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近
年
の
社
会
史
や
家
族
史
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期

の
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に
生
き
る
総
々
の
日
常
生
活
が
、
我
々
の
前
に
鮮
や
か

に
描
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
市
に
暮
ら
す
商
人
ら
が
残
し
た
様
々

な
手
稿
史
料
を
使
っ
て
、
都
市
の
日
常
生
活
や
商
業
の
あ
り
方
を
再
構
成
し
、

ま
た
彼
ら
の
心
性
や
行
動
規
範
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

や
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
に
関
す
る
研
究
を
中
心
に
こ
れ
ま
で
に
も
豊
富
な
蓄
積

が
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
多
く
の
成
果
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
、

こ
う
し
た
研
究
史
の
潮
流
を
背
景
に
、
様
々
な
形
式
や
内
容
を
含
む
覚
書
や

家
族
年
代
記
な
ど
の
私
的
な
文
書
を
基
本
史
料
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
北
部
に

位
置
す
る
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
の
二
つ
の
都
市
、
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
と
ヴ
ィ

チ
ェ
ン
ツ
ァ
に
お
け
る
B
常
生
活
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
筆
者
の
J
・
S
・
グ
ラ
ブ
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や

ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
に
関
す
る
研
究
を
発
表
し
て
き
た
が
、
そ
の
近
著
で
あ
る
本

書
の
意
義
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
、
中
世
・
ル

ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に
つ
い
て
の
社
会
史
・
家
族
史
研

究
に
、
新
た
な
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
付
け
加
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う

に
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
十
分
に
吸
収
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
い
く

つ
か
の
問
題
点
を
見
出
し
、
そ
の
批
判
と
し
て
薪
た
な
視
点
を
導
入
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
筆
者
が
批
判
す
る
の
は
、
従
来
の
研
究
史
に
お
け
る
対
象
の
地
理
的
、
社

会
的
な
偏
重
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
イ
タ
リ
ア
諸

都
市
に
関
す
る
社
会
史
や
家
族
史
研
究
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
や
ト
ス
カ
ー
ナ

地
方
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
ほ
か
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ァ
や
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
な
ど

の
海
外
貿
易
で
栄
え
る
大
都
市
が
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
筆

者
は
、
こ
れ
ら
の
国
際
的
な
大
都
市
と
は
性
格
の
異
な
る
地
域
中
心
的
な
都

市
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら

れ
る
の
は
、
一
五
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
の
都
市
、
と
り
わ
け
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

と
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
で
あ
る
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
や
ヴ
エ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
っ

た
国
際
商
業
都
市
を
も
っ
て
イ
タ
リ
ア
都
市
社
会
を
一
般
化
す
る
の
で
は
な

く
、
規
模
の
小
さ
な
地
方
都
市
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
先
行
研
究
が
描
く
都

市
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
に
修
正
を
迫
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
筆
者
は
、
エ
リ
ー
ト
層
と
下
層
の
社
会
層
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
関

心
が
二
極
分
化
し
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
社
会
史
研
究
の
動
向
を
批
逃
し
、
中
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愚書

間
層
跨
Φ
草
画
再
認
σ
q
ω
○
答
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
だ
と
す
る
。
筆
者
の
い

う
こ
の
中
間
層
が
ど
う
い
つ
だ
階
層
を
指
す
の
か
、
そ
の
定
義
の
曖
味
さ
は

否
め
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
筆
者
の
批
判
に
耳
を

傾
け
、
本
書
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
も
と
よ
り
、
多
岐
に
わ

た
る
内
容
や
論
点
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以

下
、
本
書
の
概
要
を
ま
と
め
、
そ
の
う
え
で
評
者
の
関
心
に
基
づ
き
な
が
ら

若
干
の
感
想
を
述
べ
、
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。

二

　
第
一
章
「
結
婚
罎
費
噌
置
σ
q
Φ
」
と
第
二
章
「
子
供
○
臣
漏
話
口
」
、
お
よ
び

第
三
章
「
死
∪
＄
9
」
は
、
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
の
都
市
に
お
け
る
平
均
的
な
家

