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が
ら
、
社
会
史
と
思
想
史
、
文
学
・
日
本
語
史
と
思
想
史
と
の
間
に
あ
っ

た
高
い
垣
根
を
軽
々
と
飛
び
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、「
経
世

論
の
外
部
」
と
し
て
「
超
越
と
詩
」
を
と
ら
え
、
六
経
の
儒
学
体
系
と
徂

徠
学
派
の
不
遇
意
識
を
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
悩
み
も
だ
え
る
個
人
の
意
識

と
思
想
体
系
を
総
体
的
に
描
き
出
し
た
。
こ
の
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
連

結
は
読
み
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
同
様
に
真
淵
に
お
い
て
も
、「
妻

の
死
の
前
に
佇
立
し
、『
万
葉
集
』
中
の
人
麻
呂
挽
歌
に
「
身
も
ふ
る
は

る
ゝ
ば
か
り
」
の
感
動
を
覚
え
る
「
江
戸
の
市
隠
・
賀
茂
真
淵
」」
が
、

日
本
の
「
古
へ
」
の
中
に
「
直
さ
」
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
一
人

の
人
の
内
面
と
し
て
統
一
を
保
」（
一
三
一
頁
）
つ
こ
と
が
で
き
た
と
指

摘
し
、
真
淵
の
内
面
と
「
直
し
」
と
い
う
「
真
淵
の
思
想
的
鍵
語
」（
一

三
一
頁
）
を
結
び
付
け
て
い
る
。
著
者
持
前
の
繊
細
な
精
神
に
よ
っ
て
、

こ
う
し
て
徂
徠
学
派
と
真
淵
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
本
書
は
、

新
し
い
近
世
日
本
思
想
史
の
研
究
者
が
着
実
に
育
っ
て
い
る
こ
と
を
確
信

さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。

 

（
愛
知
教
育
大
学
特
別
教
授
）

曽
根
原
理
著

『
徳
川
時
代
の
異
端
的
宗
教

─
戸
隠
山
別
当
乗
因
の
挑
戦
と
挫
折
』

（
岩
田
書
院
・
二
〇
一
八
年
）

林
　
　
　
　
淳

　

著
者
は
、
徳
川
家
康
神
格
化
と
い
う
新
分
野
を
開
い
た
パ
イ
オ
ニ
ア
と

し
て
知
ら
れ
、
近
世
の
思
想
史
、
宗
教
史
の
領
域
で
幅
広
く
活
躍
す
る
研

究
者
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
贅
言
を
要
し
な
い
。
本
書
は
、
著
者
が

長
い
間
に
書
き
た
め
た
戸
隠
山
の
勧
修
寺
別
当
乗
因
に
つ
い
て
の
論
文
を

集
め
た
論
集
で
あ
る
。
乗
因
の
著
作
の
多
く
は
、
秘
伝
書
、
縁
起
、
血
脈

系
図
、
教
学
の
書
な
ど
で
占
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
難
解
な
テ
キ
ス
ト
を
読

み
解
く
の
は
容
易
な
作
業
で
は
な
い
こ
と
は
十
分
に
想
像
さ
れ
る
。
天
台
、

真
言
の
経
論
、
中
世
の
神
道
書
、
縁
起
、
修
験
道
章
疏
な
ど
の
幅
広
い
知

識
が
な
く
て
は
、
テ
キ
ス
ト
を
的
確
に
分
析
し
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
意
味
を

汲
み
取
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
通
常
は
、
近
世
の
思
想
家
の
群
の

な
か
で
席
を
も
た
な
い
乗
因
が
、
本
書
に
よ
っ
て
陽
の
目
を
見
て
、
彼
の

思
想
的
な
核
心
が
解
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
近
世
思
想
史
の
幅
を
広
げ
る
こ

と
に
貢
献
し
よ
う
。
か
つ
て
近
世
思
想
史
は
、
著
作
集
の
あ
る
儒
学
者
や

国
学
者
が
活
躍
す
る
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い
た
頃
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し

た
考
え
方
は
も
う
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
思
想
史
学
は
隣
接
分
野
に
越

