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本
書
は
佐
藤
公
美
氏
が
、
二
〇
〇
八
年
三
月
京
都
大
学
文
学
研
究
科
に
提

出
さ
れ
た
課
程
博
士
論
文
を
下
敷
き
に
、
新
た
な
序
論
を
書
き
加
え
て
ま
と

め
ら
れ
た
力
作
で
あ
る
。
著
者
は
、
二
〇
〇
〇
年
よ
り
二
〇
一
二
年
ま
で
イ

タ
リ
ア
に
在
住
し
、
「
地
域
国
家
論
」
の
礎
を
築
い
た
キ
ッ
ト
リ
ー
両
氏

（
ミ
ラ
ノ
大
学
）
の
も
と
で
研
鐵
を
積
ま
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
中
近
世
史
全
般

に
わ
た
る
幅
広
い
研
究
動
向
へ
の
目
配
り
と
最
新
の
研
究
成
果
の
摂
取
は
、

こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
環
境
の
も
と
で
こ
そ
容
易
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
ま
た
本
書
は
、
ミ
ク
ロ
な
史
料
操
作
を
駆
使
し
な
が
ら
も
、
単

な
る
イ
タ
リ
ア
史
の
枠
組
み
に
留
ま
ら
ず
、
日
欧
の
比
較
可
能
性
・
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
内
部
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
論
を
見
直
す
と
い
う
幅
広
い
射
程
を
提
起

し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
著
者
の
車
抜
な
能
力
に
加
え
て
、
近
年
の
イ

タ
リ
ア
の
中
世
史
学
界
霞
体
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
狭
い
地
域
史
の
枠
組

み
か
ら
脱
し
、
欧
米
規
模
で
の
研
究
動
向
に
よ
り
敏
感
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、

日
欧
の
比
較
を
意
識
し
た
紛
争
史
研
究
の
動
向
が
す
で
に
我
が
国
に
存
在
し

て
い
る
こ
と
、
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ

れ
ら
す
べ
て
は
歴
史
と
い
う
学
問
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
向
上
と
相
互
対
話
の
進
展

を
示
し
て
お
り
、
本
書
は
そ
う
し
た
状
況
を
最
大
限
に
生
か
し
た
単
著
で
あ

る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
そ
の
後
に
論
点
を
提
示
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
本
書
は
全
五
章
に
、
序
章
・
終
章
・
附
章
が
添
え

ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
。

二

　
序
章
で
は
、
本
書
の
対
象
地
域
の
歴
史
的
背
景
、
目
的
と
方
法
が
説
明
さ

れ
る
。
都
市
コ
ム
ー
ネ
（
自
治
都
市
政
府
）
時
代
か
ら
地
域
國
家
時
代
へ
の

移
行
、
そ
し
て
初
期
地
域
国
家
形
成
の
動
き
を
、
ミ
ク
ロ
ス
ト
ー
リ
ア
や
紛

争
史
研
究
の
手
法
を
駆
使
し
な
が
ら
、
ミ
ラ
ノ
の
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
家
が
支

配
し
た
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
を
中
心
と
す
る
地
域
を
対
象
に
、
在
地
の
秩
序
が

広
域
秩
序
に
接
合
し
て
い
く
広
義
の
社
会
史
的
過
程
と
し
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
戦
後
史
学
に
お
い
て
イ
タ
リ

ア
が
占
め
た
位
置
と
現
在
の
差
（
門
遠
い
国
」
か
ら
「
近
い
国
扁
へ
）
、
そ
れ

と
イ
タ
リ
ア
内
部
に
お
け
る
自
国
の
過
去
に
対
す
る
認
識
の
変
化
（
「
近
い

国
」
か
ら
「
遠
い
國
」
へ
）
を
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
さ
せ
る
考
察
が
前
奏
と
な

り
、
本
書
の
研
究
の
背
後
に
あ
る
著
者
の
願
い
と
問
い
か
け
も
示
さ
れ
て
い

る
。
本
書
の
試
み
は
、
「
近
代
国
家
の
成
立
」
と
い
う
問
題
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
内
部
か
ら
向
き
合
い
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
独
特
の
形
で
受
け
取
っ
た
日

本
を
ひ
と
つ
の
対
話
者
と
し
つ
つ
、
比
較
の
た
め
の
新
た
な
歴
史
像
の
発
信

を
行
う
こ
と
を
、
よ
り
大
き
な
課
題
と
し
て
い
る
。

　
第
一
章
「
コ
ム
ー
ネ
と
広
域
秩
序
」
は
、
一
二
・
＝
二
世
紀
北
イ
タ
リ
ア
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に
お
け
る
都
市
、
お
よ
び
複
数
の
団
体
間
の
関
係
と
、
そ
の
内
部
に
あ
っ
た

秩
序
形
態
の
…
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
イ
タ
リ
ア
史
で
は
、
都
市
国
家
内
部

に
お
け
る
単
独
支
配
者
に
よ
る
統
治
を
「
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
」
と
呼
ぶ
が
、
こ

れ
に
先
立
つ
広
域
秩
序
維
持
の
仕
組
み
と
そ
の
意
義
・
限
界
を
指
摘
す
る
の

が
本
章
の
譲
的
で
あ
る
。
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
・
ピ
エ
モ
ン
テ
地
域
を
舞
台
に
、

こ
の
地
域
の
大
都
市
で
あ
る
ミ
ラ
ノ
が
参
加
し
て
執
り
行
っ
た
休
戦
協
定
を

史
料
と
し
て
、
仲
裁
の
手
続
き
そ
の
も
の
の
あ
り
方
や
、
そ
こ
で
の
仲
裁
者

以
外
の
当
事
者
た
ち
の
関
与
の
仕
方
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時

代
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
・
ピ
エ
モ
ン
テ
地
域
で
は
、
密
接
な
利
害
関
係
を
持

つ
当
事
者
問
で
の
合
意
を
前
提
と
し
た
調
停
に
よ
っ
て
、
一
定
の
地
域
の
平

和
を
維
持
す
る
と
い
う
慣
行
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
休
戦

協
定
は
永
続
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仲
裁
裁
定
そ
の
も
の
が
戦
争
を

