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皐

界

展

望

女
異
世
曾
史
研
究
を
め
ぐ
る
諸
問
題

松

浦

い
わ
ゆ
る
満
洲
史
研
究
(
乙
れ
は
、
小
論
で
言
う
女
由
民
史
よ
り
も
踏
い
範
園

の
問
題
を
含
h
U
)

は
、
か
つ
て
、
我
園
の
東
洋
史
摩
の
中
に
あ
っ
て
、
最
も
主

①
 

要
な
研
究
分
野
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
事
賞
、
満
洲
史
研
究
は
、
東
洋
史
朗
干
の
草

創
期
に
あ
た
り
、
数
々
の
業
績
を
生
み
、
東
洋
史
撃
が
近
代
的
な
摩
問
と
し
て

の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
た
め
に
、
す
ぐ
れ
た
貢
献
を
し
た
と
言
え
る
。
し
か

し、

ζ

の
よ
う
な
満
洲
史
研
究
も
、

今
日
大
き
な
ま
が
り
か
ど
に
さ
し
か
か
っ

て
い
る
。

我
園
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
満
洲
、
現
在
の
中
園
東
北
地
匿
の
民
族
ゃ
、
そ

の
歴
史
、
言
語
等
に
闘
す
る
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
、
古
く
江
戸
時
代
初
期
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
句
。
し
か
し
、
近
代
的
な
翠
問
と
し
て
、
そ
の
歴
史
研
究
が
成

立
し
設
展
す
る
の
は
、
明
治
以
降
、
特
に
、
日
露
戦
宇
後
、
大
陸
へ
の
軍
事
的

進
出
が
激
し
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
の
戟
前
の
満
洲
史
研
究
は
、

中
核
と
な
っ
た
研
究
機
闘
や
組
織
、
そ
し
て
研
究
の
大
慢
の
傾
向
か
ら
、
二

つ
の
時
期
に
劉
す
る
と
と
が
で
き
る
。
第

一
期
は
、
日
露
戟
争
後
に
満
洲
経
営

が
始
ま
っ
て
か
ら
満
洲
事
獲
が
お
ζ

る
ま
で
の
期
周
で
あ
る
。
乙
の
時
期
の
一

茂

つ
の
中
心
は
、
満
銭
の
東
京
支
枇
に
設
け
ら
れ
た
調
査
部
に
お
い
て
(
後
に
東

京
帝
園
大
撃
に
移
っ
た
て
白
鳥
庫
土
口
氏
を
代
表
に
、

箭
内
亙
、
松
井
等
、
稲
葉

山
石
士
口
、
池
内
宏
、
津
田
左
右
士
口
そ
し
て
和
田
清
の
諸
氏
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
研

究
事
業
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
、

『
満
洲
歴
史
地
理
』
二
冊
(
一
九
二
ニ
〉
、
『
満

峰山
地
理
歴
史
研
究
報
告
』

一
六
冊
(
一
九

一
五
l
四
一
)
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

た
が
、
表
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
乙
れ
ら
の
研
究
は
、
主
に
、
歴
史
地
理

の
方
面
、
と
り
わ
け
比
較
的
古
い
時
代
の
地
名
比
定
、

交
通
路
や
領
域
の
推
定

等
に
集
中
し
て
い
る
。

こ
れ
に
針
し
て
、
内
藤
湖
南
氏
は
、

『
潟
文
老
楢
』
、
『
五
億
清
文
鑑
』
等
の

基
礎
史
料
を
奉
天
か
ら
将
来
さ
れ
る
一
方
、
新
出
の
基
礎
史
料
を
も
と
に
、
博

識
を
騒
使
し
た
事
責
考
登
を
展
開
さ
れ
た
。

そ
の
外
、
激
海
史
の
研
究
に
貢
献
さ
れ
た
鳥
山
喜
一

氏
も
忘
れ
る
乙
と
が
で

き
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
、
将
来
の
研
究
部
俊
展
の
た
め

の
基
礎
が
固
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

綴
く
第
二
期
は
、
満
洲
事
愛
以
後
敗
戦
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
乙
の
時
期
に

は
、
外
務
省
文
化
事
業
部
の
助
成
に
よ
り
、
満
蒙
文
化
研
究
事
業
が
東
京
と
京

都
で
始
ま
っ
た
。
前
者
で
は
、
池
内
氏
の
も
と
で
、
三
上
次
男
、
旗
因
縁
雨
氏

が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
羽
田
亨
氏
の
も
と
で
、
田
村
賞
造
、
若
城
久
治
郎
、

小
川
硲
人
、
外
山
軍
治
、
今
西
春
秋
、

三
田
村
泰
助
ら
の
諸
氏
が
乙
の
研
究
事

業
に
従
い
、
そ
の
成
果
は
多
く
の
論
文
と
な
っ
て
、
『
満
蒙
史
論
叢
』
等
の
撃
術

雑
誌
に
笈
表
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
三
上
氏
の
論
著
『
金
代
女
同
県
の
研
究
』

(
一
九
三
七
)
は
、
女
同
県
史
研
究
に
お
け
る
最
高
の
到
達
鮎
を
示
す
も
の
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。
乙
の
外
、
現
地
で
、
園
田
一
勉
、
島
田
好
ら
の
諸
氏
が
研
究

活
動
を
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ζ

の
時
期
の
研
究
に
み
え
る
著
し
い
特
色
は
、
女
員
の
祉
曾
構
成
に
闘
す
る
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考
察
が
盛
ん
に
な
っ
と
ζ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
、
嘗
該
地
域
に
お
い
て
、

慣
行
調
査
が
行
な
わ
れ
、
或
い
は
、
ウ
ラ
ジ
ミ
l
ル
ツ
オ

フ
ロ
・
冶
・
切
言
h
H

E

・

5
苫
O
回
氏
ら
外
園
人
の
紅
曾
組
織
や
法
律
関
係
の
著
陥
が
紹
介
さ
れ
て
、
よ

う
や
く
祉
合
同
史
方
面
へ
の
関
心
が
も
り
あ
が
っ
て
き
た
が
、
特
に
、
『
歴
史
事

研
究
』
の
特
輯
放
と
し
て
「
満
洲
史
研
究
」
(
五
|
二
、
一
九
三
五
)
が
刊
行

さ
れ
た
ζ

と
が
、

ζ

の
よ
う
な
傾
向
に
決
定
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
乙
の
時
期

の
吐
曾
史
的
な
研
究
は
、
限
界
を
も
ち
な
が
ら
も
、
か
な
り
の
成
果
を
穆
げ
る

乙
と
が
で
き
た
。

ま
た
乙
れ
と
並
ん
で
、
第
二
期
の
研
究
に
は
、
さ
ら
に
別
の
頼
者
な
傾
向
が

み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
女
同
県
に
限
ら
ず
、
北
方
議
民
族
が
中
園
に
た
て
た
王
朝

に
つ
い
て
、
彼
ら
が
い
か
に
漢
民
族
を
統
治
し
た
か
と
い
う
覗
貼
か
ら
、
そ
の

政
治
機
構
、
軍
事
制
度
、
外
交
関
係
、
宗
数
針
策
等
の
性
格
を
研
究
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
各
王
朝
の
制
度
面
に
お
け
る
こ
重
構
造
の
問
題
が
検
討

さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
歴
史
地
理
や
吐
曾
上

の
顕
著
な
現
象
等
、
特
定
の
問
題
に
関
す
る
研
究
が
、
非
常
な
護
遂
を
遂
げ
た

の
で
あ
る
。

ζ

う
し
た
研
究
は
、
首
時
可
能
な
限
り
の
史
料
を
使
用
し
て
お

り
、
内
容
的
に
も
完
成
度
が
高
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
歩
そ
れ
か
ら
外

へ
踏
み
出
せ
ば
、
意
外
に
多
く
の
分
野
が
、
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
ζ

と

も
事
質
で
あ
る
。
特
に
、
慣
行
や
習
俗
と
い
っ
た
、
各
民
族
の
紅
曾
や
文
化
に

お
い
て
最
も
基
礎
的
な
問
題
が
、
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
は
っ
き
り
と
研

究
者
の
視
野
の
中
に
お
か
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
乙
と
が
、
戟
前

の
研
究
に
、
一
つ
の
限
界
を
輿
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
前
の
活
設
な
研
究
が
、
現
賓
の
政
治
吠
勢
に
刺
激
さ
れ
た
精
神
的
吠
況
に

負
う
と
ζ

ろ
が
大
き
い
の
に
劃
し
て
、
戦
後
の
沈
滞
し
た
研
究
欣
況
の
底
流

に
、
戟
後
、
そ
れ
が
溺
壊
し
て
し
ま
っ
た
影
響
が
あ
る
と
と
は
否
め
な
い
。

特
に
、
載
後
ま
も
な
く
、
今
ま
で
の
研
究
活
動
の
基
盤
で
あ
っ
た
各
種
機
関
や

研
究
所
が
解
鰻
し
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

多
く
の
研
究
者
が
研
究
か
ら
離
れ

る
と
い
う
深
刻
な
吠
況
が
お
ζ

っ
た
。
と
う
し
た
中
で
、
戦
前
か
ら
活
協
旬
、
れ

て
い
る
撃
者
に
よ
っ
て
そ
の
業
績
が
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
世
に
関
わ
れ
る
一

