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戦
後
日
本
の
戦
争
犠
牲
者
援
護
と
傷
痍
軍
人植　

野　

真　

澄

本
論
文
で
は
、
戦
後
日
本
の
戦
争
犠
牲
者
援
護
の
制
度
の
創
設
過
程
と
、

そ
の
過
程
に
お
け
る
傷
痍
軍
人
の
位
置
付
け
な
ら
び
に
傷
痍
軍
人
の
自
己
認

識
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
Ⅰ
部
の
「
戦
中
・
戦
後
直
後
の
傷
痍
軍
人
―
軍
人
援
護
か
ら
戦
争
犠
牲

者
援
護
へ
」
で
は
、
戦
中
と
戦
後
の
傷
痍
軍
人
が
、
敗
戦
を
境
に
ど
の
よ
う

な
時
代
の
変
化
を
被
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
。

第
一
章
の
「
戦
中
の
軍
人
援
護
と
「
再
起
奉
公
」」
で
は
、
軍
人
援
護
の

理
念
の
一
つ
で
あ
る
「
再
起
奉
公
」
の
精
神
が
、
傷
痍
軍
人
に
対
し
て
は
傷

病
を
克
服
し
再
び
生
き
る
意
欲
の
原
動
力
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
を
み
た
。

こ
の
精
神
は
、
国
と
し
て
は
「
隣
保
相
扶
の
精
神
」
で
補
い
き
れ
な
い
部
分

を
「
援
護
」
す
る
、
と
い
う
論
理
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

現
実
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
傷
痍
軍
人
の
職
業
問
題
の
解
決
は
困
難
で
あ
っ

た
。
が
、
当
時
は
総
動
員
体
制
に
由
来
す
る
労
働
力
不
足
の
補
填
の
必
要
と

国
の
雇
用
支
援
も
加
わ
り
、
一
定
程
度
の
解
決
が
み
ら
れ
た
。

第
二
章
の
「
占
領
政
策
の
中
の
傷
痍
軍
人
―
非
軍
事
化
政
策
と
戦
争
犠
牲

者
援
護
」
で
は
、
日
本
の
敗
戦
後
の
傷
痍
軍
人
が
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
敗
戦
を
境
に
多
く
の
復
員
者
、
引
揚
者
が
帰
国
し
た
た
め
、
戦

時
中
の
労
働
市
場
は
一
転
し
、
傷
痍
軍
人
は
占
領
軍
の
非
軍
事
化
政
策
に
よ

る
軍
人
援
護
施
策
の
廃
止
の
影
響
に
加
え
、
雇
用
の
場
面
に
お
い
て
締
め
出

さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
退
院
後
の
就
労
の
め
ど
が
つ
か
な
い
傷
痍
軍
人
は
、

か
つ
て
の
病
院
着
で
あ
っ
た
白
衣
と
軍
帽
を
身
に
着
け
、
街
頭
や
電
車
の
中

で
募
金
を
始
め
る
者
が
生
ま
れ
、
こ
れ
が
白
衣
募
金
の
お
こ
り
で
あ
っ
た
。

白
衣
募
金
は
全
国
的
に
み
ら
れ
る
形
態
と
な
り
、
世
間
の
同
情
を
集
め
た
。

第
Ⅱ
部
の
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
制
定
過
程
―
援
護
理
念

の
再
創
出
」
で
は
、
一
九
五
〇
年
前
後
の
平
和
運
動
の
中
の
白
衣
の
傷
痍
軍

人
と
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
考
察
し

た
。第

三
章
の
「
占
領
下
日
本
の
再
軍
備
反
対
論
と
傷
痍
軍
人
問
題
―
左
派
政

党
機
関
紙
に
見
る
白
衣
の
傷
痍
軍
人
」
で
は
、
当
時
の
左
派
政
党
の
戦
争
犠

牲
者
援
護
認
識
を
考
察
し
た
。
戦
争
犠
牲
者
対
策
を
一
般
社
会
保
障
の
充
実

と
い
う
形
で
解
決
を
図
ろ
う
と
考
え
る
左
派
社
会
党
と
、
社
会
保
障
の
要
素

を
加
味
し
た
国
家
補
償
す
な
わ
ち
「
国
家
保
障
」
を
構
想
し
た
右
派
社
会
党

が
存
在
し
た
が
、
両
者
に
共
通
し
て
い
た
の
は
「
再
軍
備
よ
り
も
生
活
の
安

定
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
左
派
政
党
機
関
紙
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
傷
痍
軍
人
が
、
反
戦
平
和
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
白
衣
姿
で
デ
モ

を
す
る
傷
痍
軍
人
を
取
り
上
げ
る
姿
勢
か
ら
、
次
第
に
病
院
で
療
養
を
続
け
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る
「
弱
々
し
い
」「
忘
れ
ら
れ
た
」
戦
争
犠
牲
者
と
し
て
傷
痍
軍
人
を
取
り

上
げ
る
姿
勢
に
変
化
し
た
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

第
四
章
の
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
制
定
過
程
―
援
護
理
念

の
再
創
出
と
傷
痍
軍
人
」
で
は
、
援
護
法
の
制
定
過
程
を
考
察
し
た
。
講
和

条
約
調
印
後
の
一
九
五
一
年
秋
か
ら
閣
議
決
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
打
合
会

で
関
係
省
庁
の
意
見
を
ま
と
め
る
形
で
法
案
の
検
討
が
具
体
化
し
た
が
、
そ

れ
と
前
後
し
て
実
施
さ
れ
た
白
衣
の
傷
痍
軍
人
に
よ
る
傷
兵
ハ
ン
ス
ト
事
件

は
、
国
会
審
議
の
場
で
当
時
の
厚
生
大
臣
の
援
護
対
策
に
つ
い
て
の
答
弁
を

引
き
出
し
た
と
い
う
意
味
で
重
要
な
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
援
護
」
の

範
囲
で
支
援
す
る
と
い
う
構
想
は
、
第
一
章
で
見
た
戦
中
の
軍
人
援
護
の

「
援
護
」
の
発
想
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。

第
Ⅲ
部
の
「
援
護
制
度
と
白
衣
の
傷
痍
軍
人
―
軍
人
恩
給
の
復
活
と
援
護

理
念
の
変
容
」
で
は
、
援
護
法
の
制
定
後
の
援
護
制
度
と
傷
痍
軍
人
に
つ
い

て
考
察
し
た
。

第
五
章
の
「〈
白
衣
募
金
者
〉
と
は
誰
か
―
厚
生
省
全
国
実
態
調
査
に
見

る
傷
痍
軍
人
の
戦
後
」
で
は
、
軍
人
恩
給
復
活
後
の
一
九
五
三
年
秋
に
厚
生

省
が
実
施
し
た
白
衣
募
金
者
の
全
国
実
態
調
査
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
当
時

は
、
軍
人
恩
給
を
受
給
し
な
が
ら
も
生
活
に
困
る
た
め
募
金
に
出
る
傷
痍
軍

人
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
た
が
、
中
に
は
傷
痍
軍
人
で
は
な
い
者
も
い

た
。
こ
の
調
査
で
は
募
金
者
本
人
の
「
更
生
」
が
ま
ず
目
指
さ
れ
、
こ
の
調

査
が
白
衣
募
金
者
に
向
け
た
の
は
「
自
力
更
生
が
で
き
な
い
」
者
と
い
う
見

方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
自
力
更
生
を
し
な
い
」
と
い
う
見
方
に
進
展
す

る
契
機
も
含
ま
れ
て
お
り
、「
で
き
な
い
」
事
情
を
汲
ん
で
解
決
策
を
考
え

る
、
と
い
う
姿
勢
か
ら
、「
し
な
い
」
こ
と
を
非
難
し
排
除
し
た
い
と
い
う

人
々
の
白
衣
募
金
者
認
識
の
変
化
の
契
機
が
存
在
し
た
。

第
六
章
の
「
白
衣
募
金
者
一
掃
運
動
に
見
る
傷
痍
軍
人
の
戦
後
」
で
は
、

戦
後
結
成
さ
れ
た
日
本
傷
痍
軍
人
会
に
よ
る
白
衣
募
金
者
一
掃
運
動
に
つ
い

て
考
察
し
た
。
運
動
の
過
程
で
持
ち
出
さ
れ
た
の
は
「
真
面
目
な
働
き
手
」

で
あ
る
傷
痍
軍
人
像
で
あ
っ
た
。
軍
人
恩
給
の
復
活
は
、
一
般
的
に
は
旧
軍

人
の
既
得
権
の
復
活
と
み
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
傷
痍
軍
人
の
窮
状
を
主
張

す
る
に
は
白
衣
募
金
者
が
そ
の
極
に
あ
る
と
は
い
え
、
大
半
の
傷
痍
軍
人
は

「
真
面
目
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
し
か
し
「
真
面

目
な
働
き
手
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち

に
職
業
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
、
傷
痍
軍
人
会
と
し
て
は

雇
用
主
に
対
し
て
は
傷
痍
軍
人
の
就
労
を
訴
え
、
傷
痍
軍
人
に
対
し
て
は
一

層
の
「
自
力
更
生
」
を
求
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

以
上
の
考
察
か
ら
本
論
文
で
は
、
戦
中
戦
後
を
通
じ
て
戦
争
の
「
犠
牲
」

の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
傷
痍
軍
人
は
、
そ
う
し
た
見
方
に
対
し

て
「
犠
牲
」
を
克
服
す
る
、
と
い
う
傷
痍
軍
人
像
を
ア
ピ
ー
ル
し
な
が
ら
自

ら
の
支
援
を
求
め
た
と
位
置
付
け
た
。
そ
れ
は
戦
中
戦
後
の
援
護
制
度
の
中

で
生
み
出
さ
れ
た
姿
勢
で
あ
っ
た
が
、
本
来
は
国
が
、
傷
痍
軍
人
の
み
な
ら

ず
戦
争
犠
牲
者
そ
れ
ぞ
れ
が
置
か
れ
た
傷
病
の
実
態
に
あ
わ
せ
て
必
要
な
施
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策
を
立
て
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
制
度
に
と
ら
わ
れ
な
い
戦
争
体

験
者
の
語
り
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題

と
す
る
。物

の
思
想
史

―
言
葉
、
も
し
く
は
、
経
験
と
い
う
現
場
か
ら

沈　
　
　

恬　

恬

本
論
文
は
、
経
験
の
構
成
を
、
物
と
言
葉
と
の
関
係
に
お
い
て
、
思
想
史

的
に
考
察
し
て
い
る
。
経
験
は
、
人
が
「
耳
、
目
、
鼻
、
手
、
口
」
の
五
感

を
通
し
て
「
対
象
物
」
に
対
す
る
認
識
を
言
語
化
す
る
過
程
と
し
て
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
作
業
は
、
既
成
の
言
葉
を
用
い
て

対
象
物
を
規
定
し
、
命
名
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
物
が
如
何
に
言
葉
を
構
成

し
、
絶
え
ず
既
定
の
言
語
秩
序
を
覆
す
力
、
あ
る
い
は
、
可
能
性
を
探
る
こ

と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
知
」
と
い
う
枠
組
み
に
潜
む
暴
力
性
を
暴

く
方
法
論
と
し
て
、
如
何
に
そ
の
暴
力
性
と
対
峙
す
る
根
拠
と
し
て
、
物
が

も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
論
文
は
五
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
の
「
物
音
」
で
は
、
私
の
個

人
の
言
葉
の
学
習
経
験
を
遡
り
な
が
ら
、「
日
貨
」
と
し
て
の
物
の
存
在
、

お
よ
び
、
そ
の
物
へ
の
命
名
と
そ
の
名
前
の
翻
訳
の
問
題
を
提
示
す
る
。
そ

こ
で
物
が
語
る
言
葉
を
命
名
し
、
翻
訳
す
る
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
特
有
の

翻
訳
（
研
究
）
行
為
に
お
け
る
問
題
を
、「
日
貨
」
が
残
し
た
言
葉
―
「
証

言
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、「
証
言
」
と
い
う
言
葉
は
学
問
の

制
度
に
よ
っ
て
「
実
用
性
」
を
帯
び
、
再
び
「
傷
跡
」
の
よ
う
な
物
的
な
存

在
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ
の
「
傷
跡
」
が
語
る
言
葉
を
如
何
に
聞
き
と
る

か
を
問
う
。
つ
ま
り
、
声
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
内
容
は
ど
ん
な
形
式
を
持
つ

の
か
。
傷
跡
と
い
う
形
式
は
ま
た
ど
ん
な
内
容
を
語
る
の
か
。
ち
な
み
に
、

五
感
の
う
ち
で
は
音
声
は
も
っ
と
も
遠
く
ま
で
届
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
音

を
本
稿
の
最
初
に
配
置
す
る
こ
と
に
し
た
。

第
二
章
の
「
物
象
」
で
は
、
聞
き
と
っ
た
言
葉
（
内
容
）
が
再
び
物
象

化
（
形
式
化
）
さ
れ
る
道
を
辿
る
。
ま
た
、
そ
の
も
っ
と
も
究
極
的
な
「
物

象
」
に
つ
い
て
、
墓
石
、
記
念
碑
、
記
念
像
と
い
っ
た
物
か
ら
接
近
し
て
み

る
。
そ
し
て
、
日
貨
か
ら
石
へ
と
連
な
る
物
の
言
葉
が
持
つ
射
程
は
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
至
る
ま
で
だ
け
で
は
な
く
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
根
底
に
あ
る
物
質
性
へ
の
こ
だ
わ
り
を
も
確

認
す
る
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
豊
か
な
内
容
と
し
て
の

物
質
性
は
ほ
か
で
も
な
く
、「
無
名
」
や
「
無
字
」
と
い
っ
た
「
空
虚
」
な

形
式
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
も
と
も
と
「
墓
石
」

は
「
境
界
石
」
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
字
通
り
の
「
メ
デ
ィ
ア
」（
霊

媒
）
を
問
う
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、
こ
の
霊
媒
は
そ
も
そ
も
死
者
と
の
関

係
性
を
結
ぶ
た
め
に
あ
る
「
言
葉
」
で
も
あ
る
。
こ
の
関
係
の
構
築
に
お
い
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て
、
物
と
言
葉
と
の
間
、
形
式
と
内
容
と
の
間
で
絶
え
ず
進
行
す
る
相
互
浸

