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二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
す
ぐ
、日
本
古
代
史
研
究
を
牽
引
す
る
大
津
透
氏
は
、「
全

体
的
な
議
論
が
乏
し
い
」
と
指
摘
し
、
日
本
古
代
史
研
究
が
個
別
分
散
的
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
ま
し
た（

（
（

。
以
下
本
稿
で
示
す
通
り
、
そ
の
後
も
刮

目
す
べ
き
研
究
は
数
多
く
公
表
さ
れ
ま
し
た
が
、「
全
体
的
な
議
論
」、
特
に
古
代

国
家
を
大
上
段
に
論
じ
る
研
究
は
、
さ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
点
で
、

大
津
氏
の
指
摘
は
的
を
射
た
も
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
二
〇
一
九
年
に
開
か
れ
た
歴
史
科
学
協
議
会
第
五
三
回
大
会
の
第
二

日
目
に
お
い
て
、「
国
家
と
個
人
・
地
域
の
歴
史
的
諸
相
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、

日
本
古
代
史
研
究
者
で
あ
る
関
根
淳
氏
が
「
日
本
古
代
国
家
論
の
研
究
潮
流
」
と

題
し
た
報
告
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
報
告
を
も
と
に
、『
歴
史
評
論
』
八
四
二
号
に

同
じ
タ
イ
ト
ル
で
、
関
根
氏
は
論
考
を
発
表
し
て
お
り
ま
す
（
以
下
、
関
根
ａ
論

文
（（

（
（

。
関
根
氏
は
、
戦
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
古
代
国
家
論
の
研
究
動
向
を
紹

介
し
、
そ
の
問
題
点
や
、
今
後
の
研
究
の
指
針
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
さ
ら
に
関
根
氏
は
、「
中
世
移
行
期
の
国
家
論
」
と
題
す
る
論
考
を
発
表
し

ま
し
た
（
以
下
、
関
根
ｂ
論
文
（（

（
（

。
そ
れ
ま
で
、
古
代
政
治
史
研
究
者
と
し
て
一
定

の
評
価
を
得
て
い
た
関
根
氏
で
し
た
が
、
古
代
国
家
論
に
つ
い
て
研
究
を
広
げ
て

き
た
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
私
も
日
本
古
代
史
の
研
究
者
と
し
て
、
国
家
論
に
少

な
か
ら
ず
興
味
を
持
ち
、
後
述
す
る
よ
う
に
拙
い
論
考
を
発
表
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
関
根
氏
の
最
新
の
研
究
に
は
注
目
し
て
お
り
ま
す（

（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
関
根
氏
の
研
究
動
向
の
紹
介
に
つ
い
て
、
多
く
の
部

分
で
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
特
に
古
代
・
中
世
移
行
期
に
お
け
る
国
家
論
研

究
の
評
価
は
、
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
、
関
根
氏
の

研
究
に
触
発
さ
れ
た
本
稿
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
古
代
・
中
世
移
行
期
に
お
け

る
国
家
論
の
研
究
史
を
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

二

　

関
根
氏
は
ａ
論
文
に
お
い
て
、
古
代
・
中
世
移
行
期
の
国
家
論
を
論
じ
る
に
際

し
て
、
大
津
透
氏
の
後
期
律
令
国
家
論（

（
（

と
、
吉
川
真
司
氏
の
初
期
権
門
体
制
論（

（
（

を

取
り
上
げ
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
学
説
を
両
氏
が
提
唱
す
る
以
前
に
主
流
で
あ
っ
た
、

王
朝
国
家
体
制
論
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
学
説
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と

は
、
確
か
に
必
要
な
こ
と
で
す
し
、
関
根
氏
の
研
究
史
整
理
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
関
根
氏
は
、
後
期
律
令
国
家
論
と
初
期
権
門
体
制
論
が
発
表
さ

日
本
古
代
・
中
世
移
行
期
に
お
け
る
国
家
研
究
の
現
状

有　
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れ
て
以
後
、「
こ
れ
ら
の
議
論
が
発
展
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」「
中
世
移
行
期