族
像
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
個
人
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
と
家
族
の

「
戦
略
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
相
互
に
関
連
す
る
こ

れ
ら
の
三
章
に
つ
い
て
は
、
ま
と
め
て
紹
介
し
た
い
。

　
ま
ず
、
筆
者
が
史
料
と
し
て
利
用
し
た
覚
書
類
の
記
録
か
ら
、
ヴ
ェ
ロ
ー

ナ
や
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
に
暮
ら
す
人
々
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
が
、
結
婚
を

出
発
点
と
し
て
再
溝
成
さ
れ
る
。
両
都
市
に
お
け
る
結
婚
時
の
年
齢
は
、
男

性
が
再
婚
等
も
含
め
平
均
二
六
才
程
度
で
あ
り
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
や
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
貴
族
な
ど
の
場
合
と
比
べ
て
か
な
り
若
い
の
に
対
し
、
女
性
は
二
〇

才
前
後
と
、
逆
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
比
べ
て
四
、
五
才
程

度
年
長
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
の
都
市
に
お
い
て
は
、

夫
婦
問
の
年
齢
差
が
小
さ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
組
の
爽
婦
か
ら
は
平

均
し
て
七
人
の
子
供
が
産
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
比
べ

て
一
人
多
く
、
し
か
も
出
産
間
隔
は
長
い
。
そ
の
要
因
と
し
て
筆
者
は
男
性

の
結
婚
年
齢
が
低
い
こ
と
を
挙
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
可
能
と
し
た
社
会
的
要

因
、
す
な
わ
ち
～
般
に
経
済
的
な
自
立
の
前
に
結
婚
す
る
と
い
う
慣
習
の
存

在
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
父
親
と
子
供
の
間
の
年
齢

差
の
縮
小
を
も
導
き
、
そ
こ
か
ら
母
親
と
と
も
に
子
育
て
に
積
極
的
に
参
加

す
る
父
親
の
姿
が
見
幽
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
皿
方
、
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
に
お

い
て
は
一
般
に
子
供
の
死
亡
率
は
低
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
子
供
の
約
四
割

は
二
〇
歳
を
迎
え
る
こ
と
な
く
死
亡
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
間
は
男
子
の

方
が
死
亡
率
が
高
い
の
に
対
し
、
二
、
三
〇
代
に
お
い
て
は
逆
に
女
子
の
死

亡
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
要
因
は
出
産
の
危
険
性
に
あ
る
が
、
こ
の

成
人
女
性
の
死
亡
率
の
高
さ
が
、
男
性
の
婚
姻
年
齢
の
低
さ
と
あ
い
ま
っ
て
、

男
性
の
寡
央
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
次
に
、
結
婚
や
子
供
の
誕
生
・
養
育
な
ど
を
通
じ
て
看
取
で
き
る
人
々
の

心
性
や
行
動
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
な
に
よ

り
も
家
産
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
家
族
の
「
戦
略
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他

都
市
と
同
様
、
子
供
の
結
婚
を
制
限
す
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
が
、
そ

の
冨
的
は
分
割
相
続
に
よ
る
家
産
の
細
分
化
や
増
大
す
る
嫁
資
の
負
担
を
免

れ
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
寡
婦
に
よ
る
嫁
資
の
返
還
請
求
を
妨
げ
る
た

め
に
、
遺
欝
に
お
い
て
寡
婦
に
家
族
の
養
育
や
監
督
を
委
ね
、
婚
家
に
と
ど

ま
る
よ
う
求
め
る
例
も
多
い
。
ま
た
、
一
般
に
子
供
の
成
長
に
関
す
る
記
述

が
少
な
く
、
と
り
わ
け
女
子
に
つ
い
て
冷
淡
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
～
方

で
、
男
子
に
つ
い
て
は
、
達
士
の
相
続
入
が
い
な
い
場
合
そ
れ
に
代
わ
る
可

能
性
の
あ
る
庶
出
子
に
つ
い
て
の
記
述
も
み
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
家

