
く連載〉

序

ニa 二
与主

ア
ジ

ア
主
義
と

.
一
ト
一
世
紀
に
お
い
て
、
世
界
に
占
め
る
ア
ジ
ア
の
比
重
が
い
や
増

す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
だ
れ
し
も
の
予
想
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か

つ
て
ア
ジ
ア
主
義
な
る
も
の
が
さ
か
ん
に
唱
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
比
較

的
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

丙
作
文
明
を
軸
と
す
る
地
球
世
界
の
近
代
的
再
編
の
段
階
に
お
い
て
、

ア
ジ
ア
主
義
の
誕
生
は
不
可
避
な
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
の
誕
生
と
変
造
そ
の
も
の
の
内
に
、
近
代
に
お
け
る
ア
ジ
ア
、
と
く

に
点
ア
ジ
ア

H

文
明
H

閣
の
特
質
の
あ
る
一
面
が
映
し
出
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
山
。
敗
戦
前
の
わ
が
国
に
お
い
て
重
要
な
思

怨
潮
流
で
あ
り
つ
，
つ
け
た
ア
ジ
ア
主
義
を
、

こ
と
の
必
安
性
は
、

歴
史
的
に
考
察
し
て
お
く

新
し
い
世
紀
を
迎
え
た
今
、

よ
り
大
き
く
な
っ
て

い
る
と
ぶ
つ
え
ら
れ
る
。

る
そ
れ
ぞ
れ
の

H

世
界
H

を
も
っ
て
い
た
。
辞
典
的
知
識
に
よ
れ
ば
、

ア
ジ
ア
の
一
品
源
は
、
ア
ッ
シ
リ
ア
語
の
ア
ス

i
(
g
m
F
臼
の
出
、
の

志
)
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
語
源
は
、
セ
ム
語
の
エ
レ
ブ
(
ぬ

2
7

暗
い
あ
る
い
は
日
池
、
の
青
山
)
か
ら
出
た
も
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、

古
代
文
明
の
中
心
で
あ
る

H

オ
リ
エ
ン
ト
世
界
H

か
、
り
し
て
、
日
の
没

す
る
と
こ
ろ
〈
ギ
リ
シ
ャ
の
地
域
)
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
り
、
そ
れ
と

相
関
す
る
概
念
と
し
て
日
の
昇
る
と
こ
ろ
(
ア
ッ
シ
リ
ア
の
地
域
)
と

し
て
の
ア
ジ
ア
が
あ
っ
た
。
古
代
文
明
の
中
心
で
あ
る

H

オ
リ
エ
ン
ト

位
界
H

と
、
そ
れ
に
区
別
さ
れ
る

N

暗
い
H

地
域
と
の
灰
一
分
が
、
今
の

地
理
的
概
念
に
拡
大
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
ア
フ
リ
カ
洲
・
南
北
ア
メ
リ
カ
洲
・
オ
セ
ア
ニ
ア
洲
が
明

確
に
他
か
ら
区
分
さ
れ
た
地
形
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
だ
け
は
地
上
の
線
引
き
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
洲
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
洲
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
雨
洲
を
載
せ
る

大
陸
が
地
形
的
に
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
自
明
な
の
で
、
地
理

学
的
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
な
る
合
成
名
称
が
必
要
に
な
っ
た
わ
け
な
の
で
あ

る。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
以
前
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
世

界
は
ヤ
マ
ト
(
大
和
)
・
カ
ラ
(
唐
)
・
テ
ン
ジ
ク
(
天
竺
)
で
あ
り
、

中
国
人
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
即
中
華

H

世
界
H

の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
有
名
な
話
だ
が
、
語
末
の
最
高
の
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
梁

え
い
か
ん
し
り
ゃ
く

啓
超
で
さ
え
、
十
八
歳
の
時
(
一
八
九

O
年
)
に
上
海
で
『
蹟
環
志
略
』

j
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ア
ジ
ア
主
義
の
成
立
基
盤

現
在
で
は
、
ア
ジ
ア
の
地
理
的
槻
念
は
だ
れ
し
も
に
と
っ
て
、
疑
問

の
余
地
な
く
明
白
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
地
球
儀
や
世
界
地
凶

な
ど
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と
し
て
、
人
工
衛
星
か
ら
見
た
画
像
に
よ
っ

て
も
、
日
々
に
人
々
の
脳
裏
に
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地

球
を
五
大
洲
に
区
分
し
て
全
的
に
把
握
す
る
と
い
う
世
界
認
識
の
方
法

は
、
そ
の
出
発
点
を
大
航
海
時
代
に
ま
で
遡
り
う
る
に
し
て
も
、
実
際

的
に
は
近
代
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
支
配

ιと
も
に
始
ま
り
、

こ
こ
一
、
二
世
紀
の
問
に
定
着
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

有
史
以
来
、
地
球
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
自
分
た
ち
を
中
心
と
す

を
買
っ
て
読
み
、
そ
こ
で
初
め
て
世
界
に
は
「
五
大
洲
と
諸
国
が
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
」
と
い
う
印
。
徐
継
舎
の
撰
に
か
か
る
『
誠
環
志
略
』

は
、
幕
末
の
日
本
で
翻
刻
さ
れ
、
競
源
の
『
海
国
図
志
』
と
と
も
に
、

維
新
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
書
物
な
の
だ
が
、
他
地
域
・
他
文
明

と
対
比
し
て
自
己
を
相
対
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、

H

ア
ジ
ア
μ

認
議

が
明
確
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
中
国
や
呂
本
が
ア
ジ
ア
の
一
員
で
あ
る
と
の
音
山
識
を
持
つ

に
い
た
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
な
い
し
非
キ

リ
ス
ト
教
徒
居
住
地
域
(
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
方
部
分
)
を
ア
ジ
ア

