
書

評

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
一
五
冊

　
　
　
　
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
嚢

小
　
林
　
行
　
雄

直
木
孝
次
郎

　
昭
和
三
四
年
以
来
、
奈
良
国
立
乳
化
財
研
究
所
の
歴
史
研
究
室
と
建
造
物
研

究
室
と
を
中
心
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
特
別
史
跡
「
平
城
宮
跡
」
の
発
掘

調
査
が
、
日
本
で
は
詩
型
的
と
も
い
う
べ
き
規
模
と
精
度
と
を
も
っ
て
進
行
し

つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
題
記
の
報

倍
書
の
刊
行
を
見
た
こ
と
は
、
調
査
の
結
果
を
公
閉
す
る
と
と
も
に
、
　
「
平
城

宮
跡
」
の
調
査
が
当
面
し
て
い
る
問
題
の
醗
在
を
明
確
に
し
た
も
の
と
し
て
注

譲
さ
れ
る
。

　
こ
の
報
告
書
は
、
　
「
宮
衙
地
域
の
調
査
」
と
い
う
副
題
の
し
め
す
と
お
り
、

平
城
宮
跡
と
し
て
は
眼
欝
と
も
い
う
べ
き
中
枢
殿
賞
の
調
査
に
関
す
る
も
の
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
通
称
一
条
通
り
と
佐
紀
町
と
に
は
さ
ま
れ
た
南
北
八
○

メ
ー
ト
ル
、
東
西
二
一
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
水
田
地
帯
に
対
し
て
、
昭
和
三
閲

年
夏
か
ら
三
六
年
心
春
ま
で
に
、
圏
次
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査
の
結

果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
、
第
一
次
内
裏
の
北
側
に
あ
た
り
、

各
種
の
宜
衙
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
地
域
の
一
部
に
あ
た
る
。

　
以
下
、
報
魯
書
に
よ
っ
て
調
査
の
概
要
を
略
記
し
よ
う
。
調
査
地
区
で
検
出

さ
れ
た
遺
構
に
は
、
建
物
三
〇
、
七
四
、
土
塁
二
、
溝
六
、
井
戸
三
お
よ
び
土

城
二
〇
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
大
部
分
が
平
斌
富
に
関
連
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。
そ
の
う
ち
建
物
は
、
い
ず
れ
も
礎
石
を
用
い
な
い
掘
立
柱
式
で
、
何
棟

か
ず
つ
が
一
組
と
な
っ
て
群
を
な
し
、
地
区
に
よ
っ
て
は
そ
の
群
が
三
重
に
も

重
複
し
て
い
る
。
ま
た
棚
は
南
北
方
向
に
走
り
、
土
塁
お
よ
び
溝
は
東
西
方
向

に
遠
な
っ
て
、
こ
の
地
区
を
細
分
し
て
い
る
。
し
か
も
建
物
お
よ
び
棚
・
土
塁

・
溝
な
ど
の
境
界
遺
構
の
方
向
は
、
す
べ
て
真
南
北
・
中
具
東
西
の
轟
力
位
に
A
9
蚊

し
て
い
る
。
井
戸
は
厚
い
三
三
を
井
寵
組
に
し
た
大
型
の
も
の
で
、
建
物
と
関

連
し
て
三
ヵ
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
土
薇
は
不
爾
物
を
廃
棄
す
る
た
め
に
掘

っ
た
も
の
が
多
く
、
内
部
か
ら
木
簡
の
娼
遅
し
た
も
の
、
多
量
の
土
器
の
出
土

し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
遺
構
を
通
じ
て
、
そ
の
廃
絶
の
原

閣
が
火
災
で
あ
っ
た
よ
5
な
形
跡
は
、
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
さ
て
平
城
宮
跡
と
い
え
ば
、
通
俗
的
に
は
元
明
天
皇
の
和
鋼
三
年
（
七
一
〇
）

か
ら
樋
武
天
皇
の
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
ま
で
の
、
七
代
七
〇
余
年
聞
に
わ
た

る
宮
居
の
跡
と
し
て
、
ぎ
わ
め
て
明
確
な
沿
革
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
事
実
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
閥
に
介
在
す
る
天
平
一
二
年
（
七
騰
○
）
の
恭
遷
宮
造
営
か
ら
岡
一
六
年

（
七
四
四
）
の
難
波
遷
都
を
経
て
、
翌
一
七
年
（
七
四
五
）
の
平
城
還
都
に
い

た
る
数
年
の
空
白
期
に
、
平
城
窩
の
諸
殿
堂
が
う
け
た
破
壊
的
な
運
命
に
つ
い

て
は
、
　
憲
麗
日
本
紀
』
そ
の
他
の
つ
た
え
る
と
こ
ろ
も
、
な
お
断
片
的
な
も
の

に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
れ
を
現
地
に
つ
い
て
見
る
暗
、
い
ま
平
城
宮
の
大
極
殿
跡
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
遺
構
の
一
画
は
、
朱
雀
大
路
の
正
面
に
あ
た
る
宮
跡
の
中
心

