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古
墳
時
代
像
を
み
な
お
す

　
　
一
成
立
過
程
と
社
会
変
叢
　
』河

　
野
　
一
　
隆

「
　
古
墳
三
代
研
究
へ
の
問
題
提
起

　
都
出
比
悪
志
の
提
唱
し
た
「
前
方
後
円
墳
体
制
論
」
以
後
、
古
墳
時
代
研

究
は
、
遺
構
・
遺
物
の
経
験
主
義
的
な
分
析
に
基
づ
く
伝
統
的
な
文
化
史
的

考
右
学
の
研
究
動
向
と
、
社
会
構
成
体
の
解
明
を
志
向
し
た
プ
ロ
セ
ス
的
お

よ
び
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
的
な
研
究
動
向
と
い
う
2
つ
の
方
向
性
に
分
離
し
た
。

特
に
、
後
手
で
は
自
省
的
な
歴
史
認
識
の
思
潮
を
背
景
と
し
て
、
権
力
を
生

成
す
る
場
の
復
元
、
表
象
・
時
間
観
念
な
ど
の
社
会
学
的
諸
概
念
を
外
挿
し

て
、
時
代
像
を
斬
新
な
切
り
口
で
提
示
す
る
こ
と
が
、
新
た
な
方
向
性
を
模

索
し
よ
う
と
す
る
若
い
研
究
者
を
中
心
と
し
て
、
確
か
に
息
づ
い
て
き
た
。

　
「
歴
史
の
沈
黙
せ
る
処
は
、
墳
墓
之
を
語
る
。
」
こ
れ
は
、
エ
ト
ル
ス
ク

の
墳
墓
を
研
究
し
た
G
・
デ
ン
ニ
ス
に
よ
る
一
節
で
、
邦
訳
し
た
浜
田
耕
作

　
　
　
　
　
①

の
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
考
古
学
で
は
自
明
の
テ
ー
ゼ
の
よ
う
に
需
わ
れ

つ
つ
、
な
ぜ
、
墳
墓
資
料
が
社
会
復
元
に
有
効
な
の
か
の
論
理
が
今
ま
で
提

示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
上
の
よ
う
な
若
い
研
究
者
に
よ
る
、
新
し
い
流
れ

は
、
こ
れ
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
墳
に
表
象
さ
れ

る
観
念
の
実
践
の
場
と
し
て
儀
礼
を
考
古
学
的
に
復
元
し
、
構
造
分
析
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
社
会
の
実
際
表
象
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
は
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
理
論
と
実
践
の

乖
離
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
の
乖
離

が
問
題
な
の
か
。
日
本
考
古
学
の
特
質
は
、
い
わ
ゆ
る
文
化
財
行
政
に
携
わ

る
職
員
約
七
〇
〇
〇
人
に
よ
っ
て
恒
常
的
に
発
生
す
る
膨
大
な
考
古
資
料
の

氾
濫
が
、
十
分
な
保
存
・
管
理
と
普
及
啓
発
に
よ
る
社
会
的
還
元
が
な
さ
れ

な
い
ま
ま
、
日
夜
、
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
悪
魔
の
罎
き
臼

の
よ
う
な
現
実
こ
そ
が
、
発
掘
調
査
担
当
者
の
主
体
性
の
喪
失
と
研
究
の
停

滞
を
招
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
こ
の
乖

離
を
埋
め
る
こ
と
を
目
的
の
～
つ
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
と
言
う
。
本
書
全
体

を
貫
い
て
い
る
刺
激
的
で
、
と
も
す
れ
ば
攻
撃
的
な
論
調
は
、
こ
う
し
た
現

状
認
識
を
落
卵
し
ょ
う
と
す
る
若
い
研
究
者
達
の
苦
闘
の
結
果
と
言
え
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
同
時
に
、
本
書
は
考
古
学
の
社
会
的
貴
誌
に
も
強
い
問
題
意
識
を
払
っ
て

い
る
。
本
書
の
執
筆
時
点
で
は
国
家
・
権
力
・
戦
争
を
キ
ー
ワ
…
ド
と
し
て
、

紛
争
が
絶
え
な
い
現
代
世
界
の
諸
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
の
提
示
に
、

考
古
学
も
寄
与
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
不
幸
な
こ
と
に
、

前
期
旧
石
器
の
捏
造
問
題
に
よ
っ
て
、
考
古
学
研
究
と
そ
の
普
及
啓
発
に
対

す
る
社
会
的
な
逆
風
に
は
、
本
書
の
執
筆
時
点
よ
り
も
～
層
拍
車
が
掛
か
っ

て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
現
在
ほ
ど
、
考
古
学
の
社
会
的
寄
与
が
求
め
ら

れ
て
い
る
時
代
は
あ
る
ま
い
。
本
書
の
主
唱
で
あ
る
体
系
的
な
人
間
の
歴
史

認
識
の
獲
得
の
た
め
に
、
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
、
世
界
市
民
と
し

て
の
考
古
学
の
可
能
性
を
模
索
し
続
け
る
生
産
的
な
営
為
を
、
わ
れ
わ
れ
は
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見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
　
本
書
の
構
成
と
論
点

　
本
書
の
三
星
の
執
筆
者
は
、
い
ず
れ
も
三
〇
代
後
半
～
四
〇
代
の
気
鋭
の

研
究
者
で
、
各
々
が
自
ら
問
題
提
起
を
行
っ
た
第
工
部
と
そ
れ
に
対
す
る
回

答
論
文
で
あ
る
第
H
部
（
コ
ア
論
文
）
と
い
う
独
特
の
構
成
も
刺
激
的
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
古
墳
時
代
研
究
に
お
け
る
ア
プ
リ
オ
リ
の
テ
ー
ゼ

と
も
蕎
う
べ
き
、
畿
内
の
政
治
的
勢
力
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
否
定
し
、
古

墳
時
代
を
、
食
料
生
産
経
済
と
し
て
の
水
稲
耕
作
社
会
に
立
脚
し
た
弥
生
時

代
以
降
の
諸
変
革
の
到
達
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
律
令
社
会
に
向
か
っ
て
歩

を
進
め
る
国
家
形
成
の
蒸
発
点
と
評
価
す
る
点
に
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
逓
り
で
あ
る
。

