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柳
田
國
男
は
明
治
８
年（
１
８
７
５
）に
生
ま
れ
、
昭

和
37
年（
１
９
６
２
）に
88
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

兵
庫
県
の
姫
路
か
ら
播
但
線
に
乗
っ
て
北
へ
小
一
時

間
、
福
崎
町
の
辻
川
と
い
う
と
こ
ろ
の
生
ま
れ
で
す
。

元
は
松
岡
と
い
う
姓
で
、
後
に
養
子
に
行
っ
て
、
柳
田

と
な
り
ま
し
た
。
父
親
は
村
に
住
む
イ
ン
テ
リ
で
、
塾

の
先
生
を
し
て
い
ま
し
た
。
雇
わ
れ
講
師
で
す
ね
。
儒

学
の
論
語
な
ど
の
、
読
み
を
教
え
講
釈
を
す
る
。
あ
ま

り
豊
か
で
は
な
か
っ
た
。
柳
田
國
男
は
晩
年
に
自
分
の

生
涯
を
振
り
返
っ
て
、
自
分
は「
日
本
一
小
さ
い
家
」で

生
ま
れ
た
と
言
い
、
そ
れ
が
自
分
を
民
俗
学
に
導
い
た

と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

福
崎
町
に
柳
田
國
男
の
生
家
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
家
が「
日
本
一
小
さ
い
家
だ
」と
彼
は
言
う
わ
け

A
jio F

ukuta

で
す
。
間
取
り
は「
田
の
字
型
」で
４
室
あ
っ
て
、
奥
の

２
つ
は
四
畳
半
で
、
手
前
は
三
畳
が
２
間
。
日
本
の
標

準
的
な
農
家
の
形
で
す
が
、
確
か
に
小
さ
い
。
し
か
し

近
畿
地
方
で
は
威
張
る
ほ
ど
の
小
さ
さ
で
は
な
い
で
す

ね
。
彼
は
、
な
ぜ
そ
う
言
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
こ

こ
で
起
こ
っ
た
悲
劇
が
ま
ず
ひ
と
つ
、
そ
し
て
、
後
に

な
り
ま
す
が
、
農
家
の
建
物
が
ず
っ
と
大
き
な
関
東
に

移
っ
た
か
ら
で
す
。

　

柳
田
國
男
は
六
男
坊
で
一
番
上
の
長
男
と
は
十
い
く

つ
も
離
れ
て
い
ま
す
。
彼
が
、
幼
児
の
時
に
、
一
番
上

の
兄
さ
ん
は
師
範
学
校
を
出
た
。
明
治
の
初
め
で
は
大

変
な
エ
リ
ー
ト
で
す
。卒
業
し
て
村
に
戻
っ
て
く
る
と
、

い
き
な
り
校
長
先
生
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
家

に
お
嫁
さ
ん
が
来
る
。
し
か
し
、
こ
の
狭
い
家
の
中
に
、

二
組
の
夫
婦
が
住
み
、
さ
ら
に
小
さ
い
子
ど
も
た
ち
も

い
る
。「
母
は
、
大
変
し
っ
か
り
者
だ
っ
た
」と
彼
は
書

い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
兄
嫁
は
、
す
ご
く「
優
し

い
人
だ
っ
た
」と
。
な
つ
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
兄
嫁

が
や
が
て
実
家
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
姑
と
嫁
の
間
の
葛

藤
で
す
ね
。
兄
さ
ん
は
自
棄
酒
を
飲
み
、
小
学
校
の
校

長
先
生
を
勤
め
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は

も
う
一
度
家
を
出
て
、
東
京
に
行
く
こ
と
に
な
る
。

　

柳
田
國
男
が
小
学
校
を
卒
業
し
た
頃
、
そ
の
兄
さ
ん

は
今
度
は
医
学
を
修
め
て
医
者
に
な
り
ま
す
が
、
故
郷

に
は
帰
ら
ず
、
茨
城
県
の
利
根
川
べ
り
の
布
川
で
開
業

医
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
を
引
き
取
っ
て
面
倒
を
み
る

こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
迎
え
に
来
て
も
ら
っ
て

神
戸
か
ら
船
に
乗
っ
て
横
浜
ま
で
行
っ
た
。
西
と
東
の

途
中
が
抜
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
い
き
な
り

関
東
の
大
き
な
家
に
移
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
柳
田
國
男
は
布
川
で
、
あ
る
絵
を
見
て
驚
き
ま

