

パ
ス
・
文
学
部
側
の
︑
よ
り
権
威
主
義
的
で
保
守
的
な
美
学
お
よ
び
美
術
史

教
室
の
知
的
雰
囲
気
と
好
対
照
を
な
し
て
い
た
︒
京
大
人
文
研
助
手
の
浅
田

彰
に
よ
る
︑
極
度
に
明
晰
な
﹃
構
造
と
力
﹄
が
︑
脱
構
造
主
義
の
素
描
を
提

供
し
︑
英
文
畑
で
は
高
山
宏
に
よ
る
︑
西
洋
視
覚
文
化
史
に
関
す
る
膨
大
な

る
読
書
指
南
目
録
が
︑
学
部
学
生
や
院
生
た
ち
に
よ
っ
て
熱
狂
的
に
歓
迎
さ

れ
た
︒

　
こ
こ
数
十
年
に
わ
た
る
日
本
の
美
術
史
教
室
の
大
学
院
入
試
試
験
問
題
を

批
判
的
に
探
査
し
て
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
可
能
な
Ｇ
Ａ
Ｈ
の
姿
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
︑
示
唆
に
富
む
概
観
を
得
ら
れ
る
だ
ろ

う
︒
美
学
や
表
象
論
志
向
の
学
生
た
ち
の
自
主
的
な
読
書
目
録
に
比
べ
れ
ば
︑

方
法
論
的
に
は
遥
か
に
保
守
的
な
も
の
と
は
い
え
︑
最
高
学
府
の
美
術
史
学

科
で
は
︑
経
験
主
義
的
な
意
味
で
の
世
界
美
術
史
（
あ
る
い
は
今
日
言
う
よ
う

な
Ｇ
Ａ
Ｈ
）
に
関
す
る
網
羅
的
な
知
識
程
度
は
︑
入
学
の
た
め
に
最
低
限
必

要
な
要
請
と
し
て
︑
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
雰
囲
気
が
あ
る
︒
筆
記
試

験
に
お
い
て
受
験
生
た
ち
は
︑
西
洋
美
術
史
の
み
な
ら
ず
東
洋
美
術
史
や
日

本
美
術
史
に
ま
で
跨
る
広
大
な
領
域
か
ら
無
作
為
に
選
別
さ
れ
た
︑
い
く
つ

か
の
著
名
な
作
品
あ
る
い
は
芸
術
家
に
つ
い
て
︑
暗
記
し
て
い
る
知
識
を
詳

細
に
記
述
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
時
代
や
地
域
に
お
い
て
︑
小

ア
ジ
ア
の
先
史
時
代
か
ら
中
国
書
画
さ
ら
に
は
仏
教
図
像
学
を
包
含
す
る
も

の
だ
っ
た
︒
そ
れ
を
見
て
恐
れ
を
な
し
︑
あ
っ
け
な
く
受
験
を
放
棄
し
た
学

生
も
あ
っ
た
︒



美術史は全球化しうるか？

119

　
こ
れ
と
同
様
に
︑
例
え
ば
﹃
新
潮
世
界
美
術
史
事
典
﹄（
一
九
八
五
）
に
一

瞥
を
与
え
る
と
︑
四
半
世
紀
以
前
の
バ
ブ
ル
経
済
最
盛
期
︑
日
本
で
通
用
し

て
い
た
世
界
美
術
史
の
姿
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
扱
わ
れ
た
項
目

の
採
否
が
い
か
な
る
基
準
で
な
さ
れ
た
か
の
編
集
原
理
は
明
示
さ
れ
な
い
ま

ま
︑
こ
の
事
典
は
︑
五
百
名
以
上
の
執
筆
者
の
協
力
を
得
て
︑
想
像
上
の
Ｇ

Ａ
Ｈ
を
構
築
し
て
い
る
︒
一
万
六
千
に
の
ぼ
る
︑
お
よ
そ
均
質
と
は
言
い
難

い
項
目
と
人
名
と
が
︑
西
洋
・
東
洋
そ
し
て
日
本
美
術
史
か
ら
拾
わ
れ
て
︑

一
冊
の
浩
瀚
な
書
籍
に
集
約
さ
れ
て
お
り
︑
あ
た
か
も
Ｇ
Ａ
Ｈ
が
完
璧
で
閉

じ
た
体
系
で
あ
る
か
の
如
き
幻
想
を
購
買
者
に
与
え
る
こ
と
に
︑
見
事
に
成

功
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

　
さ
ら
に
﹃
芸
術
新
潮
﹄
と
い
っ
た
月
刊
誌
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ

き
だ
ろ
う
か
︒
世
界
中
の
月
刊
誌
を
探
し
て
み
て
も
︑
こ
こ
ま
で
多
様
な
美

術
関
係
の
話
題
を
洗
練
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ム
の
手
法
で
毎
月
提
供
す
る

媒
体
は
︑
ほ
か
に
は
ち
ょ
っ
と
見
当
た
ら
な
い
︒
問
題
は
こ
こ
で
も
ま
た
︑

こ
れ
が
日
本
語
で
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
言
語
の
壁
が
あ
る
読
者
に
は
︑

存
在
し
な
い
に
等
し
い
こ
と
だ
︒
我
ら
が
捜
し
求
め
る
Ｇ
Ａ
Ｈ
の
現
在
進
行

形
は
日
本
語
読
者
に
の
み
供
さ
れ
る
特
権
な
の
だ
ろ
う
か
︒
い
さ
さ
か
な
ら

ず
皮
肉
な
こ
の
事
態
は
︑﹃
完
全
言
語
の
探
求
﹄
の
著
者
︑
ウ
ン
ベ
ル
ト
・

エ
ー
コ
が
好
ん
で
述
べ
る
「
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
語
」
と
い
う
架
空
の
言
語
に
つ
い
て

の
冗
談
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
︒
き
わ
め
て
柔
軟
で
可
塑
性
に
富
ん
だ
そ
の
言

語
的
特
性
の
お
か
げ
で
︑
ど
の
よ
う
な
外
国
語
も
「
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
語
」
へ
と
翻

訳
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
が
︑
逆
は
真
な
ら
ず
︒
ひ
と
た
び
「
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ

語
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
表
現
は
︑
も
は
や
再
び
い
か
な
る
外
国
語
に
も
翻

訳
は
不
可
能
︑
と
い
う
わ
け
だ
︒「
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
語
」
を
日
本
語
に
置
き
換
え
れ

ば
︑
Ｇ
Ａ
Ｈ
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
う
る
の
か
︑
想
像
を
逞
し
く
す
る

こ
と
も
で
き
る
や
も
知
れ
な
い（

49
）

︒

　
Ｇ
Ａ
Ｈ
が
秘
境
的
な
謎
文
字
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
︑
と
な
れ
ば
︑
こ

れ
は
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
の
悪
夢
だ
が
︑
そ
の
対
極
と
し
て
︑
コ
ー
ク
の
会
合
で

云
々
さ
れ
た
「
中
国
の
遅
延
」
に
つ
い
て
再
考
を
促
し
て
お
く
の
も
無
駄
で

は
あ
る
ま
い
︒
挿
絵
と
し
て
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（
一
九
一
五
︱
一
九
八
〇
）
の

こ
と
を
思
い
出
そ
う
︒
バ
ル
ト
は
︑
日
本
で
は
一
九
六
〇
年
代
末
よ
り
広
範

に
翻
訳
さ
れ
た
︒
そ
こ
に
は
︑
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
著
者
が
「
記
号
の
帝
国
」

と
個
人
的
な
縁
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う
背
景
も
あ
っ
た
︒
だ
が
こ
れ
と
は

対
照
的
に
︑
バ
ル
ト
は
中
国
で
は
長
ら
く
無
名
で
あ
り
︑
よ
う
や
く
そ
の
姿

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
︑
二
十
一
世
紀
を
迎
え
て
か
ら
の
こ
と
と
な
っ
た
︒

構
造
主
義
が
お
得
意
と
し
た
二
項
対
立
は
︑
対
句
の
詩
学
の
国
︑
中
国
と
は

著
し
く
相
性
が
よ
い
︒
バ
ル
ト
は
︑意
味
な
さ
ぬ
「
ざ
わ
め
き
」（bruissem

ent

）

に
耳
を
傾
け
︑「
浮
遊
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」（signifiant flottant

）
を
む
な
し

く
追
い
︑「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
へ
の
耽
溺
を
訴
え
︑
微
妙
さ
（subtilité

）
を

愛
し
︑
鈍
さ
（obtus

）
の
味
わ
い
（saveur

）
を
尊
重
し
た
︒
こ
う
し
た
バ
ル

ト
流
の
二
項
対
立
批
判
の
弁
証
法
は
︑
改
革
開
放
路
線
で
二
制
度
の
諧
和
を

模
索
す
る
中
国
の
知
識
分
子
に
と
っ
て
︑
ま
さ
に
時
代
の
要
請
に
ぴ
っ
た
り
︑
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願
っ
た
り
適
っ
た
り
の
福
音
と
な
っ
た
︒
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ

が
「
純
粋
な
る
ス
ノ
ビ
ズ
ム
」
と
呼
ん
だ
日
本
社
会
に
お
い
て
︑
ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト
は
二
十
一
世
紀
初
頭
を
迎
え
た
時
点
で
︑
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
研
究
者

の
閉
鎖
的
な
仲
間
内
に
流
通
す
る
だ
け
の
︑「
昔
日
の
栄
華
」
の
追
憶
︑
ノ
ス

タ
ル
ジ
ア
の
曖
昧
な
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
︒
だ
が
そ
の
同
じ
ロ
ラ
ン
・
バ

ル
ト
は
中
国
で
は
︑
こ
の
時
期
に
「
新
発
見
」
さ
れ
︑「
理
ア
フ
タ
ー

　セ
オ
リ
ー

論
後
」（
テ
リ
ー
・

イ
ー
グ
ル
ト
ン
）
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
・
チ
ャ
イ
ナ
に
︑
新
た
な
売
り
手
市
場

を
開
発
し
た
こ
と
に
な
る（

50
）

︒

　

4
　
範
疇
の
取
り
違
え
、
概
念
の
葛
藤

　
欧
米
で
通
用
す
る
批
判
概
念
が
全
球
規
模
で
適
用
可
能
か
否
か
を
見
極
め

る
う
え
で
︑
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
︑
適
切
な
提
喩
的
指
針
と
も
な
れ
ば
︑
場

合
に
よ
っ
て
は
試
金
石
な
ら
ぬ
︑
躓
つ
ま
ず

き
の
石
と
も
な
る
だ
ろ
う
︒
フ
ラ
ン
ス

語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ルécriture

は
「
書
く
」
と
い
う
動
詞
か
ら
派
生
し
た
名

詞
で
あ
り
︑
お
よ
そ
「
書
き
物
」
全
般
を
包
括
す
る
︑
便
利
だ
が
曖
昧
な
符

牒
で
あ
り
︑
こ
れ
を
流
行
さ
せ
た
バ
ル
ト
に
と
っ
て
も
︑
一
種
の
「
魔
法
の

杖
」
の
役
割
を
果
た
し
た
︒「
表
徴
の
帝
国
」
日
本
で
は
︑
記
号
（signe

）
が

「
書
記
」（signifié

）
か
ら
自
由
に
振
る
舞
い
︑「
能
記
」（signfiant

）
が
「
書
記
」

（signifié

）
か
ら
抜
け
出
し
て
︑
意
味
圏
（sém

iosphère

）
の
表
層
を
漂
っ
て
い

る
︒
あ
た
か
も
そ
れ
は
︑
フ
ラ
ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
︑
意
味
の
牢
獄

・

が
官
僚
的
支
配
を
貫
徹
す
る
「
意
味
支
配
体
制
」（sém

iocratie

）
と
は
対
極
を

な
す
よ
う
に
︑
バ
ル
ト
に
は
感
じ
ら
れ
た
︒
そ
れ
を
日
本
語
に
通
じ
な
い
バ

ル
ト
の
幻
想
と
決
め
付
け
る
の
は
容
易
い
が
︑
そ
の
「
幻
想
の
日
本
」
に
発

見
し
た
と
バ
ル
ト
が
信
じ
た
︑
把
捉
不
可
能
な
運
動
を
概
念
化
す
る
た
め
の

道
具
立
て
と
し
て
︑
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
︑
至
極
便
利
な
術
語
と
は
な
っ
た

の
で
あ
る（

51
）

︒

　
テ
ン
プ
ラ
に
つ
い
て
の
有
名
な
一
節
で
︑
こ
の
記
号
学
者
は
︑
書
の
揮
毫

や
席
画
の
披
露
を
︑
意
図
的
に
日
本
の
「
料
理
を
し
な
い
料
理
人
」（cuisiner 

qui ne fait pas cuire

）（「
料
理
人
」
が
「
煮
炊
き
」
を
意
味
す
る
動
詞
か
ら
派
生
し

た
こ
と
を
利
用
し
た
駄
洒
落
）
が
寿
司
を
作
り
︑
鰻
の
蒲
焼
を
作
る
手
際
に
類

比
さ
せ
る
︒（
も
っ
と
も
︑
天
麩
羅
屋
の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
鰻
が
供
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
か
ら
︑
こ
こ
に
は
バ
ル
ト
の
記
憶
違
い
か
短
絡
が
絡
ん
で
い
る
だ
ろ
う
）︒
表
意

文
字
と
視
覚
文
化
の
世
界
に
接
近
す
る
の
に
︑
ひ
た
す
ら
表
音
文
字
分
析
専

用
の
機
材
で
も
っ
て
す
る
の
は
︑も
と
よ
り
「
遂
行
不
可
能
な
任
務
」（m

ission 

im
possible

）
だ
っ
た
︒
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
︑
し
て
み
る
と
︑
西
側
世
界

の
理
論
的
道
具
立
て
を
擦
り
抜
け
る
魅
惑
の
神
秘
に
与
え
ら
れ
た
︑
仮
の
名

だ
っ
た
︑
と
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
か（

52
）

︒

　
書
は
︑
優
れ
て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
実
践
の
代
表
だ
が
︑
そ
れ
は
中
華
文
明

圏
に
あ
っ
て
は
際
立
っ
た
社
会
的
地
位
を
獲
得
し
て
お
り
︑
西
側
世
界
で
の

羊
皮
紙
に
綴
ら
れ
た
能
書
と
は
︑
性
格
を
大
き
く
異
に
す
る
︒
西
側
世
界
で

は
王
侯
貴
族
の
書
簡
な
ど
は
専
門
の
筆
耕
に
よ
る
代
筆
だ
が
︑
中
華
漢
字
文
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化
圏
で
は
︑
文
人
の
書
は
︑
書
き
手
の
人
格
の
体
現
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ま
た

絵
画
か
ら
裁
然
と
区
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
絵
も
ま
た
書
画
と
し

て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
範
疇
に
属
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
絵
画
が
文
字
と
は
異

な
る
塗
装
技
術
と
看
做
さ
れ
た
西
側
の
伝
統
と
は
隔
絶
し
て
い
る
︒（
こ
こ
ま

で
く
れ
ば
︑
書
画
をpainting and w

riting 

と
かw

ord and im
age

と
か
と
訳
す
こ

と
そ
の
も
の
に
︑
厳
密
に
い
え
ば
重
大
な
範
疇
論
的
誤
謬
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る

が
︑
こ
こ
で
は
注
記
す
る
に
と
ど
め
よ
う

（
53
）

）︒
紫
禁
城
の
故
宮
を
は
じ
め
と
し
て
︑

中
国
王
朝
の
文
化
遺
産
管
理
に
お
い
て
は
「
書
画
」
は
単
一
の
範
疇
を
な
し

て
い
た
︒
日
本
に
一
八
八
〇
年
代
に
西
洋
の
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
る
制
度

や
定
義
が
導
入
さ
れ
た
折
に
は
︑
そ
れ
が
熾
烈
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
書
は
美
術
な
り
や
︑
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
︒
そ
の

争
点
は
文
字
通
り
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
言
う
「
分
類
闘
争
」（lutte de 

classem
ent

）（
階
級
闘
争
﹇lutte des classes

﹈
の
駄
洒
落
を
仕
込
ん
だ
方
法
論
的
提

案
）
で
あ
り
︑
西
洋
化
を
目
指
す
美
術
館
・
博
物
館
行
政
の
根
幹
に
関
わ
る

分
類
原
則
の
是
非
を
問
う
政
治
抗
争
だ
っ
た（

54
）

︒

　
こ
の
対
立
は
制
度
移
植
か
ら
一
世
紀
半
近
く
を
閲け
み

し
た
今
日
も
な
お
残
存

し
て
い
る
︒
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
︑
近
代
化
す
る
日
本
美
術
の
制
度
史
的
検
討

を
進
め
る
専
門
研
究
者
た
ち
は
︑
美
術
史
と
は
近
代
の
創
設
で
あ
り
︑
西
欧

か
ら
の
輸
入
品
で
あ
っ
た
と
の
仮
説
を
展
開
し
て
き
た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
極

東
に
お
い
て
は
そ
の
制
度
的
等
価
物
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
︑

と
す
る
の
が
こ
の
陣
営
の
見
方
だ
っ
た
︒
だ
が
こ
れ
に
は
中
国
美
術
専
門
家

を
中
心
と
す
る
陣
営
が
︑
烈
火
の
ご
と
く
反
論
し
た（

55
）

︒
か
れ
ら
か
ら
見
れ
ば
︑

栄
光
あ
る
中
華
の
伝
統
は
︑
書
画
を
巡
っ
て
西
欧
な
ど
よ
り
遥
か
に
古
い
美

術
史
学
的
な
装
置
を
完
璧
に
装
備
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
西
洋
の
制
度
が
遅
ま

き
に
侵
入
し
た
に
過
ぎ
な
い
︒
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
書
画
を
巡
る
品
評
や
理

論
書
の
存
在
を
無
視
し
︑
こ
れ
を
美
術
史
学
と
い
う
学
問
分
野
か
ら
放
逐
す

る
な
ど
︑
歴
史
的
現
実
に
対
す
る
︑
恐
る
べ
き
毀
損
行
為
と
言
わ
ね
ば
な
る

ま
い
︑
と
い
う
論
法
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
中
国
専
門
家
に
と
っ
て
︑
か
れ
ら

の
学
統
は
あ
く
ま
で
極
東
の
文
化
伝
統
の
連
続
と
延
長
の
う
え
に
築
か
れ
た

も
の
で
あ
り
︑
西
洋
仕
込
み
の
制
度
は
︑
そ
こ
に
付
加
さ
れ
た
追
補
に
過
ぎ

な
い
︑
と
の
認
識
が
確
固
と
し
て
顕
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
も
は
や
明
ら

か
だ
ろ
う
︒

　
書
画
の
社
会
的
な
地
位
が
東
西
で
共
約
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
︑
不
毛
な

論
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
︒
だ
が
こ
れ
は
さ
ら
に
拡
大
す
れ
ば
︑
多
く
の
非

西
欧
社
会
に
お
い
て
︑
西
洋
起
源
の
美
術
が
必
ず
し
も
社
会
的
な
認
知
を
得

て
い
な
い
事
実
を
も
想
起
さ
せ
る
︒
近
現
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
︑

西
洋
近
代
の
制
度
の
一
環
た
る
美
術
を
非
西
欧
世
界
に
根
付
か
せ
よ
う
と
し

て
︑
幾
多
の
試
み
が
な
さ
れ
た
︒
美
術
学
校
が
開
校
さ
れ
︑
展
覧
会
が
組
織

さ
れ
︑
公
共
彫
刻
が
注
文
さ
れ
る
︒
そ
う
し
た
文
化
投
資
は
︑
し
ば
し
ば
民

族
主
義
的
な
反
応
を
惹
起
し
た
︒
場
合
に
よ
っ
て
そ
れ
は
︑
西
欧
列
強
に
よ

る
帝
国
主
義
的
侵
略
の
付
属
物
な
い
し
︑
そ
の
名
残
を
と
ど
め
る
遺
品
と
看

做
さ
れ
も
し
た
︒
中
華
文
明
圏
で
も
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
圏
で
も
︑
は
た
ま
た
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イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
圏
で
も
︑
時
と
し
て
西
欧
起
源
の
記
念
美
術
品
の
模
倣
や

擬
態
が
異
常
増
殖
を
遂
げ
た
か
と
思
え
ば
︑
そ
れ
が
体
制
の
交
代
と
も
に
憎

悪
の
対
象
と
化
し
て
破
壊
さ
れ
︑
文
化
財
の
収
蔵
庫
が
密
売
目
当
て
の
略
奪

に
遭
う
と
い
っ
た
事
態
が
頻
発
し
た
︒
民
族
主
義
的
あ
る
い
は
宗
教
的
排
斥

運
動
は
︑
容
易
に
Ｇ
Ａ
Ｈ
の
足
元
を
掬
う
物
理
的
要
因
と
な
る
︒

　
全
球
的
美
術
史
の
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
の
は
自
由
だ
ろ
う
︒
だ

が
東
洋
美
術
史
学
の
沿
革
や
東
ア
ジ
ア
の
学
術
史
の
成
り
立
ち
を
一
瞥
す
れ

ば
︑
そ
こ
に
は
︑
概
略
こ
う
し
た
枠
組
み
や
概
念
上
の
問
題
が
︑
歴
史
的
・

地
政
学
的
な
経
緯
を
縦
横
の
軸
と
し
て
錯
綜
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
そ
の
い

く
つ
か
の
混
乱
に
つ
い
て
︑
日
本
に
お
け
る
学
術
を
簡
単
に
振
り
返
り
つ
つ

予
備
的
な
検
討
を
加
え
る
に
と
ど
め
た
︒

注（
1
）  

本
稿
は
続
く
注
（
2
）
に
触
れ
る
と
お
り
︑
元
来
︑
日
本
の
学
会
事
情
や
出
版
事
情
︑

ま
た
日
本
美
術
史
な
る
研
究
領
域
に
も
通
じ
な
い
︑
外
部
の
美
術
史
研
究
者
を
主
要

な
読
者
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
英
文
の
前
半
部
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
2
）  

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
コ
ー
ク
大
学the U

niversity C
ollege C

ork

で
二
〇
〇
五
年
三
月

一
二
～
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ルIs A

rt H
istory G

lobal?