部
か
ら
東
に
偏
し
て
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
中
心
灘
に
は
、
べ
つ
に
類
似
し
た

規
模
の
遺
梅
が
並
存
し
て
い
る
形
跡
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
者
の
5
ち
の
ど
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評轡

ち
ら
か
が
和
銅
創
建
時
の
平
城
宮
の
中
枢
殿
堂
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
は
第
二
次

の
設
営
に
か
か
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
な
お
、
そ
の
第

二
次
殿
堂
が
史
都
直
後
の
天
平
末
年
の
造
営
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と

も
、
天
平
勝
宝
年
間
な
い
し
天
平
宝
字
年
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
平
城
宮

改
修
の
記
事
に
相
当
す
る
遺
構
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
い
い
か
え
れ
ば
、
乎
城
宮
跡
の
発
掘
調
査
に
は
、
交
献
上
か
ら
年
代
の
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
遺
構
を
地
下
か
ら
掘
り
あ
て
る
と
い
う
簡
単
な
手
つ
づ
き
が

可
能
な
の
で
は
な
く
て
、
年
代
お
よ
び
性
質
の
凋
ら
か
で
な
い
重
層
し
た
遺
構

を
ま
ず
発
見
し
て
、
そ
こ
に
い
か
な
る
歴
焚
が
組
み
た
て
ら
れ
る
か
を
考
究
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
な
問
題
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
報
告
書
は
、
調
査
の
当
事
者
た
ち
が
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
い
か
な
る

態
度
を
も
っ
て
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
し
め
し
た
も
の
と
い
え
る
。
す

な
わ
ち
、
遺
構
の
時
期
分
類
は
、
ま
ず
地
層
と
の
関
係
に
よ
っ
て
大
励
さ
れ
、

さ
ら
に
重
複
し
て
い
る
柱
穴
の
前
後
関
係
の
分
析
と
、
配
醗
・
規
模
の
類
似
性

に
よ
っ
て
細
分
さ
れ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
本
書
で
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
調
査
地
域
で
は
、
平
城
欝
造

営
期
間
中
に
盛
土
に
よ
る
整
地
が
三
無
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
各
整
地
層

に
遺
構
が
存
在
し
た
。
整
地
作
業
の
第
一
段
階
は
地
盛
の
削
平
を
鼠
的
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
部
分
的
に
第
工
期
の
盛
土
が
う
す
く
の
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
と
く
に
建
物
の
造
営
に
必
要
な
墨
壷
の
み
を
整
地
し
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。
第
X
期
盛
土
は
、
第
－
期
の
建
物
の
廃
絶
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
、

調
査
地
域
全
域
に
わ
た
っ
て
存
在
し
、
上
面
は
北
か
ら
南
に
む
か
っ
て
わ
ず
か

に
傾
斜
し
て
い
る
。
繁
鋼
製
盛
土
は
こ
の
傾
斜
を
緩
際
す
る
形
で
お
こ
な
わ
れ

た
。

　
さ
て
、
第
工
一
斑
各
期
の
盛
土
溜
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
1
、
第
胤
、
第
選
期
の

建
物
が
造
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
第
亙
期
遺
構
は
、
さ
ら
に

三
な
い
し
四
小
魚
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
第
三
小
期
は
、

第
二
小
乗
の
建
物
の
一
騎
の
改
築
と
み
ら
れ
、
結
果
に
お
い
て
こ
の
両
小
羊
の

建
物
の
み
は
共
存
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
は
、
造
営
時
期
を
異
に
す

る
建
物
が
併
存
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
さ
て
、
心
血
さ
れ
な
三
〇
棟
の
建
物
の
う
ち
で
、
身
含
の
四
面
に
瘤
を
も
ち
、

審
懸
造
り
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
一
棟
で
、
ほ
か
に
二
而
［
纈
が
六
擁
、
一
、
醐
廟

が
三
棟
あ
る
が
、
残
り
の
二
〇
棟
は
す
べ
て
瀬
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
地
域
の
建
物
は
大
部
分
が
切
妻
造
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
建
物
の
桁
行
柱
間
は
次
表
の
ご
と
く
、

　
　
　
　
　
1
　
1
　
4
　
2
　
0
　
1
　
1
　
　
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
例
数
　
　
　
　
1
　
　
1