　
　
序

　
第
－
部
　
理
論
的
枠
組
の
再
検
討

第
一
章
　
前
方
後
円
墳
の
論
理
（
北
條
）

第
二
章
古
墳
時
代
開
始
期
の
理
解
を
め
ぐ
る
問
題
点
－
弥
生
墓
制
研

　
　
　
　
究
史
の
視
点
か
ら
　
　
（
溝
口
）

第
三
章
　
鉄
と
社
会
変
革
を
め
ぐ
る
諸
問
題
…
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時

　
　
　
　
代
へ
の
移
行
に
関
達
し
て
　
　
（
村
上
）

　
第
H
部
　
古
墳
時
代
の
開
始
と
社
会
変
革

第
一
章
前
方
後
円
墳
と
倭
王
権
（
北
條
）

第
工
章
　
鉄
器
生
産
・
流
通
と
社
会
変
革
i
…
古
墳
時
代
の
開
始
を
め
ぐ

　
　
　
　
る
諸
前
提
　
　
（
村
上
）

第
三
章
　
墓
地
と
埋
葬
行
為
の
変
遷
　
　
省
墳
時
代
の
開
始
の
社
会
的
背

　
　
　
　
景
の
理
解
の
た
め
に
　
　
（
溝
口
）

終
章
提
　
書
（
三
者
連
名
）

　
読
み
込
ん
で
い
く
と
、
執
筆
者
に
よ
っ
て
用
語
の
差
誤
は
む
ろ
ん
、
追
求

の
対
象
と
す
る
問
題
点
に
も
微
妙
な
ズ
レ
が
認
め
ら
れ
る
。
行
間
を
読
む
こ

と
で
、
そ
の
ズ
レ
を
共
有
す
る
こ
と
も
本
書
の
楽
し
み
を
享
受
す
る
　
つ
の

方
法
と
労
え
な
く
も
な
い
と
付
超
し
た
上
で
、
以
下
に
個
別
論
文
の
問
題
提

起
と
回
答
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
（
1
）
　
北
條
論
文
の
聞
題
提
起
と
回
答
に
つ
い
て

　
北
條
論
文
で
は
、
ま
ず
、
研
究
史
を
瞥
見
し
て
前
方
後
円
墳
の
基
本
認
識

を
整
理
す
る
が
、
そ
の
要
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
前
方
後
円
墳
は
雪
平

ま
た
は
首
長
墓
で
あ
り
、
規
模
の
大
小
が
身
分
の
上
下
関
係
の
反
映
で
あ
る
。

さ
ら
に
最
大
規
模
の
前
方
後
円
墳
が
奈
良
盆
地
や
大
阪
平
野
に
築
か
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
大
和
朝
廷
の
前
身
で
あ
る
初
期
大
和
政
権
な
い
し
倭
王
権

は
政
権
の
中
枢
が
畿
内
に
存
在
し
、
前
方
後
円
墳
の
分
布
は
支
配
者
間
の
政

治
的
統
合
の
象
徴
に
他
な
ら
ず
、
分
布
域
は
大
和
政
権
の
領
域
を
示
す
と
捉

え
る
。
こ
の
基
本
認
識
を
土
台
と
し
て
作
業
仮
説
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、
西

嶋
定
生
に
よ
る
、
前
方
後
円
墳
と
い
う
定
式
的
墳
墓
の
造
営
行
為
の
原
理
は

擬
制
的
同
祖
同
族
関
係
が
基
盤
で
あ
る
と
捉
え
た
見
解
で
あ
る
。
前
方
後
円

墳
に
対
す
る
こ
の
仮
説
は
、
大
幅
な
修
正
を
加
え
ら
れ
つ
つ
も
基
本
的
な
部

分
は
温
存
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
現
状
の
総
括
に
立
ち
、

錐
者
は
前
方
後
円
墳
を
記
紀
に
記
載
さ
れ
た
天
皇
陵
と
の
連
続
性
・
継
承
性

に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
巨
大
墳
墓
を
総
体
的
奴
隷
制
下
に
お
け

る
ア
ジ
ア
的
専
制
忍
主
の
実
際
表
象
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
、
疑
問
を
投
げ
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評書

か
け
る
。
つ
ま
り
、
墳
墓
の
巨
大
性
が
い
か
な
る
政
治
的
意
図
の
元
に
必
然

化
さ
れ
、
秩
序
や
権
力
構
造
を
維
持
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
の
か
、
明
確

な
回
答
が
準
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
筆
者
は
前
方
後
円
墳
の

畿
内
発
生
説
と
畿
内
か
ら
の
｝
元
的
伝
播
と
い
っ
た
理
解
に
も
問
題
が
あ
り
、

前
方
後
円
墳
の
分
布
が
た
だ
ち
に
政
治
領
域
を
示
す
と
い
う
見
解
に
も
警
鐘

を
鳴
ら
す
。

　
筆
者
の
問
題
提
起
は
、
つ
づ
め
て
言
え
ば
、
記
紀
と
濃
厚
に
結
び
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

深
化
し
て
き
た
古
墳
時
代
研
究
へ
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
春
成
秀
爾
が
簡
潔

に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
喜
田
貞
吉
の
盲
墳
墓
年
代
の
比
定
や
小
林
行
雄
の
古

墳
時
代
研
究
を
は
じ
め
、
大
系
的
な
古
墳
時
代
像
を
描
こ
う
と
す
る
時
に
は
、

そ
の
基
層
に
は
常
に
記
紀
に
依
拠
ま
た
は
相
克
す
る
中
で
の
考
古
学
的
資
料

の
位
置
付
け
が
前
提
と
さ
れ
て
き
た
。
言
う
な
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
門
定
め

ら
れ
た
物
語
」
の
枠
組
み
で
古
墳
晴
代
研
究
の
諸
成
果
が
説
明
づ
け
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
呪
縛
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
い
う
主
張
は
、
評
者
に
も

理
解
さ
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
古
墳

時
代
研
究
の
体
系
化
が
社
会
人
類
学
の
理
論
に
偏
重
し
て
お
り
、
経
験
主
義

的
な
研
究
成
果
と
の
合
一
が
要
請
さ
れ
て
い
る
現
在
ほ
ど
、
記
紀
の
影
響
を

主
体
的
・
自
省
的
に
捉
え
る
た
め
の
研
究
史
の
総
括
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時