方
、
戦
前
既
に
完
成
さ
れ
て
い
た
『
明
代
満
蒙
史
料
李
朝
貫
録
抄
』

一
五
冊

と
同
じ
く
『
明
質
録
抄
』

一
八
冊
が
、
昭
和
二
九
年
か
ら
一
一
一
四
年
に
か
け
て
刊

行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
神
田
信
夫
・
松
村
潤
ら
の
諸
氏
の
手
で
、
『
漏
文
老
楢
』

七
冊
(
東
京
、
一
九
五
五
|
六
一
二
)
の
全
課
が
完
成
し
た
。
乙
れ
は
、

鴛
淵

一、

今
西
、
三
田
村
の
諸
氏
、
中
で
も
今
西
氏
『
浦
和
封
謬
満
洲
貫
録
』
(
一
九
三

八
〉
に
よ
り
基
礎
を
固
め
ら
れ
た
我
園
に
お
け
る
満
文
史
料
の
研
究
に
、
新
し

い
一
歩
を
し
る
し
た
戦
後
の
す
ぐ
れ
た
業
績
の
一
つ
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
し

て
、
史
料
研
究
の
面
に
お
い
て
は
、
再
び
着
賞
な
歩
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
目
を
轄
じ
て
、
個
々
の
研
究
論
文
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
中

に
は
詳
細
で
か
つ
正
確
な
事
質
が
多
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
戦
後
に
お
け
る
新
し
い
創
造
的
な
研
究
方
向
は
、
ま
だ
十
分
に
具
健
化
さ

れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。

現
在
の
乙
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
克
服
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
或
い
は

史
(
資
)
料
的
な
篠
件
が
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
従
来
の
漢

文
史
料
に
加
え
て
、
相
笛
な
量
の
満
文
史
料
ゃ
、
考
古
事
・
民
俗
拳
等
、
都
接

諸
科
撃
の
最
近
に
お
け
る
成
果
が
容
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
貼

で
は
、
有
利
な
欣
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
と
れ
ら
の
新
し
い
史
料
を

使
っ
て
従
来
と
は
異
な
る
研
究
が
生
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
料
批
判
刊
の

本
質
が
、
そ
れ
を
通
し
て
問
題
を
一
歩
ず
つ
現
質
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
以

上
、
そ
れ
を
一
層
積
極
的
に
評
届
出
す
る
た
め
に
は
、
明
確
な
研
究
方
向
を
も
っ

-119一



684 

ζ

と
が
紹
針
に
不
可
紋
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
日
の
欣
況
は
、
史
料
面
の

好
係
件
。
ぞ
存
分
に
利
用
す
る
と
共
に
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
同
学
問
自
穫
の
中
で

っ
き
破
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
満
洲
史
は
、
女
真
ピ
け
で
な
く
、
契
丹
等
の
歴
史
も
含
む
よ
う

に
、
む
し
ろ
地
域
に
重
鮎
の
あ
る
表
現
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
濁
立
し
た
歴
史
の

存
在
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
今
後
は
、
北
ア
ジ
ア
史
と
呼
ば
れ
る
研
究
領
域

が
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
民
族
的
、
そ
し
て
濁
特
の
地
域
的
保
件

の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
た
濁
自
の
批
舎
や
文
化
の
総
合
的
な
考
察
の
上
に
、
一
貫

し
た
女
員
史
ぞ
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
、

重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

以
下
、
女
同
県
佐
曾
史
研
究
を
め
ぐ
る
主
要
な
問
題
貼
に
つ
い
て
、
私
な
り
に

検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

戦
後
ま
も
な
く
、
戦
前
の
研
究
に
針
す
る
反
省
と
し
て
、
我
園
の
研
究
者
の

間
で
、
北
ア
ジ

ア
地
域
の
諸
民
族
の
歴
史
に
つ
い
て
、
世
界
史
に
占
め
る
濁
自

の
地
位
を
認
め
、
そ
の
一
貫
し
た
歴
史
的
過
程
を
追
求
す
る
と
と
が
、
共
通
の

課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
山
田
信
夫
氏
が
正
し
く

@
 

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
漢
民
族
と
の
交
渉
関
係
を
中
心
と
し

た
歴
史
の
研
究
か
ら
、
そ
の
前
提
で
あ
る
は
ず
の
、
彼
ら
が
自
ら
創
造
し
た
歴

史
の
研
究
へ
の
特
換
を
中
市
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
も
ま
た
、
一
つ
の
歴
史

的
過
程
と
し
て
の
女
員
史
が
自
立
す
る
た
め
の
基
盤
を
、
ζ

と
で
改
め
て
考
察

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

北
ア
ジ
ア
地
域
の
諸
民
族
の
歴
史
的
設
展
に
閲
す
る
問
題
に
、
先
駆
的
な
業

績
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
田
村
賞
造
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
中
閣
を
中
心
と
す

る
東
ア
ジ
ア
歴
史
世
界
に
糾
問
し
て
、
北
ア
ジ
ア
歴
史
世
界
の
濁
立
を
認
め
ら

れ
、
遊
牧
園
家
と
征
服
王
朝
と
い
う
こ
つ
の
園
家
類
型
に
基
づ
く
北
ア
ジ
ア
世

界
の
時
代
底
分
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。
氏
の
構
想
は
、
そ
の
後
、
多
く
の
研
究

者
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
遊
牧
民
諸
園
家
の
設
展
過
程
と
し
て

は
、
ほ
ぽ
基
本
的
に
承
認
を
受
け
た
が
、
一
方
、
女
同
県
系
の
金
と
清
と
を
征
服

王
朝
の
中
に
加
え
る
乙
と
に
射
し
て
は
、
大
樫
否
定
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
そ
れ
ら
の
諸
見
解
の
繰
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
氏
の

問
題
提
起
に
射
し
て
、
最
近
に
お
け
る
考
古
事
の
成
果
に
よ
り
な
が
ら
、
問
題

を
整
理
し
て
、
女
真
史
の
位
置
附
け
を
考
え
て
み
た
い
。

氏
の
北
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
歴
史
的
設
展
に
閲
す
る
基
本
的
な
構
想
は
、
既
に

早
く
、
「
東
方
史
の
構
造
と
展
開
」
〈
『
史
林
』
一
一
一
二

l
一
、
一
九
四
八
)
の
中

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
従
来
の
交
渉
中
心
の
歴
史
を
一

歩
進
め
て
、
中
園
北
方
の
諸
民
族
の
歴
史
世
界
を
認
め
、
そ
の
構
造
を
考
え
る

方
向
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、
乙
の
論
文
の
主
題
は
、
歴
史
的
現
象
と
し
て
あ

ら
わ
れ
た
、
北
方
世
界
と
南
方
世
界
と
の
相
互
関
係
の
袋
遜
を
通
し
て
、
南
北

雨
世
界
が
構
成
す
る
東
方
史
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、

北
方
世
界
内
部
の
設
展
に
つ

い
て
の
閥
心
は
前
面
に
出
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
以
後
し
だ
い
に
、
北
方
世
界
内
部
の
歴
史
的
援
展
に
つ
い
て
の
課

題
が
具
燈
化
き
れ
て
い
き
、
最
後
に
、
「
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
歴
史
世
界
の
形

成
」
(
『
東
方
文
化
講
座
』
一

O
、
一
九
五
六
、
後
同
氏
『
中
園
征
服
王
朝
の

研
究
上
』
に
補
訂
再
録
、
京
都
、
一
九
六
四
)
で
、
そ
の
時
代
匡
分
が
完
成
し

た。

ζ

れ
を
促
す
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
ウ
イ

ッ
ト

フ
ォ

l
ゲ
ル
戸
〉
・

①
 

名
古
『
。
問
。
-
氏
が
『
中
園
吐
曾
史
1

遼

(九

O
七
l
一
一
一
一
五
)
』
で
展
開
し

た
征
服
王
朝
論
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
、
北
ア
ジ
ア
地

域
の
諸
民
族
の
歴
史
的
設
展
と
い
う
関
心
に
沿
っ
て
、
問
題
が
整
理
し
な
お
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
論
理
的
に
不
整
合
な
部
分
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ζ

の
論
文
で
は
、
か
つ
て
の
術
語
に
代
わ
っ
て
、
新
し
く
、
北
ア
ジ
ア
世
界
、

東
ア
ジ
ア
世
界
、
そ
し
て
北
ア
ジ
ア
歴
史
世
界
と
い
う
術
語
が
使
わ
れ
て
い

る
。
以
下
、
氏
の
主
張
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

東
ア
ジ
ア
世
界
の
北
に
接
す
る
北
ア
ジ
ア
世
界
は
、
既
に
先
史
時
代
か
ら
、

前
者
と
は
本
質
的
に
異
な
る
文
化
幽
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
紀
元
前
一
一
一

