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「
い
っ
た
い
日
本
歴
史
の
如
何
な
る
時
代
が
古
典
的
時
代
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
西
欧
の
諸
国
民
同
様
に
容
易
に
答
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
か
く
の
如
き
意
味
に
お
い
て
統
一
的
な
古
典
意
識
の
欠
乏
は
、
我
々
が
そ
こ
に
日
本
的
性
格
の
探
求
の

一
つ
の
端
緒
を
認
め
得
る
よ
う
な
日
本
の
特
殊
性
に
属
し
て
い
る
。
併
し
ま
た
そ
の
こ
と
こ
そ
、
日
本
的
な
も
の
の
決
定
に
当
っ
て
は
従
来

の
歴
史
の
全
体
が
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
方
法
論
上
の
必
要
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

「
日
本
歴
史
の
如
何
な
る
時
代
が
古
典
的
で
あ
る
か
は
、
従
来
多
く
は
曖
昧
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
我
々
の
歴
史
に
お
け
る
古
典
的
時

代
が
決
定
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
の
伝
統
に
対
す
る
正
確
な
関
係
は
始
ま
ら
な
い
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
伝
統
は
た
だ
伝
統
で

あ
る
故
を
も
っ
て
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
或
る
も
の
は
模
範
と
し
て
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
或
る
も
の
は
寧
ろ
敵
と

し
て
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
過
去
の
一
定
の
時
代
を
古
典
的
と
し
て
発
見
す
る
も
の
は
現
在
の
創
造
的
精
神
で
あ
っ
て
、
懐
古
趣
味
の

如
き
も
の
で
は
な
い
」

　
あ
た
か
も
今
回
の
会
議

（
1
（

の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
こ
の
二
つ
の
文
章
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
三
六
年
と
三
七

近
代
日
本
に
お
け
る
「
古
典
」
概
念
の
成
立

小
田
部

胤

久

﹃
美
学
芸
術
学
研
究
﹄
36
　
東
京
大
学
美
学
芸
術
学
研
究
室
　
二
〇
一
七
年
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年
に
三
木
清
（
一
八
九
七
―
一
九
四
五
年
（
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
ー
、
す
な
わ
ち
「
日
本
的
性
格
と
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
」 

（
2
（

 

と
「
知
識
階
級

と
伝
統
の
問
題
」 

（
3
（

 

の
う
ち
に
み
ら
れ
る
。
日
本
の
歴
史
の
い
か
な
る
時
代
が
古
典
的
か
、
と
い
う
三
木
の
問
い
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

も
な
お
問
い
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
問
い
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
三
木
が
伝
統
と
創
造
と
に
つ
い
て
行
っ
た
考
察
は
今
日
で
も
そ
の
有
効
性
を
失
っ

て
は
い
な
い
。
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
問
い
が
こ
の
時
期
に
三
木
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
有
し
て
い
る
「
古

典
」
概
念
が
一
九
三
〇
年
代
に
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
を
も
示
唆
す
る
。（
ち
な
み
に
、
三
木
は
一
九
三
四
年
の
エ
ッ
セ
ー
「
古
典
復
興
の
反
省
」

に
お
い
て
、「
数
年
前
か
ら
こ
の
国
で
は
古
典
復
興
の
気
運
が
見
え
て
い
た
」 

（
4
（

 

、
と
述
べ
て
い
る
の
で
、「
古
典
」
概
念
の
確
立
は
一
九
三
〇
年

ご
ろ
と
一
応
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

　
こ
の
二
〇
年
程
、
日
本
文
学
研
究
に
お
い
て
日
本
文
学
の
カ
ノ
ン
化
の
過
程
そ
れ
自
体
が
批
判
的
に
考
察
さ
れ
て
き
た
。
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
、

鈴
木
登
美
『
創
造
さ
れ
た
古
典

―
カ
ノ
ン
形
成
・
国
民
国
家
・
日
本
文
学
』（
一
九
九
九
年
（
お
よ
び
品
田
悦
一
『
万
葉
集
の
発
明

―
国
民

国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の
古
典
』（
二
〇
〇
一
年
（
は
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
る
。
と
り
わ
け
品
田
は
、「
古
典
復
興
」
に
と
っ
て
一
八
九
〇

年
と
い
う
年
は
画
期
的
な
意
味
を
持
つ
、
と
指
摘
し
て
い
る 

（
5
（

 

。
た
し
か
に
こ
の
年
に
は
『
日
本
文
学
全
書
』
（
全
二
四
冊
、
一
八
九
〇
―
九
一

年
、
博
文
館
（、『
日
本
歌
学
全
書
』（
全
一
二
巻
、
一
八
九
〇
―
九
一
年
、
博
文
館
（
、
芳
賀
矢
一
『
国
文
学
読
本
』（
一
八
九
〇
年
、
冨
山
房
（、

落
合
直
文
・
小
中
村
義
象
『
中
等
教
育
日
本
文
典
全
』（
一
八
九
〇
年
、
博
文
館
（
な
ど
が
発
刊
さ
れ
、
そ
れ
は
今
日
の
目
か
ら
見
る
と
き
た
し

か
に
古
典
復
興
の
精
神
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
日
本
最
初
の
日
本
文
学
史
と
目
さ
れ
る
三
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎
『
日
本
文
学

史
』（
金
港
堂
（
が
著
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
年
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
書
物
を
紐
解
く
と
き
、
そ
こ
に
「
古
典
」
と
い
う
語
が
不
思
議

な
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
日
本
文
学
全
書
発
兌
の
広
告
」
で
は
、
今
日
で
あ
れ
ば
「
日
本
の
古
典
」
と
呼

ば
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
が
「
古
代
の
名
文
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
て
い
る 

（
6
（

 

。
そ
も
そ
も
品
田
が
「
古
典
復
興
」
に
つ
い
て
語
っ

た
時
、
品
田
は
一
九
三
八
年
に
行
わ
れ
た
座
談
会
「
古
典
と
現
代
」 

（
7
（

 

に
お
け
る
長
谷
川
如
是
閑
（
一
八
七
五
―
一
九
六
九
年
（
と
土
岐
善
麿
（
一

八
八
五
―
一
九
八
〇
年
（
の
次
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
い
る 

（
8
（

 

。
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土
岐
「
あ
の
頃
が
明
治
の
古
典
復
興
期
で
す
ね
」

長
谷
川
「
所
謂
、
国
粋
保
存
の
興
っ
た
時
で
す
が
、
そ
の
時
古
典
の
復
刻
を
博
文
館
が
や
っ
た
」

土
岐
は
一
八
九
〇
年
に
な
お
満
五
歳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
八
九
〇
年
に
満
一
五
歳
を
迎
え
た
早
熟
の
長
谷
川
は
、「
古
典
復
興
」
を
自
ら
経

験
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
長
谷
川
も
「
古
典
」
と
い
う
概
念
を
自
ら
の
著
作
の
表
題
に
与
え
た
の
は
一
九
三
八
年
の
エ
ッ
セ
ー
「
日
本

に
於
け
る
古
典
の
復
興
」 
（
9
（

 

が
最
初
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
土
岐
と
長
谷
川
は
三
〇
年
代
後
半
の
「
古
典
の
復
興
」
の
機
運
に
促
さ
れ
、
一
八
九
〇

年
代
の
文
芸
運
動
に
「
古
典
復
興
」
を
読
み
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
古
典
と
い
う
語
が
一
九
三
〇
年
代
に
な
っ
て

今
日
的
な
意
味
に
お
い
て
よ
う
や
く
定
着
し
た
こ
と
は
、「
旧
制
中
学
校
教
授
要
目
」
の
変
遷
か
ら
も
覗
い
知
れ
る
。
八
木
雄
一
郎
の
研
究
に
よ

れ
ば
、「
旧
制
中
学
校
教
授
要
目
」
は
一
九
〇
二
年
、
一
一
年
、
三
一
年
、
三
七
年
、
四
三
年
と
五
回
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、「
古
典
」
と
い
う
捉

え
方
は
す
で
に
三
七
年
の
「
教
授
要
目
」
に
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
教
授
内
容
が
「
古
典
ト
シ
テ
ノ
国
文
及
漢
文
」
と
し
て
明
示
さ
れ
た
の
は
四

三
年
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る 

（
10
（

 

。

　
古
典
の
カ
ノ
ン
化
の
過
程
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
に
欠
け
て
い
る
の
は
、「
古
典
」
と
い
う
概
念
の
形
成
を
カ
ノ
ン
化
の
過
程
そ
れ
自
体
に

