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本
書
は
日
比
野
丈
夫
博
士
が
今
回
、
京
都
大
容
人
文
科
摩
研
究
所
を
停
年
退

職
さ
れ
た
の
を
記
念
し
て
博
士
の
過
去
四
十

一
年
間
に
わ
た
る
長
い
研
究
生
活

の
中
に
後
表
さ
れ
た
諸
論
文
の
中
、
歴
史
地
理
問
干
に
閥
す
る
諸
論
考
を
牧
録
し

た
も
の
で
あ
る
。

序
文
に
よ
れ
ば
業
績
の
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
博
士
に

は
こ
れ
ま
で
専
者
を
刊
行
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
若
い
同
僚
の
方
々
が
停
年

を
記
念
し
て
出
版
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
日
比
野
博
士
は
東
洋
史
朗
宇

界
に
お
い
て
諸
方
面
の
研
究
に
活
関
さ
れ
て
き
た
が
、
歴
史
地
理
撃
は
若
い
日

か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
研
究
生
活
を
一

貫
し
て
き
た
主
要
研
究
課
題
で
あ

っ
て
、
こ
の
た
び
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
歴
史
地
理
撃
を
主
要
研
究
課

題
と
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
史
朗
学
界
に
と
っ
て
ま
こ
と
に

鹿
賀
に
た
え
な
い
次
第
で
あ
る
。

本
書
に
枚
め
ら
れ
た
論
文
は
全
部
で
三
九
篇
を
鍛
え
る
。
取
り
扱
っ
た
内
容

に
よ

っ
て
渓
代
か
ら
清
代
に
至
る
時
期
順
に
排
列
し
編
集
し
て
い
る
。
各
論
文

は
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
た
内
容
の
論
文
で
あ
っ

て、

し
た
が
っ
て
通
常
の
著
書
の

よ
う
に
編
、
章
、
節
な
ど
に
よ
る
構
成
を
し
て
い
な
い
。
ま
ず
中
園
歴
史
地
理

腕
平
論
文
集
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
論
文
と
も
そ
の
末
尾
に

掲
載
し
た
誌
名
を
示
し
て
い
る
。

各
論
文
は
そ
の
裂
表
後
の
訂
正
加
筆
が
な
さ

れ
て
い
な
い
が
、
著
者
が
折
に
ふ
れ
て
気
づ
い
た
ま
ま
哲
稿
欄
外
に
書
き
加
え

た
こ
と
が
ら
を
論
文
の
末
尾
に
附
記
し
た
も
の
が
多
い
。
私
は
か
ね
て
著
者
か

ら
時
折
論
文
抜
刷
の
恵
輿
に
あ
ず
か
り
、
折
に
ふ
れ
臨
時伐
を
受
け
て
き
た
身
で

あ
る
の
で
、
木
書
の
刊
行
に
首
っ
て
こ

こ
に
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し

た
。
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
の
順
序
に
筒
箪
に
内
容
を
紹
介
し
、
最
後
に
少
し

ば
か
り
卑
見
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

史
記
貨
殖
列
傍
と
漢
代
の
地
理
直
史
記
の
貨
殖
列
停
は
、
春
秋
末
か
ら

漢
の
景
帝
時
代
に
至
る
間
の
富
豪
の
侍
記
で
は
あ
る
が
、
司
馬
遜
の
鋭
い
地
理

的
観
察
が
窺
わ
れ
る
と
し
、
い
く
つ
か
の
地
理
匿
を
設
定
し、

漢
書
地
理
志
の

先
縦
を
局
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
史
記
河
渠
書
、
漢
書
溝
油
志
、
水
経
、

水
経
注
と
績
く
水
系
志
の
系
統
に
ふ
れ
、
史
記
貨
殖
列
停
に
一
示
さ
れ
た
全
圏
の

地
理
匡
は
山
西
、
山
東
、
江
南
、
龍
門
碕
石
の
北
の
四
地
理
匡
で
あ
る
が
、
山

東
と
山
西
と
の
聞
に
三
河
と
稽
す
る
重
要
地
域
を
設
定
し
、
さ
ら
に
准
水
流
域

以
南
は
三
地
域
に
匿
分
し
て
三
楚
と
穏
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
つ
い
て
司
馬

遼
の
述
べ

た
内
容
を
紹
介
し
、
司
馬
濯
が
江
准
以
南
地
域
を
漠
然
と
停
え
て
い

る
に
到
し
、
北
部
地
域
の
分
析
は
ま
こ
と
に
こ
ま
や
か
で
あ
る
と
述
べ

て
い

る。
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こ
の
論
文
は
中
闘
の
地
理
摩
耶
鋭
逮
史
上
に
お
け
る
史
記
貨
殖
列
停
の
意
義
を

明
快
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

漢
書
地
理
志
の
秦
郡
に
つ
い

て

漢

書
地
理
志
に
一ホ
さ
れ
た
百
三
郡
園
の

中
に
秦
置
と
あ
る
も
の
二
七
、
故
秦
莱
郡
と
あ
る
も
の
八
、
た
だ
秦
郡
と
あ
る

も
の
て

合
計
三
六
あ
る
と
し
、
古
く
か
ら
異
論
の
あ
る
史
記
始
皇
本
紀
二
十

六
年
僚
に
見
え
る
秦
の
三
六
郡
の
郡
名
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
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漢
書
地
理
士
ゅ
の
三
六
郡
中
に
は
史
記
始
皇
本
紀
三
十
三
年
僚
に
は
じ
め
て
置
い

た
と
停
え
る
南
海
、
桂
林
、
象
郡
が
含
ま
れ
て
い
ず
、
史
記
の
記
載
と
矛
盾
し

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
漢
書
地
理
志
の
著
者
で
あ
る
班
図
の
秦
郡
に
濁
す
る

