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帰
、
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
立
場
か
ら
日
本
古
代
史
に
多
く
の
問
題
を
提
起
さ

れ
、
し
か
も
出
版
以
来
半
年
を
経
た
本
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の

紹
介
と
批
判
が
よ
せ
ら
れ
て
い
る
。
私
な
り
の
紹
介
と
批
評
を
こ
こ
ろ
み
る
に

あ
た
っ
て
、
私
の
危
㎜
櫃
す
る
と
こ
ろ
は
、
既
に
行
わ
れ
た
批
判
と
重
複
す
る
点

の
す
く
な
く
な
い
こ
と
と
、
こ
の
す
ぐ
れ
て
体
系
的
な
し
か
も
マ
ル
ク
ス
の
著

作
に
対
す
る
検
討
か
ら
始
め
ら
れ
た
著
作
に
対
し
て
、
異
説
を
立
て
る
こ
と
が
、

君
評
と
い
う
枠
内
で
は
頗
る
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
た
。
前

者
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
対
象
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
著
し
く
異
っ
た
も

の
で
も
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
す
で
に
行
わ
れ
た
論
評
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
私
自
身
の
見
解
を
従
来
の
論
評
と
の
重
復
を
厭
わ

ず
に
行
う
こ
と
に
す
る
。
後
溝
に
つ
い
て
は
、
い
つ
れ
私
自
身
の
見
解
の
熟
す

る
時
に
別
箇
の
形
態
で
行
う
こ
と
と
し
、
こ
之
で
は
部
分
豹
な
疑
問
と
い
う
形

で
述
べ
る
に
止
め
た
い
と
思
う
。

　
本
書
の
叫
、
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
臼
本
古
代
研
究
史
に
し
め
る
位
羅
は
、
門

脇
二
二
氏
も
述
べ
ら
れ
た
如
く
（
『
写
本
史
碕
究
』
四
二
号
）
、
戦
前
の
ア
ジ
ア

的
生
産
様
式
論
争
を
中
心
と
し
た
渡
辺
義
通
・
早
事
二
郎
氏
ら
の
諸
業
績
を

第
一
期
と
し
、
渡
辺
氏
の
シ
エ
…
マ
を
更
に
具
体
的
に
発
展
さ
せ
た
石
母
田

正
・
藤
間
生
大
氏
ら
の
諸
業
績
を
第
二
期
と
し
、
安
良
城
盛
昭
氏
の
石
母
田
・

藤
聞
説
批
判
を
第
三
期
の
開
始
期
と
す
る
な
ら
ば
、
本
書
に
示
さ
れ
た
塩
沢
氏

の
見
解
は
、
従
来
の
す
べ
て
の
諸
説
を
体
系
酌
に
批
判
し
た
、
第
三
期
の
現
在
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ま
で
に
お
け
る
、
も
っ
と
も
体
系
約
な
労
作
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
も
と
め
得

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
共
同
体
を
基
本
酌
視
角
に
す
え
て
ア
ジ
ア
的
専
制

岡
蒙
の
社
会
構
成
体
と
し
て
の
諸
特
質
を
理
論
酌
に
あ
き
ら
か
に
し
、
日
本
古

代
に
そ
れ
を
実
証
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
、
も
っ
と
も
大
き
な
意
義
と
内
容

を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
右
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
て
理
論
的
な
体
系
と

問
題
提
起
を
も
つ
貴
重
な
労
作
な
の
で
あ
る
が
、
半
面
、
精
密
な
実
証
と
漸
史

実
の
発
見
を
期
待
す
る
古
代
史
家
に
若
干
の
失
望
を
与
え
る
向
の
あ
る
こ
と
も

否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
学
が
科
学
と
し
て
、
そ
の
論
理
的
な
合
法
則

性
を
追
求
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
し
、
あ
ま
り
に
も
細
分
化
さ
れ
た
実
証
的

課
題
に
埋
没
す
る
傾
向
さ
え
み
ら
れ
る
現
在
の
学
界
の
趨
勢
下
に
お
い
て
、
本

書
の
意
義
は
そ
の
欠
陥
の
ゆ
え
に
無
視
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

　
本
稿
で
は
、
塩
沢
氏
が
意
図
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
氏
の
提
起
さ
れ
た

理
論
的
課
題
、
特
に
ア
ジ
ア
的
尊
近
国
厳
の
理
論
と
日
本
古
代
に
対
す
る
そ
の

適
用
を
中
心
に
紹
介
し
、
二
・
三
の
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
て
み
た
い
と

思
う
。

圏

　
本
書
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
第
一
部
は
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
に
関
す
る

理
論
的
考
察
（
第
一
～
三
章
）
、
第
二
蔀
は
第
一
部
で
た
て
ら
れ
た
理
論
に
よ
っ

て
臼
本
史
を
分
析
さ
れ
た
部
分
（
第
四
章
）
、
第
三
部
は
家
父
長
的
奴
隷
制
の
形

成
に
つ
い
て
の
分
析
（
箪
五
章
）
で
あ
る
。
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以
下
第
一
部
の
論
点
か
ら
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
塩
沢
氏
は
、
資
本
制
以

前
の
諸
生
産
様
式
は
「
労
働
藩
と
労
働
条
件
と
の
結
合
が
必
ず
種
々
の
形
態
の

集
団
、
す
な
わ
ち
共
同
体
を
前
提
と
し
て
い
た
」
　
（
一
二
頁
）
か
ら
、
資
本
制
以

前
の
生
産
諸
様
式
は
ま
つ
煙
嵐
体
の
諸
形
態
の
中
に
そ
の
基
本
的
な
特
質
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
視
角
に
立
た
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関
す
る
マ
ル

ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
最
終
的
見
解
を
知
る
た
め
に
、
そ
の
諸
著
作
を
年
代
順

に
整
理
し
、
両
者
の
資
本
制
以
前
の
社
会
構
成
の
理
論
に
少
な
か
ら
ぬ
典
拠
を

あ
た
え
た
、
マ
ウ
ラ
ー
・
モ
ル
ガ
ン
の
著
作
に
接
し
た
時
期
に
よ
っ
て
三
つ
に

分
け
、
第
一
期
は
『
資
本
制
生
録
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
第
二
期
は
『
資
本
論
』

第
三
期
は
即
、
ヴ
ェ
ラ
ザ
ス
リ
ッ
チ
宛
の
手
紙
』
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
、
マ
ル
ク

ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
資
本
制
以
前
の
生
肝
様
式
、
特
に
共
同
体
に
関
す
る
見
解

の
発
展
を
跡
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
整
理
の
方
法
が
果
し
て
妥
当
な
方
法
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て

は
後
に
の
べ
る
が
、
氏
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
古
代
史
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
『
諸
形
態
』
の
マ
ル
ク
ス
の
学
説
史
上
の
位
階
を
明
ら
か
に
し
つ

つ
民
の
見
解
を
次
の
如
く
展
器
さ
れ
る
。
　
『
諸
形
態
』
で
考
察
さ
れ
て
い
る
共

同
体
の
一
二
つ
の
形
態
、
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
酌
、
古
典
古
代
胸
、
ゲ
ル
マ
ン
胸

の
範
麟
は
後
の
完
成
し
た
時
期
に
お
い
て
も
引
継
が
れ
て
お
り
、
こ
の
三
つ
は

論
理
的
な
聚
展
の
序
列
で
あ
る
と
同
晦
に
歴
史
的
な
継
起
的
発
展
を
意
味
し
、

歴
史
的
発
展
と
関
係
の
な
い
単
な
る
共
同
体
の
類
型
で
は
な
い
。
　
た
だ
し
、

『
諸
形
態
』
の
段
階
で
は
、
原
始
的
共
同
体
と
ア
ジ
ア
的
共
三
体
の
区
別
が
明

確
で
な
く
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
的
共
同
体
に
関
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
総
体
的
奴

隷
制
と
い
う
範
麟
も
後
の
著
作
で
は
貢
納
制
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
れ
に
よ
る

べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
か

ら
細
岡
体
と
社
会
構
蔵
町
と
の
関
係
を
次
の
如
く
定
式
化
さ
れ
る
。
ア
ジ
ア
的

・
古
典
古
代
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
の
三
共
同
体
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ア

ジ
ア
的
・
古
代
的
・
封
建
駒
生
産
様
式
が
威
姦
し
、
剰
余
労
働
の
此
迄
嚢
と
し

て
は
、
ア
ジ
ア
酌
専
捌
国
家
・
奴
隷
所
有
者
・
封
建
心
霊
が
、
剰
余
労
働
の
収

取
の
形
態
と
し
て
は
、
貢
納
制
・
奴
隷
調
・
縫
奴
制
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
本
書
で
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
ア
ジ
ア
酌
共
同
体
を
基

礎
と
す
る
社
会
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
ア
ジ
ア
的
共
鋼
体
は
そ
の
前
段
階
の
原
始
共
同
体
と
は
、
内
締
に
家
族
が
分

立
し
、
家
屋
と
庭
園
と
労
働
要
具
と
が
そ
の
私
有
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
家
族
に
よ

る
分
割
耕
作
及
び
生
詰
物
の
占
有
の
行
わ
れ
て
い
る
点
で
こ
と
な
っ
て
い
る
が
、

耕
地
が
共
同
体
に
よ
る
共
有
で
あ
る
こ
と
、
開
墾
・
灌
概
・
共
岡
耕
作
な
ど
に

お
け
る
共
同
労
働
が
根
強
く
残
存
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
共
同
所
有
・
共
同

労
働
を
通
じ
て
の
み
個
人
の
生
産
が
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
働
人
は
共
同
体

に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
、
共
同
体
に
対
し
て
自
立
的
で
は
あ
り
得
な
い
。

　
ア
ジ
ア
的
専
制
商
家
は
共
同
体
に
よ
る
共
同
体
の
支
配
と
し
て
現
わ
れ
、
専

制
齎
主
は
多
く
の
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
上
に
結
合
的
統
一
体
と
し
て
習
え
立
ち

土
地
に
対
す
る
最
高
唯
一
の
所
有
者
で
あ
り
、
土
地
に
対
す
る
小
米
認
許
の
所

有
乃
至
共
同
体
内
の
個
人
の
私
有
は
、
こ
の
国
家
的
な
集
団
所
有
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
、
世
襲
的
な
占
有
者
の
地
位
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
関
係
を
基
礎
と
し
て
、

ア
ジ
ア
的
な
諸
共
同
体
の
醐
余
労
働
部
分
は
専
制
君
主
に
人
格
化
さ
れ
た
統
一

体
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
貢
納
制
と
は
右
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
剰
余
労

働
の
収
取
の
形
態
で
あ
る
。

　
ア
ジ
ア
酌
専
制
国
家
の
内
部
に
お
け
る
暴
慢
的
分
業
（
農
業
と
手
工
業
の
分

離
）
は
、
基
本
酌
に
は
共
同
体
内
部
の
分
業
巨
共
同
体
に
よ
る
自
給
自
足
と
し
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て
あ
ら
わ
れ
る
。
だ
が
専
制
国
家
の
成
立
の
契
機
と
も
な
り
、
ま
た
そ
の
社
会

酌
分
業
の
特
殊
な
形
態
を
規
定
し
た
の
は
、
共
同
体
の
首
長
を
媒
介
と
し
た
共

同
体
間
の
分
業
で
あ
り
、
こ
れ
は
論
難
に
よ
る
私
有
の
発
生
の
契
機
と
も
な
る

が
、
専
制
国
家
に
お
い
て
は
、
奪
制
君
主
ら
の
特
殊
な
需
要
を
み
た
す
た
め
の

全
国
的
な
大
規
模
な
共
同
体
間
の
社
会
的
分
業
の
体
系
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ

は
一
定
限
度
の
自
然
発
生
醗
な
共
同
体
間
分
業
の
発
展
を
前
提
と
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
国
家
権
力
の
必
要
に
よ
り
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
基
本
的
矛
盾
は
、
生
産
力
の
発
展
に
と

も
な
っ
て
、
ア
ジ
ア
的
生
塵
様
式
の
成
立
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
も
っ
と
も
重

要
な
生
産
手
稜
で
あ
る
耕
地
に
対
す
る
私
有
の
確
立
さ
れ
て
行
く
こ
と
、
つ
ま

り
「
耕
地
を
中
心
と
す
る
生
産
手
段
の
共
同
体
的
所
有
と
、
内
部
の
家
族
に
よ

る
綱
別
経
営
と
の
間
」
　
（
六
七
頁
）
に
あ
る
。
そ
の
展
瀦
が
家
父
長
的
奴
隷
制

の
成
立
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
的
共
同
体
は
解
体
し
、
耕
地
に
対
す

