
222 

批

評

・

紹

介

ア

ジ

ア

史

研

究

第

宮

崎

市

定

箸

一
九
五
七
年
十
二
月
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
四
ノ
一

東
洋
史
研
究
舎

本
文
四
六
七
頁
は
し
が
き
六
頁
索
引
五
四
頁

一
三

O
O困

宮
崎
博
士
が
こ
の
た
び
東
洋
史
研
究
舎
か
ら
「
ア
ジ
ア
史
研
究
第
ご
を
出

版
さ
れ
た
に
つ
い
て
、
そ
の
紹
介
と
批
評
を
す
る
よ
う
に
委
員
の
方
か
ら
頼
ま

れ
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
を
御
引
受
け
す
べ
き
か
ど
う
か
大
分
迷
っ
た
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
本
書
に
収
め
ら
れ
た
大
小
十
四
篇
の
論
文
は
、
博
士
が

大
正
の
末
期
(
一
九
二
五
年
)
に
皐
窓
を
出
ら
れ
て
か
ら
凡
十
五
年
の
間
に
設
表

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
感
博
士
の
嘗
作
と
申
し
上
げ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、

然
し
賞
際
は
其
の
一
つ
一
つ
が
現
在
な
お
東
洋
史
研
究
の
貴
重
な
指
標
と
し
て

高
〈
許
債
さ
れ
て
居
り
、
設
表
さ
れ
た
蛍
時
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
讃
者

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
夏
紹
介
申
し
上
げ
る
必
要
は
な
い
筈
で
あ

る
。
叉
博
士
の
論
孜
に
批
評
を
加
え
る
な
ど
の
御
注
文
に
至
つ
て
は
、
到
底
私

の
よ
く
す
る
所
で
は
な
い
。
そ
こ
で
折
角
の
御
依
頼
な
が
ら
御
断
り
し
よ
う
か

と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
考
え
て
み
る
と
博
土
の
比
較
的
初
期
の
論
文
が
斯
様
に

一
つ
の
書
物
の
形
で
出
版
さ
れ
た
の
を
機
禽
に
、
こ
の
頃
の
御
著
作
の
全
世
を

御
紹
介
す
る
と
共
に
私
は
私
な
り
に
批
評
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
或
は
こ
れ
か

ら
東
洋
史
を
皐
ぽ
う
と
士
山
す
人
達
の
参
考
と
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
、

結
局
御
引
受
け
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
案
外
委
員
の
方
の
御
注
文
の

民
意
も
蕊
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
本
書
に
於
け
る
論
文
配
列
の
順
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
取
扱
っ
て
い

る
年
代
の
古
い
も
の
か
ら
並
べ
て
あ
る
。
然
し
こ
れ
を
渡
表
さ
れ
た
年
月
の
順

に
組
み
直
し
て
み
る
と
、
博
士
の
中
間
史
研
究
は
宋
代
史
か
ら
始
っ
た
こ
と
が

釧
る
。
則
ち
郡
州
之
役
前
後
(
一
九
三

O
年
内
藤
博
士
碩
誌
記
念
史
皐
論
叢
)
、

王
安
石
の
吏
土
合
一
策
(
一
九
三

O
年
桑
原
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
)
、
宋

代
の
太
畢
生
生
活
(
一
九
三
二
年
史
林
第
十
六
谷
第
一
・
四
競
)
、
西
夏
の
輿
起

と
青
白
盟
問
題
(
一
九
三
四
年
東
亜
経
済
研
究
第
十
八
谷
第
二
競
)
、
水
経
注
二

題
(
一
九
三
四
年
史
事
雑
誌
第
四
十
五
編
第
七
競
)
な
ど
の
諸
篇
は
す
べ
て
宋
代

史
の
研
究
乃
至
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
問
題
の
研
究
で
あ
り
、
北
宋
史
概
説
(
一