の
国
家
論
に
つ
い
て
も
、
議
論
は
立
ち
消
え
と
な
っ
て
い
る
」（
三
七
頁
（
と
述
べ
、

そ
の
後
の
研
究
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
ま
せ
ん（

（
（

。
果
た
し
て
、
そ
の
後
の
研
究
は

存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
、
触
れ
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
で

し
ょ
う
か
。
な
る
ほ
ど
２
つ
の
学
説
に
対
し
、
積
極
的
か
つ
明
確
に
賛
同
を
表
明

し
て
い
る
研
究
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、

批
判
的
な
意
見
を
述
べ
る
研
究
者
は
、
少
な
か
ら
ず
存
在
し
ま
す
。
特
に
後
期
律

令
国
家
論
へ
の
批
判
は
、
傾
聴
に
値
す
る
も
の
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
以
下
、
大

津
氏
が
明
確
に
後
期
律
令
国
家
論
を
打
ち
出
し
た
一
九
九
〇
年
代
ま
で
戻
り
、
研

究
史
を
概
観
し
て
み
ま
し
ょ
う（

（
（

。

　

ま
ず
、
著
名
な
も
の
と
し
て
、
中
込
律
子
氏
の
論
文
が
後
期
律
令
国
家
論
批
判

と
し
て
重
要
で
す（

（
（

。
中
込
氏
は
、
大
津
氏
の
研
究
を
「
狭
義
の
国
家
財
政
論
」
で

あ
る
こ
と
を
喝
破
し
、
言
わ
ば
太
政
官
財
政
以
外
の
部
分
の
財
政
論
の
必
要
性
を

説
き
ま
す（

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
大
津
氏
は
、
二
〇
〇
六
年
に
「
中
世
的
な
分
散
的
・
家

産
制
的
財
政
構
造
を
遡
っ
て
考
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
批
判
か
も

し
れ
な
い
が
、
し
か
し
中
世
の
国
家
財
政
な
る
も
の
は
、
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い

の
で
ど
う
考
え
る
べ
き
か
が
そ
も
そ
も
の
問
題
で
あ
り
、「
広
義
の
」
で
よ
い
の
か

も
議
論
の
対
象
だ
ろ
う
」（
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
（
と
述
べ
て
い
る（
（（
（

の
も
注
目
す
べ

き
で
し
ょ
う（
（1
（

。

　

そ
の
後
の
研
究
の
な
か
で
、
佐
藤
全
敏
氏
の
研
究
は
と
り
わ
け
重
要
で
す
。
佐

藤
氏
は
、一
九
九
九
年
の
日
本
史
研
究
会
の
大
会
報
告
の
コ
メ
ン
ト（
（1
（

に
お
い
て
、「
律

令
制
」
と
い
う
概
念
を
根
本
か
ら
洗
い
直
し
、
定
義
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
ま
す
。

そ
の
定
義
を
も
と
に
、
十
世
紀
後
半
の
国
家
の
あ
り
方
を
、「
律
令
制
」
と
は
異
な

る
国
家
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
後
期
律
令
国
家
論
を
根
底
的
に
批
判
し
ま
す
。
ま

た
こ
の
大
会
報
告
の
議
論
上
、
王
朝
国
家
体
制
論
や
初
期
権
門
政
治
論
に
関
す
る

違
和
感
も
表
明
さ
れ
ま
し
た
（
五
九
～
六
〇
頁
（。
佐
藤
氏
の
論
文
は
、
古
代
・
中

世
移
行
期
の
国
家
論
を
検
討
す
る
う
え
で
、最
も
重
要
な
論
文
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

な
お
後
期
律
令
国
家
論
に
対
す
る
直
接
的
な
批
判
で
は
な
い
に
し
ろ
、
佐
藤
氏

は
、
そ
の
四
年
後
に
日
本
史
研
究
会
の
大
会
報
告
を
担
当
し
、
天
皇
に
貢
納
さ
れ

る
贄
や
、
天
皇
の
食
事
の
変
化
か
ら
、
九
・
十
世
紀
の
交
を
大
き
な
画
期
と
し
ま
し

た（
（1
（

。
ま
た
、
近
年
も
歴
史
学
研
究
会
の
大
会
報
告
を
担
当
し
、
蔵
人
所
を
中
心
と

し
た
実
証
を
も
と
に
、
古
代
・
中
世
移
行
期
の
国
家
に
つ
い
て
も
重
要
な
発
言
を

さ
れ
て
い
ま
す（
（1
（

。

　

