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1　中世に生きる人 （々阿部謹也）

網
野
善
彦
対
談
集
1
　
歴
史
観
の
転
換
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網
野
善
彦
　（
あ
み
の
・
よ
し
ひ
こ
）

一
九
二
八
─
二
〇
〇
四
。
東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
業
。
日
本
常

民
文
化
研
究
所
研
究
員
、
東
京
都
立
北
園
高
校
教
諭
、
名
古
屋
大
学
文

学
部
助
教
授
、
神
奈
川
大
学
短
期
大
学
部
教
授
、
神
奈
川
大
学
経
済
学

部
特
任
教
授
を
歴
任
。
日
本
中
世
史
を
中
心
に
列
島
の
歴
史
像
の
革
新

に
挑
戦
し
、「
日
本
」
と
は
何
か
を
問
い
続
け
た
歴
史
家
。

『
蒙
古
襲
来
』『
無
縁
・
公
界
・
楽
』『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』

『
日
本
の
歴
史
を
読
み
な
お
す
』『
網
野
善
彦
著
作
集
』（
全
一
八
巻
・
別

巻
）な
ど
、
多
数
の
著
作
が
あ
る
。
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1　中世に生きる人 （々阿部謹也）

阿
部
謹
也（
あ
べ
・
き
ん
や
）　

一
九
三
五
─
二
〇
〇
六
。
歴
史
学
者
。
ド
イ
ツ
中
世
史
専
攻
。
一
橋
大
学
で

上
原
専
禄
に
師
事
す
る
。
小
樽
商
科
大
学
助
教
授
、
一
橋
大
学
教
授
、
同
学
長
、
共
立
女
子
大
学
学
長
を
歴
任
。

著
書
に
『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
』『
中
世
を
旅
す
る
人
び
と
』（
平
凡
社
）、『
中
世
の
窓
か
ら
』（
朝
日
新
聞

社
）、『
阿
部
謹
也
著
作
集
』（
全
一
〇
巻
、
筑
摩
書
房
）な
ど
。

　
初
出
・
底
本　
『
月
刊
百
科
』
一
八
一
・
一
八
二
・
一
八
三
号
、
一
九
七
七
年
一
〇
─
一
二
月
、
平
凡
社
。

　

網
野　

私
が
最
初
に
、
阿
部
先
生
の
御
本
を
拝
見
し
ま
し
た
の
は
『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
』〔
平
凡
社
、
の
ち
、

ち
く
ま
文
庫
〕で
す
が
、
大
変
面
白
い
と
い
う
よ
り
、
目
を
見
張
る
よ
う
な
思
い
が
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
お
書
き
に
な

っ
た
も
の
に
、
大
い
に
関
心
を
も
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
度
、
平
凡
社
で
ゆ
っ
く
り
お
話
を
う
か
が
え
る
い
い
機

会
を
作
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
大
変
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
さ
て
し
か
し
、
何
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
伺
っ
た
ら
よ
い
か

…
…
。

　

阿
部　

私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
研
究
し
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
史
に
つ
い
て
は
無
知
で
恥
し
い
位
で
す
。
網
野
先

1

阿
部
謹
也
◆

網
野
善
彦

中
世
に
生
き
る
人
々
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生
の
『
蒙
古
襲
来
』〔
小
学
館【
著
作
集
5
】〕を
拝
見
し
て
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
日
本
史
関

係
の
論
文
を
よ
ん
で
い
て
も
、
私
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
に
結
び
つ
く
よ
う
な
感
じ
を
も
つ
こ
と
は
少
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
網
野
先
生
の
『
蒙
古
襲
来
』
を
よ
み
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
の
ば
あ
い
と
か
な
り
類
似
し
た

問
題
が
あ
る
こ
と
が
解
っ
て
大
変
興
味
を
ひ
か
れ
た
次
第
で
す
。
そ
の
一
つ
だ
け
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
職
人
と
か
、
あ

る
い
は
、
原
始
的
な
未
開
的
な
も
の
が
、
あ
の
あ
た
り
で
転
換
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
と
い
う
国
も
非
常
に
古
い
要
素
を

ず
い
ぶ
ん
残
し
て
い
ま
す
。

　

い
ま
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
で
も
そ
う
で
す
が
、
だ
い
た

い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
中
で
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
理
性
的
に
理
解
し
得
る
事
柄
と
か
、
あ
る
い
は
合
理
的
に
理
解

し
得
る
事
柄
、
そ
の
う
え
、
目
に
見
え
る
形
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
法
文
に
な
っ
て
い
る
制
度
と
か
、
と
い
う
ふ

う
な
も
の
が
扱
わ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
中
で
も
、
特
に
古
い
要
素
を
か
か
え
込
ん
で
い
る
ド
イ
ツ
な
ん
か
の
場
合
は
、
そ
う

な
ら
な
い
部
分
が
だ
い
ぶ
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は
、
民
俗
学
と
か
あ
る
い
は
そ
の
他
の
分
野
で
、
十

八
世
紀
頃
か
ら
ず
い
ぶ
ん
研
究
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
問
題
が
正
統
的
な
歴
史
学
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
い

ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
正
面

に
出
て
い
な
が
ら
、
そ
の
下
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
ね
。
ド
イ
ツ
史
に
お
い
て
も
十
二
、三
世
紀
か
ら
十

五
世
紀
頃
ま
で
の
間
に
、
未
開
的
な
も
の
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
、
少
な
く
と
も
正
面
か
ら
ち
ょ
っ
と

