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解
説
　
藤
木
史
学 

そ
の
ス
ケ
ー
ル
と
成
り
立
ち   

　
　
　 

　  

稲
葉 

継
陽 

　
民
衆
像
の
虚
と
実

　
藤
木
久
志
氏（
以
下
著
者
）の
一
七
冊
目
の
単
著
で
あ
る
本
書
の
編
集
に
、
か
つ
て
同
じ
研
究
室
で
著
者
の
教
え
を

受
け
た
清
水
克
行
氏（
明
治
大
学
教
授
）と
と
も
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
既
刊
の
単
著
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い

論
稿
の
中
か
ら
二
〇
編
を
選
び
、
著
者
自
身
の
研
究
発
想
法
を
率
直
に
語
っ
た
「
比
較
史
の
魅
力
」
を
序
と
し
て
、

全
体
を
三
部
構
成
と
し
た
。

　
一
般
向
け
の
小
品
か
ら
、
や
や
学
界
向
け
の
実
証
論
文
ま
で
、
収
録
論
稿
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
が
、
本
書
は
、

藤
木
史
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
た
一
冊
に
な
っ
た
。

　
読
者
は
ま
ず
、
書
名
に
も
な
っ
た
第
1
部
の
「
戦
国
民
衆
像
の
虚
実
」
に
お
け
る
次
の
指
摘
に
、
衝
撃
を
受
け
る

に
違
い
な
い
。

日
本
人
の
共
同
幻
想
と
も
い
う
べ
き
、「
丸
腰
の
民
衆
像
」
と
い
う
刀
狩
り
の
通
念
は
、
あ
け
す
け
に
百
姓
の

武
装
解
除
を
う
た
っ
た
、
秀
吉
の
刀
狩
り
令
書
、
つ
ま
り
一
片
の
法
令
を
、
わ
け
も
な
く
政
策
の
貫
徹
と
読
み

替
え
、
歴
史
の
実
像
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
で
、
成
り
立
っ
て
い
た
。
だ
が
政
策
と
現
実
の
間
に
は
、
意
外
な
距
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離
が
あ
っ
た
。

　
長
期
専
制
の
徳
川
国
家
の
基
盤
に
は
、
刀
狩
令
に
よ
っ
て
抵
抗
の
物
理
的
手
段
を
剝
奪
さ
れ
た
百
姓
た
ち
が
い
た

と
い
う
歴
史
認
識
の
虚
構
性
を
あ
ば
き
、
武
器
を
所
有
し
な
が
ら
も
そ
の
使
用
を
長
く
凍
結
し
た
百
姓
の
実
像
を
呈

示
す
る
著
者
。
こ
の
刀
狩
り
論
は
、
ま
ず
一
九
八
五
年
の
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』
で
発
表
さ
れ
る
や
学
界
に

衝
撃
を
与
え
、
二
〇
〇
五
年
に
は
、
さ
ら
な
る
実
証
成
果
に
基
づ
く
新
書
『
刀
狩
り
』
が
上
梓
さ
れ
、
著
者
の
刀
狩

り
の
「
虚
実
」
論
は
一
般
読
書
界
に
も
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
明
治
の
「
廃
刀
令
」
で
さ

え
武
装
解
除
令
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
や
、「
武
力
を
独
占
し
た
秀
吉
は
、
民
衆
か
ら
一
揆

を
起
こ
す
手
段
を
剝
奪
し
、
そ
の
お
か
げ
で
、
徳
川
の
治
世
は
二
五
〇
年
間
以
上
も
続
き
ま
し
た
」
と
い
っ
た
説
明

は
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
高
等
学
校
で
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
日
本
史
教
科
書
の
「
太
閤
検
地
と
刀
狩
」
の
項
に
は
、
い
ま
だ
に

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

秀
吉
は
ま
た
、
武
器
を
も
つ
百
姓
が
抵
抗
す
る
こ
と
を
警
戒
し
、
一
五
八
八（
天
正
一
六
）年
、
刀
狩
令
を
出
し