す
。
お
寺
の
地
蔵
堂
に
か
か
っ
て
い
る「
間
引
絵
馬
」と

呼
ば
れ
る
も
の
で
し
た
。彼
は
、こ
れ
を
見
て
、子
ど
も

な
が
ら
に
も
意
味
が
わ
か
り
、ぞ
っ
と
し
た
そ
う
で
す
。

若
い
女
が
、
産
ん
だ
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
の
首
を
押
さ

え
て
い
る
。
そ
れ
を
傍
ら
で
お
地
蔵
さ
ん
が
悲
し
げ
に

見
て
い
る
と
い
う
図
で
す
。
行
灯
の
光
で
、
女
の
影
が

障
子
に
映
る
の
で
す
が
、そ
こ
に
は
角
が
映
っ
て
い
る
。
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こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
兄
嫁
の
悲
劇
、
西
と
東
の

農
村
の
体
験
、
そ
し
て
恐
ろ
し
い
絵
の
記
憶
、
そ
れ
ら

が
幼
少
期
に
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
が
彼
の
後
の
学
問
形

成
に
関
係
し
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
、
彼
は
東
京
で
進
学
す
る
た
め
、
別
の
兄
の

と
こ
ろ
に
行
き
、
や
が
て
一
高
か
ら
帝
大
に
入
り
、
エ

リ
ー
ト
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最

初
は
専
門
の
勉
強
よ
り
は
文
学
青
年
と
し
て
活
動
し
ま

し
た
。当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
新
体
詩
が
入
っ
て
く
る
。

彼
は
そ
の
仲
間
に
加
わ
り
ま
す
。

　

文
学
青
年
だ
っ
た
彼
と
島
崎
藤
村
と
の
間
に
深
い
交

流
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
す
の
が
、
有
名
な「
椰
子
の
実
」

の
詩
で
す
。
柳
田
國
男
は
体
調
を
崩
し
、
渥
美
半
島
の

伊
良
湖
岬
に
保
養
に
行
き
ま
す
。
毎
朝
浜
辺
を
散
歩

す
る
と
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
流
れ
つ
い
て
い
る
。
あ
る

と
き
、
椰
子
の
実
を
発
見
す
る
わ
け
で
す
。
遠
い
南
か

ら
黒
潮
に
乗
っ
て
流
れ
着
い
た
椰
子
の
実
。
保
養
が
終

わ
っ
て
彼
は
東
京
に
帰
り
、
友
人
の
島
崎
藤
村
に
そ
の

こ
と
を
話
す
。
そ
う
し
た
ら
、
島
崎
藤
村
が「
そ
の
話
、

も
ら
っ
た
。
誰
に
も
言
う
な
」と
言
っ
て
、
つ
く
っ
た

の
が
、
あ
の
詩
だ
そ
う
で
す
。

　

学
生
時
代
も
後
半
は
勉
学
に
は
げ
み
、
柳
田
國
男
は

帝
大
の
法
科
を
出
ま
す
。
そ
し
て
官
吏
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
卒
業
論
文
は
飢
饉
の
時
の
対
策
に
関
す
る
研
究

で
し
た
。
穀
物
を
蓄
え
て
お
い
て
、
飢
饉
の
際
に
は
そ

れ
を
放
出
す
る
仕
組
み
の
研
究
。
そ
の
専
門
性
を
生
か

す
と
い
う
こ
と
で
、
１
９
０
０
年
に
農
商
務
省
に
入
っ

た
。
そ
こ
で
彼
が
考
え
た
農
業
と
は
何
か
。
当
時
の
人

た
ち
と
は
全
然
違
っ
た
ん
で
す
ね
。
農
業
は
国
の
礎
だ

か
ら
、
保
護
し
て
守
る
の
が
政
府
の
役
目
だ
と
い
う
考

え
が
強
か
っ
た
時
代
、
柳
田
國
男
は
全
く
違
う
意
見
の

論
文
を
書
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
農
業
も
、
農
民
が
自
分

の
知
恵
や
判
断
で
、
才
覚
を
発
揮
し
て
利
益
を
得
る
よ

う
な
産
業
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で

す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
は
、
当
時
は
誰
か
ら
も

賛
同
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

農
政
に
か
か
わ
っ
て
活
動
し
て
い
る
中
で
、
賛
同
者

も
な
く
、
嫌
気
が
さ
し
て
き
た
頃
、
１
９
０
８
年
に

柳
田
國
男
は
２
つ
の
体
験
を
し
、
こ
れ
が
一
大
転
機
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
夏
前
に
九
州
へ
２
カ
月
間
、
出
張
旅
行
を
し