行
う
中
で
の
一
過
程
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う

な
伸
裁
シ
ス
テ
ム
の
当
事
者
は
都
市
コ
ム
ー
ネ
や
大
封
建
貴
族
で
あ
り
、
紛

争
が
頻
発
す
る
農
村
部
の
在
地
社
会
に
対
し
て
、
平
和
と
秩
序
を
保
証
す
る

有
効
な
枠
組
み
と
し
て
は
十
分
目
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
、
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。

　
第
二
章
「
《
準
都
市
》
共
同
体
の
形
成
と
発
展
ー
カ
ザ
ー
レ
・
モ
ン
フ

ェ
ッ
ラ
ー
ト
の
在
地
紛
争
」
は
前
章
で
示
さ
れ
た
、
都
市
間
秩
序
の
限
界
を

受
け
て
、
農
村
部
に
対
象
を
移
し
、
農
村
社
会
内
部
か
ら
発
生
し
た
平
和
創

出
の
試
み
を
明
ら
か
に
す
る
。
カ
ザ
ー
レ
・
モ
ン
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ト
は
南
ピ
エ

モ
ン
テ
の
ポ
ー
川
南
岸
に
位
置
す
る
農
村
集
落
で
、
皇
帝
や
貴
族
の
支
持
と

保
護
の
下
に
＝
一
世
紀
末
に
は
自
治
を
確
立
し
て
い
た
。
カ
ザ
ー
レ
は
隣
接

集
落
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
を
紛
争
の
末
に
合
併
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
発
展
を

見
せ
る
が
、
本
章
は
こ
の
よ
う
な
紛
争
の
展
開
と
担
い
手
に
つ
い
て
綿
密
な

考
察
を
行
う
。
カ
ザ
ー
レ
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
両
教
会
の
従
属
関
係
に
端
を
発

す
る
こ
の
争
い
は
単
に
教
会
岡
士
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
両
集
落
の
人
々

に
よ
る
法
廷
外
の
暴
力
行
使
や
強
硬
手
段
へ
の
訴
え
と
接
続
し
な
が
ら
継
続

し
て
い
た
。
ま
た
両
集
落
は
、
～
枚
岩
の
二
つ
の
ま
と
ま
っ
た
共
同
体
と
し

て
認
識
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
集
落
内
部
で
は
党
派
的
抗
争
が
展
開
し
て

お
り
、
さ
ら
に
両
集
落
に
ま
た
が
っ
て
活
動
す
る
　
定
数
の
人
海
が
存
在
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
在
地
小
貴
族
た
ち
が
、
両
集
落
の
合
併
・
拡
大
を
指

導
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
農
村
独
自
の
党
派
抗
争
・
地
域
間
紛
争
の
中

か
ら
、
高
度
な
秩
序
創
出
機
能
を
持
っ
た
自
治
的
農
村
部
共
同
体
が
生
ま
れ

る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
に
国
政
上
の
地
位
を
与
え
、
そ
の
秩
序

の
内
部
に
組
み
込
ん
で
ゆ
く
の
が
続
く
時
代
の
地
域
国
家
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
代
官
と
代
宮
区
　
　
一
四
世
紀
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
国
家
下
の
ベ

ル
ガ
モ
扁
は
、
ミ
ラ
ノ
北
西
部
に
地
域
を
移
し
、
ベ
ル
ガ
モ
周
辺
の
渓
谷
部

の
分
離
地
を
対
象
と
し
て
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
形
成
途
上
に
あ

る
農
村
部
地
域
団
体
と
、
や
は
り
一
四
世
紀
に
は
未
だ
形
成
途
上
に
あ
る
地

域
国
家
（
具
体
的
に
は
ミ
ラ
ノ
の
シ
ニ
ョ
ー
レ
で
あ
る
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
家

が
支
配
す
る
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
国
家
）
の
君
主
の
あ
い
だ
の
関
係
を
考
察
す

る
。
分
離
地
と
は
、
シ
ニ
ョ
ー
レ
の
支
配
下
に
入
っ
た
都
市
の
従
属
農
村
領

域
内
に
あ
る
有
力
共
同
体
や
領
主
支
配
地
を
、
も
と
の
支
配
者
で
あ
る
都
市

の
支
配
権
か
ら
分
離
し
、
シ
ニ
ョ
ー
レ
に
直
属
さ
せ
る
制
度
で
あ
り
、
ヴ
ィ

ス
コ
ン
テ
ィ
国
家
時
代
の
新
し
い
領
域
的
現
実
を
も
っ
と
も
よ
く
表
す
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
分
離
地
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
条
例
集
を
検
討
し
、
分

離
地
ご
と
の
内
容
の
差
異
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
、
一
般
的
に
は
国
家

側
の
意
志
の
結
果
と
さ
れ
る
条
例
集
の
中
に
も
、
在
地
の
現
実
が
参
入
す
る

余
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
続
い
て
、
分
離
地
に
派
遣
さ
れ
た
国
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評書

家
役
入
た
る
代
官
が
シ
ニ
ョ
ー
レ
の
補
佐
官
と
取
り
交
わ
し
た
書
簡
の
検
討

か
ら
、
よ
り
具
体
的
な
在
地
の
現
実
に
踏
み
込
む
。
在
地
共
同
体
の
前
に
な

す
す
べ
の
な
い
代
窟
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
が
、
結
束
し
た
在
地
社
会
に
対

し
て
は
無
力
で
あ
っ
た
代
官
も
、
党
派
抗
争
で
分
裂
し
た
在
地
社
会
に
対
し

て
は
、
紛
争
を
遂
行
す
る
上
で
の
ひ
と
つ
の
回
路
と
し
て
新
た
な
意
義
を
獲

得
し
、
そ
の
存
在
を
根
付
か
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
在
地
住
民
に
よ
る