少
し
先
を
急
い
で
し
ま
い
ま
し
た
。
後
期
律
令
国
家
論
に
対
し
て
明
確
な
批
判

を
す
る
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
、
古
代
・
中
世
移
行
期
の
国
家
に
つ
い
て
重
要
な

研
究
を
公
表
す
る
研
究
者
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
佐
藤
泰
弘
氏

の
研
究
を
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
大
津
氏
が
後
期
律
令
国
家
論
を
提
唱
し
た
論
文

を
発
表
し
た
『
日
本
史
研
究
』
三
三
九
号
に
、
佐
藤
泰
弘
氏
は
論
考
を
発
表
し
て

い
ま
し
た
が（

（1
（

、
そ
の
論
文
も
含
め
、
二
〇
〇
一
年
に
大
著
『
日
本
中
世
の
黎
明
』

を
上
梓
し
ま
す（
（1
（

。
こ
の
著
書
も
、
古
代
・
中
世
移
行
期
の
国
家
論
を
考
え
る
う
え
で
、

必
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
著
書
だ
と
思
い
ま
す
。
簡
単
に
は
ま
と
め
き
れ
な
い
も
の

で
す
が
、
佐
藤
氏
も
大
津
氏
や
吉
川
氏
と
同
様
、
十
世
紀
前
半
を
画
期
と
し
な
い

も
の
の
、
中
央
政
府
に
お
け
る
政
策
か
ら
そ
の
変
化
を
論
じ
る
大
津
氏
と
は
異
な

り
、
あ
る
い
は
、（
二
〇
〇
一
年
の
段
階
で
は
（
地
方
支
配
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ほ



有
富
純
也　

日
本
古
代
・
中
世
移
行
期
に
お
け
る
国
家
研
究
の
現
状

八
五

と
ん
ど
論
及
し
て
い
な
か
っ
た
吉
川
氏
と
も
異
な
り
、
主
に
収
取
制
度
と
輸
納
制

度
の
再
編
過
程
を
検
討
し
た
佐
藤
氏
の
研
究
は
、
受
領
の
主
体
性
を
よ
り
重
視
す

る
点
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
佐
藤
氏
は
、
大
津
・
吉
川
両
氏
と
は
異
な
る
、

独
自
の
国
家
像
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
佐
藤
氏

は
十
世
紀
末
期
以
降
を
中
世
と
考
え
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
吉
川
氏
の

見
解
に
近
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
お
贅
言
で
す
が
、
当
該
書
の
序
論
「
移
行

期
と
し
て
の
平
安
時
代
」
の
研
究
史
整
理
は
き
わ
め
て
秀
逸
で
、
戦
後
歴
史
学
の

平
安
時
代
史
研
究
が
総
括
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。

　

二
〇
〇
二
年
、吉
川
氏
は
自
説
を
補
強
す
べ
く
、「
平
安
京
」（
吉
川
ａ
論
文
（、「
院

宮
王
臣
家
」（
吉
川
ｂ
論
文
（
を
発
表
し
ま
す（
（1
（

。
特
に
ｂ
論
文
で
吉
川
氏
は
、
そ
れ

ま
で
通
説
と
異
な
り
、
院
宮
王
臣
家
が
荘
園
（
勅
旨
田
・
賜
田
・
諸
司
田
（
を
多

く
集
積
し
て
お
り
、
こ
れ
が
彼
ら
の
有
力
な
財
源
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て

い
ま
す
。ま
た
、九
世
紀
に
お
け
る
院
宮
王
臣
家
と
富
豪
層
と
の
結
合
が
九
世
紀
末
・

十
世
紀
初
の
国
制
改
革
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
た
と
す
る
旧
来
の
見
解
に
対
し
て
、

異
を
唱
え
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
総
じ
て
氏
は
、「「
天
皇
・
太
政
官
―
国
郡