と
区
分
し
、
近
東
か
ら
は
じ
め
て
、
し
だ
い
に
極
東
に
ま
で
つ
ぎ
つ
ぎ

と
圧
迫
を
く
わ
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
進
出

(
侵
略
)
に
迫
ら
れ
自
ら
の
存
在
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

近
代
に
お
け
る

H

ア
ジ
ア
H

の
概
念
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ

の
結
果
と
し
て
、

H

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
H

な
る
も
の
の
内
容
が
問
わ
れ

る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
抗
的
に
自
ら
の
存
立
を
主

張
す
る

H

ア
ジ
ア
主
義
M

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
や
中

国
に
と
っ
て
の
ア
ジ
ア
主
義
の
立
脚
基
盤
は
、
こ
の
よ
う
に
世
界
史
の

一
定
の
発
展
段
階
と
ふ
か
く
結
び
つ
い
て
誕
生
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

Q
U
 

ア
ジ
ア
主
義
が
先
進
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
(
侵
略
)

と
結
び
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
根
抵
に
お
い
て
必
然
的

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
思
想
的

N

対
立
H

構
造
を
内
包



す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

H

対
立
H

権
造
の
一
方
の
極
は
、

ア
ジ
ア
の
地
縁
的
・
文
化
的
同
質
性
に
お
け
る
提
携
・
連
帯
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
く
わ
え
て
、
進
出
(
侵
略
)
の
結
果
と
し
て
の
滅
亡
を
免
れ

る
た
め
に
は
、
ア
ジ
ア
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
性
(
富
強
)
を
摂
取
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
ア
ジ
ア
の
側
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
た
い
す
る

地
則
的

-
q間
的
な
対
抗
関
係
と
い
う
基
盤
の
う
え
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
も
つ
富
強
を
将
来
に
お
い
て
達
成
し
よ
う
と
す
る

H

追
随
H

的
路
線

を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
主
義
は
、
そ
の
よ
う
な
錯
綜
し

た
こ
去
の
関
係
性
の
う
え
に
、
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
抗
し
、
団
結
・
提
携
し
よ
う
と
す
る

興
必
の
主
義
、
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア
主
義
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
と
き
に
唱
え
ら
れ
た
団
結
・
提
携
は
、
論
理
的
に
も
実
際
的
に
も
、

ア
ジ
ア
内
部
に
お
け
る
対
等
の
関
係
を
前
提
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
出
発
点
に
お
け
る
ア
ジ
ア
主
義
は
こ
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
富
強
追
求
の
路
線
に
お
い
て
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
団
結
・

提
出
川
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
の
路
線
を
す
す
む
の
か
ど
砂
つ
か
の
間
題
が
出

て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
早
く
に
「
維
新
」
を
達
成
し
た
日
本
に
お
い

て
「
脱
帳
」
に
よ
る
先
駆
け
の
論
が
唱
え
ら
れ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で

内
然
な
こ
と
だ
っ
た
。
問
題
は
、
先
駆
者
が
抑
圧
者
に
な
り
か
わ
る
の

か
ど
う
か
に
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
日
本
の
ア
ジ
ア
主
義
は
ア
ジ
ア
諸
国

一
八
八

O
年
か
ら
一
九
肉
五
年
の
敗
戦
ま
で
、
六
十
五
年
間
の
ア
ジ

ア
主
義
の
歴
史
を
、
本
稿
で
は
、
初
期
・
中
期
・
晩
期
の
三
時
期
に
区

分
す
る
こ
と
に
す
る
。
初
期
に
は
、
国
家
(
と
く
に
日
清
両
国
)
間
の

ー

関
係
が
基
本
的
に
対
等
だ
っ
た
も
の
が
、
中
期
に
は
、
列
強
間
の
協
調

の
枠
を
ま
も
り
な
が
ら
日
本
の
優
越
を
軸
と
す
る
も
の
に
変
わ
り
、
晩

期
に
は
、
日
本
を
頂
点
と
し
日
本
の
利
益
だ
け
を
め
ざ
す
も
の
(
そ
の

点
で
は
本
来
の
ア
ジ
ア
主
義
の
本
質
を
失
っ
て
い
る
の
だ
が
)
へ
と
変

わ
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
三
時
期
の
劃
期
は
、
大
き
く
は
政
治
状
況
の
変
化
に
対

応
し
た
も
の
で
あ
る
。
初
期
か
ら
中
期
へ
の
劃
期
は
一
九

O
O年
、
義

和
国
事
件
と
八
カ
国
連
合
軍
の
共
同
出
兵
で
あ
る
。
そ
の
直
前
か
ら
始

ま
っ
て
い
た
租
借
地
獲
得
、
勢
力
範
囲
分
割
(
瓜
分
)
合
戦
は
、
共
同

出
兵
と
北
京
議
定
書
(
辛
丑
条
約
)
締
結
で
新
段
階
を
む
か
え
、
日
英

同
盟
、
ロ
シ
ア
の
満
州
占
拠
、
日
露
戦
争
へ
と
推
移
し
て
い
く
。
臼
清

戦
争
と
い
う
両
国
関
係
の
根
本
的
変
化
を
も
た
、
り
し
た
大
事
件
を
割
期

と
せ
ぬ
こ
と
を
不
審
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
具
体
的
な
説

明
は
の
ち
に
譲
っ
て
こ
こ
で
一
言
断
れ
ば
、
ア
ジ
ア
主
義
の
変
容
に
は
、

他
の
諸
事
象
と
若
干
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

東
ア
ジ
ア
史
の
文
明
史
的
特
色
の
一
面
を
見
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

中
期
か
ら
晩
期
へ
の
移
行
の
時
期
は
、
一
九
二
八
年
の
第
二
次
山
東

出
兵
に
も
と
め
た
い
。
こ
の
と
き
、
在
留
邦
人
の
安
全
の
た
め
の
緊
急

「
自
衛
」
措
置
と
し
て
、
出
兵
が
現
実
に
行
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
済
南
事

