
歴
史
事
象
の
呼
称
に
つ
い
て

「
承
久
の
乱
」
「
承
久
の
変
」
を
中
心
に

安
　
田
　
元
　
久

歴史事象の呼称について（安田）

　
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
事
象
に
つ
い
て
の
呼
称
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
大
化
改
新
・
平
安
遷
都
．
南
北

朝
内
乱
・
明
治
維
新
、
あ
る
い
は
承
平
天
慶
の
乱
・
応
仁
の
乱
と
い
っ
た
呼
称
で
あ
る
。
歴
史
知
識
を
有
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
呼
称
が
、

歴
史
上
の
如
何
な
る
事
象
を
意
味
す
る
か
を
一
つ
の
共
通
認
識
と
し
て
、
そ
の
事
象
の
内
容
を
、
精
粗
の
差
は
あ
れ
、
一
応
は
理
解
し

得
る
。
そ
の
意
味
で
歴
史
事
象
に
対
す
る
呼
称
を
一
定
化
す
る
こ
と
は
、
歴
史
認
識
の
上
で
も
、
ま
た
歴
史
研
究
の
上
で
も
、
必
須
の

条
件
で
あ
り
、
現
実
に
そ
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
夫
々
の
呼
称
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
定
め
ら
れ
た
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
場
合
が
き
わ
め
て
多
い
。
ま
た
戦
前
に
お
け
る
国
定
の
歴
史
教
科
書
や
、
現
在
の

検
定
制
度
下
に
生
ま
れ
た
教
科
書
で
は
呼
称
の
統
一
が
意
識
さ
れ
て
い
る
が
、
統
一
を
す
る
場
合
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い

し
、
不
用
意
に
も
、
そ
の
学
問
的
・
思
想
的
根
拠
に
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
面
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
全
体
的
に
み
る
な
ら
ば
、
現
時
の
歴
史
書
－
教
科
書
を
も
含
め
て
ー
で
は
比
較
的
統
一
さ
れ
た
呼
称
が
習
慣
的
に
固
定
し
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歴史事象の呼称にっいて（安田）

て
い
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
歴
史
事
象
の
呼
称
に
若
干
の
差
異
が
あ
り
、
そ
の
相
異
に
つ
い
て
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
問
の
残

る
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
相
異
す
る
呼
称
の
用
法
は
、
教
科
書
や
中
学
・
高
校
生
用
の
学
習
参
考
書
以
外
の
一
般
的
歴
史
書
、

あ
る
い
は
古
い
時
代
の
歴
史
書
な
ど
に
お
い
て
、
さ
ら
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
過
去
に
お
け
る
歴
史
的
事
象
、
と
く
に
叛
乱
・
戦
乱
・
内
乱
と
い
っ
た
戦
争
・
戦
闘
を
と
も
な
う
政
治
的
事
件
の
呼
称
、
あ
る
い
は

単
な
る
戦
闘
、
す
な
わ
ち
武
力
を
行
使
し
て
勝
敗
の
決
着
を
求
め
る
行
為
の
呼
び
方
な
ど
に
つ
い
て
、
古
来
必
ず
し
も
一
定
し
た
基
準

は
な
く
、
あ
る
程
度
の
呼
称
方
法
の
枠
の
中
で
、
歴
史
を
叙
述
す
る
者
の
恣
意
の
選
択
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
呼
称
の
差
異
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
深
く
考
察
す
る
と
き
、
差
異
の
性
質
上
、
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
第
一
は
、
例
え
ば
平
将
門
の
乱
・
藤
原
純
友
の
乱
を
、
承
平
天
慶
の
乱
と
呼
び
変
え
、
ま
た
三
浦
氏
の
乱
を
一
方
で
は
宝
治
の
乱

と
称
し
、
文
永
・
弘
安
の
役
を
蒙
古
襲
来
・
蒙
古
合
戦
な
ど
と
も
呼
称
す
る
類
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
夫
々
の
事
象
、

戦
乱
の
生
起
し
た
時
代
を
示
す
年
号
を
用
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
戦
乱
の
主
体
者
の
名
称
を
用
い
る
か
の
相
異
と
言
え
よ
う
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
か
い
　
い
く
さ

て
第
二
に
は
、
政
治
的
・
軍
事
的
事
象
に
つ
い
て
、
乱
・
変
・
合
戦
・
戦
・
軍
・
戦
役
・
役
・
陣
・
騒
動
な
ど
の
語
を
付
し
て
呼
称
す

る
の
が
、
一
般
的
で
あ
る
が
、
一
つ
の
事
象
に
つ
い
て
何
れ
の
用
語
が
付
け
ら
れ
る
か
は
必
ず
し
も
一
定
せ
ず
、
事
象
に
よ
っ
て
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

様
・
三
様
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
類
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
前
者
の
如
き
呼
称
の
差
異
は
、
歴
史
を
客
観
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
何
れ
が
よ
り
適
正
か
と
い
う
選
択
の

問
題
が
残
る
も
の
の
、
何
れ
の
呼
称
を
採
用
し
て
も
、
歴
史
事
実
の
認
識
を
誤
ま
ら
せ
る
ほ
ど
の
差
異
で
は
な
い
。
（
こ
の
場
合
、
戦

乱
の
主
体
者
に
つ
い
て
の
誤
認
が
あ
る
な
ら
、
ま
た
別
の
問
題
と
な
る
。
）

　
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
類
の
差
異
は
一
見
単
純
な
よ
う
で
も
、
実
は
大
き
な
問
題
を
含
む
。
「
乱
・
°
変
・
合
戦
…
…
」
以
下
の
用
語
は
、
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歴史事象の呼称について（安田〉

そ
れ
ぞ
れ
の
類
似
は
あ
る
も
の
の
、
何
れ
も
独
自
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
事
件
に
関
す
る
二
様
・
三
様
の
使
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

分
け
の
背
後
に
は
、
当
然
そ
の
用
語
を
使
用
す
る
者
の
歴
史
観
・
歴
史
思
想
が
働
い
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
に
お
け

る
多
様
な
呼
称
・
表
現
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
如
何
に
理
解
し
、
歴
史
的
に
見
て
そ
の
何
れ
の
呼
称
が
よ
り
適
正
で
あ
る
か
、

と
い
う
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
う
ち
、
合
戦
・
戦
・
軍
・
役
・
陣
な
ど
は
、
一
般
に
武
力
集
団
の
衝
突
、
あ
る
い
は
武
力
・
軍
事
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ザ

行
使
し
て
の
闘
争
を
意
味
す
る
呼
称
で
あ
り
、
そ
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
本
来
的
意
味
の
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
古
く
か
ら
の
慣
習

的
用
例
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
呼
称
・
表
現
の
差
は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
い
。
実
際
に
古
く
か
ら
の
歴
史
叙
述
の
諸
例
を
見
て
も
、
そ

の
呼
称
は
著
者
の
好
み
に
よ
っ
て
自
由
に
選
択
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
的
に
見
て
も
、
や
は
り
重
要
な
こ
と
は
、

乱
及
び
変
と
い
う
用
語
・
呼
称
の
選
択
の
相
異
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
「
乱
」
　
・
「
変
」
の
呼
称
の
差
異
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
か
つ
て
十
数
年
以
前
に
、
「
歴
史
事
象
の
呼
称
」
と
題
す

る
拙
稿
を
発
表
し
、
主
と
し
て
承
久
の
乱
の
呼
称
を
中
心
と
し
て
の
愚
見
を
の
べ
た
が
、
そ
こ
で
主
張
し
た
こ
と
は
、
こ
の
呼
称
の
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

異
が
歴
史
を
叙
述
す
る
人
々
そ
れ
ぞ
れ
の
、
歴
史
観
と
密
接
に
関
係
す
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
旧
稿
に
お
け
る
私
見
は
現
在
も
変
り
な
く
、
ほ
と
ん
ど
訂
正
を
加
え
る
必
要
も
認
め
な
い
。
し
か
し
、
旧
稿
は
、
こ
の
「
承
久

三
年
の
公
武
衝
突
事
件
」
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
「
乱
」
あ
る
い
は
「
変
」
の
呼
称
が
成
立
し
た
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
の
考
証
が
、
や

や
簡
単
に
す
ぎ
、
ま
た
論
旨
を
支
え
る
た
め
の
論
証
に
も
不
充
分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
再

び
歴
史
事
象
の
呼
称
と
し
て
の
「
乱
」
・
「
変
」
の
意
味
の
差
異
と
、
そ
の
使
用
例
に
お
け
る
思
想
的
背
景
を
、
歴
史
叙
述
の
歴
史
を

通
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。
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二

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
日
本
史
上
に
お
け
る
政
治
的
．
軍
事
的
事
件
、
す
な
わ
ち
政
変
・
叛
乱
・
権
力
争
い
な
ど
は
、
大
規
模
な
も
の
か
ら
、
小
規
模
な
も

の
を
も
含
め
て
、
か
な
り
の
多
数
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
ら
の
事
件
・
事
象
の
大
部
分
が
、
「
何
某
の
乱
」
、
あ
る
い
は
「
何
々
の
変
」
と
い

う
呼
称
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
一
つ
の
歴
史
的
事
象
に
附
せ
ら
れ
る
「
乱
」
ま
た
は
「
変
」
の
呼
称
は
、
多
く
の
場
合
一
定
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
の
戦
乱
、
あ
る
い
は
武
力
行
使
を
含
む
政
治
事
件
の
場
合
に
、
「
乱
」
と
「
合
戦
」
な
ど
の
使
い
分
け
の

例
は
少
な
く
な
い
が
、
「
乱
」
と
「
変
」
と
両
様
の
呼
称
が
見
ら
れ
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
現
在
私
が
知
る
限
り
で
変
．
乱
の
両
様
の
呼
称
が
行
わ
れ
て
い
る
主
な
も
の
は
、
承
久
の
乱
（
変
）
・
元
弘
の
乱
（
変
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