九
三
五
年
世
界
文
化
史
大
系
第
十
二
巻
宋
元
時
代
)
は
こ
の
頃
に
於
け
る
博

士
の
研
究
の
線
ま
と
め
と
一
言
っ
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。

博
士
の
宋
代
史
の
諸
研
究
、
中
で
も
「
王
安
石
の
実
土
合
一
策
」
や
「
宋
代
一

の
太
畢
生
生
活
」
は
、
そ
の
史
料
の
博
捜
な
る
黙
に
於
い
て
、
は
た
ま
た
其
の
拘

行
論
の
豊
か
さ
に
於
い
て
夙
に
老
成
の
風
を
備
え
て
居
ら
れ
る
が
、
そ
の
反
菌
、
一

清
い
頃
の
宮
崎
博
士
が
恩
師
内
藤
虎
次
郎
、
桑
原
隙
磁
の
雨
先
生
の
偉
大
な
る

暴
風
を
概
取
継
受
す
べ
く
、
如
何
に
ひ
た
む
き
な
努
力
を
重
ね
ら
れ
た
か
が
、

ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
取
ら
れ
る
諮
問
扇
で
も
あ
る
。

博
士
は
斯
様
に
最
初
は
専
ら
宋
代
史
の
研
究
に
従
っ
て
居
ら
れ
た
が
、
一
九

三
三
年
頃
か
ら
漸
く
主
力
を
よ
り
古
い
時
代
の
研
究
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

則
ち
本
論
文
集
に
収
め
ら
れ
た
「
古
代
中
関
賦
税
制
度
」
以
下
の
諮
篇
が
そ
れ

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
其
の
良
き
指
導
者
と
な
ら
れ
た
の
は
内
藤
先
生
で

あ
っ
た
。
内
藤
先
生
の
先
秦
・
秦
漢
に
関
す
る
御
研
究
を
奔
讃
し
て
み
る
と
、

先
生
は
雑
然
た
る
こ
の
時
代
の
史
料
を
透
徹
し
た
史
観
の
下
に
よ
く
整
理
し
て

置
か
れ
、
必
要
に
感
じ
て
そ
れ
を
縦
横
に
掴
使
し
て
濁
自
の
歴
史
世
界
を
構
成

し
て
行
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
法
の
非
凡
さ
は
常
人
の
到
底
迫
随
し
能
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わ
ざ
る
底
の
も
の
で
あ
り
、
一
代
の
碩
撃
と
仰
が
れ
る
所
以
の
一
つ
は
蕊
に
あ

る
。
然
る
に
宮
崎
博
士
の
俊
敏
な
る
、
こ
の
思
師
の
手
法
を
見
事
に
間
学
び
取
ら

れ
て
自
家
繋
籍
中
の
も
の
と
さ
れ
た
許
り
で
な
く
、
博
士
は
こ
の
頃
か
ら
次
第

に
御
自
身
の
新
境
地
を
開
拓
さ
れ
始
め
、
一
作
は
一
作
毎
に
濁
特
の
史
論
を
展

開
し
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
湿
り
現
在
博
士
は
内
藤
史
事
の
最
も
よ

き
後
継
者
で
あ
る
と
の
批
評
ぞ
お
受
け
に
な
り
な
が
ら
、
寅
は
甚
だ
質
の
臭
っ

た
史
観
の
持
主
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
出
産
の
替
と
は
正
に
こ
の
こ
と
を

言
う
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
こ
う
し
た
意
味
で
、
と
の
時
期

の
論
文
は
本
論
文
集
の
中
で
最
も
重
要
な
部
分
を
形
成
す
る
か
ら
、
以
下
各
篇

の
内
容
に
立
入
っ
て
紹
介
申
し
上
げ
て
み
よ
う
。

先
ず
一
九
三
三
年
に
史
林
第
十
八
巻
第
二
・
三
・
四
時
肌
に
渡
表
さ
れ
た
「
古

代
中
園
賦
税
制
度
」
で
あ
る
。
本
論
文
は
漢
代
の
租
税
制
度
の
中
に
賦
と
税
と

の
医
別
が
未
だ
明
瞭
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
手
懸
り
と
し
て
、
賦
と
続
と
の
起

源
を
た
ず
ね
る
と
共
に
、
先
秦
に
於
け
る
社
合
同
組
織
、
兵
制
、
田
制
な
ど
の
繁

遷
を
設
か
れ
た
一
大
雄
篇
で
あ
り
、
そ
の
史
料
の
扱
い
方
の
巧
み
な
る
斡
と
、

著
限
の
極
め
て
斬
新
な
る
貼
に
於
い
て
、
時
抗
表
常
時
の
謬
界
を
驚
倒
さ
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
最
も
記
憶
す
べ
き
は
博
士
が
先
秦
時
代
の
祉
曾
構
造