透
は
、
よ
り
明
確
の
形
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
日
貨
か

ら
墓
石
へ
の
繋
が
り
は
、
耳
の
経
験
の
目
の
経
験
へ
の
翻
訳
、
換
言
す
れ
ば

再
命
名
行
為
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

第
三
章
の
「
物
憂
」
で
は
、
死
者
と
の
間
に
あ
る
メ
デ
ィ
ア
（
霊
媒
）
が

い
か
に
メ
デ
ィ
ア
の
概
念
へ
と
転
換
す
る
か
を
追
う
。
ま
た
、
同
時
に
、
こ

の
転
換
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
「
メ
デ
ィ
ア
が
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
る
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
論
の
再
考
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
言
語
論
も
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ア
論
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
物
と
し
て
の

メ
デ
ィ
ア
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
言
葉
）、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

し
て
の
物
、
つ
ま
り
、
物
＝
メ
デ
ィ
ア
＝
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
同
時
に
、
物
と
い
う
形
式
が
お
の
ず
と
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
い
う
内
容
を
作
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
内
容
が
お
の
ず
と
物
と

い
う
形
式
に
な
る
と
い
う
反
復
運
動
で
も
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
五
感
の
角

度
か
ら
メ
デ
ィ
ア
を
考
え
る
と
き
に
は
、
そ
れ
が
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト

の
紅
茶
の
よ
う
な
に
過
去
の
記
憶
を
喚
起
す
る
「
媒
介
物
」
で
あ
り
な
が
ら

も
、
写
真
、
カ
メ
ラ
と
い
っ
た
知
覚
経
験
の
翻
訳
方
法
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
章
の
基
調
に
は
プ
ル
ー
ス

ト
式
の
憂
い
が
あ
る
。

第
四
章
の
「
物
書
」
で
は
、
形
式
と
内
容
の
反
復
運
動
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
形
成
さ
れ
る
「
旅
」
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
物
が
如
何
に
書
く

こ
と
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
、
テ
ク
ス
ト
の
物
質
性
と
の
関
連
の
な
か

で
見
る
。
そ
の
た
め
に
、
書
く
こ
と
、
翻
訳
す
る
こ
と
、
旅
す
る
こ
と
と
の

複
雑
な
関
連
性
に
つ
い
て
、
主
に
レ
イ
・
チ
ョ
ウ
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
リ

フ
ォ
ー
ド
・
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
な
ど
の
議
論
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
同
時

に
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
う
ち
に
散
乱
し
て
い
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
像
の
破
片
を
探

る
。
書
く
こ
と
と
は
、
文
字
通
り
の
物
の
言
葉
を
翻
訳
し
、
伝
達
を
果
た
そ

う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伝
達
を
果
た
す
こ
と
と
は
、
海
に
投
げ

出
さ
れ
た
漂
流
瓶
の
よ
う
に
、
物
が
旅
立
た
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い

る
。
岸
辺
に
漂
着
す
る
の
は
、
瓶
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
瓶
に
詰
め
ら
れ
た

便
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
伝
達
さ
れ
る
の
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
内
容
な

の
か
。
そ
れ
と
も
、
形
式
と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
か
。
民
族
誌
の
権

威
、
テ
ク
ス
ト
の
脱
構
築
、
形
式
と
内
容
と
の
関
係
と
い
っ
た
論
点
が
、
輻

輳
し
な
が
ら
問
題
化
さ
れ
、
手
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
く
。

第
五
章
の
「
物
議
」
で
は
、
前
章
の
旅
の
記
録
、
旅
の
成
果
、
つ
ま
り
、

収
集
さ
れ
た
旅
の
痕
跡
と
し
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
（
手
帳
）、
お
よ

び
、
土
産
と
い
っ
た
物
と
の
関
わ
り
か
ら
問
題
の
再
設
定
を
お
こ
な
う
。
旅

の
証
明
＝
土
産
と
し
て
持
ち
返
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
の
「
内
容
」
を

研
究
の
原
資
料
と
す
る
こ
と
は
、「
証
言
」
を
得
る
行
為
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
「
証
言
」
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
物
に
よ
っ
て
代
言
さ
れ
、
証
明
さ
れ

る
こ
と
に
も
通
じ
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
問
題
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
、
物
は
、
安
易
な
均
質
化
を
峻
拒
す
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る
。
物
の
思
想
を
聴
取
す
る
新
た
な
作
業
は
、
こ
こ
か
ら
再
び
始
ま
る
。
物

を
め
ぐ
る
新
た
な
議
論
へ
続
く
道
は
、
こ
こ
か
ら
開
け
る
。

一
九
七
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人
教
育
の
再
考

宋　
　
　

英　

子

今
日
、
国
際
情
勢
の
急
変
と
公
立
学
校
に
在
籍
す
る
子
ど
も
の
在
籍
状
況

の
変
化
（
国
籍
や
民
族
の
多
様
化
、
日
本
国
籍
取
得
者
や
二
重
国
籍
者
の
増

加
等
）
に
伴
い
、
在
日
朝
鮮
人
教
育
は
「
大
き
な
揺
ら
ぎ
」
の
時
期
を
迎
え

て
い
る
よ
う
に
思
う
。「
大
き
な
揺
ら
ぎ
」
と
は
何
か
、
こ
の
「
大
き
な
揺

ら
ぎ
」
を
創
り
出
し
て
い
る
要
因
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ

ま
で
の
在
日
朝
鮮
人
教
育
が
教
育
現
場
や
学
校
現
場
に
寄
与
し
た
こ
と
は
何

で
、
見
落
と
し
て
き
た
問
題
は
何
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

本
研
究
は
、
在
日
朝
鮮
人
教
育
の
あ
り
方
を
、
学
校
を
取
り
巻
く
教
育
行

政
機
関
等
の
動
き
を
捉
え
つ
つ
、
教
育
実
践
が
行
わ
れ
る
学
校
現
場
に
即
し

て
、
大
阪
市
を
中
心
事
例
と
し
な
が
ら
、
主
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
時
期

を
対
象
に
、
在
日
朝
鮮
人
教
育
の
構
造
の
質
的
分
析
を
通
し
て
再
考
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

序
章
で
は
、
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
先
行
研
究
を
整
理
し
課
題
を
設
定
す

る
。第

Ⅰ
部
第
一
章
で
は
、
戦
後
、
公
立
学
校
に
在
籍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
在

日
朝
鮮
人
の
子
ど
も
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
と
、
彼
ら
が
抱
え
る
課
題
が
教

育
問
題
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
く
過
程
を
、
日
本
教
職
員
組
合
の
全
国

教
育
研
究
大
会
諸
報
告
を
参
照
し
な
が
ら
論
じ
る
。
当
時
の
議
論
は
、
占
領

と
独
立
、
朝
鮮
半
島
情
勢
の
動
向
等
に
規
定
さ
れ
、
個
々
の
在
日
朝
鮮
人
の

子
ど
も
の
教
育
問
題
が
前
面
に
出
て
議
論
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
。
そ
の
中
で
、
一
九
六
八
年
に
提
起
さ
れ
た
部
落
解
放
同
盟
大

阪
府
連
を
中
心
と
す
る
運
動
か
ら
の
「
告
発
」
や
、
在
日
朝
鮮
人
の
子
ど
も

に
よ
る
「
告
発
」
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
子
ど
も
の
教
育
を
学
校
教
育
の
視
野

か
ら
欠
落
さ
せ
て
い
た
教
育
の
本
質
を
厳
し
く
指
摘
す
る
も
の
と
な
る
。

第
二
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
、
在
日
朝
鮮
人
教
育
が
大
き
な
転
換

の
時
期
を
迎
え
た
こ
と
を
、
大
阪
市
西
成
区
の
事
例
を
も
と
に
論
じ
る
。
大

阪
市
西
成
区
は
部
落
解
放
と
民
族
解
放
の
共
同
闘
争
の
渦
中
に
あ
り
、
大
阪

市
立
長
橋
小
学
校
の
民
族
学
級
開
設
へ
の
取
組
は
、
そ
の
後
の
在
日
朝
鮮
人

教
育
の
展
開
に
重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
と
な
る
。
と
同
時
に
、
在
日
朝
鮮

人
の
子
ど
も
は
、
日
本
人
や
日
本
社
会
に
対
し
て
「
人
権
を
問
う
主
体
者
」

と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
、
民
族
学
級
と
い
う
主
体
形
成
の
場
を
求
め
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。

第
三
章
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
在
日
朝
鮮
人
教
育
の
構
造
の
質
的

分
析
を
試
み
る
。
民
族
的
偏
見
や
差
別
を
な
く
す
た
め
に
在
日
朝
鮮
人
の
子
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ど
も
を
「
人
権
を
問
う
主
体
者
」
に
立
ち
上
げ
る
と
い
う
教
師
の
論
理
に
隠

れ
る
よ
う
に
、
在
籍
学
級
や
民
族
学
級
で
、
在
日
朝
鮮
人
の
子
ど
も
が
心
の

揺
れ
や
葛
藤
を
ベ
ー
ル
で
覆
い
隠
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
こ

と
を
論
じ
る
。

第
Ⅱ
部
第
四
章
で
は
、
提
出
者
自
身
が
行
っ
た
大
阪
市
の
公
立
学
校
で
学

ぶ
子
ど
も
の
意
識
調
査
（「
二
〇
〇
一
年
調
査
」）
を
再
度
検
討
し
、
在
日
朝

鮮
人
の
子
ど
も
が
民
族
に
関
す
る
設
問
に
対
し
て
「
消
し
ゴ
ム
で
消
さ
れ
た

筆
跡
」
や
「
空
欄
」
で
回
答
す
る
理
由
を
分
析
す
る
。
分
析
す
る
中
で
、
在

日
朝
鮮
人
教
育
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
一
方
で
、
在
日
朝
鮮
人
の
子
ど
も
は
、

心
の
揺
れ
や
葛
藤
を
感
じ
な
が
ら
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
る
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
。

第
五
章
で
は
、
公
立
学
校
の
民
族
学
級
で
学
ぶ
子
ど
も
が
、
在
籍
学
級
で

「
消
し
ゴ
ム
で
消
さ
れ
た
筆
跡
」
や
「
空
欄
」
と
い
う
形
で
回
答
す
る
理
由

と
子
ど
も
の
意
識
状
況
に
つ
い
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
。
心
の
揺
れ
や
葛

藤
の
あ
り
か
と
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
分
析
を
重
ね
る
。

第
六
章
で
は
、
国
分
一
太
郎
の
生
活
綴
方
の
方
法
論
を
参
照
し
な
が
ら
、

国
籍
や
民
族
の
よ
う
な
概
念
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど
も
の
自
尊

感
情
に
つ
い
て
、
子
ど
も
の
事
例
に
即
し
て
検
討
を
進
め
る
。

第
七
章
で
は
、
公
立
学
校
の
教
師
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
子
ど
も
や
韓
国
・

朝
鮮
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど
も
が
在
籍
す
る
学
級
で
、
ど
の
よ
う
な
思
い
や

願
い
を
込
め
て
学
級
集
団
づ
く
り
を
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
教
師
の
思
い

や
願
い
が
込
め
ら
れ
た
学
級
集
団
づ
く
り
は
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い

る
の
か
を
調
査
分
析
す
る
。
学
校
現
場
で
は
こ
れ
ま
で
の
在
日
朝
鮮
人
教
育

の
構
造
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
可
能
性
を
信
じ
て
、

子
ど
も
に
寄
り
添
い
、
子
ど
も
の
心
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
こ

と
を
論
じ
る
。

第
八
章
で
は
、
大
阪
市
の
公
立
学
校
に
受
け
入
れ
た
帰
国
・
渡
日
の
子
ど

も
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
と
彼
ら
が
抱
え
る
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
在
日
朝

鮮
人
教
育
の
歴
史
や
現
状
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
帰
国･

渡
日
の
子
ど

も
の
教
育
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
る
。

終
章
で
は
、
本
研
究
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
を
確
認
す
る
。

民
族
教
会
と
女
性
、
そ
し
て
愛
を
め
ぐ
っ
て

―
在
日
大
韓
基
督
教
会
に
対
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
な
“
読
み
”
を
試
み
る

崔　
　
　

恩　

珠

本
研
究
は
、
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
の
信
仰
共
同
体
を
対
象
に
、
脱
構
築
の

観
点
か
ら
解
放
の
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
表
題
で
い
う
、
民
族
教

会
と
女
性
の
愛
に
対
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
な
“
読
み
”
と
は
、
被
差
別
共

同
体
内
部
の
被
差
別
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
女
性
た
ち
が
、
愛
を
語
る
こ
と
で

そ
の
差
別
性
を
昇
華
さ
せ
て
い
る
現
実
に
着
目
し
、
こ
れ
を
読
み
取
る
た
め
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の
方
法
論
と
し
て
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
設
定
の
背
景

に
は
、
民
族
を
強
調
し
、
民
族
教
会
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
重
点

を
置
く
こ
と
で
新
た
に
生
じ
て
し
ま
う
、
教
会
内
の
不
平
等
と
差
別
の
中
で

語
ら
れ
た
、
当
事
者
女
性
の
「
愛
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
愛
を
読
む

作
業
に
お
い
て
は
、「
わ
れ
、
思
う
」
の
文
法
構
造
に
支
え
ら
れ
て
い
る
近

代
的
な
ゴ
ギ
ト
と
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
対
す
る
反
省
が
と
も
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
点
と
関
連
し
て
序
章
に
お
い
て
示
す
一
つ
の
可

能
性
は
、
愛
が
ハ
ン
グ
ル
の
サ
ラ
ン
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
想
定
で

あ
る
。
こ
の
想
定
の
下
で
、
愛
を
中
心
的
な
概
念
と
す
る
本
研
究
で
は
、
そ

の
愛
を
二
分
法
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
区
分
や
、
既
に
規
律
化
さ
れ
て
い
る
異
性

愛
制
度
が
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
形
で
構
成
す
る
こ
と
を
、
言
い
換
え
れ

ば
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
を
基
に
形
成
さ
れ
て
い
る
教
会
内
部
を
批
判