　
　
桂
間
1
3
9
7
6
5
4

七
間
お
よ
び
五
間
の
例
が
多
い
。

3

　
さ
ら
に
身
舎
の
柱
間
寸
法
を
比
較
す
る
と
、
桁
行
、
梁
行
と
も
に
一
〇
尺
の

等
聞
と
し
た
も
の
が
、
も
っ
と
も
多
く
て
一
六
棟
に
の
ぼ
り
、
こ
れ
に
桁
行
一

〇
尺
、
梁
行
九
・
五
一
八
・
虚
心
の
三
例
を
く
わ
え
る
と
、
ほ
ぼ
三
分
の
二
の

建
物
は
桁
行
一
〇
尺
（
天
平
尺
）
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
れ

以
外
の
も
の
も
、
す
べ
て
桁
行
柱
閥
寸
法
を
等
間
に
し
て
い
る
点
で
、
実
用
性

を
重
視
し
た
建
物
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
桁
行
柱
間
寸
法
を
八
一

七
・
五
尺
と
し
た
も
の
は
、
第
瓦
3
期
の
建
物
に
多
い
傾
向
が
あ
り
、
年
代
順

が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　
大
部
分
の
建
物
に
は
床
を
も
っ
て
い
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

床
を
も
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
三
糠
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
蒔
期
の
中
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心
建
物
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
膿
長
し
た
瓦
類
が
比
較

的
す
く
な
い
点
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
の
建
物
は
瓦
葺
で
は
な
く
、
輸
皮
葺
も
し

く
は
板
葺
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
建
物
の
規
模
に
く
ら
べ
て
、
柱
径
が
小
さ

い
点
も
、
こ
の
推
定
を
う
ら
づ
け
る
。

　
調
査
地
域
の
建
物
が
瓦
葺
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
関
連
し
て
、

発
見
さ
れ
た
瓦
の
文
様
に
若
干
の
種
類
が
あ
る
こ
と
の
意
味
は
、
こ
の
地
域
の

調
査
の
み
に
よ
っ
て
説
明
を
期
待
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
地

域
の
土
壌
・
柱
穴
・
井
戸
な
ど
か
ら
空
発
し
た
土
師
器
は
、
か
な
り
の
量
に
の

ぼ
る
の
で
、
そ
の
形
態
お
よ
び
技
法
の
異
容
に
よ
っ
て
、
三
段
階
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
、
第
一
段
階
は
遺
構
の
第
X
2
期
ま
で
に
、
第
二

段
階
は
第
X
2
・
3
期
に
、
第
三
段
階
は
暴
挙
期
に
対
応
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
五
1
期
に
属
す
る
土
鑛
の
一
つ
か
ら
は
、
四
一
点
の
木
簡
が
出

土
し
、
そ
の
う
ち
紀
年
を
記
し
た
も
の
の
年
次
が
天
平
宝
字
五
・
六
年
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
、
記
載
内
容
か
ら
年
代
の
推
定
で
さ
る
も
の
も
宝
牢
旧
聞
後
半

に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
第
一
段
階
の
土
師
器
の
存
続
年
代
は
、
天
平
宝
字
七
年

（
七
六
薫
）
を
ふ
く
む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
一
二
段
階
の
土
師

器
の
年
代
は
、
第
七
次
調
査
に
お
け
る
井
戸
繊
戸
の
資
料
に
よ
っ
て
、
平
城
上

豊
没
年
（
八
二
四
）
を
下
限
に
近
い
時
点
と
す
る
も
の
と
推
矩
し
う
る
。
し
た

が
っ
て
、
第
二
段
階
の
土
師
器
の
年
代
は
、
両
者
の
中
間
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
年
代
観
を
遺
構
の
全
体
に
お
よ
ぼ
し
て
い
え
ば
、
第
工
期
を
和
銅
末
年

創
建
時
に
、
第
■
1
期
を
天
平
二
〇
年
ご
ろ
と
し
、
天
平
一
七
年
々
都
後
の
改

修
に
、
第
X
2
期
を
天
平
宝
字
四
・
五
年
の
改
修
に
、
第
互
3
期
を
か
り
に
宝

亀
年
間
に
、
第
亘
期
を
大
同
闘
年
ご
ろ
と
し
て
、
平
城
上
皇
還
都
の
造
営
に
比

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
報
告
去
た
ち
の
試
案
で
あ
る
。

　
以
上
の
記
述
は
、
本
書
に
対
す
る
書
評
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
調
査
結
果

の
要
約
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
あ
え
て
こ
う
い
5
方
法
を
と
っ
た
の
は
、
こ
の

調
査
の
方
法
が
独
綱
的
な
尊
敬
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
導
き
だ

さ
れ
た
結
論
が
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
十
分
に
信
頼
す
べ
き

も
の
で
あ
る
と
儒
ず
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
も
し
、
し
い
て
難
点
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
各
遺
構
の
蒔
期
区
分
を
実
年
代
に