る
私
有
が
確
立
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
に
成
立
す
る
の
が
古
典
古
代
的
共
同

体
で
あ
り
、
古
代
奴
隷
制
生
産
様
式
の
社
会
が
生
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
的
共
同
体
は
ア
ジ
ア
に
の
み
固
有
の
存
在
で
は
な
く
、

マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
お
い
て
は
グ
ル
マ
ン
や
ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
そ
の
存
在
を

論
理
酌
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
壌
沢
地
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
霊
界
の
歴

史
に
お
い
て
も
共
同
体
の
三
つ
の
形
態
は
「
基
本
的
に
は
」
　
（
五
一
頁
）
経
過

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
社
会
構
成
と
し
て
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
民
族
が
ア

ジ
ア
的
専
制
国
象
・
古
典
的
古
代
的
ポ
リ
ス
国
豪
・
封
建
的
圏
家
と
い
う
各
段

階
を
典
型
的
に
経
過
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
」

（
五
一
頁
）
つ
ま
り
各
民
族
の
お
か
れ
た
具
体
的
条
件
に
よ
っ
て
あ
る
生
産
様

式
は
支
配
酌
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
次
の
社
会
構
成
へ
移
行
す
る
場
合
も
あ
る

が
、
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
は
オ
リ
エ
γ
ト
の
辺
境
と
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
は
ロ
ー

マ
の
辺
境
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
巨
視
輪
に
は
専
制
園
家
や
古
代
的
ポ
リ
ス
国
家
の

秩
階
を
経
過
し
た
と
み
る
べ
き
で
、
民
族
史
の
観
点
の
み
か
ら
の
所
謂
「
と
び

こ
え
」
は
認
め
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聴
点
で
の
歴
史
世
界
全
体
と
の

関
係
に
お
い
て
は
「
と
び
こ
え
」
説
は
成
立
し
な
い
、
と
さ
れ
る
。

＝

　
右
の
構
想
に
立
つ
時
、
従
来
の
諸
説
は
三
つ
の
点
に
お
い
て
批
判
さ
る
べ
き

も
の
と
な
る
。
第
一
は
、
従
来
は
国
家
権
力
の
経
済
麟
基
礎
を
亡
霊
豪
族
の
私

有
地
で
あ
る
ミ
ヤ
ケ
・
タ
ド
コ
ロ
に
求
め
、
そ
の
支
配
形
態
を
奴
隷
制
的
な
も

の
と
し
、
そ
こ
か
ら
全
社
会
構
成
体
の
矛
盾
を
奴
隷
翻
と
規
定
し
て
き
た
が
、

ア
ジ
ア
的
生
理
様
式
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ミ
ヤ
ケ
・
タ
ド
コ
ロ
よ
り
も
広
汎

な
小
共
同
体
乃
至
小
国
家
を
重
視
す
べ
き
で
、
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
大
化
前

代
の
社
会
構
成
を
把
握
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
第
二
は
、
従
来
の
総
体
酌
奴
隷

制
の
理
論
に
お
い
て
は
、
有
力
な
家
父
長
に
よ
る
家
父
長
調
奴
隷
制
を
基
礎
に

し
て
総
体
的
奴
隷
制
が
成
立
す
る
と
し
、
後
者
は
前
看
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

と
い
う
関
係
を
考
え
て
い
た
が
、
塩
沢
氏
に
よ
れ
ば
両
者
は
段
階
を
異
に
し
た

も
の
で
、
前
者
に
よ
っ
て
後
者
が
解
体
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

様
な
見
解
は
成
立
し
難
い
。
共
同
体
的
関
係
そ
の
も
の
を
支
配
の
基
礎
と
す
る

ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
と
し
て
掘
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
は
、
ア
ジ
ア
前
専

制
濁
家
は
共
同
体
の
変
質
解
体
Y
つ
ま
り
内
部
に
お
け
る
家
父
長
制
家
族
の
独

立
と
い
う
視
角
か
ら
そ
の
段
階
を
区
分
さ
る
べ
き
で
、
五
世
紀
ま
で
を
そ
の
典

型
的
な
段
階
と
し
、
そ
れ
以
後
律
令
蟹
家
ま
で
を
そ
の
最
後
の
段
階
と
す
べ
き
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評

で
↓
6
9
る
、
と
。

　
第
一
期
の
専
制
岡
家
は
、
シ
キ
マ
キ
・
ク
シ
ザ
シ
に
関
す
る
伝
説
を
中
村
吉

治
博
士
の
解
釈
に
従
い
つ
つ
共
瞬
体
に
よ
る
耕
地
の
共
同
撫
養
と
分
割
耕
作
の

行
わ
れ
て
い
る
ア
ジ
ア
酌
共
同
体
と
し
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
一
～
三
世
紀

に
は
小
国
家
、
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
の
地
方
国
家
、
四
世
紀
か

ら
五
世
紀
に
か
け
て
の
全
国
的
な
大
和
繭
家
へ
と
発
展
し
、
特
に
五
世
紀
は
そ

の
絶
頂
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
の
専
制
国
家
の
支
配
の
特
質
は
、

大
和
国
営
は
地
方
の
支
配
下
に
あ
る
小
皆
家
や
地
方
圏
家
の
小
恩
主
を
通
じ
て
、

そ
の
治
下
の
小
菰
野
体
を
間
接
に
支
配
し
、
貢
納
形
態
で
剰
余
労
働
を
収
取
し
、

小
共
同
体
を
破
壊
す
る
よ
う
な
支
配
で
は
な
く
、
　
こ
の
こ
と
は
　
「
大
和
の
屯

潤
」
や
田
蔀
の
お
か
れ
た
ミ
ヤ
ケ
に
お
い
て
も
賢
愚
で
あ
っ
た
。
部
民
制
も
、

農
業
と
手
工
業
が
闘
く
結
合
し
た
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
も
と
で
は
、
農
業
か
ら

完
全
に
ひ
き
は
な
さ
れ
た
専
門
手
工
業
集
団
の
独
立
す
る
こ
と
の
不
可
能
で
あ

る
と
い
う
状
況
に
も
と
づ
い
て
、
小
平
隅
体
を
そ
の
ま
ま
部
斑
と
し
て
支
配
下

に
編
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
翻
民
制
は
祉
会
的
分
業
の
一
形
態
で
は
あ
る