消
え
て
い
く
よ
う
な
感
じ
を
受
け
ま
す
。
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1　中世に生きる人 （々阿部謹也）

職
と
封

　

編
集
部　

十
六
世
紀
と
い
う
と
、
宗
教
改
革
の
前
後
の
頃
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
か
。
越
え
て
か
ら
で
す

か
。

　

阿
部　

宗
教
改
革
と
い
う
の
は
、
も
う
十
六
世
紀
に
な
る
の
で
す
が
、『
蒙
古
襲
来
』
を
拝
見
し
て
い
る
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
び
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
単
純
な
比
較
を
し
て
文
明
論
み
た
い
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
は
具
合
が
悪
い
ん
で
、
も
し
比
較
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
ま
か
い
個
々
の
実
体
、

た
と
え
ば
職
人
の
あ
り
方
と
か
、
あ
る
い
は
村
の
あ
り
方
、
と
い
う
ふ
う
に
お
さ
え
て
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
な
が
ら
見
て
い
く
と
、
最
初
か
ら
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
具
合
が
悪
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
網
野
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た
「
職し
き

の
特
質〔
を
め
ぐ
っ
て
〕」【
著
作
集
3
】を
拝
見
し
、
さ
ら
に
『
蒙

古
襲
来
』
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
初
期
の
職し
き

人に
ん

の
あ
り
方
な
ど
を
み
ま
す
と
、
ど
う
や
ら
職）1
（

が
ひ
と
つ
の
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
何
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
日
本
の
職
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
か
な
、
な
ん
て
思
い

ま
す
と
、
な
い
ん
で
す
が
、
強
い
て
あ
げ
れ
ば
、
封ほ
う

と
い
う
も
の
で
す
ね
。
日
本
で
は
知ち
ぎ
ょ
う行

と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

（
1
）　

九
世
紀
以
降
、
特
定
の
官
職
あ
る
い
は
役
所
を
、
特
定
の
氏
が
世
襲
的
に
請
け
負
う
官
司
請
負
制
が
発
達
し
、
官
職
に
伴

う
権
能
や
収
益
は
、
世
襲
す
る
者
た
ち
の
私
財（
得
分
）と
化
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
職
分
と
得
分
は
一
体
化
さ
れ
、
相
伝
さ

れ
る
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
職
と
呼
ぶ
。
一
方
、
荘
園
公
領
制
が
展
開
す
る
な
か
で
、
そ
の
内
部
に

は
領り
ょ
う
け家
・
預
あ
ず
か
り

所ど
こ
ろ・
下げ

司す

・
公く

文も
ん

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
請
負
単
位
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
職
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
職
の
重
層
性
を
「
職
の
体
系
」
と
呼
ぶ
。
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の
で
す
が
。
私
は
、
あ
れ
は
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
案
外
、
封
と
い
う
概
念
で
実
体
の
ほ
う
が
つ
か
ま
え
ら

れ
る
ん
で
は
な
い
か
な
、
と
い
う
気
が
す
る
わ
け
で
す
。

　

と
い
う
の
は
、
初
期
に
は
、
た
と
え
ば
、
職
人
の
封
と
か
、
鍛
冶
屋
の
封
と
か
、
農
民
の
封
と
か
、
い
ろ
ん
な
も
の

が
ず
い
ぶ
ん
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
お
よ
そ
十
二
、三
世
紀
に
は
、
騎
士
の
封
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
っ
て

し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
へ
ん
で
法
令
化
さ
れ
て
ザ
ク
セ
ン
・
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
と
い
っ
た
法
書
に
定
式
化
さ
れ
て
ゆ

く
。
そ
ん
な
こ
と
を
漠
然
と
考
え
て
い
て
、
お
教
え
頂
け
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

編
集
部　

少
し
、
職
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
お
話
し
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
…
…
。

　

網
野　

そ
う
で
す
ね
、
前
に
、
職
の
特
質
に
つ
い
て
書
い
て
か
ら
、
い
ま
ま
で
に
、
少
し
考
え
方
の
変
化
が
ご
ざ
い

ま
し
て
、
あ
の
時
期
に
は
ま
だ
、
職
と
、
職
人
、
職
能
、
芸
能
の
よ
う
な
要
素
が
結
び
つ
く
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
ま

で
考
え
が
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
た
だ
学
説
整
理
み
た
い
な
こ
と
を
や
っ
た
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
た
だ
そ

の
後
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
職
の
体
制
と
い
う
の
は
、
非
常
に
広
い
意
味
で
、
請う
け

負お
い

の
体
制
の
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
ね
。

　

そ
の
こ
と
と
、
芸
能
、
あ
る
い
は
職
掌
を
ど
う
つ
な
げ
て
考
え
た
ら
い
い
か
と
い
う
点
が
、
今
の
と
こ
ろ
十
分
に
整

理
が
で
き
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

た
と
え
ば
、
十
一
世
紀
ご
ろ
に
は
徴
税
請
負
の
仕
事
そ
の
も
の
が
一
種
の
「
芸
能
」
に
な
っ
て
い
る
。『
新
猿
楽
記
』

に
出
て
く
る
よ
う
に
、「
所
能
」
と
い
う
ふ
う
な
捉
え
方
が
さ
れ
て
い
る
。

　

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
請
負
的
な
体
制
を
、「
職
の
体
系
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
自
体
、
い

さ
さ
か
最
近
で
は
疑
問
も
持
っ
て
は
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。



