
誤
解
の
な
い
よ
う
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
本
稿
は
日
本
文
学
界
で
使

わ
れ
て
い
る
「
中
古
文
学
」
と
い
う
用
語
に
何
一
つ
注
文
な
ど
つ
け
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
日
本
文
学
界
で
使
わ
れ
て
い
る
「
中
古
文
学
」
と
い
う
用
語
は
日
本

文
学
界
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
文
学
史
の
立
場
か
ら
「
中
古
」
と
い
う
時
代
名
称
を

使
っ
た
の
は
ご
く
自
然
の
こ
と
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
日
本
文
学
界
で
「
中
古
」

と
い
う
時
代
名
称
を
使
っ
た
事
情
は
、
日
本
史
の
分
野
で
も
同
様
な
こ
と
が
あ
る
の

で
あ
る
。
私
が
本
稿
で
述
べ
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
日
本
史
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
以
下
述
べ
る
こ
と
を
読
め
ば
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
さ
き
ご
ろ
「
軍
人
勅
諭
の
「
な
か
っ
よ
」
と
「
ち
ゅ
う
せ
い
こ
と
題
す
る
小

文
？
｝
を
書
い
た
が
、
そ
れ
は
私
た
ち
後
期
高
齢
者
と
さ
れ
た
者
の
な
か
に
は
ま
だ
断

片
的
に
記
憧
が
残
っ
て
い
る
軍
人
勅
諭
を
材
料
に
と
り
あ
げ
て
、
明
治
年
閉
ま
で
は

ま
だ
残
っ
て
い
た
古
来
の
日
本
史
時
代
区
分
の
変
遷
の
ご
く
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
、

問
題
を
知
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
意
図
か
ら
で
あ
っ
た
。

明
治
年
閉
ま
で
は
た
し
か
に
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
古
来
の
日
本
史
時
代
区
分
の
ま
ず
こ
の
『
平
安
時
代
史
事
典
』
の
「
中
古
」
の
記
事
で
あ
る
が
、
本
稿
の
論
旨

歴
史
的
変
遷
を
あ
と
づ
け
て
い
く
と
、
現
在
の
私
た
ち
は
い
ま
ま
で
こ
の
古
来
の
日
に
関
係
が
あ
る
の
は
冒
頭
の
部
分
（
下
記
（
A
）
）
と
、
末
尾
の
部
分
（
下
記

本
史
時
代
区
分
の
存
在
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
い
ま
ま
（
B
）
）
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
開
の
記
事
は
「
中
古
文
学
会
」
の
紹
介
で
あ
る
か
ら
、

で
日
本
史
上
の
時
代
区
分
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
論
文
は
一
九
五
四
年
に
出
さ
れ
・
－
原
文
は
省
略
し
て
要
旨
だ
け
記
す
に
と
ど
め
る
。

「
中
古
文
学
」

と
い
う
こ
と

は
じ
め
に
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坂
本

賞

た
山
田
英
雄
「
日
本
に
お
け
る
時
代
区
分
観
の
変
遷
i
平
安
時
代
ま
で
l
」
Z
た
だ

一
編
だ
け
で
あ
っ
た
。
同
論
文
は
副
題
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
平
安
時
代
末
ま
で

で
あ
っ
て
、
続
稿
が
で
き
て
い
る
と
あ
る
が
つ
い
に
現
在
ま
で
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
よ
う
な
中
で
『
平
安
時
代
史
事
典
』

Z
の
中
に
「
中
古
」
と
い
う
項
が
立
て

ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
執
筆
者
は
角
田
文
衛
氏
で
、
世
界
史
・
日
本
史
に

わ
た
る
該
博
な
学
殖
に
よ
っ
て
多
く
の
著
書
を
世
に
出
し
、
平
安
文
学
を
生
み
出
し

た
背
景
に
つ
い
て
の
著
書
も
多
い
氏
が
こ
の
「
中
古
」
の
項
を
担
当
す
る
最
適
の
研

究
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
上
述

し
た
よ
う
に
日
本
史
上
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
論
文
が
山
田
英
雄
論
文

の
ほ
か
な
く
、
全
体
的
な
も
の
が
全
く
な
い
状
態
の
中
で
、
角
田
氏
の
こ
の
「
中

古
」
の
記
述
に
問
題
が
あ
っ
た
の
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
後
学
の

者
と
し
て
は
、
か
の
悪
条
件
の
中
で
画
か
れ
た
先
学
の
記
事
を
検
証
し
な
が
ら
前
に

進
む
こ
と
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

、‘，，，
宅
’
A，，也、



「中古文学j ということ（坂本）

（A
）
歴
史
を
上
古
・
中
古
・
近
古
に
三
分
し
た
場
合
に
設
定
さ
れ
た
時
代
の
名
。

そ
れ
は
歴
史
を
上
世
・
中
世
・
近
世
に
区
分
し
た
時
の
中
世
と
同
意
義
で
あ
る
。

同
様
な
区
分
は
上
代
・
中
代
・
近
代
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
中
代
の
語
は
中

古
と
同
じ
意
味
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
中
古
の
語
は
『
中

古
六
歌
仙
』
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
』
の
題
名
が
示
す
よ
う
に
早
く
か
ら
用
い
ら

れ
て
お
り
、
し
か
も
文
学
史
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
続
い
て
全
国
組
織
と
し
て
の
『
中
古
文
学
会
』
の
結
成
と
雑
誌
『
中
古
文
学
』
の

発
刊
、
そ
し
て
秋
山
度
氏
が
「
中
古
の
文
学
」
の
時
期
を
平
安
京
選
都
（
七
九
四

年
）
か
ら
鎌
倉
幕
府
開
設
（
一
一
九
二
年
）
ま
で
と
し
た
こ
と
を
記
す
）

（B
）
そ
れ
は
よ
い
が
、
国
文
学
者
が
そ
れ
に
続
く
時
代
と
し
て
中
世
・
近
世
を
設

定
し
て
い
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
便
宜
的
な
措
置
と
い
え
よ
う
。
昭
和
年
代
の
国

史
学
界
で
は
、
中
古
と
い
う
語
は
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
ず
（
A
）
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
「
中
古
」
が
「
歴
史
を
上
古
・
中
古
・
近
古

に
三
分
し
た
場
合
に
設
定
さ
れ
た
時
代
の
名
」
と
い
う
の
は
も
と
も
と
の
語
の
意
味

で
あ
る
が
、
で
は
は
た
し
て
日
本
史
上
で
除
ひ
砂
か
台
上
古
・
中
古
・
近
古
に
三
分

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

日
本
史
上
の
時
代
区
分
用
語
と
し
て
圧
倒
的
に
多
く
使
わ
れ
て
き
た
の
は
「
上

古
」
・
「
中
古
」
と
「
近
代
」
（
実
は
「
近
代
」
は
時
代
区
分
用
語
で
は
な
か
っ
た
の

だ
が
）
で
あ
る
。
角
田
氏
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
上
古
・
中
古
・
近

古
と
上
代
・
中
代
・
近
代
を
こ
こ
で
記
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
圧
倒
的

に
多
く
み
ら
れ
た
「
上
古
」
・
「
中
古
」
は
当
初
か
ら
こ
個
セ
ッ
ト
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
の
だ
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
当
初
か
ら
「
近
古
」
は
な
か
っ
た
。
平
安
時
代
に

は
「
近
古
」
が
史
料
上
に
僅
か
な
が
ら
み
え
て
く
る
が
、
そ
の
「
近
古
」
は
既
存
の

「
上
古
」
・
「
中
古
」
と
セ
ッ
ト
の
も
の
で
は
な
く
、
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た

Z
。

時
代
が
降
っ
て
江
戸
時
代
中
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
「
武
家
の
世
」
の
内
訳
と
し

て
「
鎌
倉
の
世
」
や
「
室
町
の
世
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
て
い
た
も
の
を
一
括
し
て
、

（
既
存
の
「
上
古
」
・
「
中
古
」
に
合
わ
せ
て
）
「
近
古
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
か
ら
こ
の
江
戸
時
代
中
期
か
ら
出
現
し
た
「
近
古
」
は
上
述
の
平
安
時
代
に
み
ら

れ
た
「
近
古
」
と
は
全
く
の
別
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
初
か
ら
江
戸
時
代
中
期

に
至
る
ま
で
の
な
が
い
間
「
上
古
」
・
「
中
古
」
の
二
個
セ
ッ
ト
だ
っ
た
の
が
、
江
戸

時
代
中
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
「
近
古
」
が
軒
レ
や
作
台
作
で
付
加
さ
れ
、
形
ば
か

り
の
三
個
セ
ッ
ト
が
よ
う
や
く
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

三
個
セ
ッ
ト
と
し
て
日
本
史
上
時
代
区
分
で
使
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
は
上
世
・

中
世
・
近
世
も
上
代
・
中
代
・
近
代
も
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
最
後
ま
で
三
個

セ
ッ
ト
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
現
在
の
日
本
史
時
代
区
分
で
は
「
中

世
」
と
「
近
世
」
と
が
組
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
現
在
の
日
本
史
時
代
区
分
が
出

現
し
た
の
は
明
治
三
十
六
年
に
出
版
さ
れ
た
内
田
銀
蔵
『
日
本
近
世
史
』
の
中
で
提

起
さ
れ
た
新
し
い
日
本
史
時
代
医
分
が
原
型
と
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
後
に
で
き
た
も