考
え
を
述
べ
た
も
の
で
、
顧
領
剛
そ
の
他
の
清
朝
護
者
や
最
近
の
奉
者
の
設
に

ふ
れ
て
詳
論
し
て
い
る
。

西
漢
郡
園
治
所
考
こ
の
論
文
は
漢
書
地
理
志
郡
圏
の
各
線
下
に
あ
げ
ら

れ
た
諮
問
肺
の
中
、
第
一
番
目
の
豚
が
必
ず
し
も
そ
の
郡
園
の
治
所
で
な
い
と
い

う
考
詮
を
し
た
閤
若
濃
の
設
に
封
す
る
反
論
で
あ
る
。

著
者
は
閤
若
濃
の
、
各
都
圏
の
下
に
列
摩
し
た
豚
の
中
、
第
一
番
目
に
あ
げ

ら
れ
た
豚
が
治
所
で
あ
る
鰻
例
を
定
め
た
の
は
綴
漢
書
郡
園
士
山
で
あ
っ
て
漢
書

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
訟
を
紹
介
し
、
戴
震
・
王
鳴
盛
が
閤
若
蔵

に
加
掘
し
て
い
る
黙
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
考
え
に
劃
し
て
例
を
あ
げ
て
疑
問

を
提
出
し
、
漢
書
地
理
志
の
第
一
豚
が
必
ず
し
も
郡
園
の
治
所
で
な
い
と
い
う

従
来
の
説
は
も
っ
と
検
討
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
。

河
西
四
郡
の
成
立
に
つ
い
て
漢
の
武
帝
の
時
、
前
=
二
年
に
河
西
の

旬
奴
海
邪
王
を
降
伏
さ
せ
た
結
果
、
漢
は
伺
奴
と
胡
と
の
連
絡
を
た
ち
切
り
、

河
西
通
廊
に
進
出
し
得
、
武
威
、
張
抜
、
酒
泉
、
敦
慢
の
四
郡
を
設
置
し
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
四
郡
の
設
置
年
代
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
で
あ
る
。
著
者

は
ま
ず
漢
書
自
鐙
の
記
述
に
矛
盾
の
あ
る
黙
を
指
摘
し
、
最
近
議
表
さ
れ
た
張

維
華
、
酷
刀
縁
、
施
之
勉
等
の
設
を
紹
介
し
て
こ
れ
に
批
判
を
加
え
、
結
局
、
漢

の
勢
力
が
河
西
に
及
ん
だ
の
は
元
鼎
二
年
(
前
一

一
五
〉
で
、

A
1
居
を
中
心
に

河
西
郡
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
元
鼎
六
年
〈
前
一
一
一
〉
に
ま
ず
酒
泉
郡

が
設
置
さ
れ
、
元
封
年
間
(
前
一
一

O
J
一
O
五
)
に
河
西
郡
が
張
披
郡
と
改

稽
さ
れ
、
天
漢
年
間
(
前
一

O
O
J九
七
〉
に
敦
爆
郡
が
置
か
れ
、
武
威
郡
が

も
っ
と
も
お
く
れ
て
張
披
郡
か
ら
分
置
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

漢
の
西
方
設
展
と
商
関
開
設
の
時
期
に
つ
い
て
漢
代
に
置
か
れ
た
玉
門

閥
と
陽
閥
と
に
闘
す
る
論
考
で
、
ま
ず
シ
ャ
パ
ン
ヌ
、
王
図
維
の
玉
門
開
設
と

そ
の
位
置
に
つ
い
て
の
意
見
を
紹
介
し
、
つ
い
で
ジ
ャ
イ
ル
ズ
、
向
達
、
夏
鼎

等
諸
氏
の
訟
に
つ
い
て
述
べ
、
玉
門
、
陽
閥
並
設
の
事
情
を
検
討
し
、
結
論
と

し
て
玉
門
闘
は
元
封
三
、
四
年
(
前
一

O
八
J
一
O
七
〉
の
こ
ろ
、
長
城
が
酒

泉
か
ら
玉
門
に
延
長
さ
れ
た
時
置
か
れ
た
も
の
で
、
敦
爆
の
酋
北、

今
日
の
小

方
盤
城
に
あ
っ
た
と
す
る
向
達
、
夏
鼎
の
設
に
賛
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
敦
建

郡
成
立
の
時
期
を
天
漢
年
間
(
前
一

O
O
J九
七
)
と
す
る
自
設
を
改
め
、
征

和
の
交
(
前
九
三
J
九
二
〉
と
し
、
陽
闘
は
こ
の
敦
煙
郡
成
立
と
前
後
し
て
そ

の
西
南
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
の
西
域
交
通
と
し
て
重
要
な
起
貼
に
な

っ
た
と
し
て
い
る
。

漢
簡
所
見
地
名
考
蹴
出
品
林
の
居
延
漠
筒
考
稗
か
ら
漢
簡
を
引
用
し
て
検
討

を
加
え
、
漢
書
地
理
志
の
研
究
に
針
し
漢
簡
が
ど
れ
だ
け
役
立
つ
か
を
述
べ
た

論
文
で
あ
る
。
例
示
さ
れ
た
漢
簡
は
「
東
郡
の
昨
鯨
」
に
闘
す
る
も
の
、
「
東

卒
の
新
桃
と
准
陽
の
高
卒
」
に
闘
す
る
も
の
、
「
昌
ロ
巴
の
三
郎
」
に
関
す
る
も

の
の
三
つ
で
あ
る
。

郷
・
亭
・
里
に
つ
い
て
の
研
究
ま
ず
漢
代
の
郷
村
組
織
で
あ
る
郷

・
亭

・
皇
に
つ
い
て
奮
来
の
諸
設
を
掲
げ
、
岡
崎
文
夫
博
士
い
ら
い
皇
が
自
然
村
と

考
え
ら
れ
て
き
た
と
し
、
こ
れ
に
封
し
最
近
の
王
統
詮
氏
の
郷
・
里
は
地
方
行

政
組
織
で
、
亭
は
全
然
こ
れ
と
別
系
統
の
鵬
首
察
機
関
で
あ
り
、
里
は
自
然
村
で

は
な
く
戸
数
を
も
と
と
し
て
人
篤
的
組
合
わ
せ
と
す
る
新
設
を
紹
介
し
、
つ
い

で
里

・
亭

・
郷
の
順
に
検
討
し
自
己
の
且
貴
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
塁
に
つ

