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ヒ
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リ
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』
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一
次
史
料
に
も
と
づ
く
細
か
い
「
実
証
」
の
職
人
芸
に
強
く
こ
だ
わ
る
日

本
の
歴
史
学
界
や
教
育
界
で
も
、（
伝
統
的
な
職
人
芸
の
消
失
と
と
も
に
？
）

よ
う
や
く
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
認
知
度
が
上
が
り
、
翻
訳
書
を
含

む
出
版
物
も
増
加
し
て
い
る
。
唐
代
を
中
心
に
中
国
の
都
市
・
環
境
・
歴
史

意
識
や
女
性
史
な
ど
の
斬
新
な
研
究
を
行
っ
て
き
た
著
者
に
よ
り
、
大
学
レ

ベ
ル
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
教
科
書
と
し
て
編
ま
れ
た
本
書
は
、

「
日
本
の
近
代
国
家
建
設
が
「
西
欧
以
外
の
唯
一
の
成
功
例
」
と
呼
ば
れ
た

時
代
は
、
す
で
に
遠
く
過
ぎ
去
っ
た
」（
一
八
〇
頁
）
と
い
う
問
題
意
識
を

も
ち
、
日
本
特
殊
論
や
そ
の
背
後
に
あ
る
西
洋
中
心
史
観
を
打
破
す
る
目
的

を
明
示
し
た
点
で
、
評
者
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
『
市
民
の
た
め
の
世
界
史①
』

が
「
ア
ジ
ア
を
正
当
に
位
置
づ
け
日
本
を
完
全
に
組
み
込
ん
だ
世
界
史
」
を

掲
げ
た
の
と
共
通
の
動
機
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
学
部
・
大
学
院
レ

ベ
ル
の
教
科
書
・
講
座
物
で
は
、
従
来
の
「
日
本
型
専
門
研
究
者
」
の
生
き

方
の
ま
ま
で
も
さ
し
て
難
し
く
な
い
、
特
定
の
学
説
や
理
論
の
解
説
、
個
別

の
ト
ピ
ッ
ク
・
切
り
口
を
集
め
た
論
集
な
ど
が
珍
し
く
な
い
の
に
対
し②
、
著

者
が
そ
れ
ら
と
違
っ
た
体
系
的
な
世
界
史
叙
述
と
い
う
狭
き
門
に
挑
ん
だ
点

に
、
強
い
共
感
を
覚
え
る
。

た
だ
し
両
書
は
対
照
的
な
内
容
・
構
成
を
も
ち
、
相
互
補
完
的
な
読
み
方

が
可
能
な
書
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
養
課
程
の
教
科
書
と
し
て
高
校
教
科

書
の
改
善
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
編
ま
れ
た
『
市
民
』
が
、
歴
史
学
の
方
法

や
観
点
の
解
説
を
随
所
に
掲
載
し
つ
つ
、
全
体
は
世
界
の
構
図
を
総
合
的
か

つ
時
代
順
に
提
示
す
る
一
般
的
な
枠
組
み
に
従
っ
た
の
に
対
し
、
学
部
教
科

書
で
あ
る
本
書
は
、
環
境
・
交
通
・
都
市
と
国
家
、
広
域
経
済
圏
な
ど
の

テ
ー
マ
を
立
て
、
高
校
教
科
書
型
の
網
羅
主
義
を
捨
て
て
、
方
法
と
モ
デ
ル

を
正
面
に
掲
げ
た
歴
史
叙
述
を
試
み
、
従
来
に
な
い
か
た
ち
の
ま
と
ま
っ
た

世
界
史
の
知
識
・
理
解
を
め
ざ
し
て
い
る
。
以
下
、『
市
民
』
と
の
比
較
や
、

評
者
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
の
関
わ
り
の
土
台
を
な
す
東
南
ア
ジ

ア
・
海
域
ア
ジ
ア
史
、
教
養
教
育
と
歴
史
教
育
な
ど
の
角
度
か
ら③
、
本
書
の

特
徴
、
あ
る
べ
き
読
み
方
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
な
お
本
書
評
で

言
及
す
る
評
者
や
他
の
論
者
の
著
作
の
書
誌
情
報
は
、
本
書
の
参
考
文
献
に

挙
が
っ
て
い
な
い
も
の
だ
け
を
注
記
す
る
。

『
市
民
』
が
歴
史
学
の
意
義
や
方
法
を
論
じ
た
「
序
章
」「
終
章
」
の
間

に
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
一
三
章
を
並
べ
た
（
序
章
・
終
章
を
含
め
各
章
の

始
め
に
「
読
者
へ
の
問
い
」、
途
中
と
終
わ
り
に
「
課
題
」「
ま
と
め
の
課

題
」
を
掲
げ
る
）
の
に
対
し
、
本
書
は
大
き
な
方
針
と
世
界
認
識
の
変
遷
を

扱
っ
た
「
は
じ
め
に
」
と
「
お
わ
り
に
」
の
間
に
一
五
講
（
そ
れ
ぞ
れ
の
最

後
に
「
考
え
て
調
べ
て
み
よ
う
」
と
い
う
考
察
課
題
を
置
く
）
を
配
列
す
る
。

多
く
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
論
述
（
一
六
世
紀
以
降
を
叙
述
す