欠
席
の

穴
埋
め
と
し
て
︑
当
日
の
討
論
の
速
記
録
へ
の
コ
メ
ン
ト
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
︒
こ

れ
はJam

es E
lkins (ed.), Is A

rt H
istory G

lobal? R
outledge, 2007

と
し
て
出
版
さ
れ
た

書
物
に
収
め
ら
れ
た
︒
会
議
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑
本
書
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑

以
下
の
行
文
は
︑
上
記
の
書
物
のT

he A
rt Sem

inar (pp.113 -175 )

の
席
で
問
題
に
さ

れ
た
論
点
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

（
3
）  

そ
れ
は
ま
た
︑
日
本
の
美
学
に
つ
い
て
の
通
り
相
場
が
万
古
不
易
で
あ
る
こ
と
に
︑

確
証
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
つ
ま
り
日
本
の
美
学
は
︑
そ
れ
を
見
せ
び
ら
か

す
の
に
最
適
な
機
会
に
︑
見
事
に
そ
れ
に
失
敗
す
る
︒
あ
る
い
は
わ
ざ
と
そ
れ
を
遣

り
過
ご
す
「
惻
隠
の
情
」
に
こ
そ
︑「
日
本
美
学
」
な
る
も
の
の
本
質
が
あ
る
︱
︱
と

い
う
理
屈
で
あ
る
︒
と
な
れ
ば
沈
黙
ど
こ
ろ
か
不
在
で
あ
っ
た
日
本
人
出
席
者
は
︑
言

う
と
こ
ろ
の
「
日
本
美
学
」
の
忠
実
な
る
実
践
者
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

（
4
）  

高
槻
現
代
劇
場
「
二
〇
〇
五
年
早
春
の
サ
ロ
ン
︑
世
界
の
女
流
画
家
」
二
〇
〇
五

年
三
月
十
二
日
の
講
演
︒
上
記
の
講
演
を
ま
と
め
な
お
し
た
拙
稿
と
し
て
︑
稲
賀
繁

美
「
戦
争
画
と
平
和
画
の
あ
い
だ
」﹃
あ
い
だ
﹄
第
一
一
三
︱
一
一
四
号
︑二
〇
〇
五
年
︑

﹃
絵
画
の
臨
界
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
）
末
尾
に
所
収
︒
ま
た

二
〇
一
五
年
に
敗
戦
半
世
紀
を
迎
え
て
シ
ド
ニ
ー
大
学
で
催
さ
れ
たC

elebrating 

R
econciliation

と
題
す
る
会
合
で
︑
筆
者
は
原
爆
の
表
象
に
つ
い
て
︑
要
請
を
う
け
て

発
表
し
た
︒
だ
が
そ
の
聴
衆
も
︑
美
術
史
学
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
︒

（
5
）  

John D
ow

er and John Junkerm
ann, T

he H
iroshim

a M
ural, K

ôdansha International 

Ltd., 1985 .  

小
沢
節
子
﹃「
原
爆
の
図
」
描
か
れ
た
︿
記
憶
﹀︑
語
ら
れ
た
︿
絵
画
﹀﹄

岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︒

（
6
）  

美
術
史
学
会
機
関
誌
﹃
美
術
史
﹄
誌
上
に
お
い
て
︑
ほ
ぼ
唯
一
い
さ
さ
か
異
な
っ

た
風
景
と
な
っ
た
の
は
︑
そ
の
四
四
巻
二
号
（
平
成
七
＝
一
九
九
五
年
）
の
「
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
︑
戦
争
と
美
術
」
特
集
号
（
一
三
八
号
）
と
そ
の
前
後
数
年
だ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
︒

（
7
）  

W
essel R

einink and Jeroen Stum
pel (eds.), M

em
ory &

 O
blivion, Proceedings of the 

X
X

IX
 th International C

ongress of the H
istory of A

rt held in A
m

sterdam
, 1-7 Septem

ber 

1996, K
luw

er A
cadem

ic Publishers, 1999 .

（
8
）  

紙
幅
に
許
さ
れ
る
限
り
で
典
拠
を
示
す
こ
と
を
旨
と
す
る
が
︑
網
羅
的
記
述
は
も

と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
注
記
は
あ
く
ま
で
筆
者
個
人
の
私
的
な
覚
書



美術史は全球化しうるか？

123

に
す
ぎ
ず
︑
現
下
の
問
題
設
定
に
お
い
て
本
来
な
ら
ば
包
含
せ
ら
れ
る
べ
き
領
野
全

体
を
覆
う
だ
け
の
力
量
も
な
け
れ
ば
︑
ま
た
そ
の
資
格
に
も
欠
け
て
い
る
こ
と
を
︑
冒

頭
か
ら
一
言
お
断
り
す
る
︒
な
お
︑ 

元
来
の
英
文
の
後
半
は
︑ ﹃
ゲ
ン
ロ
ン
﹄ 

第
三
号 

「
特
集
：
脱
戦
後
日
本
美
術
」
二
〇
一
六
年
七
月
︑
一
六
九
︱
一
八
六
頁
に
簡
略
版
の

日
本
語
訳
の
掲
載
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
︑
本
稿
で
は
重
複
を
厭
っ
て

割
愛
す
る
︒

（
9
）  

そ
の
後
メ
ル
ボ
ル
ン
で
︑ 
二
〇
〇
八
年
一
月
一
三
～
一
六
日
に
世
界
最
初
の
南
半
球

で
の
会
合
が
も
た
れ
︑ 

そ
こ
で
は
非
西
洋
美
術
に
も
か
な
り
の
比
重
が
割
か
れ
た
︒
し

か
し
な
が
ら
︑ 

そ
こ
で
か
え
っ
て
目
立
っ
た
の
は
︑ 

欧
米
に
伍
し
て
東
南
ア
ジ
ア
へ
の

覇
権
を
主
張
す
る
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
意
思
で
あ
り
︑ 

ま
た
大
英
帝
国
を
旧
宗
主

国
と
す
る
英
語
圏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
主
導
さ
れ
る
世
界
の
美
術
館
・
博
物
館
重
鎮

た
ち
の
人
脈
だ
っ
た
︒
こ
の
学
会
に
つ
い
て
は
︑ 
以
下
を
参
照
︒
つ
い
で
に
い
え
ば
︑ 

中
国
か
ら
は
政
府
高
官
や
行
政
関
係
者
が
多
数
押
し
か
け
て
ロ
ビ
ー
合
戦
を
繰
り
広

げ
て
い
た
が
︑ 

日
本
の
公
共
美
術
館
関
係
者
の
参
加
は
皆
無
で
あ
り
︑ 

日
本
に
お
け
る

行
政
と
研
究
者
集
団
と
の
乖
離
︑ 

日
本
の
内
向
き
振
り
が
顕
著
と
な
っ
た
︒
稲
賀
繁
美

「
ト
ポ
ロ
ジ
ー
空
間
の
な
か
の
21
世
紀
世
界
美
術
史
」﹃
あ
い
だ
﹄
第
一
四
五
︱
一
四
八

号
︑
四
回
連
載
︑
二
〇
〇
八
年
︒
公
式
報
告
書
は
︑Jaynie A

nderson (ed.) C
rossing 

C
ultures, C

onflict Em
igration and C

onvergence, Proceedings of the 32
nd International 

C
ongress in the H

istory of A
rt, T

he M
iegunyah Press, 2009 .  

ま
た
二
〇
一
六
年
九
月

に
は
国
際
美
術
史
学
会
が
北
京
で
開
催
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
と
も
な
う

地
政
学
的
・
学
術
的
進
展
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
動
向
に
注
目
し
た
い
︒

（
10
）  

H
enri Focillon, « L

’estam
pe japonaise et la peinture en O

ccident », A
ctes du 

C
ongrèss international d’histoire de l’art à Paris en 1921 (Paris, 1923 ). C

f. Sadao 

Fujihara, « L ’E
xtrêm

e-O
rient d ’H

enri Focillon », in La V
ie des Form

es, H
enri Focillon 

et les arts, M
usée des B

eaux-A
rts de Lyon, 2004 , pp.241 -48 .  

藤
原
貞
朗
「
ア
ン
リ
・

フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
美
学
・
美
術
史
に
お
け
る
岡
倉
天
心
の
影
響
」﹃
美
学
﹄
第
五
二
巻
第

二
〇
六
号
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
五
︱
二
八
頁
ほ
か
︒

（
11
）  

E
dw

ard W
. Said, O

rientalism
, V

intage B
ooks, 1978

（
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
﹃
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
今
澤
紀
子
訳
︑
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
明
監
修
︑
平
凡
社
︑

一
九
八
六
年
）.  

本
書
に
対
す
る
反
応
を
網
羅
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
︑
弥
永
信
美

「
問
題
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」﹃
歴
史
と
い
う
牢
獄
﹄
青
土
社
︑
一
九
八
八
年
︑

一
九
︱
五
四
頁
︒
稲
賀
繁
美
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論
」
大
塚
和
夫
・
山
内
昌
之
（
編
）

﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
を
学
ぶ
人
た
ち
の
た
め
に
﹄
世
界
思
想
社
︑
一
九
九
三
年
︑
二
七
六
︱

二
九
一
頁
︒

（
12
）  

R
ené G

rousset, B
ilan de l’histoire, Plon, 1949 .  

な
お
︑
グ
ル
ッ
セ
は
正
倉
院
を
「
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
駅
」
と
呼
ん
だ
︒

（
13
）  

西
欧
化
す
る
「
近
代
」
を
経
験
し
た
日
本
人
の
場
合
の
心
理
分
析
に
つ
い
て
は

Sukehiro H
irakaw

a, Japan’s Love-H
ate R

elationship w
ith the W

est, G
lobal O

riental, 

2005 .

（
14
）  

南
欧
に
は
南
蛮
時
代
の
遺
物
が
出
自
不
明
で
放
置
さ
れ
︑
北
欧
で
は
考
古
学
が
主

流
で
あ
っ
て
︑
事
情
は
や
や
異
な
る
︒

（
15
）  

そ
の
一
端
は
藤
原
貞
朗
「
日
本
の
東
洋
美
術
史
と
瀧
精
一
」
稲
賀
（
編
）﹃
東
洋
意
識
﹄

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑ 

二
〇
一
二
年
︑ 

三
〇
一
︱
三
三
四
頁
︒
ま
た
考
古
学
史
の
場
合
を

生
々
し
く
解
剖
す
る
資
料
と
し
て
角
田
文
衛 

（
編
）﹃
考
古
学
京
都
学
派
︿
増
補
﹀﹄
雄

山
閣
出
版
︑
一
九
九
四
年
︒
こ
れ
を
梅
原
末
治
﹃
考
古
学
60
年
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七
三

年
と
併
読
す
る
の
が
有
効
で
あ
る
︒

（
16
）  

C
f. W

illiam
 R

ubin (ed.), Prim
itivism

 in 20
th C

entury A
rt, N

ew
 York: M

useum
 of 

M
odern A

rt, 1984 .  

𠮷
田
憲
司
に
よ
る
貴
重
な
解
説
を
付
し
た
日
本
語
訳
は
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ル
ー
ビ
ン
﹃
20
世
紀
美
術
に
お
け
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
﹄
𠮷
田
他
訳
︑
淡

交
社
︑
一
九
九
五
年
︒
本
書
へ
の
主
要
な
批
判
の
ひ
と
つ
と
し
て Jam

es C
liford , 

Predicam
ent of C

ulture, H
arvard U

niversity Press. 1988

（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー

ド
﹃
文
化
の
窮
状
﹄
太
田
好
信
他
訳
︑
人
文
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
）︒
ク
リ
フ
ォ
ー
ド

の
批
判
と
は
違
っ
て
︑
表
象
の
論
理
に
よ
る
造
形
創
作
を
乗
り
越
え
た
は
ず
の
「
未

開
主
義
」
を
表
象
の
論
理
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑
ル
ー
ビ
ン
の
企
て
の
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最
大
の
矛
盾
あ
る
い
は
虚
妄
が
あ
る
︑
と
す
る
の
が
拙
論
で
あ
る
︒﹃
絵
画
の
東
方
﹄

名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
九
年
︑
第
一
章
註
51
（
巻
末
三
六
頁
）；

第
五
章
註
4

（
巻
末
五
三
︱
五
四
頁
）
お
よ
び
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
再
考
」﹃
日
仏
美
術
学
会
報
﹄

第
二
九
号
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
〇
一
︱
一
〇
二
頁
︒
お
よ
び
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と

ス
ク
ラ
プ
チ
ャ
ー B

ricolage and Scrapture

」﹃
彫
刻
家
エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
の
ア
フ
リ
カ

展
　
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
異
文
化
の
表
象
と
展
示
空
間
の
政
治
学T

he Politics of 

E
xhibition Space : A

 C
ase of the E

xhibition, ” A
 Fateful Journey : A

frica in the W
orks of 

El A
natsui

」
報
告
書
﹄
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
︑
二
〇
一
〇
年
︑
六
︑ 

一
五
頁
︒

（
17
）  

Shigem
i Inaga, “C

ognition G
ap in the R

ecognition of M
asters and M

asterpieces in 

the Form
ative Years of Japanese A

rt H
istory, ” in M

ichael M
arra (ed.), Japanese 

H
erm

eneutics, H
aw

ai ’i U
niversity Press, 2003 , pp.115 -126 .  

ま
た
今
井
裕
子
が
立
証

し
た
よ
う
に
︑
蜷に
な
が
わ川

式の
り
た
ね胤

の
手
彩
色
石
版
に
よ
る
﹃
観
古
図
説
﹄（
一
八
七
七
）
は
欧

米
収
集
家
に
一
八
八
〇
年
代
に
広
く
伝
播
し
︑
そ
れ
ま
で
の
輸
出
磁
器
中
心
の
日
本

陶
磁
観
を
茶
陶
趣
味
へ
脱
皮
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
︒Y ūko Im

ai “C
hanges in French 

T
astes for Japanese C

eram
ics, ” Japan R

eview
, International R

esearch C
enter for 

Japanese Studies, N
o.16 , 2004 , pp.101 -127 . 

（
18
）  

パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
と
い
う
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
が
提
唱
し
た
概
念
に
対
し
て
は
︑

幾
多
の
批
判
も
あ
る
が
︑
そ
れ
は
純
粋
の
科
学
認
識
論
の
論
争
に
は
と
ど
ま
ら
ず
︑
戦

後
の
欧
米
に
お
け
る
大
陸
系
哲
学
と
英
米
分
析
哲
学
と
の
覇
権
争
い
︑
ナ
チ
ズ
ム
や

ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
へ
の
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
知
識
人
の
知
的
闘
争
と
も
絡
ま
っ
た
政
治
的

要
因
を
背
景
に
秘
め
て
い
る
︒
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
お
よ
ぶ
余
裕
は
な
い
が
︑稲
賀﹃
接

触
造
形
論
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
六
年
︑
第
Ⅲ
部
第
四
章
注
48
（
巻
末

一
一
七
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
19
）  

Sh
igem

i In
aga, “T

h
e M

akin
g of H

oku
sai ’s R

epu
tation

 in
 th

e C
on

text of 

Japonism
e, ” Japan Review

, N
o.15 , 2003 , pp.77 -100 .  

そ
の
要
約
は
﹃
絵
画
の
東
方
﹄

第
三
章
︒

 
 

海
外
に
お
け
る
初
期
の
「
日
本
美
術
史
」
像
の
執
拗
な
残
存
ぶ
り
は
ア
ン
リ
・
フ
ォ

シ
ヨ
ン
（H

enri Focillon

）
の
奇
妙
に
「
時
代
錯
誤
」
と
も
い
え
る
﹃
北
斎
﹄

H
okousaï (1916 ; 1925 )

に
そ
の
痕
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ
が
日
本
「
国
内
」

の
貴
族
的
な
い
し
学
術
的
な
「
日
本
美
術
史
」
像
と
は
大
き
く
乖
離
し
た
も
の
だ
っ

た
こ
と
は
︑
今
日
な
お
欧
文
に
よ
る
「
古
典
」
と
し
て
残
る
秋
山
光
和
（Terukazu 

A
kiyam

a, La Peinture japonaise, Skira edition, 1961

）
と
の
対
比
か
ら
も
窺
わ
れ
る
︒

（
20
）  

Partha M
itter, A

rt and N
ationalism

 in C
olonial India, 1850-1922, C

am
bridge 

U
niversity Press, 1994 . T

he Trium
ph of M

odernism
 India’s artists and the avant-garde 

1922-1947, R
eaktion B

ooks, 2007 . T
apati G

uha-T
hakurta, T

he M
aking of N

ew
 

Indian A
rt, C

am
bridge U

niversity Press, 1992 ; M
onum

ents, O
bjects, H

istories: 

Inventions of A
rt in C

olonial and Postcolonial India, D
elhi, Perm

an
en

t B
lack; 

Princeton U
niversity Press, 2004 . 

（
21
）  

Sh
igem

i In
aga, “U

n
 destin

 de pen
sée, L

’im
pact d ’O

kakura K
akuzô sur le 

développem
ent de l ’histoire de l ’art en Inde et au Japon au début du X

X
e siècle, ” in 

L
ivia M

onnet (éd.) A
pproches critiques de la pensée japonaise du X

X
 e siècle, Presses 

universitaires de M
ontréal, 2003 , pp.329 -48 .

（
22
）  

K
akuzo O

kakura, T
he Ideals of the East, 1904 ; Stone B

ridge C
lassics, 2007 , p.145 . 

C
f. Shigem

i Inaga, “T
he M

aking of M
useum

s and C
ollections in M

odern Japan w
ith 

Special R
eference to the C

onstruction of ‘A
sian A

rt ’ and ‘Japanese A
rt ’, ” International 

Sym
posium

, “Interpreting A
sian C

ultures in M
useum

, ” at the B
ritish M

useum
, 

M
arch 2000

（
未
刊
：
日
本
語
訳
は
「
近
代
の
国
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
民
間
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
形
成
」﹃
記
号
学
研
究
﹄
第
二
一
号
︑
二
〇
〇
一
年
︑
七
五
︱
一
〇
一
頁
）.  

岡
倉
の
「
巧
芸
」
概
念
は
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
中
世
主
義
の
反
映
が
認
め
ら

れ
る
ア
ナ
ン
ダ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
（A

. K
. C

oom
arasw

am
y

）﹃
中
世
シ
ン
ハ
リ

美
術
﹄M

ediaval Sinhalese A
rt

（1908

）
と
比
較
に
値
す
る
︒

（
23
）  
こ
の
間
︑N

oriko M
urai, A

lan C
hong et al. Journeys East, Isabella Stuart G

ardner 

and A
sia, B

oston: Isabella Stuart G
ardner M

useum
, 2009

︑
清
水
恵
美
子
﹃
岡
倉
天

心
の
比
較
文
化
史
的
研
究
︱
︱
ボ
ス
ト
ン
で
の
活
動
と
芸
術
思
想
﹄
思
文
閣
出
版
︑
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二
〇
一
二
年
ほ
か
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

（
24
）  
藤
原
貞
朗
「
美
術
史
と
国
際
主
義
」﹃
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
﹄
第
九
号
︑

二
〇
〇
四
年
︑
九
〇
︱
九
五
頁
︒

（
25
）  

岡
倉
覚
三
「
泰
東
巧
藝
史
」﹃
日
本
美
術
史
﹄
木
下
長
宏
（
編
）︑
平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
︑
二
〇
〇
一
年
︒Yuko K

ikuchi, Japanese M
odernisation and M

ingei T
heory, 

C
ultural N

ationalism
 and O

riental O
rientalism

, L
ondon and N

ew
 York: R

outledge 

C
urzon, 2004 .  

本
件
に
つ
い
て
は
︑
稲
賀
に
よ
る
英
文
の
講
演
の
日
本
語
訳
「
全
球

的
な
知
覚
か
ら
近
代
性
を
問
い
直
す
」
国
際
美
術
館
会
議
︑
二
〇
一
五
年
年
次
総
会

東
京
大
会
基
調
講
演
︑﹃
美
術
館
は
い
か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
な
る
の
か
？
﹄
森
美
術
館
︑

二
〇
一
六
年
︑
九
〇
︱
一
〇
七
頁
参
照
︒ 

（
26
）  

よ
り
詳
し
く
は
︑稲
賀
「
世
界
美
術
史
は
可
能
か
？
　
学
問
分
野
・
批
評
・
創
作
」﹃
文

科
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹄
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
︑
二
〇
〇
八
年
二

月
二
三
日
報
告
書
︑
八
五
︱
一
〇
四
頁
︒
芳
賀
徹
「
美
し
く
も
愚
か
し
い
こ
と
ど
も

︱
︱
﹃
茶
の
本
﹄
の
一
隅
を
読
む
」﹃
ア
ス
テ
イ
オ
ン
﹄
第
七
七
号
︑
二
〇
一
二
年
︑

一
一
二
︱
一
一
五
頁
︒

（
27
）  

戦
前
期
日
本
の
美
術
史
学
の
「
植
民
地
」
的
性
格
と
︑
朝
鮮
半
島
の
美
術
史
の
成

立
事
情
に
つ
い
て
は
︑
高
木
博
志
「
日
本
美
術
史
／
朝
鮮
美
術
史
の
成
立
」﹃
朝
鮮
・

台
湾
に
お
け
る
植
民
地
支
配
の
制
度
・
機
構
政
策
に
関
す
る
総
合
的
研
究
﹄
平
成
十
六

年
︑
研
究
代
表
者
：
水
野
直
樹
︑
科
学
研
究
費
助
成
金
成
果
報
告
書
︑
二
〇
〇
四
年
︑

一
五
九
︱
一
七
三
頁
︒

（
28
）  

木
代
修
一
「
美
術
史
」
歴
史
教
育
研
究
会
（
編
）﹃
明
治
以
降
に
於
け
る
歴
史
学
の

発
展
﹄
四
海
書
房
︑
一
九
三
三
年
︑
二
四
七
︱
三
二
三
頁
︒
ま
た
近
年
で
は
﹃
日
本

に
お
け
る
美
術
史
学
の
成
立
と
展
開
﹄
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
︑
二
〇
〇
一
年
︑

五
〇
四
頁
に
お
よ
ぶ
膨
大
な
報
告
書
だ
が
︑
検
討
さ
れ
る
の
は
美
術
史
学
・
考
古
学

な
ど
の
沿
革
に
留
ま
り
︑
学
術
の
鳥
瞰
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
︒

（
29
）  

吉
田
千
鶴
子
「
大
村
西
崖
の
美
術
批
評
」﹃
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
紀
要 [B

ulletin 

of the Faculty of Fine A
rt, Tokyo N

ational U
niversity of Fine A

rts and M
usic]

﹄
第
六

号
︑
一
九
九
四
年
︑
一
︱
三
五
頁
︒

（
30
）  

﹃
矢
代
幸
雄
資
料
展
﹄
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
・
葉
山
︑
二
〇
〇
五
年
︒
藤
原
貞

朗 

「
美
術
史
学
と
国
際
主
義
︱
︱
１
９
２
０
年
代
の
美
術
史
家
の
国
際
的
成
功
と
そ
の

意
味 [Internationalism

 and the Study of A
rt H

istory: T
he International R

elationship 

of the A
rt H

istorians in the 1920 s and its Significance]

」﹃
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
﹄

第
九
号
︑
二
〇
〇
四
年
︑
九
〇
︱
九
五
頁
︒

（
31
）  

高
階
秀
爾
「
解
説
」︑
矢
代
幸
雄
﹃
世
界
に
お
け
る
日
本
美
術
の
位
置
﹄
講
談
社
学

術
文
庫
︑
一
九
八
八
年
︑
二
〇
〇
︱
二
一
〇
頁
︒
そ
の
晩
年
に
矢
代
は
﹃
日
本
美
術

の
再
検
討
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
七
八
年
）
を
執
筆
し
た
︒
こ
こ
で
著
者
は
「
名
前
な
き

美
術
史
」（K

unstgeschichte ohne N
am

e

）
の
行
き
過
ぎ
を
自
戒
す
る
一
方
︑
岡
倉
が
推

進
し
た
茶
に
よ
る
観
念
的
・
教
条
的
東
洋
美
学
の
過
剰
に
警
戒
を
促
し
︑
ま
た
東
洋

学
者
に
よ
る
過
度
に
専
門
的
・
学
術
的
な
東
洋
美
術
観
に
は
美
術
批
評
の
観
点
が
欠

落
し
て
い
る
こ
と
︑
博
物
館
行
政
官
や
学
術
界
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
美
術
史
研
究
が

独
占
さ
れ
る
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
︒
矢
代
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
稲
賀
﹃
絵

画
の
臨
界
﹄
第
Ⅴ
部
第
三
章
︑
四
五
八
︱
四
八
二
頁
︒

（
32
）  

John R
osenfield, “Japanese A

rt Studies in A
m

erica since 1945 , ” in H
elen H

ardacre 

(ed.), T
he Postw

ar D
evelopm

ent of Japanese Studies in the U
nites States, Leiden-B

oston-

K
öln: B

rill, 1998 , pp.161 -194 .  

