
日
本
史
学
史
に
お
け
る
社
会
史
研
究

(2
)

-

一
九
六
〇
年
代
の
日
本
社
会
史
-

夏

目

琢

史

は
じ
め
に

筆
者
は
､
前
稿

｢日
本
史
学
史
に
お
け
る
社
会
史
研
究

(1
)
｣
に
お
い
て
､

戦
前
の
日
本
社
会
史
研
究
の
系
譜
を
追
い
､
社
会
史
と
い
う
潮
流
が
､
社
会
学

や
経
済
学
､
政
治
学
な
ど
歴
史
学
の
周
辺
学
問
の
な
か
で
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
'

社
会
史
が
時
代
区
分
を
相
対
化
さ
せ
て
い
く
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
'
少
な
く
と
も
社
会
史
研
究
に
は
史
学
史
上
三
つ
の
流
行
点

が
あ
っ
た
点
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
(

1)
｡

本
稿
で
は
､
前
稿
に
引
き
続
き

一
九
六
〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学

(戦
後
歴
史
学
)
の
絶
頂

期
に
お
い
て
､
社
会
史
研
究
が
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い

て
､
ほ
ぼ
同
時
期
に
起
こ
っ
た
地
域
史
研
究
の
活
性
化
と
そ
の
史
学
史
上
の
意

味
な
ど
も
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
｡

六
〇
年
代
は
'

一
般
に
日
本
社
会
史
研
究
の
空
白
期
と
見
な
さ
れ
る
｡
こ
の

時
期
の
歴
史
学
は
､
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
が
主
流
で
あ
り

(い
わ
ゆ
る
､
戦

後
歴
史
学
と
呼
ば
れ
る
が
､
六
〇
年
代
に
は
す
で
に
こ
れ
に
与
さ
な
い
研
究
が

生
ま
れ
始
め
て
い
た
)
､
権
力

･
被
権
力
､
民
衆
の
対
抗
運
動
な
ど
に
関
心
が

集
中
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
｡
経
済
史
研
究
が
活
発
と
な
り
､

ウ
ク
ラ
ー
ド
論
な
ど
が
大
き
な
論
争
と
な

っ
て
い
っ
た
｡
こ
う
し
た
な
か
'
い

わ
ゆ
る
個
人
の
心
性

(思
想
)
な
ど
は
､
主
要
な
研
究
対
象
と
し
て
は
表
舞
台

に
上
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
六
十
年
安
保
闘
争
の
影

響
が
大
き
く
(2
)
､
個
人
の
力
量
や
社
会
に
お
け
る
主
体
に
つ
い
て
は
'
過
小

∽

評
価
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た

(も
ち
ろ
ん
､
こ
う
し
た
背
景
に
戦
前

･
戦
中
の

人
物
偏
重
の
歴
史
叙
述
に
対
す
る
深
い
反
省
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
)｡

こ
う
し
た
な
か
で
､
社
会
史
研
究
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
方
向
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
ひ
と
つ
は
'

マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
影
響
を

全
面
に
受
け
た
社
会
構
成
史
研
究
と
し
て
の
社
会
史
研
究
'
今

一
つ
は
､
地
域

や
郷
土
の
生
活
史
に
着
目
し
た
地
域
史
研
究
で
あ
る
｡
両
者
は
'

一
見
す
る
と

社
会
史
研
究
と
は
相
反
す
る
も
の
に
見
受
け
ら
れ
る
が
､
そ
の
実
､
社
会
史
研

究
と
し
て
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
十
分
に
充
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
な
わ

ち
､
社
会
構
成
史
研
究
は
い
う
ま
で
も
な
く
全
体
史
の
構
想
で
あ
り
､
マ
ル
ク

ス
主
義
歴
史
学

(唯
物
史
観
)
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
､
筆
者
の
定
義
す
る
社

会
史
研
究
と
極
め
て
親
和
的
で
あ
る
｡
輩
者
の
い
う
社
会
史
研
究
と
は
､
政
治



史

･
経
済
史

･
文
化
史
の
い
ず
れ
と
も
異
な
り
､
人
間
の
お
り
な
す
多
種
多
様

な
社
会
シ
ス
テ
ム
や
関
係
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
り
､
社
会
学
や
民
俗
学
な
ど
の
周
辺
領
域
の
成
果
を
取
り
入
れ
､
な
お
か
つ

時
代
区
分
論
を
意
識
的
に
再
構
築
す
る
点
に
特
徴
が
お
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

社
会
構
成
史
研
究
の
視
点
や
､
地
域
や
郷
土
の
生
活
史

･
社
会
相
に
注
目
し
た

研
究
の
い
ず
れ
も
'
こ
の
定
義
の
範
噂
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
以
下
､

そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
｡

(1
)
社
会
史
か
ら
み
た
社
会
構
成
体
史
研
究

社
会
構
成
史
と
社
会
史
の
相
違
に
つ
い
て
､
戦
後
歴
史
学
の
申
し
子
で
あ
る

安
良
城
盛
昭
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡

｢歴
史
学
は
､
人
間
の
歴
史
の
営
み
を
'
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
焦
点
を
あ

て
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
学
問
な
の
だ
が
､
大
掴
み
に
い
っ
て
'
①
経
済
②

社
会
③
思
想
④
宗
教
⑤
文
化
⑥
民
族
⑦
国
家

(法
と
政
治
は
こ
の
理
解
で
は

②
と
⑦
に
含
ま
れ
る
)
と
い
っ
た
区
分
に
も
と
づ
い
て
研
究
し
て
き
た
と
私

は
み
な
し
て
い
る
｡
こ
の
①

～
⑦
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
は
､
人
間
の
歴
史

の
部
分
史
と
い
え
る
が
､
こ
れ
ら
の
部
分
史
を
総
括
し
て
､
人
間
の
歴
史

を
総
体
と
し
て
把
握
す
る
の
が
社
会
構
成
史
で
あ
る
､
と
私
は
理
解
す
る
｡

(中
略
)
最
近
流
行
の
社
会
史
研
究
が
､
や
や
も
す
れ
ば
社
会
構
成
史
研
究

と
切
り
離
さ
れ
て
､
糸
の
切
れ
た
根
無
し
草
の
離
れ
凧
の
よ
う
に
空
中
を
乱

舞
し
て
い
る
状
況
は
､
速
か
に
是
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
｣
(3
)

安
良
城
の
理
解
で
は
､
八
〇
年
代
に
流
行
し
た
社
会
史
研
究
は
､
い
わ
ば
部

分
史
で
あ
り
彼
の
構
想
す
る
社
会
構
成
史
よ
り
低
次
の
も
の
だ
と
い
う
｡
永
原

慶
二
(4
)
や
佐
々
木
潤
之
介
(
5)
も
安
良
城
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
解
を
示
し
て
お