期
は
あ
る
ま
い
と
私
は
考
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
回
答
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
大
形

前
方
後
円
墳
が
集
中
す
る
大
和
が
、
そ
の
発
生
に
当
た
っ
て
、
政
治
的
な
主

導
性
を
発
現
し
た
根
拠
と
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
研
究
史
を
批
判

的
に
検
討
す
る
中
で
筆
者
は
導
き
託
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
墳
時
代
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

じ
て
、
畿
内
が
前
方
後
円
墳
と
い
う
墳
墓
様
式
を
リ
ー
ド
し
た
こ
と
は
事
実

だ
が
、
そ
の
発
生
時
点
に
お
い
て
も
大
和
や
畿
内
が
優
位
性
を
獲
得
し
た
と

見
る
こ
と
は
誤
り
だ
と
想
う
。
こ
れ
を
受
け
て
、
発
生
期
の
前
方
後
円
墳
は

多
く
の
畿
内
以
外
の
地
域
に
系
譜
が
求
め
ら
れ
る
諸
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
た

弥
生
墓
制
の
集
約
的
な
実
体
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
特
に
、
播
磨
・
阿

波
・
讃
岐
地
域
の
発
生
期
前
方
後
円
墳
の
地
域
的
異
質
性
（
い
わ
ゆ
る
讃
岐

型
前
方
後
円
墳
）
を
見
出
す
と
同
時
に
、
弥
生
墓
か
ら
の
連
続
性
の
顕
著
な

第
一
群
前
方
後
円
（
方
）
墳
（
い
わ
ゆ
る
纏
向
型
前
方
後
円
墳
・
前
方
後
円

形
周
溝
墓
や
前
方
後
方
形
墳
丘
墓
）
と
真
正
前
方
後
円
（
方
）
墳
と
も
い
う

べ
き
第
二
群
前
方
後
円
（
方
）
墳
と
を
弁
別
す
る
。
そ
し
て
、
第
二
群
の
成

立
に
よ
っ
て
第
一
群
が
淘
汰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
交
替
・
融
合
す
る
過
程

を
基
本
原
則
と
見
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
第
一
群
の
歴
史
的
評
価
こ
そ

弥
生
墳
丘
墓
の
不
均
等
を
整
合
的
に
理
解
す
る
鍵
で
あ
る
と
み
、
多
薗
的
な

分
業
と
広
域
流
通
網
の
担
い
手
が
、
都
出
比
呂
志
が
注
意
を
喚
起
し
た
「
中

間
階
層
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
畿
内
か
ら
畿
外
へ
で

は
な
く
、
第
！
群
に
評
価
に
力
点
を
置
い
た
畿
外
か
ら
の
、
下
位
の
階
層
か

ら
の
社
会
的
諸
変
革
こ
そ
が
公
権
力
形
成
の
契
機
と
み
、
前
方
後
円
墳
の
築

造
を
公
共
事
業
複
合
体
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
公
共
性
を
顕
現
さ
せ
る
権
力
主
体
、
す
な
わ
ち
公
権
力
は
王
権
の
前
提
で

あ
る
が
、
特
定
の
生
産
基
盤
を
持
た
な
く
て
も
成
立
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
⑥
・
少
な
く
と
も
・
畿
重
積
難
を
基
軸
と
す
る
社
会
構
造
に
お
い
て
・

公
共
性
を
特
定
個
人
の
入
格
に
委
ね
る
こ
と
は
、
儀
礼
と
い
う
社
会
的
な
劇

場
効
果
が
介
在
し
な
い
限
り
、
不
均
等
を
闘
争
に
よ
っ
て
是
正
す
る
の
で
な

け
れ
ば
獲
得
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
古
墳
時
代
研
究
で

は
、
首
長
制
社
会
に
お
い
て
権
力
主
体
が
公
共
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
説
明

が
旙
過
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
社
会
の
規
範
と
し
て
の
神

聖
性
を
評
価
し
て
公
権
力
の
形
成
の
基
礎
と
し
た
北
條
論
文
は
、
こ
の
間
題
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に
回
答
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
首
肯
で
き
る
部
分
も
な

く
は
な
い
。
し
か
し
、
畿
内
以
外
の
地
域
や
「
中
開
階
層
」
の
墓
制
を
評
価

す
る
あ
ま
り
、
そ
の
対
立
軸
と
し
て
位
雌
づ
け
た
畿
内
の
第
二
群
（
真
正
前

方
後
円
墳
）
の
被
葬
者
に
図
式
的
な
ア
ジ
ア
的
専
制
君
主
と
い
う
共
同
幻
想

を
ま
と
わ
せ
て
、
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
危
惧
を
覚
え
る
。

地
域
的
歴
史
生
成
を
重
視
す
る
視
点
の
み
な
ら
ば
、
門
脇
禎
二
の
地
域
国
家

論
に
お
い
て
も
提
唱
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
体
系
的
な
歴
史
認
識
に
進

む
た
め
に
は
、
教
条
的
な
ア
ジ
ア
的
共
同
体
へ
の
批
判
を
す
る
だ
け
で
は
生

薩
的
と
は
言
え
な
い
と
私
は
考
え
る
。

　
（
2
）
　
村
上
論
文
の
問
題
提
起
と
回
答
に
つ
い
て

　
村
上
論
文
の
問
題
提
起
は
、
生
産
力
の
発
展
と
社
会
変
革
の
担
い
手
と
し

て
、
必
需
物
資
で
あ
る
鉄
お
よ
び
鉄
器
の
生
産
と
流
通
が
果
た
し
た
社
会
的

役
割
は
大
き
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
考
古
資
料
か
ら
の
実
態
の
追
求
が
不
十
分

な
た
め
に
、
現
状
で
は
硬
直
化
し
た
歴
史
的
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見

る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
水
稲
農
耕
を
土
台
と
す
る
生
産
経
済
の
不
断
の
発