司
―
公
民
」
と
い
う
構
造
を
も
つ
律
令
体
制
は
、「
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
―
富
豪
層

―
〈
非
公
民
〉」
と
い
う
関
係
に
置
換
さ
れ
て
い
っ
た
」（
ａ
論
文
、
九
四
頁
（
と

述
べ
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
期
が
単
純
な
構
造
で
は
な
い
こ
と
を
吉
川
氏
は
熟
知

し
て
お
り
、
続
け
て
「
し
か
し
、
院
宮
王
臣
家
は
封
戸
と
い
う
莫
大
な
収
入
を
手

放
さ
ず
、「
院
宮
王
臣
家
―
国
司
」
と
い
う
関
係
も
い
ぜ
ん
重
要
で
あ
っ
た
」（
ａ

論
文
、
九
四
頁
（
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

二
〇
〇
六
年
に
な
り
、
大
津
透
氏
が
古
代
・
中
世
移
行
期
の
国
家
論
に
つ
い
て

の
研
究
史
整
理
を
発
表
し
ま
す（
（1
（

。
先
述
し
た
中
込
氏
ら
へ
の
反
批
判
も
含
め
て
、

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
後
学
に
と
っ
て
き
わ
め

て
有
難
い
論
考
と
言
え
ま
す
。
ま
ず
王
朝
国
家
体
制
論
に
つ
い
て
、
大
津
氏
は
、

坂
本
氏
の
研
究
に
一
定
の
留
保
を
付
け
つ
つ
も
「
体
系
的
な
国
家
論
を
提
唱
し
た

意
義
は
大
き
い
」（
一
〇
三
頁
（
と
述
べ
て
お
り
、
坂
本
氏
の
研
究
に
親
和
的
で
あ

る
こ
と
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
私
な
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
王
朝
国
家
体
制
論
と
後

期
律
令
国
家
論
と
は
画
期
と
す
る
時
期
は
違
え
ど
も
、
そ
の
前
後
の
国
家
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
意
見
が
異
な
っ
て
は
い
な
い
、
と
読
み
取
れ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す（
11
（

。
そ
の
一
方
で
大
津
氏
は
、吉
川
氏
の
初
期
権
門
体
制
論
に
つ
い
て
「
権

力
の
分
散
化
が
進
む
初
期
封
建
国
家
」
と
と
ら
え
、「
受
領
の
支
配
と
中
央
政
府
の

委
任
と
い
う
王
朝
国
家
論
の
本
質
的
論
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
よ
り
集
権
的
性
格
を

考
え
る
べ
き
で
あ
る
」（
一
一
一
頁
（
と
述
べ
、
自
説
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

手
前
味
噌
で
恐
縮
で
す
が
、
私
も
二
〇
〇
九
年
に
小
著
『
日
本
古
代
国
家
と
支

配
理
念
』
を
上
梓
し
ま
し
た（
1（
（

。
そ
こ
で
は
古
代
・
中
世
移
行
期
の
国
家
に
つ
い
て
、

大
き
く
二
つ
の
論
点
を
提
示
し
た
つ
も
り
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
十
世
紀
前
半
に

変
化
す
る
制
度
や
あ
り
方
が
あ
る
一
方
で
、
十
世
紀
半
ば
に
変
化
す
る
制
度
や
あ

り
方
も
あ
り
、
一
概
に
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
十
世
紀
半
ば
以
降
の
国
家
は
、
平

常
時
の
朝
廷
は
地
方
政
治
を
受
領
に
委
任
し
て
い
る
が
、
疫
病
な
ど
危
機
的
な
状

況
に
お
ち
い
る
と
、
朝
廷
が
か
つ
て
の
律
令
国
家
の
あ
り
方
を
思
い
起
こ
し
て
対

応
策
を
取
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
で
す
。
前
者
は
至
極
当
然
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
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画
期
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
つ
研
究
者
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
敢
え

て
こ
こ
で
も
触
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
上
島
享
氏
の
大
著
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王

権
』
も
、
中
世
成
立
期
の
国
家
論
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
取
り
上
げ
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う（
11
（