り
'
こ
う
し
た
考
え
方
が
戦
後
歴
史
学
を
牽
引
し
た
歴
史
家
た
ち
に
な
か
ば
共

通
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
(
6

)
｡

要
す
る
に
'
社
会
構
成

史
研
究
を
め
ざ
し
た
学
者
た
ち
は
自
分
た
ち
の
研
究
を
社
会
史
と
し
て
は
意
識

し
て
い
な
か
っ
た
｡
と
い
う
よ
り
も
､
戦
前
の
社
会
史
と
自
分
た
ち
の
研
究
視

点
を
明
確
に
分
け
て
い
る
感
が
強
い
｡
し
か
し
､
そ
の
研
究
ス
タ
イ
ル
自
体
は
､

戦
前
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
社
会
史
研
究
に
か
な
り
近
い
も
の
が
あ
っ
た
｡
当

時

(六
〇
年
)
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
の
助
教
授
で
あ
っ
た
安
良
城
は
､

五
〇
年
代
か
ら
継
続
し
て
き
た
太
閤
検
地
論
'
地
主
制
論
を
進
め
､
古
代
律
令

制
を

｢ア
ジ
ア
的
相
対
的
奴
隷
制
｣'
中
世
荘
園
制
を

｢家
父
長
制
的
奴
隷
制
｣､

近
世
幕
藩
制
を

｢農
奴
制
｣
と
明
確
に
位
置
づ
け
て
い
っ
た
｡
こ
の
理
解
に
対

し
､
六
〇
年
代
に
は
本
質
的
な
反
論
が
い
く
つ
も
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
が
､
古
代

～
近
現
代
に
わ
た
る
安
良
城
の

一
連
の
学
説

(社
会
構
成
史
研

究
)
は
'
歴
史
学
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
安
良
城
説

の
う
ち
､
下
人
を
奴
隷
制
と
す
る
理
解
を
鋭
く
批
判
し
た
大
阪
大
学
文
学
部
助

教
授
の
黒
田
俊
雄
は
､
権
門
体
制
論

(
一
九
六
二
年
)
と
い
う
中
世
国
家
を
武

家

･
公
家

･
寺
家
に
よ
る
相
互
補
完
的
な
支
配
シ
ス
テ
ム
と
理
解
し
､
各
方
面

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
(7
)
｡
当
時

(
一
九
六
三
年
)
す
で
に

一
橋
大
学
経

済
学
部
教
授
だ
っ
た
永
原
慶
二
も

『
日
本
の
中
世
社
会
』
(
一
九
六
八
年

)

(

8)

を
発
表
し
た
｡
永
原
は
こ
の
著
書
の
な
か
で
､
中
世
前
期
を
規
定
し
た
荘
園
制

は
､
農
民
的
土
地
所
有
権
と
し
て
も
､
在
地
に
成
長
し
た
在
地
領
主
の
土
地
所

有
権
と
し
て
も
未
成
熟
で
不
安
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
､
荘
園
制
=
日
本
に

お
け
る
封
建
制
社
会
の
本
格
的
展
開
の
前
段
階
に
位
置
づ
く
も
の
で
あ
る
と
捉

え
て
い
る
｡
同
じ
く

一
橋
大
学
の
助
教
授
の
佐
々
木
潤
之
介
も

『
幕
末
社
会

論
』
二

九
六
九
年

)

(9)

を
刊
行
す
る
｡
同
書
は
､
維
新
期
変
革
の
推
進
主
体

と
し
て
の
役
割
を
背
負
わ
さ
れ
た
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
小
農
回
帰
が
世
直
し
の

基
本
と
な
っ
た
と
理
解
し
､
豪
農
は
こ
れ
と
対
決
す
る
方
向
で
政
治
主
体
と
結

(2)



ん
で
い
っ
た
と
し
た
｡
こ
れ
ら
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､

そ
れ
ぞ
れ
社
会
の
変
革
点
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

六
〇
年
代
に
活
躍
し
た
神
戸
女
子
薬
科
大
学
助
教
授

(六
四
年
当
時
)
の
戸

田
芳
実
や
､
北
海
道
教
育
大
学
助
教
授
の
阿
部
猛
､
八
代
学
院
大
学
助
教
授
の

河
音
能
平
､
熊
本
大
学
講
師
の
工
藤
敬

一
ら
に
よ
る
荘
園
史
研
究
は
､
民
衆
の

生
活
文
化
の
解
明
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
行
っ
た
も
の
で
あ
り
(
-0)､
や
は

り
そ
の
分
析
対
象
は
'
｢社
会
｣
に
置
か
れ
て
い
た
｡
彼
ら
が
本
格
的
に
自
身

の
研
究
を

｢社
会
史
｣
と
位
置
付
け
て
い
く
の
は
､
七
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る

が
(
11)
､
そ
の
研
究
の
礎
は
こ
の
時
期

(六
〇
年
代
)
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
見
解
は
､

一
見
す
る
と
'
経
済
史
や
政
治
史
､
文
化
史
の

い
ず
れ
で
も
な
い
雑
多
な
研
究
を

｢社
会
史
｣
と
称
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
､
こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
世
界
史
の
基
本
法
則
の
点
検
が
企
斗
さ
れ
､

つ
ね
に
全
体
史
が
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
､
上
記
の
論

者
た
ち
が
'
社
会
シ
ス
テ
ム
の

｢成
立
｣
過
程
を
主
な
研
究
対
象
と
し
､
時
代

区
分
論
を
活
発
に
議
論
し
て
き
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
(S
)
｡

一
方
､
こ
の
時
期
に
還
暦
を
む
か
え
た
東
北
大
学
経
済
学
部
教
授
の
中
村
吉

治
は
､
自
身
の
研
究
を

｢社
会
史
｣
と
し
て
ま
と
め
て
い
く
(ほ
)
｡
中
村
の
基

本
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
前
稿
で
論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
､
六
〇

年
代
の
研
究
は
､
個
人
を
超
越
し
､
と
き
に
は
共
同
体
規
制
と
し
て
個
人
を
拘

束
し
､
と
き
に
は
国
家
権
力
を
凌
駕
し
て
い
く
社
会
と
い
う
も
の
へ
の
関
心

が
共
通
し
て
み
ら
れ
た
｡

こ
の
ほ
か
に
も
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
欠
陥
を

指
摘
し

｢社
会
史
の
法
則
｣
を
探
究
し
た
中
京
大
学
法
学
部
教
授
の
滞
登
佳

人
(:
)
'
｢思
想
の
社
会
史
｣
を
追
究
し
た
哲
学
者
の
宮
島
肇
(ほ
)
な
ど
も
､
基

本
的
に
は
同
様
の
理
解
に
た
つ
も
の
で
あ
っ
た
｡

い
わ
ば
､
こ
の
時
期
の
歴
史
研
究
は
､
社
会
実
在
論
的
な
理
解
が
先
行
さ
れ
'