い
て
王
銃
詮
氏
の
設
が
正
し
い
と
述
べ
、
一
亭
は
寧
な
る
警
察
曲
目
直
だ
け
で
な
く

地
籍
を
編
成
す
る
箪
位
で
亭
部
が
集
ま
っ
て
蜘
却
を
な
す
と
述
べ
て
い
る
。

前
漢
時
代
高
柳
燃
の
遺
祉
に
つ
い
て
漢
書
地
理
士
山
に
よ
れ
ば
高
柳
燃
は
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代
郡
に
廊
し
、
代
郡
西
部
都
尉
の
置
か
れ
た
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
昭
和

十
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
著
者
等
が
殺
掘
し
た
大
岡
市
東
方
の
陽
高
豚
古
城

壁
の
大
墳
墓
郡
の
あ
る
地
が
漢
代
の
代
郡
治
所
の
高
柳
豚
治
所
で
あ
る
こ
と
を

現
地
の
調
査
と
漢
書
地
理
志
、
水
経
注
、
太
卒
蜜
字
記
そ
の
他
の
地
理
書
の
検

討
か
ら
論
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
短
編
。

水
経
注
好
水
篤
を
讃
む
泰
山
山
塊
に
設
源
し
山
東
省
東
南
部
を
西
南
流

す
る
祈
水
と
、
こ
の
支
流
で
あ
る
治
水
、
こ
れ
ら
が
注
ぐ
個
水
に
つ
い
て
水
経

注
疏
な
ど
を
検
討
し
な
が
ら
述
べ
、
折
水
の
西
の
水
源
で
あ
る
治
水
の
流
域
は

春
秩
時
代
に
魯
の
勢
力
が
南
に
延
び
る
道
筋
で
あ
り
、
春
秋
末
に
奥
の
勢
力
が

北
進
し
て
い
っ
た
時
は
祈
水
に
沿
っ
て
北
上
し
、
南
北
朝
時
代
に
宋
の
武
帝
が

南
燕
征
伐
を
し
た
時
も
好
水
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

新
唐
書
地
理
志
の
土
貢
に
つ
い
て
新
唐
番
地
理
志
が
沓
唐
書
地
理
志
に

比
べ
て
す
ぐ
れ
て
い
る
鮎
を
強
調
し
、
前
者
に
記
さ
れ
た
土
貢
品
目
が
六
典
、

通
典
、
元
和
郡
豚
志
な
ど
記
載
さ
れ
た
品
目
よ
り
も
多
い
駄
を
指
摘
し
、
加
藤

繁
博
士
の
設
を
参
考
に
新
唐
書
地
理
志
の
土
ι

一貝
は
ど
の
時
期
の
土
貢
を
示
し
た

も
の
か
を
詳
し
く
検
討
し
て
、
結
局
、
そ
れ
は
蔚
末
景
漏
元
年
(
八
九
二
)
以

後
の
あ
る
時
代
に
も
と
づ
き
、
紋
け
た
部
分
は
天
質
十
一
誠
(
七
五
二
〉
の
も

の
で
補
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

敦
燈
の
五
肇
山
聞
に
つ
い
て
敦
燈
の
ベ
リ
オ
番
鋭
一
一
七
窟
の
西
壁
全

慢
に
わ
た
っ
て
重
か
れ
て
い
る
五
霊
山
聞
に
関
す
る
研
究
で
、
こ
の
闘
の
説
明

を
し
た
後
、
こ
の
闘
は
九
四
七
年
ご
ろ
の
五
盛
山
の
欣
態
を
も
と
に
し
て
強
か

れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
五
益
山
聞
に
示
さ
れ
た
簸
異
に
つ
い
て

述
べ
、
つ
い
で
寺
塔
に
つ
い
て
ふ
れ
、
太
原
、
銀
州
か
ら
の
巡
簡
略
を
述
べ
て

い
る
。唐

宋
時
代
に
お
け
る
一
一
隅
建
の
関
護
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一
稲
建
地
方
は
唐
中
期
以
前
に
お
い
て

は
ほ
と
ん
ど
開
設
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
麿
末
よ
り
五
代
、
北
宋
時
代
に
わ
た
り

大
い
に
開
設
さ
れ
、
僅
か
百
年
ば
か
り
の
聞
に
他
地
域
で
見
ら
れ
な
い
設
展
を

し
て
い
る
こ
と
を
戸
回
数
、
進
士
の
数
、
文
豪
、

書
家
、
道
事
家
な
ど
輩
出
し

た
人
物
、
併
敬
、
茶
、
甘
・
夜
、
木
棉
、
務
子
、
棟
撹
子
の
生
産
、
鎖
業
、
貿
易

な
ど
多
方
面
か
ら
論
議
し
て
い
る
。

古
関
地
に
つ
い
て
の
私
見
漢
初
の
関
越
の
地
は
史
記
東
越
停
で
は
東

冶
、
漢
書
関
越
停
で
は
冶
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
今
の
稿
州
に
嘗
る
の
が
通
訟
で

あ
る
が
、
菜
園
慶
は
こ
れ
を
反
駁
し
、
漢
初
の
関
越
の
木
該
地
は
湖
南
に
あ
っ

た
と
す
る
に
射
し
、
凪
刀
斡
の
今
の
繭
建
に
あ
っ
た
と
す
る
設
を
紹
介
、
さ
ら
に

市
村
鎖
次
郎
博
士
、
和
田
清
博
士
の
設
に
ふ
れ
、
著
者
の
冶
と
東
冶
に
閥
す
る

考
え
を
述
ベ
、
結
局
古
代
の
闘
越
は
今
の
一稿建
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
短

編。
北
宋
時
代
の
京
東
路
北
宋
の
主
と
し
て
神
宗
か
ら
哲
宗
初
期
に
至
る
聞

の
新
法
時
代
に
お
け
る
京
東
路
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
京
東
路
は
園

都
開
封
へ
の
物
資
供
給
地
と
し
て
重
要
な
地
域
で
あ
り
、
そ
の
輪
途
路
で
あ
る

廃
済
渠
の
二
度
に
わ
た
る
駿
止
と
復
興
と
を
底
い
視
野
か
ら
述
べ
、
海
港
を
控

え
、
海
外
貿
易
に
有
利
な
地
域
で
あ
り
、
交
易
が
盛
行
し
、
照
寧
十
年
(
一

O

七
七
)
の
商
税
額
が
醤
額
の
二
倍
近
く
増
加
し
て
い
る
黙
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
宋
朝
は
漕
運
で
は
休
河
の
活
用
を
第
一
義
に
お
き
、
貿
易
で
は
明
・
杭

