
書

評

織
田
武
雄
著

古
代
地
理
学
史
の
研
究

　
　
　
　
　
ギ
リ
シ
ャ
時
代

野
　
間
　
三
　
郎

　
い
重
こ
こ
に
地
理
学
史
研
究
の
事
書
が
出
た
こ
と
は
わ
が
國
に
於
る
地
理
学

の
研
究
に
と
っ
て
一
つ
の
時
期
の
い
た
っ
た
こ
と
を
示
す
に
足
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
又
そ
れ
が
ギ
ジ
シ
ア
地
理
学
史
研
究
を
こ
と
と
す
る
と
い
う
点
に

於
て
、
わ
が
国
の
地
理
学
史
研
究
に
一
つ
の
時
期
が
繭
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
志
を
同
じ
5
す
る
も
の
が
大
い
に
慶
び
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
わ
が
国
に
西
洋
科
学
と
し
て
の
地
理
学
が
入
っ
た
幕
末
以
後
地
理
学
史
に
さ

さ
げ
ら
れ
た
書
物
と
努
力
は
少
な
い
。
は
じ
め
は
地
理
学
が
実
用
的
知
識
と
し

て
受
入
れ
ら
れ
た
趣
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
し
、

そ
こ
で
は
地
理
学
史
は
無
用
で
す
ら
あ
っ
た
。
勿
論
我
が
國
に
於
て
独
宿
に
成

長
し
て
き
た
地
理
学
的
思
想
、
或
は
旅
行
、
地
誌
或
は
又
地
図
等
に
つ
い
て
の

碕
究
は
別
で
あ
る
。

　
と
に
角
西
洋
の
科
学
の
一
科
と
し
て
の
地
理
学
は
世
界
知
識
の
啓
蒙
乃
至
は

測
量
・
観
測
又
は
探
険
な
ど
い
・
）
関
係
諸
技
術
の
受
容
と
い
っ
た
実
益
を
そ
の

関
心
の
中
心
に
お
い
て
受
入
れ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
地
理
学
史
は
ど
う
し
て
も
装

飾
酌
に
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
傾
き
が
あ
っ
た
。
も
し
そ
の
後
に
至
っ
て
こ

の
傾
き
が
変
る
時
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ば
こ
の
科
学
の
受
入
れ
ら
れ
方
が

変
る
時
、
即
ち
そ
れ
が
実
用
乃
至
は
他
の
目
的
に
有
効
だ
と
い
う
の
で
な
く
て

そ
れ
霞
身
の
為
に
必
要
が
感
ぜ
ら
れ
る
時
で
あ
ろ
う
。
即
ち
科
学
と
し
て
の
地

理
学
に
対
す
る
要
求
と
そ
の
為
の
充
分
な
地
盤
が
培
わ
れ
た
時
で
あ
ろ
う
。

　
従
来
地
理
学
史
に
対
す
る
要
求
又
は
態
度
に
つ
い
て
は
明
治
初
年
よ
り
近
年

ま
で
著
し
い
変
化
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
（
日
本
地
理
学
奥
に
つ
い

て
は
事
情
も
性
質
も
い
く
ら
か
別
で
そ
の
伝
統
は
当
然
古
い
。
今
日
の
所
謂
科

学
と
し
て
の
地
理
学
は
日
本
乃
至
は
一
般
に
東
洋
に
は
発
展
せ
ず
、
明
治
に
頭

洋
よ
り
輸
入
さ
れ
た
と
い
う
が
娼
き
察
情
に
あ
る
か
ら
。
）
　
だ
か
ら
、
漸
く
科

学
酌
地
理
学
が
我
が
濁
で
成
熟
す
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
今
日
に
、
始
め
て

地
理
学
史
が
待
望
せ
ら
れ
、
又
そ
れ
を
培
う
に
足
る
地
盤
が
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
て
よ
い
の
だ
と
思
う
。