嘆
願
書
の
写
し
か
ら
、
在
地
住
民
が
、
自
ら
の
抗
争
を
単
な
る
在
地
の
抗
争

で
は
な
く
、
シ
ニ
ョ
ー
レ
の
支
配
権
力
へ
の
攻
撃
と
そ
の
防
衛
と
し
て
正
当

化
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
態
度
を
読
み
取
る
手
法
は
、
近
年
、
キ
ッ
ト
リ
ー

こ
の
弟
子
を
中
心
に
精
力
的
に
行
わ
れ
て
い
る
「
政
治
的
書
下
」
研
究
と
の

接
合
が
う
か
が
え
、
読
み
応
え
の
あ
る
論
証
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
「
シ
ニ

ョ
ー
レ
の
支
配
権
力
」
と
い
う
の
は
評
者
の
説
明
的
解
釈
で
あ
り
、
著
者
は
、

史
料
申
の
「
貴
殿
の
ω
富
窪
ω
と
名
誉
の
防
衛
者
」
「
貴
殿
の
ω
＄
2
の
の
敵
対

者
」
と
い
う
文
言
に
、
「
国
家
」
と
の
関
係
に
お
い
て
自
ら
の
党
派
を
正
当

化
す
る
在
地
の
紛
争
当
事
者
た
ち
の
権
利
主
張
を
読
み
取
っ
て
い
る
）
。
こ

う
し
て
在
地
の
人
間
集
団
と
の
相
互
関
係
の
中
で
、
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
の
国

家
機
構
が
徐
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
三
章
で
浮
か
び
上
が
っ
た
在
地
社
会
の
自
立
性
の
背
後
に
は
、

地
域
住
民
側
に
武
力
を
保
証
す
る
党
派
の
存
在
が
あ
る
。
第
四
章
「
党
派
と

ミ
ク
ロ
党
派
一
一
四
・
一
五
世
紀
ベ
ル
ガ
モ
に
お
け
る
在
地
的
グ
ェ
ル
フ

ィ
と
ギ
ベ
ッ
リ
ー
二
」
は
、
「
グ
ェ
ル
フ
ィ
」
「
ギ
ベ
ッ
リ
ー
二
」
と
呼
ば
れ

る
、
こ
の
よ
う
な
党
派
の
実
態
を
検
討
す
る
。
本
章
の
基
本
的
視
座
は
、
紛

争
史
研
究
の
蓄
積
と
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
党
派
研
究
の
進
展
を
受
け
て
、
党

派
を
無
秩
序
の
象
徴
で
は
な
く
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
か
ら
地
域
国
家
へ
の
移
行

期
に
於
い
て
、
在
地
社
会
の
変
遷
と
国
家
の
中
央
を
つ
な
ぎ
、
在
地
社
会
が

形
成
過
程
の
新
秩
序
に
主
体
的
に
参
入
し
て
い
く
た
め
の
回
路
と
し
て
認
識

す
る
こ
と
に
あ
る
。
ベ
ル
ガ
モ
地
域
の
グ
ェ
ル
フ
イ
と
ギ
ベ
ッ
リ
ー
二
は
、

互
い
に
戦
闘
や
略
奪
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
そ
の
行
動
の
基
礎
と
な
る
の

は
各
地
の
在
地
的
な
小
党
派
が
ゆ
る
や
か
に
結
合
し
て
成
立
し
た
軍
勢
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
小
党
派
の
行
動
は
都
市
に
い
る
党
派
の
首
領
（
都
市
の
大
貴

族
）
に
対
し
て
か
な
り
自
立
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
は
後
者
、
す
な

わ
ち
党
派
を
指
導
す
る
大
貴
族
を
介
し
て
党
派
抗
争
を
統
制
し
よ
う
と
し
た

が
、
小
党
派
の
存
在
の
た
め
、
そ
の
よ
う
な
上
か
ら
の
平
和
で
は
不
十
分
で

あ
っ
た
。
年
代
記
が
記
す
広
範
な
平
和
実
現
の
動
き
「
フ
ァ
ラ
山
の
平
和
」

は
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
党
派
の
枠
組
み
を
超
え
た
平
和
を
希
求
す
る
下
か

ら
の
動
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
出
来
事
を
経
て
、
や
が
て
、
党
派
も

小
党
派
も
内
部
で
の
平
和
維
持
機
能
や
仲
裁
の
役
割
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。

　
第
五
章
「
在
地
的
党
派
と
地
域
形
成
一
一
四
世
紀
の
ベ
ル
ガ
モ
領
域
ア

ル
メ
ン
ノ
と
イ
マ
一
門
ャ
渓
谷
漏
は
、
前
章
で
見
た
グ
エ
ル
フ
ィ
・
ギ
ベ
ッ

リ
ー
二
抗
争
の
舞
台
の
一
つ
で
あ
る
、
農
村
集
住
地
ア
ル
メ
ン
ノ
と
そ
の
周

辺
領
域
で
あ
る
イ
マ
ー
ニ
ャ
渓
谷
に
地
域
を
限
定
し
、
ミ
ク
ロ
ス
ト
ー
リ
ア

の
手
法
を
用
い
て
、
小
党
派
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
地
代
受
け
取
り
、

不
動
産
売
買
、
毛
織
物
取
引
な
ど
の
経
済
活
動
か
ら
浮
か
び
上
が
る
彼
ら
の

人
的
結
合
関
係
は
、
ギ
ベ
ッ
リ
ー
二
の
党
派
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

党
派
の
指
導
的
存
在
で
あ
る
都
市
ベ
ル
ガ
モ
の
大
親
族
と
も
緩
や
か
に
結
び

つ
い
て
い
た
。
し
か
し
グ
ェ
ル
フ
ィ
と
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
り
得
る
よ
う
な

不
確
定
な
親
族
も
存
在
し
た
。
　
三
五
〇
i
六
〇
年
代
の
史
料
か
ら
は
ギ
ベ

ッ
リ
ー
二
の
拠
点
に
グ
ェ
ル
フ
ィ
の
親
族
が
土
地
を
購
入
し
て
い
る
記
録
が

見
ら
れ
、
末
端
の
放
牧
者
が
お
そ
ら
く
連
続
し
た
放
牧
地
を
確
保
す
る
た
め

に
、
グ
ェ
ル
フ
ィ
と
も
ギ
ベ
ッ
リ
ー
こ
と
も
契
約
を
結
ん
で
い
る
史
料
も
存
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在
す
る
。
在
地
の
生
産
関
係
の
発
展
は
党
派
的
結
合
を
強
め
る
一
方
で
、
自