個
人
の
役
割
を
意
図
的
に
低
く
み
な
し
た
｡
そ
の
点
で
今
日
の
社
会
史
研
究

(と
い
わ
れ
る
も
の
)
と
は
全
く
異
な
る
も
の
の
'
戦
後
歴
史
学
の
根
幹
に
は
'

社
会
史
研
究
と
し
て
の
性
格
が
多
分
に
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡
こ
れ
は

思
想
史
研
究
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
､
当
時
名
古
屋
大
学
文
学
部
講
師
で

あ
っ
た
尾
藤
正
英
も
､
思
想
史
研
究
を
試
み
る
な
か
で
､
思
想
を

｢社
会
的
な

機
能
を
も
つ
一
種
の
力
｣
と
し
て
捉
え
'
｢思
想
の
社
会
的
意
義
｣
を
追
究
し

て
い
る
(16
)｡
思
想
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
､
そ
の
社
会

へ
の
影
響
力

(尾

藤
は

｢社
会
史
的
位
置
｣
と
す
る
)
を
論
じ
る
必
要
性
が
ど
う
し
て
も
存
在
し

た
の
で
あ
る
｡

な
お
､
こ
の
時
期
､
遠
山
茂
樹
は
､
『
戦
後
の
歴
史
学
と
歴
史
意
識
』
(
一
九

六
六
年
)
を
執
筆
｡
国
民
教
化
の
た
め
の
歴
史
教
育
に
つ
い
て
厳
し
い
批
判
を

展
開
し
た
が
､
こ
の
著
書
の
な
か
で

｢民
族
の
問
題
は
､
ま
た
歴
史
学
と
社
会

-
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
視
野
を
ひ
ろ
げ
た
｣
と
し
､
国
民
大
衆
が
こ
れ

川

ま
で
の
啓
蒙
さ
れ
る
側
で
は
な
く
て
歴
史
の
主
体
と
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
を

論
じ
て
い
る
(
巳
.
六
〇
年
代
に
お
け
る
社
会
史
研
究
､
と
く
に
庶
民
生
活
史

へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
､
ま
さ
に
国
民
が
歴
史
学
に
主
体
的
に
か
か
わ
る
時
代

が
到
来
し
て
き
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

(2
)
地
域
史
と
社
会
史
研
究

一
九
六
〇
年
代
は
､
い
わ
ゆ
る
地
域
博
物
館
が
全
国
で
建
設
さ
れ
始
め
た
時

期
で
あ
り
､
地
域
史
研
究
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
と
く
に
近
世
村
落

史
研
究
で
は
､
当
時
東
京
大
学
農
学
部
教
授
で
あ
っ
た
青
島
敏
雄
ら
に
よ
っ
て

農
村
調
査
の
結
果
が
多
数
報
告
さ
れ
た
｡
青
島
は
､
五
〇
年
代
に

『
日
本
農
業

史
』
二

九
五
二
年
)
な
ど
の
地
域
史
研
究
の
方
法
論
を
確
立
し
た
名
著
を
の

こ
し
た
が
､
六
〇
年
代
に
も

『
土
地
に
刻
ま
れ
た
歴
史
』
(
1
九
六
七
年
)
(ほ
)



な
ど
を
上
梓
し
､
農
村
調
査
研
究
お
よ
び
地
域
史
研
究
の
方
法
論
と
理
論
を
整

備
し
て
い
っ
た
｡

一
方
､
敗
戦
ま
だ
ま
も
な
い

1
九
四
九
年
に

『
近
世
農
村

生
活
史
』
を
発
表
し
た
学
習
院
大
学
文
学
部
教
授
の
児
玉
幸
多
も
､
六
〇
年

代
､
同
大
学
経
済
学
部
教
授
で
あ

っ
た
大
石
慎
三
郎
と
と
も
に

『
近
世
農
政

史
料
集
』
を
刊
行
し
て
い
る
(19
)｡
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
以
外
か
ら
も
､
日
本

社
会
党
出
身
で
当
時
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
稲
村
隆

一
の

『
日
本
農
村
社
会

史
』
(
1
九
六
九
年
)
(-O
)
も
こ
の
時
期
に
農
村
問
題
を
扱
か
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
｡
当
時
明
治
大
学
の
助
教
授
で
あ
っ
た
木
村
礎
も
'
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

丹
念
に
行
い

『
近
世
の
新
田
村
』
(
一
九
六
四
年
)
な
ど
を
刊
行
｡
村
の
ふ
つ

う
の
人
々
の
日
常
的
な
生
活
史
を
描
き
出
す
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
｡
ま
た
､

こ
の
時
期
の
地
域
史
研
究
と
し
て
､
と
く
に
重
要
な
の
が
'
仏
教
大
学
教
授
で

あ
っ
た
竹
田
聴
州
の
村
落
寺
院
論
で
あ
る
｡
竹
田
は
'
『
近
世
仏
教

･
史
料
と

研
究
』
創
刊
号

(
一
九
六
〇
年
)
で
次
の
よ
う
な
提
言
を
し
て
い
る
｡

｢今
日
我
々
が
ま
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
､

一
切
の
先
入
観
と
絶

縁
し
､
寺
院
が
そ
れ
を
囲
む
都
都
の
地
域
社
会
の
生
活
と
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
機
能
連
関
を
有
し
､
又
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

か
､
更
に
そ
う
し
た
機
能
連
関
を
も
つ
こ
と
が
寺
院
な
い
し
宗
団
の
存
在

形
態

･
内
部
構
造
と
相
互
に
ど
の
よ
う
に
規
制
し
合
っ
て
い
る
か
'
こ
れ

ら
を
ど
こ
ま
で
客
観
的

･
科
学
的
に
精
査
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｣

こ
う
し
て
､
七
〇
年
代
に
な
る
と
'
竹
田
は
民
俗
仏
教
に
つ
い
て
の
実
証

を
深
め
て
い
く
が
'
そ
の
方
法
論
は
紛
れ
も
な
く
社
会
史
で
あ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
｡
東
京
教
育
大
学
の
助
教
授
で
あ
っ
た
森
岡
清
美
の

『
真
宗
教
団

と

｢家
｣
制
度
』
(
l
九
六
二
年
)
(-
)
'
日
本
社
会
事
業
大
学
教
授
の
吉
田
久

1
『
日
本
社
会
事
業
の
歴
史
』
(
1
九
六
〇
年
)
､
『
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研