　
明
治
四
十
一
年
に
三
輪
徳
一
二
氏
が
『
海
陸
発
見
史
』
を
蕎
山
房
よ
り
出
さ
れ

た
。
こ
れ
は
六
〇
〇
頁
を
越
え
る
苦
心
の
大
冊
で
あ
っ
た
が
、
バ
ン
ペ
リ
ー
の

『
古
代
地
理
学
史
』
　
（
一
八
七
九
）
や
ビ
ー
ズ
ジ
ー
の
『
近
代
地
理
学
の
曙
』

（
一
八
九
七
－
一
九
〇
六
）
な
ど
の
大
意
を
伝
え
る
と
い
っ
た
風
が
あ
っ
た
。

こ
の
頃
に
は
博
文
館
の
帝
國
百
科
全
的
の
類
に
「
地
理
発
見
史
」
な
ど
の
企
画

が
若
干
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
も
お
お
む
ね
抄
訳
乃
釜
は
紹
介
に
近
い

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
の
ち
も
昭
和
十
五
年
に
飯
本
信
之
氏
の
『
地
理
学
発
達
史
』
が
出
る
ま

で
、
殆
ど
単
・
行
の
書
の
出
た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
飯
本
氏
の
こ
の
著
も
、
磨
ら

こ
と
わ
っ
て
お
ら
れ
る
よ
・
）
に
デ
ィ
キ
ソ
ソ
ン
『
地
理
学
の
成
立
憾
（
一
九
三

三
）
の
殆
ど
忠
実
な
翻
訳
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
で
は
講
義
案
な
ど
の
類
は
別
と

し
て
、
大
正
十
五
年
に
小
川
琢
治
先
生
が
『
新
日
本
史
」
　
（
万
朝
報
祉
潤
）
の
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第
三
巻
に
地
理
学
史
篇
を
著
わ
し
て
お
ら
れ
る
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
版
の
形

式
も
そ
う
で
あ
る
が
、
先
ず
は
特
別
の
例
と
す
べ
き
で
、
大
体
に
捨
て
地
理
学

史
（
目
本
地
理
学
史
は
溺
）
は
研
兜
と
し
て
戒
豪
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て

よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
は
昭
和
二
三
年
、
飯
塚
浩
二
『
人
文
地
理
学
説
史
』
と
、

叉
そ
の
前
後
に
於
る
同
氏
の
著
述
活
動
に
よ
っ
て
打
破
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
し

か
し
こ
の
形
勢
も
そ
の
後
中
絶
の
形
に
見
え
た
が
、
今
『
古
代
地
理
学
史
の
研

究
』
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
漸
く
こ
の
変
化
が
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
受
と

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
叉
そ
れ
が
通
史
で
な
く
古
代
研
究
と
し
て

地
理
学
史
研
究
が
分
化
の
域
に
達
し
た
こ
と
を
示
す
点
に
以
て
明
ら
か
に
大
き

な
意
味
を
も
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
古
代
地
理
学
史
の
研
究
と
題
す
る
本
書
は
、
古
代
地
理
学
乃
釜
は
一
般
に
地

理
学
の
歴
史
に
煮
て
根
源
的
…
な
意
味
を
も
つ
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
地
理
学
に
つ
い

て
の
激
観
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
第
一
篇
を

な
す
十
・
一
漁
畢
は
、
ホ
メ
ロ
ス
時
代
の
地
理
学
（
第
二
章
）
、
　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
（
第

五
章
以
下
第
九
章
に
至
る
）
、
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
（
第
十
三
章
）
、
と
そ
の
重
点

を
さ
だ
め
、
ギ
リ
シ
ア
以
前
の
地
理
学
（
第
一
章
）
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
地

理
学
の
成
立
（
第
四
章
）
、
　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
以
後
に
於
け
る
地
理
学
の
発
達
（
第

十
章
）
を
は
さ
ん
で
、
地
理
学
の
発
展
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
概
観
を
与
え
、

