
菱
沼
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憲

提
出

学
位
請
求
論
文

『
中
世
地
域
社
会
と
将
軍
権
力
』

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
中
世
前
期
に
お
け
る
地
域
社
会
と
国
家
権
力
と
の
関
係
の
歴
史
的
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
日
本
の
中
世
〜
近
世
に
お
け
る
国
家
権
力
は
、
主
に
将

軍
権
力
と
し
て
行
使
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
国
家
権
力
と
し
て
将
軍
権
力
を
と
ら
え
、
表
題

は
『
中
世
地
域
社
会
と
将
軍
権
力
』
と
す
る
。

本
論
文
は
治
承
寿
永
内
乱
期
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
に

将
軍
権
力
が
創
出
さ
れ
、
こ
こ
に
地
域
社
会
と
将
軍
権
力
と
の
関
係
の
端
緒
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
こ
の
将
軍
権
力
の
創
出
、
つ
ま
り
は
地
域
社
会
と
将
軍
権
力
と
の
関
係
の
基
点
を
如

何
に
と
ら
え
る
か
が
、
そ
の
後
、
長
期
に
わ
た
る
地
域
社
会
と
国
家
権
力
と
の
関
係
の
歴
史
的
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構
造
の
評
価
を
、
大
き
く
規
定
す
る
も
の
と
し
て
重
要
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

従
来
、
内
乱
の
主
体
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
在
地
領
主
で
あ
る
が
、
本
論
文

で
は
地
域
社
会
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
平
安
末
期
の
地
方
社
会
で
は
、
地
縁
血
縁
・
流

通
上
の
関
係
、
政
治
的
な
む
す
び
つ
き
、
信
仰
な
ど
様
々
な
要
素
を
媒
介
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
多
元
的
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
生
産
・
消
費
・
文
化
活
動
な
ど
の
主
体
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
地
域
の
有
力
者
た
る
大
名
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
下

の
レ
ベ
ル
の
小
名
を
含
み
、
さ
ら
に
流
通
業
者
・
漁
民
・
杣
夫
・
宗
教
者
な
ど
が
行
政
区
画
の

国
を
越
え
て
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。そ
し
て
い
わ
ゆ
る
在
地
領
主
も
、

そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
構
成
要
素
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
う
し
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
高
ま
り
を
、
い
か
に
制
御
し
取
り
込
ん
で
ゆ
く
の
か
が
国
家
側
の
課
題
で
あ

り
、
保
元
新
制
で
の
公
地
公
民
の
主
張
、
平
家
政
権
と
い
う
武
力
権
門
に
よ
る
政
権
掌
握
、
荘

園
制
に
よ
る
地
域
再
編
と
い
っ
た
事
象
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

国
家
権
力
の
介
入
に
対
す
る
反
発
が
内
乱
で
あ
り
、
こ
う
し
た
背
景
か
ら
頼
朝
は
、
幕
府
を
構
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成
す
る
に
あ
た
り
、
各
地
方
の
大
名
を
取
り
込
み
、
か
つ
守
護
・
地
頭
制
と
い
う
地
方
支
配
機

構
を
整
備
し
、地
域
勢
力
の
国
家
権
力
へ
の
昇
華
と
抑
圧
と
い
う
両
側
面
を
打
ち
出
す
こ
と
で
、

地
域
社
会
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
制
御
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
本
論
文
は
二
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ⅰ
部
「
内
乱
と

地
域
社
会
」
は
、
主
と
し
て
「
大
名
小
名
社
会
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
Ⅱ
部
「
将
軍
権
力

の
生
成
」
は
「
幕
府
内
・
外
秩
序
の
構
築
と
将
軍
権
力
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

Ⅰ
部
「
内
乱
と
地
域
社
会
」
で
は
、
大
名
小
名
社
会
論
の
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

論
者
は
、
治
承
寿
永
内
乱
の
経
過
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
乱
の

当
初
は
、
大
名
小
名
社
会
内
部
の
主
導
権
争
い
た
る
漓
地
域
内
紛
争
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
応
の