貴
重
な
論
文
だ
が
︑
言
及
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
知
識

人
の
綴
り
に
は
誤
謬
が
頻
出
し
（
例
え
ばJacques Lacan

の
替
わ
り
にM

arcel Lacan

な
ど
）︑ “Japanese A

rt Studies in A
m

erica ” 

を
人
文
学
に
お
け
る
主
導
的
な
理
論
的
高

み
へ
と
唱
導
す
べ
き
使
命
感
が
い
さ
さ
か
空
回
り
し
︑ 

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
フ
ラ
ン
ス
中

心
主
義
に
お
け
る
周
辺
性
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
︒
北
米
美
術
史
学

会
に
お
い
て
二
十
一
世
紀
初
頭
段
階
で
日
本
美
術
史
が
如
何
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
か

は
︑M

im
i H

all Y
iengpruksaw

an, “Japanese A
rt H

istory 2001 , T
he State and Stakes 

of R
esearch, ” A

rt B
ulletin, V

ol.83 , 2001

︒
そ
れ
が
惹
起
し
た
反
応
は
い
く
つ
か
追
跡

で
き
る
が
︑
就
な
か
ん
ず
く中

︑W
en C

. Fong, “W
hy C

hinese Painting is H
istory? ” A

rt B
ulletin, 

June 2003 . Jam
es E

lkins (ed.) Is A
rt H

istroy G
lobal? pp.165 , 175 , notes 34 ,35

に
聞
方
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へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
︒

（
33
）  

U
do K

ulterm
ann, G

eschichte der K
unstgeschichte, U

llstein Sachbuch, 1981 ; 1987
（
ウ
ー
ド
・
ク
ル
タ
ー
マ
ン
﹃
美
術
史
学
の
歴
史
﹄
勝
國
與
・
高
阪
一
治
訳
︑
中
央
公

論
美
術
出
版
︑
一
九
九
六
年
）.  

ド
イ
ツ
語
原
典
は
安
価
な
文
庫
で
入
手
可
だ
が
︑
日

本
語
版
は
二
万
円
を
越
す
高
額
図
書
で
あ
り
︑
学
生
に
は
手
が
出
な
い
︒
東
洋
・
日

本
関
係
の
増
補
が
見
送
ら
れ
た
顚
末
も
日
本
語
版
に
見
え
る
︒G

erm
ain B

azin, 

H
istoire de l’histoire de l’art,  de Vasari à nos jours, A

lbain M
ichel, 1986 .

（
34
）  

美
術
史
学
会
第
六
一
回
全
国
大
会
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
世
界
美
術
史
の
可
能
性
」

がJohn O
nians, D

avid C
arrier

を
招
い
て
二
〇
〇
八
年
五
月
三
〇
日
に
催
さ
れ
た
が
︑

日
本
側
は
問
題
を
共
有
す
る
土
俵
に
乗
る
意
識
も
乏
し
く
︑
議
論
は
ま
っ
た
く
低
調

で
あ
っ
た
︒
蛇
足
だ
が
︑
筆
者
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
出
席
な
ど
ま
っ
た
く
打

診
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
35
）  

北
澤
憲
昭
﹃
眼
の
神
殿
︱
︱
「
美
術
」
受
容
史
ノ
ー
ト
﹄
美
術
出
版
社
︑
一
九
八
九

年
︑
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
二
〇
一
〇
年
を
は
じ
め
と
し
て
︑
佐
藤
道
信
﹃
明
治
国
家
と
近

代
美
術
︱
︱
美
の
政
治
学
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
九
年
︑
同
﹃︿
日
本
美
術
﹀
誕
生

︱
︱
近
代
日
本
の
「
こ
と
ば
」
と
戦
略
﹄
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
︑
一
九
九
六
年
ほ
か
が
︑

こ
の
潮
流
を
作
っ
た
︒
そ
の
周
辺
部
へ
と
放
擲
さ
れ
た
「
モ
ノ
」
は
木
下
直
之
が
﹃
美

術
と
い
う
見
世
物
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
三
年
以
来
の
著
書
で
︑
軽
妙
洒
脱
に
説
い
て

い
る
︒
歴
史
学
分
野
で
は
︑
高
木
博
志
が
一
次
史
料
発
掘
・
現
地
踏
査
を
ふ
ま
え
﹃
近

代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
﹄
校
倉
出
版
︑
一
九
九
七
年
以
来
︑
手
堅
い
成
果
で
考

古
学
︑
文
化
財
保
護
を
含
む
領
域
を
発
掘
し
て
い
る
︒
知
の
制
度
の
再
発
掘
と
い
え

ば
鈴
木
廣
之
﹃
好
古
家
た
ち
の
一
九
世
紀
︱
︱
幕
末
明
治
に
お
け
る
︽
物
︾
の
ア
ル

ケ
オ
ロ
ジ
ー
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
年
︑
森
仁
史
﹃
日
本
︿
工
芸
﹀
の
近
代
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
九
年
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
美
術
「
以
前
」︑
美
術
「
外
」
に
着
目
す
る
︒

こ
こ
で
は
言
及
で
き
ぬ
そ
の
詳
細
は
︑
北
澤
﹃
眼
の
神
殿
﹄
二
〇
一
〇
年
「
定
本
」

巻
末
の
足
立
元
に
よ
る
充
実
し
た
解
説
が
有
用
︒
ま
た
こ
う
し
た
九
〇
年
代
の
日
本

で
の
近
代
美
術
制
度
史
研
究
の
動
向
を
︑
同
時
代
の
欧
米
で
の
芸
術
社
会
学
の
分
野

に
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
︑
以
下
の
批
判
的
鳥
瞰
的
書
評 Shigem

i Inaga, “D
e 

l ’artisan à l ’artiste au seuil de la m
odernité japonaise, ” Sociologie de l’art, n °8 , 1995 , 

pp.47 -61 .  

工
芸
・
デ
ザ
イ
ン
を
そ
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
歴
史
的
視
野
か

ら
は
不
可
欠
で
あ
り
︑
ま
た
こ
の
分
野
で
も
過
去
十
五
年
ほ
ど
の
間
に
多
く
の
画
期

的
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
稲
賀
（
編
）﹃
伝
統
工
藝
再
考

︱
︱
京
の
う
ち
そ
と
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
に
譲
り
︑
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ

と
は
避
け
る
︒

（
36
）  

﹃
美
術
史
﹄
第
一
三
六
号
︑
一
九
九
四
年
に
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
日
本
美
術
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
」
ほ
か
の
記
事
が
み
え
る
︒
同
号
の
例
会
記
録
に
も
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
」

が
話
題
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
成
果
報
告
と
し
て
は
︑ 

鈴
木
杜
幾

子
︑ 

千
野
香
織
︑ 

馬
渕
明
子 （
編
）﹃
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
一
九
九
七

年
︒
同
年
︑
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹃
今
︑
日
本
の
美
術
史
学
を
ふ
り
か
え
る
﹄T

he 

Present, and the D
iscipline of A

rt H
istory in Japan [1997] A

n International Sym
posium

東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
が
開
催
さ
れ
た
︒
報
告
書
は
平
凡
社
︑
一
九
九
九
年
︒
稲

賀
に
よ
る
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
批
判
的
論
評
は
「「
今
︑
日
本
美
術
史
学
（
マ
マ
）

を
ふ
り
か
え
る
」
を
聞
い
て
」﹃
別
冊
あ
い
だ A

ida Extra

﹄
第
二
五
号
︑
一
九
九
八
年

一
月
号
︑二
︱
一
五
頁
︒
こ
の
論
評
を
含
む
複
数
の
反
応
が
惹
起
し
た
︑い
わ
ゆ
る
「
美

術
史
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
争
」
に
つ
い
て
は
︑
熊
倉
敬
聡
・
千
野
香
織
（
編
）﹃
女
？
　

日
本
？
　
美
？
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
に
当
事
者
に
よ
る
総
括
が

あ
る
︒
そ
れ
を
受
け
たA

yako K
ano, “W

om
en? Japan? A

rt?: C
hino K

aori and the 

Fem
inist A

rt H
istory D

ebates, ” R
eview

 of Japanese C
ulture and Society, C

enter for 

Inter-C
ultural Studies and E

ducation, Josai U
niversity, V

ol. X
V, D

ec. 2003 , pp.25 -

385

︒
加
野
彩
子
へ
の
稲
賀
の
反
論
は
︑Shigem

i Inaga, “A
 C

om
m

entary of A
yako 

K
ano ’s R

eview
 of the Fem

inist A
rt H

istory D
ebates, ” Review

 of Japanese C
ulture and 

Society, V
ol. X

IX
, D

ec. 2007 , pp.175 -180 .  

そ
の
間
︑
鈴
木
杜
幾
子
︑
馬
渕
明
子
︑
池

田
忍
︑
金
恵
信
（
編
）﹃
交
差
す
る
視
線
︱
︱
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
2
﹄
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑

二
〇
〇
五
年
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
関
連
の
学
会
機
関
誌
と
し
てIm

age &
 G

ender

︒
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（
37
）  
筆
者
は
美
術
史
学
会
の
機
関
誌
で
あ
る
﹃
美
術
史
﹄
よ
り
も
と
め
ら
れ
︑
日
本
美

術
史
学
界
の
潮
流
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
投
稿
論
文
を
複
数
査
読
し
た
経
験
を
有
す

る
︒
方
法
論
上
の
問
題
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
の
論
文
に
露
呈
し
て
い
る
知
識
の
偏
り

や
判
断
上
の
歴
史
事
実
誤
認
ゆ
え
に
︑
筆
者
は
改
稿
を
条
件
と
し
て
掲
載
可
と
の
判

断
を
示
し
た
が
︑
結
果
的
に
は
他
の
査
読
者
た
ち
の
反
対
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︑

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒

（
38
）  

﹃
建
築
家
　
伊
東
忠
太
の
世
界
展
﹄
東
京
︑
ワ
タ
リ
ウ
ム
美
術
館
︑
大
阪
︑
キ
リ
ン
・

プ
ラ
ザ
大
阪
︑
二
〇
〇
三
年
︒
鈴
木
博
之
（
編
）﹃
伊
東
忠
太
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
﹄

王
国
社
︑
二
〇
〇
三
年
︒
東
京
大
学
・
大
学
博
物
館
（
編
）﹃
関
野
貞
　
ア
ジ
ア
踏
査
﹄

二
〇
〇
五
年
︒
こ
れ
ら
の
重
要
な
報
告
書
に
は
︑
遺
憾
な
が
ら
い
か
な
る
英
語
表
記

の
説
明
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
︒

（
39
）  

東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
（
編
）﹃
東
京
大
学
百
年
史
﹄
一
九
八
七
年
︑「
部

局
史
」
第
二
編
「
文
学
部
」
の
第
三
章
第
7
節
「
美
学
美
術
学
」
と
第
四
章
第
5
節
「
美

術
史
学
」
と
を
併
読
の
こ
と
︒
な
お
主
要
大
学
の
「
七
十
年
史
」「
百
年
史
」
な
ど
を
︑

各
大
学
の
同
僚
の
個
人
的
好
意
に
頼
っ
て
︑
注
（
41
）
の
原
稿
の
た
め
に
集
め
た
が
︑

途
中
で
挫
折
し
た
経
験
が
あ
る
︒
ご
協
力
を
戴
き
な
が
ら
成
果
に
至
ら
な
か
っ
た
こ

と
を
︑
ご
援
助
い
た
だ
い
た
各
位
に
こ
の
場
を
借
り
て
一
言
お
詫
び
し
た
い
︒
同
様

の
目
論
見
に
つ
い
て
は
︑丹
尾
安
典
「
日
本
の
西
洋
美
術
史
︱
︱
西
洋
化
と
国
粋
主
義
」

﹃
美
術
史
論
壇
﹄
韓
国
美
術
史
研
究
書
︑
創
刊
号
︑
一
九
九
五
年
︑
三
五
︱
五
三
頁
︒

ま
た
加
藤
哲
弘
「
近
代
日
本
に
お
け
る
美
学
と
芸
術
研
究T

he Study of A
esthetics 

and A
rt Studies in M

odern Japan

」﹃
明
治
期
日
本
の
美
学
と
芸
術
研
究
﹄
二
〇
〇
二
年
︑

平
成
十
︱
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
が
︑http://hom

epage2 .

nifty.com
/katotetsu/tk01 text.pdf

で
閲
覧
可
能
︒

（
40
）  

神
林
恒
道
（
編
）﹃
京
の
美
学
者
た
ち
﹄
晃
洋
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
は
︑
制
度
史
で

は
な
い
が
︑
列
伝
形
式
で
京
都
の
主
要
な
美
術
史
家
︑
美
学
者
を
取
り
上
げ
て
お
り
︑

近
代
京
都
の
文
化
風
土
の
特
異
性
と
そ
の
歴
史
的
概
観
に
役
立
つ
︒

（
41
）  

Shigem
i Inaga, “T

he Invention of a D
iscipline and its Social B

ackground: A
rt 

H
istory in W

esternizing Japan ” A
 C

ritical (R
e-)view

. ”   

一
九
九
八
年
執
筆
の
未
刊
行

原
稿
︒A
rt and its H

istory

（
仮
題
）
の
た
め
の
寄
稿
を
英
国
の
学
術
出
版
社
か
ら
依
頼

さ
れ
︑
英
文
原
稿
を
執
筆
し
た
が
︑
そ
の
後
連
絡
が
途
絶
え
︑
二
〇
一
六
年
現
在
︑
企

画
は
日
の
目
を
見
て
い
な
い
︒

（
42
）  

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
﹃
美
術
史
の
基
礎
概
念
﹄
守
屋
謙
二
訳
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
三
六
年
︒
海
津
忠
雄
訳
︑
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︒
ア
ロ
イ
ス
・

リ
イ
グ
ル
﹃
美
術
様
式
論
﹄
長
広
敏
雄
訳
︑
座
右
宝
刊
行
会
︑
一
九
四
二
年
︒

（
43
）  

現
在
︑
ゆ
ま
に
書
房
か
ら
︑
明
治
以
降
の
﹃
美
術
批
評
家
著
作
選
集
﹄
が
復
刻
を

集
成
す
る
形
式
で
刊
行
中
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
狭
義
の
美
術
史
家
に
は
限
ら
れ
な
い

著
述
家
の
著
作
が
︑
あ
る
程
度
含
ま
れ
て
い
る
︒

（
44
）  

取
り
上
げ
ら
れ
た
主
要
な
著
者
を
列
挙
す
れ
ば
︑
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
︑
リ
ー
グ
ル
︑
ド

ボ
ル
シ
ャ
ー
ク
︑
ア
ン
タ
ル
︑
ガ
ン
ト
ナ
ー
︑
ウ
ィ
ッ
ト
カ
ウ
ア
ー
︑
ハ
ウ
ザ
ー
︑
ゴ
ー

ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
︑
ベ
ネ
シ
ュ
︑
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
︑
フ
リ
ー
ド
レ
ン
ダ
ー
︑
バ
ッ
ト
︑

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
︑ 

ゼ
ー
デ
ル
マ
イ
ヤ
ー
︑ 

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
ク
ほ
か
︒
岩
崎
美
術
社
の
刊
行

物
は
二
〇
〇
六
年
段
階
で
は
︑
以
下
で
検
索
可
能
だ
っ
た
︒http://w

w
w

.oibijutsukan. 

com
/iw

asaki/bijutsum
ei.htm

l.  

岩
崎
美
術
社
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
倒
産
し
た
︒

む
ろ
ん
︑
同
社
が
美
術
研
究
書
の
刊
行
を
独
占
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
現
時
点
で
美

術
書
関
係
に
力
を
入
れ
て
い
る
出
版
社
と
し
て
は
︑
平
凡
社
︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑

あ
り
な
書
房
︑
ス
カ
イ
ド
ア
︑
彩
流
社
︑
美
学
出
版
︑
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
三
元
社
な
ど

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
多
く
が
︑
き
わ
め
て
少
人
数
の
編
集
者
に
よ
る
零

細
経
営
で
あ
る
︒

（
45
）  

主
要
な
人
名
を
列
挙
す
れ
ば
︑
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
︑
ウ
ー
ジ
ェ
ニ
オ
・

ド
ー
ル
ス
︑
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
︑
グ
ス
タ
フ
=
ル
ネ
・
ホ
ッ
ケ
︑
カ
ー
ル
=
グ

ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
︑
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
ほ
か
だ
が
︑
今
日
で
は
邦
訳
書
も
絶

版
と
な
り
︑
若
い
学
生
の
必
読
文
献
か
ら
は
す
で
に
脱
落
し
た
著
述
家
も
少
な
く
な
い
︒

（
46
）  

七
〇
年
代
末
か
ら
二
十
一
世
紀
劈
頭
ま
で
の
︑
大
学
生
向
け
の
読
書
案
内
を
若
干

挙
げ
る
︒﹃
現
代
思
想
の
１
０
９
人
﹄青
土
社﹃
現
代
思
想
﹄別
冊
︑一
九
七
八
年
︒﹃
ブ
ッ
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ク
ガ
イ
ド
現
代
思
想
の
22
冊
﹄﹃
現
代
思
想
﹄︑
一
九
八
六
年
︒
今
道
友
信
（
編
）﹃
美

学
の
方
法
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
八
四
年
︒
今
道
友
信
（
編
）﹃
西
洋
美
学
の
エ
ッ
セ

ン
ス
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
八
七
年
︒「
現
代
思
想
を
読
む
２
３
０
冊
」﹃
現
代
思
想
﹄︑

二
〇
〇
一
年
︒
一
九
七
二
年
か
ら
八
一
年
ま
で
﹃
現
代
思
想
﹄
編
集
長
を
務
め
た
三

浦
雅
士
の
編
集
後
記
は
﹃
夢
の
明
る
い
鏡
﹄
冬
樹
社
︑
一
九
八
四
年
︒
一
九
九
〇
年

代
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
は
︑
仲
正
昌
樹
﹃
集
中
講
義
！
　
日
本
の
現
代
思
想
︱
︱

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
は
何
だ
っ
た
の
か
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
六
年
︒
池
上

善
彦
﹃
現
代
思
想
の
20
年
﹄
以
文
社
︑
二
〇
一
二
年
な
ど
︒
こ
れ
ら
の
知
的
宇
宙
に

関
す
る
個
人
に
よ
る
鳥
瞰
的
書
評
と
し
て
は
︑
松
岡
正
剛
﹃
千
夜
千
冊
﹄
求
龍
堂
︑

二
〇
〇
六
年
︒

（
47
）  

ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
﹃
芸
術
と
文
明
﹄
河
野
徹
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
新
装
版
︑

二
〇
〇
三
年
︒

（
48
）  

一
九
八
〇
年
段
階
で
話
題
と
な
っ
て
い
た
主
要
な
人
名
を
列
挙
す
れ
ば
︑
ユ
ル
ジ

ス
・
バ
ル
ト
ル
ス
サ
イ
テ
ィ
ス
︑
ル
ネ
・
ユ
イ
グ
︑
ユ
ベ
ー
ル
・
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
︑
ル
イ
・

マ
ラ
ン
︑
ジ
ャ
ン
=
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
︑
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
︑
ジ
ャ

ン
=
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
︑
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ジ
ュ
ノ
ー
︑
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
テ
ヴ
ォ
ほ
か
が
︑
大
学
院
の
授
業
に
登
場
し
た
︒
た
だ

し
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
ダ
ニ
エ
ル
・
ア
ラ
ス
は
な
お
埒
外
だ
っ
た
︒

（
49
）  

オ
ラ
ー
ス
・
ヴ
ェ
ル
ネ
ー
の
東
方
趣
味
の
絵
柄
を
表
紙
に
選
ん
だ
︑
筆
者
の
﹃
絵

画
の
東
方
﹄
を
嬉
々
と
し
て
手
に
取
り
「
誰
が
作
っ
た
ん
だ
い
」
と
の
た
ま
っ
た
ウ

ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
は
︑
本
文
が
日
本
語
な
の
を
発
見
し
て
︑「
な
ん
だ
こ
れ
︑
読
め

な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
︑
落
胆
と
と
も
に
そ
れ
を
放
り
出
し
た
︒
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の

要
衝
︑
葡
萄
の
谷
の
オ
ア
シ
ス
都
市
︑
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
の
移
動
学
会
最
中
の
夜
の

出
来
事
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
︑
年
代
か
ら
し
て
こ
の
一
件
は
︑
ど
う
や
ら
そ
の
後
︑

西
ア
フ
リ
カ
の
マ
リ
を
︑
西
暦
二
〇
〇
〇
年
に
同
類
の
皆
様
と
旅
し
た
折
の
出
来
事
︒

そ
の
姿
は
︑
今
で
も
筆
者
の
網
膜
に
鮮
明
に
刻
ま
れ
て
残
る
︒
前
者
の
移
動
学
会
の

記
録
は
︑
稲
賀
繁
美
「
橋
と
壁
と
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
あ
ら
た
な
る
欧
亜
学
術
交
流
を

め
ざ
す
中
国
大
陸
移
動
学
会
始
末
」﹃
Ａ
Ｒ
Ｓ
﹄
第
三
号
︑
東
北
芸
術
工
科
大
学
︑

一
九
九
五
年
︑
一
七
〇
︱
二
〇
九
頁
︒

（
50
）  

R
oland B

arthes , R
ésonance des sens, U

niversity of Tokyo C
enter for Philosophy, 

B
ulletin, N

o.2 , 2004 .  

中
国
に
お
け
る
こ
の
段
階
で
の
現
状
報
告
は
︑
董
重
（D

ong 

Q
ing

）
の“A

lors, B
arthes? B

arthes et la C
hine, un rendez-vous m

anqué ” 

が
出
色
で

あ
っ
た
︒
こ
の
会
合
の
稲
賀
に
よ
る
報
告
と
し
て
は「
黄
金
の
三
角
地
帯
を
目
指
し
て
」

﹃
あ
い
だ
﹄
第
九
七
号
︑
二
〇
〇
四
年
一
月
二
〇
日
発
行
︑
三
二
︱
三
五
頁
︒Terry 

E
agleton, A

fter T
heory, 2003

（﹃
ア
フ
タ
ー
・
セ
オ
リ
ー
︱
︱
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を

超
え
て
﹄
小
林
章
夫
訳
︑
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
）. 

イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
著
作
﹃
詩

を
ど
う
読
む
か
﹄（H

ow
 to Read a Poem

, 2007

）
は
川
本
皓
嗣
の
訳
で
読
む
こ
と
が
で

き
る
（
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
）︒

（
51
）  

C
f. M

aurice Pinguet, “LeTexe Japon, ” Le Texte Japon, Seuil, 2009 , pp.29 -43 .