ギ
リ
シ
ア
の
植
民
地
の
発
展
（
第
三
章
）
、
　
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
遠
征

（
第
十
一
章
、
十
二
章
）
に
よ
っ
て
地
理
学
を
培
っ
た
重
大
な
歴
史
的
築
件
の

解
畿
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
地
理
学
の
展
開
は
、

こ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
、
そ
の
性
質
と
、
そ
の
中
心
を
な
す
潮
流
が
そ
の
重
点
に
於

て
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
で
多
く
の
紙

数
を
費
し
た
と
こ
ろ
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
（
第
五
－
第
十
章
）
で
あ
り
」
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ロ
ス
（
第
十
一
一
十
二
章
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
著
者
が
主
と
し
て

関
心
を
注
い
だ
と
こ
ろ
が
推
測
で
き
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
古
代
に
於
け
る
地
理

醗
知
識
の
ひ
ろ
が
り
と
そ
の
性
質
、
乃
至
は
策
西
両
大
文
明
の
間
に
横
わ
る
地

域
に
関
す
る
知
識
の
源
流
に
跨
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
汲
み
知
っ

て
よ
い
の
で
あ
ろ
5
。

　
第
二
篇
を
な
す
八
章
は
ブ
ン
ト
（
第
一
章
）
お
よ
び
オ
フ
ィ
ル
（
第
二
章
）

と
い
う
伝
説
駒
航
行
猶
的
地
の
考
究
と
、
ブ
ェ
ニ
キ
ア
人
（
第
三
章
）
、
　
ハ
ソ

ノ
…
（
第
四
章
）
、
ヒ
ミ
ル
コ
（
第
五
章
）
、
ス
キ
、
漣
ラ
。
ク
ス
（
第
六
章
）
、

ネ
ア
ル
コ
ス
（
第
七
章
）
、
　
ピ
ュ
テ
ア
ス
（
第
八
章
）
と
古
代
に
賜
る
大
航
海

に
関
連
す
る
地
理
学
的
問
題
の
考
証
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
古
代
地
理
学
の
実
体

を
な
す
知
識
の
獲
得
を
明
ら
か
に
す
る
と
岡
時
に
、
叉
前
篇
と
岡
じ
く
古
代
文

明
の
諸
地
域
に
関
す
る
知
識
の
伝
流
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
著
者
の
意
図

が
汲
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
元
来
ギ
リ
シ
ア
暁
代
の
地
理
学
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
れ
が
地
理
学
の
み
な

ら
ず
、
科
学
・
文
化
な
ど
一
般
に
関
心
の
深
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
古
来
多
く

の
研
究
と
成
書
が
あ
り
、
今
日
も
引
つ
づ
い
て
活
餌
な
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
は
年
々
の
『
圏
際
地
理
学
文
献
月
録
』
　
（
じ
d
皆
罵
。
σ
q
捧
娼
烹
①

σq

ｿ
o
σ
q
舜
も
三
ρ
表
慶
拝
呈
舞
一
9
第
ご
勺
錠
δ
回
。
。
紹
－
）
に
つ
い
て
み
れ
ば
明
ら

か
で
あ
る
し
、
　
『
地
理
学
年
報
』
（
0
8
σ
・
嶺
℃
置
の
号
霧
芭
さ
β
。
群
。
。
伴
冨
）

に
於
て
特
に
、
古
代
世
界
の
地
誌
並
に
民
族
誌
に
つ
い
て
そ
の
研
究
の
発
展
を

概
観
し
た
部
分
（
同
。
。
。
。
O
占
ρ
く
9
μ
ρ
類
一
三
。
｝
回
囲
巳
舟
回
。
。
ミ
占
鐙
ド
く
○
垂
目
・

○
げ
。
吾
聖
岳
ヨ
Φ
員
P
旨
。
。
メ
δ
冨
ω
・
毒
魚
。
・
⑳
）
を
参
照
す
れ
ば
そ
の
豊
當
な
燈
と

広
汎
な
テ
ー
マ
に
む
し
ろ
一
驚
を
喫
す
る
程
で
あ
ろ
う
β
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し
か
し
通
行
標
準
の
書
に
つ
い
て
い
え
ば
パ
ソ
ペ
リ
ー
の
『
古
代
地
理
学