世
紀
末
の
伺
奴
の
建
園
以
来
、
そ
乙
に
は
濁
自
の
北
ア
ジ
ア
歴
史
世
界
が
成
立

し
た
。
北
ア
ジ
ア
に
興
っ
た
旬
奴
、
鮮
卑
、
柔
然
、
突
廠
、
ウ
イ
グ
ル
、
透
、

金
、
元
、
清
の
諸
図
家
は
、
歴
史
的
性
格
に
よ
っ
て
、
旬
奴
か
ら
ウ
イ
グ
ル
ま

で
の
遊
牧
園
家
と
、
遼
以
後
の
征
服
王
朝
の
二
類
型
に
大
別
で
き
る
。
最
初
の

遊
牧
園
家
は
、
北
ア
ジ
ア
世
界
だ
け
を
活
動
舞
肇
に
し
た
部
族
連
合
燈
的
園
家

で
あ
り
、
章
子
(
或
い
は
可
汗
)
を
頂
貼
と
す
る
内
部
の
政
治
機
構
は
、
特
権

的
な
寧
子
の
氏
族
と
そ
の
外
戚
氏
族
が
濁
占
し
た
。
乙
の
う
ち
、
ウ
イ
グ
ル

は
、
政
治
面
で
も
枇
曾
面
で
も
、
一
一
層
愛
達
し
た
段
階
を
示
す
。
乙
れ
に
劃
し

て
、
征
服
王
朝
は
、
次
の
よ
う
な
過
程
を
経
験
す
る
。
初
め
、
各
々
の
小
勢
力

に
わ
か
れ
て
中
園
や
朝
鮮
の
遊
境
地
域
に
侵
入
し
、
農
民
の
白
骨
掠
を
繰
返
し
て

い
た
が
、
そ
の
中
か
ら
し
だ
い
に
一
人
の
可
汗
の
楢
力
が
確
立
し
て
い
き
、
つ

い
に
可
汗
の
も
と
に
、
農
耕
民
と
遊
牧
民
ま
た
は
狩
郷
民
と
か
ら
な
る
牧
農
的

政
権
が
で
き
る
。
そ
し
て
可
汗
は
、
そ
れ
ま
で
の
部
族
制
を
駿
止
し
て
、
封
建

的
関
係
に
立
つ
新
し
い
組
織
を
造
る
。
乙
の
頃
に
北
ア
ジ
ア
世
界
の
統
一
が
完

成
す
る
。
と
と
ろ
が
、
農
耕
民
の
生
産
力
に
よ
っ
て
園
力
は
増
す
が
、
そ
の
た

め
に
一
方
で
階
級
分
化
も
進
む
。
そ
乙
で
中
園
に
射
し
て
征
服
鞍
手
を
い
ど

み
、
そ
の
結
果
、
中
園
と
北
ア
ジ
ア
を
支
配
す
る
征
服
王
朝
が
出
現
す
る
。
そ

の
枇
舎
は
、
遊
牧
・
狩
猶
枇
曾
と
農
耕
枇
舎
と
の
複
合
制
に
な
る
。
乙
れ
は
、

北
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
古
代
か
ら
中
世
へ
の
後
展
を
意
味
す
る
。
以
上
で
あ

'也。

右
の
田
村
氏
の
構
想
に
射
し
て
、
村
上
正
二
氏
ら
は
、
征
服
王
朝
の
中
に
、

モ
ン
ゴ
ル
系
の
遼
と
一元
と
並
ん
で
女
員
系
の
金
と
清
と
を
含
ひ
乙
と
に

つ
い
て

疑
問
を
出
さ
れ
て
い
句
。
前
者
が
遊
牧
民
の
園
家
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、
後
者

は
、
(
表
現
は
各
々
異
な
る
が
)
農
耕
民
の
園
家
で
あ
り
、
性
格
が
遭
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
な
る
が
、
田
村
氏
の
言
わ
れ
る
北
ア
ジ
ア
歴
史
世
界

と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
自
身
全
慢
が

一
つ
の
歴
史
を
も
っ
世
界
を
示
す
の
か
、

或
い
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
幾
っ
か
集
ま
っ
て
で
き
た
全
趨
世
界
を
表
わ
す

の
か
、
氏
の
構
想
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
一
部
に
、
金
と
清
が
位
置
附
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
そ

う
な
ら
ば
笛
然
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
じ
ツ
ン
グ
l
ス
系
の
高
句
麗

や
溺
海
の
位
置
附
け
が
全
然
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
乙
ろ
が
、
そ
の
後
の
考
古

撃
の
業
績
に
よ
る
と
、
高
句
麗
と
溺
潟
、
そ
し
て
金
代
女
異
吐
合
同
の
聞
に
は
、

幾
つ
か
の
黙
に
お
い
て
文
化
の
近
縁
性
と
連
綴
性
が
あ
る
乙
と
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
う
し
た
知
識
の
量
は
ま
だ
本
笛
に
限
ら
れ
て
お
り
、
今
後
一
一
層
の
充
貨

が
待
た
れ
る
が
、
し
か
し
、
例
え
ば
、
乙
の
地
域
の
住
居
に
お
い
て
、
古
来
設

達
し
て
き
に
土
間
床
と
、
そ
鋤
上
に
設
げ
ら
れ
た
抗
の
構
造
は
、
三
者
の
間
で

基
本
的
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
枇
舎
が
、
西
方
に
鄭
接
す

る
遊
牧
民
社
舎
と
は
、
文
化
的
に
も
、
そ
し
て
、
一
時
期
を
除
い
て
は
政
治
的

に
も
は
っ
き
り
と
匡
別
さ
れ
て
い
た
乙
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
女
口
県
一
位
曾
の

歴
史
的
援
展
の
問
題
も
、
乙
の
系
列
の
中
に
お
い
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。乙

の
認
識
に
立
っ
と
き
、
そ
れ
で
は
、
金
と
清
と
を
征
服
王
朝
と
し
て
位
置
附

け
る
乙
と
は
、女
同
県
史
全
鐙
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
最

初
に
征
服
王
朝
と
い
う
術
語
を
使
用
し
た
の
は
、
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

!
ゲ
ル
氏
で

あ
る
が
、
彼
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
中
園
史
の
た
め
の
概
念
で
あ
っ
た
。
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す
な
わ
ち
、
奈
以
後
の
中
園
帝
図
を
構
成
す
る
二
つ
の
範
時
の
一
つ
と
し
て
、征

服
王
朝
(
及
び
浸
透
王
朝
)

(

3

北
貌
と
そ
の
前
後
の
奥
民
族
王
朝
、

6
迷、

7
、
金、

8
元
凶
清
)
は
、
典
型
的
中
薗
王
朝

(
1
菜

・
模、

2
分
裂
期
の
中
図
王

⑮
 

朝、

4
隠

・
唐
、
5
宋、

9
明
)
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
周
知
の
よ
う

に
、
ウ

イ
ッ

ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
氏
は
、
戦
前
に
は
、
中
園
史
の
右
の
時
期
を
東
洋

的
世
曾
と
規
定
心
、
紀
元
前
二

三

年
の
秦
成
立
以
前
の
(
早
期
)
封
建
枇
曾

と
区
分
し
て
い
る
。
東
洋
的
一枇
曾
に
お
い
て
は
、
水
の
規
制
が
不
可
紋
で
あ
る

た
め
、
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
は
生
ま
れ
ず
、
官
僚
的
、
僧
侶
的
階
級
が
唯
一

の
支
配
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
様
々
な
原
因
に
よ
り
、
圏
内
的
危
機
に
瀕
し

て
も
、
外
座
の
な
い
限
り
、
治
水
事
業
の
必
要
か
ら
、
王
朝
交
替
に
よ
っ
て
、

い
つ
で
も
同
じ
図
家
秩
序
が
再
建
さ
れ
た
と
い
う
。
乙
の
段
階
ま
で
は
、
彼
は

中
園
児
異
民
族
王
朝
が
出
現
す
る
の
は
、
圏
内
の
農
業
危
機
に
よ
る
必
然
的
結

果
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
す
み
や
か
に
漢
民
族
に
同
化
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
。

と
乙
ろ
が
、
戦
後
、
ウ
イ

ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
氏
は
自
ら
の
立
場
を
鱒
換
す
る
。

そ
し
て
水
利
と
い
う
契
機
を
一

層
重
要
視
す
る
よ
う
に
仙
り
、
術
語
も
大
幅
に

改
め
、
東
洋
的
批
曾
も
複
合
治
水
位
曾
と
嬰
え
て
し
ま
う
。
戦
後
の
早
い
時
期

に、

従
来
の
同
化
説
ぞ
批
剣
す
る
た
め
に
展
開
し
た
征
服
王
朝
論
も
、

嘗
時
の

ζ

う
し
た
事
情
と
切
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
戦
前
の
停
滞
論
も