を
想
定
し
、
上
下
雨
階
級
聞
の
権
利
義
務
及
び
収
取
閥
係
を
設
か
れ
た
黙
で
あ

る
。
勿
論
今
か
ら
二
十
徐
年
も
前
の
述
作
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
被
支
配
者
階

級
の
性
格
づ
け
な
ど
の
貼
で
あ
い
ま
い
さ
は
免
れ
な
い
け
れ
と
も
、
こ
の
論
文

は
博
士
が
や
が
て
有
名
な
都
市
闘
家
論
を
提
唱
さ
れ
る
に
至
る
基
礎
的
論
考
の

一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

衣
に
一
九
三
三
年
に
歴
史
と
地
理
第
三
十
二
巻
第
三
競
に
護
表
さ
れ
た
「
中

関
城
郭
の
起
源
具
設
」
と
、

一
九
三
四
年
に
同
誌
第
三
十
四
容
第
四

・
五
時
蜘
に

渡
表
さ
れ
た

「
滋
侠
に
就
て
」
で
あ
る
。
前
者
は
中
園
に
於
け
る
城
郭
都
市
の

時
技
連
の
あ
と
を
追
究
す
る
と
共
に
、
周
公
旦
が
築
城
し
た
と
き
同
わ
れ
る
王
城
と

成
周
に
関
す
る
史
停
に
新
解
懇
を
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
前
漢
の
前

期
に
活
躍
し
た
燐
侠
の
起
源
を
尋
ね
る
と
共
に
、
前
漢
の
中
期
以
後
に
於
け
る

彼
等
の
努
，貌
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
一
見
無
関
係
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

然
し
乍
ら
博
士
は
前
者
に
於
い
て
「
中
閣
古
代
に
於
て
黄
河
沿
岸
の
不
野
に
住

む
民
族
は
・
:
:
:
小
高
い
丘
を
中
心
に
城
塞
を
構
え
、
其
中
に
は
王
宮
・
宗
廟

な
ど
立
て
ら
れ
て
榊
聖
な
る
場
所
で
あ
る
。
人
民
は
そ
の
療
に
散
居
す
る
が
・
:

・
:
こ
の
部
落
が
次
第
に
設
達
し
て
商
工
業
が
起
り
、
人
家
も
密
集
し
て
来
る

と
周
図
に
塀
を
廻
ら
し
、
之
を
郭
叉
は
郭
と
絡
す
る
:
:
:
:
次
第
に
郭
を
高
〈

厚
く
築
城
す
る
:
:
:
:
斯
か
る
形
式
の
城
壁
を
も
っ
た
都
市
が
流
行
す
る
と
、

都
市
は
必
ず
し
も
要
害
堅
固
な
小
山
が
僚
件
と
な
ら
ず
、
同
学
ろ
低
調
仰
の
土
地
で

も
交
通
便
利
な
る
地
を
揮
ん
で
建
設
さ
れ
る
・・

:・

・」

と
-説
か
れ
(
本
書
第
六

十
頁
)
、
後
者
に
於
い
て
「
中
園
の
古
代
は
小
な
る
都
市
捌
家
:
:
:
:
の
針
立

せ
る
祉
舎
で
あ
っ
た
、
こ
の
小
図
内
に
於
い
て
は
士
族
封
庶
民
の
匝
別
が
厳
格

で
あ
っ
て
、
政
治
は
士
族
の
狐
占
す
る
所
で
あ
る
。
彼
等
の
参
政
機
の
中
じ
は

戦
時
出
征
の
義
務
と
椛
利
が
含
ま
れ
る
:
:
:
・
武
器
を
所
有
す
る
の
は
士
族
の

み
の
特
権
で
あ
っ
た
、
庶
民
は
単
に
人
夫
と
し
て
傍
役
に
駆
り
出
さ
れ
る
に
過

ぎ
な
い
。
春
秋
初
期
は
未
だ
斯
か
る
制
度
が
割
合
に
純
粋
に
保
た
れ
て
い
た
よ

う
に
見
え
る
」
と
設
か
れ
(
本
書
第
一
百
三
十
三
頁
)
、
始
め
て
先
秦
時
代
に
都

市
圏
家
の
封
立
時
代
の
存
在
し
た
こ
と
を
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
勲
に
於
い
て
、