対
等
の
団
結
・
提
携
を
な
げ
す
て
て
、
基
本
的
に
臼
本
の
優
越
を
軸
に

し
て
そ
の
進
出
(
侵
略
)
を
支
え
る
も
の
に
な
り
か
わ
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。一、

ア
ジ
ア
主
義
史
の
時
期
区
分

ア
ジ
ア
主
一
義
の
史
的
展
開
の
表
面
的
な
終
末
が
、
日
本
の
「
大
東
亜

戦
争
」
す
な
わ
ち
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
北
に
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
認

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
出
発
点
を
ど

こ
か
ら
説
き
お
こ
す
か
は
い
さ
さ
か
難
し
い
問
題
で
あ
ろ
う
G

近
代
に

お
け
る
西
力
東
漸
を
発
生
基
盤
と
位
置
づ
け
る
本
稿
の
立
場
か
、
り
す
れ

ば
、
幕
末
に
お
け
る
吉
田
松
陰
の
海
外
雄
飛
論
な
ど
か
ら
始
め
る
こ
と

も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
思
想
史
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
ば
ら
く
置
き
、
明
治
十
三
(
一
八
八

O
)
年
の
ア

ジ
ア
の
提
携
振
興
を
め
ざ
す
団
体
、
興
亜
会
の
成
立
か
ら
始
め
る
こ
と

と
す
る
。
そ
し
て
、
最
初
に
そ
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
曽
原
俊
虎

と
、
興
亜
会
の
準
備
的
組
織
の
位
置
に
あ
る
振
翌
社
に
つ
い
て
考
察
を

く
わ
え
る
こ
と
に
す
る
。

ち
な
み
に
、
興
亜
会
は
ア
ジ
ア
全
体
を
視
野
に
お
さ
め
て
構
想
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
が
、
実
質
は
中
国
と
の
関
係
を
主
と
ず
る
も
の
だ
っ
た
。

く
わ
え
て
、
筆
者
の
力
量
の
問
題
も
あ
っ
て
、
本
稿
の
考
察
が
中
国
を

中
心
と
し
た
も
の
に
な
る
こ
と
を
、
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
く
。

-70-

変
の
発
生
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
ヨ
本
は
国
際
法
を
無
捜
し
て
、
み
ず

か
ら
が
必
要
と
す
る
場
で
、
必
要
と
す
る
時
に
、
中
国
に
た
い
し
て

「
事
変
」
と
称
す
る
戦
争
を
行
い
始
め
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
の
対
華
政
策
の
質
的
飛
躍
を
示
す
も
の
で
、
列
強
と
の

協
調
を
も
放
棄
し
て
み
ず
か
ら
の
利
益
を
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ

た
。
一
九
一
一
二
年
の
「
満
州
事
変
」
と
称
す
る
東
北
地
方
占
領
と
健
鰯

国
家
の
建
設
、
一
九
三
七
年
の
「
北
支
事
変
」
か
ら
「
支
那
事
変
」
と

称
す
る
全
面
戦
争
へ
の
突
入
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
状
況
下
に
お
い
て
、
団
結
・
提
携
を
も
と
め
る
ア
ジ
ア
主
義
が
、
ほ

と
ん
ど
実
質
的
な
意
味
を
も
た
ぬ
、
コ
ト
パ
だ
け
の
も
の
と
化
し
た
こ

と
は
、
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。

本
稿
は
、
そ
の
第
一
の
時
期
、
初
期
の
ア
ジ
ア
主
義
に
つ
い
て
、
埋

も
れ
た
歴
史
を
で
き
る
か
ぎ
り
発
掘
し
、
歴
史
的
に
考
察
を
加
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
初
期
の
ア
ジ
ア
主
義
が
も
っ
て
い
た
い
ろ
い
ろ

な
可
能
性
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
は
、
後
の
展
開
を
検
討
す
る
た
め
に

必
要
な
前
提
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
の
末
期
、
一
八
九
八
年
に
東
亜
同
文
会
が
成
立
す
る
。
そ

の
成
立
は
初
期
と
中
期
を
区
分
す
る
重
要
な
指
標
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
、
そ
の
歴
史
的
な
役
割
は
む
し
ろ
中
期
で
の
牽
引
車
と
し
て
の
そ
れ

に
あ
っ
た
。
本
考
で
も
、
第
一
の
時
期
の
帰
結
と
し
て
の
東
亜
同
文
会

に
つ
い
て
は
、
必
要
な
か
ぎ
り
の
言
及
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
本
稿
の

章
構
成
の
概
略
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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第
一
章

曽
根
俊
虎
と
振
車
社

第
二
章

組
(
距
会
に
つ
い
て

第
三
章

第
問
章

第
五
章

堕
細
亜
協
会
に
つ
い
て

東
邦
協
会
に
つ
い
て

東
距
会
と
同
文
会

議
口
隣
義
会
に
つ
い
て

善
隣
訳
書
館
に
つ
い
て

第
六
章

第
七
草

終

章

初
期
ア
ジ
ア
主
義
の
歴
史
的
意
義

l
l
東
亜
同
文
会
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

!
i

一一、
ア
ジ
ア
主
義
の
研
究
史

の
研
究
史
を
問
題
に
す
る
ば
あ
い
、
ま
ず
挙
げ
ら

れ
る
べ
き
は
竹
内
好
氏
の
「
ア
ジ
ア
主
義
の
展
望
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

竹
内
自
身
の
編
集
に
か
か
る
『
ア
ジ
ア
主
義
』
印
に
付
さ
れ
た
解
説
の

文
章
な
の
だ
が
、
戦
後
に
お
い
て
言
論
界
・
学
術
界
の
白
を
ア
ジ
ア
主

義
に
向
け
さ
せ
る
う
え
で
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
。
き
わ

「
ア
ジ
ア
主
義
」

め
て
株
発
的
な
刺
激
を
た
く
さ
ん
盛
り
込
ん
だ
文
章
で
あ
っ
て
、

で
は
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
松
本
健
一
氏
に
よ
る
司
竹
内
好
「
日
本