そ
う
な
の
ピ
が
、
特
に
、
戟
後
の
中
園
史
に
制
到
す
る
氏
の
理
解
に
、
重
大
な
問

題
が
あ
る
と
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
中
関
史
の
専
門
家

に
よ
っ
て
、

率
説
史
の
中
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

ζ

れ
以
上

と
乙
で
立
入
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ウ
イ

ッ
ト

フ
定
l
ゲ
ル
氏
の
征
服
王
朝
論
は
、
結
局
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
秦
以
後
二
千

年
間
の
中
園
佐
倉
(
正
確
に
は
漢
民
族
祉
曾
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
〉
を
同
質
の

も
の
と
す
る
理
解
を
前
提
と
し
て
、
征
服
王
朝
下
で
は
、
征
服
者
で
あ
る
異
民

族
の
枇
曾
は
、
漢
民
族
に
同
化
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
存
綴
し
、
典
型
的
中
園
王

朝
下
よ
り
も
複
雑
な
階
級
構
成
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
、
征
服

王
朝
下
の
そ
の
よ
う
な
吐
曾
を
、
歴
史
的
後
展
と
し
て
位
置
附
け
る
覗
鮎
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
制
刻
し
て
、
田
村
氏
も
同
じ
征
服
王
朝
と
い
う
術
語
を
使
わ
れ
る
が
、

ウ
ィ

ァ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
氏
と
は
、
全
く
別
の
立
場
か
ら
で
あ
る
。
田
村
氏
の
場

合
は
、
征
服
王
朝
と
は
、
北
ア
ジ
ア
世
界
の
毅
展
過
程
で
出
現
し
た
図
家
で
あ

っ
て
、
そ
の
政
治
的
な
過
程
や
園
家
構
造
に
類
似
性
が
あ
る
た
め
、
そ
ζ

に
同

一
の
歴
史
的
段
階
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
田
村
氏
が
濁
自
の
立
場
で
、
征
服
王
朝
と
い
う
術
語
を
使
わ
れ
る

と
と
は
さ
し
っ
か
え
な
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
氏
の
述
べ
ら
れ
る
征
服
王
朝

に
特
有
の
事
質
が、

金
や
清
の
聞
に
ど
れ
程
共
通
す
る
の
か
と
い
う
ζ

と
は
、

一
一
般
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

骨回一
如
、
も
っ
と
本
質
的
な
問
題

は
、
牧
山
滅
的
政
権
や
複
合
制
と
い
う
征
服
王
朝
の
政
治
、
吐
曾
構
造
は
、
果
し

て
、
一
位
曾
の
後
展
段
階
と
直
接
的
な
因
果
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
は
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、

乙
の
よ
う
な
事
貨
は
、
必
ず
し
も
、
枇
曾
の
特
定
の
設
展
段
階
に
だ
け
関
係
す

る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ζ

う
し
て
、
金
と
清
の
歴
史
的
段
階
を
示
す
も
の
は
、
田
村
氏
が
、
君
主
と

の
封
建
的
関
係
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
猛
安
謀
克
や
八

旗
制
の
存
在
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
乙
れ
ら
爾
制
度
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い

て
は
、

今
後
の
詳
細
江
研
究
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
乙
れ
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
結
局
、
女
同
県
史
の
展
開
は
、
女
真
枇
曾
自
慢
、
す
な
わ
ち
佐
倉
的
諮

閥
係
に
基
づ
い
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ζ

乙
に
、
我
々
の
今

後
の
課
題
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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根
強
い
先
入
見
に
到
し
て
、
北
ア
ジ
ア
地
域
の
諸
民
族
の
歴
史
の
濁
自
性
を

主
張
さ
れ
た
田
村
氏
の
構
想
は
、
大
き
な
意
義
を
も
っ
。
そ
の
中
に
、
現
在
で

は
寅
欣
に
あ
わ
な
い
箇
所
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
先
脳
的
な
試
み
と

し
て
や
ひ
を
え
な
い
と
思
う
。
今
後
、
我
々
は
、
氏
の
問
題
提
起
を
う
け
て
各

々
の
専
攻
領
域
で
、
個
別
的
、
具
種
的
な
歴
史
を
構
築
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

以
下
、

ζ

の
硯
貼
か
ら
、
女
同
県
の
一
砿
曾
構
成
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
、
そ

の
成
果
と
、
と
れ
か
ら
の
課
題
を
述
べ
て
み
た
い
。
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女
異
族
の
吐
曾
構
成
を
め
ん
、
っ
て
、
最
も
自
覚
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
明
末
清
初
の
時
期
の
女
員
一
位
曾
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
研

究
傾
向
に
決
定
的
な
影
響
を
輿
え
た
の
は
、
前
述
の
「
満
洲
史
研
究
」
の
諸
論

文
、
中
で
も
、
中
山
八
郎
氏
「
明
末
女
直
と
八
旗
的
統
制
に
閲
す
る
素
描
」
と

旗
田
氏
「
五
回
都
里
族
の
部
落
構
成
l
史
料
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
|
」
の
爾
論

文
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
は
、
満
洲
族
の
還
元
性
と
い
う
持
論
を
も
た
れ
る

稲
葉
氏
が
、
笛
該
時
期
の
女
同
県
枇
曾
は
、
金
初
と
同
じ
く
、
な
お
氏
族
制
に
停

@
 

滞
し
て
い
た
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
射
し
て
、
右
の
二
論
文
は
、
乙
の

時
期
に
は
既
に
、
氏
族
制
度
は
崩
壊
過
程
に
あ
っ
た
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い

た
。
特
に
後
者
は
、
李
朝
貫
録
に
記
録
さ
れ
て
い
た
十
五
世
紀
の
図
柄
、江
流
域

に
お
け
る
女
員
集
落
の
幾
っ
か
に
つ
い
て
人
口
構
成
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
ら
の
集
落
は
、
異
な
る
複
数
の
姓
を
も
っ
人
々
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
同
姓
と
言
っ
て
も
必
ず
し
も
同
族
と
は
限
ら
な
か

っ
た
。
ま
た
、
時
に
は
、
同
じ
集
落
内
の
二
つ
の
家
系
が
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ

と
も
ゐ
り
、
さ
ら
に
、
貧
富
の
差
も
相
嘗
に
は
っ
き
り
し
て
い
た
と
い
う
。
以

上
の
理
由
か
ら
、
旗
田
氏
は
、
五
回
都
皇
族
で
は
、
氏
族
制
は
嵐
捜
し
て
い
た
と

結
論
さ
れ
た
。
氏
の
右
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
男
系
出
自
の
氏
族
制
度
が
、
省
時

の
段
階
ま
で
機
能
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
従
っ
て
、
氏
の
結
論

は
首
肯
で
き
る
。
明
末
の
女
真
一
位
曾
に
射
す
る
旗
田
氏
ら
の
規
定
は
、
以
後
の

戟
前
の
研
究
に
お
い
て
定
説
化
し
た
。
特
に
、

三
田
村
氏
「
満
珠
園
成
立
過
程

の
一
考
察
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
ー
ー
二
、
一
九
三
六
、
後
同
氏
『
清
朝
前
史
の

研
究
』
所
枚
、
京
都
、
一
九
六
五
〉
、
鴛
淵
一

・
戸
田
茂
喜
雨
氏
共
著
「
ジ
ュ

セ
ン
の
一
考
察
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五

l
一
、
一
九
三
九
)
等
が
、
そ
の
上
に

立
っ
て
自
設
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
氏
族
制
度
に
代
わ
る
新
し
い
枇
曾
構
成
の
基

礎
と
な
っ
た
生
産
関
係
の
研
究
が
、
次
の
段
階
に
お
け
る
課
題
と
な
っ
た
。
周

藤
吉
之
氏
『
清
代
潟
洲
土
地
政
策
の
研
究
』
(
東
京
、
一
九
四
四
)
や
、
戦
後
の

田
中
克
己
氏
「
清
初
の
奴
隷
」
(『
帝
塚
山
間
学
院
短
期
大
挙
研
究
年
報
』
四
、
一
九

五
六
)
に
よ
っ
て
、
清
初
、
盛
ん
に
奴
殺
が
曲
従
業
に
使
役
さ
れ
た
ζ

と
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、

一
方
で
、
李
朝
世
宗
年
間
(
一
五
世
紀
)
に
、
多
数
の
漢
人
奴
隷

が
女
真
の
も
と
か
ら
逃
亡
し
て
明
に
迭
り
返
さ
れ
た
事
賓
が
注
目
さ
れ
、
彼
ら

に
よ
る
奴
隷
制
生
産
が
、

ζ

の
時
期
に
出
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

⑬
 

た
。
し
か
し
、
戦
後
、
河
内
良
弘
氏
が
、
「
建
州
女
直
佐
倉
構
造
の
一
考
察
」

(
『
明
代
満
蒙
史
研
究
』
、
京
都
、
一
九
六
=
己
に
お
い
て
、
乙
の
考
え
を
明
快
に

批
判
さ
れ
て
、
彼
ら
が
掠
奪
さ
れ
た
奴
隷
で
あ
っ
た
と
い
う
詮
嬢
は
な
く
、
と

れ
だ
け
で
、
漢
人
奴
殺
に
よ
る
農
業
生
産
が
、
下
級
枇
舎
を
も
ま
き
乙
む
ま
で

普
遍
化
し
て
い
た
と
す
る
乙
と
に
は
疑
問
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
傾
聴
す
べ
き
説