即
し
て
と
ら
え
返
す
、
と
い
う
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
欠
を
補
う
た
め
に
、
本
稿
は
「
古
典
」
と
い
う
語
そ
れ
自
体
に
着
目
し
、
こ

の
語
が
い
か
な
る
文
脈
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題

と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
に
い
た
る
ま
で
の
主
と
し
て
思
想
的
著
作
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
古
典
」

と
い
う
語
の
用
例
の
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
資
料
は
膨
大
な
数
に
上
り
、
あ
る
種
の
取
捨
選
択
が
、
あ
る
い
は
取

捨
選
択
の
た
め
の
基
準
が
必
要
と
な
る
。

　
す
で
に
池
田
亀
鑑
（
一
八
九
六
―
一
九
五
六
年
（
が
そ
の
著
『
古
典
の
読
み
方
』（
一
九
五
二
年
（
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
古
典
」
と
い

う
語
は
近
世
に
い
た
る
ま
で
（
四
書
五
経
に
代
表
さ
れ
る
（「
中
国
古
代
の
聖
賢
の
経
典
」
を
指
し
て
い
た
が
、「
明
治
の
は
じ
め
に
至
っ
て
…
…
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ラ
テ
ン
語
の classicus 

か
ら
派
生
し
た
言
葉
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
」
る
よ
う
に
な
り
、
例
え
ば
一
八
九
二
年
の
『
英
和
辞
典
』（
島
田
豊
（

で
は
、classic 

は
「
希
臘
及
羅
馬
人
ノ
著
書
ヲ
指
ス
ト
雖
モ
、
時
ア
リ
テ
ハ
他
人
ノ
著
書
若
シ
ク
ハ
今
時
ノ
著
作
ノ
高
尚
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
指
ス
事
ア

リ
」
と
説
明
さ
れ
る 

（
11
（

 

。
か
つ
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
し
て
の
古
典
の
概
念
は
、
中
国
と
西
洋
の
著
作
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
著
作
を
も
含
む
も
の

へ
と
改
変
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
個
々
の
論
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
か
な
る
文
献
を
踏
ま
え
て
古
典
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の

か
、
そ
の
際
い
か
な
る
価
値
観
を
そ
の
語
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
歴
史
観
を
背
景
と
し
て
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
古
典
と
い
う
概
念
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
古
典
と
い
う
語
の
三
つ
の
意
味

な
い
し
次
元
を
、
す
な
わ
ち
、
記
述
的
、
様
式
的
、
お
よ
び
規
範
的
意
味
（
な
い
し
用
法
（
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
古
典
の
記

述
的
意
味
と
は
、
文
語
で
書
か
れ
た
文
章
を
口
語
体
の
文
章
と
の
対
比
に
お
い
て
古
典
と
呼
ぶ
場
合
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
古
典
的
な
も

の
を
例
え
ば
ロ
マ
ン
的
な
も
の
と
対
比
さ
せ
る
と
き
、
古
典
と
い
う
語
は
第
二
の
様
式
的
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
を
超
え

た
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
古
典
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
、
こ
の
語
は
規
範
的
意
味
を
持
つ
。
む
ろ
ん
、
三
者
は
密
接
に
連
関
し
て
お
り
、
個
々

の
用
例
の
意
味
を
画
然
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
原
則
的
に
こ
れ
ら
三
つ
の
意
味
を
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、

ま
た
必
要
で
も
あ
る
。

　
古
典
と
い
う
語
の
第
一
の
記
述
的
意
味
は
、
主
と
し
て
「
国
文
学
」
と
い
う
学
科
の
内
部
で
確
立
す
る
。
こ
の
点
の
検
討
は
実
証
的
・
文
献
学

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
古
典
と
い
う
語
の
解
釈
と
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
第
一
節
に
お
い
て
ご
く
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め

る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
様
式
的
意
味
は
、
お
雇
い
外
国
人
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
介
し
て
、
岡
倉
覚
三
（
天
心
（

に
よ
っ
て
確
立
す
る
。
主
と
し
て
美
術
史
学
の
領
域
に
お
け
る
古
典
的
と
い
う
語
の
定
着
を
検
討
す
る
こ
と
が
続
く
第
二
節
の
課
題
で
あ
る
。
第

三
の
規
範
的
意
味
は
、
同
じ
く
お
雇
い
外
国
人
で
あ
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
バ
ー
（
ケ
ー
ベ
ル
（
を
通
し
て
、
若
き
日
の
和
辻
哲
郎

に
よ
っ
て
確
立
す
る
。
第
三
節
で
は
、
と
り
わ
け
和
辻
の
哲
学
的
・
美
術
史
的
エ
ッ
セ
ー
『
古
寺
巡
礼
』（
一
九
一
九
年
（
に
み
ら
れ
る
「
古
典
」
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と
い
う
語
の
用
法
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
の
語
の
規
範
的
な
用
法
が
い
か
な
る
思
想
的
背
景
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に

し
た
い
。一

　
記
述
的
用
法

　
一
八
七
七
年
に
創
設
さ
れ
た
東
京
大
学
は
当
初
西
洋
の
学
術
を
重
視
し
て
い
た
が
、
一
八
八
一
年
に
加
藤
弘
之
（
一
八
三
六
―
一
九
一
六
年
（

が
初
代
綜
理
と
な
る
と
、
日
本
・
東
洋
の
学
術
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
加
藤
自
身
の
発
議
に
よ
り
翌
一
八
八
二
年
に
は
「
古
典
講
習
科
」

が
設
置
さ
れ
た
。「
古
典
」
と
い
う
語
が
大
学
制
度
の
う
ち
に
導
入
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
古
典
」
と
い
う
語
が
広
く

用
い
ら
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
書
課
（
甲
部
（
の
「
開
業
演
説
案
」（
一
八
八
二
年
九

月
講
演
（ 

（
12
（

 

を
執
筆
し
た
の
は
国
学
者
の
小
中
村
清
矩
（
一
八
二
二
―
九
五
年
（
で
あ
る
が
、
小
中
村
は
「
古
典
講
習
科
」
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、

一
度
だ
け
「
朝
廷
の
古
典
」 

（
13
（

 

と
い
う
語
を
用
い
る
も
の
の
、
そ
の
ほ
か
は
「
旧
典
」
「
古
伝
説
」
「
古
書
」「
国
典
」
「
古
事
典
故
」 

（
14
（

 

と
い
っ
た

語
を
用
い
て
い
る
。
翌
一
八
八
三
年
に
漢
書
課
（
乙
部
（
が
開
か
れ
た
が
、
同
年
四
月
に
行
わ
れ
た
中
村
正
直
（
敬
宇
（
に
よ
る
「
古
典
講
習
乙

部
開
業
演
説
」
で
は
、「
古
典
講
習
科
」
と
い
う
名
称
を
除
き
、「
古
典
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い 

（
15
（

 

。

　
そ
れ
で
は
、「
古
典
」
と
い
う
語
が
国
文
学
の
領
域
に
お
い
て
一
般
化
す
る
の
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
指
標
と
し
て
、
藤
岡
作
太
郎
（
一

八
七
〇
―
一
九
一
〇
年
（
の
『
国
文
学
史
講
話
』（
一
九
〇
八
年
（
を
取
り
上
げ
た
い
。
藤
岡
は
、
東
京
大
学
教
授
の
芳
賀
矢
一
（
一
八
六
七
―

一
九
二
七
年
（
が
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
際
に
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
一
九
〇
〇
年
に
東
京
大
学
助
教
授
に
就
任
し
日
本
文
学
史
を
講
義
し
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
る
が
、
芳
賀
の
『
国
文
学
史
十
講
』（
一
八
九
九
年
（
と
藤
岡
の
『
国
文
学
史
講
話
』
と
を
比
べ
る
と
、
「
古
典
」
と
い
う
概
念
に
関

し
て
明
ら
か
な
相
違
が
目
に
付
く
。
芳
賀
は
一
八
八
一
年
か
ら
八
二
年
頃
の
学
問
状
況
に
関
し
て
、
「
古
典
科
の
置
か
れ
た
の
も
こ
の
時
代
『
フ
ェ

ノ
ロ
サ
』
氏
が
日
本
美
術
の
価
値
を
唱
え
た
の
も
こ
の
時
代
で
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
が 
（
16
（