嘉
吉
の
変
（
乱
）
な
ど
に
す
ぎ
な
い
。
何
故
に
こ
れ
ら
の
政
治
的
事
件
に
あ
っ
て
の
み
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
理
由
を
探
る
た
め
に
も
、
乱
と
変
と
の
歴
史
的
呼
称
の
内
包
す
る
意
味
の
相
異
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
呼
称
そ
の
も

の
が
、
ま
た
歴
史
的
所
産
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
歴
史
事
象
の
呼
称
が
、
何
時
、
如
何
な
る
立
場
ま
た
は
意
図
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
、

一
般
に
常
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
、
さ
ら
に
一
つ
の
呼
称
が
、
特
定
の
時
代
に
一
般
化
さ
れ
、
常
識
的
呼
称
と
し
て
定
着
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
何
故
か
、
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
こ
の
「
承
久
三
年
の
公
武
両
政
権
抗
争
事
件
」
の
呼
称
の
変
動
は
好

個
の
材
料
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
直
接
に
「
承
久
の
乱
」
．
「
承
久
の
変
」
の
呼
称
の
検
討
に
入
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
、
乱
と
変
と
の
歴
史
上
の
一
般
的
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
も
　

例
を
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
二
つ
の
呼
称
が
、
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
用
語
の
本
来
の
意
味
、
あ
る
い
は
普
遍
的
な
用
例
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
乱
と
は
「
世
の
乱
れ
」
「
戦
乱
」
「
大
規
模
な
政
治
的
抗
争
“

内
乱
」
な
ど
を
言
う
。
そ
の
日
本
史
上
に
お
け
る
諸
事
象
に
対
す
る
適
用
例
を
示
す
と
、
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①
政
治
権
力
に
対
す
る
武
力
に
よ
る
反
抗
、
す
な
わ
ち
叛
乱
事
件
と
し
て
、

　
藤
原
広
嗣
の
乱
　
薬
子
の
乱
　
承
平
天
慶
の
乱
　
平
忠
常
の
乱
　
保
元
・
平
治
の
乱
　
和
田
氏
の
乱
　
三
浦
氏
の
乱
　
応
永
の
乱

　
上
杉
禅
秀
の
乱
　
大
塩
の
乱
　
佐
賀
の
乱

②
政
治
権
力
の
収
奪
に
よ
る
内
乱
状
態

　
壬
申
の
乱
　
承
久
の
乱
　
元
弘
の
乱
　
南
北
朝
の
（
内
）
乱
　
永
享
の
乱
　
応
仁
・
文
明
の
乱

歴史事象の呼称について（安田）

　
つ
ぎ
に
変
と
は
「
凶
変
」
「
変
事
」
「
政
治
変
革
の
陰
謀
事
件
」
な
ど
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
と
き
に
は
、
一
つ
の
倫
理
・

道
徳
的
あ
る
い
は
政
治
的
立
場
か
ら
の
批
判
的
判
断
を
ふ
ま
え
て
の
「
不
当
な
事
件
腫
異
変
」
を
指
し
た
。
そ
の
適
用
例
を
見
る
と
、

③
政
治
権
力
者
た
る
天
皇
・
皇
族
、
あ
る
い
は
将
軍
な
ど
が
獄
逆
・
配
流
な
ど
に
遭
い
、
（
一
つ
の
立
場
か
ら
見
て
）
不
当
な
立
場
に

　
置
か
れ
た
事
件

　
承
久
の
変
正
中
の
変
元
弘
の
変
嘉
吉
の
変

④
政
治
上
の
対
立
に
よ
る
陰
謀
事
件

　
長
屋
王
の
変
応
天
門
の
変
承
和
の
変
安
和
の
変
鹿
ヶ
谷
の
変

　
以
上
の
う
ち
、
②
を
乱
と
呼
称
す
る
こ
と
に
は
何
ら
の
疑
問
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
戦
乱
な
の
で
あ
る
。
ま
た
①
④
は
、
そ

の
時
点
で
の
政
治
権
力
者
側
か
ら
見
て
の
叛
乱
で
あ
り
、
ま
た
変
事
で
あ
っ
て
、
歴
史
事
実
と
し
て
は
結
局
そ
の
政
治
権
力
者
に
よ
っ

て
鎮
圧
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
乱
ま
た
は
変
に
際
し
て
、
そ
れ
ら
の
事
件
を
発
起
す
る
こ
と
が
「
乱
逆
」
で
あ
り
、
発
起
主
体
は
「
乱

逆
人
」
「
謀
叛
人
」
と
さ
れ
た
。
①
④
は
こ
の
点
で
共
通
す
る
が
、
①
の
乱
と
④
の
変
と
い
う
呼
称
の
差
異
は
何
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
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歴史事象の呼称について（安田）

は
事
件
の
規
模
の
大
小
に
も
よ
る
が
、
①
の
場
合
に
は
支
配
的
政
治
体
制
の
変
革
に
も
及
び
か
ね
な
い
叛
乱
事
件
を
含
む
の
に
対
し
、

④
は
何
れ
も
政
治
的
支
配
層
の
内
部
に
お
こ
っ
た
権
力
闘
争
で
あ
っ
て
、
た
と
え
事
件
の
発
起
主
体
が
勝
利
を
得
て
も
、
支
配
体
制
や

支
配
権
力
の
構
造
の
上
で
大
変
革
が
期
待
さ
れ
る
と
い
っ
た
性
質
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
点
に
注
意
し
た
い
。
一
般
的
に
呼
称
す
る
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ワ

と
変
の
差
は
、
主
と
し
て
こ
の
点
に
あ
り
、
変
と
い
う
呼
称
は
政
治
的
・
社
会
的
変
革
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
、
歴
史
を
叙
述
し
、
歴
史
事
実
を
説
明
す
る
場
合
に
、
事
件
生
起
の
時
点
で
の
既
存
の
政
治
的
支
配
体
制
を
基
軸
と
し
、
ま

た
そ
れ
以
後
に
政
治
権
力
を
掌
握
し
た
も
の
の
立
場
か
ら
、
そ
の
事
件
・
事
象
の
呼
称
を
定
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
く
、

む
し
ろ
古
今
東
西
を
問
わ
ず
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
③
の
場
合
も
、
そ
の
時
点
で
の
権
力
者
側
か
ら
見
て
の
変
事
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
天
皇
・
皇

室
あ
る
い
は
将
軍
を
絶
対
的
権
威
と
す
る
観
念
が
基
本
に
あ
り
、
そ
こ
に
生
起
し
た
「
不
当
な
る
凶
変
」
と
し
て
「
変
」
が
用
い
ら
れ

た
と
い
う
、
特
殊
な
用
法
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
以
上
の
如
き
、
日
本
史
上
の
呼
称
の
用
法
に
お
け
る
一
般
的
傾
向
に
則

し
て
考
え
る
と
き
、
先
に
指
摘
し
た
乱
・
変
の
両
様
の
呼
称
が
行
わ
れ
て
い
る
二
三
の
歴
史
事
象
呼
称
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
、
ま

た
そ
の
よ
う
な
現
実
は
何
故
に
生
じ
た
か
の
問
題
が
残
る
。
乱
・
変
の
何
れ
で
あ
ろ
う
と
、
コ
般
に
言
い
な
ら
わ
さ
れ
た
」
呼
称
で

よ
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
「
言
い
な
ら
わ
し
」
の
判
断
は
主
観
的
で
あ
り
、
コ
言
い
な
ら
わ
し
」
と
な
っ
た
時
期
も
問
題
と
な
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
現
在
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
上
に
視
点
を
置
い
て
見
る
と
、
元
弘
元
年
五
月
、
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
行
動
に
は
じ
ま
り
、

元
弘
三
年
六
月
の
鎌
倉
幕
府
滅
亡
に
至
る
ま
で
の
戦
乱
は
、
ま
さ
に
上
記
分
類
の
②
に
当
る
内
乱
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
元
弘
の
乱
」

と
呼
称
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
歩
譲
っ
て
、
こ
の
戦
乱
の
初
期
に
幕
府
軍
に
捕
え
ら
れ
た
後
醍
醐
天
皇
が
、
や
が
て
隠

岐
に
配
流
さ
れ
た
事
件
を
、
一
つ
の
凶
変
・
変
事
と
し
て
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
件
に
先
行
し
た
一
連
の
事
象
た
る
「
正
中
の
変
」

と
と
も
に
、
こ
れ
を
「
元
弘
の
変
」
と
呼
称
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
よ
う
。
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承
久
三
年
五
月
の
後
鳥
羽
上
皇
に
よ
る
北
条
義
時
追
討
の
院
宣
に
は
じ
ま
る
公
武
衝
突
事
件
も
、
そ
の
戦
乱
1
1
戦
闘
行
為
の
継
続
期

間
は
僅
か
一
ヶ
月
で
あ
っ
た
が
、
内
容
的
に
は
②
の
内
乱
に
該
当
す
る
か
ら
、
「
承
久
の
乱
」
と
呼
称
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と

く
に
乱
後
の
勝
利
者
側
1
1
武
家
政
権
の
処
置
と
し
て
天
皇
の
廃
立
や
三
上
皇
の
配
流
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
の
み
注
目
し
、
こ
れ
を
未
曽

有
の
変
事
と
見
る
な
ら
ば
、
戦
乱
の
原
因
・
経
過
の
評
価
と
は
関
係
な
く
、
そ
の
処
置
と
し
て
現
出
し
た
事
態
の
み
を
「
承
久
の
変
」