で
あ
る
。

安
部
健
夫
氏
「
八
旗
満
洲

ニ
ル
の
研
究

ω、
ω、
ω」
(
『
東
亜
人
文
象
報
』

一
ー
ー
四
、
二
!
二
、
共
に
一
九
四
二
、
『
東
方
事
報
』
京
都
、
二

O
、
一
九
五

-123ー
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一
、
後
同
氏

『
消
代
史
の
研
究
』
所
枚
、
東
京
、
一
九
七
一
〉
は
、
濁
自
の
立

場
か
ら、

明
末
消
初
の
女
民
社
曾
を
考
察
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
謬
設
を

大
胞
に
批
判
し
た
、
峨
前
の
注
目
す
べ
き
論
文
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
質
際
、
戦

後
の
研
究
の
多
く
が
、
乙
の
研
究
を
踏
惑
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
阿
南
惟

敬
氏

「
清
初
の
申
土
の
身
分
に
つ
い
て
」
(
『歴
史
教
育
』

一
O
l
一
て
一
九

六
二
)
、

三
回
村
氏

「
ム
ク
ン
・
タ
タ

ン
制
の
研
究
満
洲
祉
曾
の
基
礎
的
構
造

と
し
て
の

l
」
(『
明
代
満
蒙
史
研
究
』
と

『
立
命
館
文
皐
』
一
一
二
三
、
一
九
六

四
、
後
同
氏
前
掲
書
所
牧
)
そ
し
て
石
橋
秀
雄
氏
「
清
初
の
イ
ル
ゲ
ン
(
『円
滑
る

|
特
に
天
命
期
を
中
心
と
し
て
|
」
(『
日
本
女
子
大
皐
紀
要
』
一
一
一一、

一
九
六

四
)
、
同
氏
「
清
初
の
ジ
ュ
シ
-
ン

(
E
rロ〉
|
特
に
天
命
期
ま
で
を
中
心
と

し
て
|
」
(『史
州
』
五
、
一
九
六
四
)
等
に
お
い
て
、
安
部
氏
の
研
究
に
幾
つ

か
の
難
貼
が
あ
る
乙
と
が
し
だ
い
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
嘗
時
の

女
輿
祉
曾
が
、
汗
を
頂
貼
と
し
て
ベ
イ
レ
、
ベ
イ
セ
等
か
ら
な
る
官
僚
層
、
次

に
、
甲
土
を
中
心
と
し
た
自
由
民
層
、
そ
れ
か
ら
ジ

ュ
セ
ン
と
呼
ば
れ
る
隷
幾

層
、
最
後
に
ア
ハ
な
る
奴
僕
層
と
い
う
よ
う
に
、
四
つ
の
身
分
階
層
で
構
成
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
自
由
民
腐
の
下
に
、
殺
剛
炭

層
と
い
う
一
つ
の
濁
立
し
た
身
分
階
層
が
存
在
し
た
と
い
う
考
え
は
、
現
在
で

は
、
大
穂
否
定
さ
れ
た
と
言
え
る
。
安
部
氏
の
殺
農
居
と
い
う
概
念
は
、
論
理

構
成
の
前
提
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
影
響
は
、
全
健
の
論
己
固
に
ま
で
及
ば
ぎ
る
を

え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
氏
の
大
部
な
研
究
は
、
そ
の
中
に
様
々
な
問
題
を
含

ん
で
お
り
、
今
後
も
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
早
く
も
戟
前
に
お
い
て
、
数
多
く
の
成
果
が
も
た
ら
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
乙
の
中
に
ゐ
っ
て
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
、
明
米
の
女
兵
枇
曾

史
の
研
究
に
す
ぐ
れ
た
貢
献
を
さ
れ
て
い
る
の
は
三
田
村
氏
で
あ
る
。
氏
は
、

最
近
、

ζ

の
時
期
の
女
民
枇
曾
が
氏
族
制
枇
舎
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
に
傾
い

て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
氏
の
言
わ
れ
る
氏
族
制
度
の
概
念
に
つ
い

て
は
、
ま
ピ
議
論
の
叫跡
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

三
田
村
氏
の
い
ず
れ
の
論
文
を
と
っ
て
も
、
構
成
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
ム

ク
ン
の
概
念
で
あ
る
。
女
回
以
本
来
の
氏
族
組
織
で
あ
る
ハ
ラ
は
、
大
き
く
な
り

す
ぎ
て
、
現
貨
の
従
禽
機
能
が
果
せ
な
い
た
め
に
、
ハ
ラ
か
ら
分
化
し
た
ム
ク

ン
が
、
代
わ
っ
て
そ
の
機
能
を
果
し
に
。
ム
ク
ン
は
、
地
域
関
係
を
基
礎
に
し

た
血
縁
幽
慢
だ
と
い
う
。
三
田
村
氏
の
前
記
「
ム
ク
ン
・
タ
タ
ン
制
の
研
究
」

に
よ
る
と
、
ム
ク
ン
も
し
く
は
そ
の
下
位
軍
位
で
あ
る
一
集
洛
の
構
成
員
は
、

女
員
枇
舎
を
規
制
す
る
本
質
的
要
素
で
あ
っ
て
、
生
業
で
あ
る
狩
猟
採
参
を
行

な
う
箪
位
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
に
そ
の
た
め
の
土
地
を
占
有
す
る
主
鐙

で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
得
た
も
の
を
分
配
す
る
組
織
で
も
あ
っ
た
。
ム
ク

ン
と
そ
の
下
位
軍
位
の
聞
に
は
統
岡崎
闘
係
が
存
在
し
、
そ
れ
を
基
礎
げ
比
し
て
、

ム
ク
ン
内
の
値
制
は
そ
の
ま
ま
、
一
一
層
大
き
な
軍
事
組
織
、
そ
し
て
窮
極
的
に

は
、
グ
ル
ン
の
政
治
機
構
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
グ
ル
ン
は
、
領
主

氏
族
を
中
心
と
し
た
氏
族
連
合
穏
で
あ
っ
た
と
い
う
。

氏
の
戟
前
の
前
潟
論
文
に
お
い
て
は
、
グ
ル
ン
の
汗
や
ベ
イ
レ
を
氏
族
制
度

と
の
関
連
で
い
か
に
位
置
附
け
る
か
と
い
う
問
題
が
、
未
解
決
の
ま
ま
残
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
乙
乙
で
新
し
く
、
氏
族
連
合
慢
の
長
と
規
定
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

ζ

の
説
明
に
封
し
て
は
、
ま
た
別
の
問
題
が
生
じ
て

く
る
よ
う
に
思
う
。
氏
の
言
わ
れ
る
領
主
氏
族
を
中
心
と
す
る
氏
族
連
合
健
と

い
う
値
制
の
中
で
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
氏
族
相
互
の
聞
に
は
、
い
か
な
る
閥

係
が
存
在
す
る
の
か
、
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
同
一
部
族
内
に
お
け
る
氏
族
聞
に

み
ら
れ
る
外
婚
規
制
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
回
村
氏
は
、

旗
田
氏
等
の
氏
族
制
度
の
存
在
を
否
定
す
る
見
解
に
到
し
て
、
ほ
と
ん
ど
ふ
れ

ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
黙
と
共
に
、
右
の
問
題
に
つ
い
て
、
今
後
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の
課
題
が
あ
る
と
思
う
。

ζ

の
外
、
戦
時
中
か
ら
戟
後
に
か
け
て
の
、
明
末
の
女
同
県
祉
曾
に
閲
す
る
論

考
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
江
島
議
雄
氏
「
明
末
満
洲
に
於

け
る
ガ
シ
ャ
ン
の
諸
形
態
」
(
『
史
淵
』
一
一
一
一
一
、
一
九
四
四
〉
は
、
女
真
の
集
落

を
そ
の
形
態
に
基
づ
い
て
類
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
脚
田
氏
「
清
初
の
貝
勅

に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
皐
報
』
四
O
|
四
、
一
九
五
八
)
は
、
清
初
の
ベ
イ
レ
に

つ
い
て
追
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
河
内
氏
に
は
、
前
出
論
文
と
共
に
、
女
同
県
吐

舎
で
は
農
業
が
主
要
な
産
業
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
た
「
建
州
女
直

の
移
動
問
題
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
九
l
二
、
一
九
六
O
)
が
あ
り
、
石
橋
氏

は
前
掲
論
文
ゃ
、
「
清
初
の
ア
ハ
公

E
)
特
に
天
命
期
を
中
心
と
し
て

l
」

(
『
史
苑
』
二
八
|
二
、
一
九
六
八
)
等
の
一
連
の
論
文
に
お
い
て
、
女
真
吐
曾

の
重
要
な
概
念
を
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ζ

れ
ら
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
史
料
の

扱
い
方
が
丁
寧
で
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
今
後
の
課
題
は
、
乙
れ
ら
の
研
究

を
準
設
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
附
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
具
程
的