が
、
自
然
発
生
的
な
分
業
と
は
異
質
の
君
主
の
要
求
に
よ
っ
て
戒
饗
し
、
そ
の

統
制
下
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
専
制
国
家
の
第
二
の
段
階
は
、
五
世
紀
末
頃
か
ら
始
ま
る
ア
ジ
ア
的
共
同
体

内
部
の
家
父
長
制
家
族
の
独
立
と
彼
ら
に
よ
る
耕
地
の
私
的
所
有
の
傾
向
が
強

窪
り
、
共
同
体
の
弛
緩
と
い
う
状
勢
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
。
六
世
紀
後

半
の
群
集
墳
の
広
汎
な
繊
現
や
、
宅
地
園
地
に
対
す
る
完
金
な
私
有
権
の
成
立

な
ど
は
、
右
の
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
専
制
国
家
は
共
同
体

内
の
闇
々
の
家
族
の
直
接
支
配
に
向
う
の
で
あ
っ
て
、
由
猪
屯
倉
の
田
部
の
丁

籍
の
作
成
や
、
部
民
に
つ
い
て
も
襲
撃
体
全
体
を
都
畏
と
す
る
の
で
は
な
く
若

干
の
戸
を
都
民
と
す
る
こ
と
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
様
な
傾
向
は
支
配
体
言
と
し

て
中
央
集
権
的
な
宮
司
側
度
を
と
と
の
え
さ
せ
る
傾
向
を
も
つ
て
く
る
の
で
あ

り
、
そ
の
発
展
の
結
果
と
し
て
律
令
国
家
が
威
聾
す
る
が
、
こ
れ
は
ア
ジ
ア
的

車
、
制
世
家
の
最
後
の
形
態
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
性
質
を
も
つ
律
令
国
家
の
構
造
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

律
令
体
制
は
、
国
家
が
小
共
同
体
内
に
独
立
し
て
き
た
家
父
長
制
家
族
を
郷
戸

と
し
て
直
接
に
支
配
す
る
郷
戸
体
欄
を
一
つ
の
側
面
と
し
、
一
方
、
弛
緩
し
た

と
は
い
え
根
強
く
残
存
す
る
小
共
同
体
の
共
三
体
酌
機
能
の
重
要
な
部
分
を
、

国
家
白
掃
除
の
機
能
と
し
て
吸
い
上
げ
集
中
し
た
国
家
酌
共
岡
体
と
い
・
）
形
態
と

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
律
令
彫
塗
に
お
け
る
基
礎
駒
な
共
岡
体
は
、
国

民
的
規
模
で
集
蟹
さ
れ
た
離
家
的
共
同
体
麹
結
合
酌
統
一
体
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
集
団
的
土
地
所
麿
の
前
提
と
す
る
基
礎
共
同
体
も
、
こ
の
国
家
的
共

同
体
で
あ
っ
た
。
公
地
公
民
制
と
い
う
の
は
こ
の
関
係
を
意
味
し
、
班
田
農
厩

の
耕
地
に
奏
す
る
私
的
所
有
の
制
約
は
、
右
の
よ
う
な
歴
史
的
内
容
を
も
つ
集

団
所
有
に
外
な
ら
な
い
。

　
社
会
的
分
業
と
交
換
に
つ
い
て
は
、
共
岡
体
内
部
の
自
給
自
足
的
な
再
生
産

が
巾
心
で
あ
っ
て
、
共
剛
体
間
の
分
業
及
び
交
換
は
極
め
て
微
弱
で
、
そ
れ
が

行
わ
れ
る
笏
合
は
、
調
庸
な
ど
の
如
く
国
家
を
媒
介
と
し
た
貢
納
・
給
与
の
形

態
を
と
り
、
商
人
を
媒
介
と
し
た
商
品
交
換
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
。
黒
斑
制
は

右
の
事
情
を
背
景
と
し
つ
つ
貴
族
寺
教
の
需
要
す
る
高
級
な
手
工
業
品
の
供
給

と
い
う
必
要
に
こ
た
え
た
分
業
の
形
態
で
は
あ
る
が
、
選
民
自
身
の
再
生
塵
は

農
業
に
よ
っ
て
営
ま
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
徳
令
国
家
を
崩
附
せ
し
め
る
の
は
、
ア
ジ
ア
酌
共
同
体
の
一

層
の
分
解
、
つ
ま
り
家
父
長
的
奴
隷
制
の
発
展
と
農
畏
に
よ
る
耕
地
私
有
の
進
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展
で
あ
り
、
こ
の
発
展
は
、
古
典
古
代
的
共
同
体
の
形
成
を
指
向
す
る
。
塩
沢

氏
に
よ
れ
ば
、
名
の
成
立
・
荘
園
体
制
・
在
地
領
・
王
な
ど
は
、
家
父
長
酌
奴
隷

綱
の
形
成
の
歴
史
的
な
現
象
形
態
で
あ
り
、
　
「
党
」
や
「
惣
」
は
臼
本
に
お
け

る
家
父
長
．
酌
奴
隷
制
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
古
典
的
共
岡
体
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
「
試
論
臨
と
し
て
舗
単
に
触
れ
ら
れ
た
だ
姪
で
、

本
・
書
の
体
系
で
は
そ
の
論
理
約
帰
結
と
し
て
の
意
味
は
無
視
で
き
な
い
と
し
て

も
、
内
容
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
差
程
の
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
最
後
に
、
第
三
部
の
家
父
長
的
奴
隷
舗
の
形
威
を
扱
っ
た
部
分
は
、
既
に
発

表
さ
れ
た
八
：
九
世
紀
の
戸
籍
計
帳
を
中
心
と
し
た
論
考
が
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
に
は
幾
多
の
問
題
提
起
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て

洞
當
雄
氏
の
批
判
も
あ
る
が
（
『
日
・
本
歴
史
』
一
三
〇
号
）
、
　
本
書
の
構
成
か
ら

す
れ
ば
「
補
導
」
で
あ
り
、
本
書
に
示
さ
れ
た
体
系
を
生
む
に
い
た
っ
た
準
備

的
労
作
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
そ

の
紹
介
を
’
慈
割
愛
さ
棲
て
頂
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
以
上
、
必
ず
し
も
塩
沢
氏
の
叙
述
の
順
序
に
従
わ
ず
に
、
ア
ジ
ア
的
逆
馬
園