・
底
諸
州
の
利
盆
を
擁
護
す
る
態
度
が
表
面
に
現
わ
れ
、
あ
ま
り
に
も
南
方
依

存
に
傾
き
、
北
方
振
興
策
を
た
て
な
か
っ
た
の
が
宋
朝
の
命
運
に
決
定
的
影
響

を
輿
え
た
と
言
っ
て
い
る
。

唐
宋
時
代
の
二
、
三
の
磁
宮
市
唐
宋
時
代
の
著
明
な
陶
設
の
産
地
で
あ
る

刑
州
・
定
州
・
越
州
な
ど
の
ほ
か
、
長
安
や
洛
陽
附
近
に
一
般
市
民
の
日
常
ロ
聞

と
し
て
大
量
に
供
給
す
る
産
地
が
あ
っ
た
筈
と
し
て
、
洛
陽
附
近
の
強
鯨
、
長
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安
附
近
の
耀
州
と
鼎
州
の
陶
諸
島
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
鼎
州
の
位
置

に
つ
い
て
は
景
徳
銀
陶
録
に
示
さ
れ
た
唐
代
の
淫
陽
燃
と
し
な
が
ら
も
、
唐
末

の
天
祐
三
年
(
九

O
六
〉
に
同
州
の
美
原
燃
を
さ
い
て
鼎
州
と
し
、
ま
た
唐
初

武
徳
元
年
(
六
一
八
〉
に
弘
農
豚
を
治
所
と
し
、
関
郷
・
湖
城
を
属
燃
と
し
て

鼎
州
を
置
い
た
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
、
鼎
州
の
位
置
は
淫
陽
燃
の
ほ
か
に
二
地

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

居
庸
関
の
歴
史
地
理
居
庸
闘
の
歴
史
時
期
ご
と
の
地
域
性
を
述
べ
た
論

文
で
、
ま
ず
居
庸
闘
の
位
置
と
地
形
と
を
述
べ
、
漢
|
唐
聞
は
河
北
卒
野
を
塞

外
民
族
の
侵
入
か
ら
守
る
意
義
が
大
き
か
っ
た
こ
と
、
遼
・
金
・
元
の
征
服
王

朝
時
代
に
は
彼
等
の
中
園
侵
入
の
通
道
で
あ
っ
た
が
、
中
園
を
支
配
し
た
後
に

は
そ
の
中
園
支
配
の
第
一
の
嬢
鮎
と
な
っ
た
北
京
と
彼
等
の
本
園
を
結
び
つ
け

る
道
と
な
っ
た
こ
と
、
明
代
に
は
首
都
を
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
か
ら
守
る
、
漢
民

族
王
朝
の
死
命
を
制
す
る
最
大
の
閥
門
と
な
っ
た
が
、
一
滴
代
に
は
そ
の
よ
う
な

軍
事
的
意
義
が
う
す
ら
い
だ
と
し
、
最
後
に
中
華
民
園
以
後
に
ふ
れ
、
中
華
人

民
共
和
園
時
代
に
入
っ
て
鍛
遣
が
集
寧
か
ら
ウ
ラ
ン
バ

l
ト
ル
に
通
じ
、
モ
ス

ク
ワ
へ
の
銭
道
に
連
絡
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

地
闘
に
現
わ
れ
た
後
套
水
道
の
描
浸
透
ま
.
す
黄
河
河
道
と
後
套
の
位
置
と

を
説
明
し
、
後
套
に
闘
す
る
四
闘
を
掲
げ
て
い
る
。
第
一
岡
と
し
て
一
七
三
七

年
に
へ

l
グ
で
出
版
さ
れ
た
ダ
ン
ヴ
ィ
ル
の
シ
ナ
闘
に
あ
る
も
の
、
第
二
固
と

し
て
民
園
二
三
年
に
上
海
の
申
報
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
中
華
民
園
新
地
圏
、
第

三
園
と
し
て
一
九
二

O
年
製
版
の
ド
イ
ツ
測
量
局
の
百
高
分
の
一
シ
ナ
圏
、
第

四
闘
と
し
て
民
圏
三
年
の
参
謀
本
部
製
闘
局
編
纂
の
百
高
分
の
一
中
園
輿
闘
を

喝
け
て
解
説
し
、
こ
こ
に
漢
族
が
入
り
農
耕
が
始
っ
た
の
は
清
の
康
照
時
代
以

降
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

来
珍
版
本
の
元
和
郡
蘇
志
に
つ
い
て
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元
和
郡
勝
志
の
刊
本
に
闘
す
る
書

誌
筆
的
研
究
で
あ
る
。
一
般
に
武
英
殿
豪
珍
版
書
は
南
宋
刊
本
か
ら
き
て
い
る

が
、
こ
の
後
、
孫
星
術
が
刊
行
し
た
岱
南
閣
叢
書
本
の
ほ
う
が
校
勘
が
い
い
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
緊
珍
版
本
は
岱
南
閣
本
に
見
え
な
い
何
箇
僚
か
が

あ
る
こ
と
、
唐
の
天
子
の
誇
を
避
け
る
な
ど
古
い
形
を
残
し
て
い
る
こ
と
、
本

文
に
増
損
更
易
多
く
校
勘
が
疎
漏
で
あ
る
と
い
う
非
難
は
必
ず
し
も
嘗
ら
な
い

こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
豪
珍
版
本
の
取
る
べ
き
鮎
を
指
摘
し
て
い
る
。

宋
版
太
卒
賓
{
子
記
に
闘
す
る
異
聞
文
化
三
年
(
一
八

O
六
)
に
京
都
で

刊
行
さ
れ
た
藤
原
士
口
魁
の
随
筆
を
引
い
て
、
嘗
時
洛
北
の
一
欄
利
か
ら
市
中
に

出
て
い
た
宋
版
太
卒
笈
字
記
の
残
閥
に
闘
す
る
記
事
で
、
こ
の
残
闘
に
南
宋
の

年
鋭
が
記
さ
れ
て
い
て
珍
中
の
珍
で
あ
り
、
金
津
文
庫
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
今
ま
で
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
太
卒
嚢
字
記
の
残
簡
が
出
現
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