（
52
）  

稲
賀
繁
美
「
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
あ
る
い
は
「
虚
構
」
と
し
て
の
日
本
」﹃
表
象
と
し

て
の
日
本
﹄
放
送
大
学
教
育
振
興
会
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
四
一
︱
二
五
七
頁
︒

（
53
）  

A
nne-M

arie C
hristin (ed.), H

istoire de l’Écriture, Flam
m

arion, 1998

（
ア
ン
ヌ
=

マ
リ
ー
・
ク
リ
ス
タ
ン （
編
）﹃
世
界
の
文
字
の
歴
史
文
化
図
鑑
﹄
柊
風
舎
︑ 

二
〇
一
二

年
）.

（
54
）  

「
書
は
美
術
な
ら
ず
論
争
」（
一
八
八
二
年
）
に
つ
い
て
は
︑
中
村
義
一
﹃
日
本
美

術
論
争
史
﹄
求
龍
堂
︑
一
九
八
二
年
︒

（
55
）  

小
川
裕
充「
書
画
と
美
術
︱
︱「
今
日
本
の
美
術
史
学
を
振
り
返
る
」に
寄
せ
て
」﹃
美

術
史
論
叢
﹄
第
一
四
号
︑
一
九
九
七
︱
九
八
年
︑
一
五
七
︱
一
六
六
頁
︒
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
後
の
宴
席
で
始
ま
っ
た
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
︑
稲
賀
前
掲
論
評
（
注
36
）

を
参
照
︒

 
 

な
お
︑
以
下
も
参
照
︒
塚
本
麿
充
「
序
章
　
近
代
に
お
け
る
「
中
国
美
術
史
」
の

成
立
と
そ
の
認
識
︱
︱
矢
代
幸
雄
・
滕
固
・
シ
ッ
ク
マ
ン
」︑
お
よ
び
「
は
じ
め
に
　

「
美
術
」
か
ら
「
文
物
」
へ
︱
︱
「
交
流
史
」
を
結
節
点
と
し
た
方
法
論
的
な
若
干
の

考
察
」﹃
北
宋
絵
画
史
の
成
立
﹄
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
平
成
二
十
八
年
︑
一
︱
七
二
頁
︒
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　﹃
万
葉
集
﹄
を
名
に
負
う
本
書
は
︑
日
本
最
古
の
文
献
が
理
解
し
総
括
す
る

そ
の
世
界
が
︑
君
主
（sovereign

︑
皇
）
の
言
語
と
行
動
を
中
心
と
す
る
時
空

に
配
さ
れ
た
︑
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
帝
国
で
あ
る
と
想
像
し
た
方
法
を
解
き
明

か
し
た
点
に
お
い
て
︑
す
ぐ
れ
て
﹃
万
葉
集
﹄
論
を
超
越
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
︒
論
述
の
主
要
な
焦
点
は
︑
六
七
二
年
の
壬
申
の
乱
の
勝
利
に
続
い

て
天
武
天
皇
（
六
二
一
︱
六
八
六
）
の
も
と
で
成
し
遂
げ
ら
れ
た
︑
新
し
い
王

国
の
設
立
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
天
武
の
後
継
者
た
ち
は
︑
そ
の
後
数
世
紀
に

わ
た
っ
て
帝
国
の
姿
を
定
義
づ
け
る
こ
と
に
な
る
︑
国
家
の
組
織
機
構
の
創

設
を
継
承
し
た
が
︑
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑
天
武
の
輝
か
し
い
戦
勝
は
︑
日

本
の
歴
史
に
そ
の
後
︑
陸
続
と
出
現
し
た
あ
ま
た
の
出
来
事
の
中
で
も
︑

も
っ
と
も
重
大
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
の
中
で

冗
長
な
ほ
ど
に
関
心
を
注
入
し
て
叙
述
さ
れ
る
記
述
に
就
け
ば
︑
そ
の
印
象

は
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒
壬
申
の
乱
を
め
ぐ
っ
て
は
︑﹃
万
葉

集
﹄
も
含
め
た
歴
史
的
な
年
代
紀
や
そ
の
他
の
文
献
に
お
い
て
︑
さ
ま
ざ
ま

な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
ダ
シ
ー
は
︑
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
を
丁
寧
に
参
照

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
古
代
日
本
の
宮
廷
が
︑
み
ず
か
ら
の
存
在
が
よ
り
一

般
的
な
も
の
で
あ
る
と
想
像
す
る
た
め
に
施
し
た
時
空
の
布
置
と
と
も
に
︑

か
の
内
乱
の
あ
と
︑
共
同
体
意
識
め
い
た
も
の
を
創
造
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
た
︑
語
り
の
多
様
性
を
強
調
す
る
︒

　
本
書
前
半
の
五
章
で
は
︑
古
代
日
本
の
政
策
が
描
か
れ
て
い
っ
た
︑
い
く

つ
か
の
道
筋
に
つ
い
て
言
及
す
る
︒
第
一
章
で
は
︑
三
世
紀
か
ら
六
世
紀
に

か
け
て
︑
漢
帝
国
が
政
治
的
に
崩
壊
し
た
の
ち
︑
そ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の

書�
評ト

ー
ク
ィ
ル
・
ダ
シ
ー
著

『
万
葉
集
と
古
代
日
本
の
想
像
の
帝
国
』

Torquil D
uthie. M

an’y ōsh ū and the Im
perial Im

agination in Early Japan.
Leiden: B

rill, 2014.

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ヘ
ル
ト
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遺
産
が
周
縁
へ
と
拡
が
っ
て
い
き
︑
か
つ
て
夷い

狄て
き

と
考
え
ら
れ
て
い
た
地
域

に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い
政
治
形
態
を
形
作
り
︑
北
東
ア
ジ
ア
に
お
い

て
︑
多
極
的
な
世
界
が
生
成
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
古
代
日
本
は
︑

い
ま
ま
さ
に
︑
朝
鮮
半
島
の
三
国
と
︑
中
国
の
南
北
朝
と
い
う
近
隣
諸
国
と

と
も
に
︑「
天
下
」
を
構
成
す
る
文
明
の
中
心
あ
る
い
は
周
辺
の
朝
貢
国
と
し

て
互
い
に
外
交
上
の
関
係
を
保
ち
︑
帝
国
共
通
の
言
語
を
用
い
て
︑
そ
の
一

員
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
第
二
章
で
は
︑
古

代
日
本
国
内
の
構
築
の
問
題
へ
と
議
論
を
転
じ
︑
単
一
民
族
と
し
て
の
国
民
︑

そ
し
て
不
変
の
言
語
と
い
う
︑
近
代
国
家
の
幻
想
に
則
っ
て
な
さ
れ
て
き
た

研
究
史
を
徹
底
的
に
検
証
し
て
批
判
し
︑
近
代
国
家
に
先
立
つ
古
典
的
国
家

像
を
描
き
出
す
起
点
と
す
る
︒
そ
の
構
成
員
は
君
主
中
心
的
な
氏
族
と
位
階

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
し
た
が
っ
て
区
分
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
言
語
は
︑
多
言

語
的
な
釈
義
を
通
じ
て
涵
養
さ
れ
た
︑
い
わ
ば
文
学
的
な
形
式
で
あ
っ
た
と

い
う
︒

　
こ
う
し
た
古
代
日
本
の
帝
国
に
関
す
る
新
し
い
視
界
は
︑
続
く
第
三
章
で

展
開
さ
れ
︑「
天
皇
」
中
心
的
に
傾
き
が
ち
な
史
観
の
中
で
は
ネ
グ
レ
ク
ト
さ

れ
続
け
て
き
た
︑
支
配
者
に
対
す
る
呼
称
を
考
察
す
る
︒
そ
の
こ
と
で
ま
た
︑

君
主
中
心
の
帝
国
の
時
空
間
の
形
態
を
創
造
す
る
た
め
に
︑
宮
殿
と
暦
が
演

じ
て
き
た
儀
礼
上
の
役
割
︱
︱
そ
れ
は
︑
法
令
︑
詩
︑
そ
し
て
史
書
と
い
っ

た
︑
そ
の
た
め
の
参
考
図
書
を
組
織
・
整
備
す
る
こ
と
で
も
示
さ
れ
る
︱
︱

に
つ
い
て
の
研
究
を
把
捉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
︒
全
体
を
包
括

的
に
捉
え
る
た
め
に
︑
こ
う
し
た
世
界
観
に
お
い
て
は
︑
相
矛
盾
す
る
過
去

に
つ
い
て
の
説
明
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
︑
第
四
章
で
は
︑

﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
そ
し
て
﹃
懐
風
藻
﹄
に
そ
れ
ぞ
れ
見
出
さ
れ
る
︑

合
法
的
な
継
承
者
で
あ
り
︑
兄
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
︑
そ
し
て
破
壊
的
な
反

逆
者
で
も
あ
る
と
い
う
︑
大
き
く
異
な
る
天
武
の
相
貌
に
光
が
当
て
ら
れ
る
︒

第
五
章
で
は
︑
歌
集
の
編
輯
様
式
と
段
階
に
関
し
て
︑
近
代
的
進
歩
的
な
説

明
が
好
む
よ
う
な
線
条
的
な
年
表
で
は
な
く
︑
存
す
る
和
歌
の
「
無
数
の
世

代
」
を
組
織
し
て
君
主
中
心
主
義
的
な
地
政
学
と
系
譜
学
へ
落
と
し
込
む
べ

く
﹃
万
葉
集
﹄
の
多
様
な
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
稼
働
し
た
︑
い
わ
ば
等
価
値

的
に
拡
が
る
歴
史
の
範
囲
を
描
き
出
す
︒

　
本
書
の
後
半
に
あ
た
る
残
り
五
つ
の
章
は
︑
天
武
の
遺
産
を
刻
印
す
る

﹃
万
葉
集
﹄
最
初
の
二
つ
の
巻
に
載
せ
ら
れ
る
︑
カ
ノ
ン
化
さ
れ
た
一
連
の
和

歌
の
精
読
を
行
う
︒
第
六
章
で
は
︑
日
本
語
固
有
の
詩
歌
に
お
い
て
は
︑
発

話
の
主
語
が
︑
固
定
化
さ
れ
た
文
法
法
則
よ
り
は
︑
む
し
ろ
文
脈
と
内
容
に

よ
っ
て
分
節
表
現
さ
れ
る
と
い
う
在
り
方
の
用
例
と
し
て
︑
歌
集
の
最
初
の

六
首
を
取
り
上
げ
て
示
し
な
が
ら
︑
一
つ
の
方
法
論
を
展
開
す
る
︒
こ
の
流

動
性
は
︑
君
主
に
対
し
て
忠
誠
を
宣
言
す
る
「
わ
れ
（I

）」
が
ま
た
「
わ
れ

わ
れ
（w

e

）」
を
も
あ
ら
わ
す
よ
う
な
和
歌
に
お
い
て
「
一
人
称
の
ポ
リ

テ
ィ
ッ
ク
ス
（a politics of first-person

）」
と
ダ
シ
ー
が
名
付
け
る
事
象
を
可

能
に
す
る
︒
第
七
章
は
︑
こ
の
集
合
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
︑

天
武
の
後
継
者
で
あ
る
持
統
天
皇
（
六
四
五
︱
七
〇
三
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
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行
幸
を
記
念
す
る
人
麻
呂
の
著
名
な
歌
群
を
め
ぐ
っ
て
考
究
す
る
︒
こ
う
し

た
賛
歌
に
お
け
る
忠
誠
心
の
表
現
に
感
情
移
入
し
た
り
︑
あ
る
い
は
拒
絶
し

た
り
す
る
近
代
的
な
文
学
批
評
理
論
を
紹
介
し
な
が
ら
︑
こ
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ

ク
ス
の
分
析
を
行
っ
た
の
ち
︑
ダ
シ
ー
は
︑
こ
れ
ら
の
和
歌
が
︑
そ
の
和
歌

を
聞
く
宮
廷
の
聴
衆
を
想
像
力
豊
か
に
引
き
つ
け
︑
彼
ら
自
身
の
君
主
へ
の

服
従
と
い
う
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
へ
と
駆
り
立
て
る
た
め
に
︑
一
人
称
の
誓
約
が
︑

こ
れ
ら
和
歌
の
語
り
手
た
ち
の
三
人
称
の
叙
述
と
い
か
に
し
て
結
び
つ
け
ら

れ
る
の
か
を
示
す
︒

　
同
じ
よ
う
な
視
点
の
複
雑
な
結
合
に
つ
い
て
は
︑
天
武
の
二
人
の
皇
子
に

向
け
ら
れ
た
人
麻
呂
の
よ
く
知
ら
れ
た
独
特
の
葬
送
歌
に
関
す
る
︑
第
八
章

の
論
述
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
草
壁
皇
子
（
六
六
二
︱
六
八
九
）
に
対
す
る
︑

尋
常
な
ら
ざ
る
非
人
称
の
挽
歌
の
出
だ
し
で
は
︑
天
武
の
神
聖
な
後
裔
を
描

き
出
す
祈
り
と
神
話
を
語
り
伝
え
た
定
型
的
な
フ
レ
ー
ズ
が
用
い
ら
れ
る
︒

聴
衆
は
︑
こ
う
し
た
過
去
を
目
の
当
た
り
に
さ
せ
ら
れ
た
あ
と
︑
現
在
の
嘆

き
の
瞬
間
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
︒
高
市
皇
子
（
六
五
四
︱
六
九
六
）
に
向
け
ら

れ
た
︑
他
に
例
を
見
な
い
長
い
挽
歌
で
は
︑
歌
の
視
点
が
わ
ず
か
に
移
動
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
二
つ
の
側
面
を
表
す
壬
申
の
乱
の
叙
述
に
お
い
て
︑
日
本

の
詩
歌
の
一
つ
の
伝
統
で
あ
る
︑
武
勇
の
要
素
を
︑
こ
の
神
話
的
言
語
に
付

け
加
え
る
︒
そ
し
て
こ
の
着
眼
は
︑
第
九
章
で
の
人
麻
呂
に
よ
る
連
作
の
和

歌
の
読
解
に
お
け
る
︑
破
れ
し
者
へ
と
転
じ
て
い
く
︒
旧
都
で
あ
る
近
江
へ

の
旅
を
描
く
こ
の
和
歌
は
︑
こ
の
近
江
の
地
が
︑
持
統
の
宮
廷
に
だ
け
ア
ク

セ
ス
可
能
な
︑
ほ
ど
遠
い
天あ
ま

離ざ
か

る
鄙ひ
な

の
地
で
あ
る
と
風
聞
を
通
し
て
描
き
︑

刻
印
す
る
の
で
あ
る
︒
第
十
章
は
︑
文
武
（
六
八
三
︱
七
〇
七
）
と
し
て
即
位

す
る
天
武
の
孫
を
中
心
と
し
た
︑
巻
一
の
前
半
を
区
切
る
和
歌
を
論
じ
て
締

め
く
く
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
阿あ

騎き

の
野
を
詠
む
人
麻
呂
歌
に
お
い
て
︑
文
武

の
未
来
の
即
位
を
願
う
集
団
的
な
欲
望
を
表
現
し
︑
か
つ
新
し
い
藤
原
宮
の

建
設
を
こ
と
ほ
ぐ
一
連
の
歌
に
お
い
て
︑
文
武
が
王
国
の
創
始
者
で
あ
り
神

で
も
あ
る
と
い
う
ス
テ
イ
タ
ス
を
︑
追
っ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
果
た

さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
本
が
提
供
す
る
多
く
の
考
察
は
︑
表
向
き
の
焦
点
と
し
て
示
さ
れ
た

七
世
紀
の
問
題
を
は
る
か
に
超
え
︑
我
々
の
古
代
日
本
に
対
す
る
理
解
を
拡

大
す
る
可
能
性
を
潜
在
し
て
い
る
︒
今
日
︑
私
た
ち
が
繰
り
返
し
参
照
す
る

﹃
万
葉
集
﹄
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
︑
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
作
ら
れ
た
︑

注
記
︑
編
集
︑
講
義
︑
そ
し
て
注
釈
書
の
た
ま
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
に

お
い
て
こ
の
両
書
は
︑
奈
良
時
代
以
前
の
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
平
安
時
代
に

想
像
さ
れ
た
古
代
性
の
一
塊
を
も
提
示
し
て
い
る
と
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
ダ
シ
ー
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
皇
室
の
地
理
学
と
系
譜
に
つ
い

て
構
造
上
の
重
要
性
を
強
調
し
て
描
き
出
す
こ
と
は
︑
た
と
え
ば
︑
そ
の
後

継
者
を
自
認
す
る
も
の
に
も
た
ら
さ
れ
た
帝
国
の
世
界
観
が
著
し
く
異
な
っ

た
も
の
と
な
っ
た
そ
の
様
相
に
つ
い
て
︑
私
た
ち
が
よ
り
大
き
な
理
解
を
得

る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
だ
ろ
う
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
︑
皇
室
の
歴
史
を
表

現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
多
様
な
（
そ
し
て
時
に
は
相
矛
盾
す
る
）
い
く
つ
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か
の
構
造
的
ス
キ
ー
ム
に
代
わ
っ
て
︑﹃
古
今
集
﹄
で
は
︑
自
足
的
に
固
く
閉

じ
ら
れ
︑
そ
し
て
歴
史
と
は
無
関
係
に
想
像
さ
れ
た
「
天
の
下
」
︱
︱
そ
の

始
ま
り
と
終
わ
り
が
和
歌
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
四
季
と
皇
室
の
儀
礼
と
の

永
遠
に
循
環
す
る
サ
イ
ク
ル
に
抱
か
れ
た
︑
人
間
の
時
空
の
全
体
性
が
存
す

る
国
土
と
し
て
あ
る
も
の
︱
︱
を
私
た
ち
に
も
た
ら
す
︒

　
限
ら
れ
た
紙
数
で
は
︑
こ
の
該
博
な
調
査
と
︑
博
覧
強
記
な
考
察
が
提
供

し
て
い
る
は
ず
の
豊
富
な
こ
と
が
ら
︑
情
報
︑
内
察
の
す
べ
て
を
︑
十
分
公

正
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
本
書
で
は
︑
取
り
上
げ
た
文
献
や
歴
史
的

な
事
象
に
関
し
て
︑
現
代
の
研
究
を
十
分
に
咀
嚼
し
た
上
で
提
示
す
る
が
︑

そ
れ
に
加
え
︑
ダ
シ
ー
は
ま
た
︑
日
本
の
古
代
和
歌
に
対
す
る
語
り
論
に
つ

い
て
︑
理
論
的
に
十
分
な
知
識
を
有
し
︑
言
語
学
的
に
も
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
押
さ
え
な
が
ら
応
用
し
て
︑
彼
独
自
の
卓
越
し
た
考
察
を
提
示
し
て
い

る
︒
こ
の
時
代
の
散
文
と
詩
に
お
い
て
︑
描
写
と
語
り
の
装
置
と
し
て
明
確

に
共
有
さ
れ
て
い
た
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
︑
著
者
は
さ
ら

に
︑
近
代
の
学
問
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
分
断
し
て
し
ま
っ
た
︑
歴
史
と

文
学
と
の
間
を
横
断
し
︑「
文
学
性
」
︱
︱
古
典
的
な
コ
ー
パ
ス
に
立
脚
し
た

文
化
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
︱
︱
の
前
近
代
に
特
徴
的
な
定

義
へ
と
到
達
す
る
︒
こ
れ
ら
の
︑
ま
た
多
く
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い

て
も
︑
こ
の
本
は
︑
英
語
圏
で
の
日
本
古
代
に
関
す
る
研
究
領
域
に
対
し
て
︑

も
っ
と
も
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
︑
か
つ
重
要
な
貢
献
を
な
す
書
の
一
つ
で
あ
る
︒

＊ 

本
稿
はJapan Review

 28  (2015 ) 

に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
ク
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒

（
荒
木
浩 

訳
）
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著
者
の
グ
レ
イ
ネ
ル
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
東
洋
学
科
准
教

授
で
︑
こ
れ
ま
で
に
﹃
舞
踏
︱
︱
展
開
す
る
思
想
﹄（
一
九
九
八
年
）︑﹃
能
と

西
洋
﹄（
二
〇
〇
〇
年
）
の
よ
う
な
舞
台
芸
術
の
著
作
を
出
版
し
た
他
︑
ト
ー

キ
ョ
ー
ガ
キ
（
二
〇
〇
八
年
）︑
肉
体
の
叛
乱
（
二
〇
〇
九
年
）︑
細
江
英
公
映

像
の
肉
体
（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
の
展
覧
会
を
企
画
し
︑
最
近
は
﹃
日
本
の
映

像
1
・
2
﹄﹃
ヒ
キ
コ
モ
リ
︱
︱
ネ
ッ
ト
の
な
か
の
幽
閉
生
活
﹄
の
よ
う
な
写

真
集
・
論
集
の
編
者
と
し
て
現
代
日
本
文
化
の
紹
介
に
力
を
尽
く
し
て
き
た
︒

「
お
茶
生
花
能
歌
舞
伎
」
の
伝
統
セ
ッ
ト
と
も
︑「
マ
ン
ガ
ア
ニ
メ
寿
司
柔
道
」

の
大
衆
文
化
セ
ッ
ト
と
も
異
な
る
同
時
代
の
事
柄
を
精
力
的
に
伝
え
て
き
た
︒

　
本
書
は
︑
身
体
の
概
念
か
ら
日
本
文
化
の
歴
史
と
現
代
を
縦
横
に
論
じ
た

野
心
作
で
あ
る
︒
現
場
に
近
い
位
置
に
い
て
︑
本
書
で
も
劇
作
家
と
の
直
接

の
対
話
が
結
論
で
生
か
さ
れ
て
い
る
︒
自
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
の
子
孫

で
「
東
洋
を
夢
見
て
き
た
」
と
エ
ピ
グ
ラ
フ
で
明
言
さ
れ
︑
家
族
の
ル
ー
ツ

探
し
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
多
い
日
系
人
に
よ
る
日
本
研
究
と
異
な
る
出
発
点

と
姿
勢
を
宣
言
し
て
い
る
︒
日
系
人
の
社
会
的
存
在
感
に
比
べ
︑
日
本
文
化

を
語
る
場
に
乏
し
い
ブ
ラ
ジ
ル
に
あ
っ
て
貴
重
な
知
性
で
︑
各
章
ご
と
に
自

身
の
日
記
か
ら
手
書
き
に
よ
る
日
本
滞
在
中
の
微
細
な
観
察
が
記
さ
れ
︑
詩

的
な
印
象
を
残
す
︒
全
体
と
し
て
は
︑
日
本
の
身
体
感
覚
・
表
現
の
動
静
が

列
島
の
外
へ
拡
散
し
（
彼
女
は
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
︑
授
精
な
い
し
播
種
と
呼
ぶ
）︑

個
別
的
か
つ
偏
在
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
方
向
で
各
章
が
組
ま

れ
て
い
る
︒
表
紙
と
章
の
区
切
り
に
は
そ
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
く
︑
日
系
ブ

ラ
ジ
ル
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
︑
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
サ
エ
キ
に
よ
る
女
体
縛
り
図

書�
評ク

リ
ス
テ
ィ
ン
・
グ
レ
イ
ネ
ル
著

『
日
本
の
身
体
の
読
み
と
そ
の
認
知
的
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』

C
hristine G

reiner. Leituras do C
orpo no Japão e Suas D

iásporas C
ognitivas

São Paulo: n-1 ediçãoes, 2015.