境
し
、
越
境
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
貌
と
相
互
交
渉
を
重
ね
て
い
き
、
現
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代
の
人
文
学
と
し
て
の
資
格
を
得
て
い
る
。
著
者
は
、
越
境
を
始
め
た
第

一
世
代
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
越
境
経
験
の
報
告
書
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
概
要
を
た
ど
り
、
そ
の
後
で
評
者
の
コ
メ

ン
ト
を
書
き
加
え
た
い
。

　

序
章
で
は
著
者
は
、
乗
因
の
〈
ね
じ
れ
〉
を
語
っ
て
い
る
。
乗
因
は
処

罰
さ
れ
て
遠
島
に
な
っ
た
が
、
本
人
は
正
統
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
。
停
滞
と
閉
塞
を
感
じ
る
現
代
の
状
況
は
、
体
制
と
〈
ね
じ
れ
〉

の
位
置
に
あ
っ
た
乗
因
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

　

第
一
章
「
山
王
一
実
神
道
の
展
開
」
で
は
、
天
海
流
の
山
王
一
実
神
道

か
ら
〈
逸
脱
〉
し
、
道
教
的
思
想
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
が
乗
因
の
異
端
性

だ
と
い
う
通
説
を
検
討
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
慈
悲
に
も
と
づ
き
神
・

仏
・
道
・
修
験
の
四
教
を
広
め
る
聖
者
が
秩
序
を
作
る
と
い
う
世
界
観
が

乗
因
に
は
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
台
の
一
心
三
観
に
つ
な
が
る
。
徳
川
家
康

は
聖
者
で
あ
り
、
転
輪
聖
王
だ
と
い
う
認
識
が
乗
因
に
あ
っ
た
。
通
説
と

は
逆
に
、
乗
因
は
山
王
一
実
神
道
か
ら
の
〈
逸
脱
〉
で
は
な
く
、
天
海
流

の
継
承
者
で
あ
っ
た
。
天
台
教
団
の
方
が
変
化
し
た
た
め
に
、
天
海
流
の

乗
因
は
異
端
と
見
な
さ
れ
た
と
著
者
は
分
析
す
る
。
こ
こ
に
乗
因
と
天
台

教
団
と
の
間
で
逆
転
が
あ
っ
た
と
す
る
視
点
は
説
得
的
で
あ
る
。

　

第
二
章
「
乗
因
の
神
道
説
の
異
端
的
性
格
」
で
は
、
乗
因
が
戸
隠
修
験

を
受
容
し
『
大
成
教
』
の
口
伝
主
義
を
受
け
継
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
近

世
の
天
台
教
団
の
秩
序
と
は
相
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
天
台
宗
教
団
で
は
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
灌
頂
を
法

曼
一
流
に
統
一
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
戸
隠
修
験
で
は
峯
中
灌
頂
が
行
わ

れ
、
修
行
と
口
決
が
重
ん
じ
ら
れ
た
が
、
法
曼
流
を
頂
く
本
山
と
戸
隠
山

と
は
対
立
す
る
方
向
性
を
も
っ
た
。「
修
行
の
場
戸
隠
山
を
過
度
に
聖
域

視
す
る
こ
と
は
、
本
山
寛
永
寺
へ
の
服
従
を
否
定
し
か
ね
な
い
」
と
も
指

摘
さ
れ
る
。『
大
成
経
』
の
影
響
を
受
け
た
他
の
人
物
と
同
様
に
諸
教
一

致
論
、
徳
川
体
制
擁
護
、
心
一
元
論
が
乗
因
に
も
見
ら
れ
た
。
学
問
・
修

行
・
儀
軌
な
ど
を
定
め
て
秩
序
を
確
立
し
た
〈
正
統
（
教
団
公
認
）〉
と
、

乗
因
の
思
想
の
よ
う
に
心
に
絶
対
的
な
価
値
を
み
る
〈
異
端
〉
と
の
対
立

が
あ
っ
た
。「〈
異
端
〉
乗
因
は
、〈
正
統
〉
天
台
教
団
に
従
わ
な
か
っ
た

点
で
、
紛
れ
も
な
く
〈
異
端
〉
天
海
の
後
継
者
で
あ
る
」
と
著
者
は
ま
と

め
る
。
し
か
し
天
海
も
〈
異
端
〉
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
端
の
概