の
ア
ジ
ア
主
義
」
精
読
市
な
る
周
到
な
解
説
本
も
出
さ
れ
て
い
る
。

竹
内
氏
に
よ
れ
ば
、
ア
ジ
ア
主
義
の
内
容
は
千
差
万
別
、
「
膨
張
主

義
ま
た
は
け
は
略
主
義
と
完
全
に
は
重
な
ら
」
ず
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

い
ま
品

が
、
た
と
え
心
情
的
な
耐
が
い
か
に
大
き
い
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、

史
的
に
叙
述
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
竹
内
氏
の
研
究

に
多
く
を
ま
な
び
な
が
ら
、
本
稿
を
あ
え
て
公
に
す
る
所
以
で
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
と
批
明
を
記
し
た
が
、
竹
内
好
氏
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
主

義
研
究
の
道
筋
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
い
く
ら
高
く
評
価
し
て
も
し

す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
竹
内
氏
と
と
も
に
そ
の
方
面
の
仕
事
を

さ
れ
た
の
は
矯
川
文
三
氏
だ
が
、
氏
の
一
九
六

0
年
代
の
関
連
文
章
は

「
脱
制
論
以
後
」
と
の
副
題
を
も
っ
『
順
逆
の
思
想
』
出
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。

ほ
か
に
、
指
川
氏
の
研
究
で
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
黄
禍
物

一
品
川
』
仰
で
あ
る
。
黄
禍
論
は
、
今
で
は
学
問
的
に
は
ま
っ
た
く
問
題
に

さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
実
際
に
は
ま
だ
ま
だ
生
活
の
す
み
ず
み
に
ま
で

染
み
つ
い
て
い
る
人
種
「
学
説
」
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

ト
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
に
か
け
て
か
な
り
の
流
行
を
み
た
黄
禍

論
は
、
文
明
の
発
展
段
階
と
人
種
の
優
劣
を
結
び
つ
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

内
色
人
障
に
よ
る
他
地
域
有
色
人
種
に
た
い
す
る
支
配
の
合
理
化
・
正

羽
化
が
は
か
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
黄
色
人
種
の
興
隆
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

の
復
竺
と
し
て
の

H

黄
掛
H

と
観
念
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
は
な
い
の
に
ア
ジ
ア
主
義
は
あ
る
と
言
っ

た
が
、
持
禍
論
は
、
ア
ジ
ア
主
義
が
極
め
て
定
め
ら
れ
た
形
で
反
映
さ

れ
た

H

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
H

だ
っ
た
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な

そ
れ
が
十
九
位
紀
'
末
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
に
わ
か
に
高
揚
し

く
と
も
、

(
民
族
主
義
、
国
家
主
義
、
国
民
主
義
お
よ
び
国
粋
主
義
)
と
も
完
全

に
は
重
な
も
な
い
」
。
し
か
し
、
同
時
に
「
そ
れ
ら
の
ど
れ
と
も
重
な

り
合
う
部
分
は
あ
る
し
、
と
く
に
膨
張
主
義
と
は
、
大
き
く
重
な
る
」

と
も
言
わ
れ
る
。
比
較
的
近
い
関
係
に
あ
る
諸
主
義
と
の
対
応
関
係
を

こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
な
り
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
期
の
ア
ジ
ア
主
義
は
、
如
上
の

内
容
を
基
本
に
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
く
わ
え
て
、
「
ア
ジ
ア
主

義
は
、
あ
る
実
質
内
容
を
そ
な
え
た
、
客
観
的
に
間
限
定
で
き
る
思
想
で

は
な
く
て
、
一
つ
の
傾
向
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
と
な
る
と
、
な
お

賛
成
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。

上
の
文
段
で
引
い
た
見
解
を
補
っ
て
、
竹
内
氏
は
こ
う
も
い
わ
れ
る
。

「
も
っ
と
正
確
に
い
う
と
、
発
生
的
に
は
明
治
維
新
革
命
後
の
膨
張
主

義
の
中
か
ら
、
一
つ
の
結
実
と
し
て
ア
ジ
ア
主
義
が
生
ま
れ
た
」
と
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
を
加
え
て
お
ら
れ
る
が
、

ご
く
大
雑
把
に
い
っ
て
、
こ
の
見
解
も
初
期
ア
ジ
ア
主
義
に
つ
い
て
の

考
察
か
ら
す
る
と
、
そ
の
実
体
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
多
す
ぎ
る
と
忠

う
。
「
膨
張
主
義
の
中
か
ら
:
:
:
ア
ジ
ア
主
義
が
生
ま
れ
た
」
と
い
う

よ
り
、
ア
ジ
ア
主
義
の
一
つ
の
側
面
と
し
て
膨
張
主
義
が
随
伴
し
て
生

じ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か

ι患
う
。

さ
ら
に
同
意
し
か
ね
る
の
は
、
ア
ジ
ア
主
義
を
史
的
に
叙
述
で
き
る

と
思
う
の
は
、
「
た
ぶ
ん
歴
史
主
義
の
毒
に
お
か
さ
れ
た
偏
見
だ
ろ
う
」

と
の
竹
内
氏
の
意
見
で
あ
る
。
歴
史
的
に
出
現
し
展
開
し
た

H

主
義
H
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た
こ
と
の
う
ち
に
、
ア
ジ
ア
主
義
を
も
ふ
く
む
ア
ジ
ア
の
党
躍
が
影
を

お
と
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
下
に
、
初
期
ア
ジ
ア
主
義
に
関
連
し
た
個
別
研
究
を
い
く
ら
か
挙

げ
て
お
こ
う
。

一
九
七

0
年
代
に
は
、
今
で
は
古
典
的
な
位
霞
を
占
め
る
酒
田
正
敏

氏
の
『
近
代
日
本
に
お
け
る
対
外
硬
運
動
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
た
山
。