家
の
理
論
及
び
そ
の
日
本
古
代
へ
の
適
用
を
中
心
に
紹
介
し
た
。
不
勉
強
の
た

め
に
氏
の
意
図
を
誤
解
し
て
い
る
点
の
少
く
な
い
こ
と
を
お
そ
れ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
私
の
未
熟
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
寛
容
を
お
願
い
し
た
い
。
以

下
二
三
の
点
に
つ
い
て
問
題
を
提
示
し
、
著
薪
な
ら
び
に
大
方
の
御
教
示
を
得

た
い
と
思
う
。

　
第
一
は
、
ア
ジ
ア
的
専
制
山
家
の
基
礎
と
な
っ
た
ア
ジ
ア
湿
生
藍
様
式
に
関

す
る
理
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
塩
沢
氏
の
理
論
は
、
戦
前
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様

式
に
関
す
る
説
と
は
こ
と
な
っ
て
、
奴
隷
綱
の
一
形
態
と
み
た
り
、
あ
る
い
は

資
本
制
生
産
の
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
ア
ジ
ア
の
社
会
構
成
の
特
質
と
し
た
り
す

る
の
で
は
な
く
て
、
先
述
の
概
念
規
定
を
伴
う
ア
ジ
ア
酌
共
同
体
を
基
礎
と
す

る
生
産
様
式
と
し
、
し
か
も
そ
れ
を
奴
隷
制
に
先
立
つ
階
級
関
係
と
し
て
の
貢

納
制
と
暫
定
し
、
単
に
ア
ジ
ア
に
の
み
固
有
の
生
産
様
式
で
あ
る
の
で
な
く
て
、

世
界
史
酌
な
発
展
段
階
の
一
つ
と
し
て
考
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
質
を

も
つ
て
い
る
。
そ
し
て
、
共
同
体
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
社
会
構
成
体
の
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
あ

直
な
短
絡
を
よ
み
取
ろ
う
と
す
る
基
本
的
視
角
は
、
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
に
関

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
や

す
る
限
り
、
あ
る
程
度
成
功
し
て
お
り
、
鷺
本
古
代
史
に
こ
の
理
論
を
適
用
さ

れ
た
律
令
調
寡
ま
で
の
呉
体
酌
な
歴
史
過
程
の
考
察
は
、
日
本
古
代
を
埋
解
す

る
上
で
の
有
力
な
理
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
い
と
思
う
。

　
以
下
の
内
容
は
右
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
の
疑
問
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
一

は
、
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
の
形
成
過
程
が
よ
く
分
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
が
共
岡
体
に
よ
る
共
同
体
の
支
配
と
し
て
成
立
す
る
こ
と

を
積
極
的
に
主
張
さ
れ
た
の
は
、
塩
択
氏
の
す
ぐ
れ
た
著
限
で
あ
る
が
、
支
配

共
同
体
と
被
支
配
共
同
体
と
の
質
的
な
差
異
の
有
無
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
勿
論
、
双
方
と
も
大
づ
か
み
に
は
ア
ジ
ア
的
共
同
体
以
外
で
は
あ

り
え
な
い
に
し
て
も
、
も
し
両
者
が
全
く
同
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
氏
の

い
わ
れ
る
小
共
是
体
か
ら
遂
に
は
全
國
的
な
専
制
岡
家
へ
と
発
展
し
て
行
く
、

具
体
的
な
要
因
乃
簗
は
主
体
酌
な
力
と
い
う
も
の
が
冤
失
わ
れ
て
し
ま
う
結
果

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
支
配
的
な

段
階
で
の
奴
隷
鋤
の
評
価
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

　
塩
沢
氏
は
倭
人
伝
に
記
載
さ
れ
る
卑
弥
呼
の
千
日
の
碑
や
、
大
人
と
区
別
さ

れ
る
下
戸
を
、
共
同
体
内
部
で
の
階
級
分
化
の
結
果
あ
ら
わ
れ
た
奴
隷
と
み
る
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評

こ
と
を
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
事
実
解
釈
と
し
て
Φ
の
る
程
度
あ
た
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
倭
人
儀
の
厳
密
な
批
判
及
び
そ
の
発
展
段
階
に
つ
い
て
ま
だ
定
見

を
も
た
な
い
私
に
は
、
そ
れ
ら
が
何
で
あ
っ
た
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
千
人
の
碑
は
君
主
権
力
の
荘
厳
を
は
か
る
た
め
の
後
世
の
采
女
的
な
女

性
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
下
戸
は
一
般
の
共
同
体
成
員
と
み
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

出
来
る
し
、
両
者
を
直
ち
に
奴
隷
と
す
る
こ
と
は
早
急
な
解
釈
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
下
戸
を
別
と
し
て
も
、
千
人
の
碑
（
も
と
よ
り
そ
の

数
に
は
誇
張
を
含
む
と
思
わ
れ
る
）
を
あ
つ
め
得
た
卑
弥
呼
霞
封
の
権
力
の
あ

り
方
、
あ
る
い
は
卑
弥
呼
を
中
心
と
す
る
支
配
的
な
諸
勢
力
の
現
実
酌
な
権
力

は
、
塩
沢
氏
が
ア
ジ
ア
豹
共
同
体
か
ら
構
造
論
的
に
解
明
さ
れ
た
土
地
所
有
や

役
会
的
分
業
の
あ
り
方
、
乃
至
は
当
時
の
支
配
者
が
一
般
的
に
も
っ
て
い
た
宗

教
的
呪
術
的
な
権
威
以
外
の
他
の
側
面
を
も
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
場

合
、
二
世
紀
は
じ
め
の
塩
沢
氏
の
い
う
小
謡
家
の
一
つ
で
あ
る
伊
都
国
が
生
口

百
六
十
口
を
中
国
に
献
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
注
意
し
た
い
と
思
う
。
こ
の

生
口
は
、
小
君
主
の
中
国
へ
の
貢
納
物
で
あ
り
、
少
く
と
も
小
君
主
に
よ
っ
て

自
由
に
処
分
し
得
た
人
間
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
は
そ
の
出
自
乃
簗
摺
途
を
問

題
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
歴
史
に
は
小
君
主
乃
釜
は
支
配
集
國
に
所
有
さ
れ
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

奴
隷
と
し
て
基
本
的
に
は
と
ら
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
世
紀
の
小
国
家
の
小