的
な
視
線
で
捉
え
、
予
測
で
き
る
形
で
は
な
い
形
で
、
そ
う
で
は
な
い
愛
を

提
示
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
。

第
一
章
で
は
、
在
日
大
韓
基
督
教
会
の
歴
史
構
成
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的

な
観
点
か
ら
批
判
的
に
検
討
す
る
。
歴
史
の
中
の
バ
イ
ブ
ル
・
ウ
ー
マ
ン
が

も
つ
名
称
の
問
題
性
と
バ
イ
ブ
ル
・
ウ
ー
マ
ン
の
影
響
下
で
み
ら
れ
た
女
伝

道
会
の
「
誠
米
」
の
伝
統
化
過
程
は
、
民
族
教
会
の
歴
史
の
主
体
を
問
う
上

で
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
誠
米
の
伝
統
化
の
結

果
と
し
て
女
性
の
奉
仕
領
域
の
境
界
線
の
設
定
が
、
ど
の
よ
う
に
教
会
の
民

族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
関
わ
っ
て
い
る
か
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て

作
り
上
げ
ら
れ
た
民
族
教
会
の
中
で
、
バ
イ
ブ
ル
・
ウ
ー
マ
ン
の
名
称
と
誠

米
の
根
底
に
あ
る
自
己
犠
牲
の
精
神
、
あ
る
い
は
愛
を
解
釈
す
る
主
体
は
一

体
誰
な
の
か
、
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
主
体
へ
の
批
判
的
な
検
討
は
、
第
二
章
に
お
け
る
、

概
念
化
さ
れ
た
「
オ
モ
ニ
信
仰
」
に
対
す
る
正
し
い
理
解
の
基
礎
と
な
る
。

第
二
章
で
は
、
バ
イ
ブ
ル
・
ウ
ー
マ
ン
と
誠
米
の
流
れ
の
中
に
あ
る
教
会
内

ジ
ェ
ン
ダ
ー
労
働
を
、
釜
が
崎
炊
き
出
し
と
い
う
奉
仕
の
場
面
か
ら
浮
き
彫

り
に
す
る
。
こ
こ
で
、
民
族
者
で
あ
る
女
性
の
奉
仕
に
向
け
ら
れ
る
、
す
ぐ

さ
ま
民
族
愛
か
信
仰
的
な
愛
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
視
線
の
中
で
、
そ
の
中

心
に
あ
る
「
オ
モ
ニ
信
仰
」
と
の
関
わ
り
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ

り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
な
読
み
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
民
族
教
会
の
和
解
の
場
面
に
注
目
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ

れ
た
愛
の
運
命
を
民
族
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
探
っ
て
い
く
。
在
日
大
韓
基

督
教
会
が
日
本
基
督
教
団
と
宣
教
協
約
を
締
結
す
る
和
解
の
場
面
に
お
い

て
、「
宗
教
的
血
縁
共
同
体
」
た
る
民
族
意
識
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
こ
に
お
い
て
披
露
さ
れ
た
民
族
教

会
の
和
解
の
論
理
が
、
教
会
内
部
の
関
係
性
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
得
る
も

の
で
あ
る
か
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
ら
の
民
族
的
血
縁
共
同
体
的
な
和
解
の
唱

え
を
支
え
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
は
何
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
民
族

教
会
の
和
解
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
視
点
か
ら
問
い
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
明

確
に
な
る
教
会
の
公
私
領
域
の
境
界
と
、
公
的
と
は
異
な
る
質
の
愛
が
要
求
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
教
会
の
私
的
空
間
化
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

第
四
章
で
は
、「
愛
の
結
晶
」
と
さ
れ
る
老
人
ホ
ー
ム
「
セ
ッ
ト
ン
の

家
」
に
注
目
し
、
そ
の
意
義
を
女
性
の
語
る
愛
の
可
能
性
の
側
面
か
ら
考
察

す
る
。
女
性
た
ち
が
「
オ
モ
ニ
信
仰
」
の
継
承
で
あ
る
と
認
識
す
る
「
セ
ッ

ト
ン
の
家
」
は
、
奉
仕
領
域
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
二
分
化
に
対
す
る
異
議
申
し

立
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
建
築
の
過
程
で
、「
オ
モ
ニ
信
仰
」
を
め

ぐ
る
内
部
理
解
の
相
違
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
族
的
な
メ
タ

フ
ァ
ー
で
あ
る
「
オ
モ
ニ
信
仰
」
と
、
女
性
の
認
識
す
る
一
世
の
オ
モ
ニ
た

ち
の
信
仰
と
で
は
幾
分
か
ズ
レ
が
あ
り
、
そ
の
ズ
レ
は
す
な
わ
ち
、
一
世
の

オ
モ
ニ
た
ち
が
語
る
、
入
信
の
き
っ
か
け
と
し
て
の
外
出
の
意
味
か
ら
明
確

に
な
る
の
で
あ
る
。
よ
り
実
質
的
な
意
味
で
信
仰
心
そ
の
も
の
を
支
え
た
、

女
の
現
実
か
ら
な
る
外
出
の
も
つ
意
義
は
、
一
世
の
オ
モ
ニ
た
ち
と
今
日
の

女
性
た
ち
を
つ
な
ぐ
媒
介
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
オ
モ
ニ
信
仰
」
の
継

承
は
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
概
念
化
さ
れ
た
「
オ
モ
ニ
信

仰
」
に
、
そ
う
し
た
女
性
の
「
家
か
ら
の
解
放
」
的
な
側
面
は
取
り
込
ま
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
二
元
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
基
礎
に
し
て
民
族
の
象

徴
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
「
オ
モ
ニ
信
仰
」
は
、
一
世
の
オ
モ
ニ
た
ち
を
他

者
化
し
、
疎
外
し
て
い
る
。
問
題
視
し
た
い
の
は
、
政
治
化
さ
れ
た
愛
の
持

ち
う
る
可
能
性
で
あ
り
、
概
念
化
さ
れ
た
「
オ
モ
ニ
信
仰
」
の
政
治
化
の
背

景
で
あ
る
。「
セ
ッ
ト
ン
の
家
」
建
築
か
ら
見
え
る
も
の
は
、
女
性
が
語
る

愛
の
巨
大
な
力
と
そ
の
可
能
性
で
あ
る
。

以
上
の
読
み
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
民
族
教
会
と
女
性
の
愛

に
、
常
に
二
元
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
介
入
し
、
そ
の
解
釈
の
欲
望
に
晒
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
欲
望
は
す
な
わ
ち
愛
の
も
つ
政
治
的
な
力
と

可
能
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
愛
を
ハ

ン
グ
ル
の
サ
ラ
ン
を
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
、
愛
を
概
念
と
し
て
で

は
な
く
感
性
領
域
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
本
研
究
に
お
い
て

試
み
た
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
と
近
代
的
な
ゴ
ギ
ト
の
反
省
か
ら
な
る
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
な
“
読
み
”
が
可
能
と
な
り
、
愛
の
（
再
）
定
義
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
。

サ
バ
ル
タ
ン
再
現
に
関
す
る
研
究

―
日
本
軍｢

慰
安
婦｣

と｢

女
性
の
た
め
の
ア
ジ
ア
平
和
国
民
基
金｣

―

鄭　
　
　

柚　

鎮

本
論
文
の
目
的
は
、
一
九
九
三
年
八
月
「
慰
安
所
」
に
対
す
る
「
軍
の

関
与
」
を
認
め
被
害
者
に
「
お
詫
び
と
反
省
の
気
持
ち
」
を
表
明
し
た
河

野
官
房
長
官
談
話
を
継
承
す
る
か
た
ち
で
、
一
九
九
五
年
七
月
村
山
連
立

内
閣
の
も
と
で
発
足
し
た
「
女
性
の
た
め
の
ア
ジ
ア
平
和
国
民
基
金
」

（
以
下
、
国
民
基
金
）
に
関
わ
っ
て
の
「
慰
安
婦
」
被
害
者
に
対
す
る
再
現

平成二十三年度博士論文（課程）要旨
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（representation

）
の
も
つ
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
着
目
す
る
の
は
、
国
民
基
金
と
い
う
制
度
の
登
場
は
、「
慰
安

婦
」
問
題
に
対
す
る
日
本
政
府
と
市
民
の
責
任
の
果
た
し
方
と
い
う
論
点
、

国
家
補
償
と
い
う
救
済
の
意
味
、
被
害
体
験
と
法
的
救
済
と
の
関
係
、
被
害

者
と
被
害
者
を
＇
支
援
＇
す
る
者
と
の
関
係
、
償
い
金
と
名
付
け
ら
れ
た
お

金
と
「
慰
安
婦
」
被
害
体
験
と
の
関
係
、
被
害
体
験
を
語
る
こ
と
と
聞
く
こ

と
の
あ
い
だ
と
い
う
あ
る
情
動
的
空
間
の
可
能
性
、
被
害
者
の
言
葉
を
あ
る

証
と
し
て
想
定
す
る
言
語
秩
序
、
痛
み
や
苦
し
み
の
処
し
方
に
関
す
る
論
点

な
ど
こ
れ
ま
で
「
慰
安
婦
」
問
題
と
み
な
さ
れ
て
き
た
問
題
群
自
体
を
震
撼

さ
せ
る
極
め
て
重
要
な
契
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
証
言
と
み
な
さ
れ
る
被
害

者
の
言
葉
を
ど
う
聞
く
か
と
い
う
論
点
を
可
視
化
す
る
起
爆
剤
と
し
て
働
い

た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
の
代
表
者
が
首
相
の
お
詫
び
の
手
紙
を
読
み
上
げ
る

と
感
極
ま
っ
て
涙
を
流
し
、
償
い
金
、
医
療
福
祉
支
援
費
の
お
金
を
受
け

取
っ
て
心
か
ら
感
謝
し
て
く
れ
た
元
『
慰
安
婦
』
も
た
し
か
に
存
在
し
た｣

と
の
べ
、
一
貫
し
て
国
民
基
金
の
活
動
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
被
害
者
を

取
り
上
げ
る
議
論
。
ま
た
「
私
が
会
っ
た
元
『
慰
安
婦
』
は
例
外
な
く
『
日

本
政
府
の
謝
罪
が
ほ
し
い
』
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
し
に
は
名
誉
の
回

復
が
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
」
と
い
い
、
終
始
国
民
基
金
に
批
判
的
な
立
場

を
と
っ
た
被
害
者
を
取
り
上
げ
る
議
論
。
国
民
基
金
を
拒
絶
し
た
被
害
者
は

「
日
本
国
民
の
償
い
の
気
持
を
受
け
取
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
恨
み
を
の
ん

で
亡
く
な
ら
れ
た
犠
牲
者｣

な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
ネ
オ
・
リ
ベ
的
解
決
法

に
対
し
て
」「
あ
く
ま
で
『
人
間
的
尊
厳
』『
女
性
の
人
権
』
の
復
権
と
い
う

正
攻
法
で
闘
っ
た
者｣

な
の
か
。

国
民
基
金
の
解
散
後
に
も
続
く
か
か
る
論
争
は
「
慰
安
婦
」
問
題
に
お
け

る
如
何
な
る
言
説
地
形
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
か
。

多
く
の
論
者
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
国
民
基
金
が
も
た
ら
し
た
と

さ
れ
る
運
動
の
「
分
裂
」
は
、
同
基
金
の
半
官
半
民
的
な
性
格
と
償
い
事
業

の
運
び
方
の
問
題
に
起
因
す
る
か
。
ま
た
同
基
金
に
対
す
る
反
対
運
動
が
も

た
ら
し
た
と
さ
れ
る
被
害
者
に
対
す
る
「
差
別
」
は
、
運
動
の
民
族
主
義
的

傾
向
と
被
害
者
観
点
の
足
り
な
さ
の
た
め
な
の
か
。

本
論
文
で
は
か
か
る
因
果
的
な
議
論
は
「
慰
安
婦
」
問
題
に
関
す
る
数
え

き
れ
な
い
成
果
を
単
純
化
す
る
き
ら
い
が
あ
る
と
捉
え
、｢

○
○
被
害
者
が

こ
う
語
る
か
ら
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
、
被
害
者
の
言
葉
を

よ
く
聞
き
と
り
正
し
く
代
弁
し
よ
う
と
す
る
、
よ
り
良
い
聞
き
手
に
な
ろ
う

と
す
る
、
あ
る
「
欲
望
」（
レ
イ
・
チ
ョ
ウ
） 

に
注
目
す
る
。

＇
正
し
い
聞
き
取
り
に
基
づ
い
て
の
正
し
い
代
弁
＇
と
い
う
議
論
の
さ
れ

方
で
の
「
正
し
い
聞
き
取
り
」
と
は
、
論
議
の
客
観
性
を
保
証
す
る
根
拠
と

い
う
よ
り
、
論
点
と
し
て
存
在
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
本
論
文
は
、
言
葉
を
聞
く
と
い
う
行

為
自
身
が
論
拠
と
し
て
働
く
文
脈
に
動
員
さ
れ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
対
す
る

分
析
を
と
お
し
て
、
被
害
者
の
行
為
性
と
犠
牲
者
性
の
み
を
強
調
す
る
と
い
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う
よ
り
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
再
考
す
る
契
機
を
設
け

よ
う
と
し
た
。

国
民
基
金
に
関
わ
っ
て
被
害
者
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
再

現
さ
れ
る
文
脈
に
は
、
二
項
対
立
主
義
、
啓
蒙
的
相
対
主
義
、
女
性
の
性
に

対
す
る
二
重
規
範
（「
純
潔
」
と
「
母
性
」
を
女
性
的
な
道
徳
性
と
し
て
み

な
す
文
化
観
念
）、
支
配
的
抵
抗
言
説
と
し
て
の
民
族
主
義
、
法
の
作
動
す

る
対
象
と
そ
の
意
味
を
予
め
見
定
め
る
法
と
申
請
者
に
対
す
る
理
解
、
被
害

体
験
と
感
情
の
本
質
化
な
ど
論
争
的
な
要
素
が
重
要
な
機
制
と
し
て
働
い
て

い
る
。

「
○
○
被
害
者
は
こ
う
語
る
。
だ
か
ら
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
よ
う
な
他
方
の
被
害
者
を
排
除
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
論
争
は
、
う
え

