
田
囲
胴
ｈ
Ｍ
ｕ
山
中
野
目
氏
は
、
従
来
の
思
想
史
研
究
の
方
法
を
批
判
し
つ
つ
、

み
ず
か
ら
の
方
法
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
般
に
思
想
史

と
い
う
か
ら
に
は
、
権
力
構
造
や
経
済
的
基
盤
か
ら
も
相
対
的
に
自
由
な
思
想

そ
れ
自
体
に
よ
る
自
律
的
な
展
開
の
可
能
性
を
認
め
る
立
場
を
共
有
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
近
代
思
想
史
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
例
え
ば
朱

子
学
的
な
思
惟
様
式
を
規
範
意
識
と
捉
え
て
内
在
的
な
論
理
構
造
を
分
析
し
て

い
く
よ
う
な
方
法
だ
け
に
拠
っ
て
は
、
極
め
て
限
定
的
な
頂
点
思
想
家
し
か
研

究
対
象
に
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
民
衆
思
想
史
の
成
果
も
、

「
民
衆
」
の
歴
史
的
役
割
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
〃
問
題
意
識
〃
が
先
行
し
て
、

そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
個
別
性
、
多
様
性
と
時
代
思
潮
と
の
関
連
を
説
明
す

る
方
法
論
的
自
覚
に
は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
／
政
教
社
が
言
論
の
対
象

と
し
た
「
時
務
時
事
」
は
、
『
日
本
人
』
創
刊
の
趣
旨
と
し
て
も
予
告
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
、
「
宗
教
、
教
育
、
美
術
、
政
治
、
生
産
」
の
各
方
面
に
及
ん
で

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
行
わ
れ
た
実
践
活

動
と
思
想
内
容
の
相
互
連
関
の
あ
り
方
か
ら
、
時
代
状
況
の
中
に
お
け
る
政
教

社
の
思
想
的
境
位
と
い
う
も
の
を
解
明
し
て
い
く
」
。
こ
こ
に
は
、
個
人
の
思

八
書
評
Ｖ中

野
目
徹
著
「
政
教
社
の
研
究
』

（
思
文
閣
出
版
・
一
九
九
三
年
）

想
的
営
為
と
、
個
人
を
ひ
と
つ
の
集
団
へ
と
結
び
つ
け
る
シ
ス
テ
ム
と
の
相
互

関
係
を
と
お
し
て
、
思
想
と
時
代
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
連
関
性
を
解
明
し
よ
う

と
す
る
新
し
い
問
題
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
後
の
考

察
の
う
ち
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
生
か
さ
れ
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

さ
て
、
中
野
目
氏
は
、
政
教
社
に
か
ん
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
叙
述
し
て
い
る
。
「
政
教
社
が
基
礎
と
し
た
階
層
と
の
連
携
及
び
「
国
粋

主
義
」
に
よ
る
新
し
い
「
国
民
」
像
の
提
示
を
重
視
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が

「
天
皇
制
国
家
」
の
諸
側
面
、
例
え
ば
そ
の
国
体
観
や
侵
略
主
義
と
の
親
和
性

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
も
っ
て
思
想
的
脆
弱
性
を
突
く
と
い
う
、
ほ
ぼ

共
通
の
．
〈
タ
ン
の
中
で
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
示
さ
れ
て
き
た
政
教
社
像
は
、

藩
閥
政
治
と
の
対
立
と
い
う
思
想
の
機
能
的
側
面
だ
け
で
評
価
さ
れ
る
と
い

う
、
き
わ
め
て
枠
組
み
指
向
が
強
い
中
で
観
念
論
的
に
く
り
返
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
っ
た
。
」

ま
た
、
別
の
箇
所
で
も
、
さ
ら
に
具
体
的
に
「
政
教
社
に
言
及
し
た
先
行
研

究
の
成
果
が
「
健
康
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
そ
の
「
限
界
」
と
い
う
思
想
像

の
提
示
を
く
り
返
す
地
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
三
宅
と
志
賀

渡
辺
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氏
が
到
達
し
た
具
体
的
な
「
国
粋
主
義
」
評
価
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。
「
要
す
る
に
「
国
粋
」
と
は
「
西
洋
の
開
化
」
を
日
本
に
「
輸

入
」
す
る
際
の
一
種
の
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
「
日
本
の
開
化
」
に
「
同
化
」
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
以