史
』
　
（
一
八
七
九
）
な
ど
は
古
い
け
れ
ど
も
と
に
角
先
ず
指
を
折
ら
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
地
理
学
及
び
地
理
学
史
の
専
問
家
と
い
う
立
場
か
ら
、
よ
り
深
く
、

す
ぐ
れ
た
把
握
を
示
し
て
く
れ
る
点
で
は
キ
ー
パ
ー
ト
の
『
古
代
地
理
学
教

程
」
　
（
一
八
七
八
年
）
の
序
章
が
あ
げ
ら
れ
る
。
厳
科
集
乃
至
は
通
覧
と
文
献

解
題
を
兼
ね
た
も
の
と
し
て
は
ジ
ー
グ
リ
ソ
の
『
古
代
の
歴
史
並
に
地
理
に
つ

い
て
の
資
料
と
研
究
』
や
ヘ
ン
ニ
ッ
ヒ
の
『
テ
ラ
・
イ
ン
コ
グ
二
巴
』
が
あ
る
。

　
ど
ち
ら
に
し
て
も
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
甚
だ
広
汎
で
と
り
上
げ
ら
れ
る
角
度

も
極
め
て
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
各
方
面
の
分
野
の
研
究
の
進
展
は
絶
え
ず
旧

時
の
研
究
に
薪
ら
し
い
も
の
を
加
え
て
行
か
ず
に
は
止
ま
な
い
。
い
ま
だ
学
問

の
分
化
の
尚
あ
き
ら
か
で
な
い
時
代
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
地
理
学
史
も
必
然

的
に
科
学
と
し
て
の
地
理
学
と
い
う
純
粋
な
問
題
に
の
み
と
じ
こ
も
る
わ
け
に

行
か
ぬ
。
そ
こ
に
ギ
リ
シ
ア
疇
代
の
地
理
学
史
研
究
に
広
汎
な
視
野
が
特
に
要

求
さ
れ
る
衡
以
が
あ
る
。

　
地
理
学
史
に
於
て
は
、
地
理
学
管
の
歴
史
、
地
理
的
知
識
の
拡
大
の
歴
史

（
探
険
史
）
、
地
球
の
性
質
に
関
す
る
知
識
の
歴
史
（
関
係
諸
科
学
の
歴
史
）
、

地
理
学
の
性
質
の
変
化
発
展
に
関
す
る
歴
史
な
ど
多
く
の
要
求
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
一
般
に
他
の
学
資
の
歴
史
に
も
要
求
さ
れ
る
諸
要
素
か
も
知
れ
な
い
け
れ

ど
も
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
て
地
理
学
の
歴
史
に
特
に
強
く
そ
の
必
要
が
感

ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
す
る
こ
と
も
繊
来
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
要
求
は
一
般

的
に
は
地
理
学
史
の
重
点
推
移
の
諸
段
階
を
磁
路
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
特
に

古
代
地
理
学
史
の
研
究
に
於
て
は
こ
れ
ら
諸
要
素
は
い
ず
れ
も
強
い
要
求
を
も

ち
つ
づ
け
て
い
る
。

　
翼
に
近
年
大
き
な
抱
負
を
も
つ
て
出
さ
れ
た
ト
ム
ソ
ン
の
『
古
代
地
理
学

史
』
　
（
一
九
四
八
y
も
専
ら
古
代
に
於
る
地
理
的
知
識
の
ひ
ろ
が
り
の
限
界
を

押
え
る
こ
と
に
主
た
る
関
心
が
注
が
れ
て
い
る
し
、
こ
の
著
者
は
そ
れ
が
古
代

地
理
学
史
の
限
冒
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
他
の
場
所
で
輪
蔵
し
さ
え
す
る
。