英
関
庭
の
コ
冗
塑
九
域
志
」
校
訂
に
つ
い
て
刊
行
さ
れ
た
九
減
志
に
は

武
英
殿
家
珍
版
の
ほ
か
凝
集
梧
に
よ
る
校
定
本
が
あ
る
が
宮
崎
集
梧
の
校
定
は
質

は
央
闘
庭
の
手
に
よ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
褒
珍
版
も
奥
関
庭
の
手
に
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
市
拘
集
梧
は
結
局
四
庫
本
九
域
志
を
盗
み
、
そ
の
校
定
の

功
を
自
分
に
婦
し
、
提
要
に
ま
で
そ
の
こ
と
を
書
き
加
え
て
こ
れ
を
強
調
し
た

と
述
べ
て
い
る
。
短
編
。

元
盟
九
城
志
纂
修
考
l|
と
く
に
元
塑
の
二
十
三
路
に
つ
い
て
|
|
元

塑
九
域
士
山
が
元
盟
三
年
(
一

O
八
O
)
に
一
た
ん
成
立
し
、
そ
の
後
随
時
預
訂

が
加
え
ら
れ
て
元
盟
八
年
八
月
に
至
っ
て
刊
刻
を
終
了
し
頒
行
さ
れ
た
。
刊
刻

の
完
了
し
た
時
は
既
に
哲
宗
の
初
め
に
笛
り
奮
法
黛
時
代
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
地
方
行
政
制
度
に
は
省
時
の
制
度
が
記
載
さ
れ
て
い
る
貼
を
指
摘
し
、
元

豊
三
年
、
最
初
に
で
き
た
九
域
志
が
二
十
三
路
に
別
れ
て
い
る
の
も
賓
は
哲
宗

時
代
の
制
度
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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大
元
一
統
志
の
零
葉
に
つ
い
て

著
者
が
内
藤
乾
士
口
氏
か
ら
入
手
し
た
大

元
一
統
志
の
零
業
の
篤
興

一
枚
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
。
大
元
一
統
志
に
は

大
小
二
種
の
刊
本
が
あ
る
が
、
こ
の
零
業
は
各
六
三
四
の
第
五
葉
で
北
京
悶
書

館
の
小
木
と
同
種
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
短
編
。

永
集
大
典
巻
六
百
六
十
五
・
径
六
百
六
十
六
解
説
故
上
野
精
一
氏
が
京
都

大
皐
人
文
科
察
研
究
所
に
寄
贈
し
た
永
祭
大
典
零
本
一
冊
の
解
説
で
あ
る
。
内

藤
湖
南
博
士
の
箱
書
を
均
け
入
手
の
経
緯
を
同
時
え
て
い
る
が
、

出
世
六
六
五
と
俳句

六
六
六
の
二
容
を

一
怖
に
し
た
も
の
で
、
前
者
は
南
雄
府
二
、
後
者
は
南
雄
府

三
で
あ
り
、
二
容
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
す
べ
て
地
志
類
で
、
そ
の
書
名
と

肱
開
放
と
を
示
し
て
い
る
。

場
守
敬
の

「
水
経
注
」

研

究

楊

守

敬

の

水

経
注
研
究
に
関
す
る

論
文

で
、
水
経
注
に
闘
す
る
中
園
の
研
究
と
楊
守
敬
と
そ
の
弟
子
熊
禽
貞
と
に
よ
り

で
き
た
水
経
注
疏
に
つ
い
て
、
そ
の
完
成
ま
で
に
い
た
る
経
緯
を
物
語
り
夙
に

興
味
深
く
伴
え
て
い
る
。
短
編
。

清
末
よ
り
現
在
に
い
た
る
中
閣
の
測
定
地
副
は
じ
め
に
光
絡
曾
典
の
霊

修
と
各
省
の
闘
帖
の
刊
行
を
述
べ
、
新
軍
が
編
成
さ
れ
る
と
と
も
に
箪
事
上
の

必
要
か
ら
行
わ
れ
た
測
量
事
業
に
つ
い
て
説
き
、
北
洋
軍
閥
の
作
成
し
た
闘
を

問問げ、

宣
統
帝
時
代
に
作
ら
れ
た
闘
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
中
華
民
園
の

成
立
と
同
時
に
設
置
さ
れ
た
参
謀
木
部
製
刷
局
の
作
成
し
た
主
な
闘
を
示
し
、

そ
の
事
業
を
概
括
し
、
河
北
省
の
地
闘
に
つ
い
て
今
日
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も

の
を
説
明
し
、
最
後
に
民
園
二
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
申
報
館
の
中
華
民
園
新
地

闘
が
す
ぐ
れ
て
世
界
的
業
縦
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

中
圏
分
省
新
聞

〔第
四
版
〕
に

つ

い

て

民

園

二
十
三
年
に
初
版
が
上
海

の
申
報
館
か
ら
護
行
さ
れ
た
中
因
分
省
新
闘
は
翌
年
設
行
さ
れ
た
中
華
民
園
新

地
闘
の
簡
易
版
で
あ
る
が
、
従
来
の
中
図
の
地
闘
に
比
べ
て
劃
期
的
な
も
の

で
、
中
図
に
お
け
る
地
闘
設
淫
史
上
の

一
金
字
塔
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
の
中
で

も
第
四
版
が
特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
第
三
版
と
比
較
し
た
長
所
を
列