産
の
維
持
を
第
一
と
す
る
心
性
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
宗
教
的
・
文
化
的
な
規
範
と
現
実
の
行
動
と
の
「
ズ
レ
」
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
や
人
文
主
義
思
想
は
人
々
の
生
活
に

も
浸
透
し
、
結
婚
や
出
産
、
子
供
の
養
育
、
家
族
の
死
な
ど
に
関
す
る
時
期
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の
選
択
や
儀
式
の
内
容
に
対
し
様
々
な
制
約
を
課
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た

規
範
は
必
要
に
応
じ
て
受
容
さ
れ
、
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
当

時
の
人
々
の
信
仰
に
対
す
る
敬
慶
さ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

現
実
世
界
に
お
け
る
、
い
わ
ば
「
し
た
た
か
さ
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
子
供
に
つ
け
ら
れ
た
名
前
の
変
遷
や
遺
書
書
の
内
容
か

ら
は
、
宗
教
的
な
集
合
心
性
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
た

点
に
つ
い
て
は
第
八
章
で
あ
ら
た
め
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
規
範
と
現
実
の
「
ズ
レ
」
に
関
し
て
、
記
録
を

残
し
た
都
市
の
住
民
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
規
範
を
選
択
、

受
容
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い

て
の
考
察
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
第
三
点
と
し
て
、
結
婚
や
子
供
の
洗
礼
に
お
け
る
名
付
け
親
の
選
択
な
ど

を
通
じ
て
確
認
で
き
る
、
都
市
社
会
で
の
人
的
な
結
合
関
係
の
重
要
性
が
挙

げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
婚
姻
を
通
じ
て
結
び
つ
い
た
親
族
間
の
経
済
的
・
社

会
的
な
重
要
性
は
、
父
系
親
族
中
心
と
い
う
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
る

点
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
人
的
な
結
合
関
係
の
形

成
が
、
そ
の
家
系
の
社
会
的
な
立
場
の
再
確
認
や
上
昇
の
機
会
で
あ
る
こ
と

も
重
要
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
の
ア
ル
ナ
ル
デ
ィ
家
を
例
と

し
て
、
社
会
的
威
信
の
蓄
積
と
と
も
に
、
よ
り
上
層
の
貴
族
家
系
と
婚
姻
関

係
を
結
ぼ
う
と
す
る
家
族
の
「
戦
略
」
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
結
婚
や
子
供
の
出
産
・
養
育
な
ど
か
ら
再
構
成
さ
れ
る
ヴ

ェ
ネ
ト
地
方
の
家
族
像
は
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ま
で
の
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に

関
す
る
研
究
が
描
い
て
き
た
家
族
像
と
大
き
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
結
婚
年
齢
な
ど
で
独
自
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果

こ
れ
ま
で
の
大
都
市
中
心
の
家
族
像
に
修
正
を
迫
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
は
本
書
の
成
果
と
し
て
率
直
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
こ
う
し
た
結
婚
行
動
や
家
族
の
「
戦
略
」
な
ど
は
、
地
域
や
都
市
規
模

に
よ
る
相
違
と
と
も
に
、
そ
の
家
族
が
属
す
る
社
会
層
に
お
け
る
相
違
も
ま

た
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
筆
者
の
関
心

が
あ
ま
り
明
確
で
な
く
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

　
第
四
章
「
琶
帯
と
家
族
げ
○
償
ω
Φ
ゲ
。
凱
雪
輪
賦
繊
ぞ
」
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ト
地

方
の
都
市
に
お
け
る
世
帯
構
造
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
重
視
さ
れ
る

の
は
、
結
婚
し
た
複
数
の
家
族
や
婚
姻
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
親
族
を
も
含

む
、
複
雑
で
拡
大
し
た
世
帯
構
造
で
あ
る
。
統
計
的
に
は
単
核
世
帯
が
多
数

を
占
め
る
も
の
の
、
筆
者
は
前
近
代
に
お
け
る
単
純
な
世
帯
構
造
を
過
度
に

強
調
す
る
こ
と
に
対
し
て
注
意
を
促
し
、
多
様
な
構
造
を
持
つ
批
帯
の
存
在

に
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
帯
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