ま
し
た
。
そ
の
後
半
の
１
週
間
、
宮
崎
県
の
山
奥
の
椎

葉
村
に
滞
在
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
つ
き
き
り
で

彼
に
応
接
し
た
の
が
中
瀬
淳
と
い
う
村
長
で
す
。
こ
の

人
が
、
柳
田
國
男
が
知
り
た
い
こ
と
、
見
た
い
こ
と
に

的
確
に
対
応
し
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
、
滞
在
中
の
質
問

以
上
に
豊
か
な
内
容
を
後
日
、
原
稿
に
し
て
東
京
に

送
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
材
料
に
し
て
柳
田
國
男
が
書

い
た
本
が『
後
狩
詞
記
』で
す
。
わ
ず
か
50
部
の
自
費

出
版
で
し
た
。
こ
う
し
て
、
山
間
僻
地
の
椎
葉
村
で
の

狩
猟
に
関
す
る
作
法
、
儀
礼
、
技
術
が
記
録
さ
れ
た
わ

け
で
す
。

　

次
が
11
月
、
文
学
仲
間
の
水
野
葉
舟
が
、
岩
手
県
遠

野
出
身
の
文
学
青
年
、
佐
々
木
喜
善
を
連
れ
て
や
っ
て

き
ま
す
。
遠
野
の
話
を
佐
々
木
が
し
て
、
柳
田
國
男
を

感
動
さ
せ
る
。
そ
れ
か
ら
月
に
１
回
、
自
宅
に
招
い
て

話
を
聞
き
、
翌
年
に
は
彼
も
遠
野
へ
旅
行
を
し
、
で
き

あ
が
っ
た
の
が『
遠
野
物
語
』で
す
。

　
『
遠
野
物
語
』に
は
、
不
思
議
な
出
来
事
の
話
が
１
１

９
話
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
、
天

狗
、
山
男
、
山
女
、
雪
女
、
川
童
な
ど
、
不
思
議
な
話
ば

か
り
で
す
が
、
ど
こ
の
誰
々
が
い
つ
、
と
い
う
こ
と
が

必
ず
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
昔
話
集
で
は
な
い
。

伝
聞
は
入
り
ま
す
が
、
事
実
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。
佐
々
木
喜
善
と
い
う
人
は
遠
野
の
人
で
岩
手

弁
な
の
に
、
そ
の
名
残
が
な
い
。
柳
田
國
男
が
練
り
上

げ
た
、
非
常
に
簡
潔
な
文
語
体
の
文
章
で
す
。
一
般
的

に
は『
遠
野
物
語
』が
民
俗
学
の
出
発
と
さ
れ
る
の
で

す
が
、
む
し
ろ
文
学
作
品
の
趣
が
強
い
。
柳
田
國
男
が
、

布川の徳満寺にある間引き絵馬（複製）

 　
　
　
　
　
　
　

          

の
ち
の
か
り
こ
と
ば
の
き
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そ
の
後
、民
俗
学
を
発
展
さ
せ
て
い
く
の
は
、実
は『
後

狩
詞
記
』の
方
。
言
葉
、
儀
礼
、
技
術
を
客
観
的
に
記

録
し
て
い
く
方
法
で
し
た
。

　

そ
の
後
の
柳
田
國
男
の
50
年
に
及
ぶ
民
俗
学
研
究

は
３
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

最
初
は
１
９
１
０
年
代
の「
山
人
の
民
俗
学
」。
彼

が
農
業
政
策
に
挫
折
し
て
発
見
し
た
の
は
、
山
の
奥
で

暮
ら
し
て
い
る「
山
人
」た
ち
で
し
た
。
彼
は
そ
の
人

た
ち
を
日
本
の
先
住
民
の
子
孫
だ
と
考
え
、
そ
の
文

化
、
歴
史
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
は
漂
泊

を
す
る
人
た
ち
や
被
差
別
民
の
研
究
も
し
て
い
ま
す
。

　