決
着
を
み
る
と
、
大
名
小
名
社
会
間
の
対
立
た
る
滷
地
域
間
抗
争
に
い
た
り
、
こ
れ
ら
を
経
た

後
、
大
名
小
名
社
会
が
源
頼
朝
勢
力
・
木
曾
義
仲
勢
力
と
い
っ
た
権
力
体
に
再
編
さ
れ
、
平
家

政
権
と
の
澆
政
権
争
奪
戦
へ
と
転
じ
、
さ
ら
に
平
家
・
義
仲
を
滅
ぼ
し
頼
朝
勢
力
が
政
権
を
掌

握
し
た
後
に
は
潺
地
域
再
編
と
狼
藉
停
止
令
に
基
づ
く
弾
圧
が
行
わ
れ
る
、
と
す
る
。
内
乱
は
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以
上
の
漓
〜
潺
の
段
階
に
区
分
で
き
る
と
す
る
が
、
そ
の
最
初
の
段
階
の
前
提
と
な
る
「
大
名

小
名
社
会
」
は
、
曾
我
兄
弟
の
仇
討
ち
に
ま
つ
わ
る
『
曾
我
物
語
』
の
伊
豆
で
の
牧
狩
場
面
に

象
徴
的
に
描
き
出
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
伊
豆
の
伊
東
の
館
へ
武
蔵
・
相
模
・
伊
豆
・
駿

河
の
「
大
名
達
」
が
集
っ
て
、
饗
宴
を
お
こ
な
い
五
〇
〇
余
騎
の
勢
を
も
っ
て
牧
狩
に
出
か
け

て
い
る
。
こ
こ
に
は
国
を
越
え
て
の
人
的
交
流
が
み
え
る
が
、
系
図
そ
の
他
の
史
料
に
よ
れ
ば
、

彼
ら
は
一
族
・
姻
戚
と
い
っ
た
直
接
的
な
血
縁
関
係
だ
け
で
な
く
、
猶
子
・
烏
帽
子
父
子
と
い

っ
た
疑
似
的
な
血
縁
関
係
、
及
び
主
要
街
道
・
海
上
交
通
路
を
媒
介
と
し
た
地
縁
関
係
に
よ
っ

て
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
政
治
的
・
経
済
的
・
軍
事
的
な
連
携
を
創
り
出
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
軍
事
や
流
通
の
面
で
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
治
承
寿
永

の
内
乱
に
お
い
て
伊
豆
で
の
頼
朝
の
挙
兵
に
応
じ
て
武
蔵
・
相
模
・
伊
豆
・
駿
河
、
そ
れ
に
房

総
三
国
を
加
え
た
連
合
軍
が
即
座
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
想
定
で
き
る
。
そ
れ
ら
が
大
名
の

み
で
な
く
、
非
大
名
、
す
な
わ
ち
小
名
を
も
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
そ
の
軍
勢
の
規
模
の
大
き

さ
か
ら
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
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鎌
倉
幕
府
は
こ
う
し
た
大
名
小
名
社
会
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
大
名
の
み
で
な
く

非
大
名
た
る
小
名
を
も
含
ん
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
『
吾
妻
鏡
』
弘
長
元
年
五
月
十
三

日
条
で
は
、
渋
谷
武
重
と
佐
々
木
泰
綱
と
の
口
論
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
武
重
が
、
先

祖
重
国
の
時
は
自
分
の
家
は
大
名
で
あ
っ
た
が
今
は
違
う
、
一
方
で
泰
綱
の
先
祖
は
「
大
名
に

あ
ら
」
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
重
国
が
扶
持
し
た
こ
と
に
よ
り
子
孫
の
泰
綱
ら
が
「
今
は
大
名
」

と
な
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
に
対
し
て
泰
綱
が
反
論
し
て
平
家
政
権
期
に
は
「
東
国
大
小
名
并
渋

谷
庄
司
重
国
等
、
皆
、
平
家
に
つ
か
」
え
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
て
も
、
佐
々
木
氏
は
こ
れ
に

へ
つ
ら
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
と
反
論
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幕
府
成
立
以
前
は
東
国
の
大

小
名
が
ほ
と
ん
ど
平
家
に
仕
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
大
小
名
が
後
に
御
家
人
に
編
入
さ
れ
た
こ

と
、
ま
た
そ
う
し
た
大
・
小
名
の
別
が
幕
府
成
立
以
後
に
も
存
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と