。
日
本
中
世
の
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
「
全
体
史
」
を
、こ
こ
で
論
評
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
す
。
そ
こ
で
、

古
代
・
中
世
移
行
期
に
つ
い
て
の
み
に
目
を
向
け
る
と
、
十
世
紀
後
半
以
降
を
中

世
成
立
の
画
期
と
認
め
る
吉
川
説
に
近
い
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
中
世
王
権
の

創
出
と
中
世
宗
教
秩
序
の
形
成
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
点
が
注
目

さ
れ
ま
す
。
上
島
氏
の
著
書
が
学
界
に
全
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
特
に
、
厳
し
い
批
判
も
佐
藤
泰
弘
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
ま
す（
11
（

。
こ
の

こ
と
は
、
平
安
時
代
史
研
究
の
議
論
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

　

関
根
氏
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
王
朝
国
家
体
制
論
か
ら
の
研
究
が

無
か
っ
た
よ
う
に
も
読
め
ま
す
が
、
近
年
に
お
け
る
、
下
向
井
龍
彦
氏
の
精
力
的

な
反
論
も
、
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う（

11
（

。
下
向
井
氏
は
、
新
出
史
料
で
あ

る
『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』
を
利
用
し
て
、
斎
院
禊
祭
料
の
調
達
の
あ
り
方
を

再
検
討
す
る
こ
と
で
大
津
説
を
批
判
し
、
九
・
一
〇
世
紀
の
交
が
画
期
で
あ
る
と
い

う
こ
れ
ま
で
の
王
朝
国
家
体
制
論
の
見
解
を
堅
持
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
近
年
下

向
井
氏
は
、
財
政
構
造
改
革
の
画
期
＝
一
〇
世
紀
後
半
か
九
世
紀
末
～
一
〇
世
紀

初
頭
か
、
と
い
う
議
論
に
決
着
が
つ
い
た
と
し
、
い
わ
ば
「
勝
利
宣
言
」
を
し
て

い
る
こ
と
は
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
と
思
い
ま
す（
11
（

。
な
お
下
向
井
氏
は
、
財
政

改
革
に
関
し
て
の
み
「
決
着
」
が
着
い
た
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

全
体
的
に
は
、
王
朝
国
家
体
制
論
の
重
要
な
前
提
で
あ
る
、
体
制
転
換
が
十
世
紀

初
頭
の
「
国
制
改
革
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
す
る
見
解
を
批
判
し
た
吉
川
ｂ
論

文
に
応
答
し
な
け
れ
ば
、「
決
着
」
に
は
至
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

三

　

こ
こ
ま
で
、
後
期
律
令
国
家
論
と
初
期
権
門
体
制
論
が
発
表
さ
れ
て
以
後
の
、

古
代
・
中
世
移
行
期
の
国
家
史
研
究
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た（
11
（

。
あ
る
い
は
私

自
身
も
勉
強
不
足
で
、
触
れ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
触
れ
な
か
っ
た
研
究
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
独
自
の
路
線
を
邁
進
す
る
佐
々
木
宗
雄
氏
の
研
究（
11
（

を
、
ど

こ
に
位
置
付
け
れ
ば
良
い
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た（
11
（

。
ま
た
、
渡
辺
誠

氏（
11
（

、
三
谷
芳
幸
氏（
11
（

な
ど
の
研
究
も
、
国
家
史
研
究
の
な
か
に
含
め
る
べ
き
だ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
摂
関
期
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
院
政
期
研
究
が
中

心
で
あ
る
と
私
が
判
断
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
失

礼
が
あ
れ
ば
、
先
学
お
よ
び
読
者
に
お
詫
び
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
こ
ま
で
の
本
稿
を
、
平
安
時
代
研
究
に
ほ
と
ん
ど
関
わ
ら
な
い

方
が
読
ん
だ
と
き
、
八
・
九
世
紀
の
研
究
や
、
あ
る
い
は
中
世
史
以
降
の
研
究
に
比

べ
れ
ば
、
そ
の
研
究
が
少
な
い
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
で
す
が
同
時
に
了
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
大
津
・
吉
川
両
氏
の
学