君
主
乃
至
支
配
集
団
に
お
い
て
奴
隷
所
有
乃
至
奴
隷
制
的
支
配
を
認
め
得
る
の

で
あ
る
。
社
会
構
成
と
し
て
ア
ジ
ア
的
共
同
体
を
基
礎
と
す
る
専
制
圏
家
に
お

い
て
、
そ
の
支
配
的
な
共
同
体
成
黛
に
よ
る
奴
隷
所
有
は
決
し
て
無
視
さ
る
べ

き
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
要
素
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
専
制
園
家
の
影
藤

過
程
を
理
解
し
得
る
の
で
な
い
か
、
と
い
う
の
が
、
私
の
第
一
の
疑
問
で
あ
る
。

だ
が
、
か
く
い
う
こ
と
は
、
渡
辺
義
通
氏
の
大
化
前
代
を
奴
隷
所
有
者
的
社
会

構
成
と
す
る
旧
説
や
、
安
良
城
氏
の
家
父
長
的
奴
隷
制
と
総
体
的
奴
隷
欄
と
の

相
互
規
定
説
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
社
会
構
成
体
の
歴
史
的
な

性
格
は
必
ず
し
も
権
力
の
組
織
と
岡
一
で
は
な
く
、
七
会
構
成
体
と
し
て
の
ア

ジ
ア
的
専
制
圏
家
に
関
す
る
塩
沢
氏
の
理
諭
を
発
展
さ
せ
る
上
で
、
ア
ジ
ア
的

専
制
国
家
に
お
け
る
奴
隷
所
有
の
聞
題
を
更
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
を
認
め
る
の

で
あ
る
。

　
第
二
は
共
同
体
の
諸
形
態
と
社
会
構
成
体
と
の
対
応
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ

．
る
。
塩
沢
氏
に
よ
れ
ば
、
各
民
族
は
基
本
的
に
ア
ジ
ア
的
・
古
典
古
代
的
・
ゲ

ル
マ
ン
酌
な
共
同
体
の
各
段
階
を
経
過
す
る
が
、
谷
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同

体
に
照
応
す
る
と
し
て
氏
が
先
に
定
式
化
さ
れ
た
社
会
構
成
体
の
各
段
階
を
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

ず
し
も
経
過
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
世
界
史
酌
・
な
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
先
進
地
帯
に
対
す
る
辺
境
と
し
て
関
係
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
ら
の
民
族
史
で
は
形
成
し
な
い
社
会
烏
鷺
体
を
世
界
史
的
に
は

経
過
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
紹
介
に
あ
る
通
り
で
あ
る
。
氏
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

図
さ
れ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
民
族
史
の
社
会
発
展
を
理
論
的

に
黒
影
す
る
た
め
に
は
、
氏
の
理
論
で
は
不
備
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
条
件
の
場
合
に
、
共
問
体
の
各
段
階
が
そ
れ
ぞ
れ
の

民
族
の
歴
史
に
．
存
在
し
て
も
、
氏
の
定
式
化
さ
れ
た
共
同
体
に
対
訳
す
る
社
会

構
成
体
を
形
成
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
型
鼻
翼
に
解
明
さ
れ
な
い
限
り
、

氏
の
定
式
は
そ
の
法
則
性
を
自
ら
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つ

ま
り
、
氏
の
場
合
は
共
斜
体
の
諸
形
態
と
社
会
構
成
体
の
谷
段
階
が
直
ち
に
結

133 （599）



び
つ
け
ら
れ
て
い
る
傾
ぎ
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
関
係
を
更
に
厳
密
に

考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
率
直
に
い
え
ば
、
私
腐
身
、
ア
ジ
ア
的

生
産
様
式
の
場
合
以
外
で
は
、
共
同
体
と
祉
会
構
成
体
と
の
関
係
は
規
定
的
な

関
係
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
本
石
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
様
な
疑
問

に
応
え
る
配
慮
が
望
ま
し
か
っ
た
様
に
附
心
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
民

の
定
式
の
二
期
性
を
主
張
さ
れ
る
上
で
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
更

に
今
一
つ
の
問
題
は
、
民
族
史
の
発
展
に
関
す
る
理
論
酌
な
体
系
の
な
か
で
、

世
界
史
的
な
観
点
、
つ
ま
り
昆
族
史
に
お
い
て
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
社
会
構

成
体
を
世
界
炎
酌
に
は
「
辺
境
扁
と
し
て
経
過
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
い
か
に

位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
私
に
よ
く
分
ら
な
い
。

　
以
上
の
二
点
に
関
係
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
や
ゲ
ル
マ
ン
の
場
合
に
、
艮
族
史
の

視
点
か
ら
は
塩
沢
氏
も
認
め
ら
れ
て
い
る
社
会
構
成
体
の
「
と
び
こ
え
」
を
、

日
本
の
場
合
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
、
ま

た
、
古
代
の
日
本
ば
大
陸
特
に
中
国
の
社
会
発
展
に
対
し
て
、
明
ら
か
に
辺
境

の
位
麗
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
評
価
に
も
…
箭
及
さ
れ
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
更
に
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
第
四
章
第
四
節
の
十
世
紀
以
降
に
関

す
る
論
述
で
あ
る
。
氏
平
身
門
試
論
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
御
専
攻
か
ら
外

れ
た
箇
所
で
も
あ
る
が
、
や
は
り
氏
の
全
体
の
体
系
を
考
え
る
と
き
無
視
轟
来

な
い
意
味
を
も
つ
て
い
る
と
思
う
。
氏
が
ア
ジ
ア
的
共
同
体
を
崩
壊
せ
し
め
る

重
要
な
要
素
と
し
て
家
父
長
酌
奴
隷
制
の
発
展
を
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
で

あ
る
が
、
し
か
し
家
父
長
篇
奴
隷
制
を
も
つ
て
社
会
構
成
体
の
基
本
矛
盾
を
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
へ
　
　
　
も

卜
す
る
も
の
と
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
家
父
長
鳥
奴
隷
制
が
一
般
酌
に

社
会
溝
成
体
の
墓
本
矛
盾
た
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の

で
は
な
い
。
古
典
古
代
的
な
都
衛
賑
家
の
場
含
に
は
そ
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と