上
か
ら
志
賀
の
「
国
粋
」
Ⅱ
「
日
本
の
開
化
」
の
価
値
基
準
と
い
う
側
面
が
確

か
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
「
国
粋
主
義
」
の
思
想
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、

そ
れ
が
同
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
営
み
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
と
中
野
目
氏
は
い
う
。
「
志
賀
を
は
じ
め
と
す
る
政
教
社
の
「
同
志
」

た
ち
だ
け
で
な
く
、
明
治
二
十
年
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
文
明
論
の
構
築

を
模
索
し
た
蘇
峰
た
ち
民
友
社
や
内
村
鑑
三
た
ち
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
系
譜
に
連
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

こ
こ
に
提
起
さ
れ
た
「
国
粋
主
義
」
の
位
置
づ
け
は
、
独
自
の
思
想
史
的
方

法
に
よ
っ
て
到
達
し
え
た
新
た
な
「
境
位
」
で
あ
り
、
従
来
、
政
治
思
想
史
的

考
察
に
よ
っ
て
先
行
さ
れ
て
い
た
通
説
を
大
き
く
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
そ
れ
は
、
明
治
一
○
年
代
後
半
か
ら
二
○
年
代
に
か
け
て
の
思
想
の

潮
流
に
た
い
す
る
広
い
視
座
を
提
供
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
、
中
野
目
氏
は
、
「
国
粋
主
義
」
の
い
わ
ゆ
る
変
質
に
つ
い
て
、
「
「
国

の
代
表
的
著
作
ば
か
り
を
取
り
上
げ
て
き
た
方
法
論
上
の
制
約
に
基
づ
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中
野
目
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ

う
し
た
見
解
は
い
わ
ば
通
説
と
し
て
広
く
一
般
に
流
布
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。「

国
粋
主
義
」
の
評
価
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
な
方
法
論
に
立
っ
て
中
野
目

粋
」
の
意
味
内
容
が
そ
れ
以
上
に
豊
富
化
、
具
体
化
さ
れ
る
契
機
に
乏
し
く
、

「
美
術
的
の
観
念
」
に
置
き
換
え
る
余
地
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
明
論
の

中
軸
を
な
し
な
が
ら
一
種
の
中
空
構
造
を
示
す
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
な
が

ち
否
定
で
き
な
い
。
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
菊
池
熊
太
郎
、
棚
橋
一
郎
な
ど

周
辺
的
な
思
想
家
、
さ
ら
に
は
読
者
の
投
書
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
思
想
が
政
教
社
と
い
う
運
動
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か

を
具
体
的
に
分
析
し
て
い
る
。
菊
池
は
「
何
を
以
て
か
我
が
日
本
の
国
粋
と
な

す
」
と
自
問
し
、
そ
れ
に
答
え
て
「
我
が
帝
室
に
対
す
る
国
民
の
感
情
即
ち
是

の
み
」
と
断
言
す
る
。
そ
れ
は
「
当
時
と
し
て
は
一
種
の
常
套
表
現
に
伴
っ
て

喚
起
さ
れ
る
感
情
」
で
あ
り
「
絶
対
的
な
価
値
と
し
て
作
用
す
る
も
の
」
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
志
賀
に
お
い
て
は
漠
然
と
「
美
術
的
の
観
念
」
と
さ
れ
、

ま
だ
明
快
に
規
定
す
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
て
い
た
「
国
粋
」
の
内
容
が
、
い

と
も
簡
単
に
「
帝
室
保
存
」
と
置
換
さ
れ
て
い
る
か
の
印
象
を
受
け
る
。

こ
れ
を
「
悲
劇
」
と
論
ず
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
展
開
に

は
、
実
際
的
な
理
由
が
あ
っ
た
。
志
賀
は
「
結
局
そ
れ
を
「
美
術
的
の
観
念
」

で
あ
る
と
す
る
暖
昧
な
主
張
を
く
り
返
し
た
の
に
対
し
、
菊
池
は
そ
こ
に
具
体

的
な
「
帝
室
」
を
当
て
は
め
た
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
菊
池
の
論
断
は
一
般
の

理
解
を
早
め
る
と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
。
」
こ
の
時
期
の
「
国
粋
主
義
」
は
、
「
諸

々
の
側
面
と
可
能
性
を
含
ん
だ
総
合
的
な
思
想
と
し
て
い
ま
だ
形
成
過
程
に
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
中
野
目
氏
は
論
じ
て
い
る
。