説
提
示
の
あ
と
も
、
古
代
・
中
世
移
行
期
の
国
家
史
研
究
は
、
批
判
や
そ
の
応
答

も
あ
り
、
進
展
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
実
で
す
。
関
根
氏
の
「
こ

れ
ら
の
議
論
が
発
展
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」
と
い
う
言
は
、
誤
解
を
読
者
に
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与
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
お
、
院
政
期
を
中
心
と
し
て
中
世

の
国
家
史
研
究
に
つ
い
て
も
、
関
根
氏
は
ａ
・
ｂ
論
文
で
触
れ
る
必
要
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
触
れ
て
い
な
い
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

私
は
院
政
期
の
実
証
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
何
か
を
記
す
こ

と
は
控
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

関
根
氏
の
最
新
の
研
究
に
触
発
さ
れ
、
古
代
・
中
世
国
家
移
行
期
の
研
究
史
を

整
理
し
て
き
ま
し
た
。
私
自
身
、
様
々
な
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
そ

も
そ
も
、
古
代
・
中
世
国
家
移
行
期
の
研
究
史
整
理
の
よ
う
な
本
稿
を
書
く
こ
と

自
体
、
私
が
適
任
で
は
な
い
こ
と
も
自
覚
し
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
学
部
生
や

院
生
な
ど
の
若
い
研
究
者
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
、
優
れ
た
論
文
や
著
作
を
一

つ
で
も
手
に
取
っ
て
く
れ
た
な
ら
、
私
は
本
望
で
す
。

（
（
（	大
津
透
「
編
集
後
記
」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
五
、二
〇
〇
一
年
（
な
ど

参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
古
代
史
研
究
と
〝
大
き
な
物
語
〟
の
終
焉
」

（
成
蹊
大
学
文
学
部
学
会
編
『
人
文
学
の
沃
野
』
風
間
書
房
、
二
〇
一
七
年
（
で
も
触
れ

ま
し
た
。

（
（
（	関
根
淳
「
日
本
古
代
国
家
論
の
研
究
潮
流
」（『
歴
史
評
論
』
八
四
二
、二
〇
二
〇
年
（。

（
（
（	関
根
淳
「
中
世
移
行
期
の
国
家
論
」（
木
本
好
信
編
『
古
代
史
論
聚
』
岩
田
書
院
、

二
〇
二
〇
年
（。

（
（
（	関
根
ａ
論
文
に
お
け
る
、
特
に
考
古
学
研
究
の
進
展
に
関
す
る
知
見
は
、
筆
者
が
近
年

の
研
究
動
向
を
追
い
か
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
新
た
に
勉
強
を
す
る
必
要
性

を
喚
起
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

（
（
（	大
津
透
「
平
安
時
代
収
取
制
度
の
研
究
」（『
日
本
史
研
究
』
三
三
九
、一
九
九
〇
年
（。

の
ち
に
『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
（。

（
（
（	吉
川
真
司
「
天
皇
家
と
藤
原
氏
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
５　

古
代
５
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
（。
の
ち
に
「
摂
関
政
治
の
転
成
」
と
し
て
同
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』（
塙

書
房
、
一
九
九
八
年
（。

（
（
（	関
根
ｂ
論
文
で
は
、
そ
の
後
の
研
究
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
ａ
・
ｂ
論
文
は
首
尾

一
貫
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
た
だ
、
好
意
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
２
つ
の
学

説
を
超
え
た
研
究
は
存
在
し
な
い
、
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
以
下
本

文
で
記
す
通
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

（
（
（	な
お
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
研
究
史
整
理
と
し
て
、
下
向
井
龍
彦
「
平
安
時
代

史
研
究
の
新
潮
流
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
代
・
中
世
史　

研
究
と
資
料
』
一
五
、

一
九
九
七
年
（
が
あ
り
、
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
す
。

（
（
（	中
込
律
子
「
摂
関
・
院
政
期
の
国
家
財
政
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」（『
歴
史
評
論
』

