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1
　「
城
と
聖
地
」
論
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン

⑴ 

皇
国
史
観
と
戦
後
歴
史
学

　
在
地
領
主
と
地
域
の
信
仰
の
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
戦
時
体
制
下
で
実
証
的
な
研
究
を
続
け
た
奥
田
眞
啓
の
一

連
の
論
考
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
九
四
一
年
に
、「
武
士
の
氏
寺
の
研
究
」
と
題
す
る
長
大
な
論
文
を
発
表
し
て
い
る
と
お
り
、

寺
院
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
詳
細
に
調
査
し
て
い
た
奥
田
だ
が﹇
奥
田 

一
九
四
一
﹈、
一
九
三
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
初
め
て
の
著
書
の
タ
イ

ト
ル
が
『
武
士
團
と
神
道
』
だ
っ
た
の
は
、
や
は
り
時
局
の
制
約
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「
武
家
神
道
の

社
会
的
研
究
」
に
偽
り
は
な
く
、
隅
田
党
と
隅
田
八
幡
宮
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
中
世
武
士
団
と
神
社
と
の
関
係
を
探
っ
た
論
考
の
数
々

は
、
思
想
や
信
仰
が
在
地
領
主
の
社
会
的
な
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る﹇
奥
田 

一
九
三
九
﹈。

　
大
類
伸
と
の
共
著
『
日
本
城
郭
史
』
を
は
じ
め
、
城
に
関
す
る
数
多
く
の
著
作
で
知
ら
れ
る
鳥
羽
正
雄
は
、
一
九
四
一
年
に
「
敬
神
崇

祖
と
城
郭
」
と
題
す
る
論
説
を
発
表
し
て
い
た﹇
鳥
羽 

一
九
四
一
﹈。
鳥
羽
は
、
一
九
三
六
年
に
神
宮
皇
學
館
教
授
か
ら
内
務
省
神
社
局
考

証
官
に
転
じ
、
一
九
四
〇
年
の
皇
紀
二
六
〇
〇
年
記
念
に
際
し
て
神
社
局
が
神
祇
院
に
昇
格
す
る
と
、
引
き
続
き
同
院
の
考
証
官
を
つ
と
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め
た（「
鳥
羽
正
雄
先
生
略
年
譜
と
著
作
目
録
」『
中
京
大
学
教
養
論
叢
』
第
一
五
巻
第
一
号
、
一
九
七
四
年
）。「
敬
神
崇
祖
」
は
、
神
社
局
・
神

祇
院
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
鳥
羽
の
「
敬
神
崇
祖
と
城
郭
」
は
城
郭
史
研
究
が
皇
国
史
観
に
か
ら
め
と
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
鳥
羽
が
あ
げ
て
い
る
城
内
に
祀
ら
れ
る
神
仏
や
城
と
結
び
付
い
た
寺
社
の
事

例
は
、
城
と
聖
地
の
関
係
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　
奥
田
の
『
武
士
團
と
神
道
』
が
他
の
論
考
と
あ
わ
せ
て
『
中
世
武
士
団
と
信
仰
』
と
し
て
再
刊
さ
れ
た
の
も
、
鳥
羽
の
「
敬
神
崇
祖
と

城
郭
」
が
『
日
本
城
郭
史
の
再
検
討
』
に
再
録
さ
れ
た
の
も
一
九
八
〇
年
の
こ
と
で
あ
っ
た﹇
奥
田 

一
九
八
〇
、
鳥
羽 

一
九
八
〇
﹈。
皇
国
史

観
と
対
峙
し
、「
科
学
的
」
な
研
究
を
標
榜
し
た
戦
後
歴
史
学
に
お
い
て
、
戦
前
・
戦
中
に
発
表
さ
れ
た
奥
田
や
鳥
羽
の
論
考
は
好
ま
れ

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
戦
後
の
日
本
中
世
史
研
究
は
、
領
主
制
論
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
奥
田
の
よ
う
に
神
仏
に
対
す
る

