
臼
政
策
に
対
応
す
る
臼
本
の
国
内
の
歴
史
的
条
件
と

の
金
体
的
な
把
握
も
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
以
上
の
結
論
は
、
わ
れ
わ
れ
後
進

．
が
正
し
く
継
承
し
発
展
せ
し
む
べ
ぎ
学
問
的
遺
産
で

あ
る
。

　
こ
の
結
論
に
対
し
て
三
以
下
二
に
至
る
露
礁
の

論
文
は
、
い
わ
ば
そ
の
前
提
と
な
る
べ
き
各
論
で
あ

る
◎
著
瀞
着
が
フ
ラ
ン
ス
。
イ
ギ
リ
ス
！
・
な
ど
で
蒐
億
擢
さ

れ
た
史
料
及
び
国
内
史
料
が
縦
横
に
駆
使
さ
れ
て
、

誠
実
な
論
理
に
基
づ
く
考
証
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
三
「
外
国
公
使
の
江
戸
退
去
問
題
」
は
ヒ
ユ
ー

ス
ケ
ン
熱
殺
事
件
を
中
・
’
0
と
し
て
、
武
士
の
排
外
運

動
は
そ
の
根
が
浅
く
貿
易
は
順
調
に
発
展
し
て
い
た

こ
と
を
論
証
し
、
　
四
「
生
菱
事
件
の
一
考
察
」
は

英
国
公
使
及
び
政
府
の
協
調
的
な
対
日
外
交
方
針
を

考
証
し
、
五
「
下
関
砲
撃
に
対
す
る
英
仏
米
蘭
四
国

公
使
の
聯
盟
」
六
「
下
関
事
件
に
対
す
る
英
仏
両
国

の
態
度
」
七
「
英
仏
一
重
四
国
公
使
の
兵
庫
沖
進
出

の
事
情
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
つ
い
て
英
仏
な

ど
の
史
料
を
擾
引
し
な
が
ら
、
そ
の
本
質
を
究
明

し
、
入
「
仏
向
ツ
公
使
レ
オ
ン
・
ロ
ヅ
シ
ュ
の
．
政
策
及

び
行
動
」
九
「
徳
川
昭
武
の
渡
欧
と
臼
仏
英
三
国
の

㎝
関
係
」
一
〇
「
メ
ル
メ
・
デ
・
カ
シ
ョ
ン
」
一
一
「
幕

府
の
仏
国
軍
事
二
宮
の
招
聰
」
も
、
同
じ
く
内
外
の

史
料
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
対
日
政
策
、
及
び
そ
れ

に
対
応
す
る
幕
府
の
絶
対
・
王
義
化
の
努
力
、
例
え
ば

暴
露
賀
製
鉄
所
の
建
設
や
軍
制
藍
革
な
ど
の
問
題
を

詳
細
…
に
説
い
て
い
る
。

　
最
後
の
一
二
「
ア
イ
ヌ
墳
墓
発
掘
事
件
」
は
慶
応

元
年
函
館
の
英
国
領
纂
館
関
係
者
が
ア
イ
ヌ
八
人
骨

を
盗
掘
し
て
本
国
に
送
っ
た
事
件
を
述
べ
た
も
の

で
、
領
事
館
員
が
広
本
に
示
し
た
植
臨
地
に
対
す
る

如
き
行
動
、
岬
央
本
国
及
び
公
使
の
妥
協
働
的
態
度
、
ア

イ
ヌ
部
落
の
憤
激
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
幕
府
の
強

硬
な
抗
議
、
こ
れ
ら
の
対
抗
関
係
が
描
か
れ
て
、
当

時
の
日
本
の
国
際
的
環
境
の
問
題
に
つ
い
て
も
極
め

て
暗
添
酌
で
あ
る
。

　
以
上
そ
れ
ぞ
れ
の
機
会
に
発
表
さ
れ
た
十
二
篇
の

論
著
を
通
読
し
て
み
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
か

な
り
叙
述
の
重
複
が
目
立
つ
。
し
か
し
取
扱
わ
れ
て

い
る
席
題
は
、
い
ず
れ
も
幕
末
の
外
交
に
関
す
る
重