7

1　中世に生きる人 （々阿部謹也）

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
鍛
冶
屋
の
封
は
ど
う
い
う
も
の
な
ん
で
す
か
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
、
鍛
冶
屋
の
職
掌
に
対
し
て
与
え

ら
れ
る
も
の
な
ん
で
す
か
。

　

阿
部　

え
え
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
の
封
は
、
や
は
り
職
能
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
本
来
は
給
料
な
ん
で

す
が
、
そ
の
給
料
が
金
で
支
払
え
な
い
、
要
す
る
に
貨
幣
流
通
が
あ
ん
ま
り
活
発
で
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
と
思
う

の
で
す
が
。
本
来
は
農
民
の
封
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
農
業
と
い
う
も
の
は
、
十
一
世
紀
頃
に
な
る
と
、
そ
ん

な
に
む
ず
か
し
い
仕
事
で
は
な
い
、
誰
で
も
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
く
と
、
こ
れ

は
芸
能
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
な
形
で
、
農
民
の
封
は
、
非
常
に
早
く
か
ら
消
え
て
い
っ
て
、
名
前
と
し
て
は
と
こ
ろ

に
よ
っ
て
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
い
え
ば
農
民
の
封
は
早
く
な
く
な
る
。
そ
の
他
の
封
は
残
る
。

　

や
は
り
、
個
人
の
あ
る
技
能
で
す
ね
。
画
家
も
い
る
し
、
料
理
人
、
そ
れ
か
ら
刺
胳
師
と
い
っ
て
血
を
ぬ
く
技
能
な

ど
に
対
し
て
封
が
与
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
十
二
、三
世
紀
に
な
り
ま
す
と
、
騎
士
階
層
の
家
士
に
、
だ
い
た
い
封
が
独
占
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ

で
法
書
で
も
、
封
・
レ
ー
エ
ン
と
い
う
も
の
は
騎
士
の
給
料
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
く
ら
し
い
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
へ
ん
の
話
は
ち
ょ
っ
と
、
そ
れ
以
上
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
ん
で
す
が
、
農
民
の
場
合
は
、
田た

堵と

で）（
（

す
か
…
…
。

（
（
）　

平
安
時
代
中
期
に
荘
園
や
公
領
の
田
地
を
請
作
す
る
者
。
原
則
と
し
て
一
年
間
限
り
で
、
未
墾
地
や
荒
廃
地
な
ど
の
開
発

の
た
め
に
徴
募
さ
れ
た
。
当
初
、
田
堵
は
各
地
の
荘
園
・
公
領
を
請
作
す
る
た
め
、
移
動
・
遍
歴
し
て
い
た
が
、
荘
園
・
公
領

の
支
配
者
に
よ
る
安
定
的
な
税
収
へ
の
期
待
の
た
め
、
荘
園
・
公
領
の
な
か
で
名
主
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
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網
野　

ま
さ
し
く
そ
れ
と
そ
っ
く
り
で
す
ね
。

　

阿
部　

あ
れ
が
、
あ
の
あ
た
り
か
ら
消
え
て
い
っ
て）3
（

…
…
。

　

網
野　

え
え
。「
田
堵
」
と
い
う
の
は
十
一
、二
世
紀
に
は
職
能
で
す
が
、
の
ち
に
言
葉
も
消
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
に

か
か
わ
っ
て
制
度
的
な
さ
き
ほ
ど
の
請
負
と
関
係
す
る
形
で
、
名み
ょ
う
し
ゅ
主
、
名み
ょ
うが
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
農
業
、
農

業
経
営
そ
の
も
の
を
職
能
と
す
る
と
い
う
の
は
、
日
本
の
場
合
で
す
と
、
だ
い
た
い
十
三
世
紀
前
半
ま
で
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
職
能
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
場
合
、
給
与
は
や
は
り
田
畠
の
形
を
と
っ
て
給
免
田

畠
を
保
証
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
封
に
当
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
荘
官
や
芸

能
民
ま
で
ふ
く
め
て
保
証
す
る
と
い
う
体
制
が
、
大
体
十
二
、三
世
紀
ぐ
ら
い
に
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

阿
部　

最
初
か
ら
世
襲
で
す
か
、
職
と
い
う
の
は
。

　

網
野　

ど
の
へ
ん
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
か
な
り
世
襲
的
な
印
象
が
強
い
。

十
二
、三
世
紀
に
な
る
と
、
実
質
的
に
は
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
は
い
た
し
ま
す
ね
。

　

阿
部　

し
か
し
、
原
則
的
に
世
襲
だ
っ
た
と
し
て
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
原
則
と
し
て
は
本

来
世
襲
的
で
は
な
い
の
が
、
事
実
上
世
襲
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

最
初
か
ら
と
い
う
か
、
そ
の
職
能
が
世
襲
さ
れ
て
い
っ
て
も
ち
っ
と
も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

網
野　

た
と
え
ば
、
鍛
冶
屋
の
鍛
冶
の
技
術
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
技
術
そ
の
も
の
が
、
本
来
は
世
襲
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
あ
る
段
階
か
ら
世
襲
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

　

阿
部　

い
い
え
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
具
体
的
に
は
多
分
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
も
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
封
の
場
合
に
は
─
─
職
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
が
、
一
代
限
り
と
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1　中世に生きる人 （々阿部謹也）

い
う
の
が
原
則
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
領
主
が
死
ん
だ
場
合
に
は
い
っ
ぺ
ん
切
ら
れ
て
、
ま
た
家
臣
が
、
封
を
受
け
て