ら
の
内
部
に
党
派
的
結
合
を
相
対
化
す
る
方
向
へ
と
発
展
す
る
要
素
も
内
包

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
受
け
、
本
章
の
結
論
は
、
前
章
で
示
し

た
党
派
の
変
化
を
促
進
し
た
日
常
的
碁
盤
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の

と
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

　
終
章
は
、
ま
と
め
と
展
望
で
あ
る
。
種
々
の
紛
争
と
平
和
の
局
面
が
各
章

の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
再
度
確
認
さ
れ
る
と
同
時
に
、
本
書
の
検

討
か
ら
立
ち
現
れ
る
近
世
秩
序
1
1
す
な
わ
ち
党
派
や
同
盟
に
よ
る
入
的
結

合
を
も
一
つ
の
媒
介
と
し
て
、
ミ
ラ
ノ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
双
方
に
開
か
れ

た
近
世
ベ
ル
ガ
モ
の
地
域
社
会
の
姿
一
が
示
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
本
書
は
各
章
欝
頭
に
そ
の
分
野
に
関
係
す
る
詳
し
い
研
究
史
が
紹

介
さ
れ
て
お
り
、
幅
広
い
研
究
動
向
に
基
づ
い
た
貴
重
な
研
究
書
と
な
っ
て

い
る
が
、
本
書
の
意
義
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る
の
が
、
附
章
に
記
さ
れ
た
イ

タ
リ
ア
中
近
世
史
に
お
け
る
国
家
論
の
動
向
を
全
体
的
に
論
じ
た
研
究
史
概

観
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
で
の
長
い
研
究
の
伝
統
を
持
つ
、
英
・
独
・
仏
な
ど

の
中
世
史
研
究
と
異
な
り
、
ほ
と
ん
ど
片
手
で
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
研
究
者

し
か
か
つ
て
持
た
な
か
っ
た
イ
タ
リ
ア
史
に
於
い
て
、
決
定
的
に
か
け
て
い

る
の
が
研
究
史
の
蓄
積
で
あ
っ
た
。
確
か
に
一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
研
究
者

は
増
え
た
が
、
評
者
も
含
め
て
そ
れ
ら
の
研
究
者
の
多
く
が
、
イ
タ
リ
ア
本

国
の
中
近
世
イ
タ
ー
2
ア
史
研
究
と
は
異
な
る
問
題
関
心
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
の

社
会
史
か
ら
多
く
を
学
ん
で
き
た
こ
と
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
自
体
が
、
ま
だ
、

都
市
国
家
に
分
断
さ
れ
た
地
域
史
の
枠
組
み
か
ら
十
分
自
由
で
は
な
く
、
全

体
的
な
研
究
史
の
把
握
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
我
が
国
の
イ

タ
リ
ア
史
に
お
け
る
研
究
史
整
理
の
遅
れ
を
助
長
し
て
い
た
。
本
章
は
、
そ

の
中
で
、
日
伊
双
方
の
研
究
史
に
臼
配
り
し
つ
つ
、
と
り
わ
け
、
ヴ
ェ
ネ
ツ

イ
ア
や
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
に
偏
っ
た
我
が
国
の
中
近
世
イ
タ
リ
ア
史
研
究
が
、

社
会
史
や
商
業
史
の
影
で
見
落
と
し
て
き
た
、
前
世
紀
末
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ

ア
・
リ
グ
ー
リ
ア
発
の
重
要
な
研
究
動
向
を
詳
し
く
伝
え
て
お
り
き
わ
め
て

有
意
義
で
あ
る
。
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
発
の
地
域
国
家
論
は
、
イ
タ
リ
ア
近
世

を
「
後
退
偏
史
観
か
ら
解
放
し
、
他
国
の
近
世
的
国
巡
と
比
較
可
能
な
イ
タ

リ
ア
的
歩
み
の
～
段
階
と
し
て
提
示
し
た
。
ま
た
リ
グ
ー
1
3
ア
発
の
ミ
ク
ロ

ス
ト
ー
リ
ア
は
、
国
家
論
へ
の
抜
本
的
批
判
を
展
開
し
つ
つ
地
域
に
密
着
し

た
文
書
館
で
の
実
践
を
通
し
て
、
在
地
社
会
の
驚
く
べ
き
活
力
を
描
く
こ
と

に
成
功
し
た
。
両
者
の
対
立
と
理
論
的
論
争
を
へ
て
立
ち
現
れ
た
、
新
世
代

の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
中
世
後
期
の
地
域
国
家
研
究
は
、
ミ
ク
ロ
ス
ト
ー
リ

ア
的
実
践
を
採
用
し
、
従
来
「
私
的
扁
と
さ
れ
て
き
た
諸
現
象
と
国
忌
史
を

交
差
さ
せ
つ
つ
、
多
く
の
実
り
豊
か
な
成
果
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
た
の
が
、
　
五
世
紀
に
お
い

て
謬
見
ら
れ
る
、
農
村
零
墨
勢
力
の
活
力
と
自
立
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

現
在
の
研
究
状
況
に
立
脚
し
た
上
で
、
本
書
は
、
我
が
国
の
イ
タ
リ
ア
史
研

究
に
於
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
都
市
・
農
村
関
係
を
国
家
論
に
接