こ
の
評
価
は
、
政
教
社
の
「
国
粋
主
義
」
が
、
「
書
斎
の
中
で
構
築
さ
れ
た

精
級
な
理
論
体
系
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
社
会
の
中
で
鍛
え
ら
れ
た
行
動

の
指
針
と
い
う
べ
き
も
の
」
と
い
う
、
中
野
目
氏
の
独
自
の
視
点
か
ら
導
き
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
国
粋
主
義
」
を
一
つ
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
体
系
と
し
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動
を
三
期
に
時
期
区
分
し
、
「
初
期
政
教
社
」
と
い
う
概
念
を
提
出
し
た
こ
と

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
『
日
本
人
』
の
廃
刊
と
『
亜
細
亜
』
の
創
刊
と
い

う
事
実
は
、
政
教
社
の
変
貌
を
内
外
に
印
象
づ
け
る
画
期
と
な
っ
た
に
違
い
な

い
。
（
中
略
）
し
か
し
こ
の
場
合
、
八
媒
体
Ｖ
に
現
わ
れ
た
異
変
は
む
し
ろ
変

貌
の
表
層
と
ゑ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
八
組
織
Ｖ
の
変
質
と
言
論
内
容
の
推
移
こ

そ
、
そ
の
本
質
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
組
織
Ｖ
の
変
質
は
政
教
社
の
思

想
活
動
に
転
換
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
ろ
う
し
、
言
論
内
容
の
推
移
は
政
教

社
の
結
集
原
理
に
改
変
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
両
者
が
相
ま
っ
て
八
媒
体
Ｖ
の
変
化
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
、
思
想
集
団
と

し
て
の
政
教
社
の
変
貌
は
そ
れ
ら
三
つ
の
側
面
が
交
錯
す
る
位
相
に
お
い
て
把

握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
論
じ
、
中
野
目
氏
は
、
政
教
社
の
変
質
は
「
大
同
団
結
運
動
か

ら
の
後
退
を
う
け
て
明
治
二
十
三
年
に
な
る
と
徐
々
に
現
わ
れ
は
じ
め
て
い

た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
貌
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
第
一

に
、
「
今
外
三
郎
を
主
要
な
論
客
と
す
る
政
教
社
の
実
業
論
」
が
「
北
海
道
移

住
論
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
」
こ
と
、
第
二
に
、
「
思
想
活
動
の
領
域
を
国
際

問
題
へ
と
移
行
さ
せ
て
い
た
」
と
い
う
、
二
つ
の
「
方
向
転
換
」
を
あ
げ
て
い

る
。
「
植
民
論
が
砲
艦
外
交
に
代
表
さ
れ
る
〃
力
の
福
音
〃
に
傾
斜
し
た
の
を

み
る
と
き
、
「
国
粋
主
義
」
の
展
開
相
と
い
う
視
角
か
ら
検
討
し
て
き
た
変
貌

期
政
教
社
の
対
外
論
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
そ
の
輪
郭
を
現
わ
し
始
め
た
と
い

え
る
。
そ
れ
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
「
東
方
問
題
」
を

て
と
ら
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
従
来
の
研
究
に
対
し
て
、
運
動
体
と
し
て
の
そ
れ

を
見
事
に
分
析
し
た
こ
と
は
、
中
野
目
氏
の
功
績
で
あ
る
。

政
教
社
の
時
期
区
分
に
つ
い
て

本
書
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
政
教
社
の
活

機
に
南
進
論
よ
り
も
北
進
論
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
、
北
進
の
正
当
性
を
保
障

す
る
論
理
の
枠
組
み
と
し
て
「
東
洋
盟
主
論
」
を
提
示
し
た
と
き
、
「
国
粋
主

義
」
は
「
亜
細
亜
主
義
」
へ
と
転
回
を
始
め
、
さ
ら
に
〃
力
の
福
音
〃
へ
の
帰

依
を
示
す
こ
と
で
、
来
る
べ
き
日
清
戦
争
に
も
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
」

こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
、
常
に
政
教
社
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
、
三
宅

雪
嶺
と
志
賀
重
昂
の
二
人
は
、
し
だ
い
に
「
差
違
の
相
貌
を
際
立
た
せ
て
い
っ

た
よ
う
に
み
え
る
」
と
中
野
目
氏
は
指
摘
す
る
。
「
志
賀
は
運
動
の
中
心
に
立

つ
こ
と
で
政
界
に
さ
ら
に
一
歩
近
づ
き
、
三
宅
は
従
来
の
姿
勢
を
貫
く
こ
と
に

よ
っ
て
批
判
の
自
由
を
確
保
し
た
。
」

三
宅
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
こ
の
時
期
の
政
教
社
が
主
張
し
た
積
極
的
な
対