な
歴
史
像
を
構
築
さ
れ
る
の
か
と
い
う
乙
と
に
な
る
と
思
う
。

四

689 

最
後
に
、
私
自
身
の
研
究
領
域
で
あ
る
金
代
女
箕
の
枇
曾
構
成
に
つ
い
て
、

特
に
華
北
に
移
住
す
る
前
の
そ
れ
に
閥
し
て
、
今
後
、
と
り
く
む
べ
き
課
題
を

百
六
種
的
に
述
べ
て
み
た
い
。

金
代
女
同
県
史
の
研
究
に
お
い
て
、
大
き
な
足
跡
を
し
る
さ
れ
て
い
る
の
は
コ
一

上
氏
で
あ
る
。
吐
曾
、
政
治
、
文
化
等
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
る
、
氏
の
鰻
系

的
な
研
究
は
、
我
々
に
と
っ
て
貴
重
な
財
重
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
ま
た
、

将
来
畿
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
向
が
、
氏
に
よ
っ
て
鋭
く
洞
察
さ
れ
て

い
る
乙
と
も
少
な
く
な
い
。
乙
ζ

で
も
嘗
然
、
氏
の
理
解
か
ら
出
設
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三
上
氏
は
、
「
遼
末
に
於
け
る
金
室
完
顔
家
の
通
婚
形
態
」
〈
『
東
洋
皐
報
』

二
七
|
四
、

一
九
四
O
、
後
同
氏

『
金
史
研
究
三
』
所
枚
、
東
京
、
一
九
七

一
二
)
で
、
遼
末
金
初
に
お
け
る
金
の
帝
室
完
顔
家
の
婚
姻
の
寅
例
を
、

一
例
ご

と
に
綿
密
に
調
査
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
か
ら
、
建
園
前
の
女
英
世
舎
の
政
治
的

状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
た
。

嘗
時
、
諸
部
(
三
上
氏
に
よ
れ
ば
、

完
類
、
徒
輩
等
の
名
稽
を
も
っ
集
闘
全

趨
)
は
、
多
く
の
氏
(
諸
部
の
下
位
田
中
位
)
に
分
か
れ
、
各
々
が
一
単
位
と
な

っ
て
、
各
地
域
に
散
ら
ば
っ
て
住
ん
で
い
た
。
と
乙
ろ
が
、
金
室
完
頚
家
と
通

婚
閥
係
に
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
う
ち
特
定
の
数
民
で
、
し
か
も
金
室
の
本
接
地

で
あ
る
阿
什
河
近
郷
の
家
系
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
反
面
、
地
域
的
、

政
治
的
閥
係
に
基
づ
い
て
婚
姻
が
結
ぼ
れ
る
乙
と
も
あ
っ
た
。
び
る
が
え
っ

て
、
女
員
の
祖
先
と
さ
れ
る
綜
賜
族
の
部
族
的
結
合
は
、
数
世
紀
後
の
遼
末
に

は
既
に
解
飽
し
、
か
つ
て
同
一
地
域
に
よ
っ
て
い
た
諸
族
も
各
地
域
に
散
ら
ば

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
各
地
域
に
、
例
え
ば
、
有
名
な
三
十
部
女
其
の

よ
う
な
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
、
か
つ
て
族
内
婚

制
度
で
結
ぼ
れ
て
い
た
諮
部
族
集
図
が
、
結
合
の
基
礎
と
な
っ
た
。
金
室
も
そ

の
よ
う
な
一
つ
の
政
治

f

フ
ロ

ッ
ク
の
盟
主
で
あ
る
。
以
上
で
あ
る
。

遼
末
の
女
員
祉
曾
に
、
幾
つ
か
の
地
域
的
な
政
治
勢
力
が
成
長
し
て
い
た
と

い
う
結
論
は
安
嘗
な
も
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
結
合
は
、
か
つ
て
の
氏

族
関
係
を
基
慌
に
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
主
と
し
て
、
政
治
的
支
配
関

係
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
確
か
に
金
室
の

婚
姻
は
、
選
接
さ
れ
た
特
定
の
家
系
と
の
間
だ
け
で
結
ぼ
れ
て
い
る
が
、
一
般

⑬
 

の
婚
姻
は
、
異
姓
同
志
で
あ
れ
ば
許
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
金
室
の
婚
姻
の
賓
態
を
通
し
て
推
定
さ
れ
た
三
上
氏
の
言
わ
れ
る
族
内
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婚
(
厳
密
に
は
、
そ
れ
は
、
外
婚
規
制
に
従
う
特
定
の
数
氏
族
か
ら
な
る
部
族

内
部
で
の
そ
れ
ら
相
互
の
婚
姻
の
乙
と
で
あ
ろ
う
)
に
従
う
部
族
組
織
の
構
成

に
つ
い
て
も
修
正
の
徐
地
が
あ
る
。

ζ

の
論
文
は
、
女
呉
の
氏
族
制
度
の
全
趨

構
造
が
明
確
に
な
っ
た
段
階
で
、
賞
際
の
婚
姻
が
、
そ
れ
か
ら
ど
の
位
規
制
さ

れ
て
い
た
の
か
知
る
た
め
の
有
盆
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
全
鐙
構
造
は
い
か
な
る
形
態
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
史

料
の
寡
少
等
が
原
因
で
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
を
扱
っ
た
研
究
は
な
い
。
そ
れ

で
も
、
ま
だ
検
討
す
べ
き
方
向
は
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
氏
族
相
互
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、
全
氏
族
名
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
金

史
百
官
志
の
記
載
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
氏
族
組
織
の
内
部

構
造
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
金
史
の
谷
頭
を
飾
る
世
紀
中
に
記
録
さ
れ
て
い

る
完
結
剛
氏
の
始
祖
説
話
を
再
評
債
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
早
く
、
池
内
宏
氏
が
、
「
金
史
世
紀
の
研
究
」
(
『
漏
鮮

地
理
歴
史
研
究
報
告
』

二

、
一
九
二
六
、
後
同
氏
『
満
鮮
史
研
究
中
世
第

一

冊
』
所
牧
、
東
京
、
一
九
一
一
一
一
一
一)
に
お
い
て
鋭
い
批
判
を
加
え
ら
れ
て
、
始
祖

か
ら
昭
組
ま
で
の
五
代
の
人
物
に
関
す
る
所
停
は
、
歴
史
的
事
賓
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
全
く
架
空
の
物
語
で
、
従
っ
て
、
彼
ら
は
、
相
承
を
、
氷
く
み
せ
る
た
め

に
加
え
ら
れ
た
、
質
在
し
な
い
人
物
で
あ
る
と
論
断
さ
れ
た
。

ζ

れ
以
後
の
研

究
は
、
小
川
氏
コ
ニ
十
部
女
真
に
就
い
て
」
(
『
東
洋
皐
報
』
二
四
|
四
、
一
九

三
七
)
を
除
い
て
、
田
坂
興
道
氏
「
完
顔
氏
の
三
組
側
読
に
就
い
て
」
(
『
歴
史

開
学
研
究
』
八
|
六、

一
九
三
八
)
も
、

三
上
氏
「
金
室
完
顔
氏
の
始
祖
説
話
に

つ
い
て
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
五
ニ

l
一一

、
一
九
四
一
、
後
同
氏
前
掲
書
所
枚
〉

も
、
基
本
的
に
は
池
内
氏
の
結
論
を
継
承
す
る
方
向
で
、
始
祖
説
話
が
い
つ
い

か
な
る
目
的
で
造
ら
れ
た
の
か
と
い
う
貼
に
つ
い
て
、
一
一
層
合
理
的
な
説
明
を

し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
色
々
と
貴
重
な
事
賞
が
掘
り
起
ζ

き
れ

た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
組
型
式
が
完
成
す
る
ま
で
の
経
過
と

そ
の
理
由
に
闘
し
て
、
説
得
力
を
も
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
始
租
説
話
が
、
建
図
の
か
な
り
以
前
か
ら
、
別
々
に
閣
内
承
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
否
定
し
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
池
内
氏
の
結
論
は
、
動
か
せ

な
い
が
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、

今
後
我
々
が
設
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
向

は
、
む
し
ろ
、
従
来
無
視
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
よ
う
な
始
祖
説
話
が
も
っ
て
い

た
駐
禽
的
側
面
、
つ
ま
り
そ
れ
が
駐
曾
に
お
い
て
存
在
債
値
を
も
ち
、
異
賓
と
し

て
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
と
の
祉
曾
的
な
意
味
を
考
察
す
る
と
と
で
あ
る
。

三
田
村
氏
「
清
朝
の
関
圏
内
侍
読
と
そ
の
世
系
に
就
い
て
」
(
『
立
命
館
創
立
五

十
周
年
記
念
論
文
集
文
事
篇
』
、
京
都
、

一
九
五
一
、
後
同
氏
前
掲
書
所
枚
)

と
「
明
末
清
初
の
満
洲
氏
族
と
そ
の
源
流
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
九
|
二
、
一