言
語
学
者
た
る
ト
ム
ソ
ン
に
と
っ
て
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
の
文
献
を
丹
念
に
捗

猟
す
る
こ
と
と
い
う
の
が
独
得
の
又
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
彼
の
書

の
特
質
が
あ
る
。

　
わ
が
『
古
代
地
理
学
炎
の
研
究
』
の
著
藩
は
こ
れ
ら
の
要
求
さ
れ
る
諸
要
素

の
い
ず
れ
に
も
深
い
注
意
を
払
い
重
要
な
問
題
と
事
項
を
劉
す
な
く
そ
の
視
野

の
う
ち
に
収
め
示
し
て
い
る
。
　
「
わ
が
国
で
は
ま
だ
一
つ
も
刊
行
さ
れ
て
い
な

い
」
古
代
地
理
学
史
研
究
の
基
礎
を
こ
こ
に
確
定
す
る
為
の
用
意
と
し
て
当
然

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
又
多
大
の
苦
心
の
存
し
た
と
こ
ろ
と
思
う
。
こ
の
点
で

こ
れ
は
「
古
代
地
理
学
更
教
程
」
と
呼
ん
で
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
周
倒
細
心
な
配
慮
と
広
汎
な
視
野
と
新
古
研
究
の
通
覧
を
背
景
に
し
た

簡
要
な
記
述
は
、
そ
の
索
引
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
「
古
代
地

理
学
史
辞
典
」
と
し
て
用
㌔
）
る
こ
と
の
可
能
性
を
も
付
与
し
て
い
る
。
敬
服
に

た
え
な
い
。

　
本
書
に
於
て
ギ
リ
シ
ア
盛
時
の
地
理
的
知
識
を
代
表
す
る
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
最

も
多
く
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
又
当
然
で
は
あ
る
が
我
々
に
と
っ
て
最
も
多

く
の
困
難
を
排
除
し
て
く
れ
た
も
の
と
し
て
感
謝
す
べ
き
多
く
の
も
の
を
含
ん

で
い
る
。
地
誌
的
諸
事
実
の
追
求
は
甚
だ
し
い
労
著
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
地
理
学
的
知
識
の
発
展
を
と
ら
え
る
上
に
つ
い
て
最
も
袖
蝋
底
的
作

業
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
の
平
淡
な
趣
致
は
こ
れ
ら
の
苦
心
の
存
す
る
と

こ
ろ
を
さ
り
げ
な
く
通
過
せ
し
め
る
が
、
こ
れ
は
自
説
を
み
だ
り
に
主
張
し
な

い
謙
抑
と
客
観
性
保
持
へ
の
厳
格
な
態
度
が
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
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ろ
う
。

　
第
二
綿
を
な
す
八
章
は
古
代
の
航
海
に
関
す
る
研
究
を
集
め
て
、
こ
の
書
に

縛
異
の
存
在
価
値
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
続
篇
も
叉
簡
淡
な
説
述
の
う
ち
に
、

豊
寓
な
資
料
と
独
特
の
見
解
を
包
ん
で
、
容
易
に
そ
の
主
張
を
露
わ
さ
な
い
。

今
聞
に
至
る
ま
で
の
諸
説
の
検
討
と
批
判
、
そ
の
後
に
帰
結
を
与
え
る
と
い
う

．
厳
重
な
態
変
を
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
尚
随
所
に
著

聴
の
創
見
と
問
題
の
提
掛
を
読
み
と
る
に
苦
し
ま
な
い
。
ネ
ア
ル
コ
ス
や
ピ
ュ

テ
ア
ス
の
研
究
の
講
章
の
如
き
は
著
藩
の
見
解
が
最
も
精
彩
を
あ
ら
わ
す
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
航
海
に
関
す
る
諸
研
究
が
第
二
部
と
し
て
別
瞠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
推
察
さ
れ
る
が
、
著
藩
は
ギ
リ
シ
ア
地
理
学
史
に
接
近
す
る
の
に
回
方
古
代