こ
の
二
つ
の
論
文
は
深
い
関
聯
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。

春
秋
初
期
及
び
其
れ
以
前
の
或
る
時
期
を
都
市
圏
家
の
時
代

ιし
て
把
握
し

よ
う
と
の
試
み
は
、
勿
論
博
士
を
も
っ
て
鴨
矢
と
す
る
が
、
こ
の
新
設
が
渡
表

さ
れ
た
頃
は
議
論
が
土
木
だ
素
朴
で
あ
っ
た
と
言
う
よ
り
、
寧
ろ
あ
ま
り
西
洋
流

の
見
解
で
あ
る
と
し
て
古
い
考
え
に
囚
れ
た
者
に
は
念
に
は
理
解
さ
れ
な
か
っ

-99ー
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た
。
そ
こ
で
博
土
は
職
後
、
史
林
第
三
十
三
谷
第
二
競
に

「中
図
上
代
は
封
建

制
か
都
市
闘
家
か
」
な
る
論
文
を
、
大
谷
史
間
四
千
第
六
時
蜘
に

「中
閣
に
於
け
る
爽

落
形
態
の
緩
遜
」
な
る
論
文
を
設
表
し
て
、
精
細
に
都
市
図
家
訟
を
論
じ
ら
れ

る
一
方
、

こ
の
都
市
闘
家
訟
の
上
に
起
っ
て
撤
回
中
閣
の
社
舎
は
氏
族
制
の
時
代

を
絞
た
後
ち
、
股
末
・
西
周
・
春
秋
前
期
に
は
都
市
閥
家
の
封
立
時
代
と
な
り
、

つ
い
で
春
秋
後
期
・
戦
闘
の
頃
に
は
領
土
悶
家
の
劉
立
時
代
と
な
り
、
や
が
て

全
胞
が
統

一
さ
れ
て
秦
漢
の
古
代
的
大
帝
園
の
時
代
と
な
っ
た
と
論
断
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
而
し
て
博
士
が
一
九
五
五
年

ハ
ー
バ
ー
ド
・
燕
京
・
同
志
社
の
東

方
文
化
講
座
第
八
輯
と
し
て
夜
表
さ
れ
た

「中
関
古
代
史
概
論
」
は
最
近
の
大

文
字
で
あ
る
が
、
蕊
で
博
士
は
開
谷
第
一

一良
に
於
て

「然
ら
ば
古
代
史
的
設
展

と
は
何
か
、
私
は
こ
れ
に
針
し
て
、
最
初
分
散
し
て
い
た
人
類
が
弐
第
に
庚
く

大
き
く
結
合
さ
れ
、
最
後
に
古
代
帝
閣
と
い
う
強
大
な
人
類
の
協
同
殺
を
形
成

す
る
に
至
る
経
過
で
あ
る
と
答
え
よ
う
と
思
う
」
と
定
義
を
下
さ
れ
て
居
る
。

彼
此
照
合
し
て
、
博
士
の
都
市
閥
家
訟
は
、
今
や
御
自
身
の
中
園
古
代
史
観
の

完
成
に
ま
で
到
達
さ
れ
た
と
批
評
申
し
上
げ
て
よ
い
の
で
あ
る
c

誠
に
一
体
制
耐

と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

稲
川
っ
て
博
士
は
、
一
九
三
五
年
に
東
児
縦
消
研
究
第
十
九
谷
第
四
披
に
「
E
日

武
帝
の
戸
調
式
に
就
て
」
を
凝
表
さ
れ
た
。
西
耳
目
の
武
帝
が
四
海
一
統
の
業
を

成
し
、
遂
げ
て
か
ら
天
下
に
波
布
し
た
戸
調
式
は
、
中
園
の
土
地
制
度
史
上
の
重

要
事
件
で
あ
る
か
ら
、
夙
に
山
市
回
蕪
博
士

・
加
藤
繁
博
士
・
玉
井
是
博
氏
・
仁

井
田
陸
博
士
・
志
因
不
動
腔
氏
な
ど
諸
家
の
研
究
が
存
在
し
て
い
た
。
而
し
て

論
争
の
中
心
は
、
戸
前
式
に
見
え
た
土
地
法
と
後
の
均
団
法
と
の
関
係
如
何
と

い
う
こ
と
と
、
こ
の
土
地
法
が
土
地
私
有
制
を
前
提
と
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と