外
論
は
、
三
宅
に
と
っ
て
も
「
我
観
」
の
視
線
の
延
長
上
に
お
い
て
国
家
的
段

階
か
ら
国
際
的
段
階
へ
の
遠
心
的
な
方
向
と
し
て
容
認
で
き
る
も
の
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
「
国
粋
主
義
」
に
お
け
る
「
国
粋
」
も
こ
の
視
線
上
に
収
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
存
在
論
的
に
規
定
さ
れ
た
宇
宙

を
起
点
と
す
る
求
心
的
な
方
向
が
絶
え
ず
反
復
内
省
さ
れ
る
契
機
が
確
保
さ
れ

て
い
る
な
ら
ば
、
国
家
的
な
要
請
に
基
づ
く
積
極
的
な
対
外
論
に
対
し
て
も
、

そ
れ
を
無
限
定
に
肯
定
す
る
こ
と
は
周
到
に
避
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結

果
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
判
断
に
際
し
て
同
時
に
そ
れ
を
留
保
す
る
要
素
を
忍
び
込

ま
せ
る
彼
一
流
の
「
す
る
も
可
、
せ
ざ
る
も
可
」
と
い
う
表
現
手
段
が
準
備
さ

れ
、
必
然
的
に
現
実
政
治
か
ら
は
し
だ
い
に
距
離
を
措
く
一
因
と
も
な
っ
た
の

で
あ
る
。
」

ま
た
、
志
賀
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
「
国
粋
」
と
は
「
日
本
の
開
化
」
の
価
値

基
準
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
根
拠
に
文
明
化
を
推
進
す
る
思
想
的
立
場
が
「
国
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粋
保
存
主
義
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
「
国
粋
」
概
念
の
理
論
化
の
一
つ
の

方
向
は
こ
の
「
美
術
的
の
観
念
」
と
さ
れ
た
ま
ま
、
い
わ
ば
保
留
に
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
「
美
術
的
の
観
念
」
が
、
『
日
本
風
景
論
』

と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
逆
に
い
え
ば
、
志
賀
の
「
国
粋
主
義
」

は
、
社
会
進
化
論
的
な
発
展
段
階
説
を
前
提
に
新
た
な
文
明
論
と
し
て
展
開
す

る
可
能
性
を
、
い
ま
や
全
く
「
日
本
風
景
」
と
い
う
「
美
術
的
の
観
念
」
の
中

に
解
消
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
」

か
く
し
て
二
人
の
関
係
は
、
思
想
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
実
践
活
動
に
お

い
て
も
大
き
な
距
た
り
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
「
志
賀
は
隈
板
内
閣
で
外
務
省

勅
任
参
事
官
に
就
任
し
た
の
に
対
し
、
主
と
し
て
三
宅
の
筆
に
な
る
と
思
わ
れ

る
『
日
本
人
』
の
誌
面
に
は
同
内
閣
と
憲
政
党
か
ら
距
離
を
措
く
論
調
が
目
立

っ
て
く
る
。
こ
れ
と
同
じ
時
期
、
政
教
社
の
外
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
八
月
十
日

に
『
国
民
之
友
』
が
終
刊
さ
れ
た
の
が
注
意
を
惹
く
。
立
場
こ
そ
違
え
、
反
藩

閥
、
民
党
合
同
を
主
唱
し
て
き
た
政
教
社
と
民
友
社
、
そ
の
「
国
粋
主
義
」
と

「
平
民
主
義
」
が
こ
の
頃
に
最
終
的
な
終
末
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
」

こ
の
よ
う
な
志
賀
と
三
宅
の
隔
絶
に
つ
い
て
、
中
野
目
氏
は
、
時
代
状
況
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
面
と
と
も
に
、
「
彼
ら
の
抱
い
た
「
国
粋
主
義
」

の
構
造
そ
の
も
の
に
由
来
」
す
る
「
内
在
的
要
因
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
志