念
は
広
が
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
三
章
「
即
伝
と
乗
因
」
は
、
中
世
彦
山
の
即
伝
の
教
学
が
戸
隠
に
伝

来
し
て
、
乗
因
も
即
伝
の
修
験
一
実
の
教
学
を
受
容
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
即
伝
の
教
学
に
は
、「
自
分
自
身
が
仏
」、「
自
然
界
の
諸

現
象
そ
れ
自
体
が
仏
教
の
真
理
と
一
体
」、
修
験
一
実
論
、
山
中
聖
域
論

が
あ
っ
た
。
山
王
一
実
神
道
が
即
伝
の
修
験
一
実
論
に
影
響
し
た
と
捉
え

ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
影
響
が
乗
因
に
及
ん
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
乗

因
の
立
脚
点
が
山
王
神
道
か
ら
即
伝
流
修
験
へ
変
化
し
た
。
一
実
の
重
視

と
い
う
「〈
戸
隠
修
験
の
伝
統
〉
が
も
う
一
つ
の
選
択
肢
を
乗
因
に
与
え

て
、
寛
永
寺
教
団
と
対
立
す
る
の
を
後
押
し
し
た
」
と
想
定
さ
れ
、
そ
こ

に
「
中
世
的
修
験
と
近
世
的
修
験
の
相
違
と
対
立
」
が
あ
る
。
彦
山
か
ら

戸
隠
山
へ
即
伝
の
教
学
が
伝
播
し
た
と
い
う
事
実
は
、
修
験
の
一
山
組
織

間
に
ヨ
コ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
て
、
そ
れ
が
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寛
永
寺
を
頂
く
天
台
教
団
に
あ
る
タ
テ
の
本
末
関
係
を
相
対
化
す
る
契
機

に
な
っ
た
と
評
者
は
理
解
し
た
い
。

　

第
四
章
「
戸
隠
山
別
当
乗
因
の
弟
子
た
ち
」
は
、
元
文
三
年
（
一
七
三

八
）
の
寺
社
奉
行
に
お
け
る
乗
因
の
取
調
べ
と
処
罰
、
そ
の
後
の
弟
子
た

ち
の
動
向
を
扱
っ
て
い
る
。
乗
因
は
、
輪
王
寺
門
跡
の
呼
び
出
し
に
は
応

じ
ず
、
寺
社
奉
行
が
呼
び
出
し
取
調
べ
を
行
う
と
い
う
異
例
な
事
態
に
な

っ
た
。
衆
徒
が
乗
因
を
出
訴
し
た
折
に
も
乗
因
に
従
っ
た
六
人
の
衆
徒
が

い
た
。
彼
ら
は
、
乗
因
の
も
と
で
山
内
運
営
を
行
っ
た
。
乗
因
処
罰
後
に

彼
ら
は
詫
び
状
を
書
き
、
一
山
に
復
帰
し
た
。
事
件
後
に
乗
因
に
関
す
る

資
料
は
焼
却
さ
れ
、
彼
の
痕
跡
は
消
し
去
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
妙
高
山
麓

の
関
山
権
現
社
の
祭
礼
は
、
戸
隠
山
の
修
験
者
が
招
か
れ
て
柱
松
な
ど
を

行
っ
て
き
た
が
、
享
保
年
間
末
頃
か
ら
戸
隠
山
修
験
者
が
来
な
く
な
り
、

地
元
の
氏
子
が
「
仮
山
伏
」
と
し
て
山
伏
役
を
務
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
著
者
は
、
乗
因
問
題
で
戸
隠
山
が
混
乱
し
、
修
験
者

派
遣
を
停
止
し
た
た
め
だ
と
推
定
す
る
が
、
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。
政
治
的

な
事
件
が
地
域
の
民
俗
を
変
更
さ
せ
る
興
味
ぶ
か
い
事
例
で
あ
る
。

　

第
五
章
「
乗
因
と
霊
空
」
で
は
、
日
本
で
造
形
さ
れ
た
魔
多
羅
神
を
擁

護
し
た
乗
因
と
、
魔
多
羅
神
を
排
除
し
た
霊
空
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
れ
は