も
土
地
闘
有
制
を
前
提
と
し
た
も
の
か
と
い
う
貼
に
あ
っ
た
。
所
で
宮
崎
博
士

は
、
早
く
か
ら
内
臨時
先
生
の
説
を
奉
じ
て
中
悶
史
の
設
展
に
明
瞭
な
る
時
代
医

分
を
立
て
て
居
ら
れ
、
三
園
若
し
く
は
西
菅
の
頃
か
ら
麿
の
中
頃
ま
で
を
中
世

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
戸
調
式
に
見
え
た
土
地
法
の
性
格
如
何
は
、
こ

の
時
代
を
も
っ
て
中
世
と
堕
疋
し
得
る
や
否
や
の
岐
れ
路
と
な
る
の
で
、
先

秦
・
秦
漢
の
研
究
に
一
際
の
成
果
を
収
め
ら
れ
た
博
士
は
、
進
ん
で
戸
調
式
の

論
陣
に
参
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
菅
武
の
戸
調
式
を
み
る
と
、
占
回
と
い
う
言
葉
と
課
回
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
此
の
二
つ
の
言
葉
に
徐
り
注
意
を
排
わ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
宮
崎
博
士
は
岡
崎
文
夫
博
士
の
高
説
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
戸
調

式
の
土
地
法
に
は
占
田
法
と
課
田
法
と
の
こ
つ
の
法
の
あ
る
こ
と
を
推
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
則
ち
占
団
法
は
民
の
私
有
し
得
る
土
地
の
限
度
を
規
定
し
た
も

の
で
あ
り
、
課
団
法
は
、
西
菅
が
曹
貌
以
来
の
屯
田
法
を
駿
止
し
屯
田
民
を
一

般
の
編
戸
の
民
に
直
し
た
際
、
元
の
屯
国
民
な
ど
で
奮
屯
田
地
の
耕
作
を
願
う

者
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
彼
等
に
劉
り
つ
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
り
、
其

の
割
っ
け
に
関
す
る
法
規
が
課
団
法
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
博
士
は

つ
い
で
占
団
法
に
従
う
農
民
と
課
団
法
に
従
う
農
民
の
租
税
の
軽
重
を
孜
究
し

た
後
ち
、
西
菅
時
代
に
な
る
と
一
般
庶
民
の
中
に
、
己
が
私
有
地
で
農
耕
し
、

従
っ
て
比
絞
的
値
い
国
税
を
納
め
る
も
の
と
、
官
有
地
の
割
つ
け
を
受
け
、
つ

ま
り
図
家
の
小
作
人
と
な
っ
て
比
較
的
重
い
田
租
を
納
め
る
も
の
と
の
こ
穫
の

別
の
生
じ
た
こ
と
を
結
論
さ
れ
た
許
り
で
な
く
、
こ
の
考
え
方
を
更
に
後
貌
以

後
の
均
団
法
じ
も
推
し
及
ぼ
し
て
、
均
田
法
で
は
、
課
団
法
の
約
一酬
が
一
部
の

民
だ
け
で
な
く
総
て
の
民
に
適
用
さ
れ
、
縦
令
十
分
な
土
地
を
所
有
し
て
い
て

も
、
関
家
か
ら
土
地
の
割
常
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
今
や
庶
民
は

悲
く
閥
家
の
小
作
人
た
る
性
格
を
椅
ば
し
め
ら
れ
た
と
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

。
。

な
お
博
土
は
酉
E

固
か
ら
惰
唐
に
至
る
聞
の
犯
税
制
度
に
、

田
租
と
田
税
の
別
が

基
礎
的
に
は
存
在
し
た
こ
と
を
説
か
れ
た
外
、
奮
唐
書
職
官
志
戸
部
の
僚

「凡
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賦
人
之
制
」
云
々
に
存
在
す
る
重
要
な
文
字
の
股
落
を
も
指
摘
し
て
居
ら
れ
る

が
、
敦
れ
も
背
繁
に
営
っ
た
説
で
あ
る
と
思
う
。

右
は
「
菅
武
帝
の
戸
調
式
に
裁
て
」
な
る
論
文
の
大
筋
で
あ
る
が
、
こ
の
論

文
が
渡
表
さ
れ
る
と
、
先
に
「
中
園
賦
税
制
度
」
を
夜
表
さ
れ
た
時
と
同
じ
よ

う
な
興
奮
を
皐
界
に
捲
き
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
否
、
博
士
の
高
訟
に
射
す
る
‘

賛
否
雨
論
及
び
細
部
に
関
す
る
批
剣
は
、
今
日
ま
で
綴
綴
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