摩
し
て
い
る
。
短
編
。

徳
川
幕
府
に
よ
る
中
園
地
方
志
の
蒐
集
わ
が
園
の
内
閣
文
庫
や
宮
内
際

書
陵
部
に
明
清
時
代
の
地
方
志
が
多
く
、
中
園
に
も
存
し
な
い
天
下
の
孤
木
敏

十
部
を
有
し
て
い
る
と
述
べ
、
こ
れ
は
幕
府
な
ら
び
に
大
港
小
藩
が
こ
れ
ら
の

地
方
志
蒐
集
に
努
め
た
た
め
で
あ
る
と
し
、
特
に
将
軍
吉
宗
が
熱
心
に
蒐
集
し

て
楓
山
文
庫
を
充
質
し
、
こ
れ
が
内
閣
文
庫
所
穀
本
と
な
っ
た
と
い
い
、
吉
宗

時
代
以
後
の
蒐
集
に
も
説
き
及
ん
で
い
る
。

天
理
闘
書
館
「
中
文
地
志
目
録
」
の
出
版
に
寄
せ

て

天

理

闘

書
館
が
開

館
二
十
五
周
年
記
今
鉱
山
苧
業
の
一
と
し
て
行
っ
た
中
文
地
志
目
録
の
刊
行
に
つ
い

て
の
解
説
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
文
地
志
目
録
に
一
示
さ
れ
る
天
湾
問
書
館
所
裁
の

中
園
地
方
志
は
純
粋
の
地
方
志
だ
け
で
千
四
百
種
を
こ
え
、
中
に
は
既
に
中
園

に
な
い
珍
書
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

中
闘
に
お
け
る
集
落
の

畿

運

中

園

の

集
落
に
つ
い
て
歴
史
的
視
野
か
ら

概
説
し
た
論
文
で
あ
る
。
は
じ
め
に
新
石
訴
時
代
の
穴
居
住
宅
か
ら
読
き
お
こ

し
、
春
#
飢
餓
園
時
代
の
都
市
圏
家
、
秦
漢
の
都
城
に
お
よ
び
、
南
方
に
は
北
方

の
よ
う
な
城
廓
が
援
連
し
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
三
園
か
ら
南
北
朝
に

か
け
て
嘗
来
の
都
市
は
荒
駿
し
、
新
し
い
村
落
が
お
こ
り
、
唐
代
に
い
た
り
安

定
し
た
と
い
う
。
つ
い
で
集
落
の
形
態
と
分
布
に
つ
い
て
述
べ
、
北
方
の
図
廓

集
落
と
南
方
の
無
廓
の
村
落
と
を
針
照
的
に
論
じ
、

筆
を
「
機
能
と
組
織
」
に

鱒
じ
、
蘇
城
以
下
の
集
落
は
そ
の
立
地
係
件
を
反
映
し
て
諸
種
の
集
落
が
愛
生

し
た
こ
と
を
述
べ
、
最
後
に
「
都
市
の
特
質
」
を
個
別
け
、
中
園
の
都
市
は
ほ
と

ん
ど
政
治
的
都
市
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

中
闘
に
お
け
る
都
市
の
移
動
清
初
の
劉
献
廷
の
語
を
引
き
、
天
下
の
四
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棄
と
し
て
北
京
・
漢
口
・
蘇
州
・
悌
山
を
あ
げ
、
近
代
海
上
交
通
の
時
代
に
な

る
と
北
京
の
外
港
と
し
て
天
津
が
、
蘇
州
の
代
り
に
上
海
が
、
悌
山
の
代
り
に

底
東
、
さ
ら
に
香
港
が
麟
拭
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
こ
れ
ら
の
諸
地
を
結
ぶ

交
通
に
つ
い
て
述
べ
、
中
園
で
は
三
百
年
ほ
ど
前
か
ら
大
都
合
同
の
位
置
も
決

り
、
内
河
水
運
網
が
牢
固
と
し
た
組
織
を
も
っ
て
い
て
、
こ
の
状
況
は
笛
分
の

間
幾
ら
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

宋
代
都
市
生
活
の
一
面

北
宋
の
首
都
開
封
の
賑
や
か
な
状
態
を
主
と
し

て
孟
元
老
の
東
京
夢
華
録
を
通
じ
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
唐
代
以
前
の
都
市
と

異
っ
て
夜
間
管
業
が
行
わ
れ
、
芝
居
小
屋
が
並
び
、
欲
築
街
が
あ
っ
た
こ
と
、

諸
種
の
料
理
屋
、
食
品
庖
が
あ
っ
た
こ
と
、
雑
貨
工
匠
が
あ
り
、
各
種
賃
貸
業

も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

宋
の
臨
安
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
南
宋
の
首
都
臨
安
に
つ
い
て
述
べ
た

論
文
。
南
宋
初
期
の
続
安
に
は
奮
都
開
封
の
風
俗
が
流
れ
こ
ん
で
き
た
こ
と
、

臨
安
は
水
路
が
護
遂
し
「
水
の
都
」
と
も
言
い
得
ら
れ
る
こ
と
、
臨
安
の
人
口

と
食
料
、
慈
黛
の
巣
窟
で
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
停
え
て
い
る
。

北
京
に
お
け
る
定
期
市
の
幾
溢
冒
頭
に
筆
中
よ
り
華
北
や
華
南
に
集
市

が
多
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
つ
い
で
沓
中
園
に
お
け
る
北
京
の
寺
廟
で

行
わ
れ
る
集
市
、
す
な
わ
ち
隆
一
踊
寺
・
護
園
寺
・
白
塔
寺
・
土
地
廟
の
四
大
廟

舎
に
花
見
市
を
加
え
、

五
大
廟
曾
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
歴
史
を
明
代

・
清
代
・
中
華
民
園
時
代
に
わ
た
っ
て
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
戟
後
に

な
る
と
護
園
寺
と
白
塔
寺
と
に
だ
け
廠
舎
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
侍
え
、
往