次
は
１
９
３
０
年
代
を
中
心
に
し
た
時
期
で
、「
常

民
の
民
俗
学
」と
私
は
言
っ
て
い
ま
す
。
柳
田
國
男
が

常
民
と
呼
ん
だ
普
通
に
暮
ら
す
農
民
た
ち
の
研
究
で

す
。
１
９
２
０
年
代
を
通
し
て
日
本
が
大
変
悲
惨
な

状
況
に
陥
っ
て
い
く
。
世
界
恐
慌
が
あ
り
、
日
本
で
は

農
村
が
困
窮
す
る
。
そ
の
中
で
、
豊
か
に
な
れ
な
い
農

民
を
ど
う
助
け
た
ら
い
い
の
か
に
つ
い
て
、
歴
史
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
方
策
を
提
示
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

そ
し
て
戦
争
が
激
し
く
な
っ
て
い
く
中
で
、
今
度

は
、「
日
本
」と
は
と
い
う
こ
と
が
論
題
に
な
っ
て
き

ま
す
。
さ
ら
に
戦
後
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
占
領
下
で

我
々
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
こ
で
民
俗
学
と

い
う
も
の
が
、
日
本
人
の
自
己
認
識
や
一
体
感
を
把
握

す
る
学
問
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
き
ま
す
。

　

柳
田
國
男
の
有
名
な
本
に『
海
上
の
道
』が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
中
の
論
文
の
大
部
分
は
１
９
５
０
年
か
ら

１
９
５
２
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
我
々
日
本
人
の

祖
先
は
、
遠
い
昔
、
中
国
大
陸
の
南
の
方
か
ら
沖
縄
に

渡
り
、
そ
こ
か
ら
黒
潮
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
島
伝
い
に

九
州
、
四
国
、
本
州
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
内

容
で
、
学
生
時
代
に
伊
良
湖
岬
で
椰
子
の
実
を
拾
っ

た
、
あ
の
感
動
が
結
実
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
り
、

日
本
が
独
立
を
回
復
し
た
の
が
１
９
５
０
年
。
こ
の
と

き
日
本
は
、
沖
縄
を
軍
事
占
領
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に

対
し
て
、
そ
の
施
政
権
を
是
認
し
ま
し
た
。
我
々
日
本

人
と
い
う
一
体
性
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
す
る

こ
と
は
、
沖
縄
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の

時
、
そ
う
し
た
思
い
が
、
柳
田
國
男
の
中
に
、
や
み
が

た
く
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

地
域
差
の
中
に
時
間
を
発
見
す
る
の
が
柳
田
國
男

の
民
俗
学
の
基
本
的
な
方
法
で
す
。
現
在
、
都
会
で
は

電
気
を
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
田
舎
に
な
る
と
石
油
、

も
っ
と
田
舎
に
な
る
と
魚
油
、
ナ
タ
ネ
油
、
も
っ
と
田

舎
に
な
る
と
松
の
根
。
地
域
差
は
時
間
差
を
表
す
と
い

う
こ
と
を
、
彼
は
言
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
を
理
論
化
し
て
説
い
た
の
が「
方
言
周
圏
論
」

で
す
。
京
都
や
そ
の
周
辺
で
言
う「
で
で
む
し
」「
で
ん

で
ん
む
し
」は
、
そ
の
外
側
で
は「
ま
い
ま
い
」、
さ
ら

に
外
側
で
は「
か
た
つ
む
り
」と
言
う
。
も
っ
と
外
側

に
い
く
と「
つ
ぶ
り
」。
つ
い
に
そ
の
外
側
で
は「
な
め

く
じ
」と
言
う
。
そ
れ
は
日
本
列
島
に
同
心
円
状
に
分

布
す
る
。
つ
ま
り
、
圏
は
外
側
の
も
の
ほ
ど
古
い
わ
け

で
す
。「
な
め
く
じ
」が
中
央
で
一
番
古
く
発
生
し
、
そ

れ
が
四
方
八
方
に
広
が
っ
て
い
っ
て
、
今
は
青
森
県

と
、
反
対
側
の
九
州
に
見
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
仮
説
に

基
づ
い
て
各
地
の
類
例
を
集
め
て
比
較
を
す
る
。
こ
れ

が
民
俗
学
の
方
法
だ
と
説
い
た
。

　
「
ハ
レ
と
ケ
」は
、
最
も
世
間
に
広
く
流
通
す
る
よ

う
に
な
っ
た
柳
田
國
男
の
用
語
で
あ
り
概
念
で
し
ょ

う
。
我
々
の
暮
ら
し
に
は
、
ハ
レ
と
ケ
の
区
別
が
あ
る

が
、
新
し
い
時
代
に
は
ハ
レ
と
ケ
が
混
同
し
、
だ
ん
だ

ん
と
境
目
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う

に
書
い
て
い
ま
す
。

　