究
』
(
一
九
六
四
年

)(a
",
群
馬
大
学
学
芸
部
教
授
の
相
葉
伸

『
不
受
不
施
的

思
想
の
史
的
展
開
』
(
1
九
六

1
年
)
(苧

立
正
大
学
助
教
授
の
高
木
豊

『
日

蓮
と
そ
の
門
弟
-
宗
教
社
会
史
的
研
究
』
(
1
九
六
五
年
)
(a;)
な
ど
､
社
会
連

関

(機
能
論
)
を
意
識
し
た
広
義
の
社
会
学
の
影
響
を
受
け
た
研
究
が
こ
の
時

期
､
近
世
史
の
な
か
で
活
発
に
な
り
始
め
た
｡
東
京
都
立
航
空
工
業
専
門
学
校

助
教
授
の
南
和
男

『
江
戸
の
社
会
構
造
』
(
一
九
六
九
年
)
も
'
江
戸
社
会
の

構
造
分
析
を
通
し
て
そ
の
変
質
に
対
応
す
る
幕
府
の
諸
対
策
を
統

一
的
に
論
じ

よ
う
と
し
た
先
駆
的
な
業
績
で
あ
っ
た
し
(-TS),
早
稲
田
大
学
商
学
部
教
授
の

工
藤
恭
吉
に
よ
る

『
幕
末
の
社
会
史
』
(
一
九
六
五
年
)
も
こ
の
時
期
に
発
表

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
(gS).
東
京
大
学
法
学
部
教
授
の
石
井
良
助
が
､
『
江

戸
時
代
漫
筆
』
(
一
九
六

一
年
)
､
『
江
戸
の
刑
罰
』
(
一
九
六
四
年
)
'
『
は
ん
』

(
1
九
六
五
年
)
､
『
江
戸
の
離
婚
』
(
1
九
六
五
年
)
'
『
吉
原
』
(
1
九
六
七
年
)

な
ど
を
執
筆
し
て
い
く
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
｡

か
つ
て
中
世
史
家
平
泉
澄
が
論
じ
た
ア
ジ
-
ル
に
つ
い
て
も
､
こ
の
時
期
､

近
世
史
学
界
の
な
か
で
は
活
発
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
｡
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
教
授
で
あ
っ
た
伊
東
多
三
郎
の

｢近
世
に
お
け
る
政
治
権
力
と
宗
教
的
権

威
｣
(
1
九
六
〇
年
)
(苧

群
馬
県
立
吾
妻
高
等
学
校
長
で
あ
っ
た
五
十
嵐
富

夫
の

『
縁
切
寺
の
研
究
』
(
一
九
六
七
年
)
(R
)
,
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
阿

部
善
雄
に
よ
る

『
駈
入
り
農
民
史
』
(
一
九
六
五
年
)
(苧

秀
村
選
三

｢幕
末

期
薩
摩
藩
に
お
け
る
ア
ジ
ー
ル
の
痕
跡
｣
(
1
九
六
四
年
)
(S
)
,
こ
れ
ら
は
社

会

(共
同
体
)
か
ら
逸
脱
し
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
注
目
し
た
遅
れ
た
成
果
で
あ

り
､
社
会
史
と
し
て
の
側
面
が
強
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

な
お
､
こ
の
時
期
に
ま
た
ひ
と
つ
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
の
が
､
す
で
に
日

本
学
術
会
議
員
を
勤
め
て
い
た
羽
仁
五
郎
に
よ
る
『
都
市
の
論
理
』
(
一
九
六
五

午
)
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
羽
仁
は
､
こ
の
著
書
の
な
か
で
自
然
発
生
的
で

暖
味
な

｢地
域
社
会
｣
と
い
う
概
念
を
退
け
､
｢自
治
体
｣
を
研
究
対
象
と
し

(4)



て
遡
上
さ
せ
た
｡
羽
仁
の
こ
の
著
作
は
､
都
市
自
治
体
の
歴
史
に
変
革
の
萌
芽

を
見
よ
う
と
し
た
も
の
で
､
き
わ
め
て
政
治
的
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
が
強

か
っ
た
が
､
後
に
流
行
す
る
地
域
社
会
研
究
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ

っ
た
.
ま
た

1
方
で
､
六
〇
年
代
は
い
わ
ゆ
る
日
本
の
高
度
経
済
成

長
の
〝

成
功
″

に
所
以
し
た

｢近
代
化
論
｣
も
台
頭
し
､
梅
樟
忠
夫
に
よ
る

『
文
明
の
生
態
史
観
』
(
一
九
六
七
年
)
も
発
表
さ
れ
た
｡
日
本
社
会
論
や
文
化

論
が
流
行
し

(た
と
え
ば
'
中
根
千
枝

『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
講
談
社
､

一
九
六
七
年
)
'
｢社
会
｣
を
論
じ
る
視
点
が
､
無
意
識
の
う
ち
に
高
ま
り
を
見

せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

な
お
､
(
1
)
で
触
れ
た
よ
う
に
､
こ
の
時
期
は
荘
園
史
研
究
が
活
発
で
､

今
や
古
典
と
さ
れ
た
石
母
田
正
の

『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
'
清
水
三
男
の

『
日
本
中
世
の
村
落
』
を
指
針
に
'
多
く
の
個
別
荘
園
の
成
果
が
発
表
さ
れ
た
｡

東
京
都
立
北
園
高
等
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
網
野
善
彦
の

『
中
世
荘
園
の
様
相
』

(
一
九
六
六
年
)
も
'
そ
の
代
表
的
な

一
つ
で
あ
っ
た
｡
網
野
の
こ
の
著
書
は
､

個
人
と
そ
れ
を
超
越
す
る
実
在
で
あ
る

｢時
代
｣
と
の
関
係
を
見
事
に
措
写
し

た
優
れ
た
歴
史
叙
述
で
あ
り
'
後
に

｢社
会
史
｣
と
称
さ
れ
る
網
野
の
方
法
請

の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
(㌘

こ
う
し
た
地
域
史
研
究
の
流
行
は
'
柳

田
国
男
ら
の
民
俗
学
と
は

一
定
の
距
離
を
と
り
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
当
時

(
一
九
六
五
年
)
す
で
に
日
本
女
子
大
学
の
学

長
で
あ
っ
た
有
賀
喜
左
衛
門
の
家
族
論

･
社
会
史
研
究
(
S)や
､
東
京
教
育
大

学
教
授
の
和
歌
森
太
郎
に
よ
る
歴
史
学
と
民
俗
学
の
方
法
論
的
な
研
究
(
E3)な

ど
は
'
両
者
の
橋
渡
り
的
な
役
割
を
少
な
か
ら
ず
果
た
し
て
き
た
(聖
｡
な
お
､

こ
の
時
期
の
動
き
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
､
平
凡
社
に
よ
る

『
日
本

残
酷
物
語
』
(
一
九
五
九
～
六

一
年
)
の
刊
行
で
あ
る
｡
こ
の
著
作
集
は
､
周

知
の
よ
う
に
民
俗
学
者
の
宮
本
常

一
と
作
家
山
本
周
五
郎
が
監
修
し
た
も
の
で

あ
り
､
日
本
社
会
の
影
の
部
分
が
民
俗
学
の
視
点
か
ら
次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ

た
｡
こ
れ
は

｢大
き
な
社
会
｣
(
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
)
に
対
す
る

｢小
さ
な
社
会
｣

(
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
)
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
っ
た
が
､
地
域
史
同
様
､
全

体
史
に
対
抗
的
に
あ
ら
わ
れ
る

｢社
会
史
｣
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
生
活

･

文
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た

『
岩
波
講
座

日
本
の

歴
史
』
の
な
か
で
も
､
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
.
た
と
え
ば
､
宮
本
常

1
は

｢民
衆
生
活
様
式
の
変
遷
｣
を
論
じ
､
洞
富
雄
と
愛
知
大
学
教
授
の
玉
城
肇
は
､

｢結
婚

･
恋
愛

･
性
｣
の
問
題
を
,
時
代
の
変
遷
に
留
意
し
な
が
ら
論
じ
た
(聖
.

こ
う
し
た
研
究
潮
流
の
な
か
､
色
川
大
吉
の

『
明
治
精
神
史
』
(
一
九
六
四

午
)
(A
)
,
鹿
野
政
直

『
資
本
主
義
形
成
期
の
秩
序
意
識
』
(
1
九
六
九
年
)
(苧

安
丸
良
夫
の
通
俗
道
徳
論

(
1
九
六
五
年
)
(翌
な
ど
､
新
た
な
歴
史
学
の
動
向

が
生
ま
れ
る
｡
こ
れ
ら
は

｢精
神
史
｣
｢秩
序
意
識
｣
｢通
俗
道
徳
｣
な
ど
'
底

辺
民
衆
の
思
想
に
着
目
す
る
､
い
わ
ゆ
る

｢民
衆
思
想
史
｣
研
究
で
あ
っ
た
｡

一
方
､
地
域
史

･
郷
土
史
の
研
究
で
も
､
｢社
会
史
｣
と
い
う
概
念
が
積
極

的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
｡
高
知
大
学
教
育
学
部
講
師
の
平
尾

道
雄
は
､
土
佐
の
郷
土
史
研
究
を
進
め
る
な
か
､
著
書

『
近
世
社
会
史
考
』

(
一
九
六
二
年
)
を
発
表
(-9
)｡
近
世
身
分
制
度
の
埼
外
に
お
か
れ
る
宗
教
人

や
浪
人
､
医
師
'
四
国
遍
路
に
注
目
し
､
｢き
び
し
い
人
間
生
活
の
な
や
み
｣

や

｢社
会
の
現
実
的
な
批
判
や
お
き
て
｣
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
｡
大
阪
大

学
経
済
学
部
教
授
の
宮
本
又
次
も
編
著

『
藩
社
会
の
研
究
』
(
一
九
六
〇
年
)

の
な
か
で

｢藩
社
会
｣
と
い
う
語
を
用
い
､
分
析
を
試
み
て
い
る
｡
郷
土
史
研

究
の
な
か
で
も
､
い
わ
ゆ
る

｢社
会
相
｣
｢社
会
史
｣
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な

研
究
の
積
み
重
ね
が
行
わ
れ
た
｡
茨
城
県
立
水
海
道
第

二
南
等
学
校
講
師
の
今

井
隆
助
は

『
猿
島
の
郷
土
史
』
(
一
九
六
五
年
)
の
な
か
で
江
戸
時
代
の

｢世

相
｣
を
扱

っ
て
い
る
し
(S
)
'
鳥
取
県
東
伯
郡
三
朝
町
の

『
三
朝
町
誌
』
で
は
､

(5)



｢社
会
史
｣
と
い
う
項
目
を
立
て
､
明
治
以
降
の

｢世
相
の
動
き
｣
を
論
じ
て

い
る
(;
)｡
ま
た
'
前
橋
市
立
図
書
館
長
の
萩
原
進
に
よ
る

『
群
馬
県
遊
民
史
』

(
7
九
六
七
年
)
も
､
や
く
ざ
と
武
士
の
発
生
を

｢社
会
史
的
｣
に
検
討
し
た

も
の
で
あ
っ
た
(g
).
こ
う
し
た
郷
土
史
研
究

･
地
方
史
研
究
の
な
か
で
も
'

『
愛
媛
資
本
主
義
社
会
史
』
の
成
果
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は

｢地

域
社
会
史
｣
が
提
起
さ
れ
た
｡
こ
れ
は

｢｢政
治
史
｣
二
経
済
史
｣
･
｢文
化
史
｣

と
よ
ば
れ
て
い
る
歴
史
学
の
各
研
究
領
域
が
'
地
域
社
会
史
の
な
か
で
､
す
べ

て
生
か
さ
れ
結
合
さ
せ
ら
れ
る
｣
べ
き
で
あ
り
､
｢民
族
社
会

(国
家
)
や
人

類
社
会

(地
域
世
界

･
全
世
界
)
の
科
学
的
総
合
的
研
究
の
基
軸
と
な
る
べ
き

地
域
社
会
の
科
学
的
総
合
的
研
究
の
重
要
な
根
拠
と
な
る
歴
史
的
研
究
1
そ
れ

が
地
域
社
会
史
で
あ
る
｣
と
さ
れ
た
(㌘

こ
の
ほ
か
に
も
､
郷
土
史
研
究
の

団
体
が
各
地
で
組
織
さ
れ
た
｡
東
京
の
足
立
区
で
も

一
九
六
八
年
に

｢足
立
史

談
会
｣
が
発
足
｡
以
降
､
勝
山
準
四
郎
､
福
島
憲
太
郎
､
安
藤
義
雄
ら
郷
土
史

研
究
者
ら
に
よ
っ
て
､
雑
誌

『
足
立
史
談
』
が
毎
月
発
表
さ
れ
続
け
'･
今
日
に

い
た
っ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
郷
土
史
研
究
は
､
当
時
流
行
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
と

は
異
相
が
違
い
､
地
域
住
民
の
生
活
や
文
化
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
､
歴
史
学

･
民
俗
学

･
文
学

･
美
術

･
考
古
学
な
ど
の
分
け
隔
て
な
い
学
際

的
な
性
格
と
社
会
史
的
な
着
眼
点
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

よ
う
に
自
治
体
史
や
郷
土
史
に
お
い
て
も
､
社
会
史
の
概
念

(も
し
く
は
そ
れ

に
類
す
る
方
法
論
)
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
｡
と
く
に
大
き
か
っ
た

の
は
､
各
地
に
登
場
し
た
い
わ
ゆ
る
地
域
博
物
館
の
存
在
で
あ
っ
た
｡
博
物
館

を
核
と
し
て
､
各
自
治
体
で
の
史
料
収
集
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
､
地
域
史
研
究
を
下
支
え
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
｡
そ
れ
は
'
地
域
に
生
き