要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
発
表
当
時
そ
の
テ
ー
望
に
つ

い
て
最
高
水
準
を
示
し
た
労
作
で
あ
る
。
も
し
読
者

が
幕
末
の
国
際
的
契
機
の
統
合
さ
れ
た
歴
史
的
条
件

に
つ
い
イ
、
の
解
警
を
本
書
に
求
め
る
な
ら
ば
、
或
は

失
望
す
る
か
も
濁
れ
な
い
。
ま
た
貿
易
開
始
に
対
応

す
る
国
内
産
業
の
変
質
を
研
究
し
維
薪
変
革
の
運
動

を
理
論
づ
け
よ
う
と
す
る
続
者
も
、
同
じ
く
失
望
す

る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
続
考
み
ず
か

ら
に
負
わ
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
本
書
は
こ
れ
ら
の

課
題
へ
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
著
者

が
昭
和
二
i
四
年
の
欧
米
留
学
中
に
蒐
集
さ
れ
た
史

料
が
、
主
と
し
て
本
書
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
著
者
が
晩
年
こ
れ
ら
の
史
料
を
整
理
し

て
、
一
層
体
系
的
な
外
交
輿
の
大
著
を
ほ
ぼ
脱
稿
さ

れ
て
い
た
に
も
狗
ら
ず
、
昭
和
一
、
一
十
年
五
月
の
戦
災

で
こ
れ
ら
総
て
を
焼
失
さ
れ
た
こ
と
は
、
学
界
の
為

に
竜
誠
に
残
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
書
は
著
書
の
残

さ
れ
た
業
績
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
氷
山
の
一
角
で

あ
る
。
　
　
（
宝
文
館
刊
、
三
九
六
頁
八
O
O
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
時
野
谷
勝
一

藤
国
五
郎
著

　
封
建
社
会
の
展
開
過
程

　
　
－
日
本
に
お
け
る
豪
農
の
史
的
構
造
一

　
私
た
ち
が
、
藤
田
五
郎
と
い
う
名
前
を
知
っ
た
の

は
、
戦
後
ま
も
な
く
発
表
さ
れ
た
「
日
本
近
代
産
業

の
生
成
」
（
日
本
評
論
社
）
と
い
う
り
つ
ば
な
書
物

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
も
「
歴
史
学
研

八
五
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究
」
な
ど
に
の
っ
た
論
交
が
あ
っ
た
。
が
、
氏
は
こ
の

著
譲
で
は
な
や
か
に
掌
界
に
登
場
し
た
．
、
こ
の
「
生

湯
」
は
、
江
戸
時
代
の
農
村
の
豊
富
な
例
証
と
分
析

と
に
狂
え
る
に
、
そ
の
間
題
点
の
年
越
が
比
較
的
平

易
に
ま
と
め
ら
れ
て
あ
っ
た
た
め
、
多
く
の
研
究
者

の
発
…
署
を
容
易
に
し
、
幕
末
維
薪
の
発
展
段
階
を
め

ぐ
る
論
争
の
新
し
い
焦
点
と
な
っ
た
。

　
そ
れ
以
来
、
氏
は
践
本
的
な
近
代
化
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
豪
農
マ
ニ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
解
明
の
た
め