彼
は
ハ
レ
と
ケ
と
い
う
言
葉
を
、
晴（
ハ
レ
）着
と

普
段
着
を
意
味
す
る
褻（
ケ
）着
か
ら
導
き
出
し
、
二

項
対
立
的
な
概
念
と
し
て
組
み
立
て
た
わ
け
で
す
。

単
に
着
物
だ
け
で
は
な
く
、
御
馳
走
を
食
べ
る
時
も

ハ
レ
。
晴
れ
が
ま
し
い
、
華
や
か
な
気
分
の
時
が
ハ
レ

だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
ケ
も
褻
着
だ
け
で
な

柳田國男の方言周圏論の模式図
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く
、
ご
く
日
常
的
な
食
べ
も
の
も
ケ
だ
と
言
い
、
刺
激

を
与
え
な
い
よ
う
な
地
味
な
状
態
が
ケ
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。

　

冠
婚
葬
祭
、結
婚
式
は
ハ
レ
で
あ
る
。葬
式
も
ハ
レ
。

儀
礼
や
行
事
が
行
わ
れ
る
時
は
、
す
べ
て
ハ
レ
の
時
間

で
あ
り
、
ハ
レ
の
状
態
。
そ
れ
に
対
し
て
朝
起
き
て
、

働
い
て
、
夜
寝
る
と
い
う
時
間
の
展
開
を
し
て
い
く
の

が
ケ
。
毎
日
同
じ
形
の
繰
り
返
し
が
行
わ
れ
る
中
に
、

時
々
ハ
レ
が
入
る
と
い
う
の
が
彼
の
考
え
で
す
。

　

ハ
レ
と
ケ
に
は
空
間
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。
柳
田
國

男
の
生
家
の
よ
う
な
田
の
字
型
の
家
は
、
東
北
地
方
の

南
か
ら
九
州
ま
で
広
が
り
を
見
せ
る
も
の
で
す
。
南
側

の
２
部
屋
は
日
当
た
り
や
風
通
し
の
良
い
、
明
る
い
部

屋
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ
も
は
使
わ
ず
、
お
客
さ
ん

が
来
た
時
に
招
き
入
れ
ま
す
。
普
段
は
北
側
の
部
屋
を

使
う
。
台
所
、
茶
の
間
、
納
戸
。
ハ
レ
の
空
間
と
ケ
の

空
間
が
明
確
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

色
も
ケ
の
色
は
く
す
ん
だ
地
味
な
刺
激
の
な
い
色

で
、
ハ
レ
に
な
る
と
晴
れ
着
の
色
に
な
る
。
そ
こ
が
区

別
さ
れ
て
い
た
の
が
、
近
代
で
は
区
別
が
な
く
な
っ
て

い
く
。
す
べ
て
が
ハ
レ
化
す
る
過
程
と
し
て
柳
田
國
男

は
変
化
を
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
食
べ
物
で
、

着
る
も
の
で
、
住
ま
い
で
論
じ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

生
活
は
変
化
す
る
こ
と
が
大
前
提
で
す
。
変
わ
ら
な

い
も
の
で
あ
れ
ば
、
調
べ
た
り
研
究
し
た
り
す
る
必
要

は
な
い
と
柳
田
國
男
は
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
変
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
良
さ
れ
、
改
善
さ
れ
る
プ
ラ

ス
の
面
は
認
め
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
進
歩
、
発
展

と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
常
に
考
え
て
い
た
人

で
す
。
変
化
は
、
そ
れ
は
問
題
が
解
決
さ
れ
て
先
に
進

ん
だ
の
で
は
な
く
、
逆
に
解
決
す
べ
き
問
題
を
発
生
さ

せ
て
先
に
進
ん
で
き
た
の
だ
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
食

文
化
の
研
究
に
お
い
て
も
同
様
で
し
た
。

　

柳
田
國
男
の
食
文
化
研
究
の
文
献
で
は
、１
９
３
１

年
に
出
た『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』が
、最
も
ま
と
ま
っ

た
重
要
な
論
点
を
出
し
た
本
で
す
。
前
近
代
か
ら
近
代

に
な
っ
て
、
ど
う
我
々
の
生
活
は
変
わ
っ
た
の
か
、
そ

し
て
ど
う
い
う
問
題
を
我
々
は
抱
え
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
す
。
全
15
章
の
う
ち
最
初