が
嵐
来
る
と
思
う
。
だ
が
、
十
世
紀
以
降
，
の
象
皇
女
’
的
奴
隷
制
的
構
造
を
も
つ

経
営
主
体
（
田
堵
・
名
主
）
は
、
既
に
そ
れ
癖
体
が
独
立
の
主
体
で
あ
る
の
で

は
な
く
、
客
体
と
し
て
支
配
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
所
謂
「
領
主
制
偏
の

支
配
下
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
基
本
的
な
矛
盾
は
、
領
主

と
家
父
長
的
奴
隷
制
的
経
営
主
体
と
の
闘
に
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
封
建
的
な

関
係
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
家
父
長
的
奴
隷
制
下
の
家
父
長
が
、
た
だ
共

隅
体
的
な
制
約
の
み
を
受
け
る
独
立
酌
な
主
体
で
あ
る
場
合
と
、
眠
に
独
立
酌

な
主
体
で
は
な
く
彼
ら
霞
体
が
階
級
醗
な
支
配
を
受
け
て
い
る
場
合
と
は
、
同

じ
く
家
父
長
鳥
奴
隷
制
で
あ
る
と
は
い
え
段
階
を
異
に
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

十
世
紀
以
降
の
日
本
を
家
父
獣
的
奴
隷
制
の
存
在
の
故
に
古
典
古
代
に
擬
し
て

理
解
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
塩
沢

氏
の
場
合
に
共
同
体
の
段
階
と
社
会
構
成
体
の
関
係
に
つ
い
て
の
厳
密
な
理
論

的
整
理
、
を
経
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
箭
述
の
方
法
的
な
不
備
に
起

因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
は
、
マ
ル
ク
ス
の
必
至
の
整
理
の
仕
方
、
及
び
三
つ
の
共
圃
体
を
論
理

的
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
的
な
継
起
的
発
展
と
し
、
更
に
こ
の
共
同
体
の
形
態

に
社
会
構
成
体
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
、
塩
沢
氏
の
理
論
的
な
構
成
に
対
す
る

疑
閏
で
あ
る
。

　
畔
、
ル
ク
ス
の
見
解
に
発
展
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
年
代
的
に
後

の
も
の
に
よ
っ
て
前
の
見
解
の
不
備
を
補
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
決
し
て
誤
っ
た
・
万
法
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
操
作
の
際
、
マ
ル
ク
．
ス
が
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そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
で
何
を
主
題
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
述
べ
よ
う
と
し

た
か
と
い
う
こ
と
が
、
捨
象
さ
れ
る
危
険
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。
塩
沢
氏
の
共
同
体
を
中
心
と
す
る
理
論
的
な
典
拠
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
　
∴
資
本
論
…
…
や
㎝
．
ヴ
エ
ラ
ザ
ス
リ
ッ
チ
苑
の
手
紙
温
に
よ
っ
て
補
…
わ
れ
た

『
諸
形
態
臨
で
あ
る
、
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
だ
が
『
諸
形
態
』
そ
の
も

の
が
、
何
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
共
問
体
の
理
論
的
な
位
置
に
対
す
る
理
解
に
お
い
て
、

私
は
塩
沢
氏
と
稲
当
に
異
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
私
自
身
の
見
解
は
、

最
近
発
表
さ
れ
た
芝
原
拓
自
氏
の
独
創
的
な
労
作
（
「
前
資
本
側
分
析
の
方
法

に
関
す
る
覚
書
一
㈱
と
く
に
『
諸
形
態
』
の
理
解
に
つ
い
て
一
」
　
『
新
し
い
歴

史
学
の
た
め
に
』
五
二
号
）
に
啓
発
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
読
み
方
に
関

す
る
限
り
芝
原
氏
の
所
論
に
踊
感
で
あ
る
。
　
（
こ
の
点
、
私
自
身
の
曖
昧
で
あ

っ
た
点
を
明
確
に
す
る
契
機
を
与
え
ら
れ
た
氏
の
労
作
に
感
謝
し
た
い
と
思

う
。
）
従
っ
て
「
諸
形
態
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
芝
原
氏
の
労
作

に
よ
ら
れ
た
い
し
、
ま
た
こ
の
問
題
に
深
く
．
立
ち
入
る
こ
と
は
、
本
稿
の
雷
評

と
い
う
形
式
を
逸
脱
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
必
要
な
限
り
で
述
べ
て
お
け
ば
次

の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
『
諸
形
態
㎞
に
お
い
て
は
、
資
本
制
以
前
の
本
源
酌
所
有
の
抽
象
的
・
諭
理

ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
も

酌
な
発
展
段
階
が
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
、
基
本
的
に
は
所
有
の
階

級
性
は
捨
象
し
て
議
論
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

共
同
体
の
諸
形
態
は
、
右
の
主
題
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
高
度
に
抽
象
化

も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
た
次
元
で
の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
ア
ジ
ア
酌
、
ゲ
ル
マ
ン
酌
な
ど
の

用
譜
の
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歴
史
的
・
具
体
的
な
共
同
体
と
し
て
理

解
し
、
更
に
は
敏
笹
葺
成
体
と
の
関
係
に
ま
で
直
接
に
お
し
ひ
ろ
げ
て
論
ず
る

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
は
、
一
般
的
に
は
当
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
具
体
醗
な
歴
史
分
析
乃

至
叙
述
の
概
念
と
し
て
の
共
同
体
、
及
び
そ
れ
と
階
級
関
係
、
更
に
は
社
会
構

成
体
と
の
関
係
は
、
よ
り
厳
密
な
理
論
的
な
整
理
の
上
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
思
う
。

　
、
、
㌔

　
一
般
的
に
は
右
の
如
く
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
場
合
は
、

」
他
の
据
物
ム
属
と
は
異
っ
た
章
魚
系
を
考
・
え
る
こ
と
が
繊
来
る
と
限
ゆ
う
。
ア
ジ
ア
的
共

岡
体
の
支
配
醗
な
社
会
構
成
に
お
い
て
は
、
本
源
酌
駈
有
そ
の
も
の
が
、
内
部

に
階
級
関
係
の
具
体
的
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
ア
ジ
ア
酌
共
同
体
の
矛
盾
の
考

察
は
、
隅
時
に
琶
会
構
成
の
基
本
的
な
矛
庸
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
い
う
特
質

を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
特
に
結
合
的
統
一
体
と
し
て
の
専
制