あ
て
は
め
る
試
案
を
慰
ぎ
だ
す
過
程
に
お
い
て
、
多
少
の
性
急
さ
が
感
じ
ら
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
闇
題
が
平
城
宮
跡
金
域
の
沿
革
に
関
連
し
て
、
本

報
告
書
に
と
り
あ
っ
か
わ
れ
た
狭
い
地
域
の
調
査
か
ら
で
は
、
完
全
に
は
解
決

で
き
な
い
も
の
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
報
告
者
た
ち
も
ま
た
、

そ
れ
を
一
つ
の
試
案
と
こ
と
わ
っ
て
発
表
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
適
否

を
今
の
段
階
で
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
調
査
の
成
渠
に
多
く
の
期
待

を
よ
せ
る
わ
れ
わ
れ
の
側
に
、
よ
り
は
な
は
だ
し
い
性
急
さ
が
あ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
林
行
雄
）
　
（
蹴
都
大
学
講
師
）

＊

＊

＊

　
本
書
は
、
そ
の
標
題
に
「
発
掘
調
査
報
告
」
と
な
の
っ
て
い
る
が
、
文
献
的

研
究
の
部
分
も
か
な
り
の
量
が
あ
り
、
質
ま
た
そ
れ
に
癒
じ
て
充
実
し
て
い
る
。

さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
、
文
献
的
研
究
が
発
掘
調
査
と
相
互
に
補
い
あ
っ
て
、

文
献
の
意
味
も
遺
跡
の
性
質
も
、
そ
れ
に
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
と
い

う
結
果
を
導
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
豊
富
な
文
献
史
料
を
と
も
な
う
遺
跡
の

調
査
に
こ
う
し
た
研
究
法
が
望
ま
し
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
実
際

に
は
な
か
な
か
行
な
い
が
た
い
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
本
書
は
一
つ
の
模
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評醤

範
曲
な
実
例
を
示
し
た
と
い
ウ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
換
言
す
れ
ば
、
本

報
告
書
は
平
城
宮
の
研
究
に
劃
期
的
な
進
歩
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
成
果
の
一
半
は
、
文
献
的
研
究
の
成
果
に
黄
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
文
献
的
に
ど
の
よ
う
な
研
究
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
か
、
本
書
の
叙

述
の
順
を
追
う
て
み
て
ゆ
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
「
第
亙
章
平
城
霞
の
沿
革
と
現
状
」
の
「
1
沿
革
」
の
項
で
、
和
銅
に

お
け
る
平
城
筥
の
造
営
か
ら
平
安
遷
都
に
至
る
ま
で
、
さ
ら
に
九
世
紀
の
平
城

上
皇
蒔
代
に
つ
い
て
、
平
城
宮
の
変
遷
が
文
献
史
料
に
も
と
づ
い
て
要
領
よ
く

述
べ
ら
れ
る
。
と
く
に
改
築
・
改
修
の
闇
題
が
詳
細
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
発
掘
調
査
と
関
連
す
る
所
が
多
い
か
ら
で
あ
る
が
、
天
平
十
七
年
の
平

城
還
都
の
の
ち
、
，
宮
城
の
復
興
が
お
く
れ
、
大
極
殿
・
朝
覚
は
天
平
宝
字
六
年

に
ょ
う
や
く
完
成
、
内
裏
及
び
そ
の
他
の
窟
衙
の
改
造
は
称
徳
朝
ま
で
か
か
っ

た
こ
と
を
論
じ
た
の
は
重
要
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
発
掘
調
査
の
方
か

ら
宮
城
が
奈
良
時
代
の
い
っ
か
に
大
規
模
な
改
造
が
行
な
わ
れ
、
内
裏
・
朝
堂

以
下
の
主
要
建
造
物
の
位
置
が
大
き
く
変
動
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
大
改
造
の
存
在
は
文
献
史
料
と
照
聾
し
、
発
掘
成
果
を
文
献
の
醸

か
ら
皮
え
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
文
献
の
側
か
ら
宮
城
内
に
改
造
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
の
推
定
は
、

こ
れ
以
前
早
く
か
ら
喜
黙
黙
吉
（
『
帝
都
撫
）
、
大
井
重
二
鄭
（
門
平
城
京
の
修
造

に
つ
い
て
」
　
『
続
日
本
紀
研
究
輪
欄
の
載
）
、
福
山
敏
…
男
（
判
大
極
殿
の
研
究
』
）

そ
の
他
の
諸
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
文
献
的
研
究
に

お
い
て
、
本
書
は
殿
舎
の
利
用
状
況
を
儀
式
や
年
中
行
事
別
に
整
理
し
て
、
殿

舎
の
性
格
・
改
築
年
痩
等
を
推
定
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
5
し
た
研