と
称
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
客
観
的
に
み
て
、
こ
の
公
武
両
政
権
の
衝
突
は
、
公
武
二
重
支
配
構
造
と
公
武
両
政
権
の
競

合
の
進
行
の
中
に
拡
大
し
た
矛
盾
の
限
界
が
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
、
一
つ
の
歴
史
的
必
然
で
あ
る
。
そ
の
武
力
衝
突
に
点
火
す
る
主

導
権
が
何
れ
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
こ
に
一
つ
の
内
乱
状
態
が
起
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
乱
後
の
処
置
を
も
含
め
て
、
こ
の
戦

乱
全
体
は
、
「
承
久
の
乱
」
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
戦
乱
に
対
し
て
「
承
久
の
変
」
と
い
う
呼
称
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
と

く
に
大
正
後
半
期
か
ら
昭
和
十
年
代
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
戦
前
・
戦
中
の
時
期
に
初
等
教
育
を
う
け
た
も
の
は
、
例
外
な
く
「
国
史
」

の
国
定
教
科
書
で
「
承
久
の
変
」
と
教
え
ら
れ
、
ま
た
中
等
学
校
の
教
科
書
に
あ
っ
て
も
「
変
」
の
呼
称
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

こ
の
世
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
「
承
久
の
変
」
が
耳
な
れ
た
コ
言
い
な
ら
わ
し
」
で
あ
っ
た
。

三

　
上
述
の
国
定
教
科
書
に
お
け
る
「
承
久
の
変
」
の
呼
称
が
如
何
に
し
て
生
ま
れ
た
か
を
知
る
に
は
、
個
々
の
教
科
書
の
記
述
内
容
に
、

よ
り
詳
し
く
立
ち
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
明
治
以
後
の
日
本
史
教
科
書
制
度
を
、
ご
く
簡
略
に
述
べ
れ
ば
、
ま
ず
明
治
五
年
の
学
制
発
布
以
後
、
文
部
省
が
小
学
校
歴
史
教
科

書
と
し
て
編
集
し
た
『
史
暑
』
（
全
四
巻
）
の
初
巻
「
皇
国
編
」
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
ご
く
簡
単
な
天
皇
歴
代
史
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
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歴史事象の呼称について（安田）

こ
の
『
史
署
』
の
内
容
を
拡
充
・
整
理
し
て
再
編
集
し
た
と
こ
ろ
の
、
木
村
正
辞
著
作
、
那
珂
通
高
校
訂
に
よ
る
『
日
本
署
史
』
が
文

部
省
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
日
本
史
教
科
書
は
明
治
十
年
前
後
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
小
学
校
は
歴
史
教
科

書
と
し
て
文
部
省
刊
行
の
も
の
だ
け
を
使
用
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
『
日
本
外
史
』
『
日
本
政
記
』
以
下
、
江
戸
時
代
の
史
書
や
、
新

し
く
民
間
で
刊
行
さ
れ
た
歴
史
教
科
書
な
ど
も
多
く
使
用
さ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
。

　
明
治
十
四
年
に
小
学
校
教
則
綱
領
が
公
布
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史
教
育
の
内
容
が
著
し
く
改
め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
要
求
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
た
こ
と
は
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
石
村
貞
一
編
『
小
学
日
本
歴
史
』
の
凡
例
に
「
古
今
成
敗
ノ
跡
ヲ
記
載
シ
、
読
者
ヲ
シ
テ
尊
王
愛

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

国
ノ
志
気
ヲ
興
起
セ
シ
ム
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
瞭
然
で
あ
る
。

　
つ
い
で
文
部
省
は
明
治
十
九
年
に
、
小
学
校
の
教
科
書
検
定
制
度
を
始
め
た
が
、
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
審
査
検
定
を
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
文
部
省
が
方
針
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
る
教
科
書
の
草
稿
を
公
募
す
る
方
法
を
も
と
っ
て
い
る
。
文
部
省

が
教
科
書
の
内
容
に
つ
い
て
積
極
的
関
心
を
も
ち
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
明
治
三
十
五
年
の
教
科
書
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
国
定
教
科
書
制
度
の
実
現
が
急
が
れ
、
日
本
歴
史
の
教
科
書
と
し
て
は
、

明
治
三
十
六
年
に
第
一
期
の
国
定
教
科
書
が
生
ま
れ
る
。
以
後
、
初
等
教
育
の
国
定
教
科
書
は
、
何
度
か
の
改
訂
を
加
え
な
が
ら
、
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

後
に
生
ま
れ
た
『
く
に
の
あ
ゆ
み
』
に
至
る
ま
で
、
七
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
日
本
史
の
教
科
書
の
う
ち
、
明
治
初
年
か
ら
検
定
制
度
の
時
期
ま
で
は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
国

定
教
科
書
に
お
け
る
「
承
久
事
件
」
の
呼
称
に
つ
い
て
検
す
る
と
、
第
一
期
・
第
二
期
（
明
治
四
十
二
年
発
行
）
及
び
第
二
期
改
定
版
（
同

四
十
四
年
発
行
）
ま
で
は
、
「
承
久
の
乱
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
三
期
国
定
教
科
書
（
大
正
九
年
十
月
発
行
、
翌
年
よ
り
使
用
）

以
後
は
、
「
承
久
の
変
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
第
三
期
の
も
の
は
、
従
来
の
も
の
に
修
正
を
加
え
る
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
全
く

新
し
く
書
き
改
め
た
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
際
に
、
そ
の
書
名
も
従
来
は
『
尋
常
小
学
日
本
歴
史
』
と
あ
っ
た
の
が
『
尋
常
小
学
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国
史
』
と
改
変
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
当
時
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
風
潮
の
中
で
政
府
や
文
部
省

の
教
育
主
眼
が
、
国
民
精
神
を
酒
養
し
、
こ
と
に
国
体
の
特
質
、
皇
室
の
尊
厳
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
国
体
観
念
を
明
ら
か
に

す
る
と
こ
ろ
に
、
国
史
教
育
の
目
標
を
置
く
と
す
る
姿
勢
と
深
く
関
連
す
る
改
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
に
教
科
書
に
お
け
る
「
承
久

の
変
」
の
呼
称
も
、
こ
の
時
点
で
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
記
述
の
文
を
比
較
す
る
と
，
第
二
期
の
『
尋
常
小
学
日
本
歴
史
』
で
は
、

　
　
上
皇
す
な
わ
ち
諸
将
を
し
て
美
濃
・
近
江
等
に
防
が
し
め
給
ひ
し
が
、
其
の
軍
忽
ち
に
敗
れ
、
鎌
倉
勢
は
潮
の
如
く
京
都
に
押
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
よ
せ
た
り
。
か
く
て
義
時
は
（
略
）
遂
に
か
し
こ
く
も
後
鳥
羽
上
皇
を
隠
岐
に
、
土
御
門
上
皇
を
土
佐
に
、
順
徳
上
皇
を
佐
渡
に
遷

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
奉
る
に
至
れ
り
。
仲
恭
天
皇
も
ま
た
位
を
去
り
給
ひ
て
、
後
堀
河
天
皇
立
ち
給
ひ
き
。
世
に
之
を
承
久
の
乱
と
元
ふ
。
（
傍
点
筆

　
者
以
下
同
じ
）

と
あ
り
、
第
二
期
改
訂
版
で
は
、
右
に
該
当
す
る
部
分
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
上
皇
（
略
）
防
が
し
め
給
ひ
し
が
、
賊
軍
之
を
破
り
て
京
都
を
犯
せ
り
。
（
略
）
又
仲
恭
天
皇
を
廃
し
て
、
後
堀
河
天
皇
を
立
て

　
奉
り
き
。
世
に
之
を
承
久
の
乱
と
い
う
。

と
改
め
て
い
る
。
（
省
略
部
分
は
す
べ
て
前
文
と
同
じ
。
）
と
こ
ろ
が
第
三
期
の
『
尋
常
小
学
国
史
』
に
な
る
と
、

　
　
泰
時
等
官
軍
を
屋
張
・
美
濃
・
近
江
等
に
破
り
て
、
遂
に
京
都
を
お
か
せ
り
。
義
時
す
な
わ
ち
（
略
）
お
そ
れ
多
く
も
後
鳥
羽
上

　
皇
を
隠
岐
に
、
順
徳
上
皇
を
佐
渡
に
、
土
御
門
上
皇
を
土
佐
灘
に
う
つ
し
た
て
ま
つ
り
、
又
仲
恭
天
皇
を
廃
し
て
後
堀
河
天
皇
を

　
立
て
た
て
ま
つ
れ
り
。
世
に
こ
れ
を
承
久
の
変
と
い
ふ
。

と
述
べ
た
あ
と
、
さ
ら
に
数
行
を
つ
い
や
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
武
人
天
皇
の
思
召
に
そ
む
き
、
み
だ
り
に
兵
を
挙
げ
て
京
都
を
お
か
し
、
あ
ま
つ
さ
え
天
皇
を
廃
立
し
、
三
上
皇
を
遠
島
に
う
つ
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歴史事象の呼称について（安田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
た
て
ま
つ
り
し
が
如
き
は
、
か
つ
て
例
な
き
大
変
事
に
し
て
、
義
時
の
無
道
こ
こ
に
至
り
て
極
ま
れ
り
と
い
ふ
べ
し
。

と
、
き
び
し
く
北
条
義
時
に
筆
秣
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
教
科
書
の
記
述
の
基
底
に
あ
る
歴
史
観
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
そ
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
義
時
の
京
都
攻
略
以
下
す
べ
て
の
行
動
が
未
曽
有
の
大
変
事
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
「
承
久

の
変
」
と
し
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
も
、
こ
の
呼
称
は
こ
の
際
に
始
め
て
創
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
古
来
、
歴
史
的
事
件
で
、
「
変
」
と
呼
称
さ
れ
る
例
は
他
に