る
）
と
比
べ
た
構
成
・
叙
述
の
特
徴
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
（
ユ
ー
ラ
シ
ア
東

部
）
の
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
紀
に
成
立
す
る
広
域
経
済
圏
か
ら
モ
デ
ル
を
抽

出
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
前
近
代
か
ら
近
代
ま
で
の
五
〇
〇
〇
年
の
ユ
ー
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ラ
シ
ア
大
陸
と
世
界
の
歴
史
を
系
統
的
に
描
こ
う
と
す
る
（
は
じ
め
に
）
と

い
う
、
独
特
の
構
成
を
押
し
出
す
。

一
五
講
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。「
第
1
部

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
の
理
論
と
方
法
」（
第
1
〜
5
講
）
で
は
、
歴
史
叙
述
の
方
法
、
環

境
と
都
市
・
国
家
の
形
成
な
ど
の
一
般
理
論
的
な
叙
述
と
、
ア
フ
ロ
・
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
を
東
西
に
貫
く
農
牧
境
界
地
帯
（
に
成
立
す
る
都
市
）
を
中
心

と
す
る
複
数
の
広
域
経
済
圏
（
各
経
済
圏
内
部
の
南
北
の
結
び
つ
き
も
大

事
）
お
よ
び
そ
れ
ら
の
共
通
す
る
歴
史
の
構
造
、
そ
れ
を
と
ら
え
る
空
間
的

（
東
部
・
中
央
部
・
西
部
の
三
地
域
）・
時
間
的
（
四
〜
七
世
紀
、
一
六
〜

一
八
世
紀
を
画
期
と
す
る
三
時
代
）
区
分
な
ど
を
叙
述
す
る
。
中
国
大
陸
の

空
間
構
成
（「
外
中
国
」
と
「
内
中
国
」）
お
よ
び
そ
の
結
果
成
立
す
る
大
中

国
（「
外
」「
内
」
両
方
を
統
合
す
る
）
と
小
中
国
（「
内
」
の
み
を
統
合
す

る
）
の
二
類
型
と
い
っ
た
、
現
代
中
国
・
東
ア
ジ
ア
理
解
に
不
可
欠
な
ト
ピ

ッ
ク
が
解
説
さ
れ
る
（
第
4
講
）
一
方
で
、
ア
フ
リ
カ
の
農
牧
境
界
地
帯
の

歴
史
（
第
7
講
）
が
活
写
さ
れ
る
あ
た
り
は
、
著
者
な
ら
で
は
の
腕
前
を
感

じ
さ
せ
る
。

続
く
「
第
2
部

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
三
段
階

古
典
国
家
・

農
牧
複
合
国
家
・
近
代
国
民
国
家
」（
第
6
〜
14
講
）
で
は
、
初
期
国
家

（
前
三
〇
〇
〇
年
紀
〜
）、
古
典
国
家
（
前
一
〇
〇
〇
年
紀
〜
）、
農
牧
複
合

国
家
（
四
〜
七
世
紀
の
混
乱
以
降
に
形
成
。
世
界
宗
教
圏
の
成
立
と
並
行
し
、

都
城
時
代
、
商
業
帝
国
の
交
替
、
古
典
文
化
の
復
興
な
ど
の
特
徴
あ
る
現
象

を
伴
う
）、
近
代
国
家
（
沿
海
都
市
網
の
拡
大
と
並
行
し
、
国
民
国
家
を
形

成
す
る
）
の
国
家
類
型
に
従
っ
て
時
代
を
分
け
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
三
地
域
を
中

心
に
歴
史
の
構
図
を
叙
述
す
る
。
う
ち
、
8
〜
12
講
が
農
牧
複
合
国
家
の
段

階
の
叙
述
に
充
て
ら
れ
る
。「
第
3
部

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し

て
の
現
在
と
未
来
」（
第
15
講
）
で
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
経
済
圏
の
形
成

（
近
代
に
内
陸
か
ら
沿
海
に
中
心
が
移
動
し
た
も
の
が
再
度
内
陸
に
移
動
）

に
向
か
う
現
代
の
趨
勢
を
長
期
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
大

陸
の
動
き
を
理
解
し
に
く
い
特
殊
な
歴
史
と
世
界
認
識
を
も
つ
、
日
本
の
あ

り
方
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
す
る
。

日
本
で
世
界
史
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
論
じ
る
際
に
必
ず
問
題

と
さ
れ
る
日
本
の
位
置
に
つ
い
て
本
書
は
、
焦
点
で
あ
る
遊
牧
世
界
と
の
接

触
が
な
い
た
め
「
本
講
義
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
」、
こ
う
し
た

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
全
体
の
歴
史
を
参
照
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
日
本
の
歴
史

の
普
遍
性
と
固
有
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
随
所
で
日
本
史
の

特
色
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
と
「
は
じ
め
に
」
で
予
告
し
て
お
り
、
第
一
五
講

は
そ
れ
に
対
応
し
た
結
び
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
記
の
章
立
て
を
、
近
現
代
中
心
の
世
界
史
Ａ
と
古
代
か
ら
通
史
を
学
ぶ

世
界
史
Ｂ
の
中
間
を
狙
い
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
ま
で
に
三
章
、
一
五
世
紀
〜
一