の
で
あ
っ
た

2
0
そ
こ
で
は
全
く
「
上
世
」
な
ど
姿
を
み
せ
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た

そ
こ
で
「
中
世
」
と
「
近
世
」
が
で
き
た
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
で
き
て
き
て
い

た
の
が
た
ま
た
ま
並
べ
ら
れ
て
二
個
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
も

の
で
あ
っ
た
。

現
在
の
日
本
史
時
代
区
分
の
「
近
代
」
は
大
正
年
代
以
降
に
新
し
く
作
ら
れ
た
時

代
区
分
用
語
で
あ
っ
て
、
「
上
代
」
・
「
中
代
」
と
は
全
く
関
係
は
な
い
。
な
お
「
近

代
」
と
い
う
語
は
古
く
か
ら
ず
っ
と
使
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
”
今
ご
ろ
の
”

”
近
ご
ろ
の
”
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
、
定
ま
っ
た
上
限
な
ど
な
い
も
の
だ
か
ら
時

代
区
分
用
語
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ
の
古
く
か
ら
た
だ
の
”
近
ご
ろ
の
”
の
意

味
で
使
わ
れ
て
き
た
「
近
代
」
は
、
天
皇
の
代
を
「
今
代
」
・
「
近
代
」
な
ど
と
い
っ

た
そ
の
「
近
代
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
角
田
氏
が
述
べ

た
よ
う
に
「
中
代
」
は
ご
く
稀
に
し
か
み
え
ず
、
「
古
代
」
や
「
近
代
」
が
は
た
し
て

セ
ッ
ト
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
上
古
・
中
古
・
近
古
、
上
世
・
中
世
・
近
世
、
上
代
・
中
代
・
近
代
ら
は

古
く
中
国
大
陸
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
中
国
古
典
に
記
載
が
あ
り
、
註
（
2
）
山
田

英
雄
論
文
で
は
こ
れ
ら
を
「
一
二
区
分
に
よ
る
用
語
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
私
も
こ

( 2 ) 
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れ
に
な
ら
っ
て
「
三
区
分
用
語
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
日
本
で
は
こ
れ
ら
三
区
分

用
語
を
個
別
に
使
い
、
三
個
セ
ッ
ト
の
形
を
と
っ
た
の
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
上

古
・
中
古
・
近
古
だ
け
だ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

古
く
か
ら
日
本
で
三
個
セ
ッ
ト
と
し
て
使
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
で

は
古
く
か
ら
「
中
ご
ろ
」
観
が
あ
っ
て
、
現
在
と
つ
な
が
り
が
あ
る
「
中
ご
ろ
」
よ

り
は
前
は
現
在
と
は
直
接
関
係
が
な
く
今
で
は
何
も
わ
か
ら
な
い
遠
い
昔
だ
と
み
て

い
た
。
こ
の
「
中
ご
ろ
」
に
大
陸
伝
来
の
三
区
分
用
語
の
「
中
古
」
を
あ
て
、
「
中
ご

ろ
」
よ
り
前
に
「
上
古
」
を
あ
て
た
だ
け
で
事
が
済
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
「
中
ご
ろ
」

は
現
在
ま
で
を
い
う
の
だ
か
ら
現
在
は
「
中
今
」
な
の
で
あ
り
、
続
日
本
紀
宣
命
に

四
個
み
え
る
「
中
今
」
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
高
天
原
ゆ

天
降
り
坐
し
し
天
皇
が
御
世
を
始
め
て
中
今
に
至
る
ま
で
」
（
和
銅
元
年
正
月
の
宣

命
）
と
い
う
よ
う
に
「
中
ご
ろ
」
の
は
じ
め
か
ら
今
に
至
る
ま
で
と
は
っ
き
り
記
し

て
い
る
。
な
お
付
言
し
て
お
く
が
、
「
中
ご
ろ
」
に
は
「
中
ご
ろ
」
の
上
限
を
い
う
意

味
と
、
そ
の
上
限
か
ら
現
今
に
至
る
全
時
期
を
い
う
意
味
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ

に
し
た
が
っ
て
日
本
で
「
中
古
」
と
記
し
た
場
合
に
も
右
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
わ

け
だ
が
、
日
本
で
「
中
古
」
と
い
っ
た
場
合
は
主
と
し
て
全
時
期
を
い
う
よ
う
で
あ

る。
文
学
を
も
た
ず
過
去
の
記
録
が
全
く
な
か
っ
た
日
本
で
は
歴
史
を
二
一
区
分
す
る
必

要
が
な
く
、
三
区
分
用
語
を
セ
ッ
ト
と
し
て
受
容
す
る
だ
け
の
素
地
が
な
か
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
中
ご
ろ
」
観
に
合
わ
せ
な
が
ら
も
歴
史
と
し
て
の
記
録
を
作

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
年
を
経
て
、
日
本
で
歴
史
記
録
が
蓄
積
さ
れ
て
く
る
と
あ
る

変
化
が
生
ず
る
に
至
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
で
歴
史

記
録
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
後
に
も
日
本
人
の
中
に
「
中
ご
ろ
」
観
は
生
き
続
け
、
明

治
に
な
っ
て
か
ら
も
「
中
ご
ろ
」
「
中
古
」
な
ど
の
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
明
治
五
年

刊
の
『
世
界
風
俗
往
来
』
（
児
童
に
世
界
の
歴
史
・
地
理
の
概
略
を
教
え
る
と
と
も
に
、

ち
う
こ

習
字
の
手
本
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の

Z
）
で
コ
中
古
」
〈
な
か
ご
ろ
ご
と

注
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
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日
本
が
大
陸
か
ら
受
容
し
た
三
区
分
用
語
は
、
西
欧
史
学
の
三
分
法
（
古
代
・
中

世
・
近
代
）
と
は
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

ω西
欧
史
学
の
三
分
法
は
古
代
・
中
世

・
近
代
そ
れ
ぞ
れ
時
代
が
園
定
し
て
い
る
が
、
三
区
分
用
語
は
ど
れ
だ
け
年
が
経
つ

で
も
過
去
を
三
分
す
る
の
だ
か
ら
、
ゴ
ム
紐
を
伸
ば
す
よ
う
な
も
の
で
、
た
と
え
ば

昔
に
「
近
世
」
と
よ
ん
だ
事
柄
も
、
現
今
で
は
「
中
世
」
と
か
「
上
世
」
に
な
っ
て

い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ω西
欧
史
学
三
分
法
が
そ
れ
ぞ
れ
固
定
し
た
時
期
で

あ
る
の
は
、
そ
の
固
定
し
た
時
期
の
歴
史
的
な
時
代
特
性
を
基
に
し
て
設
定
さ
れ
た

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
三
区
分
用
語
は
、
現
在
か
ら
ふ
り
か
え
っ
て

見
た
な
が
い
過
去
の
聞
に
存
在
す
る
あ
る
事
柄
の
位
置
を
判
別
す
る
た
め
の
目
印
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
年
数
を
経
る
と
変
動
す
る
三
区
分
用
語
の
時
代
区

分
で
は
非
常
に
不
便
だ
か
ら
、
中
国
で
は
王
朝
名
に
よ
る
時
期
表
示
（
た
と
え
ば
唐

の
中
期
と
か
明
の
後
期
、
あ
る
い
は
唐
の
開
元
七
年
と
い
っ
た
よ
う
に
）
が
と
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

さ
て
「
中
ご
ろ
」
観
を
「
中
古
」
・
「
上
古
」
と
記
し
な
が
ら
文
学
に
よ
る
歴
史
記

録
を
記
す
よ
う
に
な
っ
た
日
本
で
は
、
も
と
も
と
「
中
ご
ろ
」
は
現
在
に
つ
な
が
る

時
代
の
範
囲
を
い
う
も
の
だ
か
ら
、
年
が
経
つ
に
し
た
が
っ
て
（
現
在
が
変
化
す
る

に
し
た
が
っ
て
）
「
中
ご
ろ
」
の
範
囲
も
次
第
に
新
し
く
な
っ
て
い
く
。
実
際
に
六
国

史
を
み
て
も
「
中
古
」
と
「
上
古
」
と
の
境
は
だ
ん
だ
ん
新
し
く
な
っ
て
い
く
。
註

（2
）
山
田
英
雄
論
文
の
末
尾
に
、
平
安
時
代
末
ま
で
の
日
本
史
時
代
区
分
用
語
関
係

史
料
上
に
み
え
る
「
中
古
」
（
「
中
間
」
「
中
比
」
「
中
来
」
）
と
「
上
古
」
（
「
上
世
」
）

を
表
示
し
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
表
を
み
る
だ
け
で
、
一
目
瞭
然
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
一
二
世
紀
に
入
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
か
ら
、
王
朝
貴
族
の
日
記
に
み
え

る
「
中
古
」
は
延
喜
以
後
、
「
上
古
」
は
そ
れ
よ
り
も
前
、
と
い
う
よ
う
に
時
代
区
分

が
固
定
し
、
以
後
ず
っ
と
そ
の
時
代
区
分
が
固
定
し
た
ま
ま
八
百
年
続
い
て
い
く
の

で
あ
っ
た
。
（
六
百
年
後
の
江
戸
時
代
に
入
っ
た
こ
ろ
「
中
古
」
の
上
限
を
大
陸
文
化

受
容
期
i
そ
れ
を
象
徴
す
る
律
令
国
家
成
立
ま
で
遡
ら
せ
た
が
、
固
定
し
た
こ
と
に

( 3 ) 