い
え
よ
う
。

と
す
れ
ば
、
鎌
倉
幕
府
は
、
幕
府
成
立
以
前
に
生
成
さ
れ
て
い
た
地
域
社
会
の
一
形
態
で
あ

る
と
い
え
る
東
海
道
東
辺
の
大
名
小
名
社
会
を
基
盤
と
し
、
そ
れ
を
将
軍
の
御
家
人
と
し
て
秩
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序
化
し
、
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
と
い
え
る
、
と
す
る
。

Ⅱ
部
「
将
軍
権
力
の
生
成
」
で
は
、
幕
府
内
・
外
の
秩
序
の
構
築
と
将
軍
権
力
の
成
立
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。

基
本
的
に
横
の
つ
な
が
り
で
あ
る
大
名
小
名
社
会
を
い
か
に
秩
序
化
し
、
一
つ
の
権
力
体
に

ま
と
め
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
従
来
は
主
従
制
・
封
建
制
で
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論

文
で
は
御
家
人
間
の
上
下
の
秩
序
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
の
上
下
秩
序
は
儀
礼
の
場
で
可
視
的

に
表
現
さ
れ
る
。
例
え
ば
文
治
元
年
の
勝
長
寿
院
供
養
に
あ
た
っ
て
は
、
願
主
頼
朝
の
周
り
に

布
施
取
を
す
る
門
客
門
葉
が
列
し
、
そ
の
他
、
郭
内
に
は
儀
式
に
参
加
し
引
馬
役
な
ど
を
勤
仕

す
る
御
家
人
が
祗
候
し
、
門
外
に
は
武
装
し
警
固
役
を
勤
め
儀
式
に
は
参
加
し
な
い
御
家
人
が

配
さ
れ
、
頼
朝
を
中
心
と
す
る
同
心
円
状
の
空
間
区
分
が
設
定
さ
れ
、
中
心
部
が
上
位
、
外
周

が
下
位
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
鎌
倉
内
供
奉
行
列
で
は
頼
朝
の
後
に
続
く
布
衣
衆
、
武
装
し
た

警
固
役
の
随
兵
、
こ
れ
に
参
加
で
き
な
い
御
家
人
と
い
う
枠
組
み
が
あ
り
、
布
衣
衆
↓
随
兵
↓

供
奉
で
き
な
い
御
家
人
と
い
う
上
下
関
係
と
な
る
。
そ
し
て
、
番
役
は
御
所
中
番
役
―
大
番
役
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に
大
別
さ
れ
、
前
者
は
将
軍
御
所
内
の
警
固
で
小
侍
所
に
所
属
、
後
者
は
御
所
周
辺
の
警
固
で

侍
所
に
所
属
し
、
さ
ら
に
各
国
守
護
の
所
管
に
属
し
て
内
裏
大
番
を
勤
め
る
西
国
御
家
人
が
い

る
。
こ
う
し
た
儀
式
の
場
で
可
視
化
さ
れ
る
御
家
人
内
の
上
下
の
秩
序
は
、
所
領
の
給
与
や
、

評
定
衆
等
へ
の
任
命
な
ど
の
実
際
の
政
治
の
場
に
も
反
映
さ
れ
る
。

ま
た
幕
府
は
、
内
部
秩
序
の
み
な
ら
ず
、
幕
府
の
外
部
の
秩
序
の
設
定
に
も
着
手
し
て
い
る
。

北
条
泰
時
書
状
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
御
成
敗
式
目
が
制
定
さ
れ
た
際
、
泰
時
は
同
重
時
に
対

し
て
、
式
目
は
京
都
の
人
々
、
す
な
わ
ち
公
家
の
律
令
法
と
は
抵
触
し
な
い
、
武
家
と
民
間
の

た
め
の
法
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
公
家
と
武
家
を
区
別
し
、
そ
し
て
武
家
が
民

間
の
上
位
に
位
置
す
る
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
幕
府＝

武
家
の
支
配
原
理
で
あ
り
、
そ

の
支
配
の
対
象
は
民
間
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
建
保
元
年
九
月
、
日
光
山
で
謀
叛
を
画
策
し
て
い

る
と
さ
れ
た
畠
山
重
忠
末
子
を
誅
殺
し
た
長
沼
宗
政
は
、
か
つ
て
頼
朝
は
「
於
海
道
十
五
ヶ
国

中
、
可
糺
行
民
間
無
礼
之
由
」
を
朝
廷
に
申
請
し
て
武
備
を
重
ん
じ
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
武
力
に
よ
っ
て
東
海
・
東
山
道
諸
国
の
民
間
の
無
礼＝