展
が
、
前
期
前
方
後
円
墳
に
副
葬
さ
れ
た
多
量
の
鉄
器
か
ら
類
推
さ
れ
る
弥

生
時
代
社
会
の
鉄
器
普
及
を
過
大
に
評
価
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
踏
ま
え
て
、
普
及
の
実
態
把
握
、
流
通
と
社
会
変
革
の
関
係
、
地
域
間

の
鉄
器
生
産
の
技
術
的
不
均
等
と
対
外
交
渉
と
し
て
の
鉄
素
材
の
移
入
の
歴

史
的
評
価
、
史
的
唯
物
論
に
依
拠
し
な
い
鉄
お
よ
び
鉄
器
流
通
論
に
つ
い
て
、

研
究
の
現
段
階
が
整
理
し
て
、
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
総
括
と
し
て
、
他
の
学

問
領
域
と
の
接
触
や
ミ
ド
ル
レ
ン
ジ
セ
オ
リ
ー
の
追
求
と
同
時
に
、
経
験
主

義
的
な
ロ
ー
レ
ベ
ル
の
分
析
を
根
幹
に
据
え
る
こ
と
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な

い
と
筆
者
は
主
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
国
家
形
成
過
程
に
鉄
が
果
た
し
た
役
割
は
、
こ
こ
で
改
め
て
強
調
す
る
ま

で
も
な
い
。
前
方
後
円
壌
の
時
代
と
い
う
政
治
的
な
成
熟
過
程
に
内
在
す
る
、

下
部
構
造
で
あ
る
経
済
的
諸
関
係
は
、
鉄
器
と
い
う
考
古
資
料
か
ら
検
証
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
筆
者
の
主
張
は
正
当
で
あ
り
、
鉄
器
の
遺
存
が
誘
薄

で
あ
り
、
石
器
の
消
滅
か
ら
「
み
え
ざ
る
鉄
器
」
を
類
推
す
る
と
い
う
畿
内

の
弥
生
時
代
後
期
の
社
会
の
歴
史
的
評
纐
に
対
す
る
批
判
も
傾
聴
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
鉄
器
普
及
の
意
味
す
る
経
済
的
諸
関
係
の

変
革
を
い
か
に
説
明
す
る
か
が
、
当
然
、
議
論
の
焦
点
と
な
る
。
回
答
論
文

で
は
、
筆
者
は
弥
生
時
代
の
鉄
器
普
及
の
地
域
性
の
顕
現
を
、
長
期
持
続
と

し
て
捉
え
る
視
点
か
ら
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
が
提
示
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

世
界
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
た
立
場
を
意
識
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
筆
者
は
、
生
産
経
済
の
発
展
と
社
会
的
分
業
の
深
化
を
背
景
と
し
て
、
鉄

器
普
及
の
画
期
を
弥
生
時
代
中
期
末
～
後
期
初
頭
と
弥
生
時
代
後
期
中
葉
～

古
墳
時
代
初
頭
の
二
つ
と
捉
え
て
い
る
。
第
一
の
画
期
は
、
瀬
戸
内
お
よ
び

日
本
海
沿
岸
の
諸
地
域
と
北
部
九
州
と
の
交
易
が
、
鉄
器
の
受
容
や
鍛
冶
技

術
の
獲
得
を
促
進
し
た
と
評
価
す
る
が
、
地
理
的
環
境
に
宙
来
す
る
農
耕
社

会
の
発
展
の
相
違
や
交
渉
の
歴
史
性
や
契
機
の
差
異
に
よ
っ
て
、
差
が
生
じ

る
と
筆
者
は
見
て
い
る
。
瀬
戸
内
地
域
に
お
い
て
は
、
播
磨
－
讃
岐
i
阿
波

ラ
イ
ン
ま
で
は
生
心
・
流
通
が
維
持
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
よ
り
以
東
は
拠

点
集
落
間
の
交
易
に
よ
っ
て
間
接
的
に
鍛
冶
技
術
が
伝
播
し
た
結
果
と
見
な

す
。
一
方
、
日
本
海
沿
岸
で
は
北
部
九
州
と
山
陰
と
の
間
に
鉄
と
玉
と
い
っ

た
反
対
給
付
関
係
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
北
部
九
州
を
介
し
て
朝
鮮
半
島
や

中
国
大
陸
の
物
流
や
情
報
を
入
手
し
や
す
い
交
易
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た

と
見
る
。
第
一
一
の
画
期
に
お
い
て
は
、
高
度
な
生
産
技
術
に
基
づ
く
潤
沢
な

鉄
器
が
共
岡
体
内
お
よ
び
地
域
間
分
業
を
促
進
さ
せ
、
北
部
九
州
で
は
鉄
器
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評

の
生
産
と
流
通
と
が
構
造
化
し
た
。
し
か
し
、
北
部
九
州
は
一
種
の
経
済
的

閉
鎖
を
行
っ
た
た
め
に
、
瀬
戸
内
地
域
で
は
拠
点
間
交
易
が
製
品
と
技
術
の

弛
緩
を
招
い
た
の
に
対
し
て
、
西
部
瀬
戸
内
か
ら
山
陰
に
か
け
て
は
新
た
な

鉄
器
普
及
・
技
術
の
窓
口
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
以
東
の
日
本
海

岸
諸
地
域
へ
の
普
及
さ
せ
る
た
め
の
鉄
器
生
産
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
た
と

筆
者
は
見
な
す
。
こ
の
よ
う
な
不
均
等
を
ふ
ま
え
、
古
墳
時
代
初
頭
の
鍛
冶

技
術
の
革
新
も
汎
列
島
的
に
受
容
さ
れ
た
と
は
見
な
せ
な
い
と
述
べ
る
。
す

な
わ
ち
、
鉄
器
・
鍛
冶
技
術
の
蹟
行
性
は
地
域
的
な
分
業
の
進
行
の
不
均
等

を
物
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
漢
民
族
に
よ
る
蕃
夷
意
識
の
東
遷
と
い
う
視
点

か
ら
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
、
前
方
後
円
墳
の
発
生
に
お
け
る
ヤ
マ
ト
の
求
心