「中古文学Jということ（坂本）

は
変
わ
り
が
な
か
っ
た
）
。
こ
の
「
中
古
」
と
「
上
古
」
と
の
境
界
が
延
喜
に
固
定
さ

れ
た
の
は
、
中
央
政
府
で
国
政
問
題
の
審
議
を
行
う
と
き
に
先
例
を
ど
の
よ
う
に
扱

う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
。
十
二
世
紀
の
は
じ
め
天
仁
元
年
（
一
一

O
八
）
十

月
十
一
日
白
河
院
が
公
卿
た
ち
を
あ
つ
め
で
あ
る
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
徴
し
た
あ

と
、
白
何
院
が
先
例
は
「
延
喜
天
暦
以
後
例
」
を
用
い
る
べ
き
で
あ
っ
て
（
仁
和
年

間
の
よ
う
な
）
）
「
上
古
希
代
例
」
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
命
じ
た
。
こ
の
先
例

に
つ
い
て
の
「
中
古
」
と
「
上
古
」
と
の
区
分
が
、
『
愚
管
抄
』
（
巻
一
二
）
や
『
神
皇

正
統
記
』
（
光
孝
天
皇
）
の
記
事
に
お
い
て
も
時
代
区
分
と
し
て
使
わ
れ
、
新
井
白
石

の
『
読
史
余
論
』
の
九
変
・
五
変
時
代
区
分
の
冒
頭
に
も
右
の
『
神
皇
正
統
記
』
の

時
代
区
分
記
事
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
7τ

こ
の
十
二
世
紀
初
頭
の

「
中
古
」
・
「
上
古
」
固
定
か
ら
あ
と
日
本
で
は
ず
っ
と
、
（
本
来
は
ゴ
ム
紐
の
よ
う

に
伸
び
て
使
わ
れ
る
は
ず
の
）
三
区
分
用
語
を
使
い
な
が
ら
、
時
代
区
分
は
固
定
し

た
ま
ま
明
治
年
聞
を
過
ご
し
て
い
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
「
中
古
」
・
「
上
古
」
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
「
中

古
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
過
去
の
時
点
の
位
置
を
示
す
と
い

う
時
代
区
分
の
役
割
を
全
く
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
状
態

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
新
た
に
、
過
去
の
時
点
の
位
置
を
示

す
た
め
の
時
代
区
分
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
出
現
し
て
き
た
の
が
「
武
家
の
世
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
武
家
の
世
」
の
内
訳
と
し
て
「
鎌
倉
の
世
」
・
「
室
町

の
世
」
な
ど
が
使
わ
れ
始
め
た
。
こ
れ
ら
新
し
い
時
代
区
分
の
し
く
み
を
よ
く
示
す

の
が
註
（
l
）
拙
稿
で
紹
介
し
た
太
宰
春
台
『
経
済
録
』
凡
例

Z
の
記
事
で
あ
る
。

鎌
倉
ノ
世
ト
云
、
室
町
ノ
世
ト
云
、
是
則
武
家
ノ
国
号
也
。
箇
様
ニ
其
一
代
ノ
惣

号
ヲ
称
セ
ザ
レ
パ
、
時
代
別
レ
ズ
シ
テ
、
古
今
ノ
事
実
混
乱
ス
ル
故
ニ
、
上
ニ
テ

国
号
ヲ
立
ラ
レ
ネ
ド
モ
、
自
然
ニ
下
ヨ
リ
如
此
称
ス
ル
也
。

な
お
「
公
家
ノ
世
」
で
は
「
中
古
」
と
「
上
古
」
と
の
区
別
が
あ
っ
て
、
と
く
に

内
訳
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、

そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
と
い
う
時
代

区
分
が
出
現
し
て
、
既
に
あ
っ
た
「
武
家
の
世
」
の
内
訳
と
し
て
の
鎌
倉
時
代
・
室

町
時
代
な
ど
と
同
列
の
時
代
区
分
が
こ
こ
に
出
揃
う
こ
と
に
な
っ
た
（
奈
良
時
代
の

も
と
に
な
っ
た
「
奈
良
の
都
」
の
時
代
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
江
戸
時
代
後
期
の
国

学
者
が
使
っ
て
い
た
）
。

い
っ
ぽ
う
江
戸
時
代
に
入
る
こ
ろ
か
ら
人
々
が
自
然
に
使
い
は
じ
め
た
「
武
家
ノ

国
号
」
に
対
し
て
、
古
く
か
ら
の
「
上
古
」
・
「
中
古
」
に
合
わ
せ
て
新
た
に
「
近

古
」
と
い
う
時
代
区
分
名
称
が
江
戸
時
代
中
期
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ
は
じ
め
た
。
新
井

白
石
『
東
雅
（
9

）
』
に
「
上
古
、
お
の
づ
か
ら
上
古
の
俗
あ
り
。
中
古
、
お
の
づ
か
ら

中
古
の
俗
あ
り
。
近
古
、
お
の
づ
か
ら
近
古
の
俗
あ
り
。
」
と
記
し
た
「
近
古
」
は
、

太
宰
春
台
が
「
武
家
ノ
国
号
」
と
い
っ
た
「
鎌
倉
ノ
世
」
・
「
室
町
ノ
世
」
な
ど
を
総

称
し
た
も
の
（
織
豊
の
天
下
統
一
ま
で
）
で
あ
り
、
こ
の
「
上
古
」
・
「
中
古
」
・
「
近

古
」
と
い
う
時
代
区
分
は
明
治
年
聞
に
も
ず
っ
と
世
間
一
般
の
通
念
と
さ
れ
て
い
っ

た
五
百
す
な
わ
ち
こ
の
「
近
古
」
は
、
「
中
ご
ろ
」
と
し
て
現
在
ま
で
続
く
中
の

「
武
家
の
世
」
の
部
分
に
被
せ
た
外
被
で
あ
っ
て
、
「
中
古
」
・
「
上
古
」
と
同
質
の

も
の
で
は
な
く
あ
く
ま
で
「
中
古
」
の
後
半
部
分
に
被
せ
た
外
被
に
す
ぎ
な
い
便
宜

的
な
名
称
な
の
で
あ
っ
た
｛
日
立
た
だ
外
観
は
上
古
・
中
古
・
近
古
と
い
う
セ
ッ
ト
の

外
観
を
な
し
て
い
る
の
で
、
世
間
の
人
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
一
言
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
回
が
『
日
本
近
世

史
』
で
提
起
し
た
新
日
本
史
時
代
区
分
は
外
見
上
は
現
行
日
本
史
時
代
区
分
の
は

じ
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
直
接
現
行
の
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は

な
く
、
内
田
が
提
起
し
た
も
の
は
そ
の
基
本
構
想
が
破
綻
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の

あ
と
新
た
に
構
想
を
変
え
て
内
問
の
新
日
本
史
時
代
区
分
案
の
形
だ
け
を
踏
襲
し

た
学
説
が
主
流
と
な
っ
て
現
行
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
拙
稿
「
日
本
史
「
中
世
」
概
念
の
形
成
」
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。
い
ま
本

稿
で
こ
の
こ
と
に
言
及
す
る
と
論
が
多
岐
に
及
び
紙
数
を
か
な
り
要
す
る
の
で
、

た
だ
外
見
上
の
形
だ
け
内
回
の
提
起
が
は
じ
め
、
と
い
う
に
と
ど
め
て
い
る
。

( 4) 
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次
に
（
B
）
で
あ
る
、
角
田
氏
は
、
日
本
文
学
史
で
中
世
・
近
世
を
使
い
な
が
ら

「
中
古
」
を
使
う
の
は
あ
ま
り
に
便
宜
的
な
や
り
方
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
見

し
た
と
こ
ろ
「
中
古
」
を
使
っ
た
の
は
木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
し
か
し
実
は
こ
れ
に
は
し
か
た
な
い
事
情
が
あ
る
の
で
、
日
本
文
学
史
で

「
中
古
」
を
使
っ
た
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
考
え
る

と
き
、
ま
ず
現
在
の
日
本
史
時
代
区
分
の
「
古
代
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
定
め
ら
れ

た
も
の
か
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
さ
き
に
註
（
5
）
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現

在
の
日
本
史
時
代
区
分
の
原
型
が
提
起
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
六
年
に
刊
行
さ
れ
た

内
回
銀
蔵
『
日
本
近
世
史
』
の
中
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
た
中
で

「
古
代
」
と
「
中
世
」
は
そ
の
ま
ま
現
在
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

明
治
に
な
る
ま
で
日
本
史
の
時
代
区
分
で
「
古
代
」
と
い
う
時
作
一
皆
分
台
秒
が
一

般
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
日
本
人
が
中
国
大
陸
の
古
い
歴

史
を
述
べ
る
際
に
、
中
国
大
陸
で
文
字
に
よ
っ
て
か
な
り
古
い
時
代
ま
で
遡
っ
て
歴

史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
「
古
代
」
と
よ
ん
で
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
日
本