合
し
つ
つ
再
考
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

農
村
部
の
在
地
社
会
と
國
家
の
関
係
を
、
紛
争
と
平
和
の
問
題
を
通
し
て
検

討
し
た
本
書
の
本
論
全
体
が
日
伊
の
大
き
な
研
究
動
向
の
中
に
位
置
づ
け
を

与
え
ら
れ
、
本
書
は
閉
じ
ら
れ
る
。

三

　
本
書
は
明
確
な
問
題
設
定
と
方
法
論
に
基
づ
き
、
在
地
の
ミ
ク
ロ
な
現
実

に
密
着
し
て
ひ
と
つ
の
確
固
と
し
た
歴
史
像
を
提
起
し
た
点
で
、
非
常
に
優

れ
た
歴
史
研
究
だ
と
需
え
る
。
し
か
し
、
「
初
期
地
域
国
家
形
成
の
動
き
を
、
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評書

在
地
の
主
と
し
て
紛
争
的
状
況
に
密
着
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
」
と
い

う
本
書
の
姿
勢
が
一
貫
し
て
お
り
、
か
つ
～
冊
の
研
究
書
と
し
て
の
ま
と
ま

り
が
良
い
だ
け
に
い
っ
そ
う
、
本
書
で
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
重
要
性
も

ま
た
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
明
確
な
方

法
論
と
そ
れ
を
実
証
す
る
た
め
の
豊
か
な
史
料
の
忠
実
な
再
現
は
、
と
き
に

史
料
が
方
法
論
を
越
え
て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。
そ

れ
故
、
以
下
で
は
、
い
わ
ば
こ
の
「
欠
如
」
あ
る
い
は
「
ほ
こ
ろ
び
」
と
で

も
呼
べ
る
も
の
を
三
点
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（一

j

　
ま
ず
一
点
目
と
し
て
、
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
国
家
中
央
の
問
題
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
本
書
に
は
「
国
家
と
地
域
社
会
の
秩
序
を
…
梱
互
関
係
の
内
部
か

ら
展
開
し
て
い
く
側
面
に
注
目
し
、
検
討
し
た
」
と
あ
る
が
、
「
国
家
」
が

地
域
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
反
応
し
、
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う

点
は
、
あ
ま
り
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
家
が
シ
ニ

ョ
ー
レ
に
な
っ
た
と
い
う
単
純
な
事
実
以
外
に
、
自
治
都
市
共
和
国
か
ら
ヴ

ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
国
家
へ
と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
の
か
、
そ
の
内

容
は
な
お
不
明
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
は
ミ
ラ

ノ
で
は
｝
五
世
紀
に
文
書
の
収
容
庫
が
破
壊
さ
れ
、
あ
ま
り
内
部
に
つ
い
て

の
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
（
本
書
二
四
頁
）
。
ま
た

ベ
ル
ガ
モ
で
党
派
が
変
容
に
向
か
う
と
さ
れ
る
時
期
は
、
ミ
ラ
ノ
公
ジ
ャ

ン
・
ガ
レ
ア
ッ
ツ
ォ
の
死
に
と
も
な
う
混
乱
期
で
あ
り
、
ベ
ル
ガ
モ
も
ヴ
ィ

ス
コ
ン
テ
ィ
家
か
ら
マ
ラ
テ
ス
タ
家
の
支
配
下
に
移
る
な
ど
、
国
家
と
の
回

路
が
見
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
地
域
の
現
実
を
描
く
だ
け
で
も
大
変
な
労
力
で
、
そ
の
上
中
央

の
変
遷
ま
で
と
言
う
の
は
無
理
な
注
文
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
具
体
性
を
欠
く
中
央
の

姿
は
、
じ
つ
は
本
書
の
視
角
そ
の
も
の
に
も
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
、

先
に
「
欠
如
」
と
い
う
言
葉
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
欠
如
は
、
本
書
が
大

き
く
依
拠
し
て
い
る
キ
ッ
ト
リ
ー
二
の
地
域
国
家
論
の
出
発
点
に
、
そ
も
そ

も
内
在
し
て
い
る
欠
如
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
七
〇
年
代
、
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
の
変
遷
は
、
「
コ
ム
ー
ネ
体

制
の
危
…
機
」
と
い
う
書
葉
が
示
す
よ
う
に
、
寡
仁
政
の
進
展
や
シ
ニ
ョ
リ
ー

ア
制
の
登
場
に
多
か
れ
少
な
か
れ
否
定
的
刻
印
を
押
し
つ
つ
、
都
市
内
部
の

問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
領
域
再
編
の
問
題
が
重

要
で
あ
る
と
提
唱
し
た
キ
ッ
ト
リ
ー
二
は
、
新
し
い
分
野
を
切
り
開
き
多
く

の
実
り
豊
か
な
研
究
を
誘
発
し
た
点
で
大
い
に
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
本

当
に
、
「
形
成
途
上
の
国
家
」
を
見
る
た
め
に
は
農
村
部
を
含
む
領
域
の
再

編
や
地
方
の
現
実
が
も
っ
と
も
適
し
た
場
所
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
八
○
年

代
か
ら
ア
ル
テ
ィ
フ
ォ
ニ
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
研
究
は
、
す
で
に
一
三
世

紀
を
通
じ
て
、
議
会
や
法
廷
な
ど
の
「
制
度
漏
の
次
元
で
人
々
が
政
治
的
選

択
を
し
、
幅
広
い
住
民
層
が
参
加
し
て
政
治
活
動
を
行
う
と
い
う
「
制
度
の

文
化
」
が
コ
ム
ー
ネ
に
定
着
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

＝
二
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
、
キ
ッ
ト
リ
ー
二
や
タ
バ

ッ
コ
が
言
う
よ
う
に
、
よ
り
安
定
し
た
国
家
と
政
府
が
出
現
し
て
く
る
が
、

最
近
の
研
究
は
、
こ
れ
ら
を
締
よ
り
も
統
治
技
術
の
洗
練
や
、
一
三
世
紀
の

政
治
文
化
と
の
緊
張
・
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
の
関
係
で
よ
り
具
体
的
・
動
的
に

と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ポ
ロ
ー
二
に
よ
る
と
、
最
近
の
研
究
が
示
し
た

「
も
っ
と
も
重
要
な
デ
ー
タ
の
一
つ
は
、
…
…
制
度
の
文
化
と
政
治
議
論
の

長
い
持
続
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
し
か
し
、
申
薬
毒
権
化
・
権
力
の
集
中
・
参
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加
空
間
の
階
層
化
・
よ
り
機
敏
で
効
果
的
な
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
明
確
化
へ