遺
書
に
よ
っ
て
醜
婦
に
そ
の
管
理
が
委
ね
ら
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
と
は
い

え
、
実
際
に
は
家
塵
を
継
承
し
た
長
子
な
ど
が
家
族
や
未
婚
の
兄
弟
の
世
話

を
す
る
こ
と
が
～
般
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
や
ヴ
ィ
チ
エ
ン
ツ
ァ

で
は
、
男
子
均
分
相
続
が
原
則
で
あ
り
な
が
ら
、
結
婚
制
限
な
ど
に
よ
っ
て

家
産
の
細
分
化
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
す
で
に
述
べ
た
が
、

そ
の
た
め
に
他
の
地
域
で
広
く
採
用
さ
れ
て
い
た
信
託
遺
贈
の
制
度
が
あ
ま

り
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
の
家
族

に
お
い
て
は
、
家
系
の
紋
章
が
尊
重
さ
れ
、
覚
書
に
お
い
て
祖
先
に
関
す
る

記
述
も
み
ら
れ
る
一
方
で
、
遺
言
書
で
親
族
で
は
な
く
友
入
を
資
産
管
理
人

と
し
て
指
定
し
た
り
、
家
系
の
墓
所
以
外
の
場
所
へ
の
埋
葬
を
希
望
す
る
な

・
ど
、
一
般
に
親
族
意
識
は
希
薄
で
そ
の
結
び
つ
き
は
弱
く
、
直
系
親
族
や
配

偶
者
の
家
族
以
外
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た
と

　
い
え
る
。
親
族
の
問
で
の
土
地
の
共
有
な
ど
も
短
期
間
の
も
の
が
多
く
、
広
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評

義
の
親
族
集
団
は
経
済
的
な
共
同
体
と
し
て
も
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
世
帯
構
造
や
親
族
意
識
に
関
し

て
も
、
地
域
差
と
と
も
に
社
会
階
層
間
の
差
異
を
想
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
点
に
不
満
が
残
る
。

　
ヴ
エ
ネ
ト
地
方
の
家
族
の
経
済
活
動
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
「
仕
事

芝
。
汗
」
と
第
六
章
「
土
地
目
鴛
餌
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
章

に
つ
い
て
は
、
収
入
獲
得
の
手
段
と
し
て
の
職
業
と
、
そ
の
社
会
的
な
評
価

と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
内
容
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
本
書
が
と
り
あ
げ
て
い
る
多
く
の
家
族
は
、
都
市
経
済
の
最
重
要
部
門
で

あ
る
毛
織
物
を
は
じ
め
と
す
る
商
業
や
金
融
業
、
公
証
人
と
し
て
の
活
動
、

そ
し
て
土
地
投
資
な
ど
、
実
に
多
様
な
経
済
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
ヴ
エ

ネ
ト
地
方
に
お
い
て
は
小
規
模
の
商
社
が
一
般
的
で
あ
り
、
毛
織
物
な
ど
の

輸
出
は
他
都
市
の
商
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
も
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方

の
都
市
が
地
域
中
心
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

が
、
そ
の
結
果
、
都
市
内
の
商
人
の
活
動
範
囲
も
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
質
の
毛
織
物
製
品
を
産
出
し
て
い
た
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
が
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
政
府
に
対
抗
し
て
独
自
の
輸
出
ル
ー
ト
を
開
拓
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
に
対
し
、
ヴ
ィ
チ
エ
ン
ツ
ァ
は
逆
に
ヴ
エ
ネ
ツ
ィ
ア
を
通
じ
て
輸

出
し
、
そ
の
た
め
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
商
業
特
権
を
獲
得
し
て
い
た

こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
支
配
下
に
入
っ

て
い
た
両
懸
布
に
お
け
る
こ
う
し
た
態
度
の
相
違
は
、
商
人
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
に
舛
す
る
感
情
や
社
会
的
上
昇
の
指
向
性
に
も
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
｛
方
、
一
五
世
紀
末
頃
か
ら
登
場
す
る
金
融
業
に
お
い
て
特
徴

的
な
の
は
、
時
に
世
代
を
越
え
て
継
承
さ
れ
る
よ
う
な
長
期
の
賃
借
関
係
で

あ
る
。
こ
れ
が
現
物
貸
借
な
ど
と
あ
い
ま
っ
て
、
慢
性
的
な
貨
幣
不
足
に
よ

る
商
業
活
動
の
停
滞
を
緩
和
し
て
い
た
と
筆
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
商
業
と
な
ら
ん
で
重
要
な
の
が
公
証
人
と
し
て
の
活
動
で
あ
る
が
、
そ
の

業
務
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
断
続
的
に
行
わ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、

公
証
人
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
入
で
は
な

く
、
社
会
的
威
信
の
高
さ
を
示
す
こ
と
に
主
た
る
目
的
が
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
公
証
人
の
職
業
団
体
は
、
法
律
家
や
医
師
の
そ
れ
と
並
ん
で
、
商
人
や

手
工
業
者
の
ギ
ル
ド
よ
り
高
い
地
位
を
与
え
ら
れ
、
な
か
に
は
蔀
市
の
行
政

官
職
に
就
任
し
て
市
政
に
関
与
す
る
も
の
も
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヴ

ェ
ネ
ト
地
方
の
商
人
層
は
農
村
へ
の
土
地
投
資
も
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た

が
、
こ
れ
も
商
業
か
ら
の
撤
退
や
資
本
の
分
散
と
い
っ
た
経
済
的
な
戦
略
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
的
上
昇
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
解
釈

さ
れ
る
。
前
述
の
ア
ル
ナ
ル
デ
ィ
家
の
例
が
示
す
よ
う
な
商
業
か
ら
公
証
人

活
動
、
さ
ら
に
農
業
経
営
へ
の
進
出
は
、
い
わ
ば
一
連
の
社
会
的
上
昇
の
過

程
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
に
お
い
て
も
、

散
在
す
る
土
地
の
集
約
や
未
耕
地
の
開
拓
、
ブ
ド
ウ
な
ど
の
混
含
栽
培
の
導

入
や
収
穫
に
応
じ
た
短
期
の
労
働
契
約
の
普
及
な
ど
と
い
っ
た
穏
健
な
改
革

が
進
め
ら
れ
、
効
率
的
な
農
業
経
営
が
指
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
厳
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
た
農
民
の
な
か
に
は
、
土
地
所

有
者
へ
の
反
抗
や
長
期
に
わ
た
る
地
代
滞
納
な
ど
を
行
う
こ
と
も
珍
し
く
な

か
っ
た
が
、
と
は
い
え
所
有
者
と
テ
ナ
ン
ト
農
民
と
の
問
に
は
一
種
の
バ
ト

ロ
ネ
イ
ジ
関
係
が
成
立
し
て
お
り
、
都
市
内
だ
け
で
な
く
農
村
に
ま
で
広
が

っ
た
人
的
結
合
関
係
を
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
第
七
章
「
貴
族
℃
象
ユ
9
讐
Φ
窪
山
巡
。
ぴ
臨
一
2
」
で
は
、
都
布
の
支
配
層
で

あ
る
貴
族
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
の
各
都
市
に
お
い
て
は
、

貴
族
を
称
す
る
政
治
的
な
エ
リ
ー
ト
層
が
権
力
を
握
っ
て
い
た
が
、
貴
族
の
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定
義
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
階
層
と
し
て
閉
鎖
化
の
傾
向
を
示
す
と
は

い
え
、
薪
た
な
家
系
の
上
昇
も
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
貴
族
と
し
て

の
社
会
的
な
認
知
を
得
る
た
め
に
は
、
帝
国
や
教
会
に
よ
る
騎
士
身
分
へ
の

叙
任
や
都
市
の
官
職
へ
の
就
任
、
あ
る
い
は
富
の
蓄
積
や
貴
族
に
ふ
さ
わ
し

い
生
活
様
式
の
維
持
な
ど
、
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
貴
族
性
を
蓄
積
し
、
そ