る
人
々
の
過
去

へ
の
探
究
と
い
う
課
題
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
､
民
俗
学
と

歴
史
学
な
ど
の
隔
て
の
な
い
新
た
な
地
域
社
会
研
究
を
切
り
開
い
て
い
く
き
っ

か
け
に
も
な
っ
た
｡

当
時
早
稲
田
大
学
教
授
で
あ
っ
た
洞
富
雄
は
､
こ
の
頃
'
高
群
逸
枝

･
赤
松

俊
秀

･
塩
沢
君
夫
と
論
争
を
繰
り
返
し
､
｢家
の
発
展
｣
の
歴
史
を
追
究
し
て

い
た
が
､
著
書

『
庶
民
家
族
の
歴
史
像
』
(
一
九
六
六
年
)
の
あ
と
が
き
の
な

か
で
'
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡

｢被
支
配
者
層
と
し
て
の
一
般
民
衆
の
生
活
史
を
究
明
し
よ
う
と
い
う
の
が
､

旧
著
以
来
私
の
社
会
史
研
究
の
指
針
で
あ
っ
た
｡
庶
民
の
社
会
に
は
､
支

配
者
層
の
そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
､
独
自
の
生
活
史
の
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
私
は
こ
の
点
に
お
も
い
を
ひ
そ
め
て
､
庶
民
家
族

史
と
い
う
視
点
か
ら
対
象
に
迫
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
､
資
料
の
制
約

も
あ
っ
て
､
は
た
し
て
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
'
こ
の
点
は
､

読
者
の
判
定
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
J
(a
)

洞
の
分
析
視
点
が
､
支
配
者
層
と
い
う
い
わ
ば
上
か
ら
の
歴
史
で
は
な
く
､

庶
民
層
の
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
､
な
お
か
つ

そ
れ
を

｢社
会
史
研
究
｣
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
｡

こ
う
し
た
考
え
方
は
､
こ
の
頃
存
在
感
を
増
し
て
く
る
地
域
史
研
究
と
共
通
す

る
点
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､

一
九
六
〇
年
代
の
社
会
史
研
究
は
､
表
だ
っ
て
活
発
な
議

論
を
よ
ん
だ
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
､
基
層
部
分
で
は
実
に
多
く
の
研
究
が
発

表
さ
れ
て
い
た
と
評
価
し
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
六
〇
年
代
は
'
歴
史
学
の
担
い
手

の
裾
野
が
広
が
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
'
歴
史
学
か
ら
社
会
を
み
る
視
線
も
多

様
化
し
た
｡
と
く
に
'
そ
れ
ら
の
研
究
は
､
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
や
民
間
歴
史
学
に

関
わ
ら
ず
､
日
本
社
会
の
歴
史
と
西
洋
の
そ
れ
と
の
異
質
性
を
つ
よ
く
意
識
し

た
も
の
で
あ
り
､
さ
ら
に
社
会
に
対
す
る
個
人
の
役
割
を
軽
視
す
る
側
面
が

(6)



強
か
っ
た

(西
洋
-
個
人
主
義
と
い
う
点
で
通
底
す
る
)｡
多
く
の
研
究
者
は
'

思
想
や
個
人
の
考
え
を
歴
史
学
の
対
象
と
し
て
浮
上
さ
せ
る
こ
と
を
深
く
戒
め
､

経
済
構
造
や
社
会
集
団
構
造
が
専
ら
検
討
の
対
象
と
し
た
｡
い
わ
ば
'
社
会
が

所
与
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
､
こ
の
点
が
ゼ
ロ
年
代
以
降
の
歴
史
研
究
の
課
題

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
｡

戦
後
歴
史
学
は
､
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
｡
そ
れ
は

一
つ
の
研
究
の
基
軸
で
あ
っ
て
､
そ
こ
か
ら
離
れ
た

一
つ
の
歴

史
理
論
の
構
築
が
目
標
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

つ
ま
り
､
グ
ラ
ン
ド
セ
オ

リ
ー
の
消
失
と
は
､
五
〇
～
六
〇
年
代
に
敷
か
れ
た

一
つ
の
命
題
か
ら
予
定
調

和
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
､
む
し
ろ
戦
後
歴
史
学
の
一
つ
の
到
達

点
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
戦
後
歴
史
学
に

一
区
切
り
が
つ
い
た
大
き
な
理
由
の
一

つ
に
は
､
社
会
を
論
じ
る
術
と
そ
の
意
味
が
､
現
実
社
会
の
多
様
化
に
よ
っ
て

失
わ
れ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､

六
〇
年
代
も
ま
た
日
本
社
会
史
活
況
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
(tS).

お
わ
り
に

一
九
六
〇
年
代
は
､
日
本
人
の
生
活
文
化
が
大
き
く
変
転
し
た
時
期
で
あ
っ

た
｡
高
度
経
済
成
長
期
と
さ
れ
る
こ
の
時
代
は
､
新
幹
線
や
高
速
道
路
が
次
々

に
設
置
さ
れ
､
テ
レ
ビ
局
も
相
次
い
で
開
局
｡
ス
ポ
ー
ツ
や
芸
能
で
数
多
く
の

ヒ
ー
ロ
ー
が
登
場
し
た
｡
そ
の
一
方
'
安
保
闘
争
を
は
じ
め
､
全
共
闘
の
運
動

の
激
化
｡
公
害
な
ど
の
社
会
運
動
や
社
会
問
題
な
ど
の
側
面
で
の
話
題
に
事
欠

か
な
か
っ
た
｡
急
速
な
社
会
の
変
化
は
､
ま
さ
に
社
会
を
記
録
す
る
こ
と
の
大

切
さ
を
研
究
者
に
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
地
域
史

･
郷
土
史
研
究
の
進
展
は
そ

の
典
型
で
あ
り
､
本
稿
で
述
べ
た
歴
史
学
者
に
よ
る
意
識
的

･
無
意
識
的
の
双

方
の
社
会
史
研
究
は
ま
さ
に
そ
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡

一
九
七
〇

年
代
に
流
行
す
る
フ
ラ
ン
ス
･
ア
ナ
-
ル
流
の
社
会
史
研
究
所
と
は
異
質
な
､

日
本
の
歴
史
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
独
自
に
鍛
え
て
き
た
社
会
史
研
究
の
灯
火
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､

一
九
七
〇
年
代
の
日
本
社
会
が
'

歴
史
学
に
期
待
し
た
も
の
は
､
そ
れ
と
は
ま
た
違
う
も
の
だ
っ
た
｡
こ
れ
に
つ

い
て
は
'
別
稿
を
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
｡

(足
立
区
立
郷
土
博
物
館
専
門
員
)

註
(1
)
拙
稿

｢日
本
史
学
史
に
お
け
る
社
会
史
研
究

(1
)｣

(『
日
本
社
会
史

研
究
』

1
0
0
号
記
念
誌
､
二
〇
二

1年
)
.