て
百
姓
か
ら
武
器
を
と
り
あ
げ
て
耕
作
に
専
念
さ
せ
、
百
姓
の
身
分
と
は
何
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
。（『
高
校

日
本
史 

改
訂
版
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
文
科
省
検
定
済
）

　
こ
の
記
述
に
は
、
著
者
の
い
う
「
政
策
と
現
実
の
間
の
距
離
」
へ
の
配
慮
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
刀
狩
令
の

発
令
は
、
す
な
わ
ち
百
姓
武
装
解
除
の
実
現
だ
、
と
教
え
る
ば
か
り
か
、
百
姓
は
豊
臣
政
権
に
よ
っ
て
「
耕
作
に
専

念
さ
せ
」
ら
れ
る
こ
と
で
、
身
分
と
し
て
確
定
さ
れ
た
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「『
専
業
農
民
の
成
熟
』
を



291

解説　藤木史学 そのスケールと成り立ち

問
題
と
す
る
、『
農
民
の
側
か
ら
の
目
』」
に
よ
る
「
兵
農
分
離
」
論（
本
書
七
頁
）や
、
武
器
の
使
用
を
長
期
凍
結
し

た
百
姓
の
自
律
性
に
つ
い
て
は
、
関
心
の
か
け
ら
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
著
者
の
い
う
「
日
本
人
の
共
同
幻
想
」
は
、
い
ま
も
こ
う
し
て
教
育
現
場
で
生
徒
た
ち
に
刷
り
込
ま
れ
続
け
て
い

る
の
だ
か
ら
、
根
は
深
い
。
国
に
よ
る
教
科
書
検
定
制
度
を
通
じ
た
教
育
内
容
の
統
御
は
、
新
し
い
学
説
を
容
易
に

は
認
め
な
い
硬
直
性
を
特
色
と
す
る
。
近
代
日
本
国
家
の
正
統
性（
由
緒
来
歴
の
正
し
さ
）を
重
視
す
る
近
代
歴
史
学

の
価
値
観
が
、
現
在
の
教
科
書
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
第
一
に
天
皇
制
、
第
二
に
、
専

制
支
配
と
鎖
国
に
よ
る
抑
圧
・
後
進
の
江
戸
時
代
を
「
明
治
維
新
」
が
全
否
定
し
、
ア
ジ
ア
で
唯
一
の
「
近
代
化
」

を
成
し
遂
げ
た
と
す
る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
否
定
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
江
戸
時
代
の
支
配
体
制
は
、

百
姓
を
無
抵
抗
・
没
主
体
の
無
力
な
人
民
に
落
と
す
権
力
と
し
て
出
発
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、「
明
治
維
新
」
と

の
整
合
性
が
と
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
が
日
本
史
教
科
書
の
硬
直
し
た
枠
組
み
の
正
体
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
近
代
日
本
国
家
の
自
画
像（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）の
枠
組
み
は
、
そ
れ
に
合
致
し
な
い
事
実
を
教
育
内
容
か

ら
排
除
し
つ
つ
、「
日
本
人
の
共
同
幻
想
」
を
再
生
産
さ
せ
て
い
る
。
豊
富
な
具
象
に
基
づ
く
「
歴
史
の
実
像
」
の

著
者
に
よ
る
粘
り
強
い
発
信
は
、
こ
う
し
た
ス
キ
ー
ム
を
揺
さ
ぶ
り
続
け
る
力
と
し
て
も
、
大
き
な
意
義
を
も
つ
の

で
あ
る
。

　
戦
場
論
の
展
開
―
長
期
平
和
の
前
提
―

　
本
書
第
1
部
の
戦
場
論
の
展
開
へ
の
画
期
と
な
っ
た
研
究
は
、
や
は
り
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』
で
あ
っ
た
。