い
る
も
の
が
死
ん
だ
場
合
に
は
一
旦
切
ら
れ
て
、
そ
し
て
も
う
い
っ
ぺ
ん
手
続
き
を
す
る
、
と
い
う
形
に
な
る
ん
で
す

が
、
事
実
上
は
世
襲
な
ん
で
す
ね
。

　

網
野　

な
る
ほ
ど
。
そ
れ
は
日
本
の
場
合
で
も
同
じ
で
、
職
の
世
襲
と
い
わ
れ
て
も
、
事
実
上
の
世
襲
で
、
譲
ゆ
ず
り

状じ
ょ
うに

よ
っ
て
相
伝
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
保
証
さ
れ
る
た
め
に
は
、
必
ず
公
権
力
に
よ
る
「
補ぶ

任に
ん

」
の
形
式
を
と
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
世
襲
が
本
質
な
の
か
、
補
任
が
本
質
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
中
世
で
も
問
題
に
な

っ
て
い
る
し
、
現
在
で
も
職
の
本
質
に
関
連
し
て
議
論
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
建
前
と
し
て
は
や
は
り
、
補
任

に
よ
っ
て
、
職
が
保
証
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
原
則
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
封
と
そ
っ
く
り
と
い

う
こ
と
に
は
な
り
ま
す
ね
。

　

阿
部　

た
と
え
ば
日
本
の
場
合
、
名
主
職
で
す
か
、
あ
れ
は
職
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
も
の
は
、
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
場
合
で
す
と
、
実
際
に
鍬
を
取
り
、
あ
る
い
は
鎌
を
握
っ
て
畑
を
す
る
と
い
う
仕
事
は
、
実
際
上
は
封
の
対
象
に

な
ら
な
く
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
取
り
し
き
る
と
い
う
か
、
経
営
を
と
り
し
き
る
職
能
と
い
う
の
は
能
力
だ
か
ら

と
い
う
こ
と
で
、
農
業
経
営
そ
の
も
の
は
か
な
り
あ
と
ま
で
、
封
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ら
し
い
ん
で
す
。

（
3
）　

さ
ま
ざ
ま
な
職
人
を
紹
介
す
る
職
人
尽
の
源
流
と
さ
れ
る
、
一
一
世
紀
の
作
品
『
新
猿
楽
記
』
に
は
、
博
打
、
武
者
、
巫

女
、
鍛
冶
・
鋳
物
師
、
学が
く

生し
ょ
う、

相す
ま
い撲

人び
と

、
遊
女
な
ど
の
ほ
か
、
田
堵
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
二
〜
一
三
世
紀
以
降
、

職
人
と
総
称
さ
れ
て
い
く
が
、
田
堵
は
そ
の
後
の
職
人
尽
か
ら
消
え
て
い
く
と
い
う
現
象
を
し
め
す
。
網
野
善
彦
「
中
世
都
市

論
」（『
日
本
中
世
都
市
の
世
界
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）【
著
作
集
13
】。
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要
す
る
に
、
領
主
館
の
代
官
職
み
た
い
な
、
荘
司
と
い
う
よ
う
な
職
能
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
伺
い
た
い
の
は
、
職
は
兼
務
し
て
も
い
い
ん
で
す
か
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
の
職
を
。

　

網
野　

は
い
、
そ
れ
は
で
き
ま
す
。

　

阿
部　

そ
う
し
ま
す
と
、
た
と
え
ば
、
封
は
も
ち
ろ
ん
で
き
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク）（
（

が
い
ろ
い
ろ
書
い
て
い
ま
し
て
、
乃
木
将
軍
が
日
本
で
死
ん
だ
、
そ
れ
は
明
治
天
皇
に
殉
じ
た
ん
だ
。
日
本
に
は
、
二

君
に
仕
え
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ー
エ
ン
の
制
度）5
（

と
ぜ
ん
ぜ
ん
ち
が
う
ん
だ
、
と

言
っ
て
る
わ
け
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
、
二
人
に
も
三
人
に
も
仕
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
が
、
日
本
と
は
ち
が

う
、
と
い
う
考
え
方
が
彼
に
あ
る
ん
で
す
ね
。

　

網
野　

も
ち
ろ
ん
職
は
兼
務
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
お
話
で
非
常
に
大
事
な
の
は
、
職
に
関
す
る
重
要
な
問
題

の
一
つ
と
し
て
、
職
の
補
任
の
関
係
と
、
い
ま
言
わ
れ
た
よ
う
な
主
従
関
係
と
を
重
ね
て
し
ま
っ
て
い
い
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
関
係
し
て
く
る
点
で
す
ね
。

　

た
だ
、
い
ま
言
わ
れ
た
、
二
君
に
仕
え
ず
、
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
、
こ
れ
は
私
は
か
な
り
あ
と
に
で
て
き
た
考
え

方
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
中
世
の
段
階
で
す
と
、
佐
藤
進
一）（
（

さ
ん
が
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
主
従

制
に
は
家け

人に
ん

型
と
、
家け

礼ら
い

型
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
家
礼
型
の
方
は
主
人
を
え
ら
ぶ
、
二
君
に
仕

え
る
と
い
う
こ
と
を
、
む
し
ろ
当
然
と
す
る
よ
う
な
型
な
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
職
の
補
任
の
関
係
は
家
人
型
の
主
従
関
係
と
は
重
な
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
家
礼
型
の
主
従
関
係
と
は
か