八
世
紀
の
近
世
に
四
章
、
近
現
代
に
六
章
を
割
り
当
て
た
『
市
民
』
と
比
べ

る
と
、
本
書
は
遊
牧
民
を
主
役
と
す
る
杉
山
正
明
・
森
安
孝
夫
ら
の
世
界
史

の
側
に
近
く④
、
し
か
し
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
を
完
成
形
と
は
し
て
い
な
い
と
見
ら

れ
る
。
日
本
の
位
置
づ
け
の
差
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

各
時
代
・
地
域
に
お
け
る
世
界
史
の
認
識
・
叙
述
の
方
法
に
も
多
く
の
紙

幅
を
割
く
本
書
は
、
最
初
か
ら
A
W
orld
H
istory
for
Citizensと
い
う

英
語
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
た
『
市
民
』
に
劣
ら
ず
、
読
者
に
「
そ
の
ま
ま
理
解

す
る
の
で
な
く
色
々
な
角
度
か
ら
考
え
る
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
た
と
え

ば
（
1
）
異
な
る
環
境
の
境
界
地
帯
に
都
市
と
国
家
が
成
立
し
、
そ
れ
を
中

心
と
し
て
広
域
経
済
圏
が
出
現
す
る
、（
2
）
広
域
経
済
圏
の
歴
史
は
ア
フ

ロ
＝
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
い
て
一
貫
し
て
、
中
緯
度
帯
を
東
西
に
延
び
る
農
業

書 評
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と
遊
牧
が
接
す
る
地
帯
（
農
牧
境
界
地
帯
）
を
主
舞
台
と
し
て
展
開
し
た
が
、

近
代
に
は
そ
れ
が
沿
岸
都
市
を
中
心
と
す
る
も
の
に
変
化
し
た
、（
3
）
農

牧
境
界
地
帯
に
第
2
部
の
時
期
に
成
立
し
た
世
界
宗
教
な
ど
の
普
遍
理
念
が

沿
岸
都
市
を
基
盤
と
す
る
近
代
文
明
の
前
提
と
な
っ
た
、
な
ど
の
著
者
の
主

張
（
第
2
講
で
は
「
仮
説
」
と
し
て
提
起
さ
れ
る
）
は
、（
1′
）
農
業
地
域

の
内
部
発
展
に
よ
っ
て
都
市
・
国
家
や
文
明
は
成
立
し
た
、（
2′
）
古
代
〜

中
世
の
世
界
史
の
中
心
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
中
東
や
中
国
な
ど
の
大
農
業
地
域

に
あ
っ
た
、（
3′
）
人
権
思
想
な
ど
近
代
文
明
は
前
近
代
と
の
断
絶
を
示
す
、

と
い
っ
た
通
俗
的
な
歴
史
像
を
ひ
っ
く
り
返
す
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
論
点

や
全
体
を
貫
く
普
遍
性
・
共
通
性
の
強
調
の
す
べ
て
が
「
文
脈
を
超
え
た
正

し
さ
」
を
主
張
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
本
書
は
、
日
本
で
は
学
生

は
お
ろ
か
研
究
者
も
し
ば
し
ば
苦
手
と
す
る
、
学
問
一
般
の
方
法
や
タ
イ
プ

分
け
に
つ
い
て
の
幅
広
い
教
養⑤
を
土
台
と
し
た
「
文
脈
／
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
読

み
取
り
（
メ
タ
レ
ベ
ル
の
理
解
）」
を
せ
ず
に
「
唯
一
の
排
他
的
に
正
し
い

歴
史
」
と
し
て
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
読
者
に
多
く
の
注
意
を

要
求
す
る
。
大
き
い
も
の
・
強
い
も
の
が
好
き
で
、
進
ん
だ
遅
れ
た
な
ど
の

格
付
け
を
歴
史
を
学
ぶ
目
的
と
す
る
よ
う
な
男
性
読
者
（
中
心
性
を
主
張
し

な
い
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
地
域
や
、
強
い
弱
い
の
議
論
を
拒
否
す
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
史
な
ど
の
領
域
は
無
視
し
て
平
気
で
あ
る
こ
と
が
多
い
）
は
特
に
、
本

書
が
示
す
西
洋
中
心
史
観
や
中
国
中
心
史
観
の
打
破
、
さ
ら
に
は
梅
棹
忠
夫

の
文
明
の
生
態
史
観
が
遊
牧
民
に
与
え
た
負
の
役
割
（
そ
の
圧
力
が
中
国
や

ロ
シ
ア
な
ど
専
制
国
家
〜
共
産
主
義
を
生
ん
だ
、
そ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
西

欧
と
日
本
で
封
建
制
〜
資
本
主
義
と
い
う
発
展
が
お
こ
っ
た
）
の
逆
転
な
ど

を
、「
従
来
説
の
単
純
な
裏
返
し
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
中
心
史
観
」

そ

れ
は
あ
る
覇
権
的
な
「
〇
〇
中
心
史
観
」
に
別
の
「
〇
〇
中
心
史
観
」
を
対

置
す
る
こ
と
に
安
住
す
る
点
で
、
学
知
の
覇
権
性
に
無
批
判
な
「
中
心
中
心

史
観
」
に
陥
り
が
ち
で
あ
る

に
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
大
き
な
努
力

を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

文
脈
に
注
意
す
べ
き
例
を
あ
げ
よ
う
。
本
書
第
5
・
6
講
は
人
類
社
会
に

お
け
る
都
市⑥
の
成
立
と
国
家
の
形
成
を
ほ
と
ん
ど
等
置
し
て
い
る
が
、
イ
ン

ダ
ス
文
明
（
地
域
的
に
本
書
の
枠
外
？
）
の
よ
う
な
国
家
な
き
都
市
文
明
は

ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
人
類
史
上
に
は
、
都
市
よ
り
農
村
が