い
ち
い
ち
は
挙
げ
な
い
が
、
以
後
の
研
究
や
著
作
で
こ
れ
に
依
拠
し
て

い
る
も
の
は
多
い
。
曽
根
俊
虎
を
精
力
的
に
研
究
さ
れ
た
佐
藤
茂
教
氏

は
、
明
治
初
年
の
政
局
と
関
連
さ
せ
た
大
胆
な
推
論
を
発
表
さ
れ
た
由
。

ま
た
、
安
岡
昭
男
は
東
邦
協
会
に
つ
い
て
の
研
究
を
発
表
さ
れ
た
問
。

七
0
年
代
に
は
、
こ
の
方
面
の
研
究
が
一
挙
に
活
気
を
お
び
た
か
の
観

が
あ
る
。

一
九
八

0
年
代
に
入
る
と
、
中
国
史
の
側
か
ら
は
伊
東
昭
雄
氏
の
一

連
の
研
究
が
出
た
。
い
ず
れ
も
有
用
の
労
作
で
あ
る
が
、
本
稿
に
特
に

関
係
す
る
も
の
は
、
「
明
治
初
期
の
興
亜
論
に
つ
い
て
」
仰
で
あ
る
。

多
く
の
啓
発
を
受
け
た
が
、
観
点
の
違
う
と
こ
ろ
を
こ
っ
、
挙
げ
て
お

き
た
い
。
一
は
、
大
ア
ジ
ア
主
義
が
日
本
人
の
歴
史
的
経
験
の
重
層
か

ら
発
す
る
も
の
(
五
十
八
頁
)
と
さ
れ
る
の
に
た
い
し
、
私
は
基
本
的

に
近
代
の
所
産
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
。
一
一
に
、
「
興
革
論
」
の

対
立
概
念
は
「
減
亜
論
」
で
あ
っ
て
「
脱
亜
論
」
で
は
な
い
(
八
十
三

頁
)
、
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
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た
し
か
に
、
語
義
的
に
は

H

興
H

に
た
い
す
る
も
の
は

H

減
H

で
あ

る
が
、
前
述
し
た
富
強
路
線
(
発
展
方
向
)
の
面
に
お
い
て
比
べ
る
と

き
は
、
対
等
の
関
係
を
維
持
し
て
の
「
興
並
」
と
、
抜
け
駆
け
の
「
脱

桁
」
が
対
立
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
福
沢
諭
吉
の
「
脱
亜
論
」

が
浩
一
日
か
れ
た
頃
に
は
、
興
亜
論
の
優
勢
な
風
潮
に
抗
し
て
、
吋
時
事
新

wm』
紙
上
に
は
、
興
亜
会
に
対
抗
す
る

H

脱
亜
会
H

創
立
の
必
要
が
、

叫
ば
れ
た
り
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
問
。
そ
し
て
、
脱
亜
論
の
一
部
は

や
が
て
減
車
論
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
日
本
史
の
側
か
ら
は
黒
木
叫
が
お
氏
の
精
力
的
な
業
績
が
積
み

東
ね
ら
れ
、
一
九
元
三
年
、
鱒
沢
彰
夫
氏
と
の
共
編
に
な
る
『
興
事
司
会

報
告
・
亜
細
部
協
会
報
告
b
m
の
刊
行
に
ま
で
い
た
る
。
こ
の
資
料
集

は
雨
期
的
な
も
の
で
、
『
腕
ハ
亜
会
報
告
』
全
三
十
五
集
、
『
亜
細
亜
協
会

被
告
』
二
十
三
篇
(
第
二
年
報
を
含
む
)
、
「
規
則
」
七
種
、
名
簿
五
種

等
の
完
走
文
書
に
く
わ
え
、
編
者
両
氏
の
周
到
な
解
説
を
配
し
た
も
の

で
、
こ
の
方
面
の
研
究
に
き
わ
め
て
大
き
く
寄
与
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
九

0
年
代
で
は
、
並
木
頼
寿
氏
の
興
亜
論
を
中
国
側
の
評
価
と

結
び
つ
け
た
周
到
な
研
究
が
発
表
さ
れ
た
問
。
こ
れ
は
『
循
環
日
報
』

を
丁
寧
に
読
み
込
ん
だ
力
作
だ
が
、
当
時
の
興
亜
論
を
「
独
善
的
」
と

さ
れ
る
結
論
に
は
、
賛
向
し
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
中
札
新

氏
の
長
年
の
研
究
が
『
白
岩
龍
平
日
記
』
の
刊
行
と
な
っ
て
結
実
し
閥
、

中
国
人
の
新
鋭
研
究
者
趨
軍
氏
の
著
作
『
大
ア
ジ
ア
主
義
と
中
国
』
闘

が
出
版
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
菅
野
正
氏
の
上
海
亜
細
亜
協
会
に
つ
い
て

ら
な
い
。
明
治
初
年
以
来
の
日
本
と
大
陸
と
の
関
係
は
、
こ
の
時
点
で
、

一
向
書
の
よ
う
な
分
析
と
評
価
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
評
価
へ
の

賛
否
と
は
無
関
係
工
、
ア
ジ
ア
主
義
史
の
研
究
に
と
っ
て
計
り
知
れ
ぬ

価
値
が
あ
る
の
で
万
る
。

な
お
、
単
行
の
伝
記
で
是
非
、
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
上
村
希
美