細
川
周
平
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が
配
さ
れ
て
い
る
︒
元
は
日
本
固
有
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
表
現
様
式

が
︑
日
本
性
を
そ
ぎ
落
と
し
（
し
か
し
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
出
自
と
微
妙
に
関
わ
り

つ
つ
）
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
応
用
・
公
認
さ
れ
た
変
容
は
︑

著
者
の
主
張
す
る
知
覚
・
認
知
の
連
鎖
を
示
す
良
き
例
だ
ろ
う
︒

　
第
一
章
「
最
初
の
地
図
」
は
列
島
人
の
身
体
観
の
基
本
を
中
国
医
術
と
イ

ン
ド
仏
教
に
求
め
︑
そ
の
伝
来
と
変
容
か
ら
説
き
始
め
て
い
る
︒
湯
浅
泰
雄
︑

栗
山
茂
︑
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
の
著
作
を
参
考
に
︑
陰
陽
と
気
の
身

体
・
宇
宙
観
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
心
身
二
分
論
と
違
い
︑
両
者
の
間
の
非
物
質

的
流
れ
を
重
ん
じ
︑
因
明
と
森
羅
万
象
の
宗
教
観
が
独
自
の
自
然
観
（「
自
ず

か
ら
し
か
り
」）
を
築
い
た
︒
こ
の
基
本
設
定
が
医
術
・
信
仰
を
越
え
︑
時
代

を
超
え
て
和
歌
︑
連
歌
︑
能
︑
戦
後
芸
術
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
が
以
下
の

章
で
例
証
さ
れ
る
︒

　
第
二
章
「
民
族
主
義
と
奇
行
」
は
池
上
英
子
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ヒ
ャ
ー

を
読
み
な
が
ら
︑
鎖
国
時
代
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
「
国
民
的
身
体
」（
国
体
）

の
解
明
に
当
て
ら
れ
る
︒
旧
来
の
島
国
孤
立
論
に
対
し
て
︑
国
土
の
内
と
外

の
交
流
が
強
調
さ
れ
︑
そ
の
あ
り
よ
う
は
個
人
レ
ベ
ル
の
自
己
と
他
者
の
相

互
浸
透
の
延
長
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
︒
島
な
れ
ば
こ
そ
多
く
の
レ
ベ
ル
で

交
流
が
進
み
︑
移
ろ
い
や
す
さ
を
本
質
と
す
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
場
の
生
成
に

は
和
辻
的
な
風
土
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
︒
水
戸
尊
皇
派
と
百
姓

一
揆
と
い
う
政
治
的
に
正
反
対
の
立
場
が
︑
共
通
の
国
民
＝
身
体
概
念
を
支

え
に
極
端
に
走
る
共
通
性
を
持
つ
︒
ま
た
連
歌
の
座
や
江
戸
時
代
の
服
飾
を

例
に
作
者
性
を
押
し
出
さ
な
い
「
変
形
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
美
学
」

も
話
題
と
し
て
い
る
︒

　
第
三
章
「
メ
デ
ィ
ア
の
回
路
」
は
明
治
維
新
時
の
近
代
＝
西
洋
観
を
始
点

に
︑
一
九
四
〇
年
代
の
「
近
代
の
超
克
」
が
西
洋
と
の
対
立
を
強
調
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
︑
偏
在
す
る
西
洋
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
︒
身
体

の
話
題
は
戦
時
中
の
建
国
体
操
や
優
生
法
に
触
れ
な
が
ら
継
承
さ
れ
る
が
︑

あ
ま
り
展
開
さ
れ
な
い
︒
そ
れ
よ
り
も
超
克
を
心
理
的
に
準
備
し
た
エ
ロ
グ

ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
︑
モ
ボ
モ
ガ
風
俗
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
ミ

リ
ア
ム
・
シ
ル
ヴ
ァ
バ
ー
グ
を
参
考
に
︑
デ
パ
ー
ト
︑
カ
フ
ェ
︑
洋
装
︑
ハ

リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
式
の
消
費
文
化
が
急
速
に
浸
透
し
た
こ

と
を
重
く
見
て
︑
都
市
民
の
身
体
の
知
覚
を
変
形
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
昭

和
初
頭
の
急
速
な
モ
ダ
ン
化
が
「
追
い
つ
い
た
」
感
を
深
め
︑
戦
時
中
の

「
超
克
」
感
の
下
地
を
作
っ
た
︒

　
第
四
章
「
戦
争
の
痕
跡
」
は
ま
ず
裕
仁
の
「
人
間
化
」
を
い
く
つ
も
の
例

か
ら
確
か
め
︑
続
い
て
焼
け
跡
の
象
徴
的
復
興
と
そ
の
破
壊
と
し
て
﹃
君
の

名
は
﹄
と
﹃
ゴ
ジ
ラ
﹄
を
並
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
著
者
の
専
門
で
あ
る
戦
後

美
術
か
ら
読
売
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
︑
赤
瀬
川
源
平
と
ハ
イ
レ
ッ
ド
・
セ
ン

タ
ー
︑
具
体
︑
フ
ル
ク
サ
ス
へ
と
話
題
は
広
が
る
︒

　
第
五
章
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
ア
ク
シ
ョ
ン
」
は
岡
本
太
郎
︑
土
方
巽
︑

村
上
隆
の
三
人
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
芸
術
は
爆
発
だ
」「
芸
術
は
肉
体
の
再

発
明
だ
」「
芸
術
は
商
品
だ
」
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
か
ら
論
じ
て
い
る
︒
引
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か
れ
る
の
は
マ
ル
ク
・
ダ
シ
︑
ミ
リ
ア
ム
・
サ
ス
︑
ト
マ
ス
・
ラ
マ
ー
ル
ら

の
論
だ
︒
岡
本
太
郎
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
人
類
学
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム

と
の
交
流
が
重
く
見
ら
れ
︑
土
方
巽
に
つ
い
て
は
ジ
ュ
ネ
︑
ア
ル
ト
ー
と
の

関
連
が
記
さ
れ
︑
三
島
由
紀
夫
が
暗
黒
舞
踏
の
礎
石
を
築
い
た
と
さ
れ
る
︒

村
上
隆
の
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
概
念
が
奇
想
の
浮
世
絵
に
由
来
し
︑
十
九
世

紀
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
が
今
で
は
マ
ン
ガ
︑
ア
ニ
メ
の
国
際
的
人
気
に
通
じ
︑

そ
の
資
本
の
回
路
も
ま
た
表
現
に
取
り
込
む
村
上
の
大
胆
に
︑
著
者
は
感
服

し
て
い
る
︒

　
第
六
章
「
機
械
の
外
の
幻
想
」
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
美
容
と
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
業
界
の
繁
昌
が
︑
従
来
の
た
だ
き
れ
い
に
見
せ
る
だ
け
の
地
点
を
外

れ
︑
身
体
を
生
体
機
械
と
見
な
す
点
で
︑
従
来
の
「
日
本
ら
し
さ
」
と
は
別

の
次
元
の
表
現
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
︒
後
半
で
は
パ
ラ
サ
イ
ト
・

シ
ン
グ
ル
︑
引
き
こ
も
り
︑
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
︑
ラ
ブ
ホ
テ
ル
に
見
る
現
代
日

本
の
孤
立
と
連
携
の
あ
り
方
を
経
由
し
て
︑
孤
独
死
と
延
命
治
療
の
両
極
端

に
走
る
生
死
状
況
を
論
じ
る
︒

　
終
章
「
認
知
的
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
求
め
て
」
は
現
象
学
で
い
う
生
体
と
死

体
の
二
元
論
（
身
体
と
精
神
の
二
元
論
で
は
な
く
）
が
︑
日
本
の
武
道
や
芸
術

で
見
ら
れ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
︒
彼
女
の
長
い
研
究
の
な
か
で
︑
日
本

の
身
体
性
の
規
約
を
探
る
発
想
は
廃
棄
さ
れ
︑
認
知
と
知
覚
を
一
体
化
し
た

行
動
と
見
な
す
「
知
覚
の
連
鎖
」
の
概
念
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
︒
こ
の

連
鎖
は
「
日
本
的
身
体
の
虚
構
の
地
図
作
製
法
」
を
作
り
出
す
︒
抽
象
的
な

国
民
政
治
の
身
体
か
ら
ダ
ン
サ
ー
の
身
体
ま
で
︑
彼
女
は
知
覚
と
認
知
の
網

目
に
沿
っ
て
か
ら
だ
を
理
解
し
て
い
る
︒
最
後
に
今
後
の
方
針
と
し
て
三
点

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
︑
文
化
の
物
質
的
側
面
だ
け
を
見
る
見
方
を
排
し
︑

知
覚
の
流
れ
︑
主
体
性
の
生
産
に
焦
点
を
当
て
る
︑
二
︑
所
与
の
モ
デ
ル
と

し
て
異
文
化
を
考
え
る
の
で
は
な
く
︑
普
請
中
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
認
知
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
文
化
を
考
え
る
︑
三
︑
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
シ
モ
ン
ド
ン

と
和
辻
哲
郎
︑
そ
し
て
二
人
の
注
釈
書
に
も
と
づ
き
︑「
同ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
を

「
単
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ

独
性
」（
特
異
性
）
の
概
念
に
取
り
替
え
る
（
一
九
九
頁
）︒

　
出
版
社
名
と
上
の
要
約
が
語
る
よ
う
に
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
フ
ー
コ
ー
の
語

彙
体
系
は
彼
女
に
近
し
い
︒
か
つ
て
記
号
を
カ
ギ
に
日
本
文
化
を
説
い
た
バ

ル
ト
に
対
し
て
︑
グ
レ
イ
ネ
ル
は
身
体
を
カ
ギ
に
似
た
よ
う
な
企
て
を
試
み

る
︒
直
接
関
わ
っ
て
き
た
現
代
美
術
・
舞
台
を
俎
上
に
上
げ
た
節
は
最
も
肉

厚
に
︑
整
然
と
論
じ
ら
れ
る
反
面
︑
幕
府
権
力
に
つ
い
て
の
節
は
心
も
と
な

い
︒
日
本
文
化
の
単
独
性
な
ど
多
方
面
の
話
題
が
飛
び
交
う
軽
快
さ
は
心
地

よ
い
が
︑
思
い
違
い
も
散
見
さ
れ
る
︒「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
」
はw

alking 

poor

で
は
な
くw

orking poor

の
音
訳
だ
し
（「
歩
い
て
も
歩
い
て
も
貧
乏
」
と

い
う
語
感
は
貴
重
だ
が
）︑
天
皇
の
写
真
に
つ
い
て
も
誤
解
し
て
い
る
︒
一
部

の
日
本
語
概
念
に
は
そ
の
特
異
性
を
視
覚
化
す
る
た
め
か
︑
日
本
文
字
が

ロ
ー
マ
字
表
記
に
添
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
自
体
は
議
論
の
対
象
と
は
な

ら
ず
︑
大
多
数
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
読
者
に
は
東
洋
趣
味
に
終
わ
る
し
か
な
い
︒

そ
の
選
択
が
恣
意
的
で
︑
た
と
え
ば
美
容
の
章
で
「
小
豆
」「
糠
袋
」
が
な
ぜ
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漢
字
表
記
を
必
要
と
し
︑
他
の
も
っ
と
本
質
的
な
概
念
が
素
通
り
さ
れ
る
の

か
理
解
に
苦
し
む
︒

　
著
者
自
身
の
日
本
滞
在
の
印
象
と
書
物
の
中
の
旅
が
入
り
混
じ
る
哲
学
的

な
エ
ッ
セ
イ
で
︑
裏
表
紙
に
は
今
後
の
日
本
旅
行
の
前
に
読
ん
で
お
き
た
い

と
︑
ブ
ラ
ジ
ル
の
哲
学
者
が
推
薦
文
を
寄
せ
て
い
る
︒
本
書
自
体
が
旅
で
あ

る
︑
と
︒
ブ
ラ
ジ
ル
は
世
界
最
大
の
日
系
人
口
を
持
ち
︑
彼
ら
の
一
世
紀
に

わ
た
る
社
会
や
産
業
へ
の
貢
献
と
文
化
交
流
が
公
式
的
に
繰
り
返
し
述
べ
ら

れ
な
が
ら
︑
日
本
語
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
限
界
か
ら
一
歩
進
ん
だ
知
的
な
交

流
は
限
ら
れ
て
き
た
（
こ
と
に
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
か
ら
離
れ
る
に
比
例
し
て
）︒
本

書
は
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
日
本
研
究
の
現
況
を
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
読

者
に
伝
え
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
︒
数
が
多
い
と
は
い
え
な
い
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
に
よ
る
日
本
文
化
論
の
今
後
の
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
︒
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
越
え
た
複
数
文
化
の
共
存
と
い
う
「
理
想
」
は
︑
近

代
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
ユ
マ
ニ
テ
の
実
践
と
い
う
使

命
を
基
底
に
抱
え
込
み
︑
や
が
て
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
諸
共
同
体
）
や
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連

合
）
と
い
う
経
済
共
同
機
構
の
理
論
的
根
拠
に
も
援
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
が
国
民
投
票
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
共
同
体
の
「
理
想
」
が
︑「
国
民
」
の
権

利
・
権
益
と
背
馳
し
た
時
に
巻
き
起
こ
る
︑
思
い
の
ほ
か
に
強
烈
な
ナ
シ
ョ

0

0

0

ナ
ル
な
も
の

0

0

0

0

0

へ
の
傾
斜
は
︑
国
民
国
家
と
い
う
近
代
以
降
の
世
界
シ
ス
テ
ム

が
︑
い
か
に
強
靭
に
「
国
民
」
を
形
成
し
︑
無
意
識
な
集
団
認
識
・
集
合
意

識
を
導
き
出
し
て
い
く
か
を
証
明
し
て
い
る
︒
こ
の
二
極
の
揺
れ
を
ホ
ミ
・

Ｋ
・
バ
ー
バ
は
「
忘
却
こ
そ
が
︑
国
民
に
な
ろ
う
と
す
る
意
志
が
分
節
化
さ

れ
る
そ
の
瞬
間
な
の
だ
か
ら
」（﹃
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
権
利
﹄
磯
前
順
一
／
ダ
ニ
エ

ル
・
ガ
リ
モ
ア
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
国
民
化
の
強
制
の
た
び
に
起
こ
る
「
暴
力
」
や
「
権
力
」
の
介
在
︑

不
当
な
越
権
を
「
忘
却
」
し
て
︑
あ
え
て
国
民
化
し
よ
う
と
す
る
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
の
強
度
に
バ
ー
バ
は
注
目
し
た
の
で
あ
る
︒

　
フ
ェ
イ
・
ク
リ
ー
マ
ン
氏
の
本
書
は
︑
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
の
浸

透
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
へ
の
「
根
本
的
疑
義
の
提
出
」
に
強

く
コ
ミ
ッ
ト
し
な
が
ら
︑
な
お
東
ア
ジ
ア
と
い
う
場
所
（sphere

）
の
「
特
殊

性
」
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
書
で
あ
る
︒
氏
は
前
著U

nder an 
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の
父
祖
の
地
・
台
湾
の
植
民
地
期
を
対
象
に
︑
そ
こ
に
営
ま
れ
た
日
本
語
文

学
に
つ
い
て
犀
利
な
分
析
を
試
み
た
︒
帝
国
と
い
う
版
図
の
な
か
で
︑
ど
の

よ
う
に
日
本
語
が
宗
主
国
の
言
語
と
な
っ
て
被
植
民
地
の
人
々
の
心
性
に
食

い
込
ん
で
い
っ
た
か
を
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
叙
述
し
た
が
︑
こ
の
方
法
の
重
要

性
に
︑
私
は
特
に
留
意
し
た
い
︒
先
の
バ
ー
バ
の
言
葉
は
︑
複
数
文
化
主
義

か
︑
単
一
文
化
主
義
（
国
民
文
化
主
義
）
か
と
い
う
選
択
に
あ
る
落
と
し
穴
を

指
摘
し
て
い
る
︒
一
見
︑
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
二
極
は
︑

実
は
相
補
的
な
も
の
で
あ
り
︑
ど
ち
ら
に
し
て
も
主
権
を
担
う
文
化
や
言
語

の
専
横
的
な
支
配
に
よ
っ
て
構
造
は
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
︑
見
落
と

し
て
し
ま
う
危
険
を
内
包
し
て
い
る
の
だ
︒
そ
の
意
味
で
︑
本
書
に
よ
っ
て

ク
リ
ー
マ
ン
氏
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
両
義
性

こ
そ
は
︑
西
欧
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
他
国
・
他
者
へ
の
欲
望

を
母
胎
に
現
出
し
た
︑
壮
大
な
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
忘
却
」
の
デ
ィ
ス

コ
ー
ス
と
し
て
感
知
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
拙
訳
に
て
目
次
を
挙
げ
る
︒

第
1
部
　
友
達
︑
そ
れ
と
も
敵
：
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
初
期
位
相

　
第
1
章
　
宮
崎
滔
天
：
最
後
の
革
命
的
反
逆
者

　
第
2
章
　
河
原
操
子
：
娘
︑
教
師
︑
良
き
妻

第
2
部
　
自
分
の
語
り
︑
国
家
の
語
り

　
第
3
章
　
歴
史
︑
記
憶
︑
そ
し
て
（
自
己
）
伝
記

　
第
4
章
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
︑
帝
国
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

第
3
部
　
欲
望
の
版
図
制
作
と
自
己
認
識

　
第
5
章
　
植
民
地
の
女
性
と
原
住
民
族
：
真
杉
静
枝
と
坂
口
䙥
子

　
第
6
章
　
帝
国
の
舞
踏
手

　
第
1
部
で
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
近
代
へ
の
突
入
と
と
も
に
日
本
が
近
接
す
る

東
ア
ジ
ア
へ
も
っ
た
欲
望
の
諸
相
を
詳
述
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
固

有
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
︒
宮
崎
滔
天
が
唱
え
る
「
ア
ジ
ア
主
義
」

が
︑
西
欧
帝
国
主
義
︑
そ
し
て
西
欧
植
民
地
主
義
へ
の
対
抗
と
し
て
想
起
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
認
め
な
が
ら
︑
中
国
︑
朝
鮮
半
島
と
の

連
携
の
主
た
る
担
い
手
と
し
て
の
「
日
本
」
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
疑
わ
な

い
滔
天
の
矛
盾
を
指
摘
し
︑
な
お
こ
の
滔
天
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
支
え
ら

れ
た
汎
ア
ジ
ア
主
義
︑
大
ア
ジ
ア
主
義
の
夢
想
と
ア
ジ
ア
近
代
化
の
将
来
構

想
を
融
合
さ
せ
る
論
理
が
も
っ
た
意
味
を
問
い
か
け
る
︒
そ
れ
は
極
め
て
現

実
的
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
︑
一
方
に
そ
う
し
た
「
革
命
」
の
夢
を
も
た
ら

す
装
置
と
な
っ
て
機
能
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
日
露
戦
争
は
そ
の
意
味
で
本
格
的
な
西
欧
帝
国
主
義
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
︒

内
蒙
古
の
女
学
校
に
赴
任
し
た
河
原
操
子
は
︑
中
国
に
潜
入
し
た
諜
報
機
関

と
連
携
を
も
っ
て
ス
パ
イ
と
な
っ
た
女
性
で
あ
る
︒
彼
女
の
活
動
が
愛
国
に

根
差
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
同
時
に
ア
ジ
ア
の
危
急
を
救
済
し
よ

う
と
す
る
「
誠
意
」
に
も
満
ち
て
い
た
こ
と
を
︑
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
指
摘
し



書評

139

て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
河
原
が
当
時
に
お
い
て
受
け
た
高
度
な
西
欧
的
教

育
が
︑
滔
天
と
同
様
に
日
本
の
近
代
化
へ
の
疑
い
な
き
信
奉
に
よ
っ
て
︑
屈

折
し
た
「
日
本
主
義
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
挙
げ

な
が
ら
︑「
脱
亜
入
欧
」
と
い
う
屈
辱
的
な
近
代
化
へ
の
行
程
を
覆
す
／
顚
倒

さ
せ
る
論
理
の
形
成
過
程
を
︑
滔
天
︑
河
原
の
軌
跡
か
ら
探
索
し
た
︒

　
第
2
部
で
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
帝
国
の
政
策
に
加
担
・
協
力
し
た
女
性
た
ち

に
視
点
を
注
い
で
い
る
︒
そ
れ
は
一
方
に
手
ひ
ど
い
犠
牲
と
な
っ
た
女
性
た

ち
へ
の
注
目
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
も
そ
の
一
方
に
断
罪
で
き
な
い
両
義
的
な

評
価
を
対
象
と
し
て
論
を
展
開
し
た
︒
第
3
章
で
朝
鮮
・
李
王
家
の
皇
太
子

妃
と
な
っ
た
梨
本
宮
方ま
さ

子こ

︑
愛
新
覚
羅
溥
儀
の
弟
・
溥
傑
の
妃
と
な
っ
た
嵯

峨
浩ひ
ろ

の
持
っ
た
意
味
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
︑
大
正
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け

て
の
日
本
の
帝
国
主
義
は
︑
中
国
︑
朝
鮮
に
お
け
る
王
家
と
の
血
の
連
携
を

図
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
身
体
が
帝
国
化
さ
れ
︑
な
お
そ
の
身
体
が
生

み
出
す
（
再
生
産
す
る
）
混
淆
し
た
血
の
現
出
に
︑
帝
国
の
複
数
文
化
主
義
的
︑

複
合
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
イ
メ
ー
ジ
の
産
出
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
剝
出
し

た
︒
彼
女
ら
は
帝
国
の
中
心
的
な
機
能
を
担
い
な
が
ら
︑
お
の
お
の
の
王
家

に
と
っ
て
は
著
し
く
周
縁
的
な
存
在
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
こ
の

帝
国
の
イ
メ
ー
ジ
生
産
の
虚
偽
を
証
明
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
身
体
の

植
民
地
化
︑
帝
国
化
は
︑
帝
国
イ
メ
ー
ジ
の
生
産
︑
存
続
に
必
須
の
要
素
で

あ
っ
た
︒

　
第
4
章
で
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
川
島
芳
子
︑
李
香
蘭
（
山
口
淑
子
）
を
対
象
に

こ
の
イ
メ
ー
ジ
生
産
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
た
︒
彼
女
ら
が
も
っ
た
絶
大

な
波
及
効
果
が
何
故
も
た
ら
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
川
島
の
「
私
の

体
は
中
国
の
血
と
日
本
の
精
神
で
で
き
て
い
る
」
と
い
う
発
言
︑
ま
た
李
香

蘭
の
「
中
国
は
私
の
故
郷
（hom

eland

）︑日
本
は
私
の
父
祖
の
地
（fatherland

）」

と
い
う
発
言
か
ら
︑
彼
女
ら
が
も
っ
た
曖
昧
な
位
置
の
自
認
に
注
目
し
た
︒

中
心
に
あ
り
な
が
ら
周
縁
的
︑
日
本
で
も
中
国
で
も
あ
り
な
が
ら
同
時
に
そ

の
ど
ち
ら
で
も
な
い
不
可
思
議
な
自
己
規
定
に
︑
帝
国
の
両
義
的
な
側
面
に

眼
を
向
け
て
い
る
の
だ
︒

　
植
民
地
主
義
が
も
た
ら
す
文
化
の
混
淆
は
︑
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
身

体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
認
知
を
産
出
す
る
︒
植
民
地
主
義
は
宗
主
国
へ
の

恭
順
を
強
制
し
な
が
ら
も
︑
一
方
に
は
そ
の
混
濁
し
た
社
会
・
文
化
状
況
を

「
特
色
」
と
し
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
す
る
︒
十
九
世
紀
末
か
ら
西
欧
を
中
心
に
展