時
の
北
京
の
廟
曾
も
灘
く
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。

河
北
省
に
お
け
る
集
落
と
人
口
の
分
布
昭
和
二
十
八
年
三
月
に
田
中
秀

作
氏
が
脱
税
表
し
た
「
集
落
密
度
を
基
盤
と
せ
る
人
口
分
布
に
つ
い
て
|
|
北
支

河
北
省
地
域
の
場
合
|
|
」
と
一
九
五
七
年
(
昭
和
三
十
年
〉
五
月
に
中
園
科

撃
院
中
華
地
理
志
編
集
部
が
編
纂
し
た
「
華
北
経
済
地
理
」
と
を
紹
介
し
、
こ

れ
に
つ
い
て
論
評
を
加
え
、
河
北
省
の
集
落
と
人
口
分
布
と
を
考
察
し
た
も
の

で
あ
る
。
太
行
山
脈
東
麓
、
燕
山
山
脈
南
麓
の
沖
積
扇
状
地
帯
は
人
口
が
も
っ

と
も
凋
密
で
、
こ
れ
か
ら
東
ま
た
は
南
に
向
う
に
つ
れ
て
疏
に
な
る
と
述
べ
る

華
北
経
済
地
理
の
設
を
正
し
い
と
し
て
い
る。

郷
村
防
衛
と
竪
壁
清
野
外
敵
の
侵
入
に
封
す
る
防
禦
策
と
し
て
古
く
か

ら
中
閣
に
行
わ
れ
て
き
た
竪
壁
清
野
に
つ
い
て
事
例
を
あ
げ
て
述
べ
た
も
の
。

は
じ
め
に
清
朝
の
嘉
慶
年
間
、
白
蓮
教
の
勃
設
に
際
し
、
主
と
し
て
園
練
の
力

と
竪
壁
清
野
の
法
に
よ
り
鎮
座
し
た
と
指
摘
し
、
貌
源
の
聖
武
記
を
引
い
て
堅

壁
清
野
の
法
を
説
明
し
、
そ
し
て
勤
鐙
の
奏
文
に
見
え
る
郷
村
防
衛
法
と
省
時

行
わ
れ
た
興
景
檎
の
竪
壁
清
野
議
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
堅
壁
清
野
は
既

に
明
末
李
自
成
の
飢
の
際
に
も
と
ら
れ
た
法
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
さ
ら
に

河
南
、
湖
北
、
快
西
三
省
交
界
地
方
が
明
代
を
通
じ
も
っ
と
も
流
民
潜
入
の
多

か
っ
た
地
域
で
、

暴
動
が
愛
生
し
易
く
、
や
が
て
流
民
は
四
川
東
部
に
流
入
し

た
と
し
、
郷
村
防
衛
手
段
と
し
て
塞
盤
構
築
の
風
は
太
一中
天
国
の
慌
の
こ
ろ
に

な
る
と
全
図
的
風
潮
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

武
州
の
火
井
を
た
ず
ね
て
著
者
が
昭
和
十
四
年
九
月
、
大
同
市
西
方
の

武
州
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
蘇
家
盤
の
附
近
を
探
索
し
た
紀
行
文
で
、
こ
こ
の
地

中
か
ら
白
煙
を
噴
き
出
し
て
い
る
所
が
水
経
注
に
見
え
る
火
井
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
短
編
。

張
家
口
外
の
二
、
三
の
遺
蹟
に
つ
い
て
金

・
元
時
代
の
昌
州
の
位
置
に

つ
い
て
著
者
は
そ
の
質
地
調
査
に
も
と
づ
い
て
、

今
の
九
連
城
の
位
置
で
あ
る

と
し
、
白
域
子
の
位
置
は
大
清
一
統
士
山
に
述
べ
る
よ
う
に
沙
城
で
あ
り
、
張
北

は
金
の
撫
州
、
元
の
興
和
路
の
治
所
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
元
代
の
蓋
里
泊
の

位
置
を
王
図
維
が
比
定
し
た
泊
源
問
牌
西
北
の
克
動
泊
よ
り
南
方
と
し
、
金
史
地
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理
志
の
集
箆
T

鯨
を
元
史
集
m
M
T

路
治
所
す
な
わ
ち
今
日
の
内
蒙
古
自
治
匿
の
集
寧

市
、
同
士
山
の
威
寧
燃
を
張
北
西
北
の
ア
ン
カ
リ
リ
ノ
l
ル
に
比
定
し
て
い
る
。

阿
爾
泰
軍
肇
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
歴
史
と
現
紋
|
|
阿
爾
泰
箪
妥
と
い

う
の
は
清
代
に
張
家
口
か
ら
阿
磁
泰
地
方
に
通
じ
て
い
た
騨
姑
で
、
蒙
古
人
が

瞬出向
の
事
務
に
服
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
本
市
世
は
寧
妥
路
の
成
立
と
製
溢
と

を
述
べ
、
大
清
曾
血
ハ
を
引
い
て
清
末
の
倣
態
を
述
べ
、
外
蒙
古
濁
立
後
著
者
の

執
筆
笛
時
(
昭
和
二
十
三
年
〉
な
お
残
さ
れ
て
い
た
十
二
妥
結
に
つ
い
て
現
地

調
査
の
結
果
を
記
述
し
て
い
る
。

消
末
騨
仰
の
一
資
料
清
代
に
官
文
書
を
逓
迭
す
る
の
に
大
清
曾
典
に
よ

っ
て
報
匝
・
爽
板

・
印
封
の
三
種
が
あ
り
、
こ
の
運
迭
に
際
し
火
票
ま
た
は
排

躍
が
附
せ
ら
れ
た
と
述
べ
、
清
末
に
行
わ
れ
た
印
封
の
一
事
例
を
回
開
示
し
て
説

明
し
て
い
る
。

以
上
が
大
鰭
の
概
要
で
あ
る
。
牧
録
さ
れ
て
い
る
個
々
の
濁
立
し
た
論
文
の

紹
介
で
あ
る
か
ら
ど
う
し
て
も
卒
板
的
な
叙
述
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
止
む

を
得
な
い
。

ふ
り
か
え
っ
て
明
治
い
ら
い
東
洋
史
撃
の
一
分
野
と
し
て
設
達
し
て
き
た
歴

史
地
理
墜
を
回
顧
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
研
究
は
大
雑
把
に
ま
と

め
る
と
、
(
一
)
地
理
書

・
地
闘
に
闘
す
る
研
究
、
(
二
)
地
名
の
研
究
、

会
己
都
城
・
集
落
に
闘
す
る
研
究
、
(
四
〉
交
通
路
に
闘
す
る
研
究
、
(
五
〉

彊
域
に
闘
す
る
研
究
な
ど
が
主
と
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
研
究
方
法
を
整
理
し