賀
の
場
合
、
「
総
併
力
」
を
は
じ
め
と
す
る
進
化
論
の
示
す
思
考
方
法
に
依
拠

し
つ
つ
、
大
和
民
族
が
国
際
社
会
の
中
で
適
者
と
し
て
生
存
し
て
い
く
た
め
に

は
、
西
欧
に
同
化
（
欧
化
）
す
る
の
で
は
な
く
自
国
固
有
の
価
値
基
準
（
国
粋
）

を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
国
の
独
立
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
に
主
眼
が
置

か
れ
、
そ
の
た
め
の
方
途
と
し
て
「
国
粋
主
義
」
「
大
同
団
結
」
「
殖
産
興
業
」

が
構
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
実
の
日
本
国
家
が
ア
ジ
ア
に
向
か
っ
て
膨
張
し

て
い
く
の
を
見
た
と
き
彼
の
思
考
は
停
止
し
、
「
美
術
的
な
観
念
」
と
さ
れ
た

日
本
風
景
の
称
揚
へ
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
三
宅
の
場
合
、

日
本
人
固
有
の
特
徴
（
国
粋
）
を
伸
張
す
る
こ
と
が
世
界
人
類
全
体
の
進
歩
に

貢
献
す
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
日
本
人
と
世
界
人
類
と
の
関
係
性
を
哲
学
的

宇
宙
論
と
社
会
有
機
体
説
に
よ
っ
て
把
握
し
て
い
た
。
彼
の
思
考
は
、
「
哲
学

者
」
と
規
定
さ
れ
た
自
己
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的

な
事
象
を
相
対
化
し
う
る
立
脚
地
を
確
保
し
た
も
の
の
、
「
国
粋
」
の
何
た
る

か
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

生
社
会
」
と
い
う
概
念
の
提
起
で
あ
る
。
中
野
目
氏
は
、
政
教
社
の
歴
史
的
位

置
づ
け
を
解
明
す
る
た
め
に
、
政
教
社
の
「
同
志
」
た
ち
が
東
京
大
学
の
「
貢

進
生
」
で
あ
り
「
文
学
士
ま
た
は
農
学
士
を
名
乗
っ
て
い
る
」
事
実
を
踏
ま
え

て
、
「
書
生
社
会
」
と
い
う
独
自
の
歴
史
的
概
念
を
提
起
し
て
い
る
。
「
こ
こ
で

想
定
し
て
い
る
書
生
と
は
、
中
等
学
校
以
上
に
在
籍
す
る
か
あ
る
い
は
そ
れ
ら

に
入
学
す
る
た
め
の
受
験
勉
強
を
し
て
い
る
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
卒
業
後

に
、
「
中
人
以
上
ノ
業
務
二
就
ク
」
か
又
は
「
高
等
ノ
学
校
二
入
ル
」
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
た
。
」

政
教
社
の
メ
ン
バ
ー
は
、
い
わ
ば
こ
う
し
た
「
書
生
社
会
の
頂
点
に
立
っ
て

い
る
」
の
で
あ
る
。
「
貢
進
生
」
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
「
書
生
社
会
」
に
お

い
て
は
「
政
治
志
向
が
潜
在
的
に
卓
越
し
て
い
た
。
」
「
彼
ら
が
そ
の
後
間
も
な

く
雑
誌
「
日
本
人
』
に
拠
っ
て
、
政
治
評
価
を
軸
に
、
宗
教
、
教
育
な
ど
の
諸

問
題
を
論
じ
る
に
至
る
必
然
性
は
、
こ
の
書
生
社
会
の
志
向
性
の
中
に
胚
胎
し

て
い
た
と
い
え
る
。
」
「
国
家
体
制
の
整
備
と
社
会
の
序
列
化
が
急
速
に
進
ん
だ
」

「
書
生
社
会
」
に
つ
い
て

本
書
に
お
い
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
書
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明
治
二
○
年
前
後
に
お
い
て
、
「
政
教
社
を
設
立
す
る
「
同
志
」
た
ち
も
、
学

生
、
生
徒
と
し
て
は
形
成
途
上
に
あ
っ
た
「
明
治
国
家
体
制
」
構
想
の
内
側
の

存
在
で
あ
っ
て
、
教
育
行
政
家
や
講
壇
学
者
と
し
て
応
分
の
”
成
功
“
を
す
る

見
込
み
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
／
そ
の
彼
ら
が
、
明
治
二
十
一
年
の
初
頭
ま
で

に
、
公
職
を
郷
っ
て
雑
誌
の
創
刊
に
踏
み
切
っ
た
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