発
展
を
先
導
し
た
国
家
が
存
在
し
な
い
か
。
次
に
、
超
越
的
価
値
の
前
に

個
々
人
が
平
等
な
世
界
宗
教
が
、
個
人
の
権
利
に
基
盤
を
置
く
近
代
社
会
の

誕
生
を
可
能
に
し
た
（
第
7
講
ほ
か
）
と
す
る
と
、
そ
う
い
う
も
の
を
も
た

な
か
っ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
は
、
近
代
化
は
不
可
能
だ
と
な
ら
な
い
だ
ろ

う
か
。「
世
界
宗
教
圏
に
包
含
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
で
は
、
近
代
社
会
の
訪

れ
が
遅
れ
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
、
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
第
9

講
の
「
考
え
て
調
べ
て
み
よ
う
」
は
、
読
者
の
「
近
代
」
に
つ
い
て
の
歴
史

認
識
を
厳
し
く
問
う
課
題
だ
ろ
う
。
ま
た
第
2
部
は
紀
元
前
後
の
「
古
典
国

家
」
を
巨
大
な
共
同
体
、
そ
の
後
に
現
れ
る
農
牧
複
合
国
家
は
共
同
体
を
超

え
た
普
遍
性
に
立
脚
す
る
国
家
と
見
な
し
、
後
者
の
時
代
に
成
立
し
た
世
界

宗
教
圏
（
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
仏
教
を
代
表
と
す
る
）
の
普
遍

性
・
超
越
性
が
近
代
文
明
を
準
備
し
た
と
す
る
。
国
家
や
普
遍
思
想
に
関
す

る
こ
の
「
個
別
か
ら
普
遍
へ
の
単
線
的
発
展
段
階
論
」
は
、「
古
代
地
中
海

世
界
〜
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
社
会
だ
け
が
近
代
を
生
み
出
し
た
」
と
い
う

支
配
的
歴
史
観
と
二
者
択
一
の
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
近
代
世
界
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
1
講
を
充
て
る
だ
け

で
あ
る
（
第
14
講
）。
近
代
世
界
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

文
献
は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
本
書
で
述
べ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
は
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成
り
立
つ
に
し
て
も
、「
な
ぜ
」
近
代
世
界
は
形
成
さ
れ
た
か
、
近
代
化
と

モ
ダ
ニ
テ
ィ
（
近
代
性
）
と
は
何
だ
っ
た
か
、
近
代
国
家
イ
コ
ー
ル
国
民
国

家
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
問
題
群
を
意
識
し
な
が
ら
本
書
を
読
む
こ
と
は
、

や
は
り
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
従
来
の
理
解
を
刷
新
す
べ
く
世

界
中
で
二
〇
世
紀
末
か
ら
起
こ
っ
た
数
量
経
済
史
や
自
然
科
学
的
方
法
も
活

用
す
る
「
近
世
（
初
期
近
代
）
の
見
直
し
」、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
主
権
国
家
・

国
民
国
家
や
帝
国
と
い
う
国
家
像
の
再
検
討
と
い
っ
た
問
題
に
関
す
る
読
者

の
理
解
は
、
十
分
新
し
い
だ
ろ
う
か
。
個
別
例
で
は
、
九
〜
一
四
世
紀
に
お

け
る
古
典
復
興
が
西
洋
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
限
ら
れ
る
現
象
で
は
な
か
っ
た
こ

と
を
述
べ
る
第
12
講
を
読
む
際
に
、
読
者
は
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
（
高

校
の
世
界
史
教
科
書
を
含
め
て
）
ル
ネ
サ
ン
ス
を
近
代
の
序
曲
で
な
く
む
し

ろ
中
世
の
延
長
上
で
と
ら
え
る
傾
向
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
で
き
る

だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
近
世
・
近
代
の
理
解
を
確
認
す
る
際
に
は
、
本
書
が
ユ
ー
ラ
シ
ア

東
部
の
歴
史
的
経
験
を
全
体
の
モ
デ
ル
と
し
た
こ
と
の
意
味
を
含
め
て
熟
考

が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
空
間
に
お
い
て
二
〇
世
紀
末
に
起
こ
っ
た

「
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」
お
よ
び
そ
こ
で
顕
在
化
し
た
日
中
の
発
展
径
路
の
分

岐
の
背
景
と
し
て
、
沿
海
部
都
市
の
発
展
（
＝
ア
ジ
ア
間
交
易
の
発
展
）
だ

け
で
な
く
、『
市
民
』
が
力
を
入
れ
て
解
説
し
た
「
近
世
に
お
け
る
小
農
社

会
の
形
成
と
そ
の
朱
子
学
化
」
に
つ
い
て
ホ
ッ
ト
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と⑦
は
、
読
者
の
間
で
ど
こ
ま
で
理
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
近