信
仰
を
在
地
領
主
の
社
会
的
な
基
盤
の
ひ
と
つ
と
み
る
視
座
を
欠
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
伊
勢
神
宮
と
武
家
社
会
」
を
は

じ
め﹇
河
合 

一
九
五
五
﹈、
中
世
武
士
の
「
精
神
生
活
」
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
た
河
合
正
治
な
ど
は
例
外
的
で
、
在
地
領
主
の
拠
点
と

地
域
の
信
仰
の
場
と
の
関
係
を
問
お
う
と
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
河
合
に
し
て
も
、
一
九
六
〇
年
代

以
降
は
、
武
士
の
「
教
養
」
や
狭
義
の
「
文
化
」
の
研
究
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る﹇
河
合 

一
九
七
三
﹈。

⑵ 

「
社
会
史
」
と
と
も
に

　
網
野
善
彦
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
の
増
補
版
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
八
七
年
、
市
村
高
男
は
網
野
が
多
用
し
た
「
都
市
的
な
場
」
と
城
館

と
を
「
聖
域
」
と
い
う
特
質
で
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
発
想
の
も
と
に
、
中
世
前
期
の
「
城
郭
」
は
「
寺
院
・
神
社
の
境
内
な
ど
を
意
識

的
に
占
拠
す
る
形
で
構
え
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
占
拠
す
る
空
間
＝
「
場
」
を
一
種
の
「
聖
域
」
と
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
た﹇
市
村 

一
九
八
七
﹈。
短
い
文
章
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
研
究
で
は
あ
ま
り
参
照
・
引
用
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さ
れ
て
い
な
い
が
、
城
と
聖
地
の
関
係
を
考
え
る
研
究
の
先
駆
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
一
九
九
〇
年
に
は
網
野
と
石
井
進
が
、
北
海
道
上
ノ
国
の
勝
山
館
を
め
ぐ
る
鼎
談
で
、
沖
縄
の
グ
ス
ク
が
聖
地
で
も
あ
り
墓
で
も
あ
る

こ
と
や
、
ア
イ
ヌ
の
チ
ャ
シ
も
同
じ
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
、
勝
山
館
の
聖
地
性
を
強
調
し
、
日
本
の
城
に
つ

い
て
軍
事
的
な
構
築
物
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
本
質
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
説
い
た﹇
網
野
・
石
井
・
福
田 

一
九
九
〇
﹈。

時
は
い
わ
ゆ
る
「
社
会
史
ブ
ー
ム
」
の
真
っ
た
だ
中
で
あ
る
。
資
料（
史
料
）や
方
法
の
多
様
化
が
進
み
、
城
館
遺
構
も
中
世
史
研
究
の
資

料
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
縄
張
り
か
ら
城
を
め
ぐ
る
政
治（
と
り
わ
け
軍
事
）に
つ
い
て
考
え
る
城
郭
研
究
者
の

多
く
は
、
聖
地
と
の
関
係
に
無
関
心（
あ
る
い
は
冷
淡
）で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
中
野
豈
任
が
、
墓
・
塔
婆
、
出
土
品
な
ど
の
モ
ノ
か
ら
中
世
の
人
々
の
心
意
に
迫
り
、
古
い
地
名
や
伝
承
な
ど
も
総
合
し
て
、

「
忘
れ
ら
れ
た
霊
場
」
あ
る
い
は
「
中
世
の
在
地
霊
場
」
と
称
さ
れ
る
地
方
の
信
仰
の
場
を
復
元
し
た
の
も
一
九
八
〇
年
代
の
こ
と
だ
っ

た﹇
中
野 

一
九
八
八
﹈。
こ
の
地
域
霊
場
論
の
登
場
に
よ
っ
て
、
在
地
領
主
の
拠
点
と
信
仰
の
場
と
の
関
係
も
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
し
た
。
後

の
研
究
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
特
に
東
北
地
方
で
は
、
地
域
霊
場
論
の
方
法
が
着
実
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
考
古
学