多
い
ば
か
り
で
な
く
、
「
承
久
の
変
」
の
呼
称
も
、
そ
の
先
躍
は
存
在
し
た
し
、
ま
た
こ
の
教
科
書
が
生
ま
れ
る
頃
の
、
他
の
一
般
歴

史
書
に
お
い
て
．
も
、
そ
の
例
を
皆
無
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
は
、
古
来
の
歴
史
書
一
般
に
お
け
る
「
承
久
の
乱
」
「
承
久
の
変
」
の
呼
称
の
使
用
例
を
さ
ぐ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

の
呼
称
使
用
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
比
較
的
安
易
に
、
深
い
意
味
も
な
く
慣
習
的
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
か
、
或
い
は

一
つ
の
歴
史
思
想
に
裏
付
け
ら
れ
て
選
択
さ
れ
て
い
た
も
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
承
久
三
年
の

政
治
的
事
象
の
呼
称
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

四

　
承
久
の
乱
を
扱
っ
た
戦
記
文
学
と
し
て
は
、
『
承
久
記
』
『
承
久
兵
乱
記
』
『
承
久
軍
物
語
』
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
一

つ
の
兵
乱
・
合
戦
と
し
て
取
扱
い
、
「
承
久
の
乱
」
「
承
久
の
変
」
な
ど
の
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
世
に
成
立
し
た
歴
史
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ワ
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
ヒ

に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
「
保
暦
間
記
』
で
は
、
「
是
ヲ
承
久
ノ
乱
ト
申
ス
也
」
と
述
べ
、
『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
承
久
兵
乱
」
「
承
久
逆
乱
」

　
　
　
　
　
　
ロ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
ワ

「
承
久
三
年
合
戦
」
「
承
久
三
年
大
乱
」
と
表
現
さ
れ
、
『
神
皇
正
統
記
』
で
は
「
承
久
の
乱
」
ま
た
は
「
承
久
の
事
」
と
呼
称
し
て
い
る
。

中
世
で
は
「
乱
」
ま
た
は
「
合
戦
」
の
呼
称
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
な
お
『
梅
松
論
』
に
「
承
久
に
後
鳥
羽
院
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

世
を
乱
し
給
ひ
し
に
依
て
隠
岐
国
に
移
し
奉
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
『
愚
管
抄
』
の
皇
帝
年
代
記
、
今
上
の
部
分
に
、
「
五
月
十
五
日
乱
起
リ
テ
、
六
月
二
武
士
打
入
リ
テ
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

事
件
を
一
つ
の
兵
乱
と
見
た
記
述
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
『
華
頂
要
略
』
諸
門
跡
伝
六
、
に
は
「
承
久
三
年
依
兵
変
、
俄
出
家
」
と

あ
り
、
『
尊
卑
分
脈
』
で
は
「
承
久
之
乱
」
「
承
久
乱
」
と
呼
称
、
『
沙
汰
未
練
書
』
も
「
承
久
兵
乱
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
々

の
例
示
は
省
略
す
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
将
軍
家
御
教
書
・
関
東
下
知
状
あ
る
い
は
相
論
状
な
ど
に
「
承
久
兵
乱
」
「
承
久
逆
乱
」
と
い
っ

た
表
現
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
ば
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
説
話
集
の
『
古
今
著

聞
集
』
離
に
「
承
久
の
乱
に
よ
り
て
、
中
御
門
中
納
言
宗
行
卿
関
東
に
よ
ひ
く
た
さ
れ
け
る
に
、
」
と
見
え
る
。
そ
し
て
『
太
平
記
』

は
「
承
久
ノ
合
戦
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
乱
」
「
逆
乱
」
「
合
戦
」
「
兵
乱
」
「
兵
変
」
な
ど
の
呼
称
が
定
着
し
て
い
た
。

　
次
に
近
世
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ま
ず
慶
長
十
九
年
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
三
浦
浄
心
の
『
見
聞
軍
抄
』
に
は
、
「
承
久
乱
と
云
ふ
事
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

天
地
開
闘
よ
り
こ
の
か
た
、
我
が
朝
希
代
の
大
乱
」
と
あ
り
、
時
代
が
降
っ
て
山
鹿
素
行
の
『
武
統
要
略
』
に
は
、
「
承
久
三
年
後
鳥

羽
院
北
条
追
討
ヲ
思
召
立
コ
ト
関
東
ヘ
キ
コ
へ
、
武
蔵
守
泰
時
・
相
模
守
時
房
・
名
越
遠
江
守
朝
時
等
上
洛
シ
テ
官
軍
ヲ
破
、
コ
レ
ヨ

リ
関
東
ノ
武
威
尤
モ
盛
ナ
リ
、
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
「
サ
レ
ハ
承
久
ノ
乱
五
月
十
九
日
二
鎌
倉
二
聞
エ
ケ
ル
ニ
、
同
廿
二
日
泰
時
ワ
ツ

カ
十
八
騎
ヲ
以
テ
京
都
二
進
発
シ
」
と
あ
る
。
上
皇
の
挙
兵
を
も
っ
て
、
「
承
久
の
乱
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
し
て
新
井
白
石
の
史
論
『
読
史
余
論
』
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
「
承
久
の
乱
」
の
呼
称
を
用
い
、
ま
た
頼
山
陽
の
『
日
本
政
記
』

に
あ
っ
て
は
、
「
承
久
之
乱
」
「
承
久
之
事
」
と
呼
称
し
、
一
ケ
所
だ
け
「
承
久
之
難
」
と
い
う
呼
称
が
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
用
法
は
、

　
北
条
氏
可
謂
知
制
天
下
之
術
　
。
既
定
承
久
之
難
。
留
将
鎮
京
師
。
建
六
波
羅
両
府
。

　
　
　
　
　
　
　
　
下
二
　
一
　
上
　
　

二
　
　

一
　
　
二
　
一
　
二
　
　
　
一

　
　
　
　
　
レ
　
　
　
レ

と
あ
り
、
文
意
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
北
条
氏
あ
る
い
は
鎌
倉
政
権
の
側
に
と
っ
て
「
難
」
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
大
日
本
史
』
の
場
合
は
、
そ
の
叙
述
態
度
が
大
い
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
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歴史事象の呼称について（安田）

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
承
久
之
難
、
天
地
之
大
変
、
王
室
隆
替
之
所
レ
判
也
、
（
中
略
）
而
北
条
義
時
、
薙
二
兵
馬
之
権
一
、
以
振
二
虎
狼
之
威
一
、
三
院
播
遷
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
廃
立
由
二
其
願
指
一
、
開
關
以
来
未
レ
有
之
禍
也
、

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
難
」
は
ま
さ
し
く
王
室
の
難
で
あ
り
、
義
時
の
行
為
が
日
本
開
闘
以
来
の
祠
と
断
定
し
て
い
る
。
『
大
日
本
史
』

の
基
底
に
あ
る
歴
史
観
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
し
な
い
が
、
そ
の
思
想
的
立
場
か
ら
見
て
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
そ
し
て
さ
ら
に
、
水
戸
史
学
の
基
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
る
水
戸
の
史
学
者
、
安
積
澹
泊
が
著
わ
し
た
『
大
日
本
史
賛
薮
』
に
は
、
「
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
へ

久
の
乱
は
、
陪
臣
を
以
て
至
尊
を
制
す
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
が
、
ほ
か
に
「
承
久
の
難
」
の
呼
称
も
あ
り
、
ま
た
は
じ
め
て
「
承
久
の
変
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

の
呼
称
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
「
乱
」
を
用
い
て
い
る
箇
処
で
は
、
そ
れ
が
北
条
義
時
以
下
の
逆
乱
を
意
味
し
て
の
呼
称
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
も
な
い
。

ま
た
「
難
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
文
章
上
、
公
武
何
れ
の
側
か
ら
み
て
の
難
で
あ
る
か
分
ら
ぬ
が
、
お
そ
ら
く
「
大
日
本
史
」
に
倣
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
承
久
の
変
」
の
呼
称
は
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
、
お
そ
ら
く
最
も
早
い
使
用
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
承
久
の
乱
」
の
呼
称
が
、
中
世
以
来
近
世
に
入
っ
て
も
最
も
一
般
的
・
慣
習
的
呼
称
で
あ
り
、
「
承
久
の
変
」
の
呼
称

は
十
八
世
紀
初
頭
、
そ
れ
も
水
戸
学
派
の
史
書
に
お
い
て
見
え
は
じ
め
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
両
様
の
呼
称
が
、
そ
の
後
の
時
代
に
如
何
様
に
使
用
さ
れ
て
来
た
か
。
次
に
は
考
察
の
範
囲
を
明
治
時
代
以
降
に

及
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五

　
明
治
前
半
期
に
お
け
る
主
な
歴
史
書
に
あ
っ
て
、
承
久
三
年
の
公
武
衝
突
事
件
を
如
何
に
呼
称
し
て
い
る
か
。
ま
ず
、
こ
の
時
期
の

比
較
的
著
名
な
歴
史
書
に
つ
き
、
そ
の
呼
称
が
何
れ
で
あ
る
か
、
若
干
の
記
述
内
容
と
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
歴
史
観
の
紹
介
を
も
含
め
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て
、
そ
の
成
立
年
代
順
に
例
示
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
イ
、
岩
垣
松
苗
編
『
国
史
略
』
（
明
治
八
年
）

　
　
　
こ
の
書
で
は
、
と
く
に
こ
の
事
件
の
呼
称
は
示
し
て
い
な
い
が
、
「
上
皇
謀
討
叛
臣
」
と
表
現
し
、
ま
た
「
北
条
氏
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
輕
二
覇
主
一
、
至
レ
蔑
二
天
子
一
、
天
下
共
討
之
賊
也
」
と
か
「
北
条
氏
以
二
陪
臣
一
、
制
二
至
尊
一
、
天
地
否
塞
、
人
神
共
憤
、
不
道
之