な
り
か
か
わ
る
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

　

特
に
さ
き
ほ
ど
の
職し
き

人に
ん

に
関
し
て
は
、
特
定
の
主
人
の
み
に
仕
え
る
の
は
ご
く
限
ら
れ
た
場
合
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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最
初
の
巻
な
の
で
、
対
談
集
発
刊
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

二
〇
〇
四
年
に
網
野
善
彦
氏
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
十
年
を
超
え
た
。
こ
の
間
、
二
〇
〇
七
～
〇
九
年
に

『
網
野
善
彦
著
作
集
』（
全
一
八
巻
・
別
巻
）が
刊
行
さ
れ
、
主
要
著
作
に
つ
い
て
は
一
望
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、

対
談
・
鼎
談
の
類
に
つ
い
て
は
、
散
在
し
て
い
て
全
容
を
見
る
の
は
難
し
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
対
談

の
相
手
と
な
っ
た
方
々
の
対
談
集
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
す
で
に
一
般
の
目
に
触
れ
に
く

い
も
の
が
多
い
。

　

対
談
の
場
合
、
著
書
や
論
文
と
は
違
い
、
相
手
と
の
や
り
取
り
の
中
で
触
発
さ
れ
て
、
自
分
の
中
に
温
め
て
い
た
も

の
が
思
わ
ず
知
ら
ず
流
れ
出
し
て
し
ま
う
の
が
、
読
ん
で
い
て
楽
し
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
生
真
面
目
な
話
し
手
と

い
う
印
象
の
あ
る
網
野
氏
が
、
対
談
の
雰
囲
気
に
引
か
れ
、
著
書
と
は
ま
た
ひ
と
味
違
う
語
り
口
で
持
論
を
展
開
す
る

姿
に
、
網
野
氏
の
学
問
の
新
た
な
魅
力
を
見
出
し
、
そ
の
広
が
り
を
再
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

相
当
量
に
上
る
対
談
の
中
か
ら
、
こ
の
対
談
集
で
は
主
に
網
野
氏
と
年
代
の
近
い
方
た
ち
と
の
対
談
を
収
録
し
た
。

そ
の
理
由
は
一
つ
に
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
網
野
氏
と
生
き
て
き
た
時
代
の
経
験
や
学
問
的
課
題
を
共
有
し
、
網
野

解
題
　
歴
史
観
の
転
換

山
本
幸
司
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氏
の
学
問
が
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
時
代
背
景
を
知
る
上
で
は
、
こ
う
し
た
人
々
と
の
交
流
を
知
る
こ
と
が
大
事
だ
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
対
談
者
の
多
く
は
、
か
つ
て
歴
史
学
や
考
古
学
・
民
俗
学

そ
の
他
の
分
野
で
時
代
を
主
導
す
る
立
場
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
で
は
専
門
研
究
者
を
除
い
て
読
ま
れ
な

く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
人
々
の
研
究
に
つ
い
て
も
再
認
識
す
る
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

反
面
、
現
在
活
躍
中
の
方
々
や
若
い
世
代
と
の
対
談
な
ど
は
、
内
容
的
に
大
事
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
全
体
の
分
量

を
考
え
て
あ
え
て
外
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
が
多
い
。
残
念
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
将
来
、
別
の
形
で
対
談
集

が
企
画
さ
れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
そ
の
際
に
考
え
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た
い
。

　

第
1
冊
は
、「
歴
史
観
の
転
換
」
と
題
し
て
、
六
編
の
対
談
を
掲
載
し
、
併
せ
て
神
奈
川
大
学
大
学
院
に
お
け
る
最

終
講
義
の
筆
録
を
付
載
し
た
。

　

六
編
の
対
談
相
手
は
、
阿
部
謹
也
、
川
田
順
造
、
山
口
昌
男
、
二
宮
宏
之
、
加
藤
周
一
、
石
井
進
の
諸
氏
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
各
対
談
の
冒
頭
に
示
し
た
紹
介
に
譲
る
が
、
生
年
だ
け
並
べ
て
み
る
と
、
網
野

氏
の
一
九
二
八
年
に
対
し
、
阿
部
謹
也（
一
九
三
五
年
）、
川
田
順
造（
一
九
三
四
年
）、
山
口
昌
男（
一
九
三
一
年
）、
二
宮
宏

之（
一
九
三
二
年
）、
加
藤
周
一（
一
九
一
九
年
）、
石
井
進（
一
九
三
一
年
）と
な
っ
て
お
り
、
加
藤
周
一
氏
を
除
け
ば
、
い
ず

れ
も
三
〇
年
代
初
め
～
中
頃
、
網
野
氏
よ
り
少
し
年
少
だ
が
、
ほ
ぼ
同
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

最
初
の
対
談
集
発
刊
の
趣
旨
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
人
た
ち
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、

皆
、
戦
後
日
本
に
生
き
、
同
時
に
加
藤
周
一
氏
を
除
け
ば
、
戦
後
日
本
の
歴
史
学
や
政
治
運
動
と
の
関
わ
り
を
持
ち
、
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そ
れ
に
つ
い
て
何
ら
か
の
思
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
が
然
ら
し
め
る
の
か
ど
う
か
、
ど
の

人
も
個
別
の
論
点
を
超
え
た
大
き
な
視
点
で
の
歴
史
に
関
心
が
あ
る
人
た
ち
で
も
あ
る
。
そ
の
関
心
は
、
あ
る
と
き
は

