
従
来
の
研
究
史
の
中
で
は
、
ら
い
は
日
本
中
世
社
会
に
お
い
て

仏
罰
、
近
世
江
戸
時
代
以
降
は
遺
伝
病
と
認
識
さ
れ
た
と
位
置
付

け
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
近
代
の
隔
離
政
策
以
降
の
激
し
い
差
別
の

実
態
の
記
憶
か
ら
江
戸
時
代
の
ら
い
患
者
の
あ
り
方
が
類
推
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
か
ら
戦
前
ま
で

の
ら
い
を
め
ぐ
る
状
況
を
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
は
、

近
世
の
ら
い
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
が
殆
ど
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
に
も
ゆ
え
ん
す
る
と
い
え
よ
う
。
本
報
告
は
、
近
世
医
学

が
ら
い
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ら
い
を
め
ぐ
る
社
会
的
状
況
の
近
世
的
段
階
の
特
質
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
一
階
梯
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
近
世
医
学
の
初
期
の
代
表
的
人
物
と
し
て
、
日
本
医

学
中
興
の
祖
、
初
代
曲
直
瀬
道
三
（
一
五
○
七
～
一
五
九
四
）
を
と

り
あ
げ
る
。
道
三
は
中
世
の
主
流
で
あ
っ
た
仏
教
医
学
で
は
な
く

９
初
代
曲
直
瀬
道
三
と
ら
い
遺
伝
説
に

つ
い
て

横
田
則
子

李
朱
医
学
を
学
び
、
彼
の
門
下
に
よ
っ
て
近
世
前
期
の
医
学
の
主

流
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
三

の
著
書
の
内
、
ら
い
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
も
の
に
、
『
授

蒙
聖
功
方
」
（
一
五
四
五
年
）
と
、
「
啓
迪
集
」
（
一
五
七
四
年
）
と
が

あ
る
。
後
者
は
中
国
の
諸
医
書
を
出
典
を
明
記
し
な
が
ら
抜
粋
し

た
も
の
で
、
つ
と
に
著
名
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
前
者
は
も
と
も

と
「
近
国
親
問
の
学
者
の
為
」
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
中
国
医
書

を
平
易
な
語
句
に
直
し
て
引
用
し
、
ま
た
道
三
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と

思
わ
れ
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
授
蒙
聖
功
方
」
は

ま
だ
三
九
歳
の
時
の
著
書
で
あ
る
が
、
彼
の
ら
い
治
療
の
基
本
が

『
啓
迪
集
』
よ
り
も
、
よ
く
出
て
い
る
本
と
い
え
よ
う
。
両
書
の

詳
し
い
史
料
的
解
釈
は
別
稿
で
論
ず
る
の
で
、
本
報
告
で
は
遺
伝

説
に
絞
っ
て
論
じ
た
い
・

ら
い
の
遺
伝
説
は
中
国
医
書
の
中
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
道

三
が
田
代
三
喜
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
「
玉
機
微
義
』
（
一
三
九
六
）

に
も
「
伝
染
」
と
い
う
言
葉
で
登
場
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
授

蒙
聖
功
方
』
に
お
い
て
は
、
病
因
を
論
じ
て
い
る
箇
所
で
も
遺
伝

説
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
言
の
ら
い
の
記
述
の
多

く
が
中
国
医
書
、
特
に
「
玉
機
微
義
」
に
負
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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触
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
道
三
が
意
識
的
に
遺
伝
説
を
と

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
一
方
「
啓
迪
集
』
も
「
癩
風

宜
禁
」
す
な
わ
ち
療
養
上
の
禁
止
事
項
（
例
え
ば
肉
食
や
房
事
の
禁

止
）
の
内
に
、
「
丹
渓
心
法
」
（
一
四
八
一
）
に
あ
る
、
多
く
の
人
が

小
康
を
得
る
と
禁
忌
を
犯
し
再
発
す
る
と
述
べ
た
く
だ
り
を
引
用

し
た
の
と
関
連
し
て
、
『
玉
機
微
義
』
の
「
不
仁
極
猩
之
業
、
錐
有

侮
言
而
無
悔
心
、
良
得
其
情
、
然
亦
有
伝
染
者
」
を
記
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
本
来
「
玉
機
微
義
』
で
は
「
論
痛
風
所
因
」

す
な
わ
ち
病
因
論
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
道
三
が
積
極
的

に
遺
伝
説
を
と
る
な
ら
ば
、
「
啓
迪
集
』
で
も
「
瘤
風
本
源
」
の
箇

所
で
論
ず
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

道
三
は
な
ぜ
遺
伝
説
を
と
る
こ
と
に
消
極
的
だ
っ
た
の
か
。
道

三
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
達
は
救
癩
活
動

に
よ
っ
て
多
く
の
信
者
を
獲
得
し
、
道
三
自
身
洗
礼
を
受
け
、
多

く
の
弟
子
た
ち
と
共
に
病
人
の
治
療
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
起
請
文

の
文
言
に
舩
い
て
は
、
も
し
約
束
を
反
故
に
し
た
場
合
、
神
罰
・

仏
罰
に
よ
っ
て
現
世
で
白
癩
・
黒
癩
に
な
る
こ
と
を
記
す
習
慣
も

中
世
以
来
い
ま
だ
存
続
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
当
時
ら
い
患
者

が
巷
に
溢
れ
、
ら
い
の
恐
怖
が
誰
に
も
身
近
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
ら
い
が
社
会
的
貧
困
に
よ
っ
て
発
病
し
や
す
く
な
る

病
気
で
あ
る
こ
と
は
現
在
の
医
学
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

当
時
の
不
安
定
な
社
会
状
況
が
大
量
の
ら
い
患
者
を
つ
く
り
だ
し

て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
も
時
代
を
下
る
と
遺
伝
説
を

と
る
医
書
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
道
三
の
時
代
に
は

ま
だ
、
ら
い
は
特
定
の
「
家
」
に
付
随
す
る
病
で
は
な
く
、
誰
も

が
か
か
り
う
る
病
と
し
て
認
識
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
道
三
の
遺
伝
説
に
対
す
る
態
度
も
、
こ
の
よ
う
な

日
本
の
現
状
、
自
己
の
臨
床
経
験
に
基
づ
い
て
、
彼
が
中
国
医
学

を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
の
で
な
く
、
主
体
的
・
自
主
的
な
態
度
で

臨
ん
だ
結
果
と
い
え
よ
う
。

起
請
文
に
白
癩
・
黒
癩
の
文
言
が
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
一
六

四
○
年
代
で
あ
る
・
こ
れ
は
戦
乱
が
終
結
し
、
生
産
力
も
向
上
し
て

人
々
の
暮
ら
し
が
安
定
す
る
時
期
と
一
致
す
る
。
お
そ
ら
く
ら
い

患
者
そ
の
も
の
が
減
少
し
、
ら
い
の
恐
怖
が
実
生
活
か
ら
遠
く
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況

は
同
時
に
、
ら
い
を
特
定
の
者
の
病
と
み
な
し
、
患
者
の
発
生
が
家

ぐ
る
み
の
差
別
に
結
び
つ
く
、
い
わ
ば
新
た
な
近
世
的
ら
い
病
観

の
時
代
の
到
来
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
（
兵
庫
県
西
宮
市
）
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