の
３
章
は
、第
１
章「
目
に
映
ず
る
世
相
」、第
２
章「
食

物
の
個
人
自
由
」、
第
３
章「
家
と
住
心
地
」。
つ
ま
り

衣
食
住
で
す
が
、
読
む
と
、
皆
さ
ん
も
ハ
ッ
と
す
る
よ

う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
１
章
の「
目
に
映
ず
る
世
相
」で
は
、
歴
史
が
変

化
し
て
き
た
時
に
我
々
が
目
に
し
て
い
る
色
は
ど
う

変
わ
っ
た
の
か
を
論
じ
て
い
ま
す
。
色
に
も
歴
史
が
あ

る
。
近
世
の
生
活
の
中
で
身
の
回
り
に
あ
っ
た
色
、
目

に
し
て
い
た
色
は
、
近
代
、
現
代
に
な
っ
て
大
き
く
変

わ
っ
て
い
る
。
今
見
て
い
る
色
で
過
去
を
推
し
量
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
音
も
そ
う
。
昔
は
自
動
車
の
音
は
な

か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
音
が
時
間
の
中
で
変
化
し
て
き

て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
に
お
い
、
か
お
り
に
も
歴
史
が

あ
る
。
衣
食
住
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
人
々
の

感
覚
、
す
な
わ
ち
五
感
で
と
ら
え
る
歴
史
を
論
じ
て
い

る
。
第
２
章
の「
食
物
の
個
人
自
由
」と
い
う
タ
イ
ト

ル
だ
け
で
わ
か
り
ま
す
ね
。
ど
う
い
う
大
き
な
変
化

が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

　
『
木
綿
以
前
の
事
』と
い
う
本
の
テ
ー
マ
は
衣
と
食

に
関
す
る
も
の
で
す
。
木
綿
が
我
々
の
日
常
に
な
っ
た

ら
、
生
活
は
ど
う
変
化
し
た
か
を
論
じ
て
い
ま
す
。
木

綿
が
、
い
か
に
綿
埃
を
つ
く
る
の
か
。
布
団
や
衣
類
が

木
綿
に
な
っ
て
く
る
な
か
で
部
屋
の
隅
に
綿
埃
が
た

ま
り
、
障
子
の
桟
に
も
埃
が
つ
く
よ
う
に
な
る
。
そ
う

い
う
こ
と
は
誰
も
指
摘
し
な
い
こ
と
で
す
。
食
事
に
関

係
し
て
は
、
瀬
戸
物
が
普
及
し
た
こ
と
は
、
ど
れ
だ
け

人
々
の
生
活
を
明
る
く
し
た
か
。
茶
碗
の
縁
の
、
木
器

で
は
出
な
い「
か
ち
り
」と
い
う
音
。
白
い
陶
器
が
い

か
に
人
々
の
生
活
を
変
え
た
の
か
を
指
摘
す
る
。

　

そ
し
て『
食
物
と
心
臓
』。
お
正
月
に
供
え
る
鏡
餅

は
な
ぜ
丸
く
て
真
ん
中
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ

れ
は
人
間
の
心
臓
。
心
の
臓
を
象
っ
た
も
の
が
鏡
餅
で

あ
る
、
生
命
力
を
表
す
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

調
理
を
含
め
て
人
は
い
ろ
い
ろ
と
火
を
使
う
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
本
が『
火
の
昔
』。
灯
、
暖
房
、

調
理
に
つ
い
て
、
火
と
の
関
係
と
燃
料
や
道
具
な
ど
の

変
遷
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。
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柳
田
國
男
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
衣
類
の
ハ
レ
と

ケ
は
曖
昧
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て「
我
々
は

改
ま
っ
た
節
に
は
晴
の
膳
に
坐
り
、
常
の
日
に
は
今
で

も
褻
の
飯
を
食
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
眼
前

の
事
実
を
観
測
し
て
、
そ
の
中
か
ら
年
久
し
い
慣
習
の

跡
を
覓
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」。
食
の
方
に

は
ま
だ「
ハ
レ
と
ケ
」の
区
別
が
残
っ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
す
。

　