 
、「
古
典
」
と
い
う
語
を
自
ら
の
語
彙
と
し
て
用
い
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て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
藤
岡
の
『
国
文
学
史
講
話
』
で
は
、
重
要
な
と
こ
ろ
に
「
古
典
」
さ
ら
に
は
「
古
典
の
学
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
。

例
え
ば
、「
契
沖
の
嗜
好
は
仏
教
の
経
典
よ
り
も
寧
ろ
古
典
の
学
〔
具
体
的
に
は
、
仮
名
の
研
究
〕
に
傾
け
り
」 

（
17
（

 

、
「〔
上
田
秋
成
は
〕
そ
の
晩

年
に
至
り
て
は
主
と
し
て
古
典
の
研
究
に
心
を
静
め
、
…
…
真
淵
に
私
淑
し
て
…
…
」 

（
18
（

 

、
「
井
上
毅
が
文
部
大
臣
の
椅
子
に
あ
り
て
国
語
教
育

を
奨
励
せ
し
頃
よ
り
、
わ
が
国
古
典
の
研
究
俄
然
と
し
て
起
り
、
西
洋
崇
拝
の
思
想
は
何
時
し
か
国
粋
保
存
主
義
に
圧
倒
せ
ら
る
る
に
至
り
ぬ
」 

（
19
（

 

、

「
時
運
の
争
う
べ
か
ら
ざ
る
や
、
出
ず
る
と
し
て
出
ず
る
書
籍
は
、
日
本
文
学
全
書
を
初
と
し
て
古
典
に
関
す
る
も
の
極
め
て
多
く
、
ひ
と
り
奈

良
平
安
文
学
の
宝
庫
が
開
け
た
る
の
み
な
ら
ず
、
近
世
文
学
も
ま
た
研
究
そ
の
緒
に
就
け
り
」 

（
20
（

 

、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
「
古
学
」
な
い
し
「
国

学
」
と
い
う
伝
統
的
な
言
葉
に
代
わ
る
形
で
、「
古
典
」
な
い
し
「
古
典
の
学
」
と
い
う
表
現
が
提
起
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
藤
岡

は
岡
倉
覚
三
が
一
八
九
〇
年
か
ら
九
二
年
に
か
け
て
東
京
美
術
学
校
に
お
い
て
行
っ
た
美
術
史
の
講
義
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
に
お
い
て
触
れ
る
（

を
九
四
年
に
筆
写
し
て
お
り
、
近
代
的
美
術
史
の
方
法
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、「
古
学
」
な
い
し
「
国
学
」
を
近
代
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
古
典
の
学
」
の
内
実
は
何
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

東
京
大
学
教
授
と
し
て
国
語
学
を
講
じ
た
保
科
孝
一
（
一
八
七
二
―
一
九
五
五
年
（
の
『
国
語
学
精
義
』
（
一
九
一
〇
年
（
が
参
考
に
な
ろ
う
。

保
科
は
同
書
第
一
編
第
二
章
「
国
語
学
と
古
典
学
と
の
関
係
」
に
お
い
て
、「
言
語
学
的
」
研
究
と
「
古
典
学
的
」
研
究
と
を
次
の
よ
う
に
区
別

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
学
に
お
い
て
は
「
言
語
の
成
立
及
び
起
源
、
そ
の
史
的
発
展
」
が
課
題
と
な
る
が
、
文
献
学
に
お
い
て
は
「
国
民

思
想
に
属
す
る
研
究
」
が
主
た
る
目
的
と
な
る 

（
21
（

 

。
し
た
が
っ
て
、
「
我
邦
の
古
典
学
は
古
代
に
お
け
る
人
文
の
発
達
を
闡
明
す
る
に
止
ま
ら
ず

し
て
、
猶
一
歩
進
ん
で
、
国
体
の
精
華
を
発
揮
せ
ん
こ
と
を
一
大
理
想
と
す
る
」 

（
22
（

 

。
そ
し
て
、
保
科
は
自
ら
の
主
張
の
典
拠
と
し
て
、
イ
ン
ド

学
に
お
い
て
多
大
の
貢
献
を
な
し
た
テ
ー
オ
ド
ー
ア
・
ベ
ン
フ
ァ
イ
（
一
八
〇
九
―
八
一
年
（
の
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
言
語
学
な
ら
び
に
東
方
文

献
学
の
歴
史
』（
一
八
六
九
年
（
を
自
由
な
仕
方
で
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
保
科
が
「
古
典
学
」
と
訳
し
て
い
る
の
は Philologie 

な
い
し 

klassische Philologie 

で
あ
る 

（
23
（

 

。
保
科
は
国
語
学
者
と
し
て
国
語
の
古
典
学
的
研
究
か
ら
距
離
を
置
く
が
、
彼
の
こ
の
論
述
は
当
時
の
古
典

学
の
内
実
を
照
ら
し
出
す
も
の
と
い
え
る
。
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以
上
の
簡
単
な
考
察
か
ら
、
国
文
学
の
領
野
に
お
い
て
「
古
典
学
」
と
は
、
伝
統
的
な
「
古
学
」
な
い
し
「
国
学
」
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
「
古

典
文
献
学
」
に
よ
っ
て
近
代
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
古
典
学
」
の
考
察
対
象
が
「
古
典
」
で
あ
っ
た
、
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る 

（
24
（

 

。

二
　
様
式
的
用
法

　
第
二
の
様
式
的
な
い
し
様
式
史
的
用
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
に
依
拠
し
つ
つ
芸
術
史
の
三
段
階
を
「
象
徴
的
、
古
典
的
、
浪
曼
的
」
と
発
展

史
的
に
と
ら
え
た
岡
倉
覚
三
（
天
心
（（
一
八
六
三
―
一
九
一
三
年
（
に
よ
っ
て
確
立
す
る 

（
25
（

 

。
岡
倉
の
議
論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

も
、
彼
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
一
八
五
三
―
一
九
〇
八
年
（
と
比
較
し
つ
つ
、
岡
倉
の
様
式
（
史
（
的
用
法
の

成
立
過
程
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
岡
倉
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
多
く
の
講
演
の
通
訳
を
務
め
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
立
場
を
熟
知
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
は
古
典
的
な
も
の
を
尊
重
す
る
と
い
っ
た
態
度
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
最
初
の
日
本
滞
在
（
一
八
七
八
―
九
〇
年
（
の
最

中
に
行
わ
れ
た
講
演
「
西
洋
及
日
本
ノ
美
術
」
で
は
、「
斯
ク
古
ヲ
慕
ウ
ノ
弊
ノ
及
ブ
所
ハ
終
ニ
今
日
現
出
セ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
新
シ
キ
大
家
ヲ
殺

ス
」 

（
26
（

 

、
と
語
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
東
京
美
術
学
校
に
お
け
る
「
美
学
」
講
義
（
一
八
九
〇
年
（

―
こ
れ
は
岡
倉
に
よ
る
翻
訳
を
通
し
て
知

ら
れ
て
い
る

―
に
お
い
て
も
、「
美
術
は
固
よ
り
自
由
な
る
も
の
な
れ
ば
、
一
派
の
主
旨
の
弊
習
に
限
ら
れ
て
は
傑
作
は
出
ざ
る
も
の
と
す
」 

（
27
（

 

、

と
い
っ
た
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
こ
の
よ
う
に
宗
派
が
固
定
し
て
し
ま
う
こ
と
の
弊
害
を
指
摘
し
つ
つ
、
「
創
意
の
新
機

軸
」 

（
28
（

 

の
必
要
性
を
説
く
。
た
だ
し
そ
れ
は
伝
統
の
否
定
で
は
な
い
。
「
古
法
」
す
な
わ
ち
「
過
去
の
美
術
」
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ
を
「
習
い
」
な
が
ら
、「
新
意
を
出
し
、
之
れ
を
し
て
進
歩
せ
し
む
可
き
」
で
あ
る 

（
29
（

 

、
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
主
張
す
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
演

お
よ
び
講
義
の
翻
訳
に
「
古
典
」
な
い
し
「
古
典
主
義
」
と
い
う
語
は
み
ら
れ
ず
、
ま
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
原
稿
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
フ
ェ

ノ
ロ
サ
自
身
が classic 

と
い
う
語
を
用
い
た
か
否
か
確
か
め
る
す
べ
も
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
古
典
主
義
的
な
立
場
か
ら
程
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遠
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
一
八
九
六
年
に
再
来
日
し
、
一
八
九
八
年
に
東
京
高
等
師
範
学
校
で
文
学
論
の
講
義
を
行
う
。
講
義
の
性
格
上
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ

の
講
演
内
容
が
広
く
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
講
義
は
「
古
典
的
」
な
も
の
を
め
ぐ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
立

場
を
如
実
に
示
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
（
か
つ
、
英
語
の
草
稿
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
た
め
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
自
身
の
言
葉
遣
い
を
確
か
め
る
こ

と
も
で
き
る
（。

　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、「
西
洋
の
文
学
と
理
論
は
不
幸
に
も
過
去
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
古
代
の
古
典
文
学
（ancient classic Literatures

（、
と
り
わ

け
ギ
リ
シ
ア
の
そ
れ
の
範
例
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
ま
た
部
分
的
に
そ
の
も
と
に
隷
属
し
て
き
た
」
と
古
典
主
義
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
同
時

に
、「
古
典
的
模
範
か
ら
の
最
近
の
反
動
、
し
ば
し
ば
ロ
マ
ン
主
義
（R

om
anticism

（
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
い
て
す
ら
、
そ
れ
が
反
逆
で
あ
る

と
い
う
否
定
的
（
消
極
的
（
性
質
の
た
め
に
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
狭
く
限
定
さ
れ
、
そ
の
先
行
者
〔
す
な
わ
ち
古
典
主
義
〕
へ
の
一
種
の
従
属
の

う
ち
に
と
ど
め
置
か
れ
て
い
る
」 

（
30
（

 

、
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
古
典
主
義
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
返
す
刀
で
、
古
典
主
義
に

反
逆
す
る
ロ
マ
ン
主
義
を
も
、
そ
の
反
逆
と
い
う
性
格
の
も
た
ら
す
限
界
の
ゆ
え
に
、
批
判
す
る
。
「
最
近
の
西
洋
の
文
学
は
、
そ
れ
が
古
典
的

な
も
の
（the classic

（
に
抗
議
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
混
沌
と
し
て
い
る
」
。
す
な
わ
ち
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
に
よ
る
古
典
的
文
学
へ
の

抗
議
そ
れ
自
体
は
正
当
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
お
「
抽
象
的
主
観
性
（abstract subjectivity

（
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
点
で
不
十
分
で
あ
る
。「
わ

れ
わ
れ
は
、
客
観
性
と
主
観
性
が
一
つ
と
な
る
状
態
に
ま
で
、
よ
り
深
く
迫
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
真
の
綜
合
的
な
意
味
に
お

け
る
論
理
学
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
芸
術
の
論
理
の
ま
さ
に
秘
密
は
、
そ
れ
が
調
和
的
結
合
を
も
っ
て
自
立
し
て
い
る
点
に
あ
る
」 

（
31
（

 

。
そ
し
て
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ
れ
ば
、
真
の
意
味
に
お
け
る
「
調
和
」
と
は
「
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
の
区
別
を
超
え
る
存
在
の
段
階
」
に
到
達
す

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
に
お
け
る
論
理
学
（Logic, in the H

egelian sense

（」
の
立
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
国
の

「
易
」
の
立
場
で
も
あ
る 

（
32
（

 

。

　
し
ば
し
ば
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
美
学
に
関
す
る
限
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
理
論
（
そ
こ
に
は
、
岡
倉
に
お
い
て
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重
要
な
意
味
を
占
め
る
〈
象
徴
的
―
古
典
的
―
ロ
マ
ン
的
〉
と
い
う
発
展
史
的
図
式
も
含
ま
れ
る
（
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
影
響
を
与
え
た
と
は
い
え

な
い
。
ド
イ
ツ
語
を
読
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
英
訳
に
頼
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
』
の
「
序
論
」
が
ボ

ウ
ザ
ン
キ
ッ
ト
（
一
八
四
八
―
一
九
二
三
年
（
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
の
は
一
八
八
六
年
の
こ
と
で
あ
り 

（
33
（

 

、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
（
少
な
く
と
も

最
初
の
日
本
滞
在
時
当
初
は
（
そ
れ
を
参
照
し
え
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
一
八
九
六
年
に
再
来
日
し
た
際
に
、
ウ
ォ
レ
ス
に
よ
る
『
ヘ
ー
ゲ

ル
の
論
理
学
』（
一
八
七
三
年
（（
い
わ
ゆ
る
『
小
論
理
学
』
の
翻
訳
書
（
を
研
究
し
て
い
た
こ
と
が
既
に
知
ら
れ
て
い
る
が 

（
34
（

 

、
フ
ェ
ノ
ロ
サ

が
も
っ
ぱ
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
先
の
一
八
九
八
年
の
文
学
論
講
義
に
お
い
て
「
芸
術
の
論
理
」
に
言
及
し
て

い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ウ
ォ
レ
ス
の
英
訳
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
『
小
論
理
学
』
（
第
二
四
節
補
遺
（
の
次
の
一
節
を
引
用

し
よ
う
。「
論
理
の
原
理
は
思
考
規
定
な
い
し
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
体
系
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
は
通
常
の

意
味
に
お
け
る
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
の
対
立
は
消
え
去
る
」 

（
35
（

 

。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
思

想
を
自
ら
の
芸
術
理
論
に
適
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
理
論
そ
れ
自
体
を
参
照
し
た
の
で
は
な
い
。

　
な
お
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
一
九
〇
六
年
に Epoches of C

hinese and Japanese A
rt 

の
執
筆
に
専
念
し
、
そ
れ
は
著
者
の
歿
後
の
一
九
一
二
年
に

公
刊
さ
れ
た
（
一
九
二
一
年
に
有
賀
長
雄
に
よ
っ
て
『
東
亜
美
術
史
綱
』
と
し
て
邦
訳
が
刊
行
（
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
何
度
か
「
ロ

マ
ン
的
」
と
い
う
語
を
肯
定
的
な
意
味
に
お
い
て
用
い
て
お
り
、
岡
倉
の
用
語
法
を
予
想
さ
せ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
合
い
で
そ
れ
を
「
象

徴
的
」
お
よ
び
「
古
典
的
」
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
立
場
は
次
に
検
討
す
る
岡
倉
の
そ
れ
と
根
本
的
に
異

な
る
。

　
一
八
九
〇
年
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
す
る
と
、
岡
倉
は
東
京
美
術
学
校
に
お
い
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
を
引
き
継
ぎ
、
一
八
九
〇

年
か
ら
九
二
年
に
か
け
て
日
本
美
術
史
と
泰
西
美
術
史
の
講
義
を
行
っ
た
。
そ
の
際
岡
倉
は
、
リ
ュ
プ
ケ
の
『
美
術
史
概
要
』
（
英
訳
一
八
八
八

年
（ 

（
36
（

 

、
な
ら
び
に
（
先
に
も
触
れ
た
（
ボ
ウ
ザ
ン
キ
ッ
ト
『
ヘ
ー
ゲ
ル
芸
術
哲
学
入
門
』（
一
八
八
六
年
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
講
義
』
序
論
英

訳
を
含
む
（ 

（
37
（

 

を
参
照
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
美
術
の
展
開
を
も
西
洋
の
美
術
の
展
開
を
も
三
つ
の
段
階
（
古
代
・
中
世
・
近
世
（
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に
分
け
る
体
系
法
の
う
ち
に
リ
ュ
プ
ケ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
残
さ
れ
た
講
義
ノ
ー
ト
を
見
る
限
り
、
岡
倉

が
「
古
典
的
」「
ロ
マ
ン
的
」
と
い
う
術
語
を
用
い
た
形
跡
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
岡
倉
が
英
語
で
著
し
た
一
連
の
書
物
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
図
式
が
全
面
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
東
洋
の
理
想
』

（
一
九
〇
三
年
（
に
お
い
て
岡
倉
は
、「
芸
術
の
過
去
の
発
展
段
階
を
区
別
す
る
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
が
好
ん
で
用
い
る
三
つ
の
用
語
は
、

お
そ
ら
く
正
確
さ
に
欠
け
て
は
い
る
が
、
不
可
避
な
真
理
を
有
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
生
活
と
進
歩
の
基
本
法
則
は
単
に
芸
術
史
全
体
の
根

底
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
個
々
の
芸
術
家
や
そ
の
流
派
の
出
現
と
成
長
の
根
底
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
」 

（
38
（

 