世
の
小
氷
期
と
近
代
以
降
の
温
暖
化
な
ど
環
境
の
激
変
（
農
牧
複
合
国
家
の

時
代
の
始
ま
り
に
つ
い
て
気
候
変
動
の
影
響
を
述
べ
る
が
、
そ
の
時
代
の
終

わ
り
と
そ
の
後
の
変
動
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
い
）
は
ど
う
か
。
第
三
部
で
現

代
・
近
未
来
の
展
望
と
し
て
示
さ
れ
る
大
陸
経
済
圏
の
形
成
は
、
上
で
述
べ

た
「
沿
海
部
中
心
の
東
ア
ジ
ア
近
代
」
が
、「
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」
で
絶
頂

を
迎
え
た
の
ち
速
や
か
に
「
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
社
会
」
に
突
入

し
行
き
詰
ま
り
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
状
況⑧
に
対
し
て
も
、
救
い
の
神
と
な

る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
家
父
長
制
」
原
理
を
変
え
な
い
限
り
、
大
陸
経

済
圏
も
同
じ
道
を
た
ど
る
の
だ
ろ
う
か
。

地
域
や
環
境
に
つ
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
に
限
ら
ず
、
読
者
が
考
え
る
べ
き

点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
砂
漠
・
草
原
を
除
い
た
地
域
に
と
っ
て
の
森
（
農
牧

境
界
地
域
の
北
の
森
に
は
言
及
す
る
が
、
南
の
森
は
ど
う
だ
ろ
う
か
）、

ユ
ー
ラ
シ
ア
西
部
に
と
っ
て
の
地
中
海
な
ど
海
の
役
割
は
ど
う
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。

評
者
の
観
点
で
は
、
日
本
列
島
や
東
南
ア
ジ
ア
の
島
々
な
ど
遊
牧
地
域
が

存
在
せ
ず
、
大
陸
で
普
遍
的
な
農
業
地
域
と
遊
牧
地
域
の
衝
突
と
交
流
、
融

合
の
歴
史
を
経
験
し
な
い
地
域
は
歴
史
の
ど
こ
が
異
な
り
ど
こ
が
共
通
す
る

か
を
問
う
た
第
3
講
の
「
考
え
て
調
べ
て
み
よ
う
」
は
、
特
に
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
読
者
は
、
評
者
が
こ
れ
ま
で
も
再
三
紹
介
し
て
き

た
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア
ジ
ア
史
家
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
Strange
Parallels⑨の

議
論
を
参
照
す
る
と
よ
い
。
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
歴
史
を
基
準
と
し
て
八

〇
〇

一
八
三
〇
年
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
域
の
政
治
・
文
化
統
合
を
比
較
し

た
リ
ー
バ
ー
マ
ン
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
全
体
を
遊
牧
民
の
圧
力
に
恒
常
的
に
さ

ら
さ
れ
た
中
国
・
イ
ン
ド
や
中
東
な
ど
の
Exposed
zone
と
、
モ
ン
ゴ
ル

時
代
以
外
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
が
な
か
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
・
日
本
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
の
Protected
zone
に
分
け
（
こ
こ
は
梅
棹
と
同
じ
）、
前
者
の
地

域
で
少
数
派
の
支
配
者
の
も
と
で
効
率
的
な
行
政
・
軍
事
制
度
に
支
え
ら
れ

た
多
文
化
の
広
域
帝
国
が
成
立
す
る
の
に
対
し
（
そ
の
評
価
は
杉
山
・
森
安

両
氏
や
妹
尾
氏
に
近
い
）、
後
者
の
地
域
で
は
中
規
模
の
近
代
国
民
国
家
の

書 評
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原
型
に
な
る
統
合
が
成
立
す
る
（
た
だ
し
元
来
そ
の
コ
ー
ス
を
歩
ん
で
い
た

ロ
シ
ア
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
解
体
後
に

モ
ン
ゴ
ル
の
遺
産
を
含
む
諸
要
素

に
よ
っ
て⑩

巨
大
帝
国
の
道
を
歩
む
。
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
は
近
世

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
す
る
Exposed
zone
と
な
っ
て
統
合
の
あ
り
方
が

変
化
す
る
）
と
い
う
像
を
描
き
、
英
語
圏
の
学
界
で
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
を
二
つ
に
分
け
る
こ
の
構
図
は
、
冷
戦
時
代
の
梅
棹
の
よ
う

な
西
欧
・
日
本
賛
美
と
は
一
線
を
画
し
、
ま
た
Protected
zone
が
ユ
ー

ラ
シ
ア
の
辺
境
で
あ
り
、
そ
の
文
明
と
国
家
の
形
成
は
Exposed
zone
よ

り
ず
っ
と
遅
れ
て
、
後
者
の
文
明
の
摂
取
を
通
じ
て
実
現
す
る
（
た
だ
し
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
全
体
を
襲
っ
た
一
四
世
紀
の
危
機
に
よ
る
統
合
解
体
の
後
は
、

一
六
世
紀
・
一
八
世
紀
と
周
期
的
に
起
こ
る
解
体
な
い
し
混
乱
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
危
機