伝
統
的
な
口
伝
主
義
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
立
場
の
対
立
で
も
あ
っ
た
。

霊
空
が
説
く
安
楽
律
は
天
台
教
団
の
正
統
教
学
と
な
り
、
乗
因
は
排
斥
さ

れ
る
運
命
で
あ
っ
た
。
魔
多
羅
神
が
、
正
統
派
と
異
端
派
と
の
根
本
的
な

論
点
の
相
違
と
な
っ
た
。
魔
多
羅
神
は
弾
圧
さ
れ
た
が
、
と
こ
ろ
が
天
台

教
団
の
首
脳
の
中
に
魔
多
羅
神
信
仰
が
続
き
、
国
家
を
守
護
す
る
行
疫
神

と
し
て
理
解
す
る
著
述
が
書
か
れ
た
。
妙
法
院
に
お
い
て
も
魔
多
羅
神
信

仰
は
続
き
、
そ
れ
は
中
世
天
台
の
玄
旨
帰
命
壇
・
魔
多
羅
神
の
伝
統
教
学

を
引
き
継
い
で
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
魔
多
羅
神
信
仰
が
あ
る
な
か
で
、
著

者
は
、
寛
永
寺
に
よ
る
魔
多
羅
神
の
国
家
管
理
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。

し
か
し
妙
法
院
の
事
例
を
ふ
く
め
て
多
元
的
な
魔
多
羅
神
の
並
存
状
況
が

あ
る
以
上
、
は
た
し
て
正
統
／
異
端
の
二
分
法
が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う

か
は
疑
問
に
な
る
。

　

補
論
「
日
光
三
所
権
現
と
東
照
三
社
権
現
」
は
、
中
世
日
光
に
あ
っ
た

祭
神
が
近
世
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
論
じ
る
。
家
康
を
日
光
に

祀
る
に
あ
た
っ
て
、
山
王
権
現
、
魔
多
羅
神
を
合
わ
せ
て
祀
っ
た
。
そ
し

て
魔
多
羅
神
が
日
光
権
現
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
鶏
足
山
覚
深

『
瀧
尾
権
現
霊
託
記
』
に
よ
れ
ば
、
日
光
三
所
権
現
は
祟
り
を
な
し
調
伏

さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
中
世
的
な
日
光
三
所
権
現
が
、
近
世

に
被
っ
た
変
化
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
六
章
「
霊
宗
神
道
説
の
広
が
り
」
は
、
乗
因
の
「
霊
宗
」
と
い
う
語

を
検
討
す
る
。
こ
の
語
の
由
来
は
、
吉
田
兼
俱
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』

に
あ
り
、
そ
の
後
『
大
成
経
』
に
も
使
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
宗
源
、
斎

元
、
霊
宗
の
三
種
の
神
道
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
種
の
神
道
説
に

は
禅
宗
系
と
天
台
系
が
あ
っ
て
、
乗
因
は
天
台
系
に
属
し
た
。
乗
因
以
降

の
展
開
を
み
る
と
、『
大
成
経
』
の
影
響
を
う
け
た
人
物
と
し
て
偏
無
為

が
挙
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
、
乗
因
、
偏
無
為
の
思
想
研
究
の
必
要
性
を
説

く
。

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
た
ど
っ
て
き
た
。
著
者
は
論
を
立
て
る
こ
と
に
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急
ぐ
こ
と
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
原
文
を
引
用
し
、
慎
重
に
分
析
し
、
そ

の
内
容
を
確
定
し
た
上
で
議
論
を
進
め
て
い
く
。
テ
キ
ス
ト
を
博
捜
し
、

テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
お
い
て
思
想
史
学
の
基
礎
と
な
る
文
献
学
的
な

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
独
自
の
大
き
な
見
通
し
が
本
書
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
世

の
天
台
教
団
が
国
家
権
力
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
変
化
し
、
中
世
的
な

口
伝
主
義
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
た
が
、
乗
因
の
よ
う
な
中
世
的
な
口
伝