に
、
諸
雑
誌
に
労
作
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
　
「
近

枇
農
政
史
論
し
　
（
お
茶
の
永
嘗
房
）
「
近
批
封
建
社

会
の
構
造
」
　
（
同
上
）
と
つ
ぎ
つ
ぎ
好
転
を
世
に
送

り
出
し
た
．
、
そ
の
中
で
、
氏
の
分
析
は
ま
す
ま
す
精

緻
と
な
り
、
豪
農
マ
ニ
ュ
と
い
5
氏
独
自
の
見
解
は

い
よ
い
よ
強
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
未
熟
な

私
た
ち
は
、
氏
の
正
確
を
期
せ
ん
が
た
の
め
悔
歪
な

文
章
と
執
働
な
く
ら
い
旺
盛
な
探
求
心
に
、
な
か
ば

は
げ
ま
さ
れ
、
な
か
ば
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら

の
論
著
の
公
表
を
待
ち
も
う
け
た
。
な
か
ん
ず
く
、

金
津
の
幕
内
村
佐
瀬
家
を
色
心
に
し
て
展
開
さ
れ
る

疑
の
思
索
の
強
靱
さ
に
は
、
大
い
に
教
え
ら
れ
か
つ

勇
気
を
あ
た
え
ら
れ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
涼
つ
ま
り
、
鼠
本
の
ど
の
地
点
を
と
り
あ
げ
て

も
、
溝
本
社
会
の
構
造
と
民
衆
の
歴
史
を
組
み
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
5
、
ま
た
、
そ
れ
を
豊
富
か

つ
頂
相
緻
に
追
求
し
・
り
る
と
い
・
り
可
能
一
構
一
へ
の
晶
賑
信
一
と

い
え
る
で
あ
ろ
・
う
か
。

　
い
ま
こ
の
藤
田
氏
の
忽
然
た
る
瀧
去
に
あ
い
、
そ

の
遺
著
「
封
建
社
会
の
展
開
過
程
」
（
有
斐
閣
）
を

読
ん
で
、
氏
が
必
死
の
決
意
と
な
み
な
み
な
ら
ぬ
努

力
を
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
3
6
か
ら

の
潔
い
尊
敬
の
念
を
は
ら
わ
ず
に
ゆ
．
仲
い
ら
れ
な
い
．
．

氏
の
才
能
と
努
力
が
、
こ
の
「
過
程
」
に
あ
ま
す
と

こ
ろ
な
く
結
集
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
氏
は
こ
こ
で
は
才
能
と
努
力
を

こ
え
た
分
析
を
展
更
し
て
い
る
と
さ
え
み
え
る
。
氏

の
逝
去
を
惜
し
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
．
．
そ
し
て
、

そ
れ
と
岡
時
に
私
は
、
こ
れ
だ
け
の
労
作
を
可
能
な

ら
し
め
た
氏
の
夫
入
の
、
膏
後
に
あ
る
功
を
」
も
看
逃

す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
．
．
こ
れ
は
通
り
一
ぺ

ん
の
言
葉
な
の
で
は
な
い
．
、
言
葉
の
修
辞
よ
り
も
、

日
本
の
研
究
者
と
そ
の
家
庭
が
お
か
れ
て
い
る
現
状

の
問
題
に
開
連
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
に
ふ

れ
ろ
重
版
…
が
な
い
が
、
こ
の
こ
と
が
日
本
の
歴
史
掌
。

経
済
掌
の
前
進
の
た
め
の
電
話
な
環
で
お
る
こ
と
だ

け
窟
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
5
．
，
氏
の
遡
玄

八
六

を
煽
浩
す
る
が
故
に
、
私
に
は
こ
れ
だ
け
の
前
蹴
は

ぜ
ひ
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
．
、

　
あ
た
え
ら
れ
た
少
い
紙
面
で
「
封
建
社
会
の
展
開

、過

�
ｵ
を
紹
介
す
る
の
は
、
率
直
に
い
っ
て
む
つ
か

し
い
．
、
そ
れ
だ
け
知
事
に
広
汎
に
、
闘
題
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
太
畢
冨
の
臼
次
に
眼
を
通
し
た
だ
け
で
も

　
第
一
章
　
土
一
揆
と
百
姓
一
揆
…
i
政
治
過
程

　
簗
一
一
出
早
　
撰
銭
禁
制
と
貨
幣
改
慢
心
…
…
一
流
通
過
程

　
第
三
章
質
物
奉
公
と
年
季
奉
公
…
一
聯
産
過
程

と
な
っ
て
い
て
、
課
題
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る

こ
と
、
そ
れ
ら
が
統
一
的
に
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
藤
田
氏
と
い
え
ば
、
幕
内
村