　
古
辛
常
刑
岡
レ
赦
」
、
あ
る
い
は
「
読
レ
史
至
レ
是
、
長
大
息
ス
ル
者
三
タ
ヒ
流
涕
ス
ル
者
三
タ
ヒ
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も

　
　
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
立
場
は
、
そ
の
乱
を
北
条
氏
の
逆
乱
に
対
し
て
上
皇
が
討
伐
を
企
て
、
結
果
的
に
失
敗
し
、
未
曽
有
の

　
　
変
事
に
至
っ
た
と
見
る
『
大
日
本
史
』
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ロ
、
棚
谷
元
善
編
輯
『
国
史
撃
要
（
明
治
九
年
）
こ
の
書
は
「
初
メ
後
鳥
羽
上
皇
常
二
源
氏
ノ
朝
廷
ヲ
脅
制
ス
ル
ヲ
憤
リ
、
鎌
倉
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　

　
　
図
ル
ノ
志
ア
リ
」
と
し
、
承
久
の
乱
の
経
過
・
結
果
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
と
く
に
一
定
の
呼
称
は
示
し
て
い
な
い
。
唯
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ケ
所
、
「
東
征
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
な
お
本
書
で
は
、
上
皇
方
の
軍
勢
を
官
軍
と
し
な
が
ら
、
幕
府
軍
を
東
軍
と
呼
び
賊

　
　
軍
の
称
を
用
い
な
い
。

　
ハ
、
田
口
卯
吉
『
日
本
開
化
小
史
』
（
明
治
十
～
十
五
年
）

　
　
本
書
は
典
型
的
な
市
民
史
論
と
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
自
身
は
こ
れ
を
開
化
史
体
と
称
し
た
と
こ
ろ
の
史
論
体
の
歴
史
叙
述
で
あ

　
　
り
、
正
閏
曲
直
の
規
準
に
よ
っ
て
歴
史
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
事
象
の
関
係
を
、
因
果
の
理
法
に
よ
っ
て
説
明
す
る
史
論

　
　
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
歴
史
認
識
の
基
底
に
は
、
『
読
史
余
論
』
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
為
か
本
書
で
は
一
貫
し
て
「
承

　
　
久
の
乱
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
二
、
杉
浦
重
剛
・
棚
橋
一
郎
他
、
合
著
『
日
本
通
鑑
』
（
明
治
二
十
二
年
）
「
是
よ
り
天
下
復
心
を
帝
室
に
寄
す
る
者
な
く
、
皆
北
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
氏
の
恩
威
に
服
す
。
是
を
承
久
の
乱
と
云
ふ
」
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歴史事象の呼称について（安田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
じ

　
ホ
、
重
野
安
繹
・
久
米
邦
武
・
星
野
恒
共
編
『
稿
本
国
史
眼
』
（
明
治
二
十
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
「
上
皇
政
権
ノ
幕
府
二
移
，
ヲ
憤
リ
（
中
略
）
幕
府
ノ
内
乱
ア
ル
ニ
乗
シ
、
之
ヲ
艶
シ
テ
大
権
ヲ
恢
復
セ
ン
ト
欲
ス
」

　
　
と
、
こ
の
乱
が
上
皇
の
意
志
よ
り
発
し
た
こ
と
を
記
し
、
つ
い
で
乱
の
経
過
と
乱
後
の
処
置
を
述
べ
た
あ
と
、
「
因
テ
承
久
ノ
乱

　
　
卜
日
フ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
に
続
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
「
外
臣
兵
ヲ
學
テ
關
ヲ
犯
シ
、
天
子
ヲ
放
流
ス
ル
ハ
振
古
以
来
未
曽
有
ノ
大
変
タ
リ
、
是
ヨ
リ
皇
威
陵
夷
シ
、
幕
府
継
統
ノ
大
議

　
　
二
預
リ
、
天
下
ノ
政
権
蓋
武
人
ノ
手
二
帰
シ
タ
リ
。
」

　
　
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
幕
府
軍
に
よ
る
京
都
占
拠
や
、
天
皇
の
廃
立
、
三
上
皇
の
配
流
を
未
曽
有
の
大
変
す
な
わ
ち
変

　
　
事
と
し
て
強
調
す
る
態
度
が
窺
わ
れ
る
。
「
承
久
の
変
」
の
呼
称
こ
そ
見
ら
れ
な
い
が
、
「
変
事
」
と
す
る
認
識
の
あ
る
こ
と
は
明

　
　
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
明
治
前
半
期
に
お
け
る
歴
史
書
の
場
合
で
あ
る
。
数
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
呼
称
の
み
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
内
容
に

差
異
が
あ
る
と
は
言
え
、
「
承
久
の
乱
」
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
日
本
開
化
小
史
』
を
例
外
と
し
て
、
と
く
に
↑
り

㈱
な
ど
に
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
皇
室
中
心
の
歴
史
観
に
基
き
、
「
北
条
氏
の
逆
乱
」
「
未
曽
有
の
大
変
事
」
と
す
る
歴
史
解
釈

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
は
、
こ
の
時
期
に
成
立
し
た
教
科
書
に
お
け
る
呼
称
の
検
討
に
移
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　
へ
、
石
村
貞
一
編
次
『
小
学
日
本
歴
史
』
（
明
治
十
四
年
）

　
　
こ
の
書
で
は
、
「
天
慶
ノ
乱
」
「
前
九
年
ノ
役
」
「
保
元
ノ
乱
」
「
平
治
ノ
乱
」
「
治
承
ノ
乱
」
（
治
承
元
年
の
平
清
盛
の
ク
ー
デ
タ
ー

　
　
事
件
）
「
文
治
ノ
乱
」
（
一
ノ
谷
合
戦
よ
り
壇
ノ
浦
合
戦
に
い
た
る
源
平
合
戦
）
「
元
弘
ノ
乱
」
「
建
武
延
元
ノ
乱
」
（
足
利
尊
氏
挙

　
　
兵
以
後
、
尊
氏
入
京
、
後
醍
醐
天
皇
の
吉
野
遷
幸
、
新
田
義
貞
戦
死
に
至
る
間
の
内
乱
）
「
応
永
ノ
役
」
「
永
享
ノ
乱
」
「
嘉
吉
ノ
乱
」

　
　
「
応
任
ノ
乱
」
な
ど
と
、
ほ
と
ん
ど
「
乱
」
ま
た
は
「
役
」
を
用
し
る
の
に
、
例
外
的
に
「
平
忠
常
ノ
反
」
と
「
承
久
ノ
変
」
の
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歴史事象の呼称について（安田）

　
呼
称
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

　
「
本
院
幕
府
ノ
専
権
ヲ
憤
リ
、
之
ヲ
圖
ル
ノ
志
ア
リ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
義
時
之
二
従
ヒ
、
子
泰
時
朝
時
弟
時
房
等
ヲ
シ
テ
、
兵
十
九
万
人
ヲ
帥
ヰ
テ
、
京
師
ヲ
犯
サ
シ
ム
」

　
な
ど
の
記
述
が
あ
る
が
、
と
く
に
「
北
条
氏
の
逆
乱
」
を
批
判
す
る
文
は
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
何
故
に
変
と
呼
称
す
る
か
の
理

　
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
め
　

ト
、
笠
間
益
三
編
纂
『
新
編
日
本
略
史
』
（
明
治
十
一
年
、
十
四
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
本
書
で
は
「
是
ヲ
承
久
ノ
乱
ト
謂
フ
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
　

チ
、
椿
時
中
編
纂
『
小
学
国
史
紀
事
本
末
』
（
明
治
十
六
年
）

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
承
久
ノ
変
」
の
見
出
し
の
も
と
、
「
源
氏
已
二
亡
フ
、
而
シ
テ
鎌
倉
ノ
権
勢
猶
盛
ナ
リ
、
後
鳥
羽
上
皇
常
二
之
ヲ
憤
リ
、
討
滅

　
ノ
意
ア
リ
（
下
略
）
」
と
記
述
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ハ
　

リ
、
大
槻
文
彦
著
『
校
正
日
本
小
史
』
（
明
治
十
五
年
）

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
承
久
ノ
乱
二
、
北
条
氏
、
三
帝
ヲ
海
島
二
遷
シ
テ
ヨ
リ
、
全
ク
王
権
ヲ
奪
フ
、
後
ノ
人
、
北
条
氏
ノ
大
逆
ヲ
悪
マ
ザ
ル
ハ
無
シ
」

　
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
サ

ヌ
、
辻
敬
之
・
福
地
復
一
著
『
小
学
校
用
、
歴
史
』
（
明
治
二
十
年
）

　
本
書
で
は
「
承
久
ノ
乱
」
と
呼
称
し
、
ま
た
「
後
世
北
条
氏
ノ
大
逆
ヲ
悪
ム
」
と
し
て
い
る
の
は
ω
の
も
の
と
全
く
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

ル
、
小
幡
篤
次
郎
編
『
小
学
歴
史
』
（
明
治
十
九
年
）

　
「
後
鳥
羽
上
皇
、
源
氏
∠
二
将
相
踵
テ
死
ス
ル
ヲ
見
テ
大
権
復
ス
ベ
シ
ト
為
シ
、
且
事
ヲ
以
テ
義
時
二
怒
リ
遂
二
兵
ヲ
五
畿
七
道

　
二
徴
ス
（
略
）
泰
時
時
房
京
師
二
止
リ
六
波
羅
南
北
府
ヲ
置
テ
之
ヲ
鎮
ム
、
之
ヲ
承
久
ノ
乱
ト
云
フ
」
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歴史事象の呼称について（安田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ソ