主
義
を
保
持
す
る
立
場
は
、
変
化
を
遂
げ
た
正
統
派
か
ら
異
端
視
さ
れ
て

い
く
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。
こ
の
見
通
し
が
、
本
書
の
各
章
の
底
流
に

流
れ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
評
者
の
疑
問
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。「
異
端
的
宗
教
」「
異

端
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
評
者
に
は
よ
く
理
解
で
き
な

か
っ
た
。
三
点
に
わ
け
て
疑
問
点
を
述
べ
て
お
く
。

　

第
一
に
、
こ
の
時
期
の
天
台
教
団
に
お
い
て
正
統
と
異
端
の
制
度
が
明

確
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
権
威
あ
る
教
学
が
正
統
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と

し
て
も
、
排
他
性
の
度
合
い
が
低
け
れ
ば
、
異
な
る
教
学
の
並
存
が
容
認

さ
れ
、
そ
こ
に
は
異
端
現
象
は
存
在
し
な
い
。
著
者
は
、
天
台
教
団
で
は

並
存
が
容
認
さ
れ
た
時
期
か
ら
正
統
教
学
が
形
成
さ
れ
た
時
期
へ
の
移
行

が
、
近
世
前
期
・
中
期
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
正
統
教

学
の
排
他
性
が
強
い
の
で
あ
れ
ば
、
乗
因
以
外
に
も
異
端
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と

輩
出
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
乗
因
一
人
が
異
端
か
ど
う
か
と
い
う
点
よ
り

も
、
正
統
と
異
端
の
制
度
が
確
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
究
明
の
主
題
に

な
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

　

第
二
に
、
乗
因
は
、
誰
に
よ
っ
て
「
異
端
」
と
さ
れ
た
の
か
。
衆
徒
は
、

戸
隠
山
内
で
の
乗
因
の
強
権
的
な
政
治
手
法
を
非
道
だ
と
し
て
輪
王
寺
門

跡
主
に
訴
え
、
乗
因
の
前
例
の
無
視
な
ど
を
問
題
視
し
た
が
、
彼
の
思
想

内
容
を
問
題
視
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
山
中
聖
域
論
、
修
験
一
実
論
、

「
自
然
界
に
仏
教
の
真
理
を
見
る
」、「
修
行
に
よ
る
成
仏
」
の
点
な
ど
は
、

出
訴
し
た
衆
徒
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
。
寺
社
奉
行
に

召
還
さ
れ
た
乗
因
は
、
輪
王
寺
門
跡
の
支
配
を
認
め
ず
、
門
跡
か
ら
の
呼

び
出
し
に
も
応
じ
な
か
っ
た
。
門
跡
は
別
当
の
交
代
を
決
断
し
、
乗
因
の

取
調
べ
と
処
分
は
寺
社
奉
行
に
任
せ
た
。
乗
因
が
江
戸
に
着
い
て
十
日
後

に
寺
社
奉
行
は
乗
因
の
有
罪
を
決
定
し
た
。
寺
社
奉
行
は
、
乗
因
の
尊
大

な
態
度
に
手
を
焼
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
彼
の
著
作
を
吟
味
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
輪
王
寺
門
跡
の
権
威
に
服
さ
な
い
乗
因
の
頑
強
な
態
度

と
山
内
で
の
混
乱
が
、
処
罰
の
原
因
だ
っ
た
と
評
者
は
見
る
。
尊
大
な
態

度
は
、
戸
隠
山
に
お
け
る
強
権
的
な
独
裁
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
表
裏
一
体

で
あ
っ
た
。
著
者
で
あ
れ
ば
、
乗
因
が
門
跡
の
権
威
を
認
め
な
い
一
点
を

も
異
端
的
思
想
の
真
骨
頂
と
見
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
思
想
内
容
と
、

尊
大
な
態
度
と
は
別
な
次
元
の
話
で
あ
ろ
う
。
寺
社
奉
行
が
下
し
た
処
罰

は
、
思
想
の
内
実
を
精
査
し
た
上
で
為
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
山
内
で
の

強
権
的
な
政
治
手
法
と
門
跡
の
権
威
を
無
視
し
た
尊
大
さ
に
向
け
て
為
さ

れ
た
。
評
者
が
知
り
た
い
こ
と
は
、
天
台
教
団
が
乗
因
の
著
作
を
仔
細
に

検
討
し
た
調
査
と
異
端
審
問
を
行
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
本