究
法
も
す
で
に
大
井
氏
や
福
山
氏
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
こ
と
が
本
書
の
価
値
を
低
く
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

い
。
本
書
は
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
成
果
を
ナ
分
に
と
り
い
れ
、
そ
の
方
法
を
先

人
以
上
に
周
倒
に
利
用
し
、
か
っ
こ
れ
を
発
掘
成
果
と
に
ら
み
あ
わ
せ
て
活
用

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
私
は
研
究
の
進
歩
の
あ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
書
の
記
載
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
続
臼
本

紀
の
和
銅
三
年
正
月
朔
β
条
に
「
天
皇
御
｛
大
極
殿
｝
受
レ
朝
」
と
あ
る
記
毒
に

つ
い
て
、
こ
の
大
極
殿
を
平
城
宮
の
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
と
し
て
、
註
に
大

井
氏
の
著
書
（
『
上
代
の
斎
都
㎞
）
を
引
き
、
こ
れ
を
批
判
し
て
「
僅
々
一
年
草

で
大
極
殿
・
朝
堂
の
竣
工
を
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
は
あ
る
ま
い
か
」
　
（
六
ペ

ー
ジ
）
と
の
べ
て
い
る
が
、
大
井
氏
も
こ
の
時
に
帯
域
宮
に
大
極
殿
が
存
在
し

て
い
た
と
考
え
て
は
お
ら
れ
な
い
。
氏
は
、
元
明
天
皇
は
前
年
十
二
月
以
来
、

平
城
宮
に
駐
難
し
、
事
実
上
の
遷
都
は
和
銅
二
年
十
二
月
中
行
な
わ
れ
た
と
す

る
説
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
三
年
元
日
条
の
大
極
殿
は
、
続
紀
編
者
の
追
記

と
み
、
大
極
殿
の
完
成
は
和
鋼
来
年
と
解
す
る
の
で
あ
る
（
『
上
代
の
帝
都
』

一
七
穴
ペ
ー
ジ
、
　
「
瀞
†
砧
城
両
尽
の
齢
診
造
に
つ
い
て
」
　
一
　
一
七
ぺ
…
ジ
）
。
　
私
は
∴
人

体
は
大
井
説
に
従
っ
て
よ
い
と
考
え
る
（
た
だ
し
正
月
以
後
に
一
旦
藤
原
に
婦

つ
た
も
の
と
見
る
）
。
な
お
こ
の
榊
郎
の
九
ぺ
…
ジ
ニ
五
行
の
「
延
暦
一
〇
年
（
七

　
　
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

九
一
）
一
一
月
」
は
「
九
月
」
が
正
し
い
。

　
つ
ぎ
に
文
献
の
面
か
ら
み
て
重
要
な
成
果
は
木
簡
に
関
す
る
も
の
で
、
　
「
第

丁
章
遺
物
」
の
「
！
木
簡
」
と
、
「
第
W
章
考
察
、
2
遺
物
」
の
「
A
木

簡
扁
と
、
同
じ
章
の
「
3
造
営
期
の
年
次
」
の
各
項
で
あ
る
。
昭
和
三
五
年
か

ら
三
六
年
に
か
け
て
平
城
宮
祉
か
ら
奈
良
時
代
の
木
簡
が
串
齢
し
た
こ
と
は
、

当
時
直
ち
に
新
聞
そ
の
他
に
報
道
さ
れ
、
滝
川
政
次
郎
氏
の
こ
れ
に
関
す
る
論

文
「
平
城
宮
跡
繊
土
木
簡
と
賦
役
命
」
套
臼
本
上
古
史
研
究
』
五
の
胤
）
な
ど
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も
出
た
が
、
正
確
な
全
號
は
本
霞
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
公
け
に
さ
れ
た
。
木
簡

の
い
ち
い
ち
に
つ
い
て
紹
介
す
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
平

城
宮
建
設
当
初
の
内
裏
（
第
一
次
内
裏
）
と
推
定
さ
れ
る
地
城
の
北
方
、
本
書

が
S
K
二
一
九
と
よ
ぶ
一
地
点
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
総
数
幽
一
点
、
七
型
式

に
分
類
で
き
る
と
い
う
。
う
ち
、
あ
る
程
度
意
味
を
と
り
う
る
交
字
を
も
つ
も

の
は
二
十
数
点
あ
る
。
そ
の
文
而
は
、
物
繍
の
名
称
だ
け
や
、
物
畠
講
求
の
伝

票
の
よ
う
な
簡
単
な
記
載
の
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
宮
廷
生
活
の
実
際
に

つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
記
載
に
食
料
に
関
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
で
、
こ

れ
か
ら
木
簡
の
出
土
地
点
に
あ
っ
た
宜
衙
は
、
宮
内
省
の
大
繕
職
ま
た
は
内
膳

司
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
滝
川
氏
は
こ
れ
を
内
膳
司
と
し
、
本
書
も
ま