の
参
照
の
要
素
を
絶
対
的
な
こ
と
と
し
て
前
提
し
つ
つ
、＇「
慰
安
婦
」
被
害

者
に
ふ
さ
わ
し
い
声
＇、＇「
慰
安
婦
」
被
害
者
の
真
の
声
＇
と
い
っ
た
か
た

ち
で
被
害
者
の
言
葉
を
領
有
し
、
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
、
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
他
者
と
し
て
被
害
者
を
再
現
し
た
。

誰
が
誰
の
話
を
聞
き
取
り
組
織
化
し
て
い
く
か
。
被
害
者
の
言
葉
を
ど
う

聞
く
か
。
国
民
基
金
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
被
害
者
の
言
葉
を
と
り
ま
く
言
説

地
形
を
再
度
問
題
化
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
論
点
を
提
起

し
て
い
る
。

＇
正
し
い
聞
き
取
り
＇
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
欲
望
の
問
題
は
、
聞
き
手

が
作
ろ
う
と
す
る
世
界
（
関
係
）
に
連
動
す
る
。

言
葉
そ
の
も
の
は
、
論
議
の
客
観
性
を
保
証
す
る
根
拠
で
な
け
れ
ば
、
議

論
の
可
能
性
そ
の
も
の
で
も
な
い
が
、
ど
う
聞
く
か
と
い
う
聞
き
取
り
方
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
関
係
性
を
つ
む
ぎ
だ
す
手
が
か
り
に
な
り

う
る
。

「
慰
労
金
を
受
け
取
っ
て
不
名
誉
に
死
ぬ
こ
と
よ
り
、
慰
労
金
を
拒
絶
し

て
名
誉
に
死
ぬ
こ
と
を
選
ぶ
の
で
す
」、「
日
本
全
体
を
く
れ
る
と
し
て
も
、

わ
た
し
た
ち
が
死
ん
だ
後
で
あ
れ
ば
、
な
ん
の
意
味
が
あ
る
の
か
？
」 

と

い
っ
た
言
葉
た
ち
が
、
正
し
さ
の
根
拠
や
選
り
分
け
ら
れ
る
対
象
で
は
な

く
、
聞
き
手
自
身
が
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
あ
る
状
況
と
し
て
確
保
さ
れ
る
な

ら
、
聞
く
と
い
う
情
動
的
行
為
は
語
り
手
と
聞
き
手
の
身
体
感
情
が
渦
巻
く

場
と
し
て
、「
慰
安
婦
」
制
度
の
関
係
者
を
生
成
す
る
空
間
と
し
て
働
く
か

も
し
れ
な
い
。
聞
き
取
る
と
い
う
介
入
に
よ
っ
て
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
の

あ
い
だ
と
い
う
間
隔
が
揺
れ
は
じ
め
、
互
い
の
言
葉
が
絡
み
あ
い
「
慰
安

婦
」
問
題
の
当
事
者
を
増
殖
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

宗
教
文
化
の
近
代
的
再
編
成
を
め
ぐ
る
研
究

―
新
宗
教
の
経
験
と
表
象

―

永　

岡　
　
　

崇

本
論
文
は
、
近
代
日
本
の
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
、
宗
教
文
化
が
ど
の
よ
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う
に
再
編
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
、
新
宗
教
の
経
験
と
表
象
を
軸
に
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
宗
教
文
化
は
、
教
団
や
信
仰

当
事
者
に
よ
る
宗
教
運
動
を
中
核
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
だ
け
に
は
か
ぎ
ら
れ

な
い
。
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
政
府
や
マ
ス
コ
ミ
、
世
俗
の
知
識
人
、
あ

る
い
は
他
宗
教
の
信
仰
者
な
ど
、
多
様
な
立
場
の
人
び
と
が
、
あ
る
宗
教
運

動
に
つ
い
て
語
り
、
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
当
事
者
の
枠
を
越

え
た
宗
教
文
化
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
宗
教
文
化
に
は
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
伝

統
的
宗
教
を
軸
と
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
本
論
文
で
は
幕
末
維
新
期
以

降
に
成
立
・
興
隆
し
た
新
宗
教
運
動
を
焦
点
と
す
る
も
の
に
対
象
を
限
定
し

た
。
天
理
教
・
金
光
教
・
大
本
を
は
じ
め
と
す
る
新
宗
教
運
動
は
、
近
代
天

皇
制
や
資
本
主
義
社
会
の
形
成
、
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
や
総
力
戦
な

ど
、
近
代
日
本
の
歴
史
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
と
き
に
併
走
し
、
と
き

に
対
立
し
な
が
ら
大
衆
的
な
支
持
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て

構
成
さ
れ
る
宗
教
文
化
は
、
近
代
日
本
の
歴
史
的
性
格
を
考
え
る
た
め
の
、

重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
「
宗
教
経
験
の
近
代
的
形
態
に
つ
い
て
」
は
、
戦
前
期
の
日
本
を

代
表
す
る
新
宗
教
で
あ
る
天
理
教
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
新
宗
教
運
動
と
支
配

秩
序
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
複
雑
な
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
天
理
教
の
教
祖
・
中
山
み
き
は
、
民
俗
宗
教
的
な
伝
統
か
ら
出

発
し
て
、
新
た
な
宗
教
実
践
・
思
想
を
生
み
出
し
、
一
八
八
七
年
に
死
去
し

た
が
、
そ
れ
以
後
、
信
徒
た
ち
は
近
代
天
皇
制
国
家
の
秩
序
の
な
か
で
、
合

法
的
に
教
団
を
発
展
さ
せ
て
い
く
道
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
、
帝
国
主
義
的
侵

略
政
策
、
総
力
戦
を
へ
て
破
局
へ
と
い
た
る
経
験
を
、
日
本
国
家
と
共
有
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
た
が
、
先
行
研
究
で
は
、
支
配
権
力
に
迎
合
し
た
天
理
教
の
あ
り
方

を
、
教
祖
時
代
の
精
神
を
喪
失
し
た
も
の
と
し
て
断
罪
す
る
か
、
逆
に
末
端

信
徒
の
信
仰
実
践
に
教
祖
の
精
神
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る

か
、
と
い
う
理
解
に
留
ま
っ
て
お
り
、
支
配
秩
序
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
親

和
的
な
関
係
の
な
か
で
再
編
さ
れ
る
思
想
や
信
仰
そ
の
も
の
を
、
宗
教
経
験

の
近
代
的
形
態
と
し
て
主
題
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

本
論
文
は
、
一
八
八
〇
～
一
九
五
〇
年
代
の
天
理
教
を
め
ぐ
る
史
料
を
読

み
直
す
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
思
想
・
信
仰
の
あ
り
方
を
問
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
み
き
の
後
を
受
け
て
神
の
言
葉
を
信
徒
た

ち
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
た
飯
降
伊
蔵
の
「
お
さ
し
づ
」
と
呼
ば
れ
る
儀

礼
の
場
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
天
理
教
を
指
導
し
た
中
山
正
善
に
よ
る
近

代
的
教
義
学
の
創
造
と
帝
国
主
義
的
世
界
観
、
勤
労
奉
仕
を
宗
教
的
に
意
味

づ
け
る
〈
ひ
の
き
し
ん
〉
の
教
義
の
形
成
な
ど
と
い
っ
た
論
点
を
取
り
上
げ

て
い
る
。

伊
蔵
の
「
お
さ
し
づ
」
の
よ
う
な
憑
依
信
仰
に
基
づ
く
儀
礼
は
、
明
治

政
府
や
西
洋
医
学
な
ど
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
合
理
主
義
的
世
界
観
と
は

異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
外
部
の
政
治
的
文
脈
か
ら
保
護
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さ
れ
た
非
政
治
的
な
信
仰
世
界
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
伊
蔵
の
語
る
「
お

さ
し
づ
」
自
体
が
、
救
済
の
方
法
や
神
の
名
称
を
め
ぐ
る
政
府
か
ら
の
干
渉

と
対
峙
し
、
近
代
的
価
値
観
と
交
渉
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
厳
密
な
史
料
批
判
を
通
じ
て
近
代
的
な
天
理
教
教
義
学
を
打
ち
立
て

た
正
善
の
仕
事
は
、
日
本
（
そ
し
て
天
理
教
）
の
帝
国
主
義
的
領
土
拡
張
の

動
き
と
連
動
し
、
そ
れ
を
宗
教
的
に
意
味
づ
け
る
機
能
を
果
た
し
た
。
さ
ら

に
、〈
ひ
の
き
し
ん
〉
の
教
義
が
そ
の
意
味
内
容
を
拡
張
し
、
現
代
に
つ
な

が
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
過
程
で
は
、
多
く
の
信
徒
を
巻
き
込
ん
だ
一
九
三

〇
年
代
以
降
の
国
策
協
力
・
戦
争
協
力
の
経
験
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い

た
。
国
家
協
力
や
戦
争
協
力
と
い
う
文
脈
は
、
天
理
教
を
国
民
掌
握
の
拠
点

と
し
て
利
用
し
、
信
徒
を
労
働
力
と
し
て
動
員
す
る
一
方
で
、
天
理
教
の
教

義
が
新
た
に
形
成
さ
れ
、
再
編
成
さ
れ
る
状
況
を
提
供
す
る
も
の
と
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
諸
事
例
は
、
天
理
教
の
よ
う
な
民
衆
的
／
大
衆
的
な
新
宗
教
運

動
に
と
っ
て
、
近
代
国
家
と
の
親
和
的
な
関
わ
り
は
、
表
面
的
・
非
本
質
的

な
経
験
な
の
で
は
な
く
、
信
仰
の
核
心
的
な
部
分
に
働
き
か
け
、
意
味
世
界

を
組
み
替
え
て
い
く
構
成
的
な
宗
教
経
験
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
第
Ⅱ
部
「
新
宗
教
文
化
の
脱
教
団
的
展
開
」
は
、
新
宗
教
批
判

文
書
、
精
神
病
学
、
特
高
警
察
、
歴
史
学
、
宗
教
学
な
ど
、
新
宗
教
運
動
の

外
部
か
ら
そ
れ
を
眼
差
し
、
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
営
み
を
と
り
あ
げ
、
そ

の
政
治
的
位
置
や
文
化
史
的
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
検
討
さ
れ
た
の
は
、
た
と
え
ば
、
戦
前
期
の
精
神
病
学
や
特
高
警

察
な
ど
に
よ
る
新
宗
教
研
究
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
論
理
と
、
政
治
的
に
は

対
照
的
な
立
場
を
と
る
戦
後
の
新
宗
教
研
究
の
論
理
と
の
逆
説
的
な
共
犯
関

係
で
あ
り
、
ま
た
新
宗
教
の
教
祖
の
な
か
に
近
代
日
本
の
〈
外
部
〉
を
み
よ

う
と
す
る
戦
後
教
祖
研
究
の
文
化
史
的
な
特
質
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
表

象
は
、
各
宗
教
の
信
仰
的
遺
産
を
、
信
仰
者
の
文
脈
か
ら
引
き
剥
が
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
広
い
社
会
的
文
脈
で
共
有
し
う
る
思
想
的
遺
産
へ
と
翻
訳

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
秩
序
を
越
え
る
新
宗
教
運

動
の
可
能
性
を
語
る
こ
と
は
、
秩
序
の
内
部
で
活
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
現
実

の
宗
教
実
践
と
向
き
合
う
こ
と
を
難
し
く
し
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ

の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
新
宗
教
研
究
が
―
―
本
論
文
の
第
Ⅰ
部
で
検
討
し

た
よ
う
な
―
―
新
宗
教
と
支
配
秩
序
と
の
関
係
を
正
面
か
ら
論
じ
て
こ
な

か
っ
た
と
い
う
問
題
に
も
繋
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
非
信
仰

者
に
よ
っ
て
想
像=

創
造
さ
れ
た
新
宗
教
像
を
、
再
度
信
仰
の
文
脈
に
差
し

戻
し
、
立
場
の
異
な
る
者
ど
う
し
の
協
働
的
な
議
論
の
場
を
形
成
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
新
た
な
宗
教
文
化
を
形
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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植
民
地
帝
国
日
本
に
お
け
る
主
体
化
と
動
員

―
名
乗
り
を
め
ぐ
る
陣
地
戦
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究

―
葊　

岡　

浄　

進

小
論
は
、
被
差
別
部
落
民
と
在
満
朝
鮮
人
と
を
、
と
も
に
植
民
地
帝
国
日

本
の
人
種
主
義
に
巻
き
こ
ま
れ
た
サ
バ
ル
タ
ン
民
衆
と
し
て
と
ら
え
る
視
座

か
ら
、
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
帝
国
の
動
員
に
た
い
し
て
自
分
た
ち
自
身
の
名

乗
り
そ
の
も
の
を
投
企
す
る
陣
地
戦
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
力
動
を

追
究
し
た
。

序
章
で
は
、
人
種
主
義
お
よ
び
そ
の
表
現
た
る
植
民
地
主
義
が
両
集
団
に

投
網
を
か
け
て
い
く
構
図
を
論
じ
た
。「
臣
民
」
と
し
て
帝
国
に
呼
応
す
る

名
乗
り
さ
え
も
、
常
に
新
し
い
主
体
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
か
つ

そ
の
よ
う
に
自
ら
欲
望
す
る
主
体
に
そ
く
し
て
、
異
な
る
意
味
を
呼
び
こ
む

行
為
と
し
て
記
述
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
帝
国
統
治
の
新
た
な
段
階
に
お
い

て
は
そ
こ
に
政
治
が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
社
会
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、
い

わ
ば
生
活
の
現
場
で
帝
国
が
欲
望
さ
れ
る
。

小
論
は
二
部
構
成
で
あ
る
。
第
一
部
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代

に
か
け
て
帝
国
が
膨
張
し
、
総
力
戦
体
制
構
築
に
む
け
て
「
臣
民
」
を
再
統

合
す
る
た
め
の
社
会
政
策
に
お
け
る
合
意
調
達
を
論
じ
た
。

間
島
出
兵
の
結
果
、
在
間
島
日
本
総
領
事
館
の
監
督
を
う
け
る
在
満
朝
鮮

人
「
自
治
」
団
体
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
朝
鮮
人
民
会
は
、
民
族
団
体
の
指
導