歴
史
学
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
対
し
て
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
文
字
資
料
以
外
の
資
料
に
よ
る
歴
史
の
存
在
で
あ
っ

た
り
、
あ
る
い
は
天
皇
制
や
王
権
の
問
題
で
あ
っ
た
り
、
歴
史
学
と
民
俗
学
と
の
関
係
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
期
せ
ず

し
て
自
分
自
身
の
専
門
分
野
を
超
え
た
、
同
じ
よ
う
な
問
題
関
心
が
支
配
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
本
巻
の
対
談
を
読
め
ば
、
論
者
に
よ
る
強
調
点
や
視
点
の
相
違
は
も
ち
ろ
ん
有
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ

に
共
通
す
る
論
点
を
扱
っ
て
お
り
、
時
代
感
覚
の
共
通
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
感
じ
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

ま
ず
冒
頭
の
1
「
中
世
に
生
き
る
人
々
」
で
あ
る
が
、
こ
の
対
談
は
、
一
九
七
七
年
の
三
月
に
平
凡
社
で
行
わ
れ
た
。

網
野
・
阿
部
対
談
は
、
そ
の
後
、
八
一
年
二
月
、
同
年
四
月
、
八
二
年
四
月
の
三
回
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
三
回
の
対
談

に
つ
い
て
は
、
八
二
年
六
月
に
平
凡
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
対
談
中
世
の
再
発
見
─
─
市
・
贈
与
・
宴
会
』
に
ま
と

め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
最
初
の
記
念
す
べ
き
対
談
の
み
は
『
月
刊
百
科
』
に
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ

た
の
み
で
、
そ
の
後
、
特
に
ま
と
め
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
そ
の
後
、
網
野
氏
は

『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
を
、
阿
部
氏
は
『
中
世
を
旅
す
る
人
び
と
』『
中
世
の
窓
か
ら
』
な
ど
の
著
書
を
刊
行
す
る
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
対
談
で
触
発
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
敷
衍
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
出
版
界
に
お

け
る
中
世
ブ
ー
ム
あ
る
い
は
社
会
史
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
傾
向
を
代
表
す
る
、
こ
の
二
人
に
よ
る
最
初
の
対
談

が
、
一
般
に
は
入
手
し
に
く
い
ま
ま
埋
も
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
回
、
こ
れ
を
初
巻
の
巻
頭
に
持
っ
て

き
た
の
は
、
こ
の
対
談
の
担
当
編
集
者
で
あ
っ
た
私
自
身
の
、
そ
の
点
に
関
す
る
反
省
も
含
め
て
で
あ
る
。
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恐
ら
く
網
野
氏
が
西
欧
の
社
会
史
に
対
し
て
本
格
的
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
大
き
な
契
機
は
、
こ
の
対
談
に

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
対
談
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
阿
部
・
網
野
と
い
う
二
人
の
研
究
者
が
出
会

っ
た
こ
と
に
、
大
き
な
歴
史
的
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
、
こ
の
対
談
で
学
ん
だ
こ
と
を
敷
衍
し
た
と
い
っ
て
も
、
論
点
の
す
べ
て
が
消
化
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
「
職し
き

と
封
」「
供く

御ご

人に
ん

と
遍
歴
職
人
」「
未
開
か
ら
文
明
へ
の
転
換
」
な
ど
の
問
題
は
、
二
人
が

個
々
に
追
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
討
論
も
交
え
て
比
較
史
的
に
さ
ら
に
深
め
て
ほ
し
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
特
に

「
職
」
の
問
題
は
、
一
般
に
は
あ
ま
り
目
を
引
く
よ
う
な
テ
ー
マ
で
は
な
い
が
、
最
晩
年
に
至
る
ま
で
網
野
氏
の
最
大

テ
ー
マ
の
一
つ
だ
っ
た
だ
け
に
、
せ
っ
か
く
こ
の
時
点
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
継
続
的
に
比
較
史
的
な
観
点

で
対
比
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
残
念
に
思
う
。

　

こ
れ
は
後
年
の
話
に
な
る
が
、『
再
発
見
』
か
ら
何
年
か
経
っ
て
、
平
凡
社
で
は
網
野
・
阿
部
対
談
の
続
編
を
企
画

し
た
が
、
種
々
の
事
情
で
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
背
後
に
は
、
そ
の
後
の
両
氏
の
関
係
の
変
化
な
ど
も
作
用

し
て
い
た
ら
し
い
が
、
も
し
実
現
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
1
の
対
談
や
『
再
発
見
』
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
点
が
、
そ
の

後
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
追
究
さ
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
興
味
深
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ
も
い

さ
さ
か
残
念
な
気
が
す
る
。

　

こ
れ
は
余
談
に
な
る
が
、
こ
の
対
談
が
行
わ
れ
た
の
は
、
当
時
、
麹
町
四
番
町
に
あ
っ
た
平
凡
社
社
屋
の
最
上
階
に

あ
っ
た
和
室（
茶
室
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
）で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
対
談
を
傍
聴
し
よ
う
と
い
う
編
集
者

が
何
人
も
い
た
せ
い
か
、
と
り
わ
け
網
野
氏
が
緊
張
し
て
、
な
か
な
か
対
談
が
円
滑
に
進
み
そ
う
も
な
い
雰
囲
気
だ
っ