力
を
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
と
筆
者
は
主
唱
す
る
。

　
筆
者
の
主
張
は
、
鉄
お
よ
び
鉄
器
の
生
産
・
流
通
の
実
態
の
把
握
を
中
心

に
据
え
、
山
尾
幸
久
や
白
石
太
一
郎
が
主
唱
す
る
倭
国
大
乱
～
前
方
後
円
墳

の
発
生
期
に
、
朝
鮮
半
島
南
東
部
（
弁
辰
）
の
鉄
資
源
の
流
通
ル
ー
ト
を
確

保
す
る
た
め
に
、
瀬
戸
内
－
畿
内
の
首
長
層
が
政
治
的
統
一
体
を
形
成
し
た

と
見
な
す
見
解
を
痛
烈
に
批
判
す
る
点
に
あ
る
。
な
か
で
も
、
下
水
武
彦
に

よ
る
北
部
九
州
～
瀬
戸
内
～
近
畿
と
い
う
前
方
後
円
形
墳
墓
・
祭
祀
ブ
ロ
ッ

ク
、
東
海
～
北
陸
～
関
東
の
前
方
後
方
形
墳
墓
・
祭
祀
ブ
ロ
ッ
ク
、
山
陰
～

北
陸
の
四
隅
突
出
形
墳
墓
・
祭
魂
ブ
ロ
ッ
ク
が
、
三
翰
墨
前
半
頃
に
対
峙
し
、

金
属
の
広
域
流
通
支
配
を
め
ぐ
る
諸
ブ
ロ
ッ
ク
の
抗
争
を
経
た
統
合
と
い
う

見
解
に
対
し
て
、
資
料
的
な
裏
付
け
や
実
証
性
が
希
薄
と
論
断
し
、
か
つ
、

抗
争
や
戦
争
と
い
う
人
類
の
負
の
営
み
を
持
ち
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
批
判

す
る
。
確
か
に
、
北
部
九
州
・
日
本
海
岸
諸
地
域
と
比
較
し
て
、
鉄
資
源
へ

の
接
近
ル
ー
ト
が
制
限
さ
れ
て
い
る
畿
内
地
域
の
鉄
器
生
産
体
制
の
構
造
化

が
、
相
対
的
に
遅
れ
て
い
る
の
は
あ
る
意
昧
で
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら

ば
、
な
ぜ
発
生
期
の
古
墳
に
鉄
製
品
が
集
積
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
疑
問
に

対
す
る
説
明
が
、
漢
人
の
蕃
夷
意
識
が
播
磨
－
阿
波
－
讃
岐
ラ
イ
ン
か
ら
東

進
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
い
か
に
も
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
観
念

だ
け
で
国
家
は
つ
く
れ
な
い
こ
と
は
、
下
部
構
造
を
重
視
す
る
筆
者
も
当
然

気
付
い
て
い
よ
う
。
経
済
的
諸
関
係
と
同
様
に
、
社
会
さ
ら
に
は
政
体
の
構

造
に
も
つ
っ
こ
ん
だ
議
論
を
展
開
し
な
い
と
、
時
代
像
を
見
直
す
と
い
う
こ

と
に
は
到
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
3
）
　
溝
口
論
文
の
問
題
提
起
と
回
答
に
つ
い
て

　
溝
口
論
文
の
問
題
提
起
は
、
弥
生
墓
制
研
究
の
視
点
か
ら
、
古
墳
時
代
の

開
始
を
独
特
の
葬
送
シ
ス
テ
ム
（
葬
送
の
道
具
と
規
範
）
が
、
分
立
す
る
地

域
を
越
え
て
採
用
さ
れ
る
広
域
現
象
と
み
、
そ
れ
は
「
古
墳
蒔
代
を
通
じ
て

進
行
す
る
社
会
過
程
の
「
始
発
点
扁
で
あ
る
」
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
～
見
、
目
新
し
い
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
、
そ
の
眼
目
は
決
し
て
皮

相
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
、
高
倉
洋
彰
・
春
成
秀
爾
の
弥
生
時
代
墓
制

研
究
を
狙
上
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
伝
統
的
に
規
定
す
る
家
父
長
的
な
首
長
の

初
耳
を
農
耕
社
会
の
形
成
期
に
ま
で
遡
及
さ
せ
る
論
理
構
造
を
問
題
と
す
る
。

こ
の
一
方
で
、
近
藤
義
郎
に
よ
る
前
方
後
円
墳
発
生
の
論
理
を
整
理
し
て
、

人
格
的
存
在
と
し
て
の
穀
霊
が
祖
霊
と
合
～
し
、
祖
霊
系
譜
と
し
て
形
成
さ

れ
て
ゆ
く
過
程
か
ら
、
首
長
間
の
擬
制
的
留
鳥
同
族
関
係
へ
の
転
換
に
は
論

理
の
飛
躍
が
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
発
生
期
の
前
方

後
円
墳
の
被
葬
者
を
、
弥
生
時
代
を
通
じ
て
進
行
す
る
社
会
過
程
の
終
着
点

と
み
、
擬
制
的
乱
騰
同
族
関
係
を
背
景
と
し
た
大
和
を
中
心
と
す
る
成
履

化
・
構
造
化
の
帰
結
と
す
る
通
説
に
は
、
論
理
的
な
不
整
合
が
認
め
ら
れ
る

と
筆
者
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
指
摘
は
、
英
国
で
研
鎭
を
積
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ん
だ
筆
者
ら
し
く
、
日
本
人
研
究
者
で
は
つ
い
看
過
し
が
ち
な
過
去
か
ら
現

在
ま
で
の
連
続
性
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
前
方
後
円

墳
の
被
葬
者
は
、
多
少
の
疑
問
が
あ
る
に
し
て
も
、
記
紀
の
何
ら
か
の
反
映

で
あ
り
、
国
民
国
家
と
い
う
共
同
幻
想
に
拘
束
さ
れ
た
現
代
の
わ
れ
わ
れ
と

の
心
的
な
一
体
性
を
無
意
識
的
な
前
提
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

筆
者
の
分
析
の
強
い
論
理
志
向
と
、
や
や
晦
渋
な
表
現
に
読
者
は
戸
惑
い
が

ち
で
あ
る
が
、
物
語
の
創
造
だ
け
が
歴
史
の
研
究
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
大
系
的
な
歴
史
認
識
の
虚
構
を
暴
く
だ
け
で
な
く
、
論
理
的
な
分
析
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
新
し
い
時
代
像
の
地
平
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
読