、
と
述
べ
て
〈
象
徴
的
―
古
典
的
―

ロ
マ
ン
的
〉
と
い
う
三
段
階
説
を
提
起
す
る
。「
象
徴
的
」
段
階
で
は
「
物
質
、
な
い
し
物
質
的
形
式
の
法
則
が
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の

を
支
配
」
し
、
東
ア
ジ
ア
で
は
唐
代
以
前
、
奈
良
時
代
以
前
の
芸
術
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
次
の
「
古
典
的
」
段
階
で
は
「
美
が
精
神
と
物
質
の

合
一
と
し
て
求
め
ら
れ
（beauty is sought as the union of spirit and m

atter

（」、
東
ア
ジ
ア
で
は
唐
代
、
奈
良
時
代
の
芸
術
が
こ
の
段
階
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
の
「
ロ
マ
ン
的
段
階
」
で
は
「
精
神
が
物
質
を
克
服
」
す
る
。
東
ア
ジ
ア
で
は
宋
代
、
室
町
時
代
以
後
の
芸
術
が
こ
れ
に

相
当
す
る
。
岡
倉
に
よ
れ
ば
、「
日
本
の
芸
術
は
、
足
利
の
巨
匠
の
日
々
〔
室
町
時
代
〕
以
来
一
貫
し
て
、
豊
臣
と
徳
川
時
代
に
わ
ず
か
の
堕
落

を
被
っ
た
に
せ
よ
、
東
洋
的
ロ
マ
ン
的
理
想
（the O

riental R
om

antistic ideal

（
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
芸
術
に
お
け
る
最
高
の
努
力
と
し
て
の

精
神
の
表
現
に
対
し
て
全
く
忠
実
で
あ
る
」 

（
39
（

 

。
岡
倉
は
基
本
的
に
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
り
、
儒
教
的
共
同
主
義
（com

m
unism

（
に
対
し
て
は

老
荘
的
個
人
主
義
の
立
場
を
標
榜
す
る 

（
40
（

 

。

　
同
じ
く
英
語
で
公
表
さ
れ
た
『
茶
の
本
』（
一
九
〇
六
年
（
で
は
、〈
古
典
的
―
ロ
マ
ン
的
―
自
然
主
義
的
〉
と
い
う
新
た
な
図
式
が
提
起
さ
れ

る
が
、
古
典
的
段
階
と
ロ
マ
ン
的
段
階
の
時
代
区
分
は
従
来
と
変
わ
ら
ず
、
自
然
主
義
的
段
階
は
そ
こ
か
ら
の
堕
落
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

の
で
、「
古
典
的
な
も
の
」
お
よ
び
「
ロ
マ
ン
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
岡
倉
の
基
本
的
な
考
え
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う 

（
41
（

 

。

　
一
九
一
〇
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
岡
倉
は
東
京
大
学
に
お
い
て
「
泰
東
巧
芸
史
」
と
い
う
講
義
を
担
当
し
た
。
こ
の
講
義
に
は
岡
倉
自

身
多
く
の
メ
モ
が
残
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
聴
講
学
生
の
筆
記
録
に
基
づ
く
講
義
録
も
編
纂
さ
れ
公
刊
さ
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
次
節
で
検
討
す
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る
和
辻
哲
郎
も
学
生
と
し
て
こ
の
講
義
を
聴
講
し
た
（。
こ
の
講
義
で
岡
倉
は
、
先
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
図
式
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
的
見
解

を
述
べ
て
い
る
。「
芸
術
史
に
限
ら
ず
、
時
代
に
区
画
す
る
は
凡
て
人
の
胴
を
中
途
に
切
断
す
る
が
如
き
も
の
に
し
て
、
生
血
滴
り
て
旨
く
清
く

ス
パ
リ
と
は
切
れ
ず
。
…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
の
三
区
画
の
如
く
象
徴
的
、
古
典
的
、
浪
曼
的
と
云
う
よ
う
に
画
す
る
は
、
世
界
が
そ
れ
迄
に
竭
き
て
る

よ
う
に
て
よ
く
な
し
。
凡
て
芸
術
に
於
て
は
何
れ
の
傾
向
も
同
時
代
的
に
並
存
し
居
る
も
の
な
り
」 

（
42
（

 

。
岡
倉
自
身
の
メ
モ
に
お
い
て
も
、「
従

来
分
類
の
病
／
一
例
　
㋑
シ
ン
ホ
リ
ク
　
ク
ラ
シ
ッ
ク
　
ロ
ー
マ
ン
」 

（
43
（

 

、
と
記
さ
れ
て
お
り
、
岡
倉
は
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
三
分
法
に
満
足

し
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
彼
は
美
術
を
、「
泰
東
　
三
大
期
　
古
代
　
中
世
　
近
代
／
漢
式
　
唐
　
宋
式
」
と
区
分
し
、
ま
た
三
者
の
う
ち
で
「
宋

代
の
芸
文
」
を
最
も
高
く
評
価
し
て
お
り 

（
44
（

 

、
こ
の
点
で
岡
倉
の
立
場
は
一
八
九
〇
年
の
日
本
美
術
史
講
義
以
来
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
岡
倉
の
批
判
は
時
代
を
三
つ
に
区
分
す
る
発
展
図
式
そ
れ
自
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
う
し
た
時
代
区
分
を
通
し
て
個
々

の
時
代
が
他
の
時
代
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
個
々
の
時
代
に
お
け
る
様
式
の
重
層
性
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
向
け
ら
れ

て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
岡
倉
が
ヘ
ー
ゲ
ル
的
図
式
を
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
美
術
の
展
開
に
適
用
す
る
の
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
と
お

り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
オ
リ
エ
ン
ト
の
美
術
を
「
象
徴
的
芸
術
形
式
」
と
規
定
し
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
ギ
リ
シ
ア
以
前
に
位
置
づ
け
た
。
こ
の
点
で
は

リ
ュ
プ
ケ
の
美
術
史
の
構
想
も
同
様
で
あ
る
。「
東
洋
の
広
大
な
領
野
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
見
出
し
た
文
明
の
形
態
は
、
主
と
し
て
巨
大
な
河

川
の
流
れ
に
影
響
さ
れ
て
、
そ
の
忍
耐
強
い
不
動
性
と
不
変
性
と
の
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
に
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
足
を

一
歩
踏
み
入
れ
る
や
、
わ
れ
わ
れ
は
活
動
性
と
生
き
生
き
し
た
歴
史
的
生
命
に
満
ち
た
世
界
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
わ
れ

わ
れ
は
た
だ
ち
に
家
郷
に
い
る
か
の
よ
う
な
感
情
を
得
る
」 

（
45
（

 

。
つ
ま
り
、
狭
義
に
お
け
る
「
美
術
史
」
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
」
と
い
う
〈
家
〉

に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
、
と
リ
ュ
プ
ケ
は
考
え
る
。
こ
う
し
た
オ
リ
エ
ン
ト
観
に
対
し
て
岡
倉
が
対
置
す
る
の
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
も
ま
た
西
洋

に
匹
敵
す
る
古
典
的
段
階
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
（
と
り
わ
け
東
京
美
術
学
校
に
お
け
る
「
日
本
美
術
史
」
講
義
お
よ
び
東
京
大
学
に
お

け
る
「
泰
東
巧
芸
史
」
講
義
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
（
ロ
マ
ン
的
段
階
に
関
し
て
は
オ
リ
エ
ン
ト
が
西
洋
に
対
し
て
先
行
な
い
し
優
越
す
ら
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し
て
い
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る 

（
46
（

 

。
東
ア
ジ
ア
の
美
術
に
「
古
典
的
」
段
階
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
ロ
マ
ン
的
」
段
階
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
岡
倉
の
主
張
は
、
美
術
の
「
古
典
」
な
ら
び
に
美
術
の
歴
史
を
西
洋
の
専
有
物
と
み
な
す
ヘ
ー
ゲ
ル
的
立
場
へ
の
批
判
に
ほ
か
な

ら
な
い
。三

　
規
範
的
用
法

　
最
後
に
「
古
典
」
と
い
う
語
の
規
範
的
用
法
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
。

　
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
「
古
典
」
の
規
範
的
価
値
が
確
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
お
そ
ら
く
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー

バ
ー
（
日
本
で
は
通
常
ケ
ー
ベ
ル
と
表
記
さ
れ
る
（（
一
八
四
八
―
一
九
二
三
年
（
以
上
に
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ

ア
系
ド
イ
ツ
人
の
ケ
ー
バ
ー
は
モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
で
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
（
一
八
四
〇
―
九
三
年
（
と
ニ
コ
ラ
イ
・
ル
ビ
ン
ス
テ

イ
ン
（
一
八
三
五
―
八
一
年
（
に
学
ん
だ
が
、
そ
の
後
哲
学
に
転
じ
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
お
い
て
ル
ー
ド
ル
フ
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
オ
イ
ケ
ン
（
一

八
四
六
―
一
九
二
六
年
（
に
師
事
し
た
後
、
エ
ー
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
（
一
八
四
二
―
一
九
〇
六
年
（
の
勧
め
で
一
八
九
三
年

に
来
日
し
、
一
九
一
四
年
ま
で
東
京
大
学
で
哲
学
・
美
学
を
、
東
京
音
楽
学
校
で
は
ピ
ア
ノ
を
教
え
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け

て
日
本
の
多
く
の
知
識
人
・
文
化
人
に
よ
っ
て
「
ケ
ー
ベ
ル
先
生
」
と
し
て
慕
わ
れ
た
。

　
ケ
ー
バ
ー
が
東
京
大
学
の
講
義
に
お
い
て
強
調
し
た
の
は
、
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
五
年
（
の
回
顧
に
も
あ
る
よ
う
に
、
西
欧
の

古
典
の
知
識
の
重
要
性
で
あ
り
、
彼
は
「
古
典
語
を
知
ら
ず
し
て
西
洋
哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
考
の
軽
佻
な
る
こ
と
」
を
力
説
し
て
い
た 

（
47
（

 

。

ま
た
、
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
―
一
九
六
〇
年
（
も
、「
先
生
は
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
時
代
の
伝
統
を
豊
か
に
体
現
し
て
い
ら
れ
た
と
い
っ
て

よ
い
が
、
し
か
し
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
言
う
と
、
先
生
の
生
の
芸
術
の
根
柢
は
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
」 

（
48
（

 

、
と
述
懐

し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
、
あ
る
い
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
精
神
を
体
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
そ
れ
自
体
が
芸
術
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
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の
が
和
辻
に
よ
る
ケ
ー
バ
ー
評
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ケ
ー
バ
ー
自
身
は
「
古
典
」
に
つ
い
て
い
か
な
る
見
解
を
有
し
て
い
た
の
か
。
ケ
ー
バ
ー
は
極
め
て
寡
作
で
あ
り
、
彼
の
「
古
典
」

に
関
す
る
議
論
を
彼
が
東
京
大
学
に
お
い
て
行
っ
た
哲
学
・
哲
学
史
・
美
学
講
義
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い 

（
49
（

 

。
だ
が
、
彼
が
東
京
大

学
定
年
後
に
岩
波
書
店
発
行
の
『
思
想
』
に
寄
稿
し
た
も
ろ
も
ろ
の
エ
ッ
セ
ー
に
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
東
京
大
学
在
職
中
に
学
生
達
と
語
り
合
っ

た
で
あ
ろ
う
見
解
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
（
そ
れ
ら
は
の
ち
に
『
小
品
集
』『
続
小
品
集
』
『
続
々
小
品
集
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
、
ド
イ
ツ
語
版

も
ま
た
日
本
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
た
（。
ケ
ー
バ
ー
は
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
、
ホ
フ
マ
ン
、
ア
イ
ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
な
ど
を
愛
す
る
ロ
マ
ン
主
義
者
で

あ
る
が
、
エ
ッ
セ
ー
「
浪
曼
主
義
と
は
何
ぞ
や
」 

（
50
（

 

で
は
、
「
浪
曼
的
な
る
も
の
」
を
概
念
的
に
一
般
化
し
つ
つ
、
そ
の
特
質
を
「
『
無
限
』
の
観

念
と
い
う
『
危
険
な
贈
物
（
ダ
ー
ナ
エ
ア
ゲ
シ
ェ
ン
ク
（』
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
」
の
う
ち
に
求
め
る 

（
51
（

 

。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
き
、

「
浪
曼
的
な
る
も
の
」
と
は
あ
る
特
定
の
時
代
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
動
物
と
区
別
さ
れ
る
限
り
で
の
人
間
の
本
質
に
根
差
す
も
の
と
み
な

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ケ
ー
バ
ー
は
、「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
、
並
に
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
人
々
は
…
…
浪
曼
主
義
者
で
あ
る
」 

（
52
（

 

、

と
ま
で
主
張
す
る
。
そ
れ
で
は
、「
古
典
的
な
る
も
の
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
一
見
浪
曼
的
な
る
も
の
の
反
対
」
に
見
え
る
が
、
実
際
は
「
典

型
的
な
る
も
の
（das M

ustergiltige [sic]

（」
を
意
味
し
、
従
っ
て
、「
浪
曼
的
な
る
も
の
も
亦
同
時
に
典
型
的
（
ク
ラ
シ
ッ
シ
ュ
（
で
あ
り
得
る
」 

（
53
（

 

。

こ
の
よ
う
に
「
浪
曼
的
な
る
も
の
」
と
「
古
典
的
な
る
も
の
」
と
の
綜
合
を
図
る
ケ
ー
バ
ー
の
用
語
法
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
様
式
史
的
観
点
と

規
範
性
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ケ
ー
バ
ー
自
身
は
日
本
に
長
年
住
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
文
化
に
対
し
て
全
く
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
ケ
ー

バ
ー
の
規
範
的
な
古
典
観
は
同
時
代
の
美
学
的
な
い
し
哲
学
的
日
本
文
化
論
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
点
を
以
下
で
は
、『
古
寺

巡
礼
』（
一
九
一
九
年
（
に
代
表
さ
れ
る
若
き
和
辻
哲
郎
の
思
想
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
学
生
時
代
の
和
辻
は
一
九
一
〇
年
に
岡
倉
覚
三

の
「
泰
東
巧
芸
史
」
の
講
義
を
も
受
講
し
て
お
り
、
ま
た
、『
古
寺
巡
礼
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
な
お
日
本
語
訳
の
公
刊
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の Epochs of C

hinese and Japanese A
rt 

（1912

（ 

を
も
参
照
し
て
い
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
家
の
言
説
が
和
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辻
の
う
ち
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。

　
『
古
寺
巡
礼
』
は
、
一
九
一
七
年
に
奈
良
に
出
か
け
た
旅
行
記
と
い
う
体
裁
を
と
り
つ
つ
、
奈
良
に
日
本
の
都
が
置
か
れ
て
い
た
七
世
紀
か
ら

八
世
紀
に
か
け
て
の
日
本
の
美
術
を
め
ぐ
っ
て
和
辻
自
身
が
自
由
な
考
察
を
展
開
し
た
書
物
で
あ
る
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
和
辻
は
七
世
紀
か
ら

八
世
紀
に
か
け
て
の
日
本
の
美
術
を
「
古
典
的
」
と
称
揚
す
る
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
に
、
初
唐
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
こ
の
時
代
の
美
術
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
教
美
術
を
介
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
美
術
と
結
び
つ
い

て
い
る
。
和
辻
は
例
え
ば
薬
師
寺
の
聖
観
音
を
例
に
と
り
つ
つ
、「
聖
観
音
の
古
典
的
な
力
」
は
、
そ
れ
が
「
父
印
度
母
希
臘
の
間
か
ら
生
ま
れ

た
新
し
い
子
供
」
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
、
と
主
張
す
る 

（
54
（

 

。
こ
こ
に
は
古
典
的
な
も
の
に
関
す
る
様
式
史
的
観
点
が
見
て
取
れ
る
が
、
そ

れ
は
同
じ
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
、
東
方
で
は
仏
教
美
術
を
、
西
方
で
は
キ
リ
ス
ト
教
美
術
を
生
み
出
し
た
、
と
い
う
世
界
的
視
野
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
。

　
と
同
時
に
、
第
二
に
、
和
辻
は
こ
の
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
美
術
に
あ
る
種
の
規
範
性
を
与
え
る
。
法
隆
寺
金
堂
壁
画
を
「
東
洋
絵

画
の
絶
頂
」 

（
55
（

 

と
み
な
す
和
辻
は
、「
こ
の
放
胆
な
大
ま
か
さ
の
う
ち
に
は
古
典
的
な
力
強
さ
が
溢
れ
る
ほ
ど
に
充
ち
亘
っ
て
い
る
」 

（
56
（

 