向
か
う
力
と
折
り
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
相
反
す
る

圧
力
が
引
き
起
こ
し
た
緊
張
と
ゆ
が
み
が
、
お
そ
ら
く
＝
二
世
紀
末
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

四
世
紀
初
め
の
数
十
年
の
も
っ
と
も
興
味
深
い
側
面
で
あ
る
扁
。
つ
ま
り
こ

こ
で
は
、
も
し
国
家
を
「
領
域
と
人
民
に
対
し
て
排
他
的
な
統
治
権
を
有
す

る
政
治
共
同
体
」
と
い
う
意
味
で
使
う
な
ら
、
誰
が
正
当
な
政
府
か
、
そ
し

て
ど
の
よ
う
に
統
治
す
る
の
か
と
い
う
国
家
形
成
上
重
要
な
問
題
が
如
実
に

表
れ
て
く
る
場
と
し
て
、
都
市
内
部
の
変
遷
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
の
宮
廷
が
発
達
し
て
い
く
都
市
ミ
ラ
ノ
に
は
あ
い
か
わ
ら

ず
ミ
ラ
ノ
市
民
が
存
在
し
、
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
ー
ナ
共
和
国
の
成
立
が
示
す
よ

う
に
、
ミ
ラ
ノ
公
の
弱
体
化
に
つ
け
こ
ん
で
か
つ
て
の
自
治
都
市
共
和
国
を

再
現
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
一
五
世
紀
半
ば
に
お
い
て
、
な
お
存
在
し
た
。

地
域
の
現
実
を
素
晴
ら
し
く
描
い
た
本
書
の
価
値
は
当
然
評
価
さ
れ
る
べ
き

も
の
だ
が
、
問
時
に
、
地
域
が
わ
か
れ
ば
わ
か
る
ほ
ど
、
中
央
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
、
地
域
に
対
し
て
中
央
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
と
い
う

関
心
が
刺
激
さ
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
上
記
の
疑
問
と
関
連
し
て
、
特
に
第
三
章
で
頻
繁
に
使
わ
れ
る

「
国
家
」
、
訳
語
を
与
え
ず
使
用
さ
れ
て
い
る
史
料
中
の
ω
蹴
ε
ω
と
い
う
語

が
持
つ
暖
昧
さ
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
六
世
紀
初
の
。
。
＄
8

（
ラ
テ
ン
語
ω
富
讐
ω
に
由
来
）
概
念
の
複
雑
さ
と
現
在
と
の
違
い
に
つ
い

て
は
す
で
に
シ
ャ
ポ
ー
が
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
皇
軍
論
を
中
心
に
論
じ
て
い

②る
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
少
し
ω
富
8
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
（
支
配
者
の
権
威
、
支
配
体
制
、
佐
民
の
い
る
領
土
な
ど
）
に
触
れ
て
お

い
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

三
）
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次
に
、
二
点
目
と
し
て
在
地
紛
争
と
平
和
形
成
の
問
題
を
扱
う
こ
と
に
し
　
　
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

た
い
。
本
書
が
フ
ェ
ー
デ
論
を
ひ
と
つ
の
分
析
の
視
座
と
し
て
い
る
こ
と
は

随
所
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
、
フ
ェ
ー
デ
が
「
平
和
形
成
と
し
て

の
紛
争
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
党
派
と
フ
ェ
ー
デ
、

紛
争
一
般
と
を
、
「
人
的
結
合
の
問
題
が
、
前
港
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
扁

こ
と
に
注
目
し
て
結
び
付
け
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ェ
ー
デ
を
実
践
す
る
貴
族

た
ち
が
取
り
結
ぶ
同
盟
的
関
係
も
、
グ
ェ
ル
フ
ィ
・
ギ
ベ
ッ
リ
ー
こ
と
い
っ

た
党
派
も
、
流
動
的
で
常
に
再
定
義
さ
れ
る
人
的
結
合
関
係
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
流
動
的
人
的
結
合
関
係
の
生
産
と
再
生
産
が
秩
序
を
維
持
し
た
り
変

容
さ
せ
た
り
し
、
ド
イ
ツ
で
は
領
邦
形
成
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
人
的
結
合
と
紛
争
解
決
を
結
び
付
け
る
理
解
は
、
地
域
社
会
と
紛
争
・

紛
争
解
決
を
結
び
付
け
る
ギ
ア
リ
や
ホ
ワ
イ
ト
の
研
究
と
も
共
鳴
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
著
者
は
近
年
の
紛
争
史
研
究
の
大
前
提
で
あ
る
「
紛

争
状
態
は
無
秩
序
と
同
義
で
は
な
い
」
と
い
う
視
点
を
確
認
し
て
い
る
。
こ

の
視
点
が
さ
ら
に
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
党
派
研
究
の
最
近
の
到
達
点
で
あ

る
「
党
派
が
秩
序
を
構
成
す
る
役
割
」
と
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

党
派
や
小
党
派
と
計
っ
た
在
地
の
人
的
結
合
か
ら
平
和
が
創
出
さ
れ
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
追
求
す
る
本
書
の
論
証
の
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
枠
組
み

を
前
提
に
し
て
い
る
と
装
え
よ
う
。

　
し
か
し
グ
ェ
ル
フ
イ
・
ギ
ベ
ッ
リ
ー
二
抗
争
の
実
態
は
、
在
地
的
な
紛
争

と
平
和
の
実
践
が
、
そ
れ
の
み
で
は
広
域
秩
序
に
至
ら
な
い
、
つ
ま
り
上
記

の
枠
組
み
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
、
十
分
理
解
で
き
な
い
要
素
が
、
本
書
が

対
象
に
し
た
世
界
に
は
あ
る
と
言
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う



評
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聞

か
。
ま
ず
、
本
書
が
自
覚
的
に
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
、
在
地
の
紛
争
は
党