　
ヲ
、
山
縣
悌
三
郎
『
小
学
校
用
、
日
本
歴
史
』
（
明
治
二
十
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
本
書
第
五
篇
、
第
三
十
一
の
題
目
に
は
「
承
久
ノ
戦
」
と
あ
り
、
文
中
に
は
「
是
レ
ヲ
承
久
ノ
役
ト
云
フ
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　
　
な
お
同
じ
山
縣
悌
三
郎
の
『
帝
国
小
史
』
（
明
治
二
十
五
年
）
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
後
に
成
立
し
た
『
小
学
校
用
日
本
歴
史
』
（
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
港
堂
発
行
、
検
定
教
科
書
、
明
治
二
十
六
年
）
『
新
撰
帝
国
史
談
』
（
学
海
指
針
社
編
、
検
定
教
科
書
、
明
治
三
十
一
年
）
『
小
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
国
史
』
（
普
及
社
編
、
検
定
教
科
書
、
明
治
三
十
三
年
）
な
ど
は
、
何
れ
も
承
久
の
乱
に
関
す
る
記
述
を
全
く
欠
い
て
い
る
。
小
学

　
校
の
歴
史
教
育
で
は
不
適
当
な
歴
史
事
象
で
あ
る
と
の
判
断
が
働
い
て
い
た
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

　
ワ
、
神
谷
由
道
編
『
高
等
小
学
歴
史
』
（
明
治
二
十
四
年
）

　
　
「
承
久
ノ
乱
」
と
呼
称
す
る
と
と
も
に
、
「
鳴
呼
、
北
条
氏
、
陪
臣
ヲ
以
テ
天
子
ヲ
放
流
ス
、
実
二
無
前
ノ
惇
逆
ト
謂
フ
ベ
キ
ナ
リ
」

　
　
と
北
条
義
時
に
よ
る
乱
後
の
処
置
を
論
難
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

　
カ
、
芳
賀
矢
一
著
『
新
撰
帝
国
史
要
』
（
明
治
二
十
九
年
、
中
等
教
科
用
）

　
　
本
書
は
「
北
条
氏
は
源
氏
を
滅
し
、
又
三
上
皇
を
廃
諦
し
、
悪
虐
至
ら
ざ
る
な
し
」
「
北
条
氏
陪
臣
を
以
て
三
天
皇
を
諦
し
奉
る

　
　
こ
と
、
大
逆
無
道
と
い
ふ
べ
し
」
と
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
事
件
の
呼
称
と
し
て
は
、
「
承
久
の
役
」
を
用
い
て
い
る
。

　
以
上
の
如
く
、
大
体
明
治
三
十
年
前
後
の
検
定
教
科
書
時
代
ま
で
の
主
要
な
教
科
書
に
つ
い
て
見
る
に
、
「
乱
」
と
す
る
も
の
5
、
「
変
」

「
役
」
は
そ
れ
ぞ
れ
2
で
あ
る
。
統
計
的
処
理
が
可
能
な
数
で
は
な
い
が
、
こ
の
検
討
結
果
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
代
に
は
「
乱
」
「
変
」

「
役
」
な
ど
の
呼
称
に
あ
ま
り
拘
泥
し
て
い
な
か
っ
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
前
述
し
た
国
定
教
科
書
に
お
い
て
、
明
治
四
十
年
ま
で

「
乱
」
を
呼
称
し
て
い
る
事
実
と
考
え
合
わ
せ
る
と
，
明
治
時
代
全
体
と
し
て
は
、
や
は
り
「
乱
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
断
定
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
の
時
代
の
一
般
歴
史
書
、
教
科
書
を
通
覧
す
る
と
き
、
二
、
三
の
例
外
は
あ
る
と
渇
て
も
こ
の
歴
史
事
象
を
北
条
氏
の
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歴史事象の呼称について（安田）

乱
逆
と
見
る
立
場
が
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
水
戸
史
学
流
の
大
義
名
分
論
、
あ
る
い
は
皇
室
至
上
主
義
に
基
く
順
逆
論
を
以

て
律
し
た
、
歴
史
解
釈
の
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
時
代
に
「
乱
」
と
称
し
て
も
、
そ
れ
が
政
治
権
力
を
め
ぐ
る
公
武
両
政
権
の
抗
争
、

す
な
わ
ち
内
乱
で
あ
る
と
の
、
客
観
的
視
点
か
ら
の
呼
称
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
な
お
、
こ
の
時
代
の
専
門
的
な
研
究
論
文
や
概
説
書
に
お
い
て
も
、
「
承
久
の
乱
」
「
承
久
の
役
」
の
呼
称
が
一
般
的
に
見
ら
れ
る
。

一」
ノ、

　
黒
板
勝
美
『
国
史
の
研
究
』
は
初
学
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
名
著
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
初
版
（
明
治
四
十
一
年
）

で
は
「
承
久
の
乱
」
と
し
て
い
る
の
に
、
更
訂
版
（
昭
和
六
・
七
年
）
で
は
「
承
久
の
変
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
何
か
。

こ
の
二
十
余
年
の
間
に
、
呼
称
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
が
生
じ
た
の
か
。
上
述
の
如
く
、
国
定
教
科
書
に
お
け
る
呼
称
の
改
変
が
、

ま
さ
に
こ
の
期
間
に
行
わ
れ
て
い
る
事
実
を
も
考
え
合
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
に
至
る
問
の
、
学
界

の
動
向
、
と
く
に
こ
の
呼
称
の
変
化
を
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
り

　
こ
の
時
期
に
研
究
活
動
を
続
け
た
著
名
な
学
者
の
う
ち
、
ま
ず
「
変
」
を
用
い
て
い
る
の
は
、
上
記
の
黒
板
勝
美
と
竜
粛
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
リ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

そ
し
て
、
原
勝
郎
・
大
森
金
五
郎
ら
は
、
「
乱
」
と
呼
称
し
、
和
田
英
松
は
「
役
」
、
三
浦
周
行
・
栗
田
元
次
の
場
合
は
、
「
乱
」
「
変
」
両

　
　
　
　
　
　
　
ほ
れ
ビ

様
を
混
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
正
元
年
に
刊
行
さ
れ
た
高
桑
駒
吉
の
『
日
本
通
史
』
で
は
、
「
承
久
の
乱
」
と
呼
称
し
な
が
ら
、
「
義

時
の
大
逆
無
道
、
是
に
於
て
極
ま
れ
り
と
い
ふ
べ
し
」
、
と
し
て
い
る
の
は
、
明
治
時
代
［
般
の
傾
向
と
殆
ん
ど
変
り
な
い
。
こ
れ
ら

の
こ
と
を
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
頃
ま
で
は
全
般
的
に
い
っ
て
呼
称
の
差
異
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
黒
板
勝
美
や
そ
の
系
統
を
ひ
く
と
見
ら
れ
る
龍
粛
な
ど
の
場
合
、
よ
う
や
く
乱
と
呼
称
す
る
こ
と
へ
の

疑
問
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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歴史事象の呼称について（安田）

　
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
昭
和
十
年
代
後
半
に
、
筆
者
自
身
が
当
時
の
東
大
国
史
学
科
に
お
い
て
教
え
ら
れ
た
と
記
憶
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
皇
国
史
観
の
立
場
か
ら
の
主
張
と
、
若
干
の
憶
測
と
を
ま
じ
え
て
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
こ
の
戦
乱
が
幕
痢
側
の
主
導
の
も
と
に
発
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
歴
史
事
実
は
、
す
で
に

動
か
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
戦
い
は
、
後
鳥
羽
上
皇
が
積
極
的
に
討
幕
を
企
て
、
北
条
義
時
を
追
討
せ
ん
と
し
た
こ
と
に

始
ま
っ
た
、
と
す
る
認
識
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
結
果
的
に
上
皇
方
の
敗
北
と
な
っ
た
も
の
・
の
、
「
原
理
的
に
わ
が
日

本
に
お
い
て
天
皇
・
上
皇
が
乱
1
1
逆
乱
を
起
こ
す
道
理
が
な
い
」
と
い
う
論
理
が
生
ま
れ
、
そ
れ
に
律
せ
ら
れ
て
、
む
し
ろ
戦
乱
の
経

過
と
、
天
皇
の
廃
立
、
三
上
皇
の
配
流
を
い
う
乱
後
の
処
置
を
重
視
す
る
立
場
（
こ
れ
は
明
治
以
降
伝
統
的
に
存
在
し
た
）
か
ら
、
こ

の
内
乱
を
一
つ
の
異
変
と
解
釈
し
、
あ
く
ま
で
も
「
変
」
と
呼
称
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
一
つ
の
歴
史
観
に
基
く
と
こ

ろ
の
呼
称
の
採
択
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
大
正
中
期
頃
か
ら
積
極
的
に
「
変
」
を
呼
称
し
、
ま
た
変
事
と
解
釈
す
る
立
場
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
前
述
の
第
三
期
国
定
教
科
書
『
尋
常
小
学
国
史
』
（
大
正
九
年
）
か
ら
「
承
久
の
変
」
の
呼
称
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
と
の
密
接

な
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
も
専
門
的
歴
史
書
で
は
、
必
ず
し
も
「
変
」
を
用
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
昭
和
十
年
代
前
半
期
に
は
、
む
し
ろ
「
乱
」

「
役
」
の
呼
称
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
川
上
多
助
『
日
本
歴
史
概
説
』
（
昭
和
十
二
年
）
、
中
村
吉
治
『
日
本
封
建
制
再
編
成
史
』
（
昭

和
十
四
年
）
な
ど
で
は
「
乱
」
と
し
、
ま
た
中
村
直
勝
『
国
史
通
論
』
（
昭
和
十
二
年
）
、
牧
健
二
『
日
本
封
建
制
度
成
立
史
』
（
昭
和