れ
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ル
ナ

ル
デ
ィ
家
が
商
業
か
ら
公
証
人
、
さ
ら
に
は
農
業
経
営
へ
と
進
出
し
、
高
位

の
行
政
官
職
に
も
た
び
た
び
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
つ
れ
て
、
自
他
と
も

に
貴
族
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
他
の
貴
族
家
系
と
婚
姻
関

係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
貴
族
性
の
獲

得
に
よ
る
社
会
的
上
昇
の
典
型
的
な
成
功
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ

で
、
こ
う
し
た
貴
族
層
は
都
市
の
政
治
的
・
社
会
的
あ
る
い
は
経
済
的
な
エ

リ
ー
ト
層
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
社
会
層
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
る
こ
と
と
、

中
間
層
を
対
象
に
据
え
る
と
い
う
筆
者
の
問
題
設
定
と
は
ど
の
よ
う
に
整
合

す
る
の
か
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
少
し
論
じ
て

み
た
い
。

　
本
書
の
基
本
史
料
で
あ
る
覚
書
類
に
は
、
宗
教
的
な
ミ
サ
へ
の
参
加
や
有

名
な
修
道
士
に
よ
る
説
教
、
あ
る
い
は
教
区
司
祭
や
修
道
院
に
関
す
る
記
述

な
ど
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
が
、

第
八
章
「
心
性
と
宗
教
ω
讐
腎
β
巴
詳
罵
器
傷
力
①
ロ
σ
q
一
〇
口
」
で
あ
る
。
ヴ
ィ
チ

ェ
ン
ツ
ァ
に
お
い
て
も
、
ま
た
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
に
お
い
て
も
、
ミ
サ
へ
の
参
加

や
聖
体
・
聖
人
崇
敬
の
隆
盛
、
教
区
教
会
の
運
営
・
管
理
な
ど
、
人
々
は
宗

教
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
、
ま
た
覚
書
の
な
か
に
も
様
々
な
経
句
を
筆
写

し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
看
取
し
得
る
の
は
、
そ
う
し
た
活
動

を
通
じ
て
将
来
を
予
測
し
、
特
定
の
問
題
に
対
す
る
実
際
的
な
効
果
を
期
待

し
よ
う
と
す
る
姿
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
必
要
に
応
じ
て
し
た
た

か
に
信
仰
を
選
択
、
受
容
し
、
時
に
は
そ
の
中
身
を
変
容
し
さ
え
し
て
い
た
。

ま
た
、
覚
書
中
の
記
述
に
は
教
区
司
祭
へ
の
不
満
や
司
教
選
出
に
対
す
る
関

心
が
み
ら
れ
る
～
方
で
、
よ
り
高
位
の
聖
職
者
や
教
皇
に
関
す
る
記
述
は
少

な
い
。
よ
っ
て
彼
ら
の
宗
教
的
な
関
心
は
、
都
市
の
教
会
で
行
わ
れ
る
ミ
サ

や
秘
蹟
、
あ
る
い
は
聖
人
崇
敬
や
修
道
院
へ
の
寄
進
な
ど
、
何
よ
り
も
身
近

な
活
動
に
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
実
際
的
な
利
益
を
引
き
出

す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
に
お
い
て
、
筆
者
は
本
書
で
の
考
察
を
振
り
返

り
、
覚
書
の
な
か
に
現
れ
て
く
る
冷
々
の
経
験
や
思
考
が
、
ハ
イ
・
カ
ル
チ

ャ
ー
の
規
範
や
思
想
を
選
択
的
に
受
容
し
、
両
者
の
間
に
あ
る
種
の
「
ズ

レ
」
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
本
書
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
を
ど
こ
ま
で
一
般
化
し
え
る

の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
が
、
換
善
面
す
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ

の
都
市
に
固
有
の
事
情
に
よ
る
特
殊
性
と
都
市
と
し
て
の
～
般
性
を
ど
の
よ

う
に
昇
華
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
で
は

随
所
で
他
の
地
域
と
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
筆
者
自
身
は
こ
の

問
題
に
対
す
る
明
確
な
結
論
を
示
し
て
い
な
い
。

三

　
以
上
、
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
最
後
に
金
轡
を
通
読
し
て
の

評
者
の
感
想
を
述
べ
て
お
く
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
本
書
に
お
い
て
は

大
き
く
二
つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
ず
対
象
と
な
る
社
会
層
の

問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書

は
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
中
間
層
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
を
意
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評書

訂
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
貴
族
を
含
む
上
層
階
層
、
あ
る

い
は
そ
こ
へ
の
社
会
的
上
昇
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
階
層
が
主
体
と
な
っ
て
い

る
と
の
観
は
否
め
な
い
。
そ
れ
に
は
、
エ
リ
ー
ト
層
や
中
軸
層
と
い
う
階
層

の
定
義
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
各
都
市
の
社
会
構
造
や
、
そ
れ
と

密
接
に
関
わ
る
権
力
構
造
へ
の
関
心
が
薄
く
、
ギ
ル
ド
な
ど
の
職
業
団
体
や

宗
教
的
な
相
互
扶
助
団
体
な
ど
、
都
市
に
お
け
る
諸
団
体
や
行
政
官
職
に
つ

い
て
の
体
系
的
な
考
察
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
も
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
各
章
で
の
考
察
に
よ
り
、
都
市
社
会
に
お
け
る
人
的
な
結
び
つ
き
の
重

要
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
な
が
ら
、
筆
者
の
い
う
中
闘
暦
が
、
こ
れ
ら
の
団

体
や
婚
姻
関
係
な
ど
を
通
じ
て
獲
得
し
て
い
た
都
市
共
同
体
に
お
け
る
位
置

づ
け
や
役
割
に
つ
い
て
、
本
書
は
明
確
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
る
中
間
層
の
行
動
や
心
性
と
、
上
層
や
下
層
の
そ
れ

と
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
中
間
層
に
焦
点
を
合
わ

せ
る
と
い
う
筆
者
の
視
点
を
分
か
り
づ
ら
く
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
む

し
ろ
、
そ
う
し
た
階
層
区
分
を
固
定
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
な

上
昇
と
い
う
観
点
を
取
り
入
れ
て
、
都
市
の
エ
リ
ー
ト
層
へ
上
昇
を
果
た
し

た
、
あ
る
い
は
現
在
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
階
層
を
対
象
と
し
て
設
定
し
、

分
析
し
た
方
が
よ
り
説
得
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
で
あ
っ
た
都
市
と
農
村
と
の
比
較
と
い
う
視
点

で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
や
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
と
い
っ
た
地
方
都
市
を
と
り

あ
げ
、
国
際
商
業
都
市
で
あ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
対
比
さ

せ
る
と
い
う
視
点
は
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
り
、
有
効
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

か
ろ
う
。
結
婚
形
態
や
相
続
慣
習
な
ど
に
お
い
て
、
大
都
市
と
は
異
な
る
側

面
も
あ
る
こ
と
が
本
書
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、

従
来
の
研
究
の
成
果
か
ら
描
か
れ
た
都
布
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
に
修
正
を
迫
る

と
と
も
に
、
逆
に
大
都
市
の
特
質
を
照
射
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
都
市
と
大
都
市
に
共
通
す
る
要
素
が
多
い
こ
と
は
、

そ
こ
か
ら
都
市
の
一
般
性
を
指
摘
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
お
り
、
こ
こ
に
、

～
般
性
を
考
慮
し
つ
つ
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
の
意

義
が
十
分
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
地
方
都
市
と
大
都
市
と
の
比
較
と
い
う
視
点
は
、
都
市
国
家
か

ら
領
域
国
家
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
近
世
イ
タ
リ
ア
の
諸
地
域
を
考
え
る