雄
託
の
『
宮
崎
兄
弟
伝
』
で
あ
る

ω。
宮
崎
兄
弟
と
は
、
一
一
一
一
口
う
ま
で
も

な
く
、
宵
崎
八
郎
・
民
蔵
・
弥
蔵
・
寅
蔵
だ
が
、
特
色
あ
る
思
想
を
い

だ
い
て
生
命
を
燃
焼
さ
せ
た
彼
ら
の
内
で
も
、
と
り
わ
け
治
天
宮
崎
寅

政
は
ア
ジ
ア
主
義
の
生
き
た

H

標
本
H

の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
。
一
九

八

0
年
代
な
か
ば
か
ら
刊
行
さ
れ
は
じ
め
、
い
ま
な
お
執
筆
が
続
け
ら

れ
て
い
る
こ
の

.h編
は
、
初
期
ア
ジ
ア
主
義
史
の
研
究
に
と
っ
て
も
、

か
け
が
え
の
な
い
貴
重
な
文
献
な
の
で
あ
る
。

一
つ
だ
け
、
具
体
例
を
あ
げ
よ
う
。
『
大
東
合
邦
論
』
の
著
者
樽
井

一
般
百
に
つ
い
て
で
あ
る
。
捧
井
は
、
社
会
の
平
等
と
公
衆
の
最
大
利
福

の
綱
領
を
か
か
げ
た
東
洋
社
会
党
の
創
立
者
と
し
て
名
を
残
し
た
が
、

そ
の
日
韓
対
等
合
邦
の
構
想
は
、
竹
内
に
よ
っ
て
、
「
空
前
に
し
て
絶

後
の
創
見
」
と
称
間
謝
さ
れ
た
(
前
掲
書
、
三
十
七
頁
)
。
『
大
東
合
邦
論
』

の
初
版
は
一
八
九
三
年
の
刊
な
の
だ
が
、
樽
井
は
日
韓
併
合
の
前
夜
に

は
「
日
韓
聯
邦
の
議
」
等
を
発
表
し
、
時
流
に
乗
っ
た
一
一
一
一
口
論
活
動
を
行

う
に
い
た
る
。
「
日
幹
聯
邦
の
議
」
は
東
亜
青
年
会
の
機
関
誌
吋
東
亜
』

に
依
っ
た
も
の
で
、
上
村
氏
は
そ
の
残
肢
を
国
会
図
書
館
で
見
つ
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
「
聯
邦
」
を
提
議
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

の
研
究
聞
と
い
っ
た
空
白
を
う
ず
め
る
貴
重
な
労
作
も
発
表
さ
れ
、

ジ
ア
認
識
を
広
く
扱
っ
た
古
屋
哲
夫
氏
の
編
に
か
か
る
「
近
代
日
本
の

ア
ジ
ア
認
識
』
が
刊
行
さ
れ
も
し
た

m
。

伝
記
資
料
と
し
て
も
っ
と
も
大
事
な
の
は
、
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
』

『
対
支
四
顧
録
』
(
『
続
対
支
回
顧
録
』
を
含
む
)
で
あ
る
。
『
東
亜
先
覚

志
士
記
伝
』
は
、
葛
生
能
久
一
者
、
黒
竜
会
出
版
部
発
行
、
上
中
下
三
間

が
一
九
三
四
年
か
ら
翌
々
年
、
す
な
わ
ち
「
満
州
帝
国
」
の
成
立
か
ら

日
中
全
面
戦
争
開
始
前
夜
に
か
け
て
の
時
期
に
編
纂
、
刊
行
さ
れ
た
。

い
ま
は
、
原
書
房
、
一
九
六
六
年
刊
の
「
明
治
百
年
史
叢
書
」
復
刻
本
が

あ
る
。
下
巻
に
は
先
覚
志
士
、
一
千
十
五
名
の
伝
記
を
収
め
る
。

円
対
支
回
顧
録
』
は
東
亜
同
文
会
の
編
纂
物
で
、
東
亜
同
文
会
内
対

支
功
労
者
伝
記
編
纂
会
代
表
者
中
島
真
雄
、
の
編
に
か
か
り
、
同
編

纂
会
の
発
行
で
あ
る
。
上
・
下
巻
と
も
一
九
三
六
年
同
月
の
刊
で
、
二

ヵ
月
後
の
六
月
に
訂
正
再
版
が
刊
行
さ
れ
、
下
巻
の
「
列
伝
」
に
約
八

百
人
の
伝
記
を
収
め
て
い
る
。
時
期
的
に
見
て
、
『
東
亜
先
党
志
士
一
記

伝
』
に
対
抗
的
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ
ち
ら
は
向
じ
編
者

に
よ
る
続
編
上
下
巻
が
、
出
版
社
を
か
え
て
一
九
四
一
年
に
出
さ
れ
、

下
巻
「
列
伝
」
に
は
二
百
余
人
の
伝
記
を
収
め
て
い
る
。
こ
れ
も
原
書

房
か
ら
、
一
九
六
八
年
に
「
明
治
百
年
史
叢
書
」
士
し
て
復
刻
版
が
出

さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
大
著
が
二
種
、
日
中
全
面
戦
争
突
入
の
前
夜
に
刊
行
さ

れ
た
こ
と
の
も
つ
歴
史
的
意
味
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な ア
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る
の
は
、
「
第
て
現
今
朝
鮮
を
保
護
国
と
為
す
も
其
保
護
料
を
取
る

に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
我
日
本
は
損
す
る
の
み
に
し
て
益
す
る
所
な
し
。
聯

邦
と
為
す
に
於
い
て
は
其
政
費
を
分
担
せ
し
む
る
こ
と
を
得
」
と
い
う

な
ど
、
以
下
、
か
つ
て
の
『
大
東
合
邦
論
』
の
提
唱
者
と
し
て
は
呂
を

お
お
い
た
く
な
る
よ
う
な
意
見
を
開
陳
し
て
い
る
の
で
あ
る
倒
。

「
合
邦
」
と
「
聯
邦
」
と
は
、
対
等
性
に
お
い
て
字
義
的
に
ほ
と
ん

ど
差
違
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
ま
る
で
逆
の
も
の
と
な
っ
た
の

は
、
ひ
と
え
に
樽
井
が
そ
れ
に
篭
め
よ
う
と
し
た
思
想
内
容
に
お
い
て

変
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
臼
韓
併
合
に
は
心
か
ら
嬉
し
が
っ