派
を
通
じ
て
国
家
中
央
と
の
回
路
を
開
い
て
い
る
。
こ
れ
は
紛
争
史
と
国
制

史
と
の
接
合
で
あ
り
、
本
書
が
フ
ェ
ー
デ
論
や
日
本
の
中
世
史
研
究
か
ら
豊

か
な
考
察
の
糧
を
得
て
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
ー
カ
ル
社
会
を
対
象

と
し
た
紛
争
史
研
究
を
乗
り
越
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
た
だ
本

章
で
は
、
小
党
派
の
存
在
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
上
か
ら
の
平
和
は
十
分
機

能
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
こ
で
「
フ
ァ
ラ
山
の
平
和
漏
の
よ
う
な
下
か
ら
の

動
き
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
経
て
党
派
が
変
貌
し
て
い
く
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
平
和
形
成
と
し
て

の
紛
争
」
や
「
秩
序
の
担
い
手
と
し
て
の
党
派
扁
と
い
う
近
年
の
研
究
が
指

摘
し
て
き
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
も
っ
と
も
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
し
、
確
か
に
説
得
力
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー

は
、
近
年
の
フ
ェ
ー
デ
研
究
や
党
派
研
究
に
多
分
に
影
響
さ
れ
た
ス
ト
ー

リ
ー
で
あ
っ
て
、
史
料
が
語
る
現
実
は
も
う
少
し
別
の
可
能
性
も
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
フ
ァ
ラ
山
の
平
和
」
は
、
本
書
で
指
摘
さ
れ
る
「
白
衣
」
や
「
神
の
権

威
」
と
い
う
雷
葉
が
示
す
よ
う
に
、
ビ
ア
ン
キ
と
呼
ば
れ
る
宗
教
社
会
運
動

が
ベ
ル
ガ
モ
を
通
過
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
聖
職
者
や
修
道
士
、
神

学
教
授
、
法
学
者
な
ど
の
参
加
人
物
を
眺
め
る
と
、
超
地
域
的
な
、
そ
し
て

党
派
と
は
異
な
る
外
部
世
界
と
の
接
触
を
通
じ
た
運
動
の
到
来
に
よ
っ
て
、

こ
の
「
フ
ァ
ラ
山
の
平
和
」
が
始
ま
っ
た
と
の
印
象
を
受
け
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
こ
に
呼
応
す
る
各
小
集
団
の
結
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
こ

こ
に
は
フ
ェ
ー
デ
論
や
フ
ラ
ン
ス
中
世
社
会
を
舞
台
と
す
る
紛
争
解
決
と
は

異
な
る
論
理
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
後
二
者
は
紛
争
当
事
者
と
そ
れ

を
と
り
ま
く
人
的
結
合
関
係
（
親
族
、
地
縁
、
朋
友
、
封
建
関
係
、
寄
進
な

ど
）
が
生
み
出
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
紛
争
解
決
を
促
す
と
い
う
説
明
で
あ
る
。

し
か
し
ビ
ア
ン
キ
の
場
合
、
紛
争
解
決
を
促
す
の
は
、
こ
の
よ
う
人
的
結
合

関
係
と
は
次
光
の
異
な
る
説
教
師
や
法
律
家
の
話
、
そ
し
て
そ
れ
に
共
感
し
、

白
衣
を
ま
と
う
人
々
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
専
門
外
の
評
者
に
、
ビ
ア
ン
キ

運
動
の
正
し
い
評
価
は
無
理
だ
が
、
～
三
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
年
代
記
に

よ
る
と
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
和
平
に
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
と

ド
ミ
ニ
コ
会
が
登
場
す
る
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
教
皇
そ
の
他
に
働

き
か
け
て
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
捕
虜
交
換
を
準
備
し
た
の
で

　
③

あ
る
。
仲
裁
が
紛
争
当
事
者
を
取
り
巻
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
で
は
な
く
、

も
っ
と
広
い
世
界
と
接
点
を
持
ち
つ
っ
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
こ
ろ
に
、
こ
の
時
代
の
イ
タ
リ
ア
の
特
徴
、
既
存
の
紛
争
史
の
枠
組
み
に

は
な
い
重
要
な
紛
争
解
決
の
回
路
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
巳
常
的
経
済
活
動
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
は
党
派
の
相
対
化

を
促
し
た
要
因
と
し
て
日
常
的
経
済
活
動
、
そ
れ
が
と
り
む
す
ぶ
党
派
に
よ

ら
な
い
、
地
縁
的
結
合
関
係
の
浮
上
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
党
派
的
人
間
関

係
が
先
か
、
経
済
活
動
に
よ
る
党
派
に
よ
ら
な
い
在
地
的
な
人
間
関
係
が
先

か
、
と
い
う
の
は
第
六
章
の
分
析
だ
け
で
は
、
は
っ
き
り
せ
ず
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
も
う
少
し
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
党
派
と
日
常
的
経
済
活

動
は
も
ち
ろ
ん
関
係
し
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
本
書
で
語
ら
れ
る
党
派
の
経

済
活
動
と
は
、
主
に
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
で
あ
る
。
ま
た
グ
ェ
ル
フ
イ
・
ギ

ベ
ッ
リ
ー
二
を
主
体
と
す
る
党
派
争
い
は
、
む
し
ろ
在
地
的
協
力
関
係
が
拡

大
し
て
、
放
火
や
殺
裁
、
略
奪
の
応
酬
に
至
る
側
面
の
方
が
目
立
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
じ
っ
さ
い
党
派
が
主
体
と
な
っ
て
休
戦
条
約

を
む
す
ん
で
い
る
よ
う
な
例
や
党
派
内
の
紛
争
解
決
の
例
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
、
平
和
は
む
し
ろ
、
党
派
的
な
紛
争
・
平
和
の
論
理
と
は
別
の
と
こ
ろ
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で
進
展
す
る
経
済
活
動
（
ド
イ
ツ
商
人
の
存
在
な
ど
）
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ

た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
紛
争
史
研
究
、
フ
ェ
ー

デ
論
は
紛
争
そ
の
も
の
に
秩
序
形
成
能
力
を
認
め
、
そ
れ
を
踏
襲
し
て
本
書

も
「
政
治
主
体
と
し
て
の
党
派
が
、
紛
争
と
平
和
を
実
践
的
に
繰
り
か
え
す

中
で
、
秩
序
が
変
容
し
て
い
く
」
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

経
済
活
動
の
展
開
に
も
と
つ
く
党
派
の
相
対
化
や
、
終
章
で
触
れ
ら
れ
て
い

る
国
際
商
業
に
連
な
る
ベ
ル
ガ
モ
の
姿
と
い
う
の
は
、
こ
の
見
通
し
を
裏
切

っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
本
書
の
実
証
部
分
は
、
紛
争
史
研
究
・
フ
ェ
ー
デ
論

か
ら
平
和
や
秩
序
変
容
を
導
き
出
す
こ
と
の
、
少
な
く
と
も
北
イ
タ
リ
ア
的

現
実
に
お
け
る
限
界
を
示
し
て
い
る
と
い
え
ぱ
、
乱
暴
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

　
本
書
は
知
的
営
為
と
し
て
は
、
紛
争
史
研
究
の
動
向
に
悼
さ
し
、
類
似
点

を
見
い
だ
す
方
向
に
傾
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
が
、
紛
争
史
・
フ
ェ
ー
デ

論
が
対
象
と
し
て
き
た
世
界
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
商
工
業
が
重
要
な
意
味
を

持
つ
社
会
、
ま
た
托
鉢
修
道
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
開
か
れ
た
販
路
を
持
つ
社

会
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
差
異
に
着
目
し
て
既
存
の
動
向
を
打
ち
破
っ
て
い

く
可
能
性
を
探
る
方
向
も
あ
り
得
よ
う
。

（
三
）

　
最
後
に
三
点
目
と
し
て
紛
争
と
平
和
の
実
践
を
経
て
、
あ
ら
た
な
広
域
秩

序
へ
と
開
か
れ
て
い
く
、
近
世
ベ
ル
ガ
モ
の
姿
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
本

書
は
留
頭
で
、
「
イ
タ
リ
ア
を
対
象
に
、
国
家
ま
た
は
国
家
的
な
も
の
を
歴

史
的
に
論
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ポ
ス
ト
国
民
国
家
の
国
家
史
と
い
う
も
の

が
、
い
か
な
る
視
角
を
持
ち
う
る
の
か
を
示
し
う
る
希
有
な
事
例
に
挑
む
と

言
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
冒
頭
や
タ
イ
ト
ル
に
「
国

家
的
な
る
も
の
」
を
論
じ
る
と
い
う
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
割
に
は
、
終

章
の
展
望
で
は
、
國
家
は
遠
景
に
退
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
ベ

ル
ガ
モ
独
自
の
事
情
に
も
よ
る
。
ベ
ル
ガ
モ
は
地
域
国
家
が
よ
り
安
定
し
た

シ
ス
テ
ム
へ
と
移
行
す
る
肝
心
の
一
五
世
紀
初
め
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
へ
と

移
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
時
期
に
や
は
り
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

も
地
域
国
家
化
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
本
書
を
国
制
史
的
に
完
結
さ
せ
る

な
ら
、
む
し
ろ
展
望
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
国
家
の
元
で
ベ
ル
ガ
モ
が
ど
の
よ
う

な
新
し
い
在
地
的
秩
序
と
国
家
の
関
係
を
取
り
結
ん
だ
か
を
論
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ジ
ェ
ン
テ
イ
ー
レ
は
地
域
国
家
を
複
合
国

家
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
な
お
複
合
国
家
モ
デ
ル
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

族
や
党
派
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
マ
ン
ノ
ー
リ

は
、
地
域
国
家
を
、
一
八
世
紀
に
生
ま
れ
る
近
代
國
家
の
前
史
で
は
な
く
、

問
一
政
治
空
間
に
多
様
な
主
体
の
共
存
を
保
証
す
る
こ
と
を
本
質
的
目
的
と

す
る
す
で
に
成
熟
し
た
国
家
と
考
え
る
こ
と
で
、
従
来
の
國
家
概
念
を
相
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

化
す
る
可
能
性
を
提
唱
し
た
。
こ
の
よ
う
な
地
域
国
家
の
実
証
研
究
を
経
て

提
出
さ
れ
て
き
た
近
世
的
国
家
秩
序
の
モ
デ
ル
と
本
書
の
検
討
結
果
が
ど
の

よ
う
に
関
係
す
る
の
か
を
示
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
冒
頭
の
問
い
に
よ
り
よ
く

答
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
本
書
が
国
制
更
的
に
完
結
せ
ず
、
経
済
史
家
の
論
文
に
依
拠
す
る

形
で
（
パ
オ
ラ
・
ラ
ナ
ー
ロ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
経
営
単
三
で
経
済
史
を

教
え
る
教
授
で
あ
る
）
展
望
を
ま
と
め
た
こ
と
は
、
か
え
っ
て
本
書
の
議
論

が
国
制
史
や
紛
争
史
の
枠
組
み
に
収
ま
ら
ず
、
開
か
れ
た
議
論
を
提
示
し
て

い
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
終
章
は
す
で

に
述
べ
た
、
申
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
、
イ
タ
リ
ア
社
会
の
持
つ
開
放
性
、

国
家
や
在
地
に
限
定
さ
れ
な
い
、
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
、
む
し

ろ
前
面
に
出
し
肯
定
的
に
評
価
す
る
よ
う
な
展
望
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
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る
。　

結
局
の
と
こ
ろ
、
本
書
は
非
常
に
真
塾
に
対
象
に
挑
み
、
マ
ク
ロ
な
問
題

意
識
と
ミ
ク
ロ
な
現
実
を
接
合
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
、
密
度
の
濃
い
良
書

で
あ
る
。
多
く
の
知
的
刺
激
と
学
界
が
共
有
で
き
る
財
産
を
与
え
て
く
れ
た

著
者
に
感
謝
し
つ
つ
、
書
評
の
ま
と
め
と
し
た
い
。
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