た
の
で
、
編
集
長
だ
っ
た
小
林
祥
一
郎
が
気
を
利
か
せ
て
社
内
の
ど
こ
か
ら
か
ワ
イ
ン
を
持
っ
て
き
て
、
両
氏
に
勧
め
、
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そ
れ
で
よ
う
や
く
話
が
軌
道
に
乗
っ
た
と
い
う
記
憶
が
あ
る
。

　

2
「
歴
史
と
空
間
の
中
の
“
人
間
”」
の
川
田
順
造
氏
と
の
対
談
で
は
、
無
文
字
社
会
の
研
究
者
と
の
対
談
で
あ
る

だ
け
に
、
天
皇
制
と
王
権
、
夜
の
世
界
と
昼
の
世
界
、
声
や
音
の
世
界
の
広
が
り
な
ど
、
歴
史
家
同
士
の
対
話
と
は
ま

た
異
な
っ
た
題
材
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
分
野
を
超
え
て
共
通
す
る
の
は
人
間
社
会
の
多
様
性
・
異
質
性
へ
の

鋭
い
感
覚
で
あ
り
、
そ
う
し
た
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
し
て
培
わ
れ
た
か
を
窺
い
知
る
上
で
は
、
戦
中
か
ら
戦
後
へ
の
人

生
の
中
で
、
諸
大
家
と
出
会
い
、
学
問
に
目
覚
め
る
と
い
う
二
人
の
学
問
形
成
の
過
程
が
、
お
互
い
に
語
ら
れ
て
い
る

点
が
興
味
深
い
。

　

そ
の
中
で
特
に
、
網
野
氏
が
歴
史
学
に
関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、
後
年
ま
で
網
野
氏
が
折
に

触
れ
て
口
に
す
る
、
か
つ
て
の
自
分
の
仕
事
に
対
す
る
反
省
が
、
個
人
的
な
問
題
も
含
め
て
語
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。
一
九
五
三
年
半
ば
頃
の
網
野
氏
の
“
転
換
”
あ
る
い
は
“
回
心
”
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
変
化
だ
が
、「
そ
れ

ま
で
私
は
、
歴
史
は
進
歩
し
発
展
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た
し
、
今
だ
っ
て
そ
の
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
つ
も

り
は
毛
頭
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
の
進
歩
と
い
う
大
き
な
観
点
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
、
細
か
な
事
象
の

持
つ
生
命
力
や
そ
の
源
泉
へ
の
着
目
が
、
や
が
て
「
進
歩
」
そ
れ
自
体
へ
の
問
題
提
起
へ
と
つ
な
が
る
契
機
と
な
っ
た

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

3
「
歴
史
の
想
像
力
」
の
山
口
昌
男
氏
と
の
対
談
は
、
も
と
も
と
山
口
氏
が
東
大
で
日
本
史
専
攻
か
ら
出
発
し
、
石

井
進
氏
な
ど
共
通
の
知
人
も
い
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば
旧
知
の
人
間
同
士
の
対
談
と
し
て
、
他
人
行
儀
な
と
こ
ろ
を
感

じ
さ
せ
な
い
。
そ
れ
は
二
人
の
口
調
な
ど
に
表
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
対
談
の
筆
記
と
し
て
は
長
す
ぎ
る
発
言
も
あ
っ

て
、
あ
る
い
は
対
談
後
の
加
筆
修
正
が
か
な
り
あ
る
の
か
と
思
わ
せ
る
。
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内
容
は
黒
田
俊
雄
氏
の
論
文
を
皮
切
り
に
、
石
母
田
正
氏
の
歴
史
学
の
射
程
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
方
法
論
が

持
つ
問
題
性
な
ど
、
広
い
範
囲
に
及
ぶ
が
、
中
心
は
山
口
氏
の
専
攻
が
ア
フ
リ
カ
の
人
類
学
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
王
権

論
か
ら
見
た
天
皇
制
の
問
題
に
あ
る
。
た
だ
山
口
氏
が
日
本
史
研
究
に
も
詳
し
い
の
で
、
専
門
分
野
は
違
っ
て
も
、
議

論
は
か
な
り
細
部
に
も
及
ん
で
い
て
、
単
に
大
き
な
テ
ー
マ
を
抽
象
的
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
性
を
伴
っ
た
読

み
応
え
の
あ
る
対
談
と
な
っ
て
い
る
。

　

4
「
歴
史
叙
述
と
方
法
─
─
歴
史
学
の
新
し
い
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
近
世
史
の
二
宮
宏
之
氏
と
の

対
談
で
あ
る
。
当
然
、
具
体
的
な
話
題
は
日
本
史
と
西
洋
史
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
史
と
の
比
較
に
及
ん
で
お
り
、
ド
イ

ツ
史
が
専
門
で
あ
る
阿
部
氏
と
の
対
談
と
比
べ
て
み
る
の
も
一
興
で
あ
る
。
し
か
し
二
宮
氏
は
阿
部
氏
と
並
ん
で
、
西

洋
史
に
お
け
る
社
会
史
の
中
心
的
研
究
者
で
あ
り
、
社
会
史
に
つ
い
て
の
方
法
的
・
理
論
的
な
発
言
も
多
い
の
で
、
対

談
で
は
個
別
的
な
話
題
か
ら
広
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
ブ
ー
ム
の
底
流
に
あ
る
、
不
透
明
な
時
代
状
況
の
中
で
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
や
、
異
文
化
へ
の
関
心
、
現
代
批
判
と
い
っ
た
歴
史
学
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
巡
る
話
題
が