十
年
）
は
、
と
も
に
「
役
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
渡
辺
保
・
遠
藤
元
男
共
著
『
日
本
中
世
史
』
（
昭
和
十
四
年
）
は
「
承
久
合
戦
」

と
表
現
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
年
代
後
半
に
な
る
と
、
急
激
に
「
承
久
の
変
」
の
呼
称
が
常
識
的
と
な
る
。
旧
稿
に
例
示
し
た
と
こ
ろ
で
は
あ
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歴史事象の呼称について（安田）

る
が
、
そ
れ
を
再
録
す
る
な
ら
ば
、

　
秋
山
謙
蔵
『
日
本
の
歴
史
』
昭
和
十
六
年
。

　
三
上
参
次
『
国
史
概
説
』
昭
和
十
八
年
。

　
文
部
省
編
纂
『
国
史
概
説
』
昭
和
十
八
年
。

　
奥
野
高
広
『
皇
室
御
経
済
史
の
研
究
（
昭
和
十
七
年
）
。

　
藤
直
幹
『
中
世
武
家
社
会
の
構
造
』
（
昭
和
十
九
年
）
。

　
な
ど
は
、
す
べ
て
「
承
久
の
変
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
中
で
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
竹
内
理
三
『
寺
領
荘
園
の
研
究
』

（
昭
和
十
七
年
）
が
「
乱
」
と
呼
称
し
、
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
（
昭
和
十
八
年
）
で
「
乱
」
「
役
」
の
呼
称
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
政
治
史
そ
の
も
の
を
扱
っ
た
研
究
書
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
「
言

い
な
ら
わ
し
」
に
従
っ
て
の
用
法
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
一
歩
譲
っ
て
、
こ
う
し
た
特
殊
な
研
究
書
を
除
外
し
、
こ
の
時
代
の
日
本
史
の

概
説
書
、
通
史
な
ど
で
は
、
ほ
と
ん
ど
「
変
」
に
統
一
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
。
こ
の
時
代
は
い
わ
ゆ
る
戦
時
中
で
、
日
本
が
ど
の

よ
う
な
思
想
統
一
下
に
あ
っ
た
か
は
詳
述
の
必
要
も
な
か
ろ
う
。

　
以
上
に
よ
り
、
歴
史
事
象
の
呼
称
が
、
時
と
場
合
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
個
々
の
叙
述
者
の
歴
史
観
あ
る
い
は
歴
史
教
育
上
の
思
想

に
基
い
て
左
右
さ
れ
て
き
た
事
実
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
従
っ
て
不
用
意
に
一
つ
の
慣
習
的
呼
称
と
考
え
て
使
用
す
る
こ
と
が
、

逆
に
歴
史
を
学
ぶ
人
々
の
歴
史
観
の
形
成
に
、
大
き
く
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。

　
承
久
の
乱
が
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
公
武
両
政
権
の
衝
突
で
あ
り
、
そ
の
武
力
衝
突
を
惹
起
さ
せ
た
主
導
力
が
公
武
何
れ
に
あ
っ

た
に
せ
よ
、
現
実
に
数
万
の
軍
兵
が
動
い
た
内
乱
で
あ
る
こ
と
は
、
今
や
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
「
乱
」
と

呼
称
す
べ
き
こ
と
は
疑
問
の
余
地
も
な
い
。
我
々
は
早
く
こ
の
呼
称
を
日
本
史
上
に
定
着
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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歴史事象の呼称について（安田）

　
〔
註
〕

（
1
）
　
そ
の
最
も
顕
著
な
例
は
、
「
承
久
の
乱
」
・
「
承
久
の
変
」
・
「
承
久
合
戦
」
・
「
承
久
の
役
」
と
い
っ
た
呼
称
の
使
い
分
け
や
、
「
和
田
氏

　
　
の
乱
」
　
．
「
和
田
合
戦
」
、
「
宝
治
の
乱
」
　
・
「
宝
治
合
戦
」
、
「
嘉
吉
の
乱
」
　
・
「
嘉
吉
の
変
」
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
「
安
達
氏
の
乱
」
　
・
「
弘

　
　
安
合
戦
」
、
「
西
南
の
役
」
・
「
西
南
戦
争
」
な
ど
多
様
な
呼
称
が
行
わ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。

（
2
）
　
田
口
卯
吉
の
『
日
本
開
化
小
史
』
（
明
治
十
年
；
同
十
五
年
）
に
例
を
と
れ
ば
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
前
九
年
の
役
・
後
三
年
の

　
　
役
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
戦
乱
を
、
前
九
年
の
乱
。
後
三
年
の
乱
、
あ
る
い
は
後
三
年
の
戦
・
後
三
年
の
軍
な
ど
と
呼
称
し
て
い
る
。
「
戦
」
・
「
軍
」

　
　
な
ど
は
、
「
役
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
語
に
用
い
、
戦
闘
そ
の
も
の
を
指
し
示
し
た
も
の
で
、
同
書
に
承
平
の
乱
を
承
平
の
戦
と
称
し
て
い
る
の

　
　
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
乱
」
と
称
し
た
際
に
は
、
こ
の
歴
史
事
象
に
お
け
る
源
頼
義
・
義
家
の
征
討
行
為
や
戦
闘
そ

　
　
の
も
の
よ
り
も
、
奥
羽
地
方
に
お
け
る
安
倍
氏
や
清
原
氏
の
叛
乱
と
い
う
点
を
視
角
に
入
れ
た
表
現
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
ま
た
戦
乱
を
含
む
政
治
的
事
件
、
あ
る
い
は
武
力
を
行
使
し
て
の
叛
逆
事
件
な
ど
は
、
多
く
「
乱
」
が
用
い
ら
れ
る
が
、
古
く
は
こ
れ
を
「
合

　
　
戦
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
場
合
、
用
語
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
的
に
重
要
な
政
治
的
事
件
の
全
容
を
も
、
単
な
る
戦
闘
行
為

　
　
あ
る
い
は
武
力
衝
突
と
い
う
視
点
の
中
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

（
3
）
　
こ
れ
ら
の
呼
称
の
う
ち
、
戦
・
軍
・
合
戦
な
ど
は
用
語
の
意
味
内
容
に
お
い
て
、
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
役
と
陣
に
は
、

　
　
語
源
的
に
見
る
と
き
、
や
や
意
味
内
容
の
相
異
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ま
ず
「
役
」
と
い
う
語
は
、
賦
役
な
ど
と
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
人
民
を
公
役
に
使
う
こ
と
」
「
公
用
の
勤
」
を
意
味
す
る
。

　
　
戦
争
の
た
め
に
人
民
を
徴
発
し
、
あ
る
い
は
人
々
が
軍
事
的
目
的
の
た
め
に
徴
用
さ
れ
る
状
態
か
ら
、
「
戦
」
の
意
味
で
の
「
役
」
と
い
う
呼

　
　
称
が
生
ま
れ
た
と
い
え
よ
う
。
我
々
が
ご
く
普
通
に
用
い
て
い
る
「
前
九
年
・
後
三
年
の
役
」
「
文
永
・
弘
安
の
役
」
な
ど
の
場
合
、
「
役
」
に

　
　
は
軍
役
義
務
行
為
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
僅
か
に
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
つ
ぎ
に
「
陣
」
と
い
う
語
は
、
本
来
「
兵
士
を
編
成
・
配
列
し
た
隊
伍
」
、
ま
た
は
「
軍
勢
の
駐
屯
す
る
と
こ
ろ
」
（
口
陣
営
）
を
意
味
す
る
。

　
　
合
戦
に
お
い
て
陣
立
て
を
な
し
、
ま
た
陣
屋
を
構
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
や
が
て
「
陣
」
が
合
戦
を
さ
す
用
語
に
転
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
「
歴
史
事
象
の
呼
称
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
三
七
号
、
の
ち
に
拙
著
『
武
士
世
界
の
序
幕
』
に
収
載
）

（
5
）
　
こ
の
ほ
か
、
稀
少
例
で
は
あ
る
が
、
壬
申
の
乱
を
「
壬
申
の
変
」
と
呼
称
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
訟
組
総
裁
松
本
奎
堂
の
『
奎
堂
遺
稿
』

　
　
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
乱
に
つ
い
て
は
、
伴
信
友
の
壬
申
の
乱
研
究
書
『
長
等
の
山
風
』
で
も
「
壬
申
の
大
乱
」
と
称
し
、
ま
た

　
　
明
治
以
後
の
多
く
の
歴
史
書
で
も
例
外
な
く
「
乱
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
奎
堂
が
そ
の
歴
史
観
に
基
い
て
意
図
的
に
行
っ
た
用
法
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で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
呼
称
は
一
般
化
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
こ
の
壬
申
の
乱
の
記
述
は
明
治
政
府
に
よ
る
検
定
教
科
書
、

　
　
そ
れ
以
後
に
生
ま
れ
た
国
定
教
科
書
で
は
、
す
べ
て
姿
を
消
し
て
い
る
た
め
、
承
久
の
乱
の
場
合
と
は
同
列
に
論
じ
得
な
い
。
）

（
6
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
旧
稿
（
注
4
）
の
叙
述
と
ほ
と
ん
ど
重
複
す
る
が
、
本
稿
の
基
本
的
視
角
に
関
す
る
部
分
で
あ

　
　
る
か
ら
、
あ
え
て
こ
こ
に
再
述
す
る
。

（
7
）
　
日
本
史
の
上
で
は
、
既
存
の
政
治
権
力
に
対
す
る
反
抗
勢
力
の
「
乱
逆
」
が
、
そ
の
目
的
を
達
し
て
政
治
変
革
が
実
現
し
た
場
合
、
そ
の
大