で
「
上
古
」
と
い
え
ば
大
陸
文
化
を
受
容
す
る
前
の
段
階
を
意
味
し
て
い
た
の
で
、

文
字
が
な
い
昔
を
い
う
「
上
古
」
と
区
別
し
て
、
文
字
に
よ
っ
て
歴
史
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
中
国
大
陸
の
古
い
昔
を
「
古
代
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
他
の
異

国
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
や
ロ

l
マ
な
ど
文
字
で
わ
か
る
古
い
昔
も
「
古
代
」
と
よ
ん

で
い
る
。

と
こ
ろ
が
明
治
に
な
っ
て
日
本
の
歴
史
学
界
で
、
「
上
古
」
と
、
「
中
古
」
の
律
令

国
家
段
階
の
部
分
と
を
合
わ
せ
た
時
期
を
「
古
代
」
と
称
し
た
も
の
が
現
れ
は
じ
め

た
。
そ
の
日
本
の
「
古
代
」
と
い
う
の
は
、
既
存
の
日
本
史
時
代
区
分
の
「
上
古
」

と
「
中
古
」
を
変
え
て
新
た
に
「
古
代
」
を
割
り
込
ま
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
既

存
の
「
上
古
」
と
「
中
古
」
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
そ
の
外
側
に
別
に
設
定
し
た
も
‘

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
例
と
し
て
、
内
田
銀
蔵
遺
稿
集

2
に
収
め
ら
れ
た

ω
「
日
本

第 5号史人

古
代
の
通
貨
史
に
関
す
る
研
究
」
（
明
治
三
十
一
年
）
、
凶
「
日
本
割
倒
の
村
落
制
に

就
き
て
」
（
明
治
三
十
三
年
）
、
印
「
日
本
古
代
に
於
け
る
人
民
の
移
住
に
就
き
て
」

（
明
治
四
十
一
年
）
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
こ
に
－
記
さ
れ
た
関
係
記
事
は
次
の
ご
と

く
で
あ
る
。

凶
「
日
本
古
代
の
通
貨
史
に
関
す
る
研
究
」
（
明
治
三
十
一
年
）
）

ω我
国
制
倒
の
権
衡
の
制
た
る
雑
令
の
規
定
に
就
き
て
稽
ふ
る
に

国
「
日
本
古
代
の
村
落
制
に
就
き
て
」
（
明
治
三
十
三
年
）

ω我
国
の
判
制
、
則
ち
大
化
改
新
以
前
の
時
代
に
於
て

ω一
・
方
に
は
文
刑
剖
の
時
代
に
於
て
斑
回
収
授
の
制
度
が
立
っ
て
居
っ
た
こ
と

で
あ
っ
て
、

ω余
輩
が
日
本
』
剖
村
落
の
性
質
及
其
発
達
沿
革
を
討
究
す
る
に
当
り
（
中

略）
第
て
日
本
上
古
の
村
落
は
（
下
略
）

第
二
、
日
本
上
古
の
村
落
は
（
下
略
）

第
一
二
、
我
国
の
村
落
制
は
古
代
に
あ
り
て
政
治
法
制
上
の
沿
革
特
に
情
唐

法
制
継
受
の
結
果
と
し
て
、
如
何
な
る
影
響
を
受
け
、
’
如
何
な
る
、

変
遷
を
為
し
た
る
か

問
「
日
本
古
代
に
於
け
る
人
民
の
移
住
に
就
き
て
」
（
明
治
四
十
一
年
）

ω日
本
割
倒
に
於
け
る
人
民
の
移
住
と
云
ふ
こ
と
は
頗
る
範
囲
広
き
問
題
な
る

が
、
前
に
は
先
づ
我
が
国
上
古
及
中
古
の
時
代
に
於
け
る
人
民
移
住
の
事
実
を

凡
そ
四
項
に
大
別
し
て
柳
か
略
説
す
る
所
あ
ら
ん
と
す

ω判
制
の
事
実
は
多
く
己
に
滅
び
て
今
は
伝
は
ら
ず
、
古
史
に
は
只
其
の
片
影

を
留
め
、
某
の
一
斑
を
伝
ふ
る
に
過
ぎ
ず
。

ω此
の
関
係
に
於
て
判
制
の
世
に
夷
俸
を
鎮
西
に
配
置
し
て
警
固
に
充
て
、
新

羅
の
賊
に
備
へ
た
る
こ
と
思
ひ
合
は
す
べ
し
。

ω』
討
の
時
代
特
に
其
の
終
り
に
近
き
頃
、
即
ち
安
閑
天
皇
及
欽
明
天
皇
の
御

世
に
於
て

( 5 ) 



「中古文学」ということ（坂本）

ω奈
良
朝
よ
り
平
安
時
代
に
至
り
で
は
権
門
勢
家
、
膏
膿
の
地
を
占
め
、
荘
園

を
建
置
し
て
其
の
開
墾
を
計
る
こ
と
盛
に
行
は
れ
た
り
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
み
る
と
、
表
題
で
は
「
古
代
」
と
い
い
な
が
ら
文
中
で
は
「
上

古
」
や
「
中
古
」
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
自
に
と
ま
る
。
で
は
「
古

代
」
と
「
上
古
」
・
「
中
古
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は

じ
め
に
明
治
三
十
六
年
の
『
日
本
近
世
史
』
よ
り
前
の
も
の
で
あ
る
凶
と
聞
に
つ
い

て
み
よ
う
。

「
上
古
」
の
意
味
を
明
示
し
て
い
る
の
が
凶

ωで
あ
っ
て
、
「
上
古
」
と
は
大
化

改
新
以
前
で
あ
る
と
記
し
、
た
だ
単
に
”
古
い
～
昔
の
”
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
上
古
」
と
は
大
化
改
新
以
前
だ
と
い
う
の
は
、

内
田
が
日
本
経
済
史
の
講
義
な
ど
で
「
基
も
普
通
に
行
は
る
』
区
分
」
と
し
て
使
っ

た
当
時
世
間
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
日
本
史
時
代
区
分
の
「
上
古
」
で
あ
る

3
0

で
は
「
中
古
」
は
ど
う
か
。
回

ωの
「
中
古
の
時
代
」
で
は
班
回
収
授
の
制
度

が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
「
中
古
」
は
ず
っ
と
律
令
法
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
で
あ

る。
で
は
問
題
の
「
古
代
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
国

ωは
「
日
本
上
古
村
落
の
性
質

及
其
発
達
沿
革
」
を
論
題
と
す
る
と
述
べ
た
あ
と
、
第
一
と
第
二
と
で
は
「
上
古
の

村
落
」
と
記
す
が
、
こ
れ
は
古
来
か
ら
の
性
質
を
と
り
あ
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
第
三
で
は
「
我
国
の
村
落
制
は
古
代
に
あ
り
て
」
情
唐
法
制
を
継
受
し
た

結
果
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
か
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
中
国
大
陸
か
ら
受
容

し
た
律
令
法
制
が
及
ぼ
し
た
影
響
と
い
う
と
き
「
古
代
」
と
記
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

中
国
大
陸
か
ら
受
容
し
た
律
令
に
よ
っ
て
支
配
し
た
律
令
国
家
の
時
代
は
右
述
の

「
中
古
」
な
の
で
あ
り
、
第
一
と
第
二
の
「
上
古
の
村
落
」
と
律
令
国
家
の
段
階
の

「
中
古
」
に
ま
た
が
る
時
期
を
い
う
た
め
に
「
古
代
」
と
よ
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

前
記
の
「
中
古
の
時
代
」
の
班
回
収
授
の
制
度
と
記
し
た
の
も
、
班
田
制
度
が
行
わ

れ
た
全
時
期
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
治
四
十
一
年
（
一
九

O
八
）
の
聞
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

に
は
明
治
三
十

六
年
の
『
日
本
近
世
史
』
よ
り
後
の
論
文
で
あ
る
が
，
こ
の
論
文
で
は
「
上
古
」
や

「
中
古
」
が
使
わ
れ
て
い
て
、
『
日
本
近
世
史
』
で
提
唱
し
た
「
中
世
」
は
使
わ
れ
て
い

な
い
。
ま
た
こ
の
間

ωで
「
』
剖
の
時
代
特
に
其
の
終
り
に
近
き
頃
、
即
ち
安
閑
天
皇

及
欽
明
天
皇
の
御
世
」
と
「
上
古
」
を
時
代
区
分
用
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
が
、
間

ω

で
「
日
本
古
代
に
於
け
る
人
民
の
移
住
」
と
い
っ
た
あ
と
「
我
が
国
上
古
及
中
古
の
時
代

に
於
け
る
人
民
移
住
の
事
実
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
前
述
の
即

ω及
び

加

ωと
同
じ
で
あ
る
。
な
お
問
論
文
に
は
こ
こ
に
掲
載
し
な
か
っ
た
「
上
古
及
中
古
」

と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
ず
っ
と
時
代
が
降
っ
た
「
中
古
」
を
含

む
よ
う
な
内
容
で
は
な
い
。
「
中
古
」
が
単
独
で
使
わ
れ
て
い
る
悶

ωも
律
令
国
家
全

段
階
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
古
代
」
が
律
令
国
家
段
階
か
ら
後
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と