、
と
そ

れ
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
絵
の
古
典
性
を
理
解
し
え
な
か
っ
た
そ
の
後
の
人
々
に
よ
っ
て
、
「
線
描
は
遊
戯
に
堕
し
た
」
、
と
非
難
す
る
。

「
今
は
こ
の
古
典
的
な
力
強
い
芸
術
が
わ
れ
わ
れ
の
芸
術
の
正
当
な
祖
先
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
〔
阿
弥
陀
如
来
の
〕『
手
』
の
精
神

に
よ
っ
て
線
画
の
う
ち
に
も
新
し
い
道
が
切
り
開
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
の
手
に
、
殊
に
あ
の
左
手
に
、
ふ
る
い
つ
き
た
い
よ
う
な
愛
着

を
感
ず
る
心
は
、
同
時
に
現
代
の
日
本
画
を
非
難
す
る
心
で
あ
る
」 
（
57
（

 
。

　
和
辻
が
日
本
文
化
の
古
典
を
見
出
す
の
は
、
一
般
に
「
日
本
的
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
う
ち
に
で
は
な
い
。
平
安
中
期
以
後
の
（
す
な
わ
ち
中

国
か
ら
の
影
響
を
脱
し
日
本
が
日
本
的
な
文
化
を
生
み
出
し
た
時
代
の
（
い
わ
ゆ
る
国
風
文
化
も
、
あ
る
い
は
世
界
へ
の
扉
を
閉
ざ
し
た
い
わ
ゆ

る
鎖
国
時
代
の
町
人
文
化
（
そ
れ
は
北
斎
を
生
み
出
し
た
（
も
、
和
辻
に
と
っ
て
は
古
典
の
名
に
値
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
日
本
が
中
国
・

朝
鮮
の
多
大
な
影
響
下
に
あ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
に
端
を
発
す
る
「
世
界
的
潮
流
」 

（
58
（

 

の
う
ち
に
国
際
都
市
と
し
て
栄
え
て
い
た
時
代
の
芸
術
こ
そ
、
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和
辻
に
と
っ
て
、
古
典
的
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
。
こ
う
し
た
彼
の
古
典
観
は
、
近
代
日
本
の
文
化
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
多
様
な
仕
方
で
相

互
に
混
じ
り
あ
う
「
世
界
的
潮
流
」
の
う
ち
に
再
び
位
置
づ
け
る
こ
と
で
活
性
化
し
よ
う
と
す
る
和
辻
の
同
時
代
的
関
心
に
基
づ
く
。
こ
の
よ
う

に
、
和
辻
に
お
い
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
古
典
の
理
念
は
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
日
本
の
古
代
美
術
を
介
し
て
、
近
代
日

本
の
文
化
を
世
界
に
匹
敵
す
る
も
の
に
高
め
よ
う
と
す
る
現
代
的
課
題
と
一
つ
の
も
の
と
な
る
。

　
こ
こ
で
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
三
木
清
の
文
章
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
和
辻
が
一
九
一
〇
年
代
末
に
語
っ
た
事
柄
と
、
三
木
が
三
〇
年
代
半

ば
に
語
っ
た
事
柄
の
間
に
は
、
な
お
か
な
り
の
懸
隔
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
と
り
わ
け
三
〇
代
半
ば
に
お
け
る
「
日
本
的
な
る
も
の
」
を
め

ぐ
る
議
論
の
興
隆
が
、
三
木
の
議
論
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
い
か
な
る
時
代
を
古
典
的
と
み
な
す
か
に
関
し
て
、

和
辻
と
三
木
の
間
に
一
致
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
と
は
い
え
、
和
辻
の
議
論
は
あ
る
基
本
的
な
点
に
お
い
て
三
木
の
議
論
の
前
提
を
な
し
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
和
辻
の
議
論
は
、「
過
去
の
一
定
の
時
代
を
古
典
的
と
し
て
発
見
す
る
も
の
は
現
在
の
創
造
的
精
神
で
あ
〔
る
〕」（
三
木
清
（

こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
和
辻
な
い
し
三
木
の
洞
察
は
、
今
日
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
妥
当
す
る
も
の

で
あ
る
。註

（
1
（ 

本
稿
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
古
典
財
団
（K

lassik Stiftung W
eim

ar

（
が
二
〇
一
八
年
三
月
二
二
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
主
催
し
た
会
議

「
東
ア
ジ
ア
諸
文
化
に
お
け
る
古
典
的
な
も
の
の
概
念
」
に
お
け
る
講
演
の
た
め
の
日
本
語
草
稿
で
あ
る
。
な
お
、
日
本
語
の
引
用
に
関

し
て
は
、
旧
仮
名
旧
漢
字
は
新
仮
名
新
漢
字
に
改
め
る
。

（
2
（ 

『
三
木
清
全
集
』（
岩
波
書
店
、
全
二
〇
巻
、
一
九
六
六
―
八
六
年
（、
第
一
三
巻
二
四
四
―
二
四
五
頁
。

（
3
（ 

同
上
、
第
一
三
巻
三
三
七
―
三
三
九
頁
。
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（
4
（ 

同
上
、
第
一
九
巻
六
四
〇
頁
。

（
5
（ 
品
田
悦
一
『
万
葉
集
の
発
明
―
―
国
民
国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の
古
典
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
一
年
（、
六
〇
―
七
二
頁
。

（
6
（ 
高
槻
純
之
助
『
商
業
作
文
』（
博
文
堂
、
一
八
九
一
年
（、
六
五
頁
所
収
。

（
7
（ 「『
古
典
と
現
代
』
座
談
会
」、『
短
歌
研
究
』（
八
―
一
、
一
九
三
九
年
一
月
（
所
収
。

（
8
（ 

品
田
悦
一
、
前
掲
書
、
五
七
頁
。

（
9
（ 『
文
学
』（
一
九
三
八
年
一
〇
月
号
（
特
輯
「
古
典
の
現
代
的
意
義
」
所
収
。

（
10
（ 

八
木
雄
一
郎
「
国
語
科
教
育
史
に
お
け
る
『
古
典
』
概
念
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
―
国
民
科
国
語
に
お
け
る
『
古
典
ト
シ
テ

ノ
国
文
』
か
ら
の
遡
及
」、『
筑
波
大
学
人
間
総
合
科
学
研
究
科
教
育
先
行
学
校
教
育
学
研
究
紀
要
』（
第
三
号
、
二
〇
一
〇
年
（
、
一
〇
二

頁
。

（
11
（ 

池
田
亀
鑑
『
古
典
学
入
門
』（
底
本
は
『
古
典
の
読
み
方
』、
岩
波
文
庫
版
、
一
九
九
一
年
（
、
一
七
、
二
一
頁
。

（
12
（ 

こ
れ
は
小
中
村
清
矩
著
『
陽
春
盧
雑
考
』
八
巻
（
吉
川
半
七
、
一
八
九
八
年
（
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
13
（ 

同
上
、
五
頁
。

（
14
（ 

そ
れ
ぞ
れ
、
同
上
、
一
頁
、
二
頁
、
三
頁
、
八
頁
、
九
頁
。

（
15
（ 『
敬
宇
中
村
先
生
演
説
集
』（
松
井
忠
兵
衛
、
一
八
八
八
年
（
所
収
。

（
16
（ 

芳
賀
矢
一
『
国
文
学
史
十
講
』（
冨
山
房
、
一
八
九
九
年
（、
二
六
一
頁
。

（
17
（ 

藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
史
講
話
』（
東
京
開
誠
館
、
一
九
〇
八
年
（、
三
一
二
頁
。

（
18
（ 

同
上
、
三
六
八
頁
。

（
19
（ 

同
上
、
四
三
〇
頁
。

（
20
（ 

同
上
、
四
三
〇
頁
。
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（
21
（ 

保
科
孝
一
『
国
語
学
精
義
』（
同
文
館
、
一
九
一
〇
年
（、
一
四
一
頁
。

（
22
（ 
同
上
、
一
五
頁
。

（
23
（ Theodor B

enfey, G
eschichte der Sprachw

issenschaft und orientalischen Philologie in D
eutschland, M

ünchen 1869, S. 5.