て
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
示
す
当
時
の
雑
誌
論
文
を
見
つ
け
る

過
程
で
の
苦
心
は
、
ま
こ
と
敬
服
の
至
り
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
の
紋

を
補
い
え
た
上
村
氏
の
発
見
は
、
「
大
東
合
邦
論
」
そ
の
も
の
の
思
想

性
を
揺
る
が
せ
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
を
打
ち
出
し
た
思
想
家
縛
井
藤
吉

の
思
想
性
の
有
り
様
を
鋭
く
突
く
も
の
で
は
あ
っ
た
。
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四

ア
ジ
ア
主
義
と
大
ア
ジ
ア
主
義

こ
こ
で
本
稿
で
の
ア
ジ
ア
主
義
の
用
語
法
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
お

こ
う
。
同
類
の
語
に
大
ア
ジ
ア
主
義
、
汎
ア
ジ
ア
主
義
が
あ
る
。
汎
ア

ジ
ア
主
義
の
「
汎
」
は
句
mE
の
訳
語
、
そ
の
使
用
範
囲
は
帝
国
主
義

的
政
策
の
方
向
へ
と
限
定
的
な
の
に
た
い
し
、
大
ア
ジ
ア
主
義
は
か
な

り
無
限
定
に
使
わ
れ
て
き
た
。



つ
ま
り
、

ア
ジ
ア
主
義
と
大
ア
ジ
ア
主
義
な
る
こ
つ
の
術
語
は
、

の
字
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
に
用
い
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
区
別
し
う
る
明
縫
な
語
義
的
境
界
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
竹
内
好
氏
が
前
掲
の
文
章
で
、
「
大
ア
ジ
ア
主

義
」
と
よ
ぼ
う
と
、
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
と
よ
ぼ
う
と
、
そ
の
他
何
と

よ
ぼ
う
と
、
そ
の
問
に
区
別
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
全
部
一
括
し
て

「
ア
ジ
ア
下
一
義
」
と
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
の
見
識
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
ア
ジ
ア
主
義
と
言
っ
て
も
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
の
対
抗
、
ア
ジ
ア
の
娠
興
と
い
う
点
で
の
共
通
性
は
も
ち
な

が
ら
、
富
山
出
追
求
路
線
に
お
い
て
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
対
等
の
関
係

を
前
提
と
し
た
提
出
川
路
線
を
あ
ゆ
も
う
と
す
る
も
の
と
、

を
前
提
と
し
た
従
僕
(
即
抑
圧
)

以
加
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

的
な
ポ
・
一
夫
な
の
で
あ
る
。

「大」

日
本
の
優
越

路
線
を
す
す
も
う
と
す
る
も
の
と
の

け
っ
し
て
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史

し
か
も
、
そ
れ
ら
両
者
は
上
述
の
三
時
期
に
、

ど
ち
ら
も
が
さ
ま
ざ
ま
な
バ
イ
ア
ス
を
と
も
な
っ
て
登
場
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

ゆ
え
に
本
絹
で
は
、
前
者
す
な
わ
ち
対
等
の
関
係
を
前
提
と
す
る
も

の
に
は
、
「
大
」
の
字
の
つ
か
な
い
「
ア
ジ
ア
主
義
」
の
誌
を
も
ち
い
、

後
者
す
な
わ
ち
日
本
の
優
越
を
前
提
と
す
る
も
の
に
は
「
大
ア
ジ
ア
主

の
一
訟
を
も
ち
い
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」

「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
と
ほ
ぼ
向
じ
内
容
に
限
定
し
て
使
お
う
と

そ
し
て
、
本
稿
の
題
目
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

いいきの
一
訟
を

い
う
の
で
あ
る
。

両
者

(5) 

応
(
学
術
日
)
、
.
一

0
0
0年。

指
川
文
-
一
一
『
順
送
の
思
想

l
i
脱
空
調
以
後

i
』

mrH十吉一房、

-一一年。
崎
川
文
一
一
一
『
抗
桝
物
語
』
筑
摩
書
房
、
一
九
仁
九
ハ
年
・
・
山
石
波
境
代
文
庫

(
学
術
お
)
、
.
一

0
0
0・年。

桝
山
正
敏
『
近
代
日
本
に
お
け
る
対
外
使
逓
動
の
研
究
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
八
年
。