(2
)
遠
山
茂
樹
は
､
六
十
年
代
の
歴
史
学
界
の
置
か
れ
た
状
況
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
｡
｢六
〇
年
以
後
の
歴
史
学
と
歴
史
教
育
は
､
研
究
者

･

教
育
者
に
あ
っ
て
も
'
国
民
に
あ
っ
て
も
､
歴
史
意
識
の
発
展
の
仕
方
の

不
均
等
性
､
多
様
性
が

一
層
拡
大
し
た
の
が
特
徴
で
あ
る
｡
現
実
の
提
起

す
る
課
題
を
ど
う
把
握
す
る
か
､
現
実
自
体
が
ま
だ
帰
趨
を
明
ら
か
に
で

き
な
い
流
動
状
態
で
あ
る
だ
け
に
､
意
識
の
性
格
を
単
純
に
規
定
で
き
な

い
｡
国
内
で
は
安
保
闘
争
以
後
の
革
新
の
側
で
の
政
治
的

･
思
想
的
混
乱
'

国
際
的
に
は
中
ソ
論
争
に
代
表
さ
れ
る
社
会
主
義
国
内
部
の
対
立
の
増
大
'

そ
う
し
た
こ
と
が
､
研
究
者

･
教
育
者
の
問
題
意
識
に
分
散
の
情
況
を
も

た
ら
し
た
｡
｣
(『
戦
後
の
歴
史
学
と
歴
史
意
識
』
岩
波
書
店
､
二
〇
〇
一

年

(初
版
は

一
九
六
八
年
)
'

一
四
二

五
貢
).

(3
)
安
良
城
盛
昭

｢歴
史
研
究
に
占
め
る
社
会
構
成
史
研
究
の
地
位
｣
(『
天

皇

･
天
皇
制

･
百
姓

･
沖
縄
』
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
九
年
)0

(4
)
永
原
慶
二

『
二
〇
世
紀
日
本
の
歴
史
学
』
(吉
川
弘
文
館
､
二
〇
〇
三

年
)0

(7)



(5
)
佐
々
木
澗
之
介

｢思
想
の
言
葉
｣
(『
思
想
』
六
六
三
号
､

一
九
七
九

年
)
､
同

｢『
社
会
史
』
と
社
会
史
に
つ
い
て
｣
(『
歴
史
学
研
究
』
五
二
〇

号
'

一
九
八
三
年
)｡

(6
)
ち
な
み
に
､
朝
尾
直
弘
は
､

一
九
六
五
年
に
近
世
を
独
自
の
社
会
構
成

体

(中
世

･
近
代
に
従
属
す
る
も
の
で
は
な
く
)
と
し
て
見
直
す
必
要
が

あ
る
と
し
て
､
｢
日
本
近
世
史
の
自
立
｣
を
唱
え
て
い
る

(『
日
本
史
研

究
』
八
二
号
､

一
九
六
五
年
)｡

(7
)
黒
田
俊
雄

｢中
世
の
国
家
と
天
皇
｣
(『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
6

中
世

二
』
岩
波
書
店
､

一
九
六
三
年
)｡

(8
)
永
原
慶
二

『
日
本
の
中
世
社
会
』
(岩
波
書
店
､

一
九
六
八
年
)
｡

(9
)
佐
々
木
澗
之
介

『
幕
末
社
会
論
』
(塙
書
房
､

一
九
六
九
年
)
｡

(
10
)
戸
田
芳
実

『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
(岩
波
書
店
､

一
九
六
七

年
)
､
阿
部
猛

『
日
本
荘
園
成
立
史
の
研
究
』
(雄
山
聞
､

一
九
六
〇
年
)
､

河
音
能
平

『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
(東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
七

一

年
)
､
工
藤
敬

一
『
九
州
庄
園
の
研
究
』
(塙
書
房
､

一
九
六
九
年
)
｡
と

く
に
戸
田
は
マ
ル
ク

･
ブ
ロ
ッ
ク
の

『
封
建
社
会
』
か
ら
農
村
社
会
史
論

の
方
法
的
な
枠
組
み
を
学
び
､
展
開
し
て
い
る
｡

(11
)
阿
部
猛

『
中
世
日
本
社
会
史
の
研
究
』
(大
原
新
生
社
､

一
九
八
〇
年
)
､

同

『
中
世
社
会
史

へ
の
道
標
』
(同
成
社
､
二
〇
一
一
年
)
､
戸
田
芳
実

『
初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
(東
京
大
学
出
版
会
､
一
九
九

一
年
)
な
ど
｡

(12
)
当
時
の
時
代
区
分
論
に
つ
い
て
は
､
遠
山
茂
樹

･
永
原
慶
二

｢時
代
区

分
論
｣
(『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
22
』
(別
巻
1
､
岩
波
書
店
､

一
九
六
三

年
)
に
詳
し
い
｡

(
13
)
中
村
吉
治

『
体
系
日
本
史
叢
書
8

社
会
史
1
･
2
』
(山
川
出
版
社
､

1
九
六
五
年
)
'
同

『
日
本
社
会
史
』
(山
川
出
版
社
､

1
九
七
〇
年
).

(14
)
津
登
佳
人

『
社
会
史
の
法
則
』
(風
媒
社
､

一
九
六
九
年
)0

(15
)
宮
島
肇

『
近
代
思
想
の
社
会
史
』
(法
律
文
化
社
､

一
九
六
五
年
)
'
同

『
戦
後
思
想
の
社
会
史
』
(法
律
文
化
社
､

一
九
六
八
年
)
な
ど
｡

(16
)
尾
藤
正
英

『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』
(青
木
書
店
､

一
九
六

一
年
)｡

(17
)
遠
山
茂
樹

『
戦
後
の
歴
史
学
と
歴
史
意
識
』
(岩
波
書
店
､

一
九
六
八

年
)｡
同
書
に
対
し
て
は
､
立
命
館
大
学
の
講
師
で
あ
っ
た
松
浦
玲
の
書

評
が
あ
る

(『
世
界
』
二
七
七
号
､

一
九
六
八
年
)｡

(18
)
青
島
敏
雄

『
土
地
に
刻
ま
れ
た
歴
史
』
(岩
波
書
店
､

一
九
六
七
年
)0

(19
)
児
玉
幸
多

･
大
石
慎
三
郎

『
近
世
農
政
史
料
集
』
1
･
2

(吉
川
弘
文

館
'

1
九
六
八
年
).