の
立
場
か
ら
は
飯
村
均
が
、
猪
久
保
城
を
は
じ
め
と
す
る
東
北
地
方
の
事
例
を
も
と
に
城
と
聖
地
の
関
係
を
論
じ
た﹇
飯
村 

一
九
九
四
・
一

九
九
七
﹈。
そ
の
後
も
、
東
北
中
世
考
古
学
会
の
『
中
世
の
聖
地
・
霊
場
』﹇
東
北
中
世
考
古
学
会 

二
〇
〇
六
﹈や
山
口
博
之
の
「
城
館
と
霊
場
」

﹇
山
口 

二
〇
一
七
﹈な
ど
に
結
実
し
て
い
く
。

　
筆
者
も
、
こ
う
し
た
諸
先
学
の
影
響
を
う
け
、
中
世
前
期
の
城
郭
を
空
間
と
し
て
把
握
し
、
山
岳
修
験
を
中
心
と
す
る
聖
地
と
の
関
係

に
つ
い
て
探
っ
た﹇
中
澤 

一
九
九
九
﹈。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
六
年
に
は
齋
藤
慎
一
が
、
丹
念
な
現
地
調
査
を
ふ
ま
え
て
中
世
前
期
の
東
国
武

士
の
本
拠
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
居
館
の
み
で
論
じ
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
武
家
の
本
拠
に
つ
い
て
、
寺
院
・
墓
地
な
ど
の
宗
教
的
な
装
置
、

道
、
湧
水
点
、
田
畠
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
空
間
全
体
を
本
拠
と
し
て
捉
え
、「
城
と
は
何
か
」
と
問
い
な
お
し
て
い
る﹇
齋
藤 

二
〇
〇
六
﹈。
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⑶ 
近
年
の
動
向
と
問
題
の
所
在

　
こ
の
よ
う
に
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
城
と
聖
地
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
は
必
ず
し
も
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、
拙
著
で
は
籠
城
主
体
の
心
性
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
が
、「
心
性
」
の
説
明
は
曖
昧
で
、
聖
地
の
定
義
も
で
き
て
い
な
い
。
飯
村
は
、

網
野
・
石
井
と
同
様
、
支
配
の
正
当
化
と
い
う
見
方
を
堅
持
し
て
い
た
が
、
筆
者
の
駄
文
は
そ
の
点
へ
の
言
及
も
不
十
分
で
、
議
論
を
深

め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
も
「
城
と
は
何
か
」
と
問
い
な
お
す
問
題
意
識
も
、
多
く
の
研
究
者
に
共
有
さ

れ
た
と
は
言
い
難
い
。

　
二
〇
一
四
年
の
守
護
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
仁
木
宏
は
、
武
家
の
本
拠
地
が
「
山
の
寺
」
な
ど
の
寺
院
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
軍
事
的
な
城
郭
と
す
る
の
に
適
当
な
場
所
に
先
行
す
る
「
山
の
寺
」
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
場
を
「
乗
っ
取
っ
た
」
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
武
家
は
「
山
の
寺
」
が
も
っ
て
い
た
「
遠
方
か
ら
も
人
々
を
引
き
寄
せ
る
聖
地
性
」
を
求
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
、
と
述
べ
て
い
る﹇
仁
木 

二
〇
一
四
﹈。「
軍
事
的
」
／
「
聖
地
性
」
の
二
元
論
だ
が
、
中
世
社
会
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
信
仰
と
呪
術
が
内

在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
軍
事
で
さ
え
も
信
仰
や
呪
術
と
無
関
係
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た﹇
黒
田 

一
九
八
〇
、
平 

一
九
九
二
・
二
〇
〇
五
、
久

野 

二
〇
〇
一
な
ど
﹈。
そ
う
し
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
聖
地
と
城
郭
の
重
複
、
寺
社
と
城
館
の
密
接
な
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
し
、
齋
藤
が
提
示
し
た
中
世
前
期
の
本
拠
の
モ
デ
ル
は
、
守
護
所
や
戦
国
城
下
町
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。「
城
と
は
何
か
」
を
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、「
軍
事
」
か
「
信
仰
」
か
と
い
っ
た