文
明
の
伝
統
に
つ
い
て
の
関
心
を
以
て
せ
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
に
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
研
究
乃
至
は
東
方
文
明
の
考
察
に
地
理
学
の
側
か

ら
大
き
な
燈
火
が
点
ぜ
ら
れ
、
研
究
の
漸
ら
し
い
前
進
の
為
に
礎
石
が
据
え
ら

れ
た
こ
と
を
感
ず
る
。
ひ
と
り
地
理
学
界
の
慶
事
た
る
に
止
ら
ぬ
も
の
と
す
べ

き
で
あ
る
。

　
こ
の
労
作
に
対
し
て
、
こ
こ
に
謹
ん
で
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、
尚
つ
づ
い

て
窟
ー
マ
・
中
世
な
ど
地
理
学
史
の
未
開
の
分
野
に
巨
斧
を
揮
わ
れ
ん
こ
と
を

切
望
す
る
。
新
ら
し
い
光
の
照
明
を
ま
っ
て
い
る
問
題
は
甚
だ
多
い
。

　
（
A
5
判
四
五
七
頁
　
索
引
二
〇
頁
　
昭
湘
三
四
年
九
月
　
棚
原
書
店
縄
　
定

価
一
、
○
○
○
円
）

増
淵
龍
夫
著

中
国
古
代
の
社
会
と
国
家

河
　
地
　
重
　
造

　
著
者
増
淵
龍
夫
教
授
の
名
を
知
っ
て
か
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
一
〇
年
の
月
日

が
す
ぎ
て
い
る
。
本
書
に
も
収
録
さ
れ
た
論
文
「
引
田
に
お
け
る
一
三
秩
序
の

構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
を
「
．
一
橋
論
叢
』
で
読
ん
だ
の
は
、
一
九
五
一
年
の
末

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
頃
は
じ
め
て
著
考
を
知
っ
た
の
は
、
必
ず
し
も

か
け
出
し
の
泓
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
『
＝
一
…
ク
な
問
題
視
角
と
方
法
、
厳
密
な
概
念
の
構
成
と
駆
使
は
、
読

者
の
す
べ
て
に
新
鮮
で
強
い
印
象
を
与
え
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
当

時
研
究
生
活
一
年
生
に
す
ぎ
な
か
つ
・
た
私
に
は
、
こ
の
論
文
が
内
包
し
て
い
た
、

そ
の
後
の
著
薪
の
体
系
の
展
開
に
と
っ
て
の
意
義
を
、
正
し
く
三
一
す
る
力
は

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
｝
0
年
、
泓
た
ち
は
い
ま
主
要
論
文
を
あ
つ
め
た
本

書
を
手
に
し
て
、
あ
ら
た
め
て
見
事
な
研
究
成
果
と
あ
ざ
や
か
な
体
系
の
展
囲

を
、
ま
の
あ
た
り
に
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
書
評
し
易
い
と
い
え
ば
し
易
く
、
し
難
い
と
い
え
ぱ
ま
た

し
難
い
書
物
で
あ
る
。
各
章
が
よ
く
知
ら
れ
た
既
発
表
の
論
文
か
ら
な
っ
て
い

る
の
で
、
一
々
丁
寧
に
紹
介
す
る
の
は
、
あ
ま
り
適
籾
と
は
い
え
な
い
。
こ
の

さ
い
の
有
効
な
方
法
は
、
学
界
の
悶
題
状
況
に
照
し
つ
つ
、
全
体
を
貫
く
独
自

の
問
題
関
心
と
方
法
を
浮
び
上
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
果
の
体
系
的
検
討

を
試
み
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
著
者
は
、
各
論
文
を
新
た
に
補
筆
し
て
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