　
　
変
革
に
つ
い
て
は
、
「
大
化
改
新
」
「
建
武
新
政
」
（
あ
る
い
は
「
建
武
中
興
」
）
「
明
治
維
新
」
な
ど
と
、
新
体
制
の
成
立
を
意
味
す
る
呼
称
が

　
　
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
以
上
の
教
科
書
制
度
の
変
遷
概
要
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
海
後
宗
臣
・
仲
新
共
編
『
日
本
教
科
書
大
系
、
近
代
篇
』
（
第
二
〇
巻
∀
所
収

　
　
の
「
歴
史
教
科
書
総
解
説
」
に
拠
っ
た
。

（
9
）
　
「
吾
妻
鏡
』
、
建
久
三
年
五
月
二
十
六
日
条
、
元
仁
元
年
十
月
二
十
八
日
条
、
寛
喜
二
年
二
月
六
日
条
、
同
年
六
月
十
四
日
条
、
嘉
禎
元
年

　
　
七
月
七
日
条
、
以
下
そ
の
例
は
多
い
。

（
1
0
）
　
「
吾
妻
鏡
』
、
元
仁
元
年
七
月
十
一
日
条
、
安
貞
元
年
五
月
二
十
三
日
条
、
延
応
元
年
九
月
二
十
一
日
条
、
建
長
二
年
七
月
八
日
条
。

（
1
1
）
　
『
吾
妻
鏡
』
、
安
貞
元
年
六
月
十
四
日
条
、
同
年
九
月
二
十
二
日
条
、
嘉
禎
二
年
九
月
三
日
条
。

（
1
2
）
　
「
吾
妻
鏡
』
、
仁
治
二
年
九
月
三
日
条
。

（
1
3
）
　
『
頼
朝
会
雑
誌
』
第
八
号
、
所
収
。

（
1
4
）
　
「
日
本
政
記
』
（
頼
氏
蔵
版
、
須
原
屋
茂
兵
衛
他
発
行
）
巻
之
十
一
及
び
十
二
。

（
1
5
）
　
同
右
、
後
堀
河
天
皇
紀
。
な
お
同
紀
に
「
承
久
の
乱
」
の
呼
称
を
も
使
用
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

（
1
6
）
　
「
大
日
本
史
』
（
大
日
本
雄
弁
会
発
行
、
昭
和
三
・
四
年
）
巻
一
六
二
、
列
伝
第
八
十
九
。

（
1
7
）
　
『
大
日
本
史
賛
薮
』
の
成
立
は
、
享
保
元
年
。
こ
こ
で
は
『
近
世
史
論
集
』
（
日
本
思
想
大
系
4
8
）
所
収
の
も
の
を
使
用
し
た
。

（
1
8
）
　
同
右
、
後
鳥
羽
天
皇
紀
の
賛
。

（
1
9
）
　
同
右
、
藤
原
頼
経
・
藤
原
頼
嗣
伝
の
賛
及
び
三
浦
義
村
伝
の
賛
。

（
2
0
）
　
同
右
、
北
条
泰
時
伝
の
賛
。

（
2
1
）
音
博
士
岩
垣
先
生
編
次
「
国
史
略
一
明
治
八
年
十
一
月
十
四
日
五
車
楼
梓
。

（
2
2
）
　
『
国
史
摯
要
』
巻
五
、
「
仲
恭
天
皇
」
條
。
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（
2
3
）
　
同
右
、
「
後
嵯
峨
天
皇
」
條
。

（
2
4
）
杉
浦
重
剛
・
辰
己
小
次
郎
・
棚
橋
一
郎
・
松
本
愛
重
の
共
著
、
明
治
二
十
二
年
七
月
、
哲
学
書
院
発
行
版
本
。

（
2
5
）
明
治
二
十
三
年
十
二
月
、
大
成
館
発
行
、
帝
国
大
学
蔵
版
。
本
書
は
明
治
十
年
に
太
政
官
修
史
館
に
お
い
て
作
ら
れ
た
「
日
本
史
略
』
を
基
に
、

　
　
同
二
十
一
年
か
ら
二
十
三
年
に
か
け
て
、
帝
国
大
学
編
年
史
編
纂
掛
で
当
代
の
代
表
的
歴
史
学
者
の
協
力
に
よ
っ
て
補
正
を
加
え
て
成
立
し
た

　
　
も
の
で
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
史
科
の
授
業
用
と
し
て
使
用
す
る
目
的
を
も
つ
、
い
わ
ば
官
撰
の
国
史
書
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
「
小
学
日
本
歴
史
」
全
三
巻
、
明
治
十
四
年
七
月
版
権
免
許
、
明
治
十
五
年
五
月
、
阪
上
半
七
出
版
。

（
2
7
）
　
「
新
編
日
本
略
史
』
全
八
巻
、
明
治
十
一
年
版
権
免
許
、
同
年
四
月
出
版
、
明
治
十
四
年
再
版
、
金
華
堂
，
文
光
堂
合
梓
（
『
日
本
教
科
書

　
　
大
系
」
第
十
八
巻
所
収
）

（
2
8
＞
　
「
小
学
国
史
紀
事
本
末
」
全
三
巻
、
明
治
十
五
年
五
月
版
権
免
許
、
明
治
十
六
年
七
月
、
龍
雲
堂
発
行
。
（
「
日
本
教
科
書
大
系
』
第
十
八
巻

　
　
所
収
）

（
2
9
）
　
「
校
正
日
本
小
史
」
全
三
巻
、
明
治
十
五
年
原
版
免
許
、
明
治
二
十
年
五
月
、
柳
原
喜
兵
衛
出
版
。
文
部
省
検
定
教
科
用
書
（
前
掲
「
教
科

　
　
書
大
系
」
所
収
）

（
3
0
）
　
「
小
学
校
用
、
歴
史
」
明
治
二
十
年
二
月
版
権
免
許
、
同
年
五
月
、
普
及
社
発
行
（
『
日
本
教
科
書
大
系
』
、
第
十
九
巻
所
収
）

（
3
1
）
　
『
小
学
歴
史
』
明
治
十
九
年
八
月
版
権
免
許
、
同
年
九
月
、
小
幡
篤
次
郎
出
版
、
金
港
堂
発
売
。

（
3
2
）
　
『
小
学
校
用
日
本
歴
史
」
全
三
巻
、
明
治
二
十
年
十
月
版
権
免
許
、
明
治
二
十
一
年
出
版
、
学
海
指
針
社
発
行
。

（
3
3
）
　
「
帝
国
小
史
」
明
治
二
十
五
年
六
月
、
文
学
社
発
行
、
同
二
十
六
年
九
月
、
文
部
省
検
定
済
（
『
日
本
教
科
書
大
系
」
第
十
九
巻
所
収
）

（
3
4
×
3
5
×
3
6
V
何
れ
も
「
日
本
教
科
書
大
系
』
第
十
九
巻
所
収
。

（
3
7
）
　
「
高
等
小
学
歴
史
」
文
部
省
総
務
局
圖
書
課
校
定
、
明
治
二
十
四
年
五
月
出
版
。

（
3
8
）
　
「
新
撰
帝
国
史
要
』
明
治
二
十
九
年
五
月
、
冨
山
房
書
店
発
行
。

（
3
9
）
例
え
ば
、
池
田
晃
淵
「
承
久
の
乱
の
起
因
に
つ
い
て
」
（
「
史
学
雑
誌
』
七
の
二
．
四
．
六
号
、
明
治
二
十
九
年
）
、
藤
岡
継
平
「
承
久
の
役

　
　
の
原
因
に
就
き
て
」
（
「
歴
史
地
理
』
四
ノ
八
・
十
一
・
十
二
が
明
治
三
十
五
年
）
同
「
承
久
の
役
に
つ
き
て
」
（
同
上
、
五
ノ
六
．
八
、
明
治

　
　
一
二
十
⊥
ハ
年
）

　
ま
た
、
大
森
金
五
郎
『
国
史
概
説
」
（
明
治
四
十
三
年
六
月
、
三
省
堂
書
店
発
行
）
で
も
「
承
久
の
役
」
と
呼
称
し
て
い
る
。

（
4
0
）
龍
粛
「
承
久
の
変
の
発
端
」
（
『
歴
史
と
地
理
』
ニ
ノ
ニ
、
大
正
七
年
）
及
び
『
承
久
の
乱
』
（
日
本
歴
史
地
理
学
会
編
『
鎌
倉
時
代
史
論
」
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所
収
、
昭
和
五
年
。
こ
の
論
文
は
表
題
に
は
「
乱
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
す
べ
て
「
変
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
）

（
4
1
）
　
原
勝
郎
『
日
本
中
世
史
の
研
究
』
昭
和
四
年
、
大
森
金
五
郎
「
鎌
倉
時
代
史
概
説
」
（
上
掲
『
鎌
倉
時
代
史
論
』
所
収
。
）

（
4
2
V
和
田
英
松
「
承
久
の
役
と
殉
難
の
五
忠
臣
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
三
四
ノ
七
、
昭
和
三
年
）
及
び
『
国
史
説
苑
』
（
昭
和
十
年
）
所
収
諸
論
文

　
　
そ
の
他
。

（
4
3
）
　
三
浦
周
行
『
鎌
倉
時
代
一
（
『
日
本
時
代
史
』
）
大
正
十
五
年
。
栗
田
元
次
『
綜
合
日
本
史
概
説
』
昭
和
三
年
。

〔
附
記
〕
　
本
稿
で
引
用
し
た
版
本
は
、
と
く
に
指
摘
し
た
も
の
の
ほ
か
、
す
べ
て
学
習
院
大
学
図
書
館
架
蔵
本
に
よ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
史
学
科
　
教
授
）
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