開
し
た
植
民
地
博
覧
会
に
は
︑
む
し
ろ
そ
の
サ
ベ
ー
ジ
性
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

性
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
証
左
で
あ
る
︒
帝
国
の
版
図
に
入

れ
込
み
な
が
ら
︑
一
方
に
宗
主
国
と
同
等
の
権
利
も
敬
意
も
与
え
な
い
の
だ

か
ら
︑
当
然
そ
の
そ
も
そ
も
の
「
国
民
性
」
や
「
国
民
文
化
」
を
侮
蔑
的
に

担
保
し
︑
継
続
さ
せ
る
と
い
う
政
策
は
︑
世
界
中
の
植
民
地
で
行
わ
れ
て
き

た
政
策
で
あ
る
︒
そ
の
時
に
そ
の
ど
ち
ら
の
文
化
に
も
精
通
し
︑
あ
る
い
は

象
徴
的
に
具
現
す
る
存
在
が
要
求
さ
れ
る
︒
川
島
芳
子
も
李
香
蘭
も
︑
そ
の

帝
国
の
イ
メ
ー
ジ
生
産
に
用
い
ら
れ
︑
結
果
と
し
て
ど
ち
ら
に
も
所
属
で
き

な
い
身
体
を
置
き
去
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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第
5
章
で
台
湾
に
眼
を
向
け
︑
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
真
杉
静
枝
と
坂
口
䙥
子

に
焦
点
を
当
て
る
︒
こ
の
植
民
地
・
台
湾
を
描
く
二
人
の
女
性
作
家
が
期
せ

ず
し
て
台
湾
原
住
民
族
へ
注
い
だ
視
線
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
帝

国
か
ら
も
別
置
さ
れ
る
原
住
民
族
は
自
由
な
存
在
で
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
自

由
さ
の
希
求
は
︑
女
性
自
身
の
自
由
さ
へ
の
希
求
と
通
じ
合
っ
て
い
く
こ
と

に
︑
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
言
及
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
氏
は
津
島
佑
子
の
﹃
あ
ま

り
に
野
蛮
な
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
〇
八
年
）
を
︑
こ
の
二
人
の
植
民
地
を
描
く

女
性
作
家
の
作
品
と
交
錯
さ
せ
︑「
野
蛮
」
が
も
つ
意
味
の
両
義
性
に
注
目
し

て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
現
実
に
は
原
住
民
族
は
帝
国
・
日
本
か
ら
手
ひ
ど
い

弾
圧
を
加
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
こ
こ
で
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
る
「
野
蛮
」

が
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
当
な
配
置
を
顚
倒
さ
せ
る
も
の
と
し
て
夢
想
さ
れ
た

と
い
う
見
解
は
︑
深
く
肯
く
こ
と
が
で
き
る
︒

　
第
6
章
は
舞
踏
家
・
石
井
漠
と
「
半
島
の
舞
姫
」
崔
承
喜
の
関
係
を
中
軸

に
︑
世
界
的
に
活
躍
し
た
崔
が
も
つ
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ズ
ム
の
生
産
に
石
井
が

持
っ
た
役
割
を
考
察
し
て
い
る
︒「
朝
鮮
ダ
ン
ス
」
の
特
殊
性
を
強
調
し
な
が

ら
も
︑
実
は
そ
こ
に
は
伝
統
主
義
を
脱
却
し
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
深
く
関
わ
っ

て
い
た
︒
こ
の
倒
錯
し
た
状
況
は
︑
ま
さ
し
く
「
伝
統
の
発
明
」
な
の
だ
が
︑

の
ち
に
崔
が
北
朝
鮮
に
渡
り
ダ
ン
ス
メ
ソ
ッ
ド
を
確
立
し
た
さ
い
︑
そ
の
モ

ダ
ニ
テ
ィ
が
理
由
と
な
っ
て
粛
清
さ
れ
た
︒
こ
の
悲
劇
的
な
舞
踏
家
の
生
涯

は
︑
象
徴
的
に
帝
国
の
文
化
の
両
義
的
な
曖
昧
さ
を
物
語
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

中
心
と
周
縁
が
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
な
が
ら
転
回
し
て
い
く
帝
国
主
義
の

情
景
が
︑
今
の
問
題
に
も
波
及
し
て
い
る
こ
と
に
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
触
れ
て

い
る
が
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
的
覇
権
の
相
克
が
容
易
に
は
解
消
・
解

決
さ
れ
え
な
い
残
滓
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
︑
本
書
に
よ
っ
て

深
く
記
銘
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
︒

　
東
ア
ジ
ア
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
よ
う
に
起
こ
っ
て
い
る
文
化
一
国
主

義
︑
国
民
主
義
の
跋
扈
の
な
か
で
︑
本
書
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
︒
文
化

の
多
種
性
・
多
層
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
︑
文
化
の
独
自
性
・
特
殊
性
を
主

張
す
る
の
と
同
様
に
︑
根
拠
な
き
言
説
の
積
み
重
ね
の
結
果
の
現
象
に
す
ぎ

な
い
︒
中
心
に
も
周
縁
に
も
位
置
さ
れ
な
い
ま
ま
に
「
忘
却
」
さ
れ
て
し

ま
っ
た
文
化
テ
キ
ス
ト
を
︑
こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
探
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
本
書
は
ま
さ
し
く
そ
の
目
的
を
果
敢
に
実
行
し
た
書
な
の
で
あ
る
︒
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本
書
は
二
〇
一
一
年
に
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
文
学
研
究
大
学
院
（
Ｆ
Ｓ
Ｇ
Ｓ
）
で
最
終
審
査
を
通
過
し
た
レ
ベ
ッ

カ
・
マ
ッ
ク
博
士
の
論
文
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
ベ
ル
リ
ン
自
由
大

学
は
ド
イ
ツ
の
大
型
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
エ
ク
セ
レ
ン
ス
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
」
の
一
環
と
し
て
生
ま
れ
た
総
合
大
学
だ
が
︑
学
内
の
数
あ
る
施
設
の
な

か
で
も
Ｆ
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
全
世
界
の
文
学
が
一
堂
に
会
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
︑

複
数
分
野
（
本
書
の
場
合
は
日
本
研
究
と
比
較
文
学
）
の
教
官
が
学
生
を
き
め

細
か
く
指
導
し
て
く
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
教
育
機
関
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
︒
本
書
の
第
六
章
（pp.191 -227

）
に
は
三
島
由
紀
夫
の
「
文
化
防
衛
論
」

（
一
九
六
八
）
の
西
洋
言
語
に
よ
る
初
の
翻
訳
が
収
録
さ
れ
た
（
抄
訳
は
︑

一
九
七
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
﹃
エ
ス
プ
リE

sprit

﹄
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）︒
こ

の
翻
訳
は
全
編
と
お
し
て
丁
寧
な
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
︑
本
書
の
脚

注
に
は
日
本
お
よ
び
日
本
以
外
の
文
学
運
動
や
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
情

報
︑
日
本
︑
ロ
シ
ア
︑
ア
メ
リ
カ
︑
朝
鮮
︑
中
国
の
歴
史
的
な
政
治
運
動
や

同
時
代
の
政
治
状
況
︑
ま
た
三
島
本
人
が
定
義
し
た
用
語
や
概
念
の
説
明
な

ど
︑
こ
の
難
し
い
作
品
を
読
み
解
く
の
に
必
要
な
情
報
が
文
脈
に
則
し
て
解

説
さ
れ
て
い
る
︒「
文
化
防
衛
論
」
は
一
九
七
〇
年
に
三
島
が
自
死
す
る
二
年

前
に
書
か
れ
︑
戦
後
日
本
の
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
三
島
の
最

終
的
な
論
評
︑
お
よ
び
日
本
を
国
家
と
し
て
文
化
と
し
て
い
か
に
再
生
さ
せ

る
か
に
関
す
る
三
島
の
見
解
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
の
大
半
を
占
め

る
の
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
知
的
に
透
徹
し
た
分
析
で
あ
る
︒
三
島
の
政

治
観
と
政
治
理
念
が
ご
く
端
的
に
吐
露
さ
れ
た
こ
の
重
要
文
献
の
翻
訳
な
ら

書�
評レ

ベ
ッ
カ
・
マ
ッ
ク
著

『 

三
島
由
紀
夫
の
「
文
化
防
衛
論
」
―
―
国
際
的
文
脈
か
ら
見
た
日
本
の 
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び
に
そ
の
分
析
と
文
脈
づ
け
を
通
じ
て
︑
本
書
は
政
治
文
化
思
想
家
と
し
て

の
三
島
の
研
究
に
と
っ
て
︑
き
わ
め
て
独
創
的
か
つ
重
要
な
貢
献
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
︒

　
著
者
は
作
品
と
人
生
の
で
き
ご
と
と
を
関
連
づ
け
る
伝
記
的
手
法
と
は
一

歩
距
離
を
置
き
︑
よ
り
大
き
な
文
学
的
︑
歴
史
的
︑
政
治
的
文
脈
の
枠
組
み

に
従
っ
て
「
文
化
防
衛
論
」
を
論
じ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
三
島
自
身
が
設
定

し
た
の
と
同
じ
文
脈
で
あ
る
︒
本
書
は
ま
ず
一
九
七
〇
年
の
三
島
の
死
後
に

お
け
る
研
究
状
況
を
簡
単
に
述
べ
た
の
ち
︑
文
献
と
し
て
の
「
文
化
防
衛
論
」

を
丹
念
に
読
み
︑
そ
の
言
語
的
特
色
︑
論
理
構
成
︑
修
辞
法
を
分
析
し
て
い

く
︒
お
も
し
ろ
い
の
は
︑
こ
の
作
品
が
日
本
で
長
い
伝
統
の
あ
る
「
随
筆
」

あ
る
い
は
「
評
論
」
と
い
う
様
式
の
類
型
を
示
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
だ
︒

随
筆
（
評
論
）
は
「
多
く
の
事
例
の
助
け
を
借
り
て
︑
直
感
的
に
」
読
者
を

理
解
に
導
き
︑
合
理
性
や
論
理
で
は
な
く
文
学
性
を
基
盤
に
作
品
の
活
力
を

得
て
い
く
様
式
で
あ
る
（p.39

）︒
内
容
的
に
は
︑「
自
民
族
中
心
的
で
︑
日
本

文
化
の
独
自
性
に
こ
だ
わ
り
︑
と
り
わ
け
西
洋
と
の
違
い
を
強
調
す
る
日
本

人
論
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
（pp.39 -40 , 185

）︒
次
い
で
本
書
は
︑
三

島
の
哲
学
・
文
学
様
式
が
抱
え
る
翻
訳
に
と
っ
て
の
困
難
さ
を
指
摘
し
︑
最

後
に
「
文
化
防
衛
論
」
を
日
本
文
化
の
特
質
︑
民
族
主
義
と
国
際
主
義
︑
お

よ
び
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
と
い
う
論
点
で
文
脈
づ
け
て
い
く
︒
こ
う
し

た
議
論
は
近
世
以
来
︑
三
島
が
「
文
化
防
衛
論
」
を
書
い
た
時
点
ま
で
に
確

定
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
︑
な
か
で
も
瞠
目
す
べ
き
と
こ
ろ
と
し
て
︑
第
一

に
明
治
以
来
発
展
し
て
き
た
「
民
」
お
よ
び
「
民
族
」
と
い
う
言
葉
の
さ
ま

ざ
ま
な
意
味
に
関
す
る
つ
っ
こ
ん
だ
議
論
︑
お
よ
び
こ
の
概
念
に
関
す
る
三

島
の
解
釈
と
（pp.61 -78

）︑
第
二
に
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
と
天
皇
制
の

進
展
に
つ
い
て
の
分
析
を
あ
げ
た
い
（pp.81 -102

）︒
著
者
は
さ
ら
に
「
文
化

防
衛
論
」
が
目
下
進
行
中
の
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
探
し
に
大
き
な
貢

献
を
し
た
と
し
た
う
え
で
︑
こ
の
作
品
と
和
辻
哲
郎
︑
津
田
左
右
吉
︑
佐
々

木
宗
一
︑
丸
山
眞
男
な
ど
重
要
な
文
化
人
に
よ
る
先
行
「
日
本
人
論
」
や
政

治
社
会
論
と
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
︒「
文
化
防
衛
論
」
に
は
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
よ
う
な
歴
史
的
文
学
作
品
︑﹃
増
鏡
﹄
の
よ
う
な
初
期
の
歴

史
書
︑
正
岡
子
規
の
俳
句
︑
西
洋
の
マ
ル
ク
ス
主
義
や
非
マ
ル
ク
ス
主
義
文

献
の
ほ
か
︑
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
・
文
芸
理
論
な
ど
︑
多
岐
に
わ
た
る
文
献
が

と
り
と
め
も
な
く
登
場
す
る
が
︑
そ
れ
ら
へ
の
三
島
の
対
応
の
し
か
た
が
分

析
さ
れ
て
い
る
点
も
お
も
し
ろ
い
︒
著
者
に
と
っ
て
「
文
化
防
衛
論
」
は
︑

文
化
を
ま
た
ぐ
近
代
論
と
日
本
特
殊
説
の
あ
い
だ
の
ど
こ
か
に
位
置
す
る
と

と
ら
え
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
︒

　
本
書
は
︑
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
軍
事
的
敗
北
と
ア
メ
リ
カ
に
よ
る

占
領
を
経
て
︑
戦
後
ど
の
よ
う
に
お
の
れ
の
国
家
的
・
文
化
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
試
み
た
か
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
「
文
化
防
衛
論
」
を

辿
っ
て
い
く
︒
三
島
は
こ
の
な
か
で
︑
戦
後
日
本
文
化
の
利
己
主
義
︑
頽
廃
︑

物
質
主
義
と
み
な
し
た
も
の
に
対
し
て
︑
激
し
く
反
応
す
る
︒
こ
う
し
た
も

の
に
よ
っ
て
超
越
的
価
値
と
個
人
と
の
つ
な
が
り
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
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だ
か
ら
こ
そ
戦
後
日
本
文
化
は
守
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
が
で

き
る
の
は
「
お
の
れ
の
利
己
主
義
を
拒
否
す
る
の
み
な
ら
ず
私
的
安
寧
の
希

求
を
も
捨
て
る
覚
悟
の
あ
る
国
民
」
だ
け
で
あ
る
（p.59

）︒
重
要
な
の
は
︑

「
文
化
防
衛
論
」
が
戦
後
日
本
の
精
神
的
心
地
悪
さ
へ
の
診
断
書
だ
っ
た
だ
け

で
な
く
︑
三
島
が
日
本
文
化
の
神
聖
不
可
侵
性
と
し
た
も
の
を
守
る
行
動
へ

の
呼
び
か
け
で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
︒
三
島
が
懸
命
に
武
士
道
精
神
を
よ
み
が

え
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
だ
が
︑
こ
れ
は
一
九
〇
〇
年
に
英
語
で

出
さ
れ
た
新
渡
戸
稲
造
の
﹃
武
士
道
﹄
に
お
い
て
す
で
に
再
評
価
さ
れ
︑
欧

米
的
価
値
観
の
侵
略
に
対
す
る
日
本
文
化
防
衛
の
理
念
へ
と
変
貌
し
て
い
る
︒

三
島
は
「
ア
ナ
ク
ロ
な
武
士
道
精
神
を
現
在
に
活
か
す
︒
守
る
こ
と
は
行
動

す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑常
に
肉
体
を
鍛
え
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
た
（p.59

）︒

そ
し
て
「
武
士
道
の
理
想
を
生
き
︑
日
本
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
よ
う
備
え

よ
と
日
本
人
に
呼
び
か
け
た
」
の
で
あ
る
（p.179

）︒
日
本
人
が
守
る
べ
き
日

本
文
化
の
神
聖
不
可
侵
性
は
天
皇
陛
下
の
お
姿
の
な
か
に
あ
る
と
三
島
は
言

う
︒
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
に
宣
言
を
強
い
ら
れ
た
人
間
天
皇
で
は
な
く
︑

ま
た
一
九
四
五
年
以
後
の
戦
後
文
化
に
よ
っ
て
卑
俗
化
さ
れ
た
天
皇
像
で
も

な
く
（p.139

）︑
個
人
の
自
己
犠
牲
に
ふ
さ
わ
し
い
神
々
し
い
お
姿
の
こ
と
だ
︒

三
島
は
天
皇
を
「
倫
理
の
頂
点
で
あ
る
と
同
時
に
（
戦
後
日
本
に
と
っ
て
）
尽

き
る
こ
と
の
な
い
道
徳
の
根
源
で
あ
る
」
と
描
い
た
（p.178

）︒
著
者
は
ま
た
︑

三
島
が
あ
る
興
味
深
い
異
文
化
介
入
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
三

島
は
真
の
日
本
的
価
値
を
し
っ
か
り
定
義
し
た
い
が
た
め
に
︑
ア
メ
リ
カ
人

人
類
学
者
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
一
九
四
六
年
の
著
書
﹃
菊
と
刀
﹄（
邦

訳
は
一
九
四
八
年
）
で
用
い
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
香
り
が
す
る
日
本
文
化

論
を
援
用
し
た
︒
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
研
究
は
戦
時
中
ア
メ
リ
カ
政
府
の
た
め

に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
日
米
が
敵
国
で
あ
る
状
況
に
お
い
て
︑
こ
の

二
つ
の
連
環
の
危
険
性
が
提
言
さ
れ
た
の
だ
が
︑
三
島
は
そ
れ
を
換
骨
奪
胎

し
て
︑
天
皇
に
仕
え
る
た
め
の
芸
術
（
菊
）
と
行
動
（
刀
）
の
統
合
と
い
う
戦

後
の
再
生
理
念
に
置
き
換
え
た
︒

　
第
四
章
で
は
︑
三
島
の
死
の
前
後
に
お
け
る
「
文
化
防
衛
論
」
へ
の
反
応

が
い
く
つ
か
分
析
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
︑
政
治
的
に
大
き
く
異

な
る
文
脈
か
ら
生
ま
れ
た
反
応
だ
が
︑
そ
こ
か
ら
三
島
の
思
想
と
日
本
文
化

の
関
連
性
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
三
島
を
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
枠
組

み
で
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
比
較
近
代
論
と
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
を
研
究
し
て
い
る
評
者
に
と
っ
て
本
書
の
最
も
魅
力

的
な
点
は
︑
近
代
に
対
す
る
文
化
的
反
映
と
い
う
伝
統
の
な
か
に
「
文
化
防

衛
論
」
を
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
伝
統
は
二
十
世
紀
初
頭
か
ら
日

本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
展
し
︑
日
欧
で
違
う
現
れ
方
を
し
た
が
︑
著
者
に
よ

れ
ば
︑
こ
れ
は
概
し
て
近
代
化
お
よ
び
近
代
に
対
す
る
保
守
派
か
ら
の
反
応

や
応
答
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
個
人
と
社
会
と
の
つ
な
が
り
や
そ
の
意
味
の
喪

失
な
ど
︑
近
代
の
マ
イ
ナ
ス
面
に
つ
い
て
の
全
体
像
を
描
こ
う
と
す
る
論
文

が
そ
の
典
型
で
あ
る
︒
三
島
最
後
の
二
年
間
に
書
か
れ
た
文
化
批
評
の
う
ち

最
も
重
要
と
さ
れ
る
「
文
化
防
衛
論
」
で
三
島
が
試
み
た
こ
と
は
︑
必
ず
し
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も
誰
か
か
ら
の
影
響
と
特
定
は
で
き
な
い
も
の
の
︑
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
ト
ー
マ

ス
・
マ
ン
（﹃
非
政
治
的
人
間
の
考
察
﹄
一
九
一
八
）︑
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ダ
ヌ
ン

ツ
ィ
オ
︑
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
化
批

判
に
匹
敵
す
る
と
著
者
は
考
え
︑
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家

全
員
に
と
っ
て
︑
文
化
批
評
は
「
統
一
形
成
の
神
話
に
埋
め
こ
ま
れ
た
〝
真

の
〟
文
化
の
追
求
」
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
（p.149

）︒
で
あ
れ
ば
︑

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
な
か
で
マ
ン
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
家
へ
の
賛
美
や
親

し
み
を
隠
さ
な
い
三
島
は
︑「
越
境
す
る
」
近
代
と
い
う
文
脈
に
︱
︱
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
作
家
で
あ
る
と
同
時
に
文
化
評
論
家
と
し
て
︱
︱
当
然
︑
位
置
づ
け

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒

　
近
代
日
本
文
化
を
め
ぐ
る
三
島
の
思
想
は
︑
京
都
学
派
な
ど
の
先
人
世
代

に
よ
る
日
本
文
化
批
評
や
︑
浪
漫
派
の
作
家
や
評
論
家
の
作
品
の
ほ
か
︑
第

二
次
大
戦
前
夜
の
国
粋
主
義
的
雰
囲
気
の
な
か
︑
一
九
四
二
年
に
開
か
れ
た

「
近
代
の
超
克
」
会
議
の
参
加
者
な
ど
の
影
響
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
著
者

は
結
論
づ
け
る
︒
一
九
三
〇
年
代
の
小
林
秀
雄
は
︑
西
洋
と
日
本
の
要
素
を

併
せ
も
つ
近
代
の
雑
種
文
化
の
な
か
で
日
本
が
い
か
に
し
て
近
代
的
で
あ
り

つ
つ
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
ち
つ
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面

し
た
が
︑
こ
れ
は
三
島
の
問
題
で
も
あ
っ
た
︒
た
だ
し
三
島
は
「
文
化
防
衛

論
」
の
な
か
で
︑
軍
事
的
敗
北
と
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
に
よ
っ
て
と
り
わ

け
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
日
本
の
戦
後
に
対
し
て
処
方
を
示
し
た
︒
こ
の
重

要
な
文
化
評
論
に
お
い
て
三
島
は
︑
歴
史
的
大
変
動
直
後
の
混
沌
に
放
り
こ

ま
れ
て
変
化
し
つ
づ
け
る
「
文
化
︑
伝
統
︑
天
皇
制
︑
国
家
」（p.177

）
の
関

係
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
と
い
う
偉
業
を
な
し
と
げ
た
と
著
者
は
言
う
︒

本
書
は
作
家
三
島
由
紀
夫
に
関
す
る
現
行
の
議
論
の
み
な
ら
ず
︑
現
在
の
世

界
に
お
い
て
戦
後
日
本
文
化
が
ど
の
よ
う
な
意
味
と
機
能
を
も
つ
か
に
つ
い

て
の
再
評
価
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
︒

 

（
朝
倉
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　「
小
さ
な
島
国
に
二
十
万
五
千
人
の
僧
侶
が
い
て
︑
七
万
六
千
を
越
す
正
規

の
寺
院
を
運
営
し
て
い
る
︒
そ
の
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
は
い
っ
た
い
如
何
な