者
層
を
取
り
こ
ん
で
再
建
さ
れ
た
。
第
一
章
は
、
民
会
と
日
本
帝
国
と
の
交

渉
の
局
面
を
解
明
し
た
。
一
九
二
四
年
秋
の
凶
作
に
際
し
て
、
民
会
は
「
帝

国
臣
民
」
と
し
て
の
救
済
を
求
め
、
領
事
館
当
局
を
介
し
て
東
洋
拓
殖
株
式

会
社
の
融
資
を
引
き
出
し
た
。
そ
の
正
統
性
は
、
民
会
が
在
満
朝
鮮
人
「
中

堅
人
物
」
の
危
機
を
日
本
帝
国
の
国
策
に
重
ね
あ
わ
せ
て
指
し
示
し
、
か
つ

帝
国
の
国
策
会
社
が
同
会
の
在
満
朝
鮮
人
に
占
め
る
代
表
性
を
承
認
す
る
こ

と
で
、
調
達
さ
れ
た
。

全
国
水
平
社
に
お
い
て
部
落
の
「
生
活
と
経
済
更
生
」
が
焦
点
化
さ
れ
た

の
は
部
落
委
員
会
活
動
方
針
で
あ
っ
た
が
、
第
二
章
は
、
朝
田
善
之
助
の
動

向
を
追
い
な
が
ら
検
証
し
た
。
朝
田
ら
が
一
九
三
六
年
七
月
に
地
方
行
政
関

係
者
に
仲
裁
さ
れ
る
形
で
融
和
運
動
に
加
入
し
た
経
緯
は
、
京
都
市
田
中
部

落
の
共
同
体
把
握
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
陣
地
戦
と
し
て
把
握
し
う
る
の
だ

が
、
朝
鮮
人
の
部
落
お
よ
び
そ
の
周
辺
へ
の
流
入
を
横
目
に
、
帝
国
の
社
会

政
策
と
し
て
部
落
に
投
下
さ
れ
る
地
方
改
善
予
算
に
照
応
し
て
も
い
た
。

第
三
章
は
、
一
九
三
七
年
一
一
月
に
大
阪
市
で
結
成
さ
れ
た
生
江
町
経
済

更
生
会
を
と
り
あ
げ
た
。
部
落
委
員
会
活
動
方
針
の
下
で
全
水
大
阪
府
連
は

有
力
者
の
不
正
暴
露
に
よ
る
共
同
体
の
主
導
権
占
拠
を
め
ざ
し
た
が
、
日
中

戦
争
突
入
後
、
か
つ
て
地
域
の
水
平
社
結
成
に
参
画
し
た
融
和
運
動
関
係
者

と
合
作
す
る
。
そ
の
後
景
に
は
、
京
都
と
同
様
、
植
民
地
出
身
者
の
流
入
に
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よ
っ
て
帝
国
の
下
層
へ
と
再
編
制
さ
れ
た
部
落
の
生
活
実
態
が
あ
っ
た
。
そ

の
結
成
趣
意
書
は
、
総
動
員
の
人
種
主
義
を
い
ち
早
く
感
知
し
つ
つ
、
改
善

は
部
落
民
の
人
格
へ
と
反
転
し
、「
国
民
」
と
し
て
救
済
を
申
請
す
る
主
体

へ
と
部
落
の
丸
ご
と
動
員
が
企
て
ら
れ
た
。
な
お
、
補
論
で
は
、
大
阪
市
社

会
部
が
一
九
三
七
年
度
に
実
施
し
た
不
良
住
宅
調
査
か
ら
部
落
を
抽
出
す
る

作
業
を
試
み
た
。
悉
皆
調
査
で
は
な
い
と
い
う
限
界
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
調
査
対
象
と
さ
れ
た
部
落
の
中
で
も
と
り
わ
け
生
江
町
の
貧
困

は
際
立
つ
の
で
あ
り
、「
部
落
の
貧
困
」
は
、
そ
の
文
脈
化
の
現
場
に
差
し

戻
し
て
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
は
、
満
洲
国
の
間
島
省
統
治
を
論
じ
た
。
官
僚
構
成
に
お
い
て

は
、
一
九
三
四
年
末
の
間
島
省
公
署
設
置
当
初
は
朝
鮮
総
督
府
か
ら
移
っ
た

官
僚
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
の
よ
う
な
特
異
性
が
薄
め
ら
れ
て
い

く
。
た
だ
し
朝
鮮
人
官
僚
は
朝
鮮
総
督
へ
の
還
流
や
、
解
放
後
の
南
朝
鮮
／

大
韓
民
国
へ
の
連
続
が
留
意
さ
れ
る
。
他
方
で
、
各
地
の
朝
鮮
人
民
会
は
満

洲
国
協
和
会
の
分
会
に
移
行
す
る
が
、「
東
辺
道
治
安
粛
正
工
作
」
下
の
掃

討
作
戦
で
農
業
経
済
は
崩
壊
し
、
協
和
会
関
係
者
か
ら
も
批
判
の
声
が
あ
が

る
。
こ
の
と
き
「
皇
国
臣
民
」
と
い
う
在
満
朝
鮮
人
の
名
乗
り
は
、
満
洲
国

統
治
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。

第
二
部
は
、
日
中
戦
争
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
へ
と
か
け
て
総
力
戦
体

制
が
深
化
す
る
な
か
で
登
場
す
る
「
皇
国
臣
民
」
と
い
う
名
乗
り
に
注
目

し
、
帝
国
の
戦
争
動
員
に
呼
応
し
な
が
ら
そ
の
具
体
的
手
段
を
問
う
こ
と
で

情
況
へ
の
介
入
を
図
る
言
説
を
と
り
あ
げ
た
。

中
央
融
和
事
業
協
会
は
大
政
翼
賛
会
に
参
加
せ
ず
、
そ
の
改
組
で
同
和
奉

公
会
が
一
九
四
一
年
六
月
に
発
足
し
た
。
第
五
章
は
、
新
体
制
を
め
ぐ
っ
て

発
話
さ
れ
た
部
落
民
の
「
皇
国
臣
民
」
言
説
を
点
描
し
た
。「
皇
国
臣
民
」

錬
成
が
う
た
わ
れ
る
半
面
に
お
い
て
「
最
低
の
国
民
生
活
の
保
障
さ
へ
与
へ

ら
れ
」
て
い
な
い
部
落
の
経
済
的
文
化
的
な
脆
弱
さ
が
指
摘
さ
れ
た
の
だ

が
、
そ
れ
ら
は
、
労
働
力
に
か
か
わ
っ
て
表
現
さ
れ
る
総
力
戦
の
人
種
主
義

が
「
国
家
観
念
」
の
薄
弱
さ
を
部
落
に
見
出
す
事
態
へ
の
恐
怖
と
背
中
あ
わ

せ
だ
っ
た
。
人
種
主
義
に
抗
う
人
種
主
義
の
運
動
は
、
部
落
の
「
自
覚
」
に

帰
着
す
る
。

第
六
章
は
、
在
満
朝
鮮
人
の
「
皇
国
臣
民
」
言
説
を
た
ど
っ
た
。
満
洲
国

軍
間
島
特
設
部
隊
へ
の
志
願
に
消
極
的
言
動
が
示
さ
れ
る
な
か
、
一
九
四
二

年
に
日
本
陸
軍
の
朝
鮮
人
徴
兵
が
決
定
さ
れ
る
と
、
満
洲
国
協
和
会
の
朝
鮮

人
協
議
員
は
在
満
朝
鮮
人
の
「
国
語
」
教
育
を
皇
民
化
の
課
題
と
し
て
訴
え

た
。
満
洲
国
に
「
内
鮮
一
体
」
を
求
め
る
こ
と
で
在
満
朝
鮮
人
は
「
民
族
協

和
」
の
内
実
を
暴
露
し
た
の
で
あ
る
。

帝
国
統
治
が
領
域
横
断
的
に
「
臣
民
」
の
自
発
性
を
動
員
し
て
い
く
方
法

へ
と
変
容
す
る
と
き
、
そ
の
政
治
の
領
域
が
生
活
で
あ
っ
た
。
そ
の
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
を
め
ぐ
っ
て
、
サ
バ
ル
タ
ン
民
衆
の
運
動
は
植
民
地
帝
国
の
人
種
主
義

に
巻
き
こ
ま
れ
な
が
ら
抗
い
、
あ
ら
た
め
て
主
体
化
と
組
織
化
を
は
か
る
。

こ
の
生
活
の
場
に
か
か
わ
る
社
会
政
策
を
め
ぐ
る
命
名
と
流
用
の
政
治
こ
そ
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が
、
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

豊
臣
期
本
願
寺
勢
力
の
研
究

太　

田　

光　

俊

こ
の
論
文
で
は
、
一
般
的
歴
史
叙
述
の
中
で
著
名
で
あ
る
も
の
の
、
本
願

寺
や
一
向
一
揆
の
基
礎
的
研
究
の
進
展
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た

「
石
山
合
戦
」
を
、
本
願
寺
教
団
論
の
視
点
か
ら
捉
え
直
し
た
。
本
願
寺
と

い
う
一
つ
の
勢
力
に
こ
だ
わ
り
、
本
願
寺
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
そ
の

構
成
要
素
の
ど
の
よ
う
な
動
き
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
た
か
、
各
要
素
が
当

時
の
政
治
や
宗
教
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
、
特
に
本
山
を
支
え

る
層
の
内
、
特
に
「
直
参
」
と
呼
ば
れ
た
坊
主
、
な
ら
び
に
家
臣
に
着
目
し

考
え
た
。

「
直
参
」
は
、
本
山
の
番
や
行
事
に
勤
仕
し
た
坊
主
で
あ
る
。
本
山
の
数

あ
る
年
中
行
事
の
内
、
報
恩
講
の
斎
・
非
時
の
執
行
状
況
に
着
目
す
る
と
、

「
直
参
」
の
動
向
を
天
文
期
・
織
豊
期
と
通
時
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
。
そ
こ
で
、
天
文
期
・
天
正
期
・
文
禄
期
の
「
直
参
」
構
成
を
、
そ

れ
ぞ
れ
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
の
「
石
山
合
戦
」

の
終
結
時
に
、
直
参
内
に
終
戦
推
進
派
と
戦
争
継
続
推
進
派
が
生
ま
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
門
主
顕
如
と
顕
如
の
息
子
で
あ
る
教
如
を
推
戴
し
対
立
し
た
こ
と
を

あ
き
ら
か
に
し
た
。
こ
の
内
、
終
戦
を
推
進
し
た
派
は
、
本
山
が
こ
れ
か
ら

や
っ
て
く
る
地
域
（
紀
州
）
や
、
既
に
地
域
の
一
向
一
揆
が
敗
北
し
て
い
る

地
域
（
近
江
）
の
坊
主
ら
で
あ
り
、
逆
に
戦
争
継
続
を
推
進
し
た
派
は
本
山

が
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
戦
闘
中
の
地
域
（
大
坂
）
の
坊
主
ら
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
顕
如
と
教
如
は
本
能
寺
の
変
を
期
に
「
仲
直
り
」
を
し
、
都
市
大
坂

建
設
に
と
も
な
い
天
正
十
四
年
天
満
本
願
寺
の
復
興
が
な
さ
れ
、
同
時
に
戦

闘
継
続
を
訴
え
顕
如
か
ら
破
門
さ
れ
た
坊
主
ら
が
起
請
文
を
一
斉
に
提
出

し
、
本
山
に
復
帰
し
て
い
く
。
一
斉
提
出
と
い
う
事
実
か
ら
、
坊
主
衆
を
必

要
と
す
る
本
山
主
体
の
動
き
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
天
正
十
六
年
以
降

儀
式
が
実
際
に
復
興
し
、
坊
主
ら
の
行
事
参
加
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
名
実
と
も
に
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
が
豊
臣
期
本
願
寺
の
画
期
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
門
主
顕
如
の
死
去
後
の
教
如

の
継
職
と
、
翌
文
禄
二
年
の
教
如
の
豊
臣
政
権
に
よ
る
解
職
と
弟
准
如
の
継

職
と
激
動
の
時
期
を
迎
え
る
。
そ
の
中
で
、
慶
長
十
年
頃
を
境
に
報
恩
講
の

斎
・
非
時
の
参
加
者
の
面
々
も
変
化
し
、
東
西
両
本
願
寺
の
両
立
が
自
明
の

こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
に
、「
直
参
」
坊
主
等
の
主
体
的
な
行

動
か
ら
、
本
願
寺
全
体
の
行
動
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、「
直
参
」
坊
主
等
の
本
拠
は
本
山
に
限
ら
ず
各
地
域
に
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
「
直
参
」
坊
主
等
の
行
動
の
差
を
、
本
山
の
論
理
と
地
域
の
論
理
の

相
剋
と
相
生
と
し
て
結
論
づ
け
た
。
本
山
の
論
理
と
は
本
山
が
政
治
的
に
安
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定
し
た
地
位
を
保
全
す
る
た
め
の
論
理
で
あ
り
、
地
域
の
論
理
と
は
門
末
が

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
安
定
し
た
地
位
を
保
全
す
る
た
め
の
論
理
で
あ

る
。
本
山
の
論
理
と
地
域
の
論
理
は
、
局
地
戦
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
起
こ
っ

て
い
る
段
階
で
は
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
末
寺
坊
主
は
そ
の
場

そ
の
場
で
、
自
身
の
保
全
を
図
る
べ
く
行
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、

統
一
政
権
成
立
時
に
は
全
国
的
に
連
関
し
た
局
地
戦
が
各
地
で
起
こ
り
、
末

寺
坊
主
等
の
軍
事
的
行
動
の
矛
盾
が
露
呈
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
矛
盾
を

抱
え
る
こ
と
は
一
見
弱
み
に
み
え
る
が
、
矛
盾
を
も
含
み
こ
み
ば
ら
ば
ら
で

あ
り
つ
つ
も
、
本
山
に
一
定
程
度
修
練
し
て
い
く
こ
の
構
造
こ
そ
が
、
本
山

が
敗
北
し
て
も
勢
力
全
体
を
比
較
的
早
く
復
興
さ
せ
て
い
く
原
動
力
と
な
る

の
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
時
期
、
地
域
の
末
寺
坊
主
の
多
く
が
石
山
合
戦
後