を
裏
付
け
る
と
い
っ
て
よ
い
の
が
悶

ωで
あ
る
。
こ
こ
で
は
荘
園
が
続
々
と
立
て
ら

れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
「
奈
良
朝
よ
り
平
安
時
代
に
至
り
て
は
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
時
期
と
し
て
は
世
間
一
般
で
い
う
「
中
古
」
に
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
を
何
故
こ
と
さ
ら
に
「
奈
良
朝
よ
り
平
安
時
代
に
至
り
で
は
」
と
記
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う
「
古
代
」
が
平
安
時
代
を
含

ま
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
と
さ
ら
に
「
奈
良
朝
よ
り
平
安
時
代
に
至
り
で
は
」
と
記
す

し
か
な
か
っ
た
、
と
説
明
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
古
代
」
が
い
つ
ま
で

か
l
平
安
時
代
の
い
つ
ま
で
な
の
か
、
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
。

で
は
何
故
に
明
治
の
学
界
で
こ
と
さ
ら
に
「
古
代
」
を
別
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
と
さ
ら
に
既
存
の
「
中
古
」
初
期
の
成
立
期
律
令
国
家

段
階
を
「
古
代
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
古
代
」
別
置
の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
こ
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
容
し
た
ば
か
り
の
大
陸
文
化
を
ま
だ
消
化
し
き
れ
な

か
っ
た
段
階
を
区
別
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
、
学
界
で
強
く
意
識
さ
れ
て
き
た
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
「
古
代
」
は
、
既
存
の
「
上
古
」
全
部
な
の
で
は
な

く
、
「
上
古
」
の
末
尾
で
大
陸
文
化
を
受
容
し
は
じ
め
た
時
期
だ
け
を
「
古
代
」
に
含
め

る
と
し
た
の
で
あ
る
。

( 6) 



2 0 1 3 第 5号史人

古
代

「
・
推
古
時
代
（
代
表
者
鳥
仏
師
）

一
天
智
時
代
（
代
表
者
不
詳
）

f

天
平
時
代
（
其
大
作
に
至
り
て
は
代
表
者
不
詳
）

、
空
海
時
代
（
代
表
者
空
海
）

一
金
同
時
代
（
代
表
者
金
岡
）

一
源
平
時
代
（
代
表
者
伊
勢
、
定
朝
）

f
鎌
倉
時
代
（
代
表
者
光
長
、
運
慶
）

、
・
東
山
時
代

、

足

利

時

代

｛

（

代

表

者

一

f

豊
臣
時
代

戸

、

元

禄

時

品

、

f
徳

川

時

代

｛

ィ

（

代

表

者

f

天
明
時
代

中
古

雪
舟
、
永
穂
）

近
代

探
幽
、
応
挙
）

（藤
平原〔
安氏中
朝時古
）代〕

鎌藤弘
倉原仁
時時時
期期期

足
利〔
氏近
時世
代〕

f一一一ー一一、
億豊東
川臣山
時時時
期期期

「
・
延
喜
時
期

f

源
平
時
期

、
第
一
期

f

第
二
期

、
‘
寛
永
時
期

f

寛
政
時
期

( 7 ) 

も
と
も
と
江
戸
時
代
に
入
る
こ
ろ
、
そ
れ
ま
で
の
王
朝
貴
族
社
会
で
生
ま
れ
た

延
喜
以
降
を
「
中
古
」
と
す
る
と
い
う
理
解
を
変
更
し
て
、
「
中
古
」
の
上
限
を
大
陸

文
化
の
受
容
、
そ
の
象
徴
と
し
て
の
律
令
国
家
の
成
立
へ
と
移
動
さ
せ
た
の
は
、

巨
視
的
に
み
て
大
陸
文
化
の
受
容
を
画
期
と
す
る
解
釈
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
鈴
木
脹
『
離
屋
学
訓
』
の
時
代
区
分
で
は
「
中
古
ト
ハ
、
大
抵
欽
明
天
皇

ノ
御
時
ヨ
リ
平
相
国
ノ
執
政
ノ
時
迄
ヲ
云
」
と
記
し
て
い
た
。
内
田
銀
蔵
が
日
本

経
済
史
講
義
で
使
っ
た
世
間
一
般
の
日
本
史
時
代
区
分
で
大
化
改
新
を
「
上
古
」
と

「
中
古
」
の
境
界
に
し
た
の
は
、
境
界
の
時
期
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
な

に
も
鈴
木
脹
の
記
述
と
考
え
方
の
相
違
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
明
治
に
入
っ
て
か
ら
学
界
で
使
い
は
じ
め
た
「
古
代
」
の
好
例
が
，
岡

倉
天
心
が
明
治
二
十
四
年
度
の
日
本
美
術
史
講
義

3
で
使
っ
た
日
本
美
術
史
時
代
区

分
の
「
古
代
」
で
あ
る
。
こ
の
岡
倉
天
心
の
明
治
二
十
四
年
度
日
本
美
術
史
講
義
の
時

代
区
分
は
い
く
つ
か
の
論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
み
な
次
に
掲
げ
る

け
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
同
年
度
講
義
で
は
ほ
か
に
川
－

mも
あ
り
、
打
・
ハ
川
・
削
刀

直
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
的

ωω
す
べ
て
彰
一
札
が
わ

ア

「
総
叙
』
で
は
「
上
古
を
奈
良
朝
時
代
と
称
し
，
中
古
を
藤
原
氏
時
代
と
称
し
、

近
世
を
足
利
氏
時
代
と
称
す
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
右
表
に

ご
で
入
れ
た
。

け
「
足
利
時
代
」
の
文
中
の
記
事

日
本
美
術
史
を
大
別
し
て
、
古
代
、
中
世
、
近
世
の
三
時
代
と
な
し
、
古
代
は

奈
良
朝
、
中
世
は
藤
原
氏
時
代
及
鎌
倉
時
代
、
近
世
は
足
利
氏
時
代
と
す
。

こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
は
岡
倉
天
心
が
日
本

美
術
史
の
時
代
区
分
と
し
て
作
成
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
代
区
分

と
い
う
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
固
有
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
分
野
に
固
有
の
独
自
の
時
代
区
分
が
作
成
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

木
村
尚
三
郎
氏
は
あ
る
会
誌
で
「
歴
史
学
と
現
代
」
と
い
う
特
集
を
編
集
し
た
記
事

で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

3
。



『中古文学」ということ（坂本）

問
題
の
と
り
あ
げ
方
次
第
で
、
極
端
に
い
え
ば
昨
日
が
過
去
と
捉
え
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
し
、
百
年
前
が
現
代
の
う
ち
に
認
識
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
現
代
を

ど
う
捉
え
る
か
に
従
っ
て
、
様
々
の
時
代
区
分
が
な
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
事
実
こ

れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
。
時
代
区
分
は
そ
れ
故
つ
ね
に
主
観
的
・
相
対
的
で
あ
り
、

絶
対
的
・
客
観
的
な
、
永
久
不
変
の
時
期
区
分
な
ど
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。

こ
れ
は
「
歴
史
学
と
現
代
」
と
い
う
特
集
の
も
の
で
あ
る
が
、
文
学
と
か
芸
術
そ
の

他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
主
題
か
ら
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
天
心
の
日
本
美
術
史
も
日
本
史
の
中
に
あ
る
か
ら
天
心
は
こ
こ
で
「
上

古
」
・
「
古
代
」
・
「
中
古
」
（
「
中
世
」
）
・
「
近
世
」
な
ど
日
本
史
時
代
区
分
用
語
を
使

っ
て
い
る
。
「
中
世
」
は
こ
の
明
治
二
十
四
年
ご
ろ
に
は
ま
だ
「
な
か
っ
よ
」
と
読
ん

で
「
中
古
」
の
意
味
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
近
代
」
は
ま
だ
こ
の
こ
ろ
は
昔
な
が
ら
の
”
今
ご

ろ
は
”
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
時
代
区
分
用
語
で
は
な
か
っ
た
が
、
天
心
は
足
利
時

代
を
（
明
治
）
現
在
に
つ
な
が
る
は
じ
め
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
心
は
足
利

時
代
を
（
現
在
に
つ
な
が
る
）
「
近
代
」
と
い
っ
た
の
で
あ
り
、
「
近
世
」
と
い
う
の
と

全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
問
題
の
「
古
代
」
で
あ
る
が
、
ア
・
イ
と
も
に
推
古
時
代
・
天
智
時
代
・
天
平

時
代
を
内
容
と
し
て
い
な
が
ら
、
ア
で
は
「
古
代
」
、
イ
で
は
「
上
古
」
と
よ
ん
で
い
る
。

そ
し
て
・
ワ
で
は
「
古
代
」
を
奈
良
朝
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
イ
の
奈
良
朝
時
代
の
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
天
心
が
い
う
「
古
代
」
は
、
内
回
銀
蔵
が
諸
論
文
で
い

っ
た
「
古
代
」
と
同
じ
内
容
の
も
の
で
、
大
陸
文
化
を
受
容
し
は
じ
め
て
か
ら
日
本
で

律
令
国
家
が
成
立
し
た
こ
ろ
ま
で
を
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
の
美
術
と
し
て
は
、
大

陸
文
化
を
受
容
す
る
よ
り
前
の
、
大
陸
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
日
本
在
来
の

美
術
品
と
言
え
る
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
純
然
た
る
意
味
で
の
「
上
古
」
は