た
内
孫
司
説
に
傾
い
て
い
る
が
、
私
は
大
膳
職
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
の
理
由
は
別
稿
（
「
平
城
宮
跡
轟
土
の
木
館
と
大
子
職
」
　
『
続
日
本
紀

研
究
』
一
〇
〇
号
）
で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
木
簡
の
鴫
土
は
い
ま
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
が
か
り
の
な
か
っ
た
平
城
宮
の

嘗
衙
の
比
定
に
一
つ
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
し
て
貴
璽
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
木
簡
の
中
に
宝
字
五
年
あ
る
い
は
宝
掌
六
年
と
い

う
年
紀
を
も
つ
も
の
の
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
相
対
年
代

し
か
分
ら
な
か
っ
た
遺
跡
の
絶
紺
年
代
を
決
定
す
る
何
よ
り
の
手
が
か
り
が
与

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
発
掘
し
た
地
響
に
は
二
期
五
爵

に
わ
た
っ
て
造
営
・
改
修
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
木
簡
が
埋
没
し
た
時
期
は
そ

の
第
二
審
自
と
第
三
紅
霞
の
間
に
あ
た
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
に
木
簡
以

外
の
文
献
記
録
の
研
究
結
果
を
考
え
あ
わ
せ
、
こ
の
地
域
の
建
築
の
造
営
年
次

に
つ
い
て
、
本
書
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
比
定
を
お
こ
な
う
。

蕩
揺
第
・
期

穣
造
営
斎
銅
蛋

竪
！
墨
第
華
・
塑
第
至
適

第
二
期

黍
・
・
年
祭
平
張
ユ
三
都
÷
・
葦

驚
磨
町
　
軽
羅
甦
四
二
に
早
・

平
城
上
皇

還
都
の
造

営

こ
の
年
次
比
定
は
若
干
の
疑
問
（
た
と
え
ば
天
平
宝
字
八
年
以
後
の
称
徳
朝
の

改
修
工
事
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
、
な
ど
）
も
あ
り
、
調
査
の
今
後
の
進
捗
に

よ
っ
て
多
少
の
修
正
を
必
要
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
平
城
密
造
営
の
進
行

過
程
に
つ
い
て
大
き
な
見
通
し
を
与
え
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
何
よ
り
の
挙
揚

と
な
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
木
簡
に
は
、
孝
謙
上
皇
と
淳
仁
天
皇
の
対
立
に
関
係
す
る
も
の

（
木
簡
1
）
、
当
時
の
税
制
の
実
際
を
示
す
も
の
（
木
簡
1
0
、
1
！
等
）
、
物
価
を
記

す
も
の
（
木
簡
3
0
）
な
ど
、
興
味
深
い
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら

に
つ
い
て
鋭
い
考
証
が
補
え
ら
れ
、
木
簡
1
1
に
み
え
る
「
雑
役
扁
を
中
川
作
物

の
意
と
解
す
る
説
（
五
四
ペ
ー
ジ
）
な
ど
の
新
見
が
流
砂
さ
れ
て
お
り
、
問
題

を
ふ
く
む
が
、
と
く
に
こ
れ
を
欝
正
す
る
ほ
ど
の
私
案
も
な
い
の
で
、
詳
細
は

省
略
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
つ
ぎ
に
「
第
環
章
　
平
城
宮
の
諸
問
題
扁
の
「
2
窩
内
議
建
造
物
の
機
能
と

位
観
」
の
項
で
は
、
は
じ
め
に
「
A
、
文
献
に
見
え
る
建
造
物
群
」
の
考
察
が

あ
る
。
こ
れ
は
上
述
「
第
豆
章
　
1
沿
革
扁
の
項
と
闘
連
す
る
と
こ
ろ
が
多
い

が
、
お
も
に
表
題
の
示
す
よ
う
に
、
営
城
門
以
下
の
交
献
に
見
え
る
主
要
な
諸

建
造
物
の
機
能
と
位
置
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
成
果
を
よ
く

採
り
い
れ
、
し
か
も
随
所
に
先
人
を
こ
え
る
暴
説
を
示
し
、
独
立
し
た
論
文
と

し
て
も
力
作
と
い
っ
て
よ
い
。
新
説
と
私
の
考
え
る
二
、
三
を
あ
げ
る
な
ら
ぽ
、
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①
宮
城
門
に
つ
い
て
は
、
元
朝
儀
式
の
検
討
か
ら
朱
総
門
が
朝
堂
と
機
能
上
対

応
関
係
に
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
来
釜
門
が
天
平
十
六
年
以
降
は
史
料
に
見
嚢
ら