.
一
例
を
あ
げ
る
と
吉
田
虎
雄
博
士
・
井
上
晃
氏
・
曾
我
部
静
雄
博
士
・
天
野
元

之
助
博
士
・
卒
中
苓
次
氏
・
鈴
木
俊
氏
・
西
村
元
佑
氏
な
ど
大
家
新
進
の
論
文

の
外
、
課
回
法
と
関
係
あ
り
と
さ
れ
る
屯
田
法
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
が

「
紬
舗
の
屯
田
制
」
を
稜
表
さ
れ
る
と
言
っ
た
朕
況
で
あ
る
。

而
し
て
之
等
の
諸

研
究
の
成
某
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
屯
団
法
の
駿
止
と
謀
団
法
と
の
聞
に
直
接

的
関
係
の
存
在
を
主
張
さ
れ
る
博
士
の
設
は
、
或
は
将
来
更
に
吟
味
を
加
え
る

必
要
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
も
博
士
が
占
固
と
課
回
を
分
別
し
て

考
え
ら
れ
た
結
は
、
現
在
な
お
不
動
の
地
歩
を
占
め
て
居
る
よ
う
で
あ
る
し
、

占
田
と
課
回
を
分
別
す
る
こ
と
に
依
っ
て
自
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
、
則
ち
、

「
三
閣
或
は
西
E

日
の
頃
か
ら
唐
の
中
頃
ま
で
は
庶
民
が
次
第
に
闘
家
の
農
奴
化

さ
れ
た
時
代
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
博
士
の
高
説
も
亦
、
容
易
に
溺
れ
そ
う
も
な

い
。
博
士
は
な
お
一
九
五
四
年
に
歴
史
教
育
復
刊
第
二
谷
第
六
放
に
「
中
図
史

上
の
荘
園
」
を
、
一
九
五
六
年
に
東
洋
史
研
究
第
十
四
谷
第
四
競
に
「
唐
代
賦

役
制
度
新
考
」
を
設
表
さ
れ
て
い
る
が
、
岩
干
の
訂
正
は
あ
っ
て
も
、
此
の
時

代
に
於
け
る
庶
民
の
農
奴
化
訟
を
堅
持
し
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

顧
み
る
に
「
古
代
中
園
賦
税
制
度
」
外
二
篇
が
博
士
の
中
園
古
代
史
観
樹
立

の
た
め
の
先
駆
的
論
孜
と
な
っ
た
に
封
し
て
、
「
呂
百
武
帝
の
戸
調
式
に
就
て
」
は
、

三
閣
頃
か
ら
以
後
、
唐
の
中
頃
ま
で
を
も
っ
て
中
世
と
さ
れ
る
理
論
的
根
擦
の

一
ウ
と
な
っ
た
謬
で
あ
る
。
市
し
て
中
園
史
の
時
代
医
分
に
つ
い
て
は
、
結
論

的
に
言
え
ば
博
士
は
内
藤
先
生
に
同
じ
で
あ
る
。
が
然
し
内
藤
先
生
は
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
文
化
史
の
面
で
特
徴
を
出
さ
れ
た
に
謝
し
て
、
宮
崎
博
士
は
祉
舎

構
成
や
生
産
関
係
の
菌
で
新
境
地
を
妬
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
蔭
に
は
中

田
薫
博
士
や
加
藤
繁
惇
士
な
ど
の
苦
心
の
効
あ
っ
て
、
大
正
の
末
か
ら
昭
和
の

初
期
に
か
け
て
、
漸
く
成
果
を
あ
げ
て
来
た
中
閣
の
法
制
史
・
経
済
史
の
研
究

か
ら
の
影
響
、
及
び
那
珂
・
桑
原
爾
先
生
時
代
か
ら
の
手
堅
い
考
震
の
与
風
が

愈
々
盛
ん
と
な
っ
た
こ
と
も
忘
れ
難
い
こ
と
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
宮
崎
博
士
の

諸
論
考
を
し
て
最
も
特
徴
的
た
ら
し
め
た
黙
は
、
本
書
の
自
序
に
「
歴
史
は
須

ら
く
世
界
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
事
賞
、
私
の
研
究
は
常
に
世
界
史
を
致
想

し
て
考
察
し
て
居
り
、
世
界
史
の
健
系
を
離
れ
て
孤
立
し
て
個
々
の
事
寅
を
考

え
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
」
と
言
い
切
っ
て
居
ら
れ
る
湿
り
、
常
に
世
界
史
的