書
を
読
む
限
り
、
そ
の
よ
う
な
調
査
や
異
端
審
問
が
行
わ
れ
た
記
載
は
見

当
た
ら
な
か
っ
た
。
誰
が
乗
因
を
「
異
端
」
と
認
定
し
た
の
か
が
、
明
瞭
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に
答
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。

　

第
三
に
、
乗
因
の
転
輪
聖
王
の
論
は
、
幕
府
の
政
治
体
制
を
擁
護
し
、

幕
府
の
秩
序
へ
の
従
順
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
の
記
述
を
読
む

限
り
、
国
家
権
力
に
と
っ
て
乗
因
の
思
想
は
体
制
を
揺
る
が
す
異
端
で
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

以
上
、
筆
者
の
異
端
説
へ
の
疑
問
点
を
挙
げ
て
み
た
。
乗
因
が
勧
修
院

別
当
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
出
訴
に
い
た
る
事
件
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

別
当
職
の
有
し
た
権
限
の
大
き
さ
が
、
事
件
の
鍵
に
な
る
。
中
世
の
顕
密

系
の
寺
社
に
お
い
て
一
山
組
織
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
中
世
末
に
滅

ぼ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
残
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
彦
山
、
戸
隠
山
、

羽
黒
山
は
、
近
世
に
残
っ
た
一
山
組
織
の
代
表
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
寛
永

寺
の
末
寺
と
な
っ
た
が
、
一
山
組
織
に
は
中
世
以
来
の
自
治
や
修
行
方
法

や
口
伝
主
義
が
続
き
、
山
内
に
独
自
の
権
力
の
仕
組
み
が
あ
っ
た
。
寛
永

寺
と
一
山
組
織
の
関
係
は
、
本
末
関
係
と
は
い
え
、
宗
派
が
持
っ
て
い
た

本
末
関
係
と
は
違
っ
て
い
た
。
寛
永
寺
と
一
山
組
織
と
の
葛
藤
に
満
ち
た

関
係
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
追
究
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
研

究
史
状
況
に
照
ら
し
て
天
台
教
団
に
お
け
る
一
山
組
織
の
問
題
を
と
り
あ

げ
て
、
思
想
史
学
的
な
観
点
か
ら
解
明
し
、
国
家
権
力
と
宗
教
の
関
係
を

問
い
直
し
た
本
書
は
、
先
駆
的
な
労
作
で
あ
る
。

　

修
験
道
研
究
と
思
想
史
学
と
が
遭
遇
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ

た
し
、
こ
れ
か
ら
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
本
書
は
、
多
方
面

の
分
野
に
越
境
し
、
各
分
野
の
成
果
を
柔
軟
に
吸
収
し
て
独
自
な
学
風
を

築
い
た
著
者
な
ら
で
は
の
奇
跡
の
著
作
で
あ
る
。
越
境
を
企
て
よ
う
と
す

る
人
は
多
い
が
、
越
境
先
の
分
野
か
ら
評
価
を
得
て
帰
還
で
き
た
人
は
ご

く
稀
で
あ
る
。
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
九
年
度
の
日
本
山

岳
修
験
学
会
賞
が
本
書
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
近
世
修
験
道
と
い
う
と
、

本
山
派
、
当
山
派
、
大
衆
的
富
士
講
・
御
嶽
講
な
ど
が
ま
ず
研
究
対
象
と

し
て
念
頭
に
浮
か
ぶ
が
、
戸
隠
山
と
い
う
一
山
組
織
を
扱
っ
た
本
書
が
受

賞
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
小
さ
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
近
世
の
一
山
組

織
に
お
け
る
「
中
世
的
な
も
の
」
の
探
求
と
い
う
未
到
の
研
究
領
域
の
扉

が
、
本
書
に
よ
っ
て
静
か
に
開
か
れ
た
。
曽
根
原
流
の
越
境
の
流
儀
が
奇

跡
の
著
作
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

 

（
愛
知
学
院
大
学
教
授
）
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