と
い
う
印
象
は
、
こ
こ
で
完
全
に
裏
切
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
歴
た
同
時
に
、
氏
が
幕
内
村
で
あ
れ
だ
け
の

労
作
を
積
み
重
ね
た
理
由
が
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
理

解
も
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
著
述
が
、
氏
自
身
も

大
い
に
自
負
さ
れ
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
憶
、
そ
の

「
は
し
が
き
」
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
る
し
、
非
力

な
私
が
読
み
返
し
て
も
、
真
に
氏
の
遺
著
た
る
に
ふ

さ
わ
し
い
こ
と
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
わ
か
る
か

ら
で
あ
る
。

　
そ
の
「
は
し
が
き
」
は
、
こ
の
毒
忌
の
統
一
的
な

視
角
を
要
約
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
．
な
く
そ
れ
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は
、
近
代
日
本
の
起
点
と
な
っ
た
「
明
治
維
新
」
と

は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
．
る
。
こ
の
解
明

の
た
め
、
氏
は
次
の
四
点
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
e
国
際
的
契
機
は
重
要
だ
が
や
は
り
、
臼
本

社
会
の
落
穂
纈
泓
廻
が
は
っ
き
り
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
⇔
こ
の
内
部
構
造
が
「
豪
製
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ

チ
ユ
ア
段
階
」
で
あ
る
と
い
っ
た
段
階
規
定
論
的
解

答
は
否
定
す
る
。
㊨
し
か
し
、
豪
農
の
歴
史
的
位

置
・
構
造
及
び
そ
の
役
割
は
、
さ
ら
に
重
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
㈱
そ
の
上
で
、
段
階
論
を
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
別
個
の
薪
し
い
方

法
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
5
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け

み
れ
ば
、
き
わ
め
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
問
題
提
起

で
、
直
接
私
の
前
置
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
氏
が
な
ぜ
段
階
論
的
解
答
を
否
定
し
た

の
か
、
京
た
氏
の
い
う
「
別
個
の
薪
し
い
方
法
」
が

い
か
に
展
開
さ
れ
る
か
。
こ
れ
ら
が
、
本
論
二
章
に

わ
た
る
農
昆
一
揆
・
貨
幣
政
策
・
労
働
力
の
存
在
形

態
の
分
析
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
個
々
に
わ
た
っ

て
、
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

が
、
そ
れ
は
私
の
能
力
以
上
の
こ
と
に
属
し
て
い

る
。
た
だ
本
書
の
特
色
と
し
て
、
私
は
次
の
三
点
を

摺
磨
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。
全
体
と
し
て
な
が

轡

評

め
た
場
合
、
〇
一
五
、
六
世
紀
の
土
一
揆
と
一
七
、

八
世
紀
の
百
姓
一
揆
の
比
較
と
い
っ
た
、
政
治
過
程

か
ら
そ
の
分
析
が
は
じ
め
ら
れ
頴
い
る
こ
と
。
⇔
そ

う
し
た
政
治
過
程
が
特
色
づ
け
ら
れ
る
貨
幣
経
済
の

あ
り
方
一
土
一
揆
と
撰
銭
禁
制
。
百
姓
一
志
と
請

雨
改
悪
と
い
っ
た
栢
互
関
連
と
比
較
に
お
い
て
、
溌

通
過
程
が
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
⇔
こ
の
涜
通
過

程
に
閥
与
す
る
農
民
の
歴
史
的
存
在
形
態
が
、
質
物

奉
公
と
年
季
奉
公
の
問
題
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
　
で
あ
る
。
　
と
い
え
ば
、
　
た
ん
に
章
を
追
っ
た