者
は
決
し
て
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
回
答
論
文
で
、
財

の
生
産
・
流
通
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
外
部
フ
ァ
ク
タ
ー
を
参
照
し
、
モ
デ
ル

化
を
行
っ
て
い
る
。
筆
者
の
視
座
（
新
論
理
構
造
）
の
眼
目
は
、
前
方
後
円

（
方
）
墳
を
「
場
」
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
で
執
行
さ
れ
る
葬
送
儀
礼
を
権
威

の
確
認
あ
る
い
は
再
生
産
の
た
め
の
「
場
面
」
と
捉
え
る
点
に
あ
る
。
特
に
、

恒
常
的
な
贈
与
と
負
債
の
意
識
に
基
づ
く
首
長
と
一
般
成
員
の
依
存
関
係
が
、

直
線
的
あ
る
い
は
放
射
型
の
連
鎖
を
構
成
し
、
依
存
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
す
る
。
か
く
し
て
形
成
さ
れ
る
「
樹
状
図
」

型
依
存
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
必
然
的
に
畏
敬
の
意
識
を
生
み
出
す
た
め

の
、
参
集
の
た
め
の
移
動
距
離
を
増
大
さ
せ
る
。
岡
時
に
、
そ
の
中
に
お
い

て
は
、
最
的
性
質
よ
り
も
質
的
・
意
味
的
性
質
に
依
存
す
る
財
の
交
易
が
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
、
広
域
現
象
と
し
て
の
葬

送
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
前
方
後
円
墳
の
発
生
と
筆
者
は
見
な
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
理
論
的
な
総
括
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
弥
生
時
代
中
期
～
後
期
に

か
け
て
の
北
部
九
州
の
弥
生
墓
の
分
析
を
行
い
、
北
條
・
村
上
両
論
文
と
の

折
り
合
い
を
付
け
て
い
る
。

　
筆
者
の
図
式
に
つ
い
て
は
、
評
考
も
弥
生
時
代
中
期
末
か
ら
天
武
甲
ま
で

の
長
期
持
続
的
過
程
を
倭
王
権
と
位
置
付
け
、
そ
の
前
半
に
あ
た
る
初
期
王

権
（
弥
生
時
代
）
と
盛
期
王
権
（
古
墳
時
代
前
期
～
中
期
朱
（
雄
略
朝
）
）

と
を
威
信
財
経
済
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
共
感
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。

特
に
、
財
の
物
神
性
に
着
目
し
て
、
交
易
（
依
存
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
が

畏
敬
の
念
と
い
う
首
長
の
権
威
の
再
生
産
に
大
き
く
関
与
し
た
と
い
う
指
摘

は
聞
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
財
の
量
的
性
質
や
質
的
・
意
味
的
性
質

を
規
定
す
嘆
め
の
考
古
学
的
誘
法
論
轟
饗
す
る
た
め
に
は
、
c
．
レ

ン
フ
り
ユ
ー
や
日
本
で
は
宇
野
隆
夫
や
野
島
永
が
提
示
し
た
よ
う
に
、
具
体

的
な
考
古
資
料
の
分
布
を
押
さ
え
た
モ
デ
ル
化
も
併
せ
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、

「
威
信
財
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
意
味
の
過
剰
を
招
き
や
す
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
か
か
る
モ
デ
ル
化
に
な
ぜ
墓
制
研
究
が
有
効
な
の
か
の
説
明
も
、
な

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
さ
ら
に
、
経
験
主
義
的
な
時
代
像
と
の
理

論
的
な
整
合
の
た
め
か
、
問
題
提
起
に
お
け
る
非
常
に
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考

古
学
的
な
論
理
展
開
と
回
答
論
文
で
の
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
的
な
帰
結
に
違
和

感
を
感
じ
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
書
の
最
後
に
は
、
三
者
連
名
で
古
墳
時
代
研
究
に
対
す
る
共
通
認
識
が

6
つ
の
提
雷
と
し
て
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
首
長
制
の
成
立
と
公
権
力
生

成
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
、
生
産
財
と
威
信
財
の
交
換
行
為
に
着
目
し
た
権
力
生

成
論
の
再
構
築
、
ア
ジ
ア
考
古
学
の
成
果
を
踏
ま
え
た
方
法
論
の
国
際
化
、

資
料
と
モ
デ
ル
の
相
互
批
判
の
必
要
性
が
、
今
後
の
古
墳
時
代
研
究
の
課
題

と
し
て
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
提
言
は
、
首
長
墓
系
譜
の

動
向
が
単
な
る
政
治
的
諸
関
係
の
反
映
で
は
な
く
、
首
長
制
の
成
長
と
公
権
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評財

力
の
形
成
と
の
断
絶
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
王
や
首
長
の
埋
葬
儀
礼
が
公

共
性
を
獲
得
す
る
論
理
に
こ
そ
古
墳
築
造
の
社
会
的
意
味
が
見
い
だ
せ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
は
か
ら
ず
も
そ
れ
は
、
古
墳
時
代
像
が
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
て
『
当
路
の
比
較
研
究
』
が
意
図
し
て
い
た
比
較
考
古
学
の
検
討
対
象
と

し
て
、
見
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
謳
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

二
　
古
墳
時
代
の
論
理
の
構
築
に
む
け
て

　
本
書
は
、
現
状
の
古
墳
時
代
像
に
痛
烈
な
批
判
の
書
で
あ
り
、
と
も
す
れ

ば
、
問
題
意
識
を
見
失
い
が
ち
な
埋
蔵
文
化
財
行
政
に
身
を
置
く
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
高
揚
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、

折
に
触
れ
た
よ
う
に
現
状
を
批
判
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
限
ら

な
い
。
以
下
、
や
や
批
評
気
味
の
読
後
感
を
三
点
に
纏
め
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
畿
内
の
主
導
性
を
低
く
見
積
も
る
主
張
で
あ
る
が
、
畿
内
の
主
導

性
が
顕
現
す
る
考
古
資
料
を
検
討
の
対
象
か
ら
は
ず
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
第
～
点
。
例
え
ば
、
要
文
帯
神
獣
鏡
の
畿
内
集
中
、