上
下
秩
序
の
違
乱
を
糺
す
こ
と
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を
申
請
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、「
狼
藉
停
止
令
」
を
さ
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
最
も
ふ
さ
わ

し
い
の
は
寿
永
二
年
十
月
宣
旨
で
あ
ろ
う
。

内
乱
後
の
支
配
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
の
手
段
は
、
同
宣
旨
の
申
請
・
受
給
に
よ
る
、「
追
討

―
没
官
」
と
「
狼
藉
停
止
―
安
堵
」
の
両
制
度
の
運
用
で
あ
り
、
謀
叛
人
を
追
討
し
没
官
を
遂

行
す
る
一
方
、
非
謀
叛
人
・
非
没
官
領
に
対
し
て
は
狼
藉
を
停
止
し
て
安
堵
を
も
た
ら
す
。
こ

れ
に
よ
り
下
剋
上
の
な
い
平
和
で
秩
序
だ
っ
た
社
会
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
が
頼
朝
の
政
策
で

あ
り
、
そ
こ
で
頼
朝
が
提
起
し
た
の
が
「
朝
廷
―
武
家
武
士
―
民
間
」
と
い
う
新
た
な
身
分
秩

序
制
度
の
設
置
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。

引
き
続
き
頼
朝
以
降
も
将
軍
権
力
は
、
幕
府
内
外
の
上
下
秩
序
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
、

下
剋
上
の
な
い
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
実
現
を
目
指
す
。
そ
の
達
成
は
『
曾
我
物
語
』
で
い
う

「
公
私
諍
い
を
留
め
る
」
秩
序
社
会
の
到
来
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
一
方
で
は
「
怖
ろ
し
き
世
」

の
到
来
で
も
あ
る
。

治
承
寿
永
の
内
乱
と
将
軍
権
力
の
成
立
を
素
材
と
し
て
、
地
域
社
会
と
国
家
権
力
と
の
関
係
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を
ひ
も
と
い
た
本
論
文
の
要
旨
は
、
以
上
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

論
者
の
菱
沼
一
憲
は
、
本
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
後
、
尊
経
閣
文
庫
、
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
等
で
調
査
・
研
究
を
す
る
中
で
、
古
文
書
を
は
じ
め
と
し
て
、
物
語
や
絵
巻
物
等
の
多
く

の
原
史
料
に
接
し
、
研
鑽
に
努
め
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
培
わ
れ
た
研
究
・
調
査
能
力
に
よ

っ
て
、
良
質
な
史
料
が
豊
富
と
は
言
い
難
い
源
義
経
や
源
義
仲
な
ど
の
伝
記
的
研
究
を
進
め
て

き
た
。

今
回
の
提
出
論
文
は
、
そ
う
し
た
研
究
を
基
礎
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
曾
我
物
語
』
の
よ
う

な
物
語
史
料
を
も
活
用
し
て
、「
大
名
小
名
」
と
い
っ
た
武
士
の
社
会
集
団
の
概
念
を
は
じ
め

て
抽
出
し
、
そ
の
集
団
が
基
盤
と
な
っ
て
治
承
寿
永
内
乱
か
ら
源
頼
朝
の
政
権
の
成
立
へ
の
動

き
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究
の
推
進
の
た
め
、
論
者

は
膨
大
な
史
料
デ
ー
タ
の
集
積
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
附
表
を
作
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
附
表
１
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「
頼
朝
期
新
恩
給
与
表
」（
全
二
十
六
頁
）、
附
表
２
「
頼
朝
期
供
奉
人
表
」（
全
十
六
頁
）、
附

表
３
「
文
治
〜
建
久
年
間
武
士
狼
藉
表
」（
全
七
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
労
作
と
い
え
、

御
家
人
が
国
ご
と
に
抽
出
さ
れ
た
附
表
１
と
２
を
見
る
こ
と
で
、
頼
朝
期
の
各
国
御
家
人
の
ほ

ぼ
全
体
像
を
は
じ
め
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
附
表
３
に
は
九
十
七
件
の

武
士
狼
藉
の
事
例
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
論
者
の
主
張
す
る
通
り
、
幕
府
に