後
の
危
機
ほ
ど
混
乱
期
は
短
く
な
る

の
後
に
来
る
さ
ら

に
強
固
な
統
合
と
い
う
「
循
環
的
か
つ
線
的
な
」
統
合
強
化
の
リ
ズ
ム
が
、

両
地
域
で
ほ
ぼ
同
期
す
る
）
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

近
代
を
異
常
で
例
外
的
な
時
代
と
し
て
無
視
し
、
日
本
を
世
界
の
普
遍
性
を

理
解
で
き
な
い
特
殊
な
存
在
と
決
め
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
遊
牧
民

の
影
響
を
受
け
な
い
が
ゆ
え
に
Exposed
zone
の
広
域
帝
国
に
な
い
、
密

度
が
濃
く
均
質
な
統
合
に
向
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
小
さ
く
普
遍
的
で
な
い
こ

と
の
強
み
に
も
あ
ら
た
め
て
光
を
当
て
る
。

リ
ー
バ
ー
マ
ン
は
八
〇
〇
年
か
ら
一
四
世
紀
の
危
機
ま
で
の
時
期
に

Protected
zone
で
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
後
世
に
「
わ
が
国
の
か
た
ち
が

定
ま
っ
た
」
と
見
な
さ
れ
た
国
家
群
を
「
憲
章
国
家
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
特
性

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
「
小
さ
い
が
緊
密
」「
後
世
に
つ
な
が
る
国
家
の
出
発
」

な
ど
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
い
て
「
暗
黒
の
中
世
」
に

積
極
的
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
に
由
来
す
る
論
法
で
あ
る
。
そ
れ

が
西
欧
（
や
日
本
）
を
特
権
化
す
る
「
新
手
の
近
代
化
論
」
で
は
な
い
と
い

う
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
言
明
が
「
言
い
訳
」
で
な
い
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
の

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
歴
史
の
リ
ズ
ム
と
ト
レ
ン
ド
が
東
南
ア
ジ
ア
大

陸
部
と
並
行
し
て
い
る

東
南
ア
ジ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
と
並
行
し

て
い
る
の
で
は
な
い

と
い
う
彼
の
枠
組
み
の
独
自
性
で
あ
る
。
さ
ら
に

付
言
す
れ
ば
、
か
れ
は
そ
こ
で
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
が
世
界
史
を
代
表
し
て

い
る
と
は
ま
っ
た
く
考
え
ず
、
な
ぜ
こ
う
い
う
不
思
議
な
同
時
性
が
見
ら
れ

る
の
か
、
国
際
交
易
と
農
業
、
軍
事
な
ど
の
技
術
拡
散
、
気
候
変
動
や
伝
染

病
な
ど
幅
広
い
候
補
に
当
た
り
な
が
ら
、
探
究
を
続
け
よ
う
と
い
う
姿
勢
を

崩
さ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
「
旧
来
の
史
観
に
代
わ
る
正
し
い
歴
史
」
と
し

て
で
は
な
い
多
面
的
・
多
角
的
な
読
み
方
を
要
求
さ
れ
る
う
え
、
著
者
独
自

の
概
念
や
用
語
も
多
用
さ
れ
る
た
め
、
対
面
授
業
で
な
く
本
書
だ
け
を
読
ん

で
理
解
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
く
、
複
数
の
博
士
後
期
課
程
院
生
や
ポ
ス
ド

ク
研
究
者
が
加
わ
る
読
書
会
な
ど
で
読
む
の
が
、
学
部
生
や
博
士
前
期
課
程

院
生
に
は
最
適
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
個
人
の
著
作
と
し
て
当
然
な
が
ら

細
か
い
記
述
に
は
正
確
で
な
い
点
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
東

部
や
日
本
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
専
門
家
が
加
わ
り
、
点

検
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
の
が
望
ま
し
い
。
た
と
え
ば
東
南
ア
ジ
ア
に
つ
い

て
言
え
ば
、
都
城
・
歴
史
書
な
ど
固
有
名
詞
を
挙
げ
る
ベ
ト
ナ
ム
を
含
め
、

記
述
は
不
十
分
ま
た
は
不
正
確
で
あ
り
、
専
門
家
に
よ
る
補
足
・
訂
正
を
要

す
る
（
都
市
と
環
境
・
交
通
を
切
り
口
と
す
る
本
書
で
最
大
の
問
題
点
は
、

東
南
ア
ジ
ア
の
港
湾
都
市
を
海
岸
港
と
す
る
14
講
の
記
述
。
ア
ユ
タ
ヤ
、
ヤ

ン
ゴ
ン
や
サ
イ
ゴ
ン
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
、
ハ
ノ
イ
﹇
昇
龍
＝
タ
ン
ロ
ン
﹈
な
ど

大
陸
部
の
主
要
港
市
と
、
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
パ
レ
ン
バ
ン
な
ど
ス
マ
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ト
ラ
東
岸
の
主
要
港
市
は
河
川
港
で
あ
る
）。
東
南
ア
ジ
ア
史
に
つ
い
て
、