突
線
鉦
式
銅
鐸
の
規
格
性
、
庄
内
河
内
型
甕
・
0
式
布
留
甕
・
纏
向
型
前
方

後
円
墳
の
畿
内
以
外
へ
の
拡
散
現
象
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
一
一
　
口
及
さ
れ
ず
、
さ

ら
に
は
畿
内
以
東
の
前
方
後
方
墳
世
界
の
動
向
に
も
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
点
も
気
に
な
る
。
西
日
本
の
前
方
後
円
墳
の
発
生
の
み
を
論
じ
る
な

ら
ば
と
も
か
く
、
古
墳
時
代
像
を
見
直
す
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
謳
う
な
ら
ば
、

調
査
成
果
の
め
ざ
ま
し
い
東
海
・
東
国
の
古
墳
時
代
史
の
論
理
を
取
り
入
れ

た
説
明
を
し
な
け
れ
ば
、
西
日
本
と
東
国
の
接
触
が
描
き
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
古
墳
時
代
史
へ
の
接
近
は
生
ま
れ
な
い
と
私
は
考
え
る
。

　
第
二
点
と
し
て
、
第
～
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
、
古
墳
時
代
中
期
以
降

の
社
会
構
成
体
の
構
造
変
化
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
も
気
に
な

る
。
本
書
の
よ
う
に
、
古
墳
時
代
を
律
令
国
家
へ
の
出
発
点
と
見
な
す
視
点

に
も
立
ち
、
な
お
か
つ
前
方
後
円
墳
発
生
期
の
畿
内
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
低

く
見
積
も
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
さ
ら
に
は
、
い
か
に
し
て
畿
内

の
政
治
的
求
心
力
が
発
揮
さ
れ
た
の
か
の
説
明
が
必
要
だ
。
と
く
に
、
文
献

史
学
で
は
画
期
と
し
て
の
雄
略
朝
が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
説
明
な

く
し
て
は
国
史
挙
が
築
き
上
げ
て
き
た
諸
概
念
と
の
乖
離
は
埋
ま
ら
な
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
溝
口
孝
司
と
山
尾
幸
久
と
の
論
争

で
顕
現
し
た
天
皇
制
と
考
古
学
的
成
果
と
の
擦
り
合
わ
せ
の
問
題
が
残
っ
て

い
る
。
権
力
・
権
威
の
再
生
産
機
構
と
し
て
の
天
皇
制
は
、
公
権
力
の
日
本

的
な
上
汐
で
あ
る
か
ら
、
古
墳
時
代
像
の
再
構
成
と
歴
史
的
評
価
は
天
皇
制

の
形
成
プ
ロ
セ
ス
と
不
可
分
の
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
。
競
覇
的
な
首
長
制
社

会
が
古
代
国
家
へ
転
化
す
る
鍵
が
古
墳
時
代
研
究
に
は
潜
ん
で
お
り
、
そ
こ

に
は
、
石
母
田
正
が
指
摘
し
た
国
際
的
契
機
へ
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
中
国
帝
国
的
秩
序
と
の
関
係
が
本
書

の
記
述
か
ら
で
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
三
の
問
題
と
し
て
、
従
来
の
史
的
唯
物
論
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
的
生
産

様
式
論
と
の
折
り
合
い
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、

従
来
、
暗
黙
の
内
に
畿
内
の
首
長
と
同
一
視
し
て
き
た
ア
ジ
ア
的
共
同
体
を

統
括
す
る
専
制
黒
黒
と
い
う
共
同
幻
想
を
否
定
す
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
が
、

そ
の
反
動
で
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
を
余
り
に
教
条
的
に
捉
え
す
ぎ
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
ア
ジ
ア
的
共
同
体
、
ア
ジ
ア
的

専
制
君
主
と
は
、
戦
後
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
争
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

共
同
幻
想
と
し
て
の
専
制
君
主
像
で
あ
る
よ
う
に
、
評
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
も
、
古
墳
時
代
研
究
者
は
往
々
に
し
て
看
過
し
が
ち
で
あ
る
が
、
足
立
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啓
二
が
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
専
制
君
主
と
は
共
同
体
重
積
構
造
の
頂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

点
に
翼
坐
す
る
の
で
は
な
く
、
質
的
に
も
隔
絶
し
た
実
体
な
の
で
あ
る
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
濫
掘
的
な
首
長
制
社
会
か
ら
公
権
力
が
生
成
さ
れ
る
プ
ロ

セ
ス
は
見
出
せ
な
い
し
、
逆
に
、
特
定
の
人
格
が
支
配
の
正
当
性
と
い
う
権

威
、
す
な
わ
ち
一
種
の
公
共
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
る
儀
礼
の

　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
つ
社
会
的
機
能
が
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
執
筆
者
は

古
墳
時
代
を
国
家
段
階
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
別
の
歴
史

認
識
の
た
め
の
枠
組
み
を
準
備
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
冒
頭
に
紹
介
し
た
G
・
デ
ン
ニ
ス
の
薄
葉
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
現
在

の
古
墳
時
代
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
と
墳
墓
資
料
と
を
結
び

付
け
る
た
め
の
論
理
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
規
模
の
大
小
や
副
葬
品
の
多

寡
、
弓
形
の
差
別
化
が
社
会
構
成
体
内
部
の
差
異
を
ど
れ
だ
け
反
映
し
て
い

る
か
の
評
価
に
は
、
研
究
者
ご
と
に
差
異
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
か
つ
て
擬

制
的
同
祖
同
族
関
係
と
い
う
歴
史
概
念
を
外
挿
さ
せ
る
こ
と
で
、
考
古
資
料

の
分
析
結
果
と
の
折
り
合
い
が
付
け
ら
れ
、
初
期
国
家
概
念
の
導
入
に
よ
っ

て
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
も
目
に
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。
近
年
で
は
、

国
民
国
家
の
概
念
の
克
服
に
よ
っ
て
、
人
問
集
団
の
ま
と
ま
り
と
そ
れ
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
観
念
に
も
、
多
義
的
な
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
古
墳