多
い
。
対
談
の
表
題
か
ら
い
っ
て
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
の
方
が
本
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
中
で
、
網
野
氏
が
「
社
会
史
と
い
う
言
葉
は
自
分
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ま
で
使
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。

た
だ
二
宮
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
通
り
、
六
〇
年
代
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
模
索
、
歴
史
学
の
「
停
滞
」

の
な
か
で
模
索
さ
れ
て
き
た
動
き
が
、
七
〇
年
代
に
入
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
形
で
表
面
化
し
た
。
そ
れ
が
い
ま
も
多
様
な

形
を
と
り
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
歴
史
学
の
潮
流
の
一
つ
に
確
実
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
で
き
る
と
思
い

ま
す
」
と
発
言
し
て
い
る
の
は
、「
社
会
史
」
に
対
す
る
網
野
氏
の
一
貫
し
た
立
場
の
表
明
で
あ
り
、
改
め
て
確
認
し

て
お
き
た
い
点
で
も
あ
る
。
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5
「
世
界
史
の
転
換
と
歴
史
の
読
み
直
し
─
─
二
一
世
紀
へ
の
課
題
」
の
加
藤
周
一
氏
は
、
歴
史
学
の
細
か
い
話
は

専
門
外
な
の
で
、
い
き
お
い
現
代
史
的
な
文
明
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
九
九
一
年
の
ソ
連
邦
解
体
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
世
界
的
に
国
家
の
求
心
力
低
下
と
分
散
化
が
見
ら
れ
る
と
い

う
世
界
情
勢
を
背
景
と
し
て
、
国
家
の
統
合
原
理
、
求
心
力
の
源
泉
は
何
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
話
題
は
展
開
す
る
。

世
界
的
に
見
ら
れ
る
求
心
的
傾
向
と
分
離
傾
向
と
の
対
立
・
拮
抗
が
、
日
本
の
場
合
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う

加
藤
氏
の
問
題
提
起
に
対
し
て
、
網
野
氏
が
日
本
は
単
一
国
家
で
は
な
い
、
単
一
民
族
で
は
な
い
と
い
う
、
あ
る
時
期

か
ら
生
涯
を
通
じ
て
保
持
さ
れ
る
立
場
か
ら
、
日
本
の
統
合
原
理
・
求
心
力
の
虚
構
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
形
に
な
る
。

加
藤
氏
が
日
本
史
の
具
体
的
な
事
象
に
は
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
こ
と
が
、
か
え
っ
て
網
野
氏
の
考
え
方
を
分
か
り
や
す

く
展
開
す
る
上
で
好
都
合
な
結
果
を
生
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
。

　

6
「
新
し
い
歴
史
像
へ
の
挑
戦
」
の
石
井
進
氏
と
の
対
談
は
、
歴
史
民
俗
博
物
館
の
広
報
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
歴
博
の
展
示
や
、
歴
博
開
設
期
の
内
情
な
ど
か
ら
話
は
始
ま
る
。
全
体
と
し
て
文
献
史
学
そ
の
も
の
の
話
よ

り
も
、
歴
史
学
者
か
ら
見
た
考
古
学
や
民
俗
学
の
話
題
が
、
発
掘
や
現
地
調
査
の
話
を
交
え
て
展
開
さ
れ
る
点
が
特
徴

的
で
あ
る
。

　

最
後
に
一
九
九
八
年
に
神
奈
川
大
学
大
学
院
の
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究
科
で
行
っ
た
最
終
講
義
の
筆
録
を
収
録
し
た
。

若
い
院
生
を
相
手
に
、
歴
史
学
へ
の
思
い
を
託
す
つ
も
り
で
行
わ
れ
た
講
義
の
雰
囲
気
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
う
。
最
終
講
義
と
い
っ
て
も
、
大
学
院
生
を
対
象
と
す
る
小
規
模
な
講
義
で
あ
っ
た
た
め
、
講
義
の
調
子
も
そ
れ
ほ

ど
改
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

本
巻
に
収
録
し
た
対
談
は
、
い
ず
れ
も
戦
後
史
を
共
に
体
験
し
た
世
代
が
相
手
で
あ
り
、
し
か
も
加
藤
氏
を
除
け
ば
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専
門
も
近
い
人
び
と
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
わ
ざ
わ
ざ
細
か
い
説
明
を
し
な
い
で
も
、
お
互
い
に
分
か
り
合
っ
て
し
ま
う

点
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
講
義
で
は
、
戦
後
日
本
自
体
が
す
で
に
歴
史
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
若
い
世
代
が
聴
き

手
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
戦
後
か
ら
高
度
成
長
に
至
る
時
期
の
歴
史
学
内
部
の
情
勢
が
、
か
な
り
細
部
に
も
立
ち
入

っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
上
原
専
禄
氏
の
業
績
に
触
れ
な
が
ら
語
ら
れ
る
、
戦
後
歴
史
学
に
お
け

る
世
界
史
像
の
問
題
や
、
そ
れ
と
関
連
す
る
民
族
の
問
題
、
歴
史
学
の
民
俗
学
や
文
化
人
類
学
に
対
す
る
態
度
に
示
さ

れ
て
き
た
偏
狭
性
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
と
の
触
れ
合
い
、
あ
る
い
は
「
社
会
史
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
見
解
な
ど
、
ど
れ

も
網
野
氏
の
歴
史
観
の
根
底
に
関
わ
る
主
題
を
、
分
か
り
や
す
く
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
他
の
対
談
の
補
完

的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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