に
す
ぎ
ぬ
こ
と
に
な
る
が
、
く
り
か
え
せ
ば
、
政
治

過
程
か
ら
分
析
さ
れ
、
大
胆
な
比
較
と
関
連
が
追
求

さ
れ
、
最
後
に
直
接
生
産
者
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て

き
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
ら
。
さ
ら
に
も
5
一
点
つ
け

加
え
る
な
ら
、
き
わ
め
て
精
力
酌
に
ア
カ
デ
ミ
ヅ
ク

な
学
問
遺
産
が
5
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
も
、
藤
田

氏
な
ら
で
は
の
本
勲
目
の
特
色
と
さ
れ
よ
5
。
と
く

に
、
貨
幣
政
策
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
第
コ
章
な
ど
、

小
葉
田
淳
教
授
の
「
臼
本
貨
幣
洗
通
史
」
そ
の
他
の

賀
幣
史
の
労
作
が
豊
富
に
駆
使
さ
れ
て
い
て
、
最
も

興
昧
を
よ
ぶ
個
所
で
あ
る
。

　
だ
が
、
氏
は
そ
う
し
た
数
々
の
特
色
を
あ
げ
る
だ

け
で
は
、
満
足
で
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
が
当
面
意

識
も
て
い
た
の
は
、
幕
末
維
新
の
生
熊
力
を
に
な
っ

た
「
豪
農
」
で
あ
る
．
．
」
奪
肯
の
副
題
も
そ
の
こ
と
を

う
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
読

．
後
感
に
、
な
ぜ
か
コ
隷
農
」
の
印
象
の
薄
一
か
つ
た
の

は
、
い
か
が
し
た
も
の
で
あ
ろ
5
か
。
問
題
が
複
雑

に
構
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
か
。
全
章
の
統
一
的
叙
述

が
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
5
か
。

い
や
決
し
て
そ
う
で
は
な
さ
そ
弓
で
あ
る
。

　
氏
の
意
図
し
た
中
吊
地
帯
の
藻
農
の
「
生
塵
力
的

性
格
」
を
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
り
高
度
な
政

治
史
の
素
材
を
分
析
す
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
問

題
は
多
罪
に
わ
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
し
か

も
、
こ
れ
を
統
一
的
に
と
ら
え
よ
5
と
す
れ
ば
、
豪

農
を
構
造
論
的
な
抽
象
的
範
畷
と
し
て
で
は
な
く
、

働
く
農
民
の
成
長
遜
展
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
と
し

て
、
具
体
麟
に
と
ら
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
事
実
は
か
く
、
氏
が
意
識
し
た
豪
農
の
課

題
を
こ
え
て
、
氏
の
業
蹟
は
お
し
す
す
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
点
こ
そ
、
氏
に
反
映
し
た
ぎ
り
ぎ
り
の
現

実
の
要
請
な
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
5
か
。

　
だ
か
ら
、
私
は
こ
の
遺
著
を
次
の
よ
う
に
読
み
と

ら
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
、
、
す
な
わ
ち
、
政
治
史
の

　
一
定
時
期
一
封
建
社
会
に
お
い
て
、
諸
階
級
の
い
ず

八
七
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回

れ
の
間
に
、
現
実
の
対
抗
髭
篭
が
具
体
佑
さ
れ
る
か

と
い
弓
民
衆
の
斗
争
組
織
の
問
題
は
、
ま
さ
し
く
流

通
過
程
σ
あ
り
方
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
だ
が
こ

の
感
通
過
程
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
結
局
民
衆
の

そ
れ
へ
の
参
加
の
仕
方
、
す
な
わ
ち
畏
衆
の
生
長
の

程
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
幕
宋
維
薪
の
申

聞
地
帯
の
忌
寸
は
い
わ
ば
そ
の
歴
史
的
な
環
を
な
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
分
析
の
順
序

に
従
っ
て
で
あ
っ
て
、
表
題
ど
お
り
「
展
開
過
程
」

と
な
る
た
め
に
は
、
問
題
を
逆
に
追
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。