よ
る
「（
狼
藉
）
停
止
の
対
象
は
す
べ
て
頼
朝
配
下
の
武
士
」
で
あ
り
、
今
ま
で
の
頼
朝
配
下

の
武
士
が
そ
の
他
の
武
士
一
般
の
狼
藉
行
為
を
停
止
し
た
と
す
る
理
解
と
は
全
く
反
対
で
、
こ

れ
は
「
公
武
協
調
の
も
と
で
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
幕
府
の
ス
タ
ン
ス
」
が
生
ま
れ
て
い
る

と
理
解
で
き
る
と
す
る
新
た
な
考
え
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
丹
念
な
作
業
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま

で
の
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
通
説
、
つ
ま
り
幕
府
が
朝
廷
か
ら
得
た
文
治
守
護
地
頭
勅
許
に
よ

っ
て
公
法
的
権
限
を
得
た
と
す
る
考
え
方
と
、
幕
府
の
公
法
的
統
治
が
進
展
す
る
の
は
承
久
の

乱
以
後
の
こ
と
と
す
る
考
え
方
と
の
対
立
を
克
服
し
よ
う
と
し
、「
大
名
小
名
」
社
会
の
地
域
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内
紛
争
↓
地
域
間
紛
争
↓
頼
朝
の
政
権
争
奪
戦
争
を
経
て
、
戦
争
遂
行
に
よ
っ
て
頼
朝
が
獲
得

し
た
「
没
官
安
堵
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
将
軍
権
威
が
創
出
さ
れ
た
と
す
る
考
え
方
を
提
示
し

て
い
る
。

さ
ら
に
、
奥
州
合
戦
、
上
洛
、
寺
社
の
供
養
の
行
列
を
詳
細
に
デ
ー
タ
化
し
た
附
表
２
「
頼

朝
期
供
奉
人
表
」
の
検
討
の
結
果
か
ら
、
論
者
は
、
頼
朝
期
に
お
い
て
す
で
に
幕
府
内
で
は
鎌

倉
殿－

門
客
門
葉－
鎌
倉
中
御
家
人－

在
国
御
家
人
と
い
っ
た
上
下
秩
序
が
形
成
さ
れ
、
存
在

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
近
年
の
研
究
で
、
室
町
期
の
将
軍
の
行
列
で
布
衣
（
諸
大
夫
）

と
前
駆
侍
の
身
分
序
列
の
解
明
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
身
分
序
列

が
鎌
倉
時
代
、
そ
れ
も
頼
朝
の
時
代
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
重
要

な
発
見
で
あ
り
、
研
究
成
果
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
頼
朝
期
の
幕
府
の
秩
序
は
、
従
来
重
視
さ
れ
た
よ
う
な
地
頭
御
家
人
制
な
ど

だ
け
で
な
く
、
頼
朝
と
の
関
係
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
幕
府
内
の
上
下
・
格
差
秩
序
に
よ
っ
て

制
度
化
さ
れ
た
も
の
、
と
す
る
指
摘
は
斬
新
で
、
鎌
倉
幕
府
初
期
政
治
史
を
発
展
さ
せ
た
と
い
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っ
て
間
違
い
な
い
。

た
だ
、
も
ち
ろ
ん
、
い
く
つ
か
の
疑
問
や
今
後
の
課
題
が
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
真

名
本
曾
我
物
語
』
を
「
大
名
小
名
」
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
ひ
と
つ
の
重
要
な
史
料
と
し
て
お

き
な
が
ら
、
本
文
に
引
用
さ
れ
た
も
の
が
東
洋
文
庫
の
読
み
下
し
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
そ
れ

が
読
者
に
と
っ
て
大
変
読
み
に
く
い
史
料
で
あ
る
と
は
い
え
、史
料
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、

あ
る
い
は
批
判
を
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
論
者
の
い
う
よ
う
に
在
地
領
主
制
論
を
全
く
過
去
の
も

の
と
し
た
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
中
世
社
会
像
を
根
底
か
ら
書
き
換
え
る
作
業
の
準
備
が
、
は
た

し
て
「
大
名
小
名
」
論
に
立
つ
側
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
の
疑
問
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
丹
念
な
作
業
を
し
、
緻
密
な
議
論
を
結
実
さ
せ
た
力
量
か
ら
し
て
、
論
者
が
本
論

文
を
出
発
点
と
し
て
さ
ら
に
大
き
く
飛
躍
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
審
査
結
果
を
総
合
的
に
評
価
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
菱
沼
一
憲
は
、
博
士
（
歴

史
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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