現
在
で
は
日
本
語
で
読
め
る
高
水
準
の
事
典
や
解
説
書
も
あ
り
、
他
分
野
の

研
究
者
や
学
生
も
自
分
で
調
べ
る
べ
き
な
の
だ
が
、
入
り
口
で
は
や
は
り
専

門
家
の
ア
シ
ス
ト
が
必
要
だ
ろ
う⑪
。
そ
の
よ
う
な
条
件
を
も
つ
場
で
読
ま
れ

る
と
き
、
本
書
は
地
理
・
環
境
や
空
間
へ
の
深
い
造
詣
、
異
質
な
も
の
の
接

触
に
よ
る
創
造
と
い
う
観
点
な
ど
多
く
の
点
で
、
世
界
史
を
多
面
的
・
多
角

的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
読
者
に
前
向
き
の
刺
激
を
強
く
与
え
る
だ
ろ
う
。

本
書
の
八
四
の
図
表
、
巻
末
の
一
一
〇
〇
点
を
優
に
超
え
る
参
考
文
献
、
そ

れ
に
二
二
の
重
要
用
語
の
解
説
な
ど
、
著
者
が
注
い
だ
情
熱
と
労
力
が
、
そ

こ
で
こ
そ
光
を
放
つ
に
違
い
な
い
。

①

大
阪
大
学
歴
史
教
育
研
究
会
編
、
大
阪
大
学
出
版
会
刊
、
二
〇
一
四
年
。

②

そ
れ
ら
が
大
手
受
験
教
科
書
を
丸
暗
記
し
た
読
者
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
ゆ
さ

ぶ
る
視
角
や
事
実
を
提
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て
我
が
事
成
れ
り
と
し
て
き
た
点
を
、

評
者
は
強
く
批
判
し
て
き
た
。
新
し
い
考
え
方
と
世
界
史
像
の
両
方
を
体
系
的
に

示
さ
な
い
限
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
・
中
国
中
心
史
観
も
国
民
国
家
史
観
も

変
え
ら
れ
な
い
。

③

本
書
評
や
『
市
民
』
の
背
景
に
あ
る
評
者
の
世
界
史
叙
述
の
内
容
・
枠
組
み
・

意
義
に
関
す
る
考
え
方
は
、『
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
入
門
』（
桃
木
・
山
内
・
藤

田
・
蓮
田
編
）
の
総
説
、『
わ
か
る
歴
史
・
面
白
い
歴
史
・
役
に
立
つ
歴
史
』、

「
総
論

わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
世
界
史
」（
編
集
委
員
会
〈
秋
田
茂
・
永
原
陽

子
・
羽
田
正
・
南
塚
信
吾
・
三
宅
明
正
・
桃
木
至
朗
〉、『
世
界
史
叢
書
総
論

「
世
界
史
」
の
世
界
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
三
九
一

四
二
七

頁
、「
周
辺
国
」
の
世
界
像

日
本
・
朝
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム

」（
三
谷
博
・
李
成

市
・
桃
木
至
朗
共
著
、『
世
界
史
叢
書
総
論

「
世
界
史
」
の
世
界
史
』
七
八

一
〇
六
頁
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

④

本
書
と
同
様
に
中
国
史
研
究
者
が
宮
崎
市
定
や
梅
棹
忠
夫
の
枠
組
み
を
手
引
き

と
し
な
が
ら
、
農
牧
境
界
（
接
壌
）
地
域
を
軸
と
す
る
世
界
史
の
構
図
を
論
じ
た

一
般
書
（
よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
向
け
だ
ろ
う
）
に
、『
世
界
史
序
説

ア
ジ
ア
史

か
ら
一
望
す
る
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
岡
本
隆
司
の
著
作
が
あ

る
。

⑤

現
代
日
本
の
高
校
・
大
学
教
育
で
は
、
異
質
な
学
問
同
士
の
相
互
理
解
や
協
働

の
方
法
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
学
問
研
究
に
共
通
の
土
台
造
り
の
た
め
の
教
養
教
育

古
典
的
に
は
論
理
学
、
科
学
哲
学
や
科
学
社
会
学
な
ど
と
、
文
系
で
は
哲
学
、

理
系
で
は
数
学
が
担
当
し
て
き
た
も
の

が
ひ
ど
く
古
い
（
不
足
し
て
い
る
）

点
に
、
評
者
は
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。
歴
史
無
用
論
と
こ
れ
に
反
対
す
る

護
教
論
の
両
方
の
お
粗
末
さ
、
入
試
改
革
や
教
員
養
成
、
専
門
教
育
を
め
ぐ
る
議

論
の
保
守
性
な
ど
ど
こ
を
取
っ
て
も
、
こ
の
種
の
教
養
の
不
足
が
響
い
て
い
る
。

現
実
に
教
養
教
育
と
称
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ラ
イ
テ
ィ
ン

グ
や
情
報
収
集
・
処
理
の
基
礎
、
個
別
学
問
の
概
論
の
切
り
売
り
な
ど
は
、
大
学

入
学
資
格
が
得
ら
れ
る
「
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
必

修
科
目
「
知
の
理
論
」（
紹
介
は
た
と
え
ば
Sue
Bastian,
Julian
K
itching,

Ric
Sim
s
著
、
大
山
・
後
藤
訳
『
セ
オ
リ
ー
・
オ
ブ
・
ナ
レ
ッ
ジ

世
界
が
認

め
た
「
知
の
理
論
」』
ピ
ア
ソ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
（
株
）、
二
〇
一
六
年
）
の
ご
と
き

も
の
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
は
じ
め
て
、
十
分
な
効
果
を
発
揮
す
る
だ
ろ
う
。