る
も
の
な
の
か
考
え
て
み
て
ほ
し
い
」
と
著
者
は
冒
頭
︑
問
い
か
け
る
︒「
世

界
有
数
の
豊
か
で
革
新
的
な
こ
の
国
に
︑
仏
教
寺
院
と
そ
の
僧
侶
た
ち
は
ど

ん
な
貢
献
を
し
て
き
た
の
か
？
」（p.xiii

）
こ
の
問
い
は
︑
日
本
の
寺
院
僧
侶

に
つ
い
て
本
書
が
探
究
す
る
問
題
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う

に
は
っ
き
り
特
定
で
き
る
（
そ
し
て
大
半
が
男
の
）
集
団
に
は
︑
か
な
り
多
様

性
が
あ
る
と
著
者
は
言
う
︒
日
本
に
あ
る
の
は
仏
教
宗
派
の
集
合
体
だ
け
で
︑

宗
教
哲
学
と
し
て
の
仏
教
が
な
い
ば
か
り
か
（p.5

）︑
個
々
の
寺
院
は
大
半
が

親
か
ら
代
々
う
け
つ
ぐ
家
業
で
あ
り
︑
生
存
の
た
め
に
は
変
化
す
る
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
二
十
世
紀
末
の
日
本
は
好
景
気
に

沸
き
︑
寺
院
の
収
入
の
八
五
％
を
占
め
る
葬
式
や
法
事
に
投
じ
る
キ
ャ
ッ

シ
ュ
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
っ
た
が
︑
二
十
一
世
紀
に
は
い
っ
て
景
気
が
低
迷
す

る
と
︑
地
方
の
人
口
は
減
り
つ
づ
け
︑
宗
教
へ
の
懐
疑
を
含
め
︑
近
代
後
期

に
特
有
の
個
人
主
義
が
顔
を
出
す
と
と
も
に
︑
市
場
に
聡
い
葬
式
産
業
企
業

か
ら
挑
戦
を
う
け
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
て
多
く
の
寺
院
が
未
来
の
不
安

に
さ
ら
さ
れ
る
︒
寺
院
の
後
継
者
た
ち
は
あ
ま
り
家
業
を
継
ぎ
た
が
ら
ず
︑

僧
侶
と
し
て
の
個
人
的
︑
知
的
な
資
質
に
欠
け
︑
ビ
ジ
ネ
ス
ノ
ウ
ハ
ウ
も
な

く
︑
傾
き
ゆ
く
家
業
を
た
て
直
す
動
機
に
も
欠
け
て
い
る
︒﹃
寺
院
の
現
在
﹄

と
い
う
雑
誌
に
寄
せ
ら
れ
た
あ
る
僧
侶
の
投
稿
に
よ
れ
ば
︑
僧
侶
が
集
ま
る

と
ま
ず
話
題
に
な
る
の
は
宗
派
本
部
へ
の
上
納
金
に
つ
い
て
の
不
満
で
あ
り
︑

次
い
で
要
求
ば
か
り
し
て
く
る
檀
家
に
つ
い
て
︑
ま
た
総
本
山
と
の
関
係
に

書�
評ジ

ョ
ン
・
Ｋ
・
ネ
ル
ソ
ン
著
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実
験
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つ
い
て
の
グ
チ
︑
そ
し
て
最
後
に
は
ゴ
ル
フ
︑
カ
ラ
オ
ケ
︑
女
の
話
に
な
る

の
だ
と
い
う
（p.52

）︒

　
ど
う
や
ら
こ
れ
が
日
本
の
僧
侶
の
大
多
数
の
あ
り
方
の
よ
う
だ
が
︑
本
書

は
こ
う
し
た
趨
勢
を
外
れ
た
例
外
ケ
ー
ス
を
探
っ
て
い
く
︒
た
と
え
ば
新
し

い
ア
イ
デ
ア
︑
新
し
い
活
動
︑
寺
院
仏
教
の
新
し
い
モ
デ
ル
を
模
索
す
る
（
二

人
の
女
性
を
含
む
）
僧
侶
た
ち
だ
が
︑
こ
う
い
う
試
み
を
著
者
は
総
じ
て
「
実

験
仏
教
（experim

ental B
uddhism

）」
と
呼
ん
で
い
る
︒
著
者
が
優
先
的
に
取

材
し
た
の
は
︑
法
事
な
ど
寺
院
本
来
の
業
務
を
主
力
と
す
る
「
平
均
的
な
」

四
十
五
の
寺
院
で
︑
サ
ン
プ
ル
数
の
少
な
さ
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
断
っ
て

あ
る
︒
こ
の
分
野
に
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
人
た
ち
の
た
め
に
日
本
仏
教
史
の

「
あ
ら
ま
し
」
が
語
ら
れ
た
の
ち
︑
仏
教
に
触
発
さ
れ
た
行
動
主
義
や
社
会
福

祉
活
動
の
実
例
（
第
三
章
）︑「
実
験
仏
教
」
の
四
つ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
（
今
後

の
た
た
き
台
に
な
り
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）（
第
四
章
）︑
仏
教
バ
ー

や
寺
院
主
催
の
コ
ン
サ
ー
ト
︑
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
と

違
う
革
新
的
な
宗
教
慣
行
（
第
五
章
）
に
つ
い
て
書
き
進
め
る
︒
そ
し
て
最

後
に
︑
水
晶
玉
を
の
ぞ
き
こ
む
よ
う
に
日
本
の
仏
教
寺
院
の
未
来
を
占
っ
て

た
ど
り
つ
い
た
の
は
︑「
く
も
り
と
き
ど
き
晴
れ
︑
し
だ
い
に
風
雨
が
強
ま

る
」（p.215

）
と
い
う
予
報
だ
っ
た
︒

　
本
書
は
さ
ま
ざ
ま
な
革
新
的
活
動
の
実
例
を
た
く
さ
ん
提
供
し
て
く
れ
る

非
常
に
お
も
し
ろ
い
本
で
︑
日
本
の
宗
教
を
研
究
す
る
人
な
ら
誰
も
が
読
む

べ
き
一
冊
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
著
者
の
お
か
げ
で
開
か
れ
た
こ
の
分
野
の

研
究
を
さ
ら
に
深
め
る
一
助
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
︑
以
下
四
点
を
指
摘
し
た

い
︒
第
一
に
︑
著
者
は
「
民
族
誌
的
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
重
点
を
置
い
た
」

と
言
う
が
︑
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
僧
侶

の
声
ば
か
り
で
︑
彼
ら
は
主
と
し
て
自
分
た
ち
の
寺
の
こ
と
し
か
視
野
に
な

い
︒
著
者
自
身
︑「
こ
の
研
究
に
は
ふ
つ
う
の
人
々
の
意
見
が
欠
け
て
い
る
」

（p.xx

）
と
述
べ
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
は
は
る
か
に
膨
大
な
リ
サ
ー
チ
が
必

要
だ
か
ら
だ
と
い
う
︒
さ
ら
に
腑
に
落
ち
な
い
の
は
︑
仏
教
の
諸
宗
派
で
も

古
い
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
も
女
性
の
姿
が
見
え
な
い
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と

し
て
も
︑
こ
の
研
究
の
構
想
か
ら
僧
侶
の
妻
と
い
う
存
在
が
抜
け
落
ち
て
い

る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
い
う
点
だ
︒
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（p.183

）

︹
僧
侶
の
妻
は
︺
夫
と
檀
家
の
あ
い
だ
を
と
り
も
つ
存
在
で
あ
る
︒
浄
土

真
宗
で
は
僧
侶
の
妻
は
「
坊ぼ
う

守も
り

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
︑
ど
の
宗
派
で

も
妻
た
ち
は
広
範
に
わ
た
る
責
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
︒
彼
女
ら
は
ふ

つ
う
寺
の
女
性
や
子
ど
も
関
係
の
活
動
に
関
わ
り
︑
地
区
の
僧
侶
の
妻

の
集
会
に
出
席
し
︑（
葬
儀
の
よ
う
な
重
要
職
務
を
含
む
）
寺
の
運
営
に
お

い
て
す
べ
て
の
面
で
夫
を
補
佐
し
︑
理
事
会
や
檀
家
の
妻
た
ち
と
良
い

関
係
を
保
つ
よ
う
に
努
力
す
る
が
︑
こ
の
貢
献
に
対
す
る
報
酬
は
わ
ず

か
で
︑
ま
っ
た
く
無
料
奉
仕
の
こ
と
も
多
い
︒

僧
侶
は
夫
で
も
あ
る
の
で
︑
身
内
で
あ
る
妻
の
影
響
を
う
け
や
す
い
︒
だ
か
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ら
「
実
験
仏
教
」
に
お
け
る
妻
の
役
割
に
つ
い
て
︑
当
然
説
明
が
あ
る
も
の

と
思
い
き
や
︑
本
書
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑
妻
ど
こ
ろ
か
︑
そ
の
僧
侶
が

妻
帯
者
で
あ
る
か
否
か
す
ら
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒「
実
験
仏
教
」
に
は
僧
侶

個
人
の
「
非
伝
統
的
背
景
」
が
関
係
し
て
い
る
と
著
者
が
記
し
て
い
る
以
上

（p.246 , n.24

）︑
変
数
と
し
て
の
配
偶
者
か
ら
の
影
響
が
不
問
に
付
さ
れ
て
い

る
の
は
残
念
な
こ
と
だ
と
思
う
︒

　
第
二
に
︑「
実
験
仏
教
」
が
マ
ク
マ
ハ
ン
の
い
う
「
仏
教
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の

発
展
型
で
あ
り
︑
二
十
一
世
紀
へ
の
転
換
期
に
特
有
の
プ
ロ
セ
ス
を
語
る

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
（pp.26 -27

）
と
い
う
彼
の
主
張
に
は
︑
異
義
を
唱
え
た

い
︒
現
代
の
世
界
は
異
界
さ
な
が
ら
の
別
世
界
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
︑
日
本
の
仏
教
者
た
ち
は
今
に
な
っ
て
よ
う
や
く
実
験
を
始
め
た

わ
け
で
は
な
い
︒
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
へ
の
変
わ
り
目
の
時
代
に
日
本

に
滞
在
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
僧
侶
（
ダ
ン
マ
ロ
ー
カ
）
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

フ
ォ
ン
デ
ス
に
つ
い
て
私
自
身
が
行
な
っ
た
さ
さ
や
か
な
研
究
か
ら
は
︑
当

時
の
日
本
で
は
多
く
の
仏
教
者
た
ち
が
気
力
に
満
ち
︑
独
立
心
旺
盛
で
︑
急

進
的
︑
革
新
的
で
あ
り
︑
そ
の
視
野
も
関
心
事
も
グ
ロ
ー
バ
ル
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
明
治
期
︑
日
本
の
急
激
に
変
化
す
る
社
会
・
宗
教
・
政
治
の
文

脈
に
お
け
る
彼
ら
の
仏
教
の
実
験
は
︑
マ
ス
化
し
た
印
刷
メ
デ
ィ
ア
︑
鉄
道

や
蒸
気
船
に
よ
る
世
界
旅
行
の
利
便
性
の
拡
大
︑
そ
し
て
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ

が
︑
電
信
網
（
ま
た
の
名
を
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
の
発
達

に
よ
る
即
時
的
な
諸
国
間
通
信
な
ど
の
技
術
革
新
に
刺
激
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
︒

　
第
三
に
︑「
実
験
仏
教
」
と
い
う
言
葉
は
︑
私
の
知
る
限
り
︑
宗
教
者
の
側

か
ら
認
め
ら
れ
た
客
観
性
の
あ
る
分
析
的
学
術
用
語
と
は
（
ま
だ
？
）
言
え

な
い
︒
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
こ
の
宗
教
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
創
価
学
会
︑
真
如

苑
︑
立
正
佼
成
会
と
い
っ
た
戦
後
の
「
成
功
し
た
」「
新
宗
教
」
を
外
し
て
し

ま
っ
て
は
ま
ず
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
新
宗
教
は
み
な
︑
仏
教
を
大
衆
向
け

に
仕
立
て
直
し
た
実
験
と
し
て
始
ま
っ
た
︒
ゆ
え
に
「
実
験
仏
教
」
を
今
日

の
「
伝
統
的
」
寺
院
と
僧
侶
に
か
ぎ
っ
た
の
で
は
小
手
先
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
堕
し
て
し
ま
い
︑
日
本
の
デ
ー
タ
か
ら
構
築
し
た
概
念
に
は
な
り
え

な
い
と
思
う
︒

　
最
後
に
︑
本
書
で
は
仏
教
の
実
験
と
個
人
的
に
関
わ
っ
た
神
道
の
神
官
二

人
に
つ
い
て
軽
く
触
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
神
道
に
つ
い
て
の
言
及
が
こ
の

程
度
で
は
︑
日
本
で
は
九
千
六
百
万
人
の
仏
教
徒
と
一
億
六
百
万
人
の
神
道

信
者
が
（
宗
教
組
織
は
信
者
の
数
を
多
め
に
申
告
す
る
）
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
お

り
︑
仏
教
と
神
道
の
機
能
分
離
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
︑
と
も
す
れ
ば

忘
れ
ら
れ
は
し
な
い
か
︒
日
本
の
仏
教
と
神
道
は
と
も
に
同
じ
問
題
に
直
面

し
て
い
る
︒
ど
な
た
か
「
実
験
神
道
」
の
本
を
書
い
て
は
い
か
が
？

＊ 

本
稿
はJapan Review

 28  (2015 ) 

に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
ク
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒

（
朝
倉
和
子 
訳
）
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一
九
三
〇
年
代
に
誕
生
し
た

紙
芝
居
は
︑
古
く
絵
巻
︑
江
戸

時
代
の
写
し
絵
︑
立
絵
な
ど
の

視
覚
媒
体
か
ら
図
を
主
体
と
し

た
物
語
を
語
る
形
を
受
け
継
い

だ
︒
絵
︑
文
字
︑
演
出
の
三
つ

の
要
素
で
成
り
立
つ
紙
芝
居
は

数
年
の
間
に
広
く
普
及
し
︑
と

く
に
庶
民
層
を
中
心
に
根
強
い

人
気
を
誇
っ
た
︒
や
が
て
﹃
黄

金
バ
ッ
ト
﹄
な
ど
の
有
名
作
の

後
押
し
で
︑
全
盛
期
に
は
全
国
で
三
万
人
以
上
の
語
り
手
が
歩
き
ま
わ
っ
て

い
た
と
言
わ
れ
る
（
図
1
）︒
し
か
し
ま
も
な
く
日
本
が
戦
時
体
制
へ
転
換
し

た
た
め
︑
紙
芝
居
の
演
出
も
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
増
産
報
国
︑

英
雄
美
談
な
ど
を
メ
ン
テ
ー
マ
と
す
る
︑
所
謂
「
国
策
紙
芝
居
」
に
転
身
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︒
シ
ャ
ラ
リ
ン
・
オ
ル
バ
ー
氏
の
﹃
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
と
し
て
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
︱
︱
十
五
年
戦
争
期
の
紙
芝
居
﹄
は
︑
紙
芝
居

が
庶
民
娯
楽
か
ら
宣
伝
媒
体
へ
転
向
し
た
一
部
始
終
を
追
及
し
た
力
作
で
あ

る
︒
本
書
に
は
︑
三
百
枚
余
り
の
図
版
・
写
真
が
収
録
さ
れ
︑
資
料
集
と
し

て
の
性
格
も
兼
ね
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
﹃
ほ
が
ら
か
部
隊
記
﹄
は
じ
め
︑﹃
お

米
と
部
隊
﹄︑﹃
五
間
の
手
紙
﹄
な
ど
貴
重
な
紙
芝
居
七
本
が
全
編
復
刻
︑
英

訳
さ
れ
た
︒
研
究
者
は
無
論
︑
一
般
読
者
で
も
純
粋
に
紙
芝
居
の
魅
力
を
楽

書�

評シ
ャ
ラ
リ
ン
・
オ
ル
バ
ー
著

『
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
―
―
十
五
年
戦
争
期
の
紙
芝
居
』

Sharalyn O
rbaugh. Propaganda Perform

ed: K
am

ishibai in Japan’s Fifteen-Year W
ar. 

Leiden: B
rill, 2014.

陳
其
松

図 1　街角紙芝居の風景（p.�41）
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し
め
る
一
冊
で
あ
る
︒

　
本
書
は
五
章
に
分
か
れ
て
お
り
︑
第
一
︑ 

二
章
は
紙
芝
居
の
略
史
︑
演
出
︑

特
徴
な
ど
や
︑
戦
時
中
の
政
府
規
制
に
よ
る
「
街
頭
紙
芝
居
」
か
ら
「
国
策

紙
芝
居
」
へ
の
転
換
背
景
を
概
観
す
る
︒
第
三
章
か
ら
第
五
章
は
紙
芝
居
の

解
読
を
中
心
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
子
供
向
け
︑
成
人
向
け
︑
軍
人
向
け
の
紙
芝
居

を
分
析
し
て
い
る
︒
最
後
に
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
宣
伝
に
加
担
し
た
紙
芝
居

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
試
論
し
︑
締
め
く
く
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
︒

国
策
紙
芝
居
の
な
か
の
女
性

　
解
説
を
読
み
進
む
と
︑
国
策
紙
芝
居
が
い
か
に
細
か
く
観
客
層
を
想
定
し
︑

制
作
さ
れ
て
い
た
か
が
明
ら
か
と
な
る
︒
例
え
ば
子
供
に
防
空
訓
練
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
教
え
る
﹃
ナ
カ
ヨ
シ
バ
ウ
ク
ウ
ゴ
ウ
﹄︑
増
産
を
奨
励
す
る
﹃
家
﹄

﹃
増
産
必
勝
﹄﹃
お
米
と
部
隊
﹄
や
︑
軍
人
の
武
勇
を
称
え
る
﹃
父
の
手
紙
﹄︑

商
業
界
の
支
援
を
呼
び
か
け
る
﹃
敵
降
る
日
ま
で
﹄︑
貯
金
を
呼
び
か
け
る

﹃
五
間
の
手
紙
﹄
な
ど
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
国
家
へ
の
総
力
応
援
を
呼
び
か
け

る
内
容
で
あ
る
︒
な
か
で
も
女
性
像
が
と
く
に
緻
密
に
分
析
さ
れ
︑
彼
女
た

ち
の
忍
耐
強
く
︑
家
族
や
国
家
に
献
身
的
な
姿
が
躍
然
と
し
て
い
る
︒
と
く

に
﹃
母
は
漫
才
師
﹄
の
中
の
︑
漫
才
師
と
し
て
前
線
へ
赴
く
母
の
戦
死
が
知

ら
さ
れ
た
娘
が
人
目
を
避
け
た
と
こ
ろ
で
母
の
名
を
叫
ぶ
シ
ー
ン
や
︑﹃
軍
神

の
母
﹄
に
お
い
て
︑
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
で
の
自
殺
攻
撃
で
犠
牲
と
な
っ
た
息

子
を
偲
び
な
が
ら
︑
重
労
働
を
続
け
た
母
親
の
姿
は
代
表
的
で
あ
る
︒
ま
た

紙
芝
居
を
通
じ
︑
東
西
女
性
像
を
比
較
す
る
一
節
も
印
象
的
で
あ
る
（pp. 

147 -148

）︒
戦
時
中
︑「
贅
沢
大
敵
！
」
と
政
府
が
掲
げ
た
以
上
︑
個
人
の
美

を
求
め
る
こ
と
は
ま
さ
に
非
道
徳
的
で
あ
り
︑
家
族
に
も
恥
を
か
か
せ
る
行

為
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
紙
芝
居
に
お
い
て
︑
標
準
服
の
も
ん
ぺ
を
誇
ら
し
げ

に
身
に
纏
う
女
性
た
ち
の
姿
が
目
立
っ
て
い
る
︒﹃
弾
を
戦
地
へ
﹄
と
い
う
話

に
お
い
て
も
︑
最
初
は
美
し
い
洋
服
に
憧
れ
た
主
人
公
が
︑
や
が
て
戦
争
の

緊
迫
し
た
状
況
か
ら
国
民
の
責
任
に
目
覚
め
︑
も
ん
ぺ
を
着
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
女
性
の
外
見

の
美
へ
の
追
求
は
比
較
的
に
寛
容
で
あ
っ
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
︒
む
し
ろ

女
性
の
「
美
」
こ
そ
が
︑
戦
士
た
ち
の
癒
や
し
で
あ
り
︑
守
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
た
と
い
う
︒

戦
争
の
表
現

　
表
現
方
式
に
関
し
て
は
︑
従
来
の
グ
ロ
テ
ス
ク
や
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

表
現
が
規
制
さ
れ
た
た
め
︑
国
策
紙
芝
居
で
は
戦
場
の
残
酷
な
直
接
的
描
写

は
控
え
め
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
︑
紙
芝
居
の
多
く
が
︑
戦
争
に
よ
る

死
別
や
貧
困
な
ど
の
社
会
問
題
を
粉
飾
な
く
率
直
に
描
写
し
て
い
る
︒
戦
争

の
悲
惨
さ
を
想
起
さ
せ
る
内
容
は
国
策
宣
伝
の
趣
旨
に
反
し
て
い
な
い
か
と

著
者
は
疑
問
を
投
げ
て
い
る
︒
国
策
に
応
じ
る
こ
と
で
奨
励
さ
れ
た
例
は
無

論
あ
る
も
の
の
︑
前
述
の
﹃
母
は
漫
才
師
﹄︑﹃
軍
神
の
母
﹄
の
よ
う
な
︑
主

人
公
の
献
身
的
な
愛
国
行
為
は
結
局
報
わ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
家
族
と
の
死
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別
で
話
が
終
え
る
例
も
多
数
存
在

す
る
（
図
2
）︒
そ
れ
に
実
際
に
当

時
の
人
気
番
付
︑
回
想
録
な
ど
の

史
料
を
確
認
す
る
と （pp. 181 -182

）︑

悲
劇
的
結
末
に
よ
る
紙
芝
居
の
人

気
へ
の
悪
影
響
が
見
当
た
ら
な
い

ど
こ
ろ
か
︑
会
場
の
観
客
が
全
員

感
極
っ
て
涙
を
流
し
︑
純
粋
に
感

動
し
た
と
い
う
記
述
さ
え
残
さ
れ

て
い
る
（p. 201

）︒
こ
の
現
象
は

い
っ
た
い
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　
上
記
の
疑
問
に
つ
い
て
︑
著
者
は
戦
争
の
残
酷
さ
と
非
合
理
性
が
紙
芝
居

の
演
出
を
通
じ
︑
浄
化
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
紙
芝
居

が
戦
争
に
対
す
る
「
心
身
的
に
無
害
無
痛
で
あ
る
と
い
う
誤
認
識
」
を
民
衆

に
植
え
付
け
︑
ま
た
共
同
の
鑑
賞
経
験
︑
民
族
の
連
帯
感
︑
主
人
公
に
対
す

る
同
情
心
な
ど
の
相
乗
効
果
に
よ
り
︑
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
た
と
い
う
︒
そ
の

一
方
︑
紙
芝
居
の
「
洗
脳
効
果
」
に
対
す
る
過
大
評
価
を
避
け
よ
う
と
す
る

た
め
︑
著
者
は
自
身
の
近
代
ア
メ
リ
カ
の
国
家
主
義
に
対
す
る
複
雑
な
感
情

を
例
に
し
︑
日
本
人
も
実
は
こ
の
よ
う
な
戦
争
宣
伝
に
憐
れ
み
︑
怒
り
︑
感

心
な
ど
複
数
の
感
情
を
意
識
的
に
か
無
意
識
的
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
同
時

に
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
は
︑
確
か
に
︑

著
者
が
着
眼
し
た
紙
芝
居
の
鑑
賞
経
験
に
お
け
る
構
造
的
︑
心
理
学
的
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
は
否
め
な
い
︒
し
か
し
そ
の
解
釈
は
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