（
24
（ 

な
お
、
高
山
樗
牛
の
友
人
で
あ
り
、
高
山
歿
後
全
集
発
刊
に
尽
力
を
尽
く
し
た
笹
川
臨
風
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
九
年
（
に
は
、
高
山
の

三
回
忌
（
一
九
〇
四
年
（
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
「
文
芸
復
興
と
古
典
攻
究
」
と
い
う
講
演
が
あ
る
が
（
『
評
論
文
の
作
法
』（
勉
強
堂
、

一
九
〇
九
年
（
に
所
収
（、
そ
こ
に
お
い
て
「
古
典
」
は
、「
羅
甸
希
臘
の
古
典
」（
四
五
頁
（
、
日
本
で
は
「
儒
者
」
の
書
物
（
四
〇
頁
（、

「
日
本
歴
史
」「
神
道
」「
支
那
の
学
問
」「
仏
典
」
な
ど
す
べ
て
を
含
む
（
四
一
頁
（
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
記
述
的
用
法
の
典
型
例

と
み
て
よ
い
。

（
25
（ 『
岡
倉
天
心
全
集
』（
全
八
巻
、
別
巻
一
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
―
八
一
年
（
、
第
四
巻
二
六
七
頁
。

（
26
（ 『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
美
術
論
集
』（
山
口
静
一
編
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
八
年
（、
一
六
七
頁
。

（
27
（ 『
岡
倉
天
心
全
集
』、
第
八
巻
四
七
一
頁
。

（
28
（ 

同
上
、
四
七
五
頁
。

（
29
（ 

同
上
、
四
七
四
頁
。

（
30
（ 

村
形
明
子
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
『
文
学
真
説
』
―
―
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
ホ
ー
ト
ン
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
蔵
遺
稿
（
II
（
」
、『
英
文
学
評
論
』（
第

四
一
巻
、
一
九
七
九
年
（、
七
九
頁
。

（
31
（ 

同
上
、
一
六
二
頁
。

（
32
（ 

同
上
、
一
三
六
頁
。

（
33
（ B

ernard B
osanquet, The Introduction to H

egel’ s Philosophy of Fine A
rt, London, 1886.

（
34
（ Law

rence W
. C

hisolm
, Fenolossa: The Far East and A

m
erican C

ulture, N
ew

 York and London, 1963, pp. 27-28. C
f. 

髙
藤
大
樹
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「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
美
術
史
構
想
に
お
け
る
一
源
泉
―
―
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
に
関
す
る
一
考
察
」『Lotus

』（
日
本
フ
ェ
ノ
ロ
サ

学
会
機
関
誌
（
三
二
（
二
〇
一
二
（、
二
九
頁
。

（
35
（ W

illiam
 W

allace, The Logic of H
egel Translated from

 The Encyclopaedia of the Philosophical Sciences, Second Edition, O
xford, 

1902, p. 46.

（
36
（ W

ilhelm
 Lübke, O

utlines of the H
istory of A

rt. A
 N

ew
 Translation from

 the Seventh G
erm

an Edition, edited by C
larence C

ook. 

N
ew

 York, 1888.

（
37
（ 

註
（
33
（
参
照
。

（
38
（ O

kakura K
akuzo, C

ollected English W
ritings, ed. by Sunao N

akam
ura, Tokyo, 1984, vol. 1, p. 93.

（
39
（ O

kakura, op. cit., p. 95.

（
40
（ O

kakura, op. cit., p. 94.

（
41
（ 

な
お
、
岡
倉
は
一
九
〇
四
年
に
英
文
で
『
日
本
の
覚
醒
』
を
著
す
が
、
こ
こ
に
は
「
古
典
」
を
め
ぐ
る
三
つ
の
用
法
の
す
べ
て
が
認
め
ら

れ
る
。
岡
倉
が
「classisism

 

は rom
anticist efforts 

の
敵
で
あ
る
」（vol. I, p. 195

（
、
と
語
り
、
ま
た
「
唐
代
の
汎
神
論
と
調
和
論
」

を
「
宋
代
の
ロ
マ
ン
主
義
と
個
人
主
義
」
と
対
比
さ
せ
る
と
き
（p. 250

（、
彼
は
様
式
的
用
法
に
従
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
岡
倉
が

「
中
国
と
イ
ン
ド
の
古
典
的
文
明
」
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
匹
敵
す
る
（pp. 178 f.

（
、
と
述
べ
、
ま
た
明
治
維
新
を
「
東
洋
の
古
典
的

理
想
」
の
復
活
と
呼
ぶ
と
き
（p. 240

（、
こ
こ
に
は
次
節
で
検
討
す
る
規
範
的
な
意
味
合
い
が
読
み
取
れ
よ
う
。
ま
た
、
岡
倉
が
「
わ
れ

わ
れ
の
古
典
的
文
学
（our classic literature

（」（p. 245

（
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
は
女
性
作
者
の
多
い
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
記
述
概
念
と
し
て
の
古
典
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
岡
倉
は
儒
学
の
中
の
「
古
学
」（
山
鹿
素
行
ら
（
を School of 

C
lassic Learning 

と
訳
す
の
に
対
し
（p. 204

（、「
国
学
派
」
を H

istorical School 

と
訳
し
て
お
り
（p. 209

（、
こ
の
点
で
は
岡
倉
も
儒

教
の
経
典
こ
そ
「
古
典
」
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
意
識
を
な
お
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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（
42
（ 『
岡
倉
天
心
全
集
』、
第
四
巻
二
六
七
頁
。

（
43
（ 
同
上
、
三
三
四
頁
。

（
44
（ 
同
上
、
三
三
四
頁
。

（
45
（ Lübke, op. cit., vol. 1, p. 94.

（
46
（ 

例
え
ば
『
泰
東
巧
芸
史
』
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。「
唐
式
を
以
て
希
臘
、
以
太
利
と
対
立
し
得
べ
き
も
、
宋
式
は
西
洋
思
潮
と
は

相
通
ず
る
も
の
無
き
美
術
な
り
」（
第
四
巻
三
〇
八
頁
（。
さ
ら
に
同
一
〇
九
頁
参
照
。

（
47
（ 「
ケ
ー
ベ
ル
先
生
の
追
懐
」（
一
九
二
三
年
（、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
全
二
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
―
〇
九
年
（、
第
一
一
巻
二
三

二
頁
。

（
48
（ 「
ケ
ー
ベ
ル
先
生
」（
一
九
二
三
年
、
一
九
四
八
年
改
稿
（、『
和
辻
哲
郎
全
集
』
（
全
二
五
巻
、
別
巻
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
―
九
二
年
（、

第
六
巻
二
六
―
二
七
頁
。

（
49
（ 

注
目
す
べ
き
は
、
ケ
ー
バ
ー
が
『
美
学
美
術
史
講
義
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
天
才
論
を
論
じ
る
際
に
、
カ
ン
ト
の
「
天
才
の
所
産
が
他
の

芸
術
家
に
と
っ
て
範
例
（exam

ple

（
と
な
る
こ
と
」
を classicality 

と
術
語
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（Lectures on A

esthetics and 

H
istory of A

rt, Tokyo, p. 23

（。
後
年
の
ケ
ー
バ
ー
の
「
古
典
」
を
め
ぐ
る
思
考
が
こ
こ
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

（
50
（ 

『
思
想
』
一
九
一
七
年
八
月
号
所
収
。

（
51
（ 『
ケ
ー
ベ
ル
博
士
小
品
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
一
九
年
（、
二
五
一
頁
。

（
52
（ 

同
上
、
二
五
一
頁
。

（
53
（ 

同
上
、
二
五
七
―
五
八
頁
。

（
54
（ 

現
在
普
及
し
て
い
る
の
は
一
九
四
六
年
に
出
版
さ
れ
た
改
訂
版
『
古
寺
巡
礼
』
で
あ
り
、
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
も
こ
の
改
訂
版
で

あ
る
が
、
初
版
と
の
間
に
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
初
版
に
即
し
て
引
用
す
る
。『
古
寺
巡
礼
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
一
九
年
（、
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二
三
九
頁
。

（
55
（ 
同
上
、
三
〇
五
頁
。

（
56
（ 
同
上
、
三
〇
六
頁
。

（
57
（ 

同
上
、
三
〇
七
頁
。

（
58
（ 「
埋
れ
た
る
芸
術
品
」（
一
九
一
八
年
一
月
（、『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
二
巻
六
頁
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
世
界
的
潮
流
』

の
な
か
の
日
本
の
芸
術

―
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡
礼
』
の
文
明
論
に
よ
せ
て
」
『
文
明
と
哲
学
』
第
二
巻
二
〇
〇
九
年
、
七
四
―
八
六
頁

参
照
。