二
者
択
一
的
な
議
論
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
こ
の
頃
か
ら
、
新
た
な
研
究
段
階
を
予
感
さ
せ
る
動
向
も
あ
ら
わ
れ
る
。
二
〇
一
四
年
、
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
で

特
別
展
「
安
土
城
へ
の
道
―
聖
地
か
ら
城
郭
へ
―
」
が
開
催
さ
れ
た
。
山
岳
霊
場
に
築
造
さ
れ
た
城
郭
に
、
神
仏
に
対
す
る
既
存
の
信
仰

を
取
り
込
み
自
身
の
権
威
を
高
め
て
権
力
を
強
固
に
し
よ
う
と
す
る
領
主（
武
家
）の
「
神
の
権
威
と
格
を
自
分
の
権
威
と
格
に
す
り
替
え
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る
戦
略
」
を
読
み
取
り
、
城
郭
に
は
軍
事
的
側
面
だ
け
で
な
く
聖
な
る
山
の
信
仰
を
包
摂
し
て
支
配
を
正
当
化
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る

こ
と
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
刺
激
的
な
展
示
で
あ
っ
た﹇
安
土
城
考
古
博
物
館 

二
〇
一
四
﹈。

　
二
〇
一
五
年
に
は
竹
井
英
文
が
、『
歴
史
評
論
』
の
特
集
「
歴
史
学
の
焦
点
」
に
寄
稿
し
た
「
城
郭
研
究
の
現
在
」
に
お
い
て
、「
城

郭
研
究
の
新
た
な
課
題
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
城
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
た﹇
竹
井 

二
〇
一
五
﹈。「
軍
事
施
設
」
の
イ
メ
ー

ジ
の
み
で
中
世
の
「
城
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
が
、
よ
う
や
く
研
究
課
題
と
し
て
共
有
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
竹
井
は
、
好
著
『
戦
国
の
城
の
一
生
』
の
な
か
で
、
城
と
聖
地
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
し
、「
個
々
の
聖
地
の
実
態
、
そ
れ

に
対
す
る
信
仰
の
実
態
な
ど
を
深
く
掘
り
下
げ
て
検
討
」
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
が﹇
竹
井 

二
〇
一
八
﹈、
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

中
世
の
霊
場
に
関
す
る
研
究
も
進
展
し
、「
聖
地
」
と
「
霊
場
」
の
概
念
区
分
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ﹇
時
枝 

二
〇
一
四
﹈、
地
域
霊
場
に
つ

い
て
も
概
念
規
定
や
類
型
化
も
含
め
て
、
再
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。

　
二
〇
一
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
齋
藤
と
中
井
均
の
共
著
『
歴
史
家
の
城
歩
き
』
で
は
、
城
館
史
研
究
を
牽
引
す
る
二
人
が
、
城
を
見
る
際

に
聖
地
と
の
関
係
に
も
留
意
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
筆
者
も
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
近
世
へ
の

見
通
し
に
つ
い
て
ま
と
め﹇
中
澤 

二
〇
一
五
・
二
〇
一
六
﹈、
齋
藤
の
近
業
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
検
討
し
た﹇
中
澤 

二
〇
一
七
﹈。

　
　
　
　
　
2
　「
城
と
聖
地
」
を
め
ぐ
る
論
点
の
整
理

　
課
題
は
山
積
し
て
い
る
が
、
城
館
と
聖
地
、
領
主
の
拠
点
と
信
仰
の
場
と
の
間
に
は
、
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
聖

地
を
包
摂
す
る
こ
と
で
支
配
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
地
域
の
信
仰
の
場
を
守
る
の
も
領
主
の
責
務
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
武
家

は
み
ず
か
ら
の
本
拠
に
聖
地
性
を
求
め
な
く
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
し
ぼ
っ
て
論
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。