の
普
遍
性
に
基
づ
き
︑
映
画
や
演
劇
な
ど
他
の
表
現
方
式
と
比
べ
て
︑
紙
芝

居
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
お
観
客
の
回
想
録
に
書

か
れ
た
「
感
動
し
た
」
と
い
う
声
を
︑「
無
意
識
」
で
説
明
し
て
良
い
の
か
ど

う
か
も
や
や
疑
問
が
残
る
︒﹃
軍
神
の
母
﹄
な
ど
「
陰
鬱
」
な
話
の
高
い
人
気

の
下
支
え
に
関
し
て
は
︑
文
化
面
や
精
神
面
な
ど
の
視
点
も
取
り
入
れ
︑
多

元
的
に
議
論
す
る
余
地
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
︒

紙
芝
居
の
精
神
・
文
化
的
背
景

　
こ
こ
で
一
つ
︑
子
供
向
け
の
宣
伝
紙
芝
居
︑﹃
健
ち
ゃ
ん
バ
ン
ザ
イ
﹄
と
い

う
例
を
挙
げ
て
み
た
い
︒
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
︑
結
核
を
患
っ
た
健
ち
ゃ
ん

の
そ
れ
ぞ
れ
の
臓
器
が
︑
冒
険
に
行
き
力
を
つ
け
る
こ
と
で
病
気
を
打
ち
負

か
す
と
い
う
︑
一
見
単
純
明
快
な
科
学
教
育
劇
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
冒
険
の
途
中
︑
臓
器
た
ち
に
助
け
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
意
外

に
も
神
道
の
神
々
で
あ
る
（
図
3
）︒
結
局
︑
神
々
の
ご
加
護
が
あ
る
か
ら
こ

そ
︑
健
ち
ゃ
ん
は
健
康
を
取
り
戻
せ
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
は
︑「
衛
生
」︑「
健

康
」
な
ど
近
代
科
学
由
来
の
概
念
と
と
も
に
︑「
神
」
な
ど
宗
教
的
︑
精
神
的

な
概
念
が
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
︒﹃
健
ち
ゃ
ん
バ
ン
ザ
イ
﹄
に
描
か
れ
た
神

道
と
身
体
（
精
神
と
物
質
）
の
関
係
に
は
︑
明
治
以
来
日
本
国
民
の
文
化
︑
精

神
構
造
の
一
側
面
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
︒
国
策
紙

図 2　息子との死別。『母の顔』より（p.�200）
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芝
居
の
い
わ
ゆ
る
「
宣
伝
効

果
」
も
︑
こ
の
よ
う
な
特
殊
な

時
空
背
景
に
置
か
れ
た
か
ら
こ

そ
発
揮
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　
念
を
お
す
と
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
を
「
文
化
的
」
に
見
る
ス
タ

ン
ス
は
︑
決
し
て
戦
争
の
歴
史

を
無
責
任
に
相
対
化
し
︑
あ
る

い
は
日
本
文
化
と
軍
国
主
義
を

本
質
主
義
的
に
結
び
つ
け
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
む
し

ろ
「
国
策
紙
芝
居
」
を
「
政
治

的
」
と
い
う
固
定
概
念
か
ら
開

放
さ
せ
た
ほ
う
が
︑
よ
り
鳥
瞰

的
︑
多
元
的
な
視
角
で
そ
の
全

貌
を
見
定
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
︒
著
者
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
︑
国
策
紙
芝

居
の
演
出
内
容
︑
方
式
が
厳
し

く
規
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
一
部
の
紙
芝
居
の
内

容
や
図
面
に
は
演
出
者
の
直
筆
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
4
）︒

　
ま
た
紙
芝
居
で
た
び
た
び
も
ん
ぺ
を
女
性
の
標
準
服
と
し
て
提
唱
す
る
こ

と
の
裏
側
に
︑
歌
手
の
淡
谷
の
り
子
が
外
見
の
理
由
で
も
ん
ぺ
着
用
を
拒
否

し
た
と
い
う
事
件
か
ら
目
を
背
け
る
わ
け
に
は
い
け
な
い
︒
こ
れ
ら
の
事
例

が
物
語
る
よ
う
に
︑「
規
制
」
が
あ
っ
て
こ
そ
「
逸
脱
」
が
生
じ
て
く
る
︑
一

種
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
視
角
か
ら
み
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

の
生
成
は
よ
り
流
動
的
︑
相
対
的
で
あ
り
︑
決
し
て
一
方
通
行
で
は
な
い
︒

そ
も
そ
も
紙
芝
居
が
宣
伝
媒
体
と
し
て
採
用
さ
れ
た
理
由
も
︑
そ
の
大
衆
文

化
と
し
て
の
人
気
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
国
策
紙
芝
居
で
あ
れ
教
育
紙
芝
居
で

あ
れ
︑
政
府
か
ら
の
「
宣
伝
物
」
で
あ
る
前
に
︑
観
客
た
ち
が
楽
し
め
る

「
文
化
物
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
紙
芝
居
を
文
化
的
︑
多
面
的
に
捉
え
る

こ
と
に
よ
り
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
批
判
の
方
向
性
も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
と

思
わ
れ
る
︒

　
著
者
に
よ
る
紙
芝
居
の
復
刻
︑
英
訳
は
︑
ま
さ
に
我
々
に
歴
史
と
真
摯
に

向
き
合
う
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
︑
今
後
「
紙
芝
居
」
を
多
面
的
︑
多
文
化
的

に
検
討
す
る
可
能
性
を
示
し
て
く
れ
た
︒
本
書
の
繊
細
か
つ
彩
色
の
図
版
を

眺
め
る
時
︑
一
瞬
だ
け
で
も
話
に
夢
中
な
っ
た
子
供
た
ち
や
︑
涙
を
堪
え
た

人
々
の
気
持
ち
と
シ
ン
ク
ロ
で
き
れ
ば
︑「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
に
よ
る
「
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
」
を
批
判
す
る
危
険
性
を
少
し
で
も
回
避
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒

図 3　�健ちゃんの心臓が神に助けを求める� �
（p.�155『健ちゃんバンザイ』より）

図 4　図面の修正（p.�201『母の顔』より）





XII

art history scholarship in Japan and East Asia (the English version: http://www.nichibun.
ac.jp/~aurora/pdf/2IsArtHistoryGlobalizable(revisedonJune20)pdf_put.pdf ).

Keywords : globalization, art history, orientalism, primitivism, japonisme, arts and crafts, Shimada Shūjirō, 
Yashiro Yukio, Heinrich Wölfflin
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論文要旨・SUMMARIES

研究ノート

美術史は全球化しうるか？
――極東の視点からする批判的注釈

稲 賀 繁 美

　学術としての「美術史学」は全球化（globalize）できるか。この話題に関して、2005 年に
アイルランドのコークで国際会議が開かれ、報告書が 2007 年に刊行された。筆者は日本か
ら唯一この企画への参加を求められ、コメントを提出した。本稿はこれを日本語に翻訳し、
必要な増補を加えたものである。すでに原典刊行から 8 年を経過し、「全球化」は日本にも
浸透をみせている話題である。だがなぜか日本での議論は希薄であり、また従来と同じく、
一時の流行として処理され、日本美術史などの専門領域からは、問題意識が共有されるには
至っていない。そうした状況に鑑み、本稿を研究ノートとして日本語でも読めるかたちで提
供する。
　本稿は、全球化について、①アカデミックな学問分野としての制度上の問題、②日本美術
史、あるいは東洋美術史という対象の枠組の問題、③学術上の手続きの問題、④基本的な鍵
術語（key term）の概念規定と、その翻訳可能性、という 4 点に重点を絞り、日本や東洋の学
術に必ずしも通じていない西洋の美術史研究者を対象として、基本的な情報提供をおこなう。

【全球化、美術史、オリエンタリズム、未開主義、ジャポニスム、工芸、島田修二郎、矢代
幸雄、ヴェルフリン】

Is Art History Globalizable?  
A Critical Commentary from a Far Eastern Point of View

INAGA Shigemi

“Is Art History Global?” This was the topic taken up at an international seminar held in Cork, 
Ireland in 2005, the proceedings of which were published in 2007 under the title Is Art History 
Global? (New York: Routledge 2007). The author of this paper, who was the only Japanese invited, 
submitted comments to the seminar. This paper provides a version of these comments, translated 
into Japanese and elaborated somewhat from the draft. Today, eight years since the proceedings of 
the symposium was published, the discourse on the “globalization” of art history has begun to 
spread in Japan, but the discussion remains curiously superficial and is generally dismissed as a 
passing fashion. As a result, there is little shared awareness about this issue among specialists in 
Japanese art history and related disciplines.
 Concerning the globalization of art history, this in Japan paper focuses on four areas: 
(1) institutional issues related to the academic field of art history; 
(2) problems with the framework of Japanese art history or East Asian art history; 
(3) issues of scholarly procedures in the field; and 
(4) basic definitions of key terms and the potential for their translation into other languages. The 
paper provides basic information for Western art history scholars who might not be familiar with 



X

いては、意識するほどにメディアは発達していなかったが、「平成」においては「テレビ時
代だから」として、新元号を発表する当時の内閣官房長官が「平成」の書を掲げるほどの発
展を遂げていた。
　以上のことから、本稿は、「時間支配」という点において、「昭和」改元は、その完成形態
であり、「平成」改元は、「視覚的支配」をも組み入れた新たな「時間支配」であると結論づ
けている。

【天皇と政治、改元、元号、憲法、権力、時間支配、天皇とメディア、テレビ時代】

The Emperor and the Change of Era Names:  
A Comparison of “Shōwa” and “Heisei” 

SUZUKI Hirohito

This paper analyzes the press conference held by Obuchi Keizō, then chief cabinet secretary, to 
announce the new era name “Heisei,” in order to examine the difference in the position of the 
emperor between the 1889 Constitution of the Empire of Japan (the “Meiji Constitution”) and 
the current Constitution of Japan (1947). Defining the change of eras as the ultimate form of 
temporal domination exercised by the emperors, I extract from the era change to “Heisei” three 
main differences compared to the Meiji Constitution, although the post-World War II constitution 
continues the principle of “one reign-one era name” (issei ichigen) as laid down in the Meiji 
Constitution. (The 1989 era change was the first to take place under the postwar Constitution.) 
The differences are in terms of political implications, “openness,” and the use of the mass media.
 Regarding political implications, the paper shows how the locus of authority to change the 
era name has shifted in contemporary practice from the emperor to the cabinet. In the adoption of 
the Heisei era name, the emperor played no political role. “Openness,” refers here to the holding 
of the press conference, an event demonstrating that the change of eras was open to the public 
under the postwar Constitution. At the time of the era change to “Shōwa” in 1926 no press 
conference was held, with the result that a false report was circulated that the new era name was 
“Kōbun.” Regarding the use of the media, the question is whether the announcer of the new era 
name was conscious of the mass media. In the case of the change to “Shōwa,” the mass media had 
not developed sufficiently for the announcer to be conscious of its use, whereas, by the time of the 
adoption of “Heisei” the media had developed to the point where the chief cabinet secretary, took 
advantage of the “age of television,” and held up a board for viewers displaying the characters 
“Heisei.”
 The paper concludes that the era change to “Shōwa” was the ultimate form of the emperor’s 
temporal domination while the change to “Heisei” was a new form of temporal domination that 
incorporated “visual domination.”

Keywords : emperor and politics, change of eras, era name, the Constitution, power, temporal domination, 
emperor and the media, age of television
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account of his words and deeds written in a later period, has also been introduced. Such studies, 
however, have suffered from a lack of information. This paper focuses on Kan’a’s collection, the tea 
utensils confirmed to have been made with his involvement as creator or middleman (toritsugi), 
and materials passed down in the Mizoguchi family. Informed by these newly discovered resources, 
including the tea utensil collections of the Matsudaira and Mizoguchi daimyo families, and the 
details they offer about Kan’a, the paper discusses the late-Edo-period chanoyu culture of which 
Kan’a was a part.
 The paper takes up four topics. The first is Kan’a’s association with Matsudaira Fumai and 
Mizoguchi Suitō. Their acquaintance is examined in terms of tea parties and Kan’a’s services as 
middleman in the acquisition of tea utensils. The second concerns the inscriptions on the box 
containing the framed calligraphy by Kōbō Daishi in the collection of the Hōryūji. The box carries 
signatures by Kan’a, his wife Kansei, and their child. His wife and child are also the object of study 
here. The third is the tea gathering held to celebrate Kan’a’s 80th birthday. My recent research 
examines the record (chaki) of this tea party, and discusses the tea implements used at the party as 
described there. The fourth is Kan’a’s occupation as middleman. To clarify what he actually did, 
the paper draws on historical documents of the Mizoguchi family and extant works and sales 
catalogues in the former collection of the family for information about works related to Kan’a.
 Citing mainly newly discovered documents and artifacts relating to Kan’a, this study sheds 
light on a cultural figure who has been inadequately researched until now.

Keywords : connoisseur, toritsugi, Matsudaira Fumai, Mizoguchi Suitō, “tea caddy with peach design,” 
kanjinjō, Tōdaiji, Hōryūji, Kōfukuji

〈研究論文〉

改元を通してみた天皇
――「昭和」改元と「平成」改元の比較分析

鈴 木 洋 仁

　本稿は、「平成」改元にあたって、小渕恵三官房長官（当時）が行った記者会見を分析す
ることによって、大日本帝国憲法（1889）と日本国憲法（1947）における天皇の位置づけの
相違を分析するものである。具体的には、改元を天皇による「時間支配」の究極の形式と定
義したうえで、「平成」改元における、（1） 政治性、（2） 公開性、（3） メディア性という 3 点
の違いを抽出する。なぜなら、日本国憲法においても、大日本帝国憲法と同様、「一世一元」
の原則が法律で定められているからである。
　改元の政治性とは、改元における権力を、誰が持っているのか、という点であり、天皇か
ら内閣へと移っている。すなわち、天皇は、改元の場面において、政治性を帯びていない。
そして、改元の公開性とは、「平成」改元すなわち、日本国憲法下での改元においては、記
者会見を開いたという点である。対して 1926 年の「昭和」改元においては、記者会見が開
かれなかったために、新元号を「光文」とする誤報事件が起きていた。最後の改元のメディ
ア性とは、発表する側が、メディアを意識していたか否か、という点である。「昭和」にお
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――東大寺東塔の完成後は童を配して法華経を千部、転読させたい旨を認めている――を東
大寺に寄進し、その敷地内に寿

じゅ

蔵
ぞう

（生前墓碑）の建立を許されたこと、松江藩七代藩主松平
治郷（不昧／一七五一―一八一八）や新発田藩十代藩主溝口直諒（翠濤／一七九九―一八五八）

の茶会に参会したこと、八十歳の年賀に際し蒔絵師の原羊遊斎（一七六九―一八四五）に依
頼し一閑張桃之絵細棗を百二十五個作成させたことがよく知られている。
　観阿に関する先行研究では、その墓碑および観阿作の茶碗や茶杓などが取り上げられてき
た。また観阿の言動を後世になって書き留めた『白醉庵筆記』が紹介されている。しかし先
行研究では、観阿が江戸時代後期の主要な茶人であるにもかかわらず、資料の不足からその
行状を十分明らかにできていない。本稿では観阿の所蔵や取次ぎ、制作が確認される茶器・
茶道具および、溝口家資料に注目する。これらの新たに判明した資料を活用し、観阿の行状
を明らかにすることで、松平家および溝口家の道具蒐集など、観阿を取り巻く当時の茶の湯
文化を検討する。
　本稿では、次の四点に注目する。一点目は観阿と不昧、翠濤との交流である。両者との交
流を茶会や道具の取次ぎから検討する。二点目は法隆寺が所蔵する弘法大師額の額箱である。
額箱には観阿、妻観勢、その子の署名が確認でき、観阿の妻子について検討する。三点目は
観阿の八十賀の茶会である。今回の調査ではその八十賀茶会記を確認し、茶会で使用された
道具についても検討する。四点目は観阿の生業として道具の取次である。その具体的な状況
を明らかにするため、溝口家史料および、同家旧蔵品のうち現存する作品と売立目録を活用
し、観阿に関係する作品を明らかにする。
　以上の点から主要な茶人であるにもかかわらず、十分な研究の及んでいなかった観阿につ
いて、新資料を用いながら、その行状や関連作品を明らかにする。

【白醉庵、目利、取次、松平不昧、溝口翠濤、一閑張桃之絵細棗、勧進状、東大寺、法隆寺、
弘福寺】

On Yoshimura Kan’a (1765–1848), Late-Edo Tea Connoisseur
MIYATAKE Yoshiyuki

Yoshimura Kan’a was a leading tea connoisseur of the merchant class (pseudonym “Hakusuian”) 
active in the late Edo period. Kan’a is a familiar character. First, he donated to Tōdaiji the kanjinjō 
letter by the Priest Chōgen (1121–1206), containing the message that after the east pagoda at the 
Tōdaiji was completed he would have a group of boys recite the Lotus Sutra a thousand times 
before the pagoda), and was granted permission by the temple during his lifetime to erect his 
tombstone on the temple grounds. Second, he attended tea parties hosted by Matsudaira Harusato 
(pseudonym Fumai, 1751–1818), 7th lord of Matsue domain, and Mizoguchi Naoaki (Suitō, 
1799–1858), 10th lord of Shibata domain. At the age of eighty, Kan’a had maki-e artist Hara 
Yōyūsai (1769–1845) produce 125 tea caddies with a peach design to present to people as his New 
Year’s gift.
 Previous studies on Kan’a have dealt with the tombstone as well as the tea implements he 
personally made such as tea bowls and scoops. The Hakusuian hikki (Notes on Hakusuian), an 
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the ryōshu (proprietary lords) and shugo (governors) in Tōtōmi, linkages between the capital and 
the provinces, and conditions relating to the roads connecting them.
 The first part of the study considers the Kira family and its Hamamatsu estate in the latter 
half of the fourteenth century. Returning to the service of the bakufu after the civil unrest during 
the Kannō era (1350–1352), the Kira, allied with the Shiba family, were reinstated in Kyoto and 
also acquired the Hamamatsu domain. During the same period, however, they established relations 
by marriage to the Imagawa family, rivals of the Shiba-led faction. The reason for the new liaison 
was Hamamatsu politics. The Kira, although basing themselves in Kyoto, were the ryōshu of 
Hamamatsu whereas the Imagawa were the shugo of Tōtōmi province. The two families established 
matrimonial ties to strengthen their respective bases.
 The Kira family rule of Hamamatsu started in the fourteenth century, at a time when 
Shingon Buddhism was dominant there. In their attempt to relativize the power of the Shingon 
school, the Kira tried to seize territories controlled by Shingon temples and donate them to the 
Zen school so as to bring Zen influence into Hamamatsu. The attempt ended in failure, partly 
because of the strong Shingon resistance and partly because the Imagawa were uncooperative. The 
Kira family initially pursued a dual diplomatic strategy of alliance with the Shiba in the capital and 
alliance with the Shiba rival Imagawa in Tōtōmi, but the strategy worked negatively for the Kira 
when it tried to introduce Zen, with which the Shiba were closely associated, in a province 
governed by the Imagawa. There were limits to the dual diplomacy.
 The second part of the study deals with the Kira and Hamamatsu in the first half of the 
fifteenth century. During the fifteenth century the Zen school extended its influence and the 
religious milieu in the province changed. One of the main factors here was that the Kira 
successfully established their rule as ryōshu within and beyond Hamamatsu as their relations with 
the Shiba, the new shugo of Tōtōmi province, grew closer and rule of the province stabilized. 
Moreover, unlike in the previous century when the Imagawa had served as shugo, the Kira were 
now allied with the Shiba both in the capital and in the province. The dual diplomacy was no 
longer necessary, and the obstacles to the introduction of Zen to Hamamatsu were no more.
 Based on the above discussion, the paper points to the importance for the ryōshu of alliance 
with shugo and to the influence of provincial affairs on politics in the capital. It also illustrates how 
the spread of Zen from the capital to the provinces did not always go smoothly. These findings 
seek to critique and complement the recent discourse concerning power structures in the 
Muromachi period.

Keywords : Kira family, Tōtōmi, Hamamatsu, Shiba, Imagawa, Shingon, Zen, shugo, provincial affairs, tohi 
(capital and provinces)

〈研究論文〉

白醉庵吉村観阿について
宮 武 慶 之

　吉村（芳村）観阿（一七六五―一八四八）は江戸時代後期に活躍した町人数寄者である。観
阿の行状としては、同人が所持していた俊乗房重源（一一二一―一二〇六）による勧進状
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 （【　】内はキーワード）

〈研究論文〉

室町期在京領主吉良氏と遠江国浜松庄
谷 口 雄 太

　本稿では十四世紀後半～十五世紀前半の吉良氏の浜松支配につき、特に寺社統制の問題を
中心に検討し、その上で、一国の領主と守護の関係、連動する都鄙の姿、都鄙を結ぶ道の実
態についても指摘した。
　第一章では十四世紀後半の吉良氏と浜松につき検討した。観応擾乱後、幕府に帰参した吉
良氏は、斯波派と組んで中央で復権し、浜松も獲得した。だが、同氏は同時期、斯波派とは
ライバル関係にあたる今川氏とも姻戚を構築した。その理由は地方の在り方、具体的には遠
江・浜松をめぐる政治情勢にあった。浜松領主吉良氏―遠江守護今川氏の関係から両者は姻
戚を結んだのである。
　吉良氏の浜松支配を見ると、それは十四世紀に始まった。しかし、そこは真言宗が威勢を
誇る場であった。かくして吉良氏は真言宗勢力の相対化を図り、その寺領を没収して禅僧に
寄進し、禅宗を浜松に引き入れようとした。だが、それは失敗した。理由の一つは真言宗の
強い反対、もう一つは守護今川氏の非協力である。吉良氏は中央では斯波氏と、地方ではそ
のライバル今川氏と組むという外交を展開した。しかし、それは今川氏が守護を務める遠州
に、斯波氏と近い禅宗を導入するという点ではマイナスに働いた。二重外交の限界である。
　第二章では十五世紀前半の吉良氏と浜松につき検討した。十五世紀、浜松の信仰空間は一
変した。禅宗が台頭したのである。こうした変化の背景としては新遠江守護斯波氏との緊密
な関係と守護による遠江支配の安定の下、吉良氏も浜松内外で領主支配を深化させることに
成功したこと、そして、今川氏が遠江守護を務めた前世紀とは異なって、都鄙ともに斯波氏
と連携するという時代に移り、吉良氏にとって二重外交状態が解消したことで、禅宗の遠州
浜松への導入に障壁がなくなったことが大きかったとした。
　以上をふまえ、一国の領主にとって守護と協調することの重要性、地方の在り方が中央政
治に与える影響、必ずしもスムーズに展開しない都鄙間の禅宗の道を指摘し、近年の室町期
権力論を批判・補完した。

【吉良氏、遠江国、浜松庄、斯波氏、今川氏、真言宗、禅宗、守護、地域、都鄙】

Ryōshu in Absentia:  
The Kira Family and the Hamamatsu Estate in the Muromachi Period

TANIGUCHI Yūta

This paper examines the Kira family’s rule of Hamamatsu in the province of Tōtōmi (present-day 
Shizuoka prefecture) from the second half of the fourteenth century to the first half of the fifteenth 
century, mainly regarding control over temples and shrines. It discusses the relationship between 
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