　
あ
る
い
は
こ
れ
は
、
歴
史
家
の
希
望
的
な
読
み
方

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
希
望
的
な
の
で
は

な
く
、
氏
が
私
た
ち
に
遺
し
て
い
っ
た
課
題
な
の
で

あ
ろ
5
と
思
・
つ
。
だ
か
ら
歴
史
家
が
「
展
開
過
程
」

を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
幕
末
維
新

を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
幕
末
維
新

の
畿
内
や
辺
境
地
帯
の
分
析
を
、
お
こ
た
っ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
予
定
の
紙
面
も
こ
え
た
の
で
、
非
礼
を
詑

び
氏
の
冥
福
を
祈
っ
て
、
つ
た
な
い
紹
介
を
お
わ
ろ

う
。
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時
代
区
分
の
仕
方
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
古

代
・
申
糧
・
近
代
（
あ
る
い
は
近
世
）
と
分
け
る
、

い
わ
ゆ
る
三
時
代
区
分
法
は
、
今
日
で
も
ひ
ろ
く
、

ほ
と
ん
ど
無
批
判
に
用
い
ら
れ
て
い
る
最
も
通
俗
的

便
宜
的
な
歴
史
の
区
分
法
で
あ
る
。
あ
る
場
合
に

は
、
時
代
区
分
を
こ
え
た
何
か
動
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
客
観
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
5
に
、
古
代
的

と
か
、
中
世
的
と
か
の
レ
ッ
テ
ル
が
は
ら
れ
て
、
歴

史
事
実
が
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
・
つ
。
し
か
し

こ
の
よ
5
な
不
等
の
枠
の
中
に
歴
輿
を
は
め
こ
む
こ

と
が
、
果
し
て
歴
史
を
、
歴
史
的
箏
実
を
真
に
捉
ら

え
る
道
で
あ
ろ
5
か
。

　
こ
の
よ
5
な
歴
史
の
一
瓢
分
法
が
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代

の
ヨ
ー
嶽
ッ
パ
に
発
生
し
、
十
七
世
紀
末
か
ら
一
般
．

に
広
く
周
い
ら
れ
る
よ
弓
に
な
っ
た
こ
と
、
霞
た
こ

の
区
分
法
に
対
す
る
反
省
や
造
機
が
今
日
試
み
ら
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
知
る
人
も
す
く
な
く
な
い
が
、

こ
の
問
題
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
歴
史
家
は
、
わ
が

国
で
は
余
り
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
三

八
八

画
面
区
分
法
に
対
す
る
反
省
は
、
た
ん
に
歴
史
哲
学

の
問
題
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す

　
　
　
も
　
　
や
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も

ぐ
れ
て
歴
史
家
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
歴
史
家
で
あ
り

な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
全
体
構
造
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
反
省
す
る
こ
と
な
く
、
無
批
判
に
三

区
分
法
的
構
成
に
立
脚
し
て
、
い
た
ず
ら
に
、
些
細

な
事
実
に
の
み
し
が
み
つ
い
て
、
巨
視
的
態
度
で
考

察
し
な
い
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
研
究
し
な
が

ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
で
あ
る
か
が
分
っ
て
い
な

い
、
い
な
そ
れ
を
考
え
も
し
な
い
歴
史
家
が
多
い
。

事
実
の
精
緻
な
研
究
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
全
体
の
流

れ
の
申
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
と
き
、
歴
史
研
究
と

し
て
は
意
義
を
も
た
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
ラ
ン
ケ

の
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
三
時
代
区
分
法
の
問
題
は
、
実
に
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
全
体
に
、
さ
ら
に
広
く
世
界
変
の
構
成
に
も
か

か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
国
史
や
東
洋
史
な

ど
に
も
関
連
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ハ
レ
ッ
キ

の
こ
の
書
は
、
そ
の
意
昧
で
、
多
少
の
偏
向
は
あ
る

に
せ
よ
、
わ
が
国
の
歴
史
家
た
ち
に
極
め
て
興
産
あ

る
問
題
を
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
．
、

　
著
者
ハ
レ
ッ
キ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
で
、
ク
ラ
カ
ウ
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