観
貼
に
立
っ
て
中
閣
の
事
象
を
把
握
し
よ
う
と
さ
れ
た
博
士
の
態
度
そ
の
も
の

に
在
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
書
に
は
、
更
に
史
林
第
二
十
一
谷
第
一
践
に
設
表
さ
れ
た
「
諌
史
剖
記
」
、

東
洋
史
研
究
第
四
谷
第
二
械
に
渡
表
さ
れ
た
「
東
洋
史
上
に
於
け
る
孔
子
の
位

置
」
、
史
林
第
二
十
四
谷
第
一
致
に
設
表
さ
れ
た
「
僚
支
と
大
秦
と
西
海
」
、
史

皐
雑
誌
第
五
十
二
編
第
一
一
慌
に
設
表
さ
れ
た
「
中
園
に
於
け
る
箸
修
の
幾
遜
」

な
ど
の
後
れ
た
論
文
が
収
め
ら
れ
て
あ
る
。
「
讃
史
例
記
」
は
博
士
が
一
九
三
六

年
外
遊
の
途
に
つ
か
れ
る
に
際
し
て
、
日
頃
讃
史
の
聞
に
思
い
つ
か
れ
た
事
柄

を
ノ
l
ト
風
に
し
て
渡
表
さ
れ
た
も
の
で
、
犀
利
な
る
博
士
の
史
限
は
至
る
所

で
其
の
鋭
鋒
を
見
せ
て
居
り
、
参
考
す
べ
き
こ
と
が
多
い
。
残
る
三
篇
は
蹄
朝

後
の
作
で
次
第
に
園
熟
し
た
風
格
を
備
え
ら
れ
た
論
文
で
あ
り
、
之
等
に
つ
い

て
も
一
々
紹
介
申
し
上
ぐ
べ
き
で
あ
る
が
、
輿
え
ら
れ
た
紙
数
も
表
ん
と
す
る

の
で
割
愛
す
る
外
な
い
。

終
り
に

一
言
し
た
い
。
宮
崎
博
士
に
よ
れ
ば
中
園
は
秦
漢
ま
で
が
古
代
で
あ
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り、

唐
の
中
頃
ま
で
が
中
世
で
あ
り
、
宋
以
後
が
近
世
と
な
る
の
で
あ
る
。
而

し
て
博
士
が
、
も
っ
て
古
代
と
し
中
世
と
さ
れ
る
理
論
的
恨
械
は
大
股
上
に
紹

介
申
し
上
げ
た
辺
り
で
あ
る
。
叉
宋
以
後
を
近
住
と
さ
れ
る
根
械
は
、
本
論
文

集
に
収
め
ら
れ
た
諮
府
よ
り
も
、
も
っ
と
後
に
波
表
さ
れ
た
諸
論
放
に
求
む
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
蕊
に
は
除
く
が
、
要
す
る
に
宋
以
後
に
於
け
る
生
産
様
式
の

岡県
化、

及
び
所
謂
中
世
が
貴
族
政
治
の
時
代
で
あ
っ
た
に
射
し
て
宋
以
後
は
君

主
紛
糾
奴
政
治
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
結
に
在
る
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
博
士
の
史

肌
は
世
界
史
的
に
み
て
、

一
つ
の
完
成
し
た
姿
を
も
っ
て
居
り
、
民
に
敬
服
に

堪
え
ぬ
所
で
あ
る
。
然
し
博
士
は
、
古
代
を
規
定
す
る
場
合
、
人
聞
社
舎
の
協

同
と
い
う
理
念
に
よ
ら
れ
、
中
位
以
後
は
主
と
し
て
人
聞
社
舎
の
生
産
様
式
の

挺
化
に
重
助
を
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、

岩
し
氏
族
制
、

都
市
閤
家
、
領
土
問

家
、
大
帝
閣
と
い
う
脱
皮
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
に
相
違
な
い
所
の
そ
れ
ぞ
れ
の
祉

曾
内
部
の
構
造
や
生
産
開
係
の
後
化
と
い
う
則
に
主
眼
を
置
い
て
説
け
ば
、
ど

う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
鮒
更
に
博
士
の
御
数
一ホを
仰
が
ね

ば
な
ら
ぬ
様
に
感
ず
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
宮
崎
博
士
の
高
著
「
ア
ジ
ア
史
研
究
第
ご
の
紹
介
を
終
る
こ
と
に