時
代
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
目
新
し
い

概
念
の
採
用
や
現
状
の
批
判
だ
け
が
歴
史
を
進
め
る
原
動
力
な
の
で
は
な
い
。

概
念
を
創
造
し
、
再
生
す
る
サ
イ
ク
ル
を
恒
常
的
に
維
持
し
て
い
く
こ
と
こ

そ
が
、
停
滞
を
招
き
が
ち
な
研
究
を
不
断
に
前
進
さ
せ
る
に
他
な
ら
な
い
こ

と
を
私
は
信
じ
て
や
ま
な
い
。
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浜
田
耕
作
「
日
本
の
古
墳
に
就
い
て
」
明
東
亜
考
古
学
研
究
』
、
一
九
四
一
二
、
四

　
八
一
頁

②
佐
藤
啓
介
「
「
表
象
」
の
基
礎
構
造
に
つ
い
て
」
噸
表
象
と
し
て
の
鉄
器
副
葬
臨

　
（
第
七
回
鉄
器
文
化
研
究
集
会
資
料
）
、
鉄
山
文
化
研
究
会
、
一
δ
O
O

③
例
え
ば
、
畿
内
あ
る
い
は
大
和
の
権
力
主
体
に
つ
い
て
、
北
条
論
文
で
は
「
大

　
和
勢
力
」
、
村
上
論
文
で
は
「
ヤ
マ
ト
政
権
」
、
溝
口
論
文
で
は
「
「
大
湘
」
地
方

　
を
中
心
と
す
る
地
域
間
関
係
（
「
系
列
化
」
）
」
と
呼
び
分
け
ら
れ
て
お
り
、
古
墳

　
時
代
の
権
力
構
造
に
対
す
る
洞
察
の
差
異
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
一
論
文

　
で
も
、
門
倭
国
王
」
と
「
倭
王
」
、
門
成
立
期
古
墳
葬
送
シ
ス
テ
ム
」
と
「
開
始
期

　
古
墳
葬
送
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
の
類
義
語
も
看
取
さ
れ
る
。

④
春
成
秀
爾
讐
考
古
学
と
記
紀
の
相
克
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

　
第
七
〇
集
、
～
九
九
七

⑤
評
者
は
、
前
方
後
円
墳
と
い
う
墳
墓
様
式
に
お
け
る
、
畿
内
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

　
が
顕
現
す
る
時
期
を
、
福
永
伸
哉
の
新
式
神
獣
鏡
の
評
価
な
ら
び
に
副
葬
品
組
成

　
の
変
質
の
指
摘
を
重
視
し
て
、
古
墳
時
代
二
期
中
葉
と
み
、
そ
の
背
景
に
は
西
晋

　
の
滅
亡
・
八
王
の
乱
と
い
っ
た
国
際
的
諸
契
機
を
重
視
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

　
　
福
永
伸
哉
「
古
墳
時
代
前
期
に
お
け
る
神
獣
鏡
製
作
の
管
理
」
噸
国
家
形
成
期

　
の
考
古
学
1
大
阪
大
学
考
古
学
研
究
室
一
〇
周
年
記
念
論
集
1
』
、
一
九
九
一

⑥
例
え
ば
、
山
尾
幸
久
は
、
天
皇
制
の
特
質
に
特
定
の
生
産
基
盤
を
持
た
な
い
こ

　
と
を
指
摘
す
る
（
山
尾
幸
久
「
継
体
朝
の
終
末
と
磐
井
の
乱
」
『
継
体
大
王
と
そ

　
の
聖
代
嚇
、
二
〇
〇
〇
、
二
八
一
頁
）
。
北
条
芳
隆
の
「
公
権
力
の
中
枢
は
社
会
的

　
諸
前
提
を
具
備
し
な
い
」
（
本
書
二
七
七
頁
）
と
の
指
摘
も
、
天
皇
制
か
否
か
は

　
別
と
し
て
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
類
義
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

⑦
河
野
皿
隆
「
森
の
王
」
『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
論
集
臨
第
三
集
、
一
九
九
六
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⑧
Q
渕
魯
｛
お
誇
謡
導
き
ミ
こ
。
晦
。
斜
ミ
ミ
簿
ミ
ミ
蓉
6
。
。
駆
　
　
　
　
　
　
九
七

⑨
宇
野
隆
夫
「
西
洋
流
通
史
の
考
古
学
的
研
究
ー
イ
ギ
リ
ス
考
古
学
の
研
究
動
　
　
　
山
尾
幸
久
「
歴
史
学
・
考
古
学
・
人
類
学
一
溝
口
論
文
に
触
れ
て
の
偶
感

　
向
か
ら
一
扁
『
古
代
文
化
』
四
八
1
～
○
、
　
九
九
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
」
欄
考
古
学
研
究
』
四
四
－
四
、
一
九
九
八

⑩
野
島
永
門
鉄
器
か
ら
見
た
諸
変
革
」
『
国
家
形
成
過
程
の
諸
変
革
』
、
考
古
学
　
　

溝
口
孝
司
「
メ
タ
セ
オ
リ
ー
、
～
般
理
論
と
考
古
学
の
場
所
」
（
同
右
）

　
研
究
会
、
一
一
〇
〇
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
出
比
呂
志
「
国
家
形
成
の
比
較
考
古
学
の
提
案
」
（
同
右
）

⑪
小
野
山
節
編
『
王
陵
の
比
較
研
究
甑
、
｝
九
八
｝
　
　
　
　
　
　
　
⑬
足
立
啓
二
糊
専
制
国
家
史
論
－
中
国
史
か
ら
世
界
史
へ
1
臨
、
一
九
九
八

⑫
溝
口
孝
司
「
考
古
学
研
究
の
基
本
構
造
に
関
す
る
一
試
論
1
…
欧
米
考
古
学
を
　
　
⑭
青
木
毛
刺
儀
礼
の
象
徴
性
臨
、
一
九
九
八
、
一
八
三
－
一
九
九
頁

　
主
要
な
素
材
と
し
て
の
分
析
と
提
言
一
」
『
考
古
学
研
究
隔
四
四
一
一
、
【
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
版
　
二
九
九
頁
　
二
〇
〇
〇
年
八
月
　
青
木
書
店
　
三
八
○
○
円
＋
税
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㈱
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
講
査
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
員
　
長
岡
京

細書
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