(
20
)
稲
村
隆

一
『
日
本
農
村
社
会
史
』
(
日
本
農
村
社
会
史
刊
行
会
'

一
九
六
九
年
)
｡

(21
)
森
岡
清
美

『真
宗
教
団
と

｢家
｣
制
度
』
(創
文
社
､

一
九
六
二
年
)

㈱

(22
)
吉
田
久

一
『
日
本
社
会
事
業
の
歴
史
』
(勤
草
書
房
'

一
九
六
〇
年
)
～

同

『
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』
(吉
川
弘
文
館
､

一
九
六
四
年
)
｡

(2
)
相
葉
伸

『
不
受
不
施
的
思
想
の
史
的
展
開
』
(講
談
社
､

1
九
六

1
年
)
.

同
書
は
宗
教
社
会
学
の
側
面
も
強
く
'
｢不
受
型
信
仰
の
実
践
形
態
-
僧

俗
規
範
の
社
会
史
的
形
成
-
｣､
｢宗
論
の
社
会
史
的
基
盤
｣
等
の
章
立
て

も
み
ら
れ
る
｡

(24
)
高
木
豊

『
日
蓮
と
そ
の
門
弟
』
(弘
文
堂
､

一
九
六
五
年
)｡

(25
)
南
和
男

『
江
戸
の
社
会
構
造
』
(塙
書
房
'

一
九
六
九
年
)0

(26
)
工
藤
恭
吉

『
幕
末
の
社
会
史
』
(紀
伊
国
屋
書
店
､

一
九
六
五
年
)
｡
同

書

｢書
名
は
紀
伊
国
屋
書
店
出
版
部
の
意
響
｣
と
い
う
が
､
｢歴
史
上
に

お
け
る
あ
る
政
治
家
の
役
割
に
注
目
し
こ
れ
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
場
合
､

彼
の
性
格
や
才
幹
の
も
つ
重
要
さ
を
知
る
と
同
時
に
､
彼
を
支
え
て
い
る



社
会
経
済
的
な
構
造
1
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
多
数
の
人
間
の
意
志
の
交
錯
の

な
か
で
作
り
出
さ
れ
､

一
個
の
人
間
の
窓
意
で
は
改
変
で
き
な
い
内
容
を

も
っ
て
い
る
-
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
ど
う
方
向
づ
け
る
べ

き
か

(後
略
)
｣
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
お
り
､
や
は
り
社

会
史
の
方
法
論
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

(27
)
伊
東
多
三
郎

｢近
世
に
お
け
る
政
治
権
力
と
宗
教
的
権
威
｣
(『
国
民
生

活
史

研
究
』
第
4
､
吉
川
弘
文
館
､

一
九
六
〇
年
)
0

(28
)
五
十
嵐
富
夫

『
縁
切
寺
の
研
究
』
(西
毛
新
聞
社
'

一
九
六
七
年
)
0

(29
)
阿
部
善
雄

『
駈
入
り
農
民
史
』
(至
文
堂
､

一
九
六
五
年
)0

(30
)
秀
村
選
三

｢幕
末
期
薩
摩
藩
に
お
け
る
ア
ジ
-
ル
の
痕
跡
｣
(『
経
済
学

研
究
』
三
〇
-
一
､
一
九
六
四
年
､
の
ち

『
幕
末
期
薩
摩
藩
の
農
業
と
社

会
』
創
文
社
､
二
〇
〇
四
年
所
収
)0

(
31
)
拙
稿

｢平
泉
澄
と
網
野
善
彦
｣
(阿
部
猛

･
田
村
貞
雄
編

『
明
治
期
日

本
の
光
と
影
』
同
成
社
'
二
〇
〇
八
年
)｡

(
32
)
有
賀
喜
左
衛
門

『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集

第
七

社
会
史
の
諸
問

題
』
(未
来
社
､

一
九
六
九
年
)
｡
と
く
に
第
五
部

｢村
落
史
と
地
方
文
化

の
意
味
｣
で
は
､
村
落
史
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
｡

(33
)
和
歌
森
太
郎

『
歴
史
と
民
俗
と
』
(人
物
往
来
社
､

一
九
六
七
年
)｡

(34
)
こ
の
時
期
の
社
会
学
の
側
か
ら
の
社
会
史
研
究
と
し
て
は
､
見
田
宗
介

『
近
代
日
本
の
心
情
の
歴
史
』
(講
談
社
､

一
九
六
七
年
)
な
ど
が
発
表

さ
れ
た
｡

(35
)
『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
23
』
別
巻
2

(岩
波
書
店
､

一
九
六
四
年
)
所

収
｡

(3
)
色
川
大
吉

『
明
治
精
神
史
』
(黄
河
書
房
､

1
九
六
四
年
)o

(3
)
鹿
野
政
直

『
資
本
主
義
形
成
期
の
秩
序
意
識
』
(筑
摩
書
房
､

1
九
六

九
年
)
｡

(38
)
安
丸
良
夫

｢日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
｣
(『
日
本
史
研
究
』
七
八

･

七
九
号
'

一
九
六
五
年
､
の
ち

『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
青
木
書

店
'

一
九
七
四
年
所
収
)0

(39
)
平
尾
道
雄

『
近
世
社
会
史
考
』
(高
知
市
立
市
民
図
書
館
'

一
九
六
二

年
)
｡

(40
)今
井
隆
助

『
猿
島
の
郷
土
史
』
(
一
九
六
五
年
)｡

(41)
『
三
朝
町
誌

正
』
(三
朝
町
'

一
九
六
五
年
)
､
三
三
三
～
三
七
八
貢
｡

(42
)
萩
原
進

『
群
馬
県
遊
民
史
』
(上
毛
新
聞
社
'

一
九
六
七
年
)
｡
｢第

一

章

社
会
史
的
に
見
た
や
く
ざ
と
武
士
の
発
生
｣
な
ど
｡

(
43
)
近
代
史
文
庫
編

(代
表

篠
崎
勝
)
『
愛
媛
資
本
主
義
社
会
史

第

一

巻
』
近
代
史
文
庫
､

一
九
六
八
年
)
'
三
二
頁
｡

(
3
)
洞
富
雄

『
庶
民
家
族
の
歴
史
像
』
(校
倉
書
房
､

1
九
六
六
年
)
､

㈱

二
六
四
頁
｡

(45
)

一
九
六
〇
年
代
の
幕
末
か
ら
明
治
を
対
象
と
し
た

｢社
会
史
｣
研
究
に

関
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
､
『
明
治
維
新
史
研
究
講
座
』
別
巻

(平
凡
社
'

一
九
六
九
年
)
の
な
か
に

一
覧
が
見
え
る
｡
こ
れ
は
狭
義
の

｢社
会
史
｣

で
あ
り
､
本
稿
で
扱
っ
た
社
会
史
は
よ
り
広
義
の
も
の
で
あ
る
｡