う
え
で
も
重
要
な
視
座
を
提
供
し
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

領
域
国
家
の
形
成
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
い
っ
た
首
都
的

な
都
市
と
地
方
都
市
と
の
間
に
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
な
構
造
を
生
み
出
し
て
、

そ
れ
を
固
定
化
す
る
と
と
も
に
、
地
方
都
市
の
エ
リ
ー
ト
層
の
な
か
に
は
、

都
市
の
枠
組
み
を
超
え
て
首
都
的
な
都
市
へ
と
進
出
し
、
さ
ら
な
る
上
昇
を

求
め
る
家
系
も
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
第

五
、
六
章
の
紹
介
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
都
市
間
関
係
が

そ
う
し
た
社
会
的
上
昇
の
方
向
性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
し
た
点
か
ら
も
、
本
書
の
よ
う
な
領
域
国
家
の
形
成
期
に
お
け
る
地
方

都
市
の
日
常
性
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
大
き
な
意
昧
を
持
つ
と
い
え
る
。
た

だ
し
、
本
書
で
は
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
や
ヴ
ィ
チ
エ
ン
ツ
ァ
に
お
け
る
ヴ
エ
ネ
ツ
ィ

ア
の
支
配
の
影
響
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
ず
、
空
間
的
な
広
が
り
も

都
市
と
農
村
所
領
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
は
残
念
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
筆
者
が
随
所
で
指
摘
す
る
宗
教
的
・
文
化
的
な
規
範
と
現
実
の

心
性
や
行
動
と
の
「
ズ
レ
」
も
、
実
は
こ
う
し
た
地
方
都
市
へ
着
目
す
る
と

い
う
視
点
か
ら
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
の

対
象
が
、
中
間
層
で
は
な
く
都
市
の
エ
リ
ー
ト
層
と
さ
え
い
え
る
よ
う
な
階

層
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
現
れ
て
き
た
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「
ズ
レ
」
は
、
都
市
に
お
け
る
階
層
差
を
基
に
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

文
化
的
・
宗
教
的
な
申
心
に
お
け
る
規
範
や
運
動
を
、
地
方
都
市
の
文
脈
か

ら
解
釈
し
、
そ
れ
を
選
択
的
に
受
容
し
た
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
い
て
も
こ
う
し

た
規
範
と
現
実
と
の
「
ズ
レ
」
は
看
取
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
を
単
に
階
層
差

の
み
に
帰
す
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
固
有
の
事
情
を
兇

出
し
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
規
範
と
現
実
と
の
「
ズ
レ
」
に
お
け
る
地
域
差
を

考
え
る
こ
と
も
、
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

四

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
に
お
け
る
考
察
に
は
い
く
つ
か
の

批
判
さ
れ
る
べ
き
点
や
疑
問
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
本
書
は
、

そ
も
そ
も
都
市
生
活
に
お
け
る
非
常
に
広
範
な
領
域
を
と
り
あ
げ
て
い
る
た

め
に
、
全
体
と
し
て
事
実
紹
介
的
な
側
面
が
強
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
精
密
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
と
は
い
え
、
そ

れ
に
よ
っ
て
本
書
の
持
つ
意
義
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
指
摘
し
え
た
疑
問
点
や
問
題
点
は
、
本
害
で
示
さ
れ
た
成

果
を
十
分
に
吸
収
し
た
う
え
で
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
今
後
の
課
題
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
。
本
書
が
対
象
と
し
た
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お

け
る
本
土
領
支
配
の
展
開
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
に
よ
る
土
地
所
有
の
増
大

と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
こ
に

社
会
史
や
家
族
史
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
、
新
た
な
視
座
を
提
示
し
え

た
と
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
都
市
生
活
史
や
家
族
史
研
究
に
お
い
て
も
、

ま
た
ヴ
ェ
・
不
ツ
ィ
ア
・
ヴ
ェ
ネ
ト
史
の
領
域
に
お
い
て
も
、
今
後
の
研
究
に

対
し
て
本
書
が
重
要
な
視
点
や
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
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