九
六

O
、
同
右
〉
と
は
、
清
朝
の
世
系
と
女
同
県
の
姓
を
扱
っ
た
努
作
で
あ
る

が、

ζ

れ
に
よ
っ
て
、

金
代
の
女
真
に
お
い
て
は
、
後
の
時
代
と
比
較
し
て
、

は
る
か
に
姓
と
い
う
も
の
の
意
味
が
重
く
、
ま
た
氏
族
の
始
祖
名
が
は
っ
き
り

と
記
録
に
残
っ
て
い
る
事
質
が
明
ら
か
に
な
る
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
氏

族
成
員
間
の
諸
閥
係
が
、
共
通
の
組
先
か
ら
出
自
し
た
と
い
う
認
識
に
由
来
す

る
鮎
か
ら
考
え
る
と
、
首
時
の
一
位
曾
で
は
、
氏
族
的
な
諸
閥
係
が
か
な
り
強
か

っ
た
ζ

と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
法
的
な
関
係
は
、
氏
族
制
度

が
機
能
を
果
さ
な
く
な
っ
た
後
も
、
嘗
然
、
新
し
い
共
同
鐙
や
家
族
制
度
に
、

形
を
嬰
え
て
綴
承
さ
れ
る
わ
け
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
氏
族
制
度
が
存
在
し
た

と
い
う
詮
援
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
上
氏

「
金
初
の
字
蔓
に
就
て
」
(
『
稲
葉
博
士
還
暦
記
念
潟
鮮
史
論
叢
』
京

城
、
一
九
三
八
、
後
同
氏
『
金
史
研
究
一
』
所
枚
、
東
京
、
一
九
七
二
〉
に
よ

る
と
、
氏
族
(
氏
で
は
部
族
〉
の
内
部
は
、
各
々
一
幾
つ
か
の
下
位
軍
位
に
分
か

れ
、
史
料
で
は
部
長
と
剖
押
さ
れ
る
字
蔓
が
、
そ
の
長
で
あ
っ
た
と
い
う
。
史
料
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の
性
格
か
ら
、

ζ

の
下
位
車
位
の
賓
態
き
え
も
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ

る
が
、
字
董
の
歴
史
的
性
格
を
考
察
す
る
上
で
、
各
地
域
の
政
治
勢
力
内
部
で

の
字
董
と
上
級
の
権
力
と
の
関
係
も
あ
わ
せ
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
金
代
女
真
の
枇
曾
構
成
に
関
す
る

一
謄
の
見
通
し
は
、
彼
ら
相
互
の
枇
曾
関
係
、
と
り
わ
け
生
産
関
係
の
面
で
具

種
的
に
検
詮
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
上
氏
「
金
代
中
期
に
於
け
る
猛
安

謀
克
戸

ω、
ω」
(
『
史
事
雑
誌
』
四
八
|
九
、
一

O
、
一
九
三
七
、
後
同
氏
前

掲
書
三
所
牧
)
や
外
山
氏
「
金
代
に
於
げ
る
黄
河
の
氾
濫
と
土
地
問
題
」
(
『
東

洋
史
研
究
』
六
l
一、

一
九
四

O
、
後
同
氏
『
金
朝
史
研
究
』
所
枚
、
京
都
、

一
九
六
四
)
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
華
北
移
住
後
に
お
い
て
は
、
猛
安

謀
克
戸
に
関
す
る
土
地
問
題
が
金
靭
の
最
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
そ
の
ζ

と
は
、
嘗
時
の
女
同
県
一
枇
曾
に
あ
っ
て
、
農
業
が
主
要
な
生
産
で
あ
っ
た
ζ

と
を

端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
農
業
生
産
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
三
上
氏
前

掲
『
金
代
女
同
県
の
研
究
』
の
中
に
、
氏
の
す
ぐ
れ
た
見
解
が
み
え
る
。
そ
れ
は

主
に
、
金
中
期
以
降
の
扶
態
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
金
初
に

つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
該
笛
す
る
。
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

普
通
、
夫
婦
と
そ
の
子
供
達
か
ら
な
る
数
口
の
家
族
が
一
つ
の
所
帯
を
構
成

し
て
、
生
活
の
軍
位
を
造
っ
て
い
た
が
、
生
産
の
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
家
族

が
幾
っ
か
共
同
し
て
農
作
業
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
父
子
、
兄
弟
、
或
い

は
同
族
か
ら
な
る
大
家
族
ζ

そ
が
、
彼
ら
の
生
産
車
位
で
あ
っ
た
。
質
際
に
、

世
宗
の
政
治
改
革
に
お
い
て
、
華
北
移
住
の
女
真
に
土
地
が
給
奥
さ
れ
た
と
き

に
、
戸
或
い
は
個
人
で
は
な
く
て
、
そ
れ
自
身
大
家
族
を
前
提
に
す
る
一
定
の

口
数
が
、
給
輿
の
規
準
に
な
っ
た
ζ

と
や
、
ま
た
有
事
の
際
の
徴
兵
が
、
大
家

族
を
軍
位
と
し
て
行
な
わ
れ
た
乙
と
も
、
大
家
族
内
部
の
緊
密
な
闘
係
を
物
語

っ
て
い
る
。

三
上
氏
が
指
摘
さ
れ
た
大
家
族
の
共
同
耕
作
は
、
多
数
の
労
働
力
が
必
要
な

女
真
の
農
業
構
造
に
よ
っ
て
必
然
化
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
乙
れ
は
、
最
近

に
お
け
る
考
古
事
の
輝
か
し
い
成
果
に
よ
っ
て
裏
附
げ
ら
れ
た
。
中
園
の
東
北

地
直
か
ら
ソ
連
の
プ
リ
モ
l
リ
エ
南
部
に
ま
で
及
ぶ
慶
大
な
地
域
に
か
け
て
、

金
代
の
女
同
県
遺
跡
が
貼
々
と
分
布
し
て
い
る
が
、
そ
乙
か
ら
、
多
数
の
農
具
が

出
土
し
た
。
そ
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
、
相
嘗
大
型
の
筆
先
や
援
土
板
が
注
目

さ
れ
旬
。
そ
れ
を
使
用
し
て
作
業
ゆ
守
す
る
た
め
に
は
、
多
数
の
労
働
力
が
必
要

で
あ
っ
た
と
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
乙
の
大
家
族
の
共
同
耕
作
は
、
一
時

的
な
も
の
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
恒
常
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
み
な
す

べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
=
一
上
氏
の
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、

ζ

の
大
家

族
の
結
合
は
緊
密
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
乙
の
上
で
、
今
後
は
、

様
々
な
方
面
か
ら
、
そ
の
歴
史
的
性
格
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
首

面
、
相
績
等
の
慣
行
か
ら
大
家
族
内
部
の
構
成
員
相
互
の
閥
係
を
追
究
す
る
ζ

と
が
、
課
題
観
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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小
論
中
、
諸
先
撃
に
劃
し
て
、
多
く
の
失
趨
の
言
僻
が
あ
っ
た
乙
と
を
お
わ

び
し
、
あ
わ
せ
て
心
よ
り
讃
者
諸
兄
の
御
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

註①
研
究
史
を
概
観
す
る
に
首
た
っ
て
、
和
田
清
「
我
が
園
に
於
け
る
満
蒙

史
研
究
の
護
達
」
(
『
歴
史
教
育
』
増
刊
腕
「
明
治
以
後
に
於
け
る
歴
史
撃

の
畿
逮
」
七
|
九
、
一
九
三
二
、
後
同
氏
『
東
亜
史
論
薮
』
所
枚
、
東
京

一
九
四
二
〉
、
三
上
次
男
「
『
鴻
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
を
中
心
と
し
て

見
た
る
満
洲
中
世
史
の
研
究
」
(
『
歴
史
皐
研
究
』
五

l
二
、
一
九
三
五
)
、

百
瀬
弘
「
我
園
に
於
け
る
満
洲
近
世
史
研
究
の
動
向
」
(
向
上
)
、
藤
枝
晃
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「遼
金
」
(
『
中
園
史
祭
入
門
』
上
、
京
都
、
一
九
四
七
〉
、
同
『
征
服
王
朝
』

(
大
阪
、
一
九
四
八
)
、
外
山
軍
治
「
日
本
に
お
け
る
満
州
史
研
究
」
(
『
歴

史
教
育
』

一
五

九

・一

O
、

一
九
六
七
〉
等
の
文
献
を
参
考
に
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。

詳
し
く
は
、
乙
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
内
藤
湖
南
「
日
本
満
洲
交
通
略
説
」
(
『
叡
山
講
演
集
』
大
阪
、

一
九

O

七
、
後
同

『
東
洋
文
化
史
研
究
』
所
枚
、
東
京
、
一
九
三
六
〉
、
「
土
日
の
満

洲
研
究
」
(
向
上
所
収
〉
参
照
。
雨
篤
と
も
、
最
近
、
『
内
藤
湖
南
全
集
』

八
(
東
京
、
一
九
六
九
)
に
再
録
さ
れ
た
。

③
南
浦
洲
餓
道
株
式
曾
枇
調
査
課
『
満
洲
摘
出
慣
調
査
報
告
』
前
後
雨
篇

(
大
迎
〉
が
穆
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
「
内
務
府
官
荘
」
(
一
九
一
四
)
、