地
域
に
お
い
て
闕
所
処
分
や
追
放
処
分
を
被
っ
て
い
た
。
石
山
合
戦
後
の
、

秀
吉
に
よ
る
統
一
戦
は
還
住
の
絶
好
の
機
会
だ
っ
た
。
豊
臣
政
権
期
の
一
揆

蜂
起
は
、
一
揆
解
体
の
末
期
的
症
状
と
い
う
よ
り
も
、
各
末
寺
坊
主
の
還
住

活
動
の
一
環
と
し
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

な
お
、
斎
・
非
時
を
中
心
と
し
た
「
直
参
」
の
宗
教
的
な
勤
仕
は
、
蓮
如

以
降
整
備
が
進
み
天
文
期
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
山
合
戦
期
に
こ
れ

ら
の
儀
式
の
執
行
が
不
全
を
き
た
し
た
も
の
の
、
天
正
十
四
年
に
復
興
し

た
。
そ
の
時
、
儀
式
執
行
の
舞
台
と
な
る
天
満
御
堂
建
立
の
た
め
の
募
化
消

息
が
だ
さ
れ
、
臨
時
の
懇
志
収
集
が
呼
び
か
け
た
。
臨
時
の
懇
志
収
集
は
石

山
合
戦
期
積
極
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
戦
後
の
寺
内
建
築
の

た
め
の
募
化
消
息
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
の
後
、
募
化
消
息
は
江
戸
期
に
連
発

さ
れ
る
。
天
満
期
に
、
石
山
合
戦
以
来
の
臨
時
の
懇
志
収
集
を
梃
子
に
儀
式

の
舞
台
と
な
る
御
堂
な
ど
が
立
て
直
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
御
堂
を
舞
台
に
従

来
の
斎
・
非
時
を
中
心
と
し
た
懇
志
収
集
の
立
て
直
し
が
な
さ
れ
た
。
こ
の

「
直
参
」
を
含
む
坊
主
ら
の
動
き
を
、
本
願
寺
家
臣
の
発
給
文
書
か
ら
明
ら

か
に
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
懇
志
は
直
接
土
地
を
媒
介
と
し
た
も
の
で
な

い
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
激
動
の
時
期
に
柔
軟
に
対
応
で

き
た
の
だ
っ
た
。

開
国
期
に
お
け
る
徳
川
幕
府
の
外
交
と
海
防
掛

後　

藤　

敦　

史

本
稿
は
、
一
八
四
〇
～
五
〇
年
代
に
お
け
る
徳
川
幕
府
の
外
交
政
策
の
特

質
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
幕
府
が
鎖
国
政
策
か
ら
開
国
政
策
へ
と
転
換
し
て

い
く
具
体
的
な
経
緯
や
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
す

る
。
こ
の
課
題
を
達
成
す
る
上
で
、
本
稿
は
海
防
掛
と
い
う
存
在
に
注
目
す

る
。
海
防
掛
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
七
月
、
日
本
国
内
で
高
ま
っ
て

い
た
対
外
的
な
危
機
意
識
を
背
景
に
設
け
ら
れ
た
掛
で
あ
る
。
財
政
を
つ
か

さ
ど
る
勘
定
方
（
勘
定
奉
行
・
勘
定
吟
味
役
）
と
、
大
名
や
旗
本
の
監
視
・
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統
制
を
担
う
目
付
方
（
大
目
付
・
目
付
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
幕
府
の
外
交
政

策
に
関
す
る
諮
問
機
関
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
。

当
該
期
に
お
い
て
、
海
防
掛
の
意
見
書
が
幕
府
の
外
交
政
策
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
、
多
く
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
彼
ら
の
外
交
構
想
や
具
体
的
な
活
動
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
幕

府
外
交
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
未

刊
行
の
史
料
も
積
極
的
に
用
い
な
が
ら
、
海
防
掛
の
外
交
構
想
の
特
質
と
そ

の
変
遷
を
た
ど
り
、
そ
れ
ら
の
構
想
と
幕
府
の
外
交
政
策
と
の
関
係
性
を
通

時
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
鎖
国
か
ら
開
国
へ
の
転
換
過
程
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
第
Ⅰ
部
「
弘
化
・
嘉
永
期
の
政
治
・
外
交
と
海
防
掛
」
で
は
、
ペ

リ
ー
来
航
直
前
の
弘
化
・
嘉
永
期
（
一
八
四
四
～
五
三
年
）
に
お
け
る
幕
府

の
政
治
お
よ
び
外
交
の
特
質
を
考
察
す
る
。

第
一
章
「
海
防
掛
に
関
す
る
制
度
的
検
討
」
で
は
、
海
防
掛
の
制
度
的
な

特
質
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
彼
ら
が
な
ぜ
幕
府
外
交
に
大
き
な
影
響
力
を

有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
制
度
的
側
面
か
ら
そ
の

理
由
を
考
察
す
る
。

続
く
第
二
章
「
弘
化
・
嘉
永
期
に
お
け
る
幕
府
外
交
と
海
防
掛
」
で
は
、

弘
化
・
嘉
永
期
の
海
防
掛
の
外
交
構
想
と
当
該
期
の
幕
府
外
交
の
特
質
と
の

関
連
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
本
章
で
は
、
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
日
米
和
親

条
約
締
結
に
か
け
て
、
幕
府
が
徹
底
し
て
い
た
平
和
外
交
の
方
針
が
、
そ
れ

以
前
の
海
防
掛
の
外
交
構
想
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
、
第
三
章
「
嘉
永
期
に
お
け
る
阿
部
正
弘
政
権
と
風
説
禁
止
令
」
で

は
、
ペ
リ
ー
来
航
以
前
の
政
治
・
外
交
の
特
質
に
つ
い
て
、
嘉
永
三
年
（
一

八
五
〇
）
五
月
に
発
令
さ
れ
た
風
説
禁
止
令
と
、
海
防
掛
の
目
付
が
作
成
し

た
江
戸
湾
防
備
計
画
書
の
関
係
を
も
と
に
考
察
す
る
。

次
に
、
第
Ⅱ
部
「
日
米
和
親
条
約
締
結
前
後
の
幕
府
外
交
と
開
国
論
」
で

は
、
日
米
和
親
条
約
が
締
結
さ
れ
る
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
前
後
の
幕
府

外
交
に
つ
い
て
考
察
し
、
幕
府
内
か
ら
開
国
論
が
登
場
し
て
く
る
具
体
的
な

経
緯
を
検
討
す
る
。

ま
ず
第
四
章
「
嘉
永
六
年
の
幕
府
外
交
と
『
大
号
令
』」
で
は
、
嘉
永
六

年
（
一
八
五
三
）
十
一
月
に
発
令
さ
れ
た
「
大
号
令
」
に
着
目
し
、
そ
の
発

令
を
め
ぐ
る
幕
府
内
の
評
議
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
ペ
リ
ー
来
航
期
の
幕
府

外
交
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
五
章
「
安
政
二
年
の
ア
メ
リ
カ
北
太
平
洋
測
量
艦
隊
来
航
と
幕
府
外

交
」
で
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
三
月
に
下
田
に
来
航
し
た
ア
メ
リ
カ

北
太
平
洋
測
量
艦
隊
を
め
ぐ
る
幕
府
内
の
評
議
に
着
目
す
る
。
本
章
で
は
、

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
評
議
に
お
い
て
、
海
防
掛
の
目
付
方
の
内
部
か
ら
開
国

論
が
登
場
す
る
具
体
的
な
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
五
章
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
第
六
章
「
海
防
掛
目
付
方
の
開
国
論
の
形

成
過
程
」
で
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
海
防
掛
の
目
付
方
が
開
国
論

を
唱
え
る
に
至
る
ま
で
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
外
交
構
想
を
有
し
て
い
た
の
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か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

さ
ら
に
第
七
章
「
安
政
二
年
の
幕
閣
改
造
の
政
治
・
外
交
史
的
意
義
」
で

は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
八
月
に
行
わ
れ
た
二
人
の
老
中
の
罷
免
と
水

戸
前
藩
主
徳
川
斉
昭
の
幕
政
参
与
登
用
と
い
う
「
幕
閣
改
造
」
が
当
時
の
政

治
・
外
交
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

第
Ⅲ
部
「
開
国
政
策
の
展
開
と
そ
の
挫
折
」
に
お
い
て
は
、
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
以
降
、
海
防
掛
目
付
方
の
開
国
論
が
定
着
し
、
幕
府
が
公
式

に
開
国
政
策
を
採
用
し
て
い
く
過
程
と
と
も
に
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

に
朝
廷
が
日
米
修
好
通
商
条
約
の
調
印
の
勅
許
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
幕
府

の
開
国
政
策
が
挫
折
す
る
経
緯
を
考
察
す
る
。

第
八
章
「
開
国
の
方
法
―
『
英
断
』
と
『
衆
心
一
致
』
―
」
で
は
、
海
防

掛
勘
定
方
の
外
交
構
想
と
海
防
掛
目
付
方
の
外
交
構
想
を
比
較
し
な
が
ら
検

討
を
行
う
。
本
章
で
は
、
両
者
の
意
見
対
立
が
、
単
な
る
鎖
国
対
開
国
と
い

う
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
開
国
に
向
け
て
如
何
な
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を

と
る
か
、
と
い
う
「
開
国
の
方
法
」
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。

最
後
に
第
九
章
「
安
政
期
の
朝
幕
関
係
と
大
坂
湾
防
備
」
で
は
、
一
八
五

〇
年
代
の
朝
幕
関
係
を
軸
に
、
幕
府
の
開
国
政
策
が
頓
挫
す
る
具
体
的
な
過

程
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
朝
幕
関
係
を
探
る
方
法
と
し
て
、
幕
府
が
朝
廷

の
警
衛
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
大
坂
湾
防
備
に
着
目
す
る
。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
終
章
で
は
、
海
防
掛
が
廃
止
さ
れ
外
国
奉
行
が

設
置
さ
れ
る
政
治
的
経
緯
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
一
八
六
〇
年
代
以
降
の
外

交
に
つ
い
て
展
望
を
示
す
。

戦
前
日
本
の
町
村
長
会
と
地
方
行
政能　

川
（
尾
島
）
志　

保

本
論
文
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
、
町
村
行
政
の
質

的
・
量
的
変
化
に
直
面
し
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
町
村
長
た
ち
が
一

九
二
一
年
に
結
成
し
た
全
国
町
村
長
会
と
、
同
じ
頃
に
各
地
で
設
立
さ
れ
た

県
町
村
長
会
・
郡
町
村
長
会
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
位
置
付
け
を
行
う
と

と
も
に
、
町
村
長
会
の
活
動
を
通
じ
て
当
該
期
の
地
方
行
政
構
造
の
新
た
な

側
面
の
提
示
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
枚
数
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算

し
て
約
三
百
六
十
枚
で
あ
る
。

ま
ず
序
章
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
次
の
二
点
を
課
題
と
し
て

い
る
。
①
中
央
集
権
や
官
僚
行
政
に
対
し
て
自
律
を
主
張
し
て
き
た
全
国
町

村
長
会
が
い
か
な
る
論
理
で
中
央
集
権
化
や
国
家
の
行
政
的
関
与
を
受
け
入

れ
て
い
く
の
か
を
、
会
の
分
権
論
や
町
村
構
想
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

②
県
・
郡
町
村
長
会
が
、
行
政
の
肥
大
化
や
地
方
制
度
の
改
正
に
よ
り
変
化

し
て
い
く
地
方
行
政
構
造
の
中
で
具
体
的
に
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
た
の
か

平成二十三年度博士論文（課程）要旨
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を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
県
・
郡
町
村
長
会
に
お
け
る
多
様
な
活
動
や
他
の

郡
内
諸
団
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
章
「
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
全
国
町
村
長
会
と
行
政
町
村
」
で

は
、
二
〇
年
代
の
全
国
町
村
長
会
の
要
求
に
つ
い
て
、
特
に
町
村
長
の
権
限

拡
大
要
求
を
中
心
に
検
討
し
、
要
求
の
背
後
に
あ
る
町
村
構
想
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
全
国
町
村
長
会
の
要
求
は
公
営
事
業
な
ど
新
た
な

事
業
を
含
む
、
事
業
経
営
体
と
し
て
の
町
村
へ
と
変
化
さ
せ
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
、
町
村
住
民
を
「
自
治
住
民
」
と
し
て
行
政
的
に
統
合
す
る

こ
と
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
年
代
に
町

村
長
た
ち
が
全
国
町
村
長
会
で
の
活
動
や
要
求
を
通
し
て
実
現
し
た
い
と
考

え
て
い
た
も
の
は
、
様
々
な
方
面
か
ら
町
村
住
民
の
生
活
と
密
接
な
関
わ
り

を
持
つ
行
政
町
村
の
形
成
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
二
章
「
一
九
二
〇
年
代
の
県
―
町
村
関
係　

―
県
・
郡
町
村
長
会
と
地

方
行
政
―
」
で
は
、
郡
役
所
廃
止
を
挟
む
二
〇
年
代
の
県
・
郡
町
村
長
会
と

地
方
行
政
構
造
の
再
編
成
と
の
関
係
を
見
て
い
る
。
ま
ず
、
県
町
村
長
会
は

従
来
の
県
↓
郡
↓
町
村
と
い
う
上
意
下
達
ル
ー
ト
と
は
別
の
、
町
村
↓
県
・

郡
町
村
長
会
↓
県
と
い
う
ル
ー
ト
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
お
り
、
郡
町
村
長

会
は
郡
域
で
の
町
村
間
の
利
害
調
整
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
郡
役
所
廃

止
以
前
に
、
県
・
郡
町
村
長
会
は
県
―
町
村
間
や
地
域
の
中
で
一
定
の
位
置

を
得
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
機
能
が
郡
役
所
廃
止
後
に

再
編
成
さ
れ
た
地
方
行
政
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
章
「
準
戦
時
体
制
期
の
町
村
長
会
」
で
は
、
第
一
章
・
第
二
章
で
見

て
き
た
二
〇
年
代
の
町
村
長
会
が
三
〇
年
代
に
入
り
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
全
国
町
村
長
会
の
分
権
の
目
的
が
「
町
村