設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
で
奈
良
朝
時
代
を
「
上
古
」
と
し
た
の
は
、
「
中

古
」
に
対
し
て
「
上
古
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
意
味
は
な
い
。

注
目
さ
れ
る
の
は
「
古
代
」
を
天
平
時
代
ま
で
と
し
、
次
の
「
中
古
」
を
ア
で
は
空

海
時
代
か
ら
、
イ
で
は
弘
仁
時
期
か
ら
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
天

心
の
日
本
美
術
史
と
し
て
の
時
代
区
分
で
あ
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
古
代
」
と
い
う
用
語
が
学
界
で
成
立
期
の
律
令
国
家
段
階

ま
で
と
い
う
意
味
で
こ
と
さ
ら
に
別
個
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
天
心

は
十
分
に
承
知
し
て
使
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
「
中
古
」
に
対
し
て
「
上

古
」
と
す
る
だ
け
で
何
も
問
題
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
（
大
陸
文
化
の
影
響
を

受
け
て
い
な
い
日
本
在
来
の
美
術
品
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
な

か
っ
た
の
だ
か
ら
）
。
天
心
が
空
海
時
代
か
ら
を
「
中
古
」
（
（
ウ
は
こ
れ
を
「
中
世
」

と
記
し
た
の
で
あ
る
）
と
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
日
本
美
術
史
と
し
て
の
時
代
区
分

で
あ
っ
た
。
「
中
古
」
を
平
安
時
代
の
い
つ
か
ら
と
す
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か

ら
の
見
方
に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
明
治
に
な
っ
て
か
ら
学
界
で
新
た
に
「
古
代
」
と
い
う

時
代
名
称
を
使
い
は
じ
め
た
こ
と
は
、
現
在
の
日
本
史
時
代
区
分
の
「
古
代
」
と
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
内
容
は
両
者
全
く
無
関

係
な
の
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
史
時
代
区
分
の
原
型
が
は
じ
め
て
提
起
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
六
年

に
出
版
さ
れ
た
内
開
銀
蔵
『
日
本
近
世
史
』
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
稿
で
も

前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
内
田
の
提
起
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

B
。

蓋
し
日
本
史
の
場
合
に
お
い
て
、
近
世
の
時
期
は
こ
の
第
三
の
見
解
に
従
い
、

江
戸
時
代
の
初
め
よ
り
起
こ
る
と
し
、
而
し
て
鎌
倉
及
び
室
町
時
代
は
、
こ
れ
を

従
来
し
ば
し
ば
唱
え
ら
れ
た
る
如
く
近
古
と
い
う
こ
と
と
す
る
か
、
も
し
く
は
西

洋
史
の
例
に
倣
い
て
中
世
と
い
わ
ん
こ
と
、
衆
人
の
耳
に
最
も
入
り
易
く
し
て
、

か
つ
妥
当
た
る
を
失
わ
ざ
る
こ
と
な
ら
ん
。
ま
た
明
治
維
新
以
後
の
時
代
は
、
今

日
に
あ
り
で
は
、
こ
れ
を
近
世
と
い
わ
ん
よ
り
も
、
む
し
ろ
最
近
世
と
称
す
る
こ

と
、
一
一
層
適
当
な
る
べ
き
を
覚
ゆ
る
な
り
。

内
田
は
西
欧
史
学
三
分
法
を
適
用
し
た
新
た
な
日
本
史
時
代
区
分
を
創
設
す
る
た

め
に
、
三
分
法
を
日
本
史
に
適
用
す
る
基
点
と
し
て
三
分
法
の
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
を
日

本
史
の
江
戸
時
代
に
比
定
し
、
こ
れ
を
基
点
と
し
て
そ
れ
に
前
接
す
る
時
代
（
日
本

( 8) 
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史
で
そ
れ
ま
で
「
近
古
」
と
よ
ん
で
き
た
時
代
）
を
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
に
充
て
、
ミ
ド
ル
世
」
と
す
れ
ば
「
近
世
」
「
中
世
」
と
う
ま
く
合
う
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
る

エ
イ
ジ
の
和
訳
語
「
中
世
」
を
そ
の
日
本
史
時
代
区
分
用
語
と
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
上
世
」
は
「
か
み
つ
よ
」
で
あ
っ
て
「
な
か
っ
よ
」
と
対
に
な
っ

三
分
法
の
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
和
訳
語
は
「
近
世
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
に
で
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
、
だ
か
ら
（
「
な
か
っ
よ
」
と
区
別
さ
れ
る
）
新

比
定
さ
れ
た
江
戸
時
代
は
「
近
世
」
と
よ
び
、
明
治
維
新
以
後
は
「
最
近
世
」
と
よ
ぶ
の
「
中
世
」
を
創
始
す
る
か
ら
に
は
「
上
世
」
を
使
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ミ
ド
ル
エ

が

適

当

だ

、

と

し

た

の

で

あ

る

。

イ

ジ

の

和

訳

語

「

中

世

」

を

使

っ

た

の

だ

か

ら

、

同

じ

く

ア

ン

テ

イ

ク

イ

テ

イ

の

和

訳

右
に
引
用
し
た
個
所
が
内
田
が
提
起
し
た
新
し
い
日
本
史
時
代
区
分
の
説
明
で
あ
語
「
古
代
」
を
使
う
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

る
。
で
は
そ
こ
に
「
古
代
」
が
見
え
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
の
と
お
り
こ
の
主
旨
説
明
こ
の
よ
う
な
次
第
だ
か
ら
、
内
田
が
提
起
し
た
新
し
い
日
本
史
時
代
区
分
の
「
古

に
は
「
古
代
」
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
他
の
個
所
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

2
0

代
」
は
、
明
治
の
学
界
で
新
た
に
使
い
は
じ
め
て
い
た
「
古
代
」
と
は
全
く
何
の
関
係
も

故
に
近
世
史
の
研
究
に
お
い
て
も
、
先
ず
中
世
（
近
古
）
の
事
実
を
考
え
、
或
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
鎌
倉
時
代
よ
り
前
を
す
べ
て
一
括
し
て
し
ま

は
更
に
遡
り
て
古
代
の
事
実
よ
り
説
き
始
む
る
こ
と
、
ま
た
往
々
に
し
て
そ
の
必
う
時
代
区
分
も
そ
れ
ま
で
の
在
来
の
日
本
史
時
代
区
分
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の

要

あ

る

べ

き

な

り

。

で

あ

っ

た

。

内

問

が

新

「

中

世

」

よ

り

前

を

す

べ

て

「

古

代

」

と

し

た

の

は

、

西

欧

史

学

内
田
が
そ
れ
ま
で
「
近
古
」
と
よ
ん
で
い
た
時
代
を
日
本
史
の
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
に
充
の
三
分
法
の
形
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
。

て
て
新
た
に
「
中
世
」
と
よ
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
た
こ
と
は
右
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
そ
も
そ
も
内
田
は
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
を
日
本
史
の
ど
の
時
代
に
比
定
す
る
か
だ
け
し
か

そ
の
新
「
中
世
」
の
前
（
す
な
わ
ち
鎌
倉
幕
府
成
立
よ
り
前
の
時
代
）
を
、
内
回
は
さ
眼
中
に
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
「
中
世
」
も
つ
け
た
り
で
し
か
な
か

ら
り
と
「
古
代
」
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
っ
た
。
だ
か
ら
す
ぐ
に
福
田
徳
三
の
論
に
日
本
史
学
界
の
主
導
的
地
位
を
奪
わ
れ
て

で

あ

ろ

う

か

。

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

よ

り

前

の

「

古

代

」

は

た

だ

の

遠

い

昔

と

い

う

だ

け

で

し

そ
れ
ま
で
在
来
の
日
本
史
時
代
区
分
で
「
古
代
」
と
い
う
語
が
時
作
畳
分
と
し
て
使
か
な
か
っ
た
。

わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
本
稿
で
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
い
わ
上
原
専
禄
氏
は
『
歴
史
学
序
説
』

3
で、

ん
や
鎌
倉
時
代
よ
り
も
前
の
時
代
を
「
古
代
」
と
よ
ん
だ
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
十
六
世
紀
以
来
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
彼
ら
の
生
活
の
歴
史

っ
た
。
そ
れ
を
、
主
旨
説
明
か
ら
外
れ
た
個
所
で
さ
ら
り
と
「
更
に
遡
り
て
古
代
の
事
的
展
開
を
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
時
代
区
分
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ

実
」
と
記
し
て
、
そ
れ
が
三
分
法
適
用
の
新
日
本
史
時
代
区
分
の
「
古
代
」
と
し
て
現
在
の
歴
史
的
意
味
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
い
そ
の
点
を
か
え
り
み
る
こ

に

至

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

と

が

あ

ま

り

に

お

そ

ま

つ

の

ま

ま

で

、

東

洋

の

近

代

と

か

、

あ

る

い

は

日

本

の

古

内
田
は
、
新
「
中
世
」
よ
り
前
の
時
代
を
ど
の
よ
う
に
命
名
す
る
か
で
困
っ
て
い
た
。
代
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
、
が
あ
り
は
せ
ぬ
だ
ろ
う
か
。

な
か
っ
ょ

新
「
中
世
」
の
前
を
「
中
古
」
と
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
中
古
」
は
「
中
世
」
と
も
よ
ぱ
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
東
洋
の
近
代
」
と
と
も
に
「
日
本
の
古
代
」
を
あ
げ
て
い
る