五
二
五
、一
九
九
四
年
（。
の
ち
に
「
国
家
財
政
史
研
究
に
お
け
る
二
つ
の
視
角
」
と
し

て
同
『
平
安
時
代
の
税
財
政
構
造
と
受
領
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
一
三
年
（。

（
（0
（	こ
の
中
込
氏
の
研
究
に
対
し
て
は
吉
川
真
司
氏
が
賛
同
し
て
い
ま
す
。吉
川
真
司
注（
６
（

論
文
、
四
二
一
頁
参
照
。

（
（（
（	大
津
透
「
平
安
中
後
期
の
国
家
論
の
た
め
に
」（『
日
本
歴
史
』
七
〇
〇
、二
〇
〇
六
年
（。

の
ち
に
同
『
日
本
古
代
史
を
学
ぶ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
（。

（
（（
（	な
お
一
九
九
六
年
、
王
朝
国
家
体
制
論
の
主
導
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
坂
本
賞
三
氏
が

後
期
律
令
国
家
論
に
対
し
て
批
判
を
述
べ
て
い
ま
す
（「
基
準
国
図
に
つ
い
て
」『
古
代

文
化
』
四
八
─
四
、一
九
九
六
年
（。
大
津
氏
を
名
指
し
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
坂
本

氏
は
「
後
期
律
令
国
家
説
は
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
を
後
期
律
令
国
家
と
考
え
、
ど
の
よ
う

に
し
て
中
世
に
移
行
し
て
行
っ
た
の
か
、
も
っ
と
具
体
的
に
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
」（
四
八
頁
（
と
述
べ
て
い
ま
す
。
大
津
氏
は
一
九
九
三
年
の
著
書
（
注
５
書
（

で
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
坂
本
氏
の
言
は
や
や
不
審
な
の
で
す
が
、
と

も
あ
れ
、
坂
本
氏
に
よ
る
大
津
氏
の
研
究
へ
の
反
論
と
し
て
、
こ
こ
で
も
取
り
上
げ
る

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

（
（（
（	佐
藤
全
敏
「
摂
関
期
と
律
令
制
」（『
日
本
史
研
究
』
四
五
二
、二
〇
〇
〇
年
（。
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（
（（
（	佐
藤
全
敏
「
古
代
天
皇
の
食
事
と
贄
」（『
日
本
史
研
究
』
五
〇
一
、二
〇
〇
四
年
（。
の

ち
に
同
『
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
（。
な
お

佐
藤
氏
は
著
書
の
な
か
で
、「
こ
の
時
代
に
「
権
門
体
制
」
の
語
を
冠
す
る
こ
と
は
避
け

た
い
と
思
う
」
と
述
べ
（
三
九
九
頁
（、
初
期
権
門
体
制
論
に
も
賛
同
し
て
い
な
い
よ
う

に
読
み
取
れ
ま
す
。

（
（（
（	佐
藤
全
敏
「
蔵
人
所
の
成
立
と
展
開
」（『
歴
史
学
研
究
』
九
三
七
、二
〇
一
五
年
（。

（
（（
（	佐
藤
泰
弘
「
徴
税
制
度
の
再
編
」（『
日
本
史
研
究
』
三
三
九
、一
九
九
〇
年
（。

（
（（
（	佐
藤
泰
弘
『
日
本
中
世
の
黎
明
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
（。

（
（（
（	吉
川
真
司
編
『
日
本
の
時
代
史
５　

平
安
京
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
（。

（
（（
（	大
津
注
（
（（
（
論
文
。

（
（0
（	さ
ら
に
二
〇
一
五
年
、
大
津
氏
が
講
座
論
文
に
お
い
て
、「
二
つ
の
画
期
が
認
め
ら
れ
る
」

「
一
つ
は
、九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
初
頭
」「
も
う
一
つ
は
（
中
略
（
一
〇
世
紀
後
半
」

（
六
一
～
六
二
頁
（
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
史
学
史
と
し
て
も
興
味
深
い
と
考
え
ま
す
。

大
津
透
「
財
政
の
再
編
と
宮
廷
社
会
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
５　

古
代
５
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
（。
こ
の
点
、
注
（
（（
（
も
参
照
。

（
（（
（	有
富
純
也
『
日
本
古
代
国
家
と
支
配
理
念
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
（。