す
る
が
、
果
し
て
其
の
役
割
を
果
し
得
た
か
と
う
か
甚
だ
心
も
と
な
く
、
博
土

な
ら
び
に
説
者
の
宥
忽
を
乞
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(
演
口
重
閣
)

近

世

中

園

教

育

史

研

究

林

友

春

編

昭
和
三
十
三
年
三
月

悶
土
社
汲
行

A
5
版

本

文

五
四

O
一良

最
近
の
中
閣
で
は
、
闘
民
の
教
育
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
向
上

の
た
め
に
は
雌
解
な
漢
字
の
枠
を
打
破
し
て
、
ま
ず
文
字
の
筒
化
と
い
う
胃
険

を
さ
え
敢
え
て
試
み
た
。
曾
っ
て
中
閣
は
、
革
命
後
に
閥
語
統
一
一
帯
備
委
員
舎

を
設
け
て
、
注
音
符
放
を
施
行
せ
し
め、

ま
た
倒
語
ロ
ー
マ
字
初
音
法
を
公
布

し
た
こ
と
は
血
探
知
の
事
質
で
あ
る
が
、
現
在
の
中
断
政
府
で
も
や
が
て
ロ
ー
マ

字
化
へ
と
推
進
し
て
ゆ
く
計
苗
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
閥
民
大
衆
の
教

育
向
上
へ
の
努
力
は
、
近
代
中
間
の
大
き
な
課
題
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
革
命

以
前
の
中
閣
に
あ
っ
て
は
、

闘
民
の
教
育
と
い
う
観
念
は
甚
だ
薄
く
、
同
学
校
に

お
け
る
教
育
と
は
、
要
す
る
に
科
壊
に
刑
制
限
し
て
設
け
ら
れ
、
科
m
苧
に
及
第
し

て
官
交
と
な
る
希
望
者
の
た
め
の
議
成
所
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
皐
校
、
す
な
わ
ち
府
州
脈
皐
に
は
そ
れ
ぞ
れ
定
員
が
あ
っ
て
人
数
の

制
限
を
行
な
い
、
ま
た
進
士
に
な
る
迄
に
は
激
甚
な
競
争
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
こ
で
進
土
に
登
第
し
得
な
い
者
が
如
何
に
な
る
か
、
或
は
府
州
豚
息T

以

外
の
教
育
と
は
と
の
よ
う
な
も
の
か
な
ど
、
か
ね
て
か
ら
輿
味
を
も
っ
て
い
た

問
題
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
回
東
洋
教
育
史
皐
舎
の
祐
氏
に
よ
っ
て
そ
の
業
績

が
ま
と
め
ら
れ
、
本
書
の
如
き
大
部
な
論
著
が
刊
行
さ
れ
て
、
私
の
卒
素
か
ら

関
心
を
も
っ
て
い
た
姑
に
つ
い
て
も
、
幾
多
の
成
果
を
翠
げ
ら
れ
た
こ
と
を
拝

見
し
て
、
誠
に
欣
快
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
る
。

凡
そ
中
間
に
お
け
る
数
育
史
と
し
て
は
、
陳
東
原
氏
の
中
関
教
育
史
が
よ
く

知
ら
れ
、
阪
背
之
氏
の
中
園
教
育
史
、
王
鳳
噌
氏
の
中
園
教
育
史
大
綱
な
ど
も

出
た
が
、
い
ず
れ
も
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
概
ね
科

場
ル

l
ト
の
皐
校
教
育
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
故
、
肢
純
な
祉
禽
庶
民
教
育
に

闘
す
る
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

た
ろ
う
。
本
書
へ
の
期
待
は
ま
ず
こ
の
貼
に
あ
っ
た
が
、
副
題
に
一ホ
す
「
そ
の

文
数
政
策
と
庶
民
教
育
」
の
一
句
は
、
ま
さ
に
五
日
々
の
希
望
に
こ
た
え
る
も
の

で
あ
る
。
本
書
は
す
べ
て
十
篇
の
論
文
か
ら
な
り
、
山
崎
博
士
の
惰
代
の
一
筋

以
外
は
、
元
代
よ
り
清
代
、
特
に
明
清
を
論
じ
て
よ
く
整
い
、
し
か
も
比
較
的
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