齎
主
や
「
総
体
約
奴
隷
制
」
と
い
う
こ
と
を
ア
ジ
ア
酌
共
同
体
の
本
源
的
所
有

の
考
察
に
際
し
て
問
題
と
し
た
の
も
、
右
の
事
情
に
も
と
づ
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
だ
が
、
古
典
古
代
的
・
ゲ
ル
マ
ン
約
共
同
体
の
場
舎
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
共
同
体
と
そ
の
成
員
の
間
の
本
源
的
所
有
の
あ
り
方
を
追
求
す
る
こ
と
か
ら

の
み
で
は
、
階
級
関
係
は
導
び
き
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
階
級
関

係
を
捨
象
し
た
本
源
的
所
有
の
考
察
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
そ
う

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
ば
あ
い
、
塩
沢
氏
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
理
論
に

賛
成
し
つ
つ
、
そ
の
体
系
に
賛
成
で
き
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
矛
盾
し
た
形
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
、
の
特
質
と
そ
の
鮭
会
構
成
の

関
係
の
特
殊
性
を
、
塩
沢
氏
は
特
に
考
慮
さ
れ
ず
、
古
典
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
共

同
体
の
場
合
に
も
同
様
の
方
法
で
考
察
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
っ
た
の

で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
極
め
て
鯛
噺
な
論
理
と
文
体
を
も
つ
本
書
に
対
し
て
、
甚
だ
晦
渋
な

（601）135



紹
介
と
批
判
を
連
ね
て
き
た
。
特
に
三
つ
の
疑
問
点
が
本
書
の
誤
読
か
ら
生
じ

て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
甚
だ
申
訳
の
な
い
次
第
で
あ
る
が
、
本
書
の
日
本
古

代
拠
の
理
論
的
な
研
究
に
お
い
て
占
め
る
風
脚
を
璽
視
す
る
が
故
に
、
率
直
な

疑
問
の
提
禺
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。
著
看
な
ら
び
に
大
方
の
御
教
示
を
頂
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
　
（
一
九
五
九
・
六
・
六
）

（
A
5
無
口
ニ
ニ
頁
　
昭
和
三
三
年
一
一
月
　
御
茶
の
水
雲
二
房
発
行
　
定
備
三

五
〇
円
）安

藤
精
一
著

近
世
在
方
商
業
の
研
究

原
　
田
　
伴
　
彦

　
戦
後
に
お
け
る
社
会
経
済
史
の
研
究
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
と
く
に

近
世
の
農
村
の
分
野
に
お
い
て
そ
れ
が
著
し
か
っ
た
。
こ
こ
数
年
、
近
世
史
関

係
の
学
術
論
文
が
、
毎
年
五
百
篇
前
後
に
及
ぶ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
大
半
が

農
科
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
農
村
史
の
研
究
で
従
来
い
ち
ば
ん
中
心
と
な
っ
た
の
は
封
建
酌

陰
営
農
の
形
成
の
問
題
と
、
そ
の
解
体
を
め
ぐ
る
審
生
地
主
制
の
成
立
な
ら
び

に
農
民
闘
争
な
ど
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
さ
い
き
ん
と
く
に
注
匿
を

あ
び
は
じ
め
た
の
が
、
封
建
農
村
の
解
体
過
程
に
お
け
る
商
品
流
通
の
展
開
の

間
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
農
村
に
お
け
る
商
撮
流
通
の
展
開
が
、
封
建

饅
村
の
み
な
ら
ず
、
封
建
制
全
般
を
揺
が
す
も
の
と
し
て
の
観
点
か
ら
の
農
村

史
の
研
究
は
、
実
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
戦
前
か
ら
、
基
本
的
な

課
題
と
し
て
た
え
ず
注
巨
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
に
お
い
て
も
農
民

駒
商
品
経
済
あ
る
い
は
在
郷
商
人
の
動
向
の
究
明
が
、
理
論
的
に
も
要
講
さ
れ
、

そ
の
研
究
も
ぼ
つ
ぼ
つ
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に

つ
い
て
、
基
礎
的
な
実
証
的
な
研
究
、
と
く
に
三
国
的
視
野
か
ら
の
考
察
が
ほ
と

ん
ど
実
質
的
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
我
々
を
し
て
、
は
な
は
だ
隔
靴
掻
痒
の
感

を
抱
か
し
め
て
い
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
に
当
っ

て
、
安
藤
氏
の
近
世
在
方
商
業
に
つ
い
て
の
大
著
を
得
た
こ
と
は
、
非
常
な
喜

び
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
は
数
年
前
か
ら
和
讃
山
大
学
の
機
関
誌
q
経
済

理
論
』
を
中
心
と
し
て
、
岡
．
史
学
雑
誌
』
『
日
本
史
研
究
』
な
ど
に
、
在
方
商
業

に
関
す
る
精
緻
な
力
篇
を
、
次
々
と
精
力
的
に
発
表
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
請
論
稿
を
基
礎
に
さ
ら
に
多
く
の
筆
を
加
え
て
、
近
世
在
方
商
業
に

つ
い
て
の
一
応
の
帰
結
と
見
透
し
を
一
本
に
集
大
成
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
の
上
粋
を
個
人
的
に
も
最
も
待
望
し
て
い
た
一
人
と
し
て
、
そ
の
刊
行
を

祝
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
紹
介
を
行
い
た
い
と
思
う
。

　
本
露
は
、
第
一
章
「
序
説
」
、
第
二
章
「
近
世
初
期
の
在
方
商
業
と
特
糧
商

業
」
、
第
三
章
「
近
世
在
方
商
業
の
展
閥
」
、
第
四
章
「
在
方
商
業
の
発
達
と
町

方
商
業
と
の
関
係
し
、
第
五
惣
門
近
世
に
お
け
る
在
方
商
業
論
」
、
第
六
章
「
結

論
」
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
氏
が
特
に
力
を
注
が
れ
た
の
が
、
本
書
の
穿
下
分

の
三
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
る
第
三
章
及
び
第
四
章
で
あ
っ
て
、
農
斑
の
商
人
化

と
、
在
方
商
業
の
発
達
と
町
方
商
業
の
対
立
と
い
う
、
二
点
を
中
心
に
、
在
方

商
業
に
つ
い
て
の
詳
細
な
基
礎
的
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
つ
第
二
章
「
近
世
初
期
の
在
方
商
業
と
特
権
商
業
漏
は
、
近
世
封
建
敏
会
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