れ
記
さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
「
上
古
」
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
。
「
上
古
」
に
は
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
堀
米
庸
三
氏
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
か

B
」
で
、
「
ギ

日
本
で
文
字
の
な
い
昔
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
在
来
の
日
本
史
時
代
区
分
で
な
リ
シ
ア
・
ロ

i
マ
の
古
典
古
代
史
は
な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
第
一
章
を
な
す
か
」
と
い

が
く
使
わ
れ
て
き
て
い
て
、
鎌
倉
幕
府
成
立
よ
り
前
に
は
と
て
も
使
え
な
い
。
「
上
う
試
験
問
題
を
冒
頭
に
掲
げ
て
興
味
深
い
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヨ
！
ロ

第 5号史人
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ツ
パ
史
の
「
古
代
」
は
三
分
法
の
中
で
然
る
べ
き
歴
史
的
な
意
義
が
あ
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
く
ら
べ
て
た
だ
古
い
昔
と
い
う
だ
け
で
「
中
世
」
よ
り
前
を

一
括
し
て
日
本
の
「
古
代
」
と
し
た
内
回
の
や
り
方
が
、
い
か
に
西
欧
史
学
三
分
法
の

「
古
代
」
と
は
無
縁
の
、
た
だ
形
だ
け
の
模
倣
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
内
田
が
定
め
た
「
古
代
」
の
中
に
お
い
て
、
歴
史
的
意
義
を
明

ら
か
に
す
る
研
究
が
や
が
て
開
始
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

「中古文学」ということ（坂本〕

内
田
が
日
本
「
中
世
」
よ
り
前
を
一
括
し
て
「
古
代
」
と
し
た
日
本
史
三
分
法
は
、
内

田
の
立
て
た
日
本
史
三
分
法
の
構
想
が
破
綻
し
た
後
も
、
そ
の
日
本
史
三
分
法
の
形

は
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
（
こ
の
経
緯
は
別
稿
で
述
べ
る
）
。
そ
こ
で
そ
の

「
古
代
」
は
拒
漢
と
し
た
古
い
時
代
と
し
て
ほ
う
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

内
田
自
身
こ
の
「
古
代
」
に
困
っ
て
い
た
。
内
田
が
明
治
四
十
三
年
八
月
に
京
都
帝
大

夏
期
講
座
を
行
っ
た
と
き
、
「
古
代
」
の
ほ
か
に
「
上
代
」
・
「
中
古
」
も
使
っ
て
い
る

（
ま
た
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
と
い
う
明
治
に
な
っ
て
で
き
た
名
称
も
使
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
「
上
古
」
・
「
中
古
」
な
ど
の
古
来
の
時
代
区
分
用
語
を
問
題
と
す
る
）
。

た
と
え
ば
「
朝
鮮
半
島
は
、
古
代
に
於
て
我
に
病
し
た
も
の
が
、
上
古
の
末
中
古
の
初

め
に
於
て
我
か
ら
離
れ
た
け
れ
ど
も
き
」
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
に
内
田
本
人

が
「
上
古
」
・
「
中
古
」
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
世
の
人
々
も
荘

漠
た
る
「
古
代
」
の
内
部
の
時
期
を
示
す
た
め
「
上
古
て
「
中
古
」
を
使
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
古
代
l
中
世
l
近
世
と
い
う
時
代
区
分
を
採

用
し
て
い
る
中
で
不
整
合
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
次
第
に
「
古
代
」
の
内
部
は
奈
良
時
代

．
平
安
時
代
と
い
っ
た
政
権
所
在
の
時
代
区
分
を
も
っ
ぱ
ら
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い

っ
た
。
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
出
版
さ
れ
た
牧
健
二
『
日
本
法
制
史
』
（
国
史
講

座
刊
行
会
）
で
は
、
上
古
（
国
初
よ
り
大
化
改
新
ま
で
の
不
文
法
時
代
）
・
中
古
（
大

化
元
年
以
後
の
支
那
法
継
受
の
時
代
）
・
中
世
（
文
治
元
年
守
護
地
頭
補
任
勅
許
の
年

以
後
の
武
家
法
の
時
代
）
・
近
世
（
賂
）
・
現
代
（
略
）
と
時
代
区
分
し
て
い
た
。
こ

れ
は
「
中
世
」
以
後
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
新
日
本
史
三
分
法
を
採
っ
て
い
る
の
だ

が
、
「
中
世
」
よ
り
前
は
古
来
の
区
分
で
あ
る
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
に
区
分
し
た
の
は
、

新
区
分
の
「
古
代
」
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
書
の
時
代
区

分
で
「
上
古
」
・
「
中
古
」
を
採
っ
た
の
は
こ
の
こ
ろ
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
十
余

年
経
っ
た
戦
後
に
は
も
は
や
一
書
の
時
代
区
分
で
「
上
古
」
・
「
中
古
」
を
採
る
も
の
は

見
当
ら
な
く
な
っ
て
い
た
し
、
文
中
で
も
「
上
古
」
・
「
中
古
」
を
記
す
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
一
般
的
に
「
古
代
」
と
し
て
そ
の
内
部
は
奈
良
時
代
・

平
安
時
代
な
ど
政
権
所
在
地
時
代
区
分
で
区
分
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
「
上
古
」
・
「
中
古
」
は
も
と
も
と
日
本
古
来
の
「
中
ご
ろ
」
観
を
大
陸
伝
来

の
三
区
分
用
語
を
使
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
千
余
年
も
の
年
月
を
経

で
も
な
お
明
治
の
人
々
の
中
に
生
き
続
け
て
い
た
こ
と
は
先
述
の
「
中
古
〈
な
か
ご
ろ

と
（
『
世
界
風
俗
往
来
』
）
に
明
ら
か
な
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
「
中
古
」
と
「
上
古
」

と
の
境
は
は
じ
め
の
う
ち
流
動
し
て
い
た
が
、
十
二
世
紀
に
入
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ

か
ら
「
中
古
」
は
延
喜
以
後
、
「
上
古
」
は
そ
れ
よ
り
前
と
い
う
よ
う
に
圃
定
し
た
き
。
し

か
る
に
江
戸
時
代
に
入
っ
た
こ
ろ
「
中
古
」
の
上
限
を
律
令
国
家
成
立
ま
で
遡
ら
せ
る

よ
う
に
な
り
、
明
治
に
な
っ
て
も
一
般
的
に
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
明
治
の
は
じ
め
ご
ろ
、
前
節
で
史
料
を
あ
げ
て
説
明
し
た
よ
う
に
学
界

で
は
、
日
本
に
大
陸
文
化
が
伝
え
ら
れ
は
じ
め
て
か
ら
日
本
で
律
令
国
家
が
成
立
し

日
本
で
律
令
中
央
集
権
国
家
が
設
定
さ
れ
て
い
っ
た
期
間
（
「
上
古
」
の
末
か
ら
、
「
中

古
」
の
は
じ
め
律
令
国
家
の
時
期
ま
で
）
を
特
に
「
古
代
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
「
古
代
」
と
は
日
本
に
大
陸
文
化
が
伝
え
ら
れ
は
じ
め
て
か
ら
や
が
て
大
陸
風
の

中
央
集
権
国
家
た
る
律
令
国
家
が
日
本
で
作
ら
れ
て
い
っ
た
時
期
を
い
う
の
で
あ
り
、

要
す
る
に
大
陸
文
化
を
受
容
し
は
じ
め
た
日
本
が
ひ
た
す
ら
新
し
い
文
化
を
受
容
し

担
鳴
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
時
期
を
独
自
の
段
階
と
し
て
認
め
、
そ
の
新
文
化

が
日
本
の
風
土
の
中
に
融
合
し
た
段
階
と
区
別
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
そ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
あ
と
「
中
古
」
は
大
陸
文
化
が
日

( 10) 
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本
に
伝
来
し
は
じ
め
て
か
ら
以
後
、
と
一
本
で
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
を
、
大

陸
文
化
の
受
容
段
階
と
、
大
陸
文
化
を
岡
本
の
風
土
の
中
に
融
合
さ
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
段
階
と
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
段
階
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
上
古
」
（
大
陸
文
化
伝
来
以
前
）

l
「
古
代
」
（
大
陸
文
化
伝
来

以
後
そ
の
受
容
租
借
段
階
）

l
「
中
古
」
（
大
陸
文
化
が
日
本
風
土
に
融
合
し
た
段

階
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
中
古
」
を
延
喜
以
後
と
し
た
十
二
世
紀
以
降
の
理
解

を
回
復
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
中
古
」
を
大
陸
文
化
を
受
容
し
は
じ
め
た
こ
ろ
か
ら
と
変
え
た
江
戸
時
代
に
お
い

て
も
、
本
居
宣
長
は
「
中
古
」
を
延
喜
以
後
と
す
る
伝
統
的
解
釈
を
固
持
し
て
い
た
よ

う
に
、
王
朝
時
代
日
本
文
学
の
研
究
者
た
ち
の
問
で
は
こ
の
伝
統
的
解
釈
が
保
た
れ

て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
雰
囲
気
の
中
で
王
朝
時
代
の
文
学
・
語
学
の
研
究
が
進
展
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
「
中
古
文
学
会
」
が
結
成
さ
れ
た
の
は
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
一
）
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
拒
漢
と
し
た
古
い
時
代
と
し
て
一
括
さ
れ
た
「
古
代
」
の
内
部
で
限
定
さ