「
由
主
産
」
(
一
九
一
五
)
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。

④

切
・
泊
-
E
Z
E
Z
E
E
-
o
a
E
巾
口
回
巾
Z
Z
E
E
2
℃
O
E
5
Z
「
o
b
s
-

ョ
。
Z
「
O
』
『
円
民
国
国
R
2
3
0酔

e

g
hH白
~H
E
M
冨
・
'
河
内
Z
E
Z
「
E
h
・
5
ω
k
p
・

外
務
省
調
査
部
課

『
蒙
古
枇
曾
制
度
史
』
(
東
京
、
一
九
三
七
)
等
が
そ

の
例
で
あ
る
。

⑤

本

文

中
に
掲
げ
た
も
の
以
外
に
は
、
園
田
一
勉

『
明
代
建
州
女
直
史
研

究
』
(
東
京
、
一
九
四
八
〉
、
同
級
篇
(
一
九
五
三
〉
、
野
上
俊
静

『
遼
金

の
例
数
』
(
京
都
、
一
九
五
三
)
、
和
田
清
『
東
亜
史
研
究
(
満
洲
篇
)
』

(
東
京
、

一
九
五
五
)
、
回
村
武
造

『
中
園
征
服
王
朝
の
研
究
中
』
(
京
都
、

一
九
七
一
)
等
も
あ
る
。

⑤

山
田
信
夫
「
内
陵
ア
ジ
ア
」
〈
歴
史
響
研
究
曾
編
『
歴
史
撃
の
成
果
と

課
題
l
』
(
東
京
、
一
九
五

O
己
、
「
遊
牧
園
家
論
批
剣
l
内
陸
ア
ジ
ア
史

序
説
に
闘
し
て

I
l」
(
『
歴
史
摩
研
究
』一

一
一
一
一
、
一
九
五
七
〉
等
参
照
。

⑦

戸
〉
・
巧
吉
町
o
m
o
Z
Z
E
ロ
聞
の
F
F
ω
F
E
m
-
z
z
g
ミ
0
聞
の
r
T

目
。
問
。
ω
。
何
万
タ
ピ
g
(
唱
。
叶
11
H
H
N
3
・
同
u
r
-
-
包
O
U
r
u
.
5
S
・

⑧
村
上
正
二
「
征
服
王
朝
」
(
『
世
界
の
歴
史
』

6
、
東
京
、

一
九
六
一
〉

一
六
五
頁
、
吉
田
順
一
「
北
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
設
展
と
ウ
イ
y

ト
フ
ォ

l

ゲ
ル
の
征
服
王
朝
理
論
」
(
『
遊
牧
祉
曾
史
探
究
』
四
六
、
一
九
七
三
)

二
、
三
頁
等
参
照
。

⑨
三
上
次
男
「
高
句
麗
と
湖
海
ー
そ
の
枇
合
同
・文
化
の
近
親
性
l
」(『末、氷

先
生
士
口
稀
記
念
古
代
間
竿
論
叢
』
、
吹
田
、
一
九
六
七
)
、

玄
-
∞
-
∞
O
℃
O
P
E
-

』

E
2
℃
O
巾
z
=
国
内
耳
目
Z
阻
害
両
国
穴
E
n
Z
0
2
℃
門
医
O
B
R
℃
巾
コ
。
円
、
『
=

田
コ
℃
=
玄
o
h
x
v
巾
・
穴
℃
白
、
H，
R
宮
内
門
o
o
q
F
戸
巾
Z
E
E
S
Z
2，
=4司、『白血
℃V

内角
川0
・

b
O
「
=
F
回
r-
ロ
・
ロ
#
・
呂
田
∞

一
切
・
同
-
h
巾
Z
F
R
O
回
・
玄
2
2
b
同
日
}
「
=
国

民
冨
巾、
『
山
富
』
o
o
q
℃
国
内
山
0
↓R白

可
4
vR
H
司
4
v
R
U
Z
ω
酢
回
×
口
国
内
山
内
巾
・
コ
o

z白司巾司甲
南白
己
主
白
=
円
n
h
巾
h
o
回
曲
Z
S
E

ロ
E
E
『
冨
z
n
R
O
「
O
「
O
℃
o
h
zE白・

2
。
回
o
n
甲
問
。
3
2
・
H
由
民

等
参
照
。

⑮
中
園
帝
圏
、
典
型
的
中
園
王
朝
と
い
う
詩
語
は
、
護
雅
夫
氏
の
『
岩
波

講
座
世
界
歴
史
』

9
(
東
京
、
一
九
七

O
)
中
の
「
内
陸
ア
ジ
ア
位
界
の

展
開
I
」
総
説
か
ら
利
用
さ
せ
て
い
に
行
い
た
。

⑬
同
ハ
-
p
t
ξ
E
r
-

-
F
o
r
-
3
0
品
。
:
r
z
z
u
n
r
g
d弓
E
R
E
E
-

同命的円rv
nr
z
-
〉
R
r
z
E
『
ω。
N
3
7
三
回
目
口
問
n
r
m凶
『
ご
E
L
ω
oと
と
司
ozzr・

切
品
・
印
N
S
N
叶

新

鳥

繁

諜

「支
那
経
済
史
の
諸
問
題
」
(
横
川
次
郎
諜

編
『
支
那
経
済
史
研
究
』所
牧
、
東
京
、
一
九
三
五
〉、

U
F
O
斗
Z
2
庁
内
-
2

0
1
0
ロ
g
z開
門

r
o
口
。
2
0
=
回
円
}
戸
川
凶
『
?
NO
M岬臼
n
F
コ
『
円
『
E
円
ω
。
N
E
-
『
o
a
n
r
c
ロ
m

N
S
ω
∞

森
谷
克
己
謬
「
東
洋
的
世
曾
の
理
論
」
〈
同

・
卒
野
義
太
郎
謝
辞
編

『
東
洋
的
祉
曾
の
理
論
』
所
枚
、
東
京
、

一
九
三
九
〉
等
参
照
。

⑫
}
ハ
・
〉
-
d
そ
吉
町
o
m
o
ニ
省
、
横
山
英
謬
「
中
園
枇
曾
論
|
歴
史
的
考
察
l
」

(
『
史
事
研
究
』
七
四
、
一
九
五
九
)
参
照
。

⑬
稲
葉
岩
吉
「
満
洲
民
族
に
関
す
る
雨
方
面
の
観
察
〈
上
)
、
(
下
〉
」
〈
『
東
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亜
経
済
研
究
』
一
一
一
一
|
四
、
一
九
二
九
、
一
四
|
二
、
一
九
三

O
〉
の
う

ち
特
に
(
下
)
一
七
八
頁
、
同
「
満
洲
紅
曾
史
の
断
層
」
(
『
東
亜
』
五
|

八
、
一
九
三
二
)
等
参
照
。

⑬
一
例
を
傘
げ
る
と
、
旗
因
縁
「
建
州
三
衡
の
戸
口
に
つ
い
て
」
〈
『
池
内

博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
、
東
京
、
一
九
四

O
)
六
七

C
六
七
三
頁

参
照
。

⑮
島
田
正
郎
「
洪
結
の
『
松
漠
紀
関
』
に
見
え
る
女
呉
の
婚
俗
と
金
代
婚

姻
法
」
(
『
法
律
論
叢
』
一
一
一
九
|
四
・
五
・
六
、
一
九
六
六
)
六
四
七
、
六

五
五
、
六
五
六
頁
参
照
。

⑬
黒
龍
江
省
博
物
館
「
金
東
北
路
界
壕
逢
盤
調
査
」
(
『
考
古
』
一
九
六
一
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-
五
〉
、
同
「
黒
龍
江
蘭
西
蘇
融
政
現
金
代
文
物
」
ハ
『
考
古
』
一
九
六
二

i

一
〉
、
肇
東
勝
博
物
館
「
黒
龍
江
筆
東
豚
八
里
城
清
理
簡
報
」
(
『
考
古
』

一
九
六
O
l二
〉
、
許
明
綱
「
放
大
市
設
現
金
元
時
期
文
物
」
(
『
考
古
』

一
九
六
六
|
一
己

等
参
照
。
と
の
外
、
嘗
時
使
用
き
れ
た
農
具
の
種
類
を

知
る
た
め
に
は
、
註
⑨
で
穆
げ
た
レ

l
ニ
コ
フ
氏
の
著
書
と
共
に
、
黒
龍

江
省
博
物
館
「
恰
爾
潰
東
郊
的
遼
、
金
遺
祉
和
墓
葬
」
(
『
考
古
』

一
九
六

0
1四
)
、
吉
林
省
博
物
館
鵜
安
考
古
隊
・
輯
安
豚
文
物
管
理
所
「
吉
林

輯
安
蘇
鍾
家
村
設
現
金
代
文
物
」
〈
『考
古
』
一
九
六
一
一
一
|
一
一
)
等
が
参

考
に
な
る
。
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