て
み
る
と
、
(
一
〉
歴
史
現
象
に
射
す
る
地
理
的
仰
静
岡
押
(
地
域
作
用
論
)
、
〈
二
)

歴
史
の
主
憶
が
管
局
し
た
結
果
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
景
観
の
動
的
叙
述
、

2
C
特
定
の
歴
史
時
期
に
お
け
る
静
的
な
景
観
の
復
原
、
(
四
)
い
く
つ
か

の
歴
史
時
期
を
通
じ
て
後
化
・
登
展
し
て
い
く
特
定
地
域
の
地
域
構
造
・
地
域

性
の
論
述
と
な
ろ
う
。
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
論
文
に
は
こ
れ
ら
の
方
法
論
の
い

ず
れ
も
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
著
者
は
文
献
記
録
を
主
要
な
手
が
か

り
と
し
て
行
う
東
洋
歴
史
地
理
問
干
の
方
法
論
の
分
析
に
は
無
意
識
に
筆
を
と
ら

れ
た
こ
と
と
思
う
が
、
こ
こ
に
期
せ
ず
し
て
従
来
行
わ
れ
て
き
た
斯
率
の
論
文

の
全
タ
イ
プ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
著
者
の
長
年
月
に
わ
た
る
こ
の
撃
問

の
研
鎖
と
そ
の
研
究
の
幅
康
さ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

た
だ
注
文
を
つ
け
る
と
、
本
書
は
東
洋
歴
史
地
理
撃
と
呼
び
得
る
論
文
の
全

タ
イ
プ
を
包
含
し
た
聞
学
術
論
文
集
で
あ
る
か
ら
、
紀
行
文
や
短
編
の
史
料
紹
介

を
割
愛
し
て
で
も
、
現
在
こ
の
与
問
が
世
間
面
し
て
い
る
問
題
、
そ
の
方
法
論
に

つ
い
て
の
掘
り
下
げ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
斯
皐
の
将
来
に
射
す
る
課
題
な
ど

に
つ
い
て
の
見
解
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
分
野
の
皐
聞
に
せ

よ
、
た
え
ず
そ
の
翠
聞
が
た
ど
っ
て
き
た
道
程
を
ふ
り
か
え
り
反
省
し
、
関
連

諸
摩
科
の
進
展
を
も
考
厳
に
入
れ
て
、
新
た
な
前
進
を
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
私
は
特
に
最
近
の
人
文
地
理
制
干
の
護
達
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
い
、
そ
の
迫
求
目
標
で
あ
る
地
域
構
造
の
史
上
に
お
け
る
解
明
、
特
に
い
く

つ
か
の
歴
史
時
期
を
お
う
て
餐
化
し
設
展
し
て
い
く
様
相
を
論
述
す
る
こ
と
が

重
要
な
研
究
方
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
近
年
後
達
し
て
き
た
経
済
事

・

枇
曾
撃
な
ど
を
も
考
え
合
わ
せ
、
こ
の
慰
問
が
今
後
援
遥
し
て
い
く
た
め
に
は

必
ず
し
も
往
時
に
多
く
と
ら
れ
た
研
究
方
法
を
踏
襲
す
る
ば
か
り
が
そ
の
み
ち

で
な
い
と
思
う
。

ま
た
こ
ま
か
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
地
闘
を
附
し
て
な
い
論
文
が
あ
っ
て
、

若
干
、
調
解
に
不
便
を
感
じ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
例
を
あ
げ
れ
ば
「
北
宋
時
代

の
京
東
路
」

「
唐
宋
時
代
の
ニ

・
三
の
磁
窯
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
貼

「
居
庸

闘
の
歴
史
地
理
」
は
精
確
な
地
図
二
枚
が
入
っ
て
い
て
理
解
し
易
い
。
な
お

「
新
唐
書
地
理
士
ゅ
の
土
貢
に
つ
い
て
」
の
胃
頭
に
(
一
九

O
頁
)
沓
唐
番
地
理

志
の
天
費
戸
口
敏
を
筒
軍
に
天
資
十
一
裁
の
も
の
を
示
す
こ
と
に
し
て
い
る
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が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
従
前
か
ら
議
論
の
あ
る
所
で
天
賓
元
裁
設
が
有
力
で
あ

る
か
ら
、
註
に
お
い
て
こ
の
二
設
を
説
明
し
、
著
者
自
身
の
見
解
を
は
っ
き
り

示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
紙
幅
に
徐
俗
が
な
い
の
で
こ
れ
以
上
細
部
に
わ
た
る
の

を
避
け
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
筆
者
が
遠
慮
な
く
述
べ
た
二
・
三
の
注
文
は
整
局
の

言
で
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
本
書
の
債
値
を
損
う
も
の
で
は
な
い
。
本
書
刊
行

の
趣
旨
は
著
者
の
停
年
退
職
を
記
念
し
て
、
そ
の
長
い
研
究
生
活
に
お
い
て
設

表
さ
れ
た
論
文
を
集
め
て
出
版
す
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
斯
事
の

方
法
論
に
関
す
る
注
文
は
今
後
の
著
者
の
活
動
に
期
待
し
た
い
。
漢
代
か
ら
清
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代
に
い
た
る
全
論
文
を
通
哨
戒
し
て
感
じ
る
こ
と
は
、
著
者
の
東
洋
史
撃
に
お
け

る
幅
庚
い
視
野
と
、
寅
地
調
査
に
も
と
づ
く
考
設
の
丹
念
さ
と
で
あ
る
。
と
も

あ
れ
、
東
洋
歴
史
地
理
事
(
嘗
然
中
園
歴
史
地
理
撃
を
含
む
)
を
研
究
す
る
者

に
と
っ
て
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
意
義
は
大
き
く
、
多
大
の
便
宜
を
得
る
も
の
で

あ
る
。最

後
に
捌
筆
す
る
に
嘗
り
、
筆
者
の
妄
許
を
心
か
ら
お
わ
び
す
る
と
と
も

に
、
今
後
と
も
ま
す
ま
す
著
者
が
研
究
活
動
を
さ
れ
、
後
撃
の
指
導
を
さ
れ
る

よ

う

新

念

す

る

も

の

で

あ

る

。

ハ

前

田

正

名

〉
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