⑥

都
市
を
「
村
落
よ
り
も
大
き
な
人
間
の
集
住
地
の
こ
と
で
、
農
牧
業
等
の
第
一

次
産
業
に
携
わ
ら
な
い
人
々
が
集
住
す
る
場
所
」（
用
語
解
説
）
と
定
義
す
る
の

は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
安
易
に
す
ぎ
な
い
か
。

⑦

宮
嶋
博
史
「
東
ア
ジ
ア
小
農
社
会
の
形
成
」
溝
口
雄
三
ほ
か
編
『
ア
ジ
ア
か
ら

考
え
る
6

長
期
社
会
変
動
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
六
七

九
六

頁
、
杉
原
薫
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
勤
勉
革
命
径
路
の
成
立
」『
大
阪
大
学
経
済

学
』
五
四
（
三
）、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
六

三
六
一
頁
、
中
村
哲
『
東
ア
ジ
ア

資
本
主
義
形
成
史
論
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
な
ど
。
な
お
大
清
帝
国
史
の
杉

書 評

77 (893)



山
清
彦
（「
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
：
方
法
か
ら
地
域
へ
」
羽
田
正
編
『
地
域
史

と
世
界
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
世
界
史
叢
書
2
）、
二
〇
一
六
年
、
九
七

一

二
五
頁
）
が
、
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
の
枠
組
み
を
重
視
し
つ
つ
、
近
世
〜
近
代
の

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
け
る
遊
牧
世
界
の
周
縁
化
を
論
じ
て
い
る
の
も
、
読
者
が

本
書
と
対
比
し
て
考
え
る
べ
き
論
点
で
あ
ろ
う
。

⑧

小
農
社
会
を
基
盤
と
す
る
「
勤
勉
革
命
」
な
ど
急
速
な
近
代
化
・
資
本
主
義
化

（「
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」）
こ
そ
が
、
西
洋
的
な
「
近
代
家
族
モ
デ
ル
」
と
の
結
合

も
含
め
、
世
界
史
上
に
例
の
な
い
東
ア
ジ
ア
の
急
速
な
少
子
高
齢
化
（
や
過
労
死

社
会
）
の
歴
史
的
前
提
を
創
り
出
し
た
と
、
評
者
は
考
え
る
。
東
ア
ジ
ア
少
子
高

齢
化
の
歴
史
的
背
景
を
問
う
た
『
市
民
』
第
13
章
の
「
ま
と
め
の
課
題
」、
そ
の

問
い
を
拡
大
し
説
明
を
加
え
た
拙
稿
「
現
代
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
少
子
化
を
歴
史
的

に
理
解
す
る
」（
秋
田
茂
・
桃
木
至
朗
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
考
え

る
新
し
い
大
学
歴
史
教
育

日
本
史
と
世
界
史
の
あ
い
だ
で
』
大
阪
大
学
出
版

会
、
近
刊
、
所
収
）
な
ど
参
照
。

⑨

Lieberm
an,
V
ictor.
2009.
Strange
Parallels:
Southeast
A
sia
in

G
lobalContext,c.800-1830,volum
e
2:M
ainland
m
irrors:E
urope,

Japan,
China,
South
A
sia,
and
the
Islands,Cam
bridge:Cam
bridge

U
niversity
Press.

⑩

リ
ー
バ
ー
マ
ン
は
初
期
の
モ
ス
ク
ワ
が
モ
ン
ゴ
ル
の
行
政
・
軍
事
制
度
な
ど
を

摂
取
し
て
成
功
し
た
事
実
を
認
め
つ
つ
、
遊
牧
系
の
少
数
支
配
者
を
戴
か
な
い

「
ロ
シ
ア
人
の
国
家
」
と
し
て
の
発
展
を
重
視
し
て
、
Protected
zone
に
含

め
て
い
る
。

⑪

た
と
え
ば
平
凡
社
の
『
新
版
東
南
ア
ジ
ア
を
知
る
事
典
』（
二
〇
〇
八
年
）
を

使
わ
な
い
研
究
者
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
知
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
も
の
と

見
な
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
し
岩
波
・
中
央
公
論
・
講
談
社
・

山
川
出
版
社
等
の
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
物
の
東
南
ア
ジ
ア
を
扱
う
巻
に
も
質
の
ば
ら

つ
き
は
あ
る
し
、
日
本
語
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
記
事
に
は
問
題
が
多
い
。
こ
れ
ら

は
中
国
史
・
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
に
比
べ
て
は
る
か
に
少
な
い
東
南
ア
ジ
ア
史
の

大
学
研
究
者
の
ポ
ス
ト
や
大
学
の
授
業
開
講
数
と
、
東
南
ア
ジ
ア
史
学
界
の
外
部

発
信
戦
略
の
拙
さ
の
両
面
か
ら
検
討
す
べ
き
問
題
だ
が
、
当
面
は
専
門
外
の
研
究

者
が
東
南
ア
ジ
ア
史
を
理
解
し
よ
う
と
思
え
ば
、
信
頼
出
来
る
専
門
家
を
見
つ
け

る
の
が
賢
明
だ
ろ
う
。

（
Ｂ
5
判

二
八
六
頁

二
〇
一
八
年
四
月

中
央
大
学
出
版
部

税
別
三
〇
〇
〇
円
）

（
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
教
授
）
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