政
教
社
の
「
同
志
」
と
な
っ
た
こ
と
は
、
社
会
の
制
度
化
に
対
す
る
比
較
的
早

い
逸
脱
の
一
例
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
同
時
に
、
逸
脱
に
よ
っ
て

比
較
的
早
く
社
会
ｌ
と
り
わ
け
書
生
社
会
ｌ
に
知
ら
れ
る
端
緒
を
作
っ
た

と
い
う
一
面
も
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
「
書
生
社
会
」
と
い
う
背
景
を
設
定
す
る
と
、
例
え
ば
、
政
教

社
と
民
友
社
の
共
通
点
と
相
違
点
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
と
中
野
目
氏
は

論
じ
て
い
る
。
蘇
峰
の
「
い
う
「
明
治
ノ
青
年
」
は
、
彼
が
当
初
あ
ら
ゆ
る
立

論
で
立
脚
点
と
し
た
「
田
舎
紳
士
」
の
予
備
軍
と
で
も
い
う
べ
き
、
地
方
の
青

年
層
す
な
わ
ち
「
田
舎
書
生
」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
の
分
析
視
角

と
し
た
「
書
生
社
会
」
の
構
成
者
と
い
う
点
で
は
、
政
教
社
と
民
友
社
は
共
通

の
基
盤
に
立
っ
て
い
た
。
」
「
し
か
し
、
東
京
の
書
生
社
会
は
出
身
地
の
地
域
性

を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
た
と
も
い

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
蘇
峰
の
い
う
「
田
舎
書
生
」
に
は
、
東
京
の
「
学
士
」

は
含
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
こ
こ
に
政
教
社
と
民
友
社
の
相
違
点
が

存
す
る
と
い
う
予
測
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

ま
た
、
中
野
目
氏
は
、
当
時
の
「
書
生
社
会
」
の
実
態
に
即
し
て
、
「
国
粋

主
義
」
の
成
立
に
か
ん
し
て
興
味
深
い
仮
説
を
提
出
し
て
い
る
。
三
宅
が
学
ん

だ
開
成
学
校
で
「
使
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
を
基

本
と
し
、
。
ハ
ー
レ
ー
の
万
国
史
や
コ
ー
ネ
ル
の
地
理
書
な
ど
、
同
時
期
の
慶
應

義
塾
と
も
共
通
す
る
も
の
で
、
日
本
読
書
、
体
操
以
外
は
す
べ
て
英
語
を
用
い

る
授
業
だ
っ
た
。
」
ま
た
、
志
賀
が
学
ん
だ
札
幌
農
学
校
で
も
、
教
科
の
ほ
と

ん
ど
は
「
英
語
で
講
義
さ
れ
た
。
」
「
こ
の
よ
う
な
英
語
漬
け
の
状
態
も
「
国
粋
」

へ
の
着
目
を
促
す
一
因
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」

こ
こ
に
暗
示
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
は
本
書
に
お
い
て
必
ず
し
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
展

開
さ
れ
て
い
な
い
が
、
政
教
社
以
外
の
思
想
家
に
お
い
て
も
検
証
に
値
す
る
興

味
深
い
論
点
で
あ
り
、
明
治
思
想
の
展
開
を
考
察
す
る
上
で
一
つ
の
新
し
い
視

点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

囚
閲
附
削
閲
幽
最
後
に
、
い
く
つ
か
、
本
書
を
読
ん
で
気
が
つ
い
た
こ
と
に
つ

い
て
述
べ
て
み
た
い
。

①
「
国
粋
主
義
」
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て

中
野
目
氏
が
論
ず
る
よ
う
に
「
国
粋
」
が
「
日
本
の
開
化
」
の
価
値
基
準
で

あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
明
治
思
想
史
上
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
つ
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
啓
蒙
思

想
と
り
わ
け
福
沢
諭
吉
の
文
明
観
に
つ
い
て
明
確
に
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
英
語
中
心
の
学
校
教
育
に
た
い
す
る
彼
ら

の
反
発
の
う
ち
に
、
福
沢
の
文
明
観
へ
の
反
発
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
予
測
さ
れ
る
。

②
「
国
粋
」
の
思
想
と
進
化
論
と
の
関
係
に
つ
い
て

志
賀
及
び
三
宅
の
思
想
に
つ
い
て
、
中
野
目
氏
は
、
進
化
論
の
影
響
を
指
摘

し
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
日
本
に
お
い
て
、
進
化
論
は
、
民
権
派
に
も
反
民