ル
肌
雄
茂
投
「
『
興
幌
会
東
こ
と
凶
日
浪
俊
虎
!
剛
一
琵
会
活
動
に
見
る
曽

川
似
の
一
軌
跡
!
」
、
福
地
屯
苧
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編

吋
近
代

H
本
形
成
過
程
の
研
究
』
雄
山
間
、
一
九
七
八
年
。
他
に
関
連

す
る
も
の
と
し
て
、
「
引
田
利
章
の
経
ぽ
紹
介
と
菅
原
俊
虎
に
関
す
る

折
干
の
史
料
」
『
史
学
』
〔
三
田
史
学
会
〕
、
第
間
十
五
巻
第
一
号
、
一

九
七
・
一
年
。
「
『
公
文
備
考
』
に
記
殺
せ
る
曽
根
俊
虎
被
帆
門
事
件
」
同
、

第
問
ト
じ
ハ
巻
第
一
ニ
号
、
一
九
七
瓦
年
。

安
同
町
mH

「
東
邦
協
会
に
つ
い
て
の
本
礎
的
研
究
」
『
法
政
大
学
文
学

部
紀
要
』
第
.
一
十
-
一
号
、
一
九
七
七
年
。

伊
東
昭
雄
「
明
治
初
期
の
興
組
論
に
つ
い
て

l
i
大
ア
ジ
ア
主
義
の
形

成

i
」
『
横
浜
市
立
大
学
論
護
』
人
文
科
学
系
列
、
第
三
十
三
巻
第
三

号
、
一
九
八
-
一
年
。
伊
東
氏
は
、
じ
人
ア
ジ
ア
主
義
を
広
義
に
用
い
て
お

ら
れ
る
つ
ほ
か
に
、
「
活
仏
戦
争
と
東
ア
ジ
ア
・
試
論

i
H本
人
の
反
応

に
つ
い
て

l
」
川
、
第
三
十
ヒ
を
.
了
三
合
併
号
、
一
九
八
六
年
。
弓
琉

球
処
分
』
と
琉
球
政
関
連
動

i
脱
活
再
た
ち
の
活
動
を
中
心
に

l
」

同
、
第
三
十
八
巻

.
7
三
合
併
号
、
一
九
八
七
年
。

「
H
本
は
東
洋
国
た
る
べ
か
ら
ず
」
『
時
事
新
沼
』

九
七

(6) (7) (8) (9) i
 

n
H
U
 

l
 

i
 
l
 

i
 

-

-

一
八
八
四
年
十
一
月

を
「
ア
ジ
ア
主
義
」
で
く
く
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
措
置
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
術
語
が
同
一

の
文
章
中
で
場
所
に
よ
り
ち
が
っ
た
内
容
の
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
こ

と
か
ら
生
じ
る
誤
解
を
、
避
け
ん
が
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
原
作
者
の
用
法
を
変
え
る
こ
と
は
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
で
混
乱

が
生
じ
う
る
場
合
に
は
、
適
宜
限
定
的
な
説
明
を
く
わ
え
る
こ
と
に
す

る
。
た
と
え
ば
、
原
作
者
が
「
ア
ジ
ア
主
義
」
と
言
っ
て
も
後
者
の
場

合
な
ら
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
的
な
「
ア
ジ
ア
主
義
」
と
い
っ
た
説
明
を
く

わ
え
る
。
逆
に
、
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
と
言
っ
て
も
、
前
者
の
場
合
な

ら
広
義
の
大
ア
ジ
ア
主
義
と
修
飾
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
作
者
の
用
法

と
本
稿
で
の
用
語
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
に
す
る
。
広
義
の
大
ア
ジ
ア

主
義
の
用
例
と
し
て
、
孫
文
が
一
九
二
同
年
に
神
戸
で
行
っ
た
演
説
の

題
目
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
し
、
前
掲
の
趨
軍

『
大
ア
ジ
ア
主
義
と
中
国
』
な
る
書
名
で
の
用
法
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
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‘志ω
丙
洋
近
代
文
明
と
の
接
触
受
容
に
よ
る
東
ア
ジ
ア

n

附
界
μ

の
変
特
に

つ
い
て
は
、
拙
編
『
両
洋
近
代
文
明
と
中
華
附
界
』
(
京
都
大
学
学
術

出
版
会
、
.
一

O
O
一
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

東
啓
超
「
三
十
自
述
」
『
飲
球
宅
合
集
』
文
集
、
巻
十
一
川
十
六
頁
。

竹
内
好
編
現
代

H
本
思
想
大
系
9

『
ア
ジ
ア
主
義
』
筑
摩
吉
一
房
、

九
し
ハ
三
年
。

松
本
健
一

(3) (2) (4) 

『
竹
内
好

「
H
本
の
ア
ジ
ア
主
義
」

精
読
』
岩
波
現
代
文

(J21 

十一ニ

H
。

『
興
亜
会
報
告
・
亜
細
亜
協
会
報
告
』
全
二
巻
、
不
」
出
版
、
一
九
九

三
年
。
黒
木
氏
の
論
文
は
「
興
産
会
の
基
礎
的
研
究
」
吋
近
代
熊
本
』

第
.
一
ム
ア
一
号
、
一
九
八
三
年
・
・
「
興
査
会
の
成
立
」
吋
政
治
研
究
』
第

一
二
十
号
、
一
九
八
三
年
・
・
「
興
亜
会
、
亜
細
亜
協
会
の
活
動
」
(
一
)

『
政
治
研
究
』
第
一
二
九
号
、
一
九
九
.
一
年
、
等
。

並
木
頻
寿
「
明
治
初
期
の
興
韮
論
と
曽
根
俊
虎
に
つ
い
て
」
吋
中
国
研

究
月
報
』
第
十
九
百
四
十
四
号
、
一
九
九
三
年
。

中
村
義
吋
岳
山
石
龍
平
日
記

i
ア
ジ
ア
主
義
実
業
家
の
生
諜
i
i
』
研
文

出
版
、
一
九
九
九
年
。
そ
の
前
提
に
あ
る
研
究
と
し
て
、
「
ア
ジ
ア
主

義
の
系
譜
」
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
第
三
部
門
社
会
科
学
、
第
間
十

三
号
、
一
九
九
二
年
、
等
。

連
軍
『
大
ア
ジ
ア
主
義
と
中
国
』
亜
紀
書
房
、
一
九
九
七
年
。

菅
野
正
「
戊
成
維
新
期
の
上
海
亜
細
亜
協
会
を
め
ぐ
っ
て
」
『
奈
良
史

学
』
第
十
六
号
、
一
九
九
八
年
。
な
お
東
亜
会
に
関
し
て
は
、
藤
谷
治

悦
「
戊
成
変
法
と
東
亜
会
」
『
史
峯
』
第
.
一
号
、
一
九
八
九
年
、
が
あ

る。古
屋
哲
夫
編
『
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
、
一
九
九
四
年
。

上
村
希
美
雄
「
百
崎
兄
弟
伝
』
筆
書
房
、
「

H
本
篇
」
上
・

F
巻
、
一

九
八
同
年
・
・
「
ア
ジ
ア
篇
」
上
・
中
・

F
巻
、
一
九
八
七
i
一
九
九
九

年
。
さ
ら
に
「
完
結
篇
」
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。

上
村
希
美
雄
『
・
百
崎
兄
弟
伝
』
「
ア
ジ
ア
篇
」
中
巻
、

五
百
三
十
七
頁
。
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(13) 品
切(16) (15) 引

υ(18) (19) 

一
九
九
六
年