（
（（
（	上
島
享
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
（。

（
（（
（	佐
藤
泰
弘
「
反
転
す
る
平
安
時
代
史
」（『
古
代
文
化
』
六
五
―
一
、二
〇
一
三
年
（。
な
お
、

一
口
に
王
朝
国
家
体
制
論
に
批
判
的
な
論
者
、
つ
ま
り
十
世
紀
半
ば
を
画
期
と
す
る
論

者
と
言
っ
て
も
、
上
島
氏
、
大
津
氏
、
吉
川
氏
、
佐
藤
泰
弘
氏
で
、
微
妙
に
画
期
と
す

る
時
期
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
上
島
氏
は
、

天
慶
の
乱
を
画
期
と
し
、
大
津
・
吉
川
両
氏
は
天
暦
年
間
を
画
期
と
し
ま
す
。
さ
ら
に

下
る
の
は
佐
藤
泰
弘
氏
で
、
十
世
紀
末
期
を
画
期
と
し
て
い
ま
す
。

（
（（
（	下
向
井
龍
彦
ａ
「
摂
関
期
の
斎
院
禊
祭
料
と
王
朝
国
家
の
財
政
構
造
」（『
九
州
史
学
』

一
五
六
、二
〇
一
〇
年
（。
同
ｂ
「
王
朝
国
家
財
政
構
造
へ
の
転
換
と
斎
院
禊
祭
料
の
諸

段
階
」（『
史
人
』
七
、二
〇
一
八
年
（。
ｂ
論
文
で
下
向
井
氏
は
、「
佐
藤
全
敏
氏
の
見
解

の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
一
〇
世
紀
後
半
画
期
論
の
提
唱
者
で
あ
る
大
津
透
氏
」
の
見
解

が
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
（
四
五
頁
（。
確
か
に
大
津
氏
の
見
解
が
「
変

化
」
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
す
が
（
注
（0
参
照
（、
佐
藤
全
敏
氏
か
ら
の

影
響
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

（
（（
（	下
向
井
龍
彦
「
古
代
・
中
世
の
転
換
点
を
ど
う
見
る
か
」（『
歴
史
評
論
』

八
四
一
、二
〇
二
〇
年
（
参
照
。

（
（（
（	古
代
国
家
論
が
空
洞
化
・
空
転
し
て
い
る
と
し
て
、
古
代
史
研
究
者
が
石
母
田
正
と
エ

ン
ゲ
ル
ス
理
論
を
検
討
し
て
い
な
い
と
関
根
氏
は
批
判
し
て
い
ま
す
（
ａ
論
文
（。
こ
の

批
判
も
、
私
に
は
全
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
今
津
勝
紀
『
日

本
古
代
の
税
制
と
社
会
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
二
年
（、
溝
口
優
樹
『
日
本
古
代
の
地
域

と
社
会
統
合
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
（、
田
中
禎
昭
『
日
本
古
代
の
年
齢
集
団

と
地
域
社
会
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
（、
坂
江
渉
『
日
本
古
代
国
家
の
農
民
規

範
と
地
域
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
（
な
ど
は
、
国
家
論
に
限
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
日
本
古
代
史
の
理
論
的
研
究
の
更
新
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い

る
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。
な
お
、
注
（
（（
（
拙
著
序
章
も
、
不
充
分
な
が
ら
エ
ン
ゲ

ル
ス
理
論
の
批
判
を
し
て
い
ま
す
。

（
（（
（	佐
々
木
宗
雄
『
日
本
古
代
国
制
史
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
（、
同
『
日
本
中

世
国
制
史
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
（。

（
（（
（	関
根
氏
が
ｂ
論
文
で
触
れ
て
い
ま
す
。

（
（（
（	渡
辺
誠
「
俸
料
官
符
考
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
四
―
一
、二
〇
〇
五
年
（。

（
（0
（	三
谷
芳
幸
「
摂
関
期
の
土
地
支
配
」（
大
津
透
編
『
摂
関
期
の
国
家
と
社
会
』
山
川
出
版

社
、
二
〇
一
六
年
（。