権
派
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
仏
教
に
も
、
ま
た
井
上
哲
次
郎
に
も
大
西
祝
に

も
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
問
題
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
参
照
し
た
原
典
と
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「
書
生
社
会
」
は
、
東
京
大
学
を
「
頂
点
」
と
し
な
が
ら
も
、
慶
應
義
塾
、

同
志
社
な
ど
多
く
の
私
立
学
校
に
学
ぶ
青
年
、
さ
ら
に
は
、
地
方
に
お
い
て
『
○

○
学
校
講
義
録
』
の
類
を
購
読
す
る
青
年
も
ふ
く
め
て
、
明
治
中
期
の
若
々
し

い
社
会
を
支
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
幕
末
の
「
処
士

横
議
、
処
士
横
行
」
の
雰
囲
気
の
も
と
に
生
ま
れ
た
〃
朋
友
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〃

（
西
周
が
脱
藩
し
て
無
一
物
で
手
塚
律
蔵
の
塾
に
転
が
り
込
ん
だ
と
き
彼
を
支

え
た
の
は
大
坂
の
後
藤
松
蔭
塾
の
学
友
松
岡
隣
で
あ
っ
た
）
に
遠
く
端
を
発
し
、

や
が
て
、
明
治
憲
法
体
制
の
確
立
と
と
も
に
解
体
し
て
い
く
。
「
書
生
社
会
」

の
精
密
な
比
較
対
照
な
ど
の
作
業
を
通
し
て
、
彼
ら
の
進
化
論
理
解
に
お
け
る

独
自
の
構
造
を
析
出
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

③
「
書
生
社
会
」
の
概
念
に
つ
い
て

「
書
生
社
会
」
と
い
う
概
念
を
、
中
野
目
氏
は
、
東
京
大
学
を
頂
点
と
す
る

閉
鎖
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
集
団
と
い
う
狭
い
意
味
と
、
そ
れ
ら
を
取
り
ま
き
支
え

る
幅
広
い
勢
力
と
い
う
広
い
意
味
の
、
両
様
に
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
概
念
の
も
つ
豊
か
な
内
容
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
生
か
し
き
れ
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
明
治
の
キ
リ
ス
ト
教
が
佐
幕
派
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
山
路
愛
山
の
指
摘
、
ま
た
北
村
透
谷
を
中
心
と
す
る
「
文
学
界
』
の
運
動
を

も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
「
書
生
社
会
」
の
政
治
体
制
か
ら
の
逸
脱
傾
向
を
よ
り

広
い
視
座
の
も
と
に
と
ら
え
直
す
な
ら
ば
、
明
治
中
期
の
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
展
望
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
政
教
社
の
変
貌
に
つ
い
て
述
べ
る
際

に
も
、
「
書
生
社
会
の
趨
勢
と
対
応
し
て
い
る
」
な
ど
の
指
摘
は
あ
る
も
の
の
、

お
お
む
ね
大
同
団
結
運
動
な
ど
政
治
の
動
き
と
シ
ン
ク
ロ
さ
せ
て
そ
れ
を
解
読

す
る
作
業
が
中
心
と
な
り
、
「
書
生
社
会
」
の
解
体
過
程
と
無
関
係
に
進
め
ら

れ
て
い
る
の
は
物
足
り
な
い
。

は
、
こ
の
時
期
、
た
し
か
に
、
思
想
、
文
学
、
宗
教
、
言
論
な
ど
、
多
方
面
に

お
い
て
自
ら
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
を
生
み
だ
し
、
そ
れ
を
支
え
た
の
で

あ
る
。
政
教
社
や
民
友
社
を
支
え
た
の
は
こ
の
層
で
あ
り
、
こ
の
層
の
解
体
と

と
も
に
「
国
粋
主
義
」
や
「
平
民
主
義
」
は
急
速
に
そ
の
思
想
の
抽
象
化
を
深

め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
視
座
に
立
つ
と
き
、
明
治
中
期
の

さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
動
き
が
一
つ
の
展
望
の
も
と
に
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
よ
う
な
構
想
を
沸
き
立
た
せ
て
く
れ
る
ほ
ど
に
、
中
野
目
氏
の
著
書

は
刺
激
的
で
あ
り
、
創
造
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
愛
知
教
育
大
学
教
授
）
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