事
業
の
拡
大
」
か
ら
「
事
務
の
簡
捷
」
へ
変
化
し
て
お
り
、「
自
治
本
来
の

使
命
」
と
さ
れ
た
も
の
は
町
村
内
諸
団
体
、
特
に
産
業
団
体
の
町
村
・
町
村

長
に
よ
る
統
制
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
地
方
分
権
」
と
彼
ら
の
町
村
構

想
の
主
た
る
も
の
が
必
ず
し
も
関
連
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
県
・
郡
町
村
長
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
軍
事
援
護
事
業

が
大
き
く
占
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
郡
町
村
長
会
は
他
の
郡
内
諸
団
体
と

の
連
絡
調
整
の
場
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

補
章
「
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
農
事
改
良
と
地
方
行
政
・
農
会　

―
富
山

県
に
お
け
る
正
条
植
・
田
植
枠
の
普
及
過
程
を
通
し
て
―
」
で
は
、
明
治
農

法
普
及
に
お
け
る
地
方
行
政
と
県
農
会
の
動
向
を
、
富
山
県
下
の
正
条
植
・

田
植
枠
の
普
及
過
程
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
考
察
の
結
果
、
富
山

県
上
新
川
郡
の
事
例
で
も
農
会
技
手
な
ど
の
専
門
職
員
の
関
与
が
見
ら
れ
、

勝
部
眞
人
氏
の
言
う
「
農
会
体
制
」
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
、
た
だ
し
今
回

の
事
例
で
は
、
当
時
の
郡
に
お
け
る
農
政
は
郡
行
政
が
中
心
で
あ
り
、
郡
長

か
ら
町
村
長
へ
指
示
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

終
章
で
は
、
各
章
を
振
り
返
っ
た
上
で
、
全
国
町
村
長
会
と
県
・
郡
町
村

長
会
の
活
動
の
関
係
に
つ
い
て
及
び
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
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明
治
維
新
期
に
お
け
る
日
朝
関
係
の
変
容

牧　

野　

雅　

司

本
稿
は
、
明
治
維
新
期
に
お
け
る
日
朝
関
係
の
変
容
の
様
相
を
捉
え
る
た

め
、
対
馬
藩
や
朝
鮮
側
、
そ
し
て
維
新
政
府
・
外
務
省
の
動
向
を
分
析
す
る

こ
と
で
、
日
朝
間
の
膠
着
状
態
の
要
因
を
検
討
し
た
。

当
時
の
日
朝
両
国
間
に
は
、
天
皇
と
朝
鮮
国
王
と
の
間
の
交
礼
問
題
が
生

じ
て
い
た
。
近
世
に
お
い
て
は
、
幕
府
の
将
軍
と
朝
鮮
国
王
と
が
対
等
の
関

係
で
交
際
を
行
っ
て
い
た
が
、
天
皇
が
外
交
の
主
権
者
と
し
て
登
場
し
た
た

め
、
天
皇
と
朝
鮮
国
王
と
の
交
礼
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
天
皇
に
対
し
て
使
用
す
る
字
句
と
国
王
に
対
し
て
使
用
す
る
字
句

と
は
、
対
等
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
が
両
者
の
再
大
の
争
点
と
な
っ
た

（
第
一
章
）。

王
政
復
古
通
告
は
対
馬
藩
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
朝
鮮
側
は
書

契
（
外
交
文
書
）
の
異
例
を
理
由
と
し
て
受
け
取
り
を
拒
否
し
た
。
そ
の

た
め
、
対
馬
藩
は
書
契
を
渡
す
こ
と
も
回
答
書
契
を
得
る
こ
と
も
で
き
な

い
ま
ま
、
倭
館
に
滞
留
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
朝
鮮
側
か
ら
見

れ
ば
、
近
世
以
来
の
通
交
の
か
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
倭
館
と
い
う
通
交
の
場

と
、
書
契
を
介
す
る
と
い
う
交
渉
ル
ー
ト
の
限
定
を
行
う
こ
と
で
、
日
本
側

の
要
求
を
交
わ
し
続
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
日

朝
間
は
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
（
第
二
章
）。

交
礼
問
題
は
、
国
家
元
首
間
に
優
劣
が
生
じ
る
た
め
、
問
題
は
深
刻
で

あ
っ
た
も
の
の
、
維
新
政
府
が
天
皇
を
頂
点
と
し
て
誕
生
し
た
以
上
、
そ
れ

は
不
可
避
な
問
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
彼
ら
が
見
出
し

た
方
策
が
「
政
府
等
対
」
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
天
皇
と
朝
鮮
国
王
と
の

交
際
で
は
な
く
、
政
府
と
政
府
と
の
交
際
を
設
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
点
で
、
交
礼
問
題
を
解
決
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
に
見
え
た
。
し
か

し
、
対
馬
藩
士
大
島
友
之
允
の
「
政
府
等
対
」
論
は
、
国
交
交
渉
以
前
で
留

め
ら
れ
た
大
修
使
書
契
を
受
け
取
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
「
政
府
等
対
」
の
関
係
の
構
築
に
目
的
は
な
か
っ
た
。
維
新
政
府
が
天
皇

を
頂
点
と
し
て
誕
生
し
た
以
上
、
近
世
同
様
の
日
朝
関
係
を
再
び
築
く
こ
と

は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新
は
、
近
世
日
朝
関
係
に
変
容
を
迫
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
（
第
三
章
）。

そ
れ
で
は
、
維
新
政
府
・
外
務
省
が
、
膠
着
状
態
と
な
っ
た
日
朝
関
係
を

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
。
維
新
政
府
に
も
た
ら
さ
れ
る
日
朝
関
係

に
関
す
る
情
報
は
、
当
初
は
対
馬
藩
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
て

い
た
が
、
一
八
七
〇
年
末
に
は
外
務
省
官
員
が
倭
館
に
常
駐
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
う
し
て
実
態
調
査
が
進
む
こ
と
で
、
外
務
省
に
よ
る
対
朝
鮮
外

交
政
策
の
立
案
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
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外
務
省
は
倭
館
で
の
交
渉
の
段
階
を
理
解
し
、
そ
の
膠
着
状
態
の
原
因

が
、
近
世
以
来
の
日
朝
通
交
の
仕
組
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
当
時
の
交

渉
の
段
階
で
い
え
ば
、
朝
鮮
側
は
、
維
新
政
府
と
の
通
交
を
受
け
入
れ
る
と

も
拒
否
す
る
と
も
、
ど
ち
ら
の
判
断
も
示
し
て
は
お
ら
ず
、
維
新
政
府
は
外

交
政
策
を
決
定
す
る
根
拠
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
外
務
省
の
対
朝
鮮
外
交

政
策
が
目
的
と
し
た
も
の
は
、
近
世
的
な
日
朝
通
交
の
あ
り
方
の
解
体
だ
っ

た
の
で
あ
る
（
第
四
章
）。

一
八
七
一
年
の
廃
藩
置
県
と
そ
れ
に
と
も
な
う
対
馬
島
主
の
消
滅
は
、
日

朝
関
係
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
持
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
世
日
朝
関
係
の

構
造
が
成
り
立
ち
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
外
務
省
官
員
は
、
そ
の
事
実

を
朝
鮮
側
に
示
し
、
朝
鮮
側
の
「
尋
交
許
否
ノ
底
意
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
側
は
回
答
を
引
き
延
ば
し
、
旧
対
馬
藩
士
と
内
通

す
る
こ
と
で
、
従
来
通
り
の
通
交
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
し
た
。
そ

の
結
果
、
両
者
は
倭
館
で
、
外
務
省
を
認
知
す
る
か
否
か
で
対
峙
す
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
第
五
章
）。

こ
の
時
点
で
、
近
世
日
朝
関
係
の
破
綻
は
明
ら
か
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
枠
組
み
は
残
り
、
日
本
側
は
そ
れ
を
崩
し
き
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
近
世
日
朝
関
係
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
日
朝
両
国
は
、
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
、
日

朝
修
好
条
規
の
締
結
に
至
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

留
守
所
目
代
考

―
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
国
務
運
営
―

吉　

永　

壮　

志

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
国
務
運
営
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
受
領
を

含
む
国
司
制
度
や
在
庁
官
人
制
、
郡
司
制
度
を
中
心
に
語
ら
れ
、
目
代
に
つ

い
て
は
、
受
領
や
在
庁
官
人
を
論
ず
る
際
、
付
随
的
に
述
べ
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
諸
国
雑
事
上
「
定
遣
国
目
代

源
清
基
庁
宣
」
に
「
為
レ
令
レ
執
二
行
国
務
一
、
補
二
目
代
職
一
、
発
遣
」
と
み

え
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
京
か
ら
受
領
の
任
国
に
派
遣
さ
れ
る
目
代
が
国
務

に
お
い
て
果
た
す
役
割
が
大
き
か
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ

れ
ま
で
関
心
が
払
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
目
代
、
そ
の
中
で
も
受
領
不
在

の
国
衙
（
留
守
所
）
の
長
と
し
て
国
務
に
あ
た
っ
た
留
守
所
目
代
に
着
目

し
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
国
務
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
解
明
を
目

指
し
た
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
留
守
所
目
代
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ

た
の
は
、
関
心
の
低
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
国
衙
の
消
滅
に
伴
い
、
そ
こ

に
保
管
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
膨
大
な
量
の
文
書
も
散
逸
し
、
留
守
所
目

代
の
実
態
を
窺
わ
せ
る
史
料
が
少
な
い
と
い
う
史
料
的
制
約
も
大
き
か
っ
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た
。
そ
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
、「
留
守
」
や
「
目
代
」
と
い
う
語
に
注

目
し
、
語
義
か
ら
留
守
所
目
代
に
つ
い
て
考
え
る
一
助
と
す
る
試
み
が
第
一

部
で
あ
る
。

第
一
章
・
第
二
章
で
は
、
行
幸
な
ど
で
天
皇
が
宮
都
不
在
の
際
に
置
か
れ

る
留
守
に
は
、
宮
都
の
維
持
・
管
理
に
必
要
な
官
人
と
し
て
の
能
力
が
求
め

ら
れ
た
と
同
時
に
、
天
皇
の
後
継
者
で
あ
る
皇
太
子
や
議
政
官
で
あ
る
公
卿

が
任
じ
ら
れ
、
留
守
が
重
要
案
件
に
関
し
て
も
執
行
可
能
な
権
限
を
も
つ
ゆ

え
、
天
皇
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
り
、
両
者
が
必
ず
し
も
一
体
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
三
章
で
は
、
国
司
の
代
理
と
し
て
の
目
代
に
先
行
す
る
八
・
九
世
紀
の

目
代
は
、
代
理
と
な
る
者
の
「
目
（
め
）
の
代
わ
り
」
と
し
て
、
主
に
物
の

出
納
や
移
動
に
関
わ
る
実
務
を
担
い
、
代
理
と
な
る
者
と
変
わ
ら
な
い
階
層

や
高
い
実
務
能
力
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
考
察
を
通
じ
、「
留
守
」
や
「
目
代
」
に

は
、
任
務
遂
行
の
た
め
の
高
い
実
務
能
力
と
、
代
理
と
な
る
者
と
変
わ
ら
な

い
階
層
が
必
要
と
さ
れ
、
任
務
を
果
た
す
た
め
の
大
き
な
権
限
を
与
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
留
守
所
目
代
に
つ
い
て
具

体
的
に
検
討
を
加
え
た
の
が
第
二
部
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
受
領
の
代
理
と
し
て
の
留
守
所
目
代
に
は
、
知
識
や
実
務

経
験
と
い
っ
た
地
方
行
政
に
堪
え
う
る
能
力
と
受
領
に
准
ず
る
位
階
が
求
め

ら
れ
、
そ
の
二
つ
を
兼
ね
備
え
る
が
ゆ
え
に
、
留
守
所
目
代
は
在
庁
官
人
を

強
力
に
統
率
し
国
内
支
配
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
一
方
で
、
そ
の
高

い
位
階
は
、
留
守
所
目
代
を
受
領
の
単
な
る
私
吏
に
留
ま
ら
せ
ず
、
受
領
の

命
を
施
行
す
る
の
み
の
存
在
と
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。

第
五
章
・
第
六
章
で
は
、
高
い
実
務
能
力
と
受
領
に
准
ず
る
位
階
を
も
つ

留
守
所
目
代
が
、
地
方
に
あ
っ
て
他
を
圧
倒
す
る
位
階
と
強
大
な
権
限
を
梃

子
に
在
庁
官
人
を
配
下
に
置
き
、
国
内
支
配
を
行
っ
た
が
、
受
領
の
近
親
と

は
限
ら
な
い
留
守
所
目
代
は
必
ず
し
も
受
領
に
対
し
て
忠
実
と
は
い
え
な
い

様
子
を
確
認
し
た
。
第
四
章
の
結
論
を
具
体
的
に
跡
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

留
守
所
目
代
の
対
応
如
何
で
受
領
に
よ
る
任
国
支
配
の
成
否
が
決
ま
る
面
を

も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
七
章
で
は
、
一
二
世
紀
前
半
を
画
期
と
し
て
受
領
の
任
国
支
配
が
直
接

的
な
も
の
か
ら
間
接
的
な
も
の
に
変
わ
り
、
受
領
と
任
国
を
結
ぶ
存
在
と
し

て
留
守
所
、
と
り
わ
け
、
そ
の
長
た
る
留
守
所
目
代
が
、
在
庁
官
人
を
率
い

て
国
内
支
配
を
推
し
進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
八
章
で
は
、
一
二
世
紀
前
半
に
み
え
る
「
在
庁
」
と
「
官
人
」
の
別

が
、
当
該
期
の
留
守
所
機
構
の
充
実
、
す
な
わ
ち
、
留
守
所
に
よ
る
国
内
支

配
の
進
展
を
示
す
可
能
性
に
言
及
し
た
。
こ
れ
は
、
第
七
章
の
検
討
結
果
と

も
関
係
し
て
お
り
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
国
務
運
営
に
お
い
て
一
二