れ
た
時
期
の
名
称
を
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
こ
こ
で
「
中
古
」
が
出

さ
れ
て
き
た
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
史
で
は
政

権
所
在
地
時
代
区
分
で
「
平
安
時
代
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
「
平
安
文
学
」
と
い
う

称
も
使
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
（
機
械
的
時
代
区
分
の
臭
い
が
あ
る
「
平
安
」
よ
り

も
）
伝
統
的
な
「
中
古
」
が
採
用
さ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
れ

を
不
整
合
だ
と
い
う
な
ら
、
で
は
「
中
世
」
・
「
近
世
」
と
整
合
す
る
ど
の
よ
う
な
名
称

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
そ
れ
で
は
日
本
史
の
分
野
で
は
こ
の
「
中
古
」
の
時
代
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
史
で
基
礎
的
研
究
の
蓄
積
に
よ
る
通
史
・
時
代
史
が
著
さ
れ

る
の
は
明
治
末
か
ら
大
正
に
入
る
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
が
、
右
の
「
中
古
」
の
時
代
に
つ

い
て
は
、
摂
関
家
の
栄
耀
と
国
風
文
化
の
成
熟
が
述
べ
ら
れ
る
一
方
で
、
律
令
制
の

崩
壊
に
よ
っ
て
地
方
政
治
は
荒
廃
し
荘
園
が
濫
立
し
た
、
と
い
う
の
が
通
史
・
時
代

史
の
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
（
昭
和
四

第 5号史人

一
二
）
に
『
平
安
文
化
史
論
｛
担
）
』
を
著
し
た
目
崎
徳
衛
氏
は
同
書
末
尾
の
「
後
語
」
で
、

（
同
書
刊
行
当
時
の
昭
和
四
十
年
代
ご
ろ
に
は
）
日
本
史
学
界
で
は
平
安
時
代
を
、

政
治
的
・
社
会
的
に
は
律
令
制
の
崩
壊
と
す
る
一
方
、
文
化
的
に
は
国
風
文
化
成
熟

期
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

こ
う
し
た
評
価
の
極
端
な
分
裂
が
、
戦
後
の
歴
史
学
界
に
お
け
る
平
安
時
代
研

究
の
貧
寒
と
、
国
文
学
界
に
お
け
る
中
古
文
学
研
究
の
豊
鶴
と
い
う
対
照
的
な
現

象
を
も
た
ら
し
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
像
の
分
裂
は
ま
す
ま
す
固
定
し
つ
つ
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

戦
前
か
ら
平
安
時
代
に
は
律
令
制
が
崩
壊
し
て
地
方
政
治
は
荒
廃
し
て
武
士
が
各

地
で
生
ま
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
で
は
王
朝
の
栄
華
や
国
風
文
化
は
ど
の
よ

う
な
基
盤
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
極
め
て
素
朴
な
質
問
に
一
言
も
答
え
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
な
る
と
平
安
遺
文
に
よ
る
研
究
が
は
じ
め

ら
れ
て
地
方
政
治
の
荒
廃
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
是
正
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

目
崎
氏
が
同
書
を
刊
行
し
た
こ
ろ
に
は
ま
だ
律
令
制
の
崩
壊
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
て
、
目
崎
氏
は
右
の
よ
う
に
記
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
目
崎
氏
は
十
五
年
後

の
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
八
）
に
『
百
人
一
首
の
作
者
た
ち

l
王
朝
文
化
論
へ
の
試

み
1
2』
を
著
し
、
「
中
古
文
学
」
始
期
の
背
景
を
論
じ
て
い
る
c

日
本
史
の
分
野
で
も
す
で
に
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
た
こ
ろ
に
、
十
世
紀
以
後
の

国
家
を
「
王
朝
国
家
」
と
よ
ん
で
そ
れ
ま
で
の
律
令
国
家
と
区
別
す
る
構
想
が
出
さ
れ

は
じ
め
て
お
り
、
た
と
え
ば
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
一
二
）
に
発
表
さ
れ
た
戸
田
芳
実

氏
の
「
国
街
領
の
名
と
在
家
主
」
な
ど
に
は
「
王
朝
国
家
」
が
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
の

考
え
方
に
啓
発
さ
れ
て
私
が
延
喜
以
後
の
国
家
制
度
の
骨
組
み
を
論
じ
た
の
が
一
九

七
二
年
（
昭
和
四
七
）
の
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
（
目
）
』
で
あ
る
が
、
政
治
史
で
摂

関
政
治
・
院
政
と
さ
れ
て
い
る
底
に
全
国
支
配
の
し
く
み
が
律
令
国
家
と
は
変
わ
っ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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註

「中古文学Jということ（坂本）

（l
）
『
日
本
歴
史
』
七
五
一
号
研
究
余
録
（
二

O
一
O
年）

（2
）
『
史
学
雑
誌
』
六
一

I
一
二
（
一
九
五
四
年
）

（3
）
『
平
安
時
代
史
事
典
』
（
角
川
書
店
一
九
九
四
年
）

（4
）
平
安
時
代
の
「
近
古
」
の
意
味
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
好
例
と
し
て
『
玉

葉
』
承
安
三
年
七
月
十
九
日
条
に
、
「
近
古
」
に
一
・
二
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
っ
た

が
、
「
近
代
」
に
は
す
で
に
流
例
と
な
っ
て
い
る
、
と
記
し
て
い
る
。
絶
え
ず
新
し

く
な
っ
て
い
く
「
近
代
」
の
後
に
と
り
残
さ
れ
た
古
く
な
っ
た
「
近
代
」
を
「
近

古
」
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
平
安
時
代
の
「
近
古
」
に
つ
い
て
は
曽
我

良
成
『
王
朝
国
家
政
務
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
二

O
一
二
年
）
二
二
二

1
三
頁

参
照
。

（
5
）
拙
稿
「
江
戸
時
代
を
「
近
世
」
と
い
う
こ
と
」
（
『
日
本
歴
史
』
七
六
九
号
研

究
余
録
二

O
二
一
年
）

（6
）
『
世
界
風
俗
往
来
』
（
『
日
本
近
代
思
想
体
系
歴
史
認
識
』
岩
波
書
店
一

九
九
一
年
）

（7
）
拙
稿
「
先
例
と
時
代
区
分
l
『
台
記
』
に
い
た
る
ま
で

1
」
（
『
史
人
』
三
号

二
O
一
一
年
）

（8
）
『
経
済
録
』
凡
例
（
『
日
本
思
想
体
系
祖
徐
学
派
』
岩
波
書
店
一
九
七
二

年）
（9
）
『
東
雅
』
（
『
日
本
思
想
体
系
新
井
白
石
』
岩
波
書
店
一
九
七
五
年
）

（
凶
）
註
（
5
）
拙
稿

（
日
）
山
片
幡
桃
『
夢
の
代
』
は
、
本
来
の
「
中
古
」
及
び
「
中
古
」
の
別
称

「
中
世
」
と
を
江
戸
時
代
に
入
る
前
ま
で
ず
っ
と
一
貫
し
て
使
っ
て
お
り
、
「
近

古
」
を
全
く
使
っ
て
い
な
い
。
学
術
的
記
事
が
多
い
『
夢
の
代
』
は
、
時
代
区
分

も
学
術
的
で
あ
っ
た
。

（
ロ
）
『
日
本
経
済
史
の
研
究
』
（
同
文
館

一
九
二
一
年
）

（日）
（

M）
 

（日）年）
（
同
）
『
近
世
の
日
本
・
日
本
近
世
史
』
（
東
洋
文
庫
平
凡
社

六
三
頁
。
本
書
は
原
文
を
新
仮
名
遣
い
に
改
め
て
い
る
。

（
げ
）
註
（
M
）
書
一
六
四
l
五
頁
。

（
同
）
『
歴
史
学
序
説
』
（
大
明
堂
一
九
五
八
年
）
一
八
頁
。

（
円
）
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
か
」
（
増
田
四
郎
編
『
西
洋
と
日
本
』
中
公
新
書

央
公
論
社
一
九
七

O
年）

（
却
）
『
国
史
総
論
及
日
本
近
世
史
』
（
内
回
銀
蔵
遺
稿
全
集
第
三
輯
）
（
一
九
二
一
年

同
文
館
）
の
「
国
史
総
論
」
第
四
七
四
頁
。

（
幻
）
註
（
7
）
拙
稿
。

（
刀
）
『
平
安
文
化
史
論
』
（
桜
楓
社
一
九
六
八
年
）

（
お
）
『
百
人
一
首
の
作
者
た
ち
』
（
角
川
書
店
一
九
八
三
年
）

（M
A
）
『
中
世
社
会
の
基
本
構
造
』
（
創
元
社
一
九
五
八
年
）
所
収
。

（
お
）
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
二
年
）

註（
5
）
拙
稿

『
天
心
全
集
』
甲
之
二
（
日
本
美
術
院
一
九
二
二
年
）

「
『
歴
史
学
と
現
代
』
を
特
集
し
て
」
（
『
歴
史
教
育
』
一
一
一

l
四

一
九
六
四

一
九
七
五
年
）

中
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