な
い
こ
と
と
に
着
醸
し
、
初
期
の
朝
堂
は
朱
僅
門
正
面
に
あ
り
、
の
ち
そ
の
東

方
の
、
従
来
か
ら
朝
堂
院
に
比
定
さ
れ
て
い
る
地
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
、
②
朝
堂
関
係
で
は
、
重
量
門
（
重
閣
中
門
）
を
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
儀

礼
と
の
関
係
か
ら
朝
寒
院
中
門
ま
た
は
爾
門
（
平
安
宮
の
会
昌
門
ま
た
は
夢
裏

門
）
に
当
る
も
の
と
し
た
こ
と
。
③
大
極
殿
南
院
ま
た
は
単
に
南
院
と
あ
る
の

は
朝
堂
院
を
さ
す
ら
し
い
が
、
用
例
が
孝
謙
朝
に
限
ら
れ
る
の
は
、
朝
堂
院
の

改
築
が
こ
の
こ
ろ
来
完
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
し
た
こ
と
（
完
成
し

て
お
れ
ば
階
院
と
い
わ
ず
に
朝
堂
と
い
う
は
ず
。
第
X
章
沿
革
の
項
参
照
）
、

④
天
皇
の
常
の
御
所
を
意
味
す
る
内
裏
の
語
は
、
主
と
し
て
五
平
十
八
年
以
降

に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
以
前
は
中
宮
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
の
諸

点
が
矯
に
つ
く
。

　
ま
た
宝
字
四
年
ご
ろ
か
ら
称
徳
朝
に
か
け
て
、
内
裏
の
糟
例
が
少
な
く
な
り
、

中
宮
院
・
東
遊
・
西
宮
な
ど
の
語
が
多
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
整
理
し
て
み
る

と
、
心
組
の
機
能
の
う
ち
公
的
な
も
の
は
東
院
（
東
寺
玉
殿
）
に
継
承
さ
れ
、

中
歯
院
と
西
宮
と
は
そ
う
し
た
機
能
を
も
た
ず
、
単
な
る
御
在
所
と
し
て
機
能

し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
上
鞍
す
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
も
、
本

簾
の
功
績
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
間
の
闘
係
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ

う
な
図
式
を
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
。

内
異
蕎
年
）
A
蕪
鍵
騨
　
薯
ソ
蓋
翠
）
内
裏

こ
の
よ
5
に
殿
舎
の
系
統
や
性
格
を
と
き
あ
か
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
当

時
の
複
雑
を
き
わ
め
る
政
溶
史
の
理
解
の
上
に
大
き
な
貢
鰍
を
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
ろ
う
。
な
お
大
蔵
省
の
位
置
に
つ
い
て
、
　
「
災
平
頃
に
宮
城
内
に
存
し

た
の
が
、
宝
亀
に
宮
城
外
へ
移
建
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
　
（
一
一
〇
ペ

ー
ジ
）
と
さ
れ
る
。
愛
吟
以
前
の
位
覆
に
つ
い
て
の
論
は
な
い
が
、
天
平
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

七
月
紀
に
「
天
皇
御
昌
大
蔵
省
嚇
覧
昌
々
撲
輔
晩
頭
転
質
篇
西
池
宮
こ
と
あ
り
、

「
転
じ
て
」
と
い
う
所
か
ら
す
る
と
、
大
蔵
省
は
西
池
宮
と
は
反
対
の
方
角
、

す
な
わ
ち
平
城
宮
の
東
部
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
東
部
に
あ
っ
た

と
す
る
と
、
第
二
次
の
内
裏
・
朝
堂
の
建
設
（
平
城
宮
の
東
部
と
考
え
ら
れ
る
、

後
述
参
照
）
に
あ
た
っ
て
移
転
す
る
必
要
が
生
じ
や
す
い
わ
け
で
、
宝
毎
に
宮

城
外
へ
移
建
さ
れ
た
と
す
る
本
書
の
推
定
と
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
確
証
は
な

い
が
一
案
と
し
て
記
し
て
お
く
。

　
さ
て
最
後
に
、
文
献
的
研
究
と
発
掘
調
査
と
の
綜
合
と
し
て
、
銀
翼
章
の

「
B
、
平
城
宮
大
内
裏
の
復
元
」
が
本
書
の
末
尾
を
飾
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
き