食
物
に
つ
い
て
彼
が
書
い
た
論
文
の
中
で
大
き
い

問
題
は
、
前
は
穀
類
を
粒
の
ま
ま
食
べ
て
い
た
の
が
、

後
に
粉
に
し
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う

も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
粒
食
か
ら
粉
食
へ
変
化
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
。
昔
は
手
間
が
大
変
だ
か
ら
粉
に
せ
ず

に
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
粉
食
が
ハ
レ
の
食
物
に
な
っ
て

い
た
。「
粉
食
は
節
句
に
属
し
、
ハ
レ
と
ケ
の
区
別
の

如
き
も
、
粉
粒
二
様
の
食
法
と
大
体
に
相
呼
応
し
て
居

る
」と
い
う
。

　

餅
も
同
様
。
米
を
こ
ね
て
ネ
バ
ネ
バ
の
状
態
に
す
る

の
は
大
変
で
、
昔
は
、
水
に
つ
け
た
も
ち
米
を
手
杵
で

つ
く
な
ど
し
て
、
ど
ろ
ど
ろ
に
す
る
粢
で
し
た
。
そ
れ

が
や
が
て
、
蒸
し
た
も
ち
米
を
横
杵
で
打
つ
こ
と
で
餅

が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
く
り
手
も
女
性
か
ら

男
性
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。

　

や
が
て
粉
を
つ
く
る
道
具
が
普
及
し
て
き
て
、
日
常

が
粉
食
の
時
代
に
な
っ
て
き
ま
す
。
煎
っ
た
穀
物
や
乾

燥
さ
せ
た
穀
類
を
挽
き
臼
で
粉
に
し
て
い
く
こ
と
で
、

団
子
、
そ
し
て
う
ど
ん
な
ど
の
麺
類
も
つ
く
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
道
具
の
変
化
と
調
理
さ
れ
た
も
の
の

関
連
性
を
説
い
て
い
ま
す
。

　

酒
の
飲
み
よ
う
も
変
遷
し
て
い
ま
す
。
酒
は
、
か
つ

て
は
普
段
飲
め
な
か
っ
た
も
の
で
、
ハ
レ
の
時
に
皆
が

酔
う
た
め
に
飲
ん
だ
。
当
初
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
盃

で
回
し
飲
み
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
や
が
て
、
い
つ
で

も
、ど
こ
で
も
、お
酒
が
飲
め
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

徳
利
と
猪
口
が
出
て
き
て
、
今
度
は
盃
の
や
り
と
り
の

形
に
な
り
ま
す
。
全
国
ど
こ
へ
い
っ
て
も
お
酒
が
飲
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
升
瓶
の
普
及
が
重
要
で
し

た
。
家
に
も
お
酒
が
保
存
で
き
る
。
規
格
化
さ
れ
た
も

の
で
非
常
に
都
合
の
い
い
も
の
で
し
た
。

　

外
食
の
一
般
化
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
外
に
持
っ
て
い
っ
て
食
べ
る
弁
当
の
歴
史
も

か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。
小
さ
い
子
が
外
で
ゴ
ザ
に
座
っ

て
す
る「
ま
ま
ご
と
」も
、
食
事
を
外
で
す
る
こ
と
が

ハ
レ
の
場
面
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
今
や
毎
日
が
ハ
レ
に
な
っ
た
。
毎
日
が
興
奮

す
る
生
活
に
な
っ
た
。
日
々
、
ハ
レ
と
同
じ
よ
う
な
色

を
使
っ
て
服
装
を
整
え
る
。
外
食
を
し
て
暮
ら
す
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

柳
田
國
男
の
言
葉
の
ひ
と
つ
に
、「
温
か
い
飯
と
味

噌
汁
と
浅
漬
け
と
茶
と
の
生
活
は
、
実
は
現
在
の
最
小

家
族
制
が
、
や
っ
と
こ
し
ら
え
上
げ
た
新
様
式
で
あ

る
」と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
あ
た
た
か
い
ご
飯
を
皆
で
食

べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
小
さ
い
家
族
に
な
っ
て
、
そ
こ

で
皆
が
同
時
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
む
よ
う
な
生
活
、
今
は
ダ

イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
新
し
く
で

き
た
も
の
で
、
前
と
は
違
う
と
い
う
変
化
を
説
き
つ

つ
、
そ
こ
に
潜
む
伝
統
と
言
う
べ
き
も
の
も
、
ま
た
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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