に
も
少
し
ふ
れ
た
が
、
内
裏
・
朝
堂
の
占
地
に
は
、
第
一
次
（
初
期
）
の
も
の

と
第
二
次
（
後
期
）
の
も
の
と
が
あ
り
、
前
者
の
朝
堂
は
宮
城
の
正
面
中
央
（
関

野
氏
以
来
、
南
無
に
比
定
さ
れ
て
い
た
地
）
、
内
裏
は
そ
の
”
北
方
に
位
置
し
（
関

野
氏
の
比
定
と
同
じ
）
、
天
平
末
年
、
勝
宝
年
閲
、
あ
る
い
は
宝
字
年
聞
の
い

ず
れ
か
に
、
ま
ず
朝
堂
が
現
在
朝
賞
院
跡
に
比
定
さ
れ
て
い
る
地
（
第
一
次
朝

堂
の
東
方
）
に
移
り
、
内
｛
異
も
こ
れ
に
や
や
お
く
れ
て
宝
亀
年
間
に
紬
弟
二
次
朝

堂
の
北
方
部
に
移
っ
た
と
す
る
。
た
だ
し
こ
の
第
二
次
内
襲
は
、
孝
謙
・
称
徳

両
朝
に
み
え
る
東
院
の
発
展
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
お
そ
く
も
称
徳
朝
に
お
い

て
、
実
質
的
に
は
内
裏
・
朝
堂
は
南
北
に
あ
い
な
ら
ん
で
、
機
能
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
裏
・
朝
堂
は
奈
良
時
代
の
ほ
ぼ
全
期
間
（
天
平
十
二
年

よ
り
十
七
年
ま
で
を
除
く
）
を
通
じ
て
、
南
北
に
接
し
て
位
階
し
て
い
た
こ
と

が
、
本
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
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従
来
の
考
え
で
は
、
奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
内
裏
は
宮
城
中
央
北
よ
り
に
位

置
す
る
右
の
第
一
次
内
裏
の
地
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
朝
堂
は
そ
の
東
南
の
第

二
次
覇
堂
の
地
に
偏
在
す
る
、
と
い
う
想
定
が
～
般
に
行
な
わ
れ
、
引
い
て
そ

の
位
澄
関
係
が
奈
良
縫
代
の
政
治
の
あ
り
方
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
と
す
る
解

釈
が
有
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
方
が
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
本
書
の
結
論
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の

研
究
者
が
い
わ
ゆ
る
上
記
の
通
説
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
大

井
重
二
郎
氏
は
、
第
一
一
次
内
裏
の
地
に
天
皇
の
常
の
御
殿
が
あ
っ
た
こ
と
と
、

称
徳
朝
ご
ろ
に
内
裏
の
中
心
が
移
動
し
た
こ
と
と
を
、
文
献
の
上
か
ら
指
摘
し

て
（
前
掲
論
交
）
、
本
書
の
考
察
の
先
縦
を
な
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
本
書
の
よ

う
な
関
快
な
結
論
を
う
ち
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
い
、
）
ま
で
も
な
い
こ
と

な
が
ら
、
こ
の
大
き
な
発
見
は
、
丈
献
研
究
と
発
掘
調
査
と
の
協
同
に
よ
っ
て

可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
文
献
だ
け
で
は
解
決
困
難
な
、
あ
る
い
は
解
決
不

可
能
な
問
題
が
な
お
数
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
が
今
後
の
発
掘
の
進
行
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
か
、
限
り
な
い
期
待
を
将
来
に
寄
せ
る
の

は
私
ひ
と
り
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
平
城
窩
全
域
の
保
護
が
と

く
に
切
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
書
き
も
ら
し
た
所
が
少
な
く
な
い
が
、
以
上
で
ほ
ぼ
文
献
方
薗
に
製
す
る
主

要
な
闘
題
は
紹
介
し
え
た
と
思
う
。
こ
の
ほ
か
、
平
城
京
の
条
坊
の
地
割
と
、

平
城
宮
の
地
割
に
関
す
る
考
察
（
駅
亭
章
、
1
）
も
、
い
く
つ
も
の
新
し
い
研

究
成
果
を
含
み
、
見
落
せ
な
い
内
容
を
も
つ
。
と
く
に
航
空
写
真
と
、
新
し
く

作
ら
れ
た
千
分
の
一
の
地
図
と
を
縦
横
に
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
醤
立
つ
。
す

ぐ
れ
た
業
績
が
あ
が
っ
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
る
所
が
大
き
い
。
京
の
地
割
は
朱

雀
大
路
の
中
心
か
ら
設
定
さ
れ
、
つ
ぎ
の
爾
耽
地
割
線
は
一
坊
大
路
の
中
心
よ

り
や
や
外
方
、
道
輻
の
約
三
分
の
二
の
と
こ
ろ
を
走
る
こ
と
、
大
路
の
幅
に
も

大
小
が
あ
り
、
一
指
大
路
一
二
〇
尺
、
二
条
大
路
一
六
〇
尺
と
算
定
さ
れ
る
こ

と
、
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
本
節
の
適
切
な
紹
介
は
評
者
の
能
力
を
こ

え
る
。
条
坊
研
究
に
必
読
の
文
献
で
あ
る
こ
と
を
記
す
に
と
ど
め
る
。
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