世
紀
前
半
が
画
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

従
来
、
国
司
制
度
を
論
じ
る
中
で
、
留
守
所
目
代
の
能
力
重
視
や
受
領
の

私
吏
的
側
面
が
強
調
さ
れ
た
り
、
在
庁
官
人
制
を
考
察
す
る
中
で
、
留
守
所
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目
代
と
在
庁
官
人
の
分
離
、
対
立
が
説
か
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
こ
と
は
明
確
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
留
守
所

目
代
は
高
い
実
務
能
力
の
み
な
ら
ず
、
受
領
に
准
ず
る
位
階
を
も
ち
、
そ
れ

ゆ
え
、
受
領
の
忠
実
な
私
吏
と
は
な
り
え
ず
、
一
方
、
そ
の
よ
う
な
受
領
に

准
ず
る
高
い
位
階
が
、
留
守
所
目
代
に
在
庁
官
人
以
下
の
国
内
の
者
を
従
属

さ
せ
、
留
守
所
目
代
に
よ
る
国
内
支
配
を
強
力
に
遂
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

留
守
所
目
代
に
は
、
院
や
公
卿
と
い
っ
た
、
受
領
よ
り
上
位
の
者
と
つ
な
が

り
を
も
つ
者
が
多
く
み
え
、
受
領
を
背
景
に
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
上
位
の

者
を
背
景
に
留
守
所
目
代
が
活
動
し
て
い
る
と
い
え
、
受
領
の
任
国
支
配
の

弱
体
化
が
、
即
留
守
所
目
代
の
国
内
支
配
の
弱
体
化
と
は
な
り
え
な
か
っ

た
。
平
安
時
代
後
期
以
降
、
受
領
の
任
国
支
配
に
関
し
て
は
、
間
接
的
な
も

の
に
な
っ
て
い
く
面
が
あ
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
縦
横
に
広
が
る
つ
な
が

り
を
も
ち
、
し
か
も
、
受
領
と
位
階
で
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
の
な
い
留
守
所

目
代
が
国
内
支
配
を
遂
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
在
庁
官
人
の

成
立
や
展
開
が
、
現
地
有
力
者
の
手
に
な
る
地
方
行
政
の
成
立
や
そ
の
成
熟

を
意
味
し
、
国
衙
が
現
地
有
力
者
の
共
同
統
治
機
構
に
な
る
と
解
さ
れ
て
き

た
が
、
中
央
と
つ
な
が
り
を
も
ち
、
在
庁
官
人
よ
り
も
位
階
が
上
で
あ
る
留

守
所
目
代
が
国
内
に
存
在
す
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、
在
庁
官
人
を
地
方

行
政
の
担
い
手
と
し
て
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
当
博
士

論
文
は
、
留
守
所
目
代
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
基
礎
的
考
察
を
し
た
に
す
ぎ

な
い
が
、
こ
の
考
察
を
通
じ
て
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
国
務
運
営
を

理
解
す
る
た
め
の
新
た
な
視
角
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
こ
れ

に
勝
る
幸
せ
は
な
い
。

十
八

－

十
九
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
・
タ
イ
バ
ッ
ク
地
域
タ
ー
イ

（Thai

）
族
社
会
の
史
的
研
究

岡　

田　

雅　

志

本
論
文
は
、
従
来
、
ベ
ト
ナ
ム
国
家
の
周
辺
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
タ

イ
バ
ッ
ク
（
西
北
）
地
域
の
タ
ー
イ
族
社
会
の
歴
史
を
、
中
国
南
部
～
大
陸

東
南
ア
ジ
ア
北
部
と
い
う
マ
ク
ロ
地
域
的
視
角
の
下
に
再
定
置
し
た
上
で
、

十
八

－

十
九
世
紀
と
い
う
近
代
へ
の
移
行
期
（
東
ア
ジ
ア
史
・
東
南
ア
ジ
ア

史
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
近
世
後
期
）
に
お
け
る
地
域
社
会
の
構
造
と
そ
の

変
容
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
序
章
に
お
い
て
、
先
行
研
究
を
整
理
し
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
視

角
と
課
題
を
以
下
の
よ
う
に
設
定
し
た
。
当
該
地
域
の
歴
史
研
究
に
と
っ
て

重
要
な
近
年
の
議
論
と
し
て
、「
タ
イ
文
化
圏
」
論
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
を
ふ
ま
え
た
近
世
国
家
論
が
あ
る
。
前
者
は
、
一
国
史
観
へ
の
批
判

か
ら
出
発
し
て
、
タ
イ
系
言
語
話
者
集
団
が
分
布
す
る
中
国
南
部
～
大
陸
東

南
ア
ジ
ア
北
部
の
山
地
世
界
を
独
自
の
社
会
・
文
化
的
な
価
値
観
を
共
有
す

る
空
間
と
し
て
捉
え
直
そ
う
す
る
も
の
で
あ
り
（
そ
れ
ゆ
え
山
地
世
界
の
構
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造
的
理
解
が
重
視
さ
れ
る
）、
後
者
は
、
当
該
地
域
の
東
南
ア
ジ
ア
と
中
国

を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
認
め
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
人
力
や
資
源
の
効

率
的
な
配
置
を
実
現
し
た
低
地
国
家
に
よ
り
統
合
さ
れ
、
周
縁
化
さ
れ
る
存

在
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
双
方
が
陥
っ
て
い
る
低
地
世
界
と
山
地

世
界
を
対
置
さ
せ
る
二
元
論
的
理
解
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
低
地
国
家
権

力
の
伸
張
や
、
東
南
ア
ジ
ア
海
域
世
界
で
辺
境
の
大
発
展
を
促
し
た
十
八
世

紀
以
降
の
華
人
の
大
量
移
住
な
ど
の
マ
ク
ロ
な
変
動
因
子
が
、
各
地
域
社
会

の
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
を
分
析
し
て
ゆ
く
作
業
が
不
可
欠
で

あ
り
、
本
論
文
で
は
そ
の
題
材
と
し
て
、
タ
イ
バ
ッ
ク
地
域
の
タ
ー
イ
族
社

会
を
取
り
上
げ
、
十
八

－

十
九
世
紀
に
お
け
る
地
域
社
会
の
変
容
を
考
察
す

る
。第

一
章
で
は
、
十
八

－

十
九
世
紀
に
お
い
て
ア
ジ
ア
最
大
規
模
の
産
出
量

を
誇
っ
た
と
言
わ
れ
る
聚
龍
銅
山
の
開
発
に
お
い
て
、
タ
イ
系
首
長
が
果
た

し
た
役
割
と
在
地
社
会
へ
の
影
響
を
分
析
し
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
首

長
の
姿
は
、
従
来
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
不
自
由
労
働
に
よ
り
住
民
を
使

役
す
る
権
力
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
中
国
人
採
鉱
組
織
を
ま
と
め
あ
げ
る

経
営
者
あ
る
い
は
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
聚
龍
銅
山
を

支
配
し
て
い
た
タ
イ
系
首
長
黄
氏
に
と
っ
て
は
、
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
政
府
も
ま

た
重
要
な
顧
客
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
鉱
山
開
発
の
影
響
は
在
地
社

会
に
も
及
び
、
鉱
山
労
働
者
の
生
活
需
要
は
在
地
社
会
の
商
品
経
済
化
を
促

進
し
た
が
、
一
方
で
、
悪
水
の
発
生
や
、
森
林
伐
採
な
ど
周
辺
の
自
然
環
境

に
は
負
荷
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
在
地
住
民
と
鉱
山
労
働
者
と
の
間
の
対

立
を
生
み
か
ね
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
に
な
る
と
、
採
掘
コ
ス
ト
の
上
昇

や
、
生
産
を
請
け
負
う
採
掘
組
織
の
逃
亡
な
ど
に
よ
り
生
産
が
不
安
定
化
し

て
い
た
と
こ
ろ
に
、
王
朝
政
府
に
よ
る
公
本
貸
付
に
よ
り
生
産
ノ
ル
マ
が
発

生
す
る
こ
と
と
な
り
、
首
長
は
大
き
な
リ
ス
ク
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
て
ゆ

く
。
さ
ら
に
職
に
あ
ぶ
れ
た
鉱
山
労
働
者
が
匪
徒
化
す
る
な
ど
、
鉱
山
開
発

は
在
地
社
会
の
不
安
定
化
因
子
と
し
て
の
作
用
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

第
二
章
は
、
一
九
五
四
年
に
ベ
ト
ナ
ム
人
民
軍
が
フ
ラ
ン
ス
軍
を
破
っ
た

現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
国
家
の
聖
地
で
あ
り
、
タ
イ
系
民
族
の
発
祥
の
地
と
も
さ

れ
る
ム
オ
ン
・
タ
イ
ン
（
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
フ
ー
）
の
歴
史
上
の
位
置
づ
け

を
地
域
史
の
視
点
か
ら
再
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。
ム
オ
ン
・
タ
イ
ン
の
偉

大
の
領
主
と
し
て
年
代
記
に
記
さ
れ
る
キ
ン
（
ベ
ト
）
族
反
乱
指
導
者
黄
公

質
に
注
目
し
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
中
国
、
タ
ー
イ
語
の
諸
史
料
を
用
い

た
分
析
の
結
果
、
黄
公
質
に
よ
る
ム
オ
ン
・
タ
イ
ン
で
の
活
動
は
、
当
時
、

内
陸
ル
ー
ト
で
中
国
に
運
ば
れ
て
い
た
桂
皮
の
集
散
地
で
あ
っ
た
ム
オ
ン
・

タ
イ
ン
を
拠
点
と
し
て
、
そ
の
他
多
種
の
森
林
産
物
の
宝
庫
で
あ
っ
た
イ
ン

ド
シ
ナ
脊
梁
山
地
と
中
国
市
場
を
直
接
結
ぶ
ル
ー
ト
を
支
配
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
の
結
論
を
導
い
た
。
本
章
で
は
、
さ
ら
に
、
黄
公
質
政
権

の
崩
壊
後
か
ら
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
ム
オ
ン
・
タ
イ
ン
の
歴
史
を
イ
ン
ド

シ
ナ
半
島
の
国
際
情
勢
の
変
化
の
中
で
捉
え
、
シ
ャ
ム
と
ベ
ト
ナ
ム
と
の
攻

防
の
最
前
線
と
な
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
附
く
周
辺
ム
オ
ン
の
首

平成二十三年度博士論文（課程）要旨
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長
を
ム
オ
ン
・
タ
イ
ン
の
首
長
と
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
客
主
の
地
」
と

も
い
う
べ
き
歴
史
伝
統
を
形
成
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
三
章
で
は
、
タ
イ
族
揺
籃
の
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
ム
オ
ン
・

ロ
ー
盆
地
の
政
治
構
造
の
変
容
に
つ
い
て
、
黒
タ
イ
・
モ
デ
ル
の
枠
組
み
で

こ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
ム
オ
ン
・
ロ
ー
の
政
治
構
造
を
地
域
社
会
の
視

点
か
ら
捉
え
直
し
た
。
盆
地
の
生
態
環
境
に
基
づ
き
、
阮
朝
の
土
地
台
帳
で

あ
る
地
簿
史
料
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
ム
オ
ン
・
ロ
ー

の
伝
統
的
政
治
構
造
と
考
え
ら
れ
て
き
た
中
心
︲
周
縁
を
持
つ
構
造
が
、
十

八

－

十
九
世
紀
以
来
の
内
陸
交
通
の
興
隆
や
、
阮
朝
支
配
の
下
で
の
琴
姓
首

長
政
権
の
政
治
・
軍
事
拠
点
化
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ム
オ
ン
の
政
治
構
造
が
、
あ
る
民
族
社
会
に

特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
地
域
の
地
理
・
生
態
条
件
や
時
代
状

況
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
で
は
十
八
世
紀
の
華
人
の
大
量
移
住
に
端
を
発

す
る
鉱
山
開
発
、
内
陸
交
易
の
興
隆
な
ど
の
諸
変
動
が
各
地
域
社
会
や
在
地

権
力
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
か
を
検
討
し
た
。
そ
の
採
用
の
現
れ
方
は

様
々
で
あ
り
、
第
一
章
で
示
し
た
よ
う
に
鉱
山
開
発
が
最
終
的
に
は
社
会
の

不
安
定
化
を
導
い
た
例
も
あ
れ
ば
、
第
三
章
で
論
じ
た
ム
オ
ン
・
ロ
ー
盆
地

社
会
の
よ
う
に
十
八
世
紀
の
諸
変
動
を
受
け
、
十
九
世
紀
に
新
た
な
地
域
統

合
の
枠
組
み
が
出
現
し
た
事
例
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
違
い
が
生
じ
る
背

景
や
、
パ
タ
ー
ン
の
整
理
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
十
八

－

十
九
世
紀
の

タ
イ
バ
ッ
ク
地
域
は
、
か
つ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
周
縁
山
地
に
お
い

て
孤
立
し
た
地
域
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
世
界
と
リ
ン
ク
し

な
が
ら
、
時
に
は
低
地
地
域
以
上
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
広
域
的
な
社
会
変
動

に
対
応
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

七
・
八
世
紀
の
陰
山
に
お
け
る
突
厥
と
隋
唐
帝
国

―
遊
牧
民
と
定
住
民
の
接
触
を
め
ぐ
っ
て
―

齊　

藤　

茂　

雄

近
年
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
遊
牧
民
と
華
北
の
定
住
民
を
二
項
対
立
で
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
連
動
し
て
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
を
進
展
さ
せ
た
と

い
う
視
点
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
際
、
遊
牧
民
と
農
耕
定
住
民
が

接
触
し
混
在
す
る
「
農
牧
接
壌
地
帯
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
が
、
歴
史
を
展
開

さ
せ
る
勢
力
の
揺
籃
の
地
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
地
域

の
特
性
を
分
析
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
農
牧
接
壌
地

帯
の
中
で
も
北
辺
に
当
た
り
、
遊
牧
民
が
定
住
民
と
最
初
に
接
触
す
る
陰
山

山
脈
周
辺
に
お
い
て
、
七
・
八
世
紀
の
遊
牧
勢
力
で
あ
る
突
厥
（
第
一
可
汗

国
：
五
五
二
～
六
三
〇
年
／
羈
縻
支
配
時
代
：
六
三
〇
～
六
八
二
年
／
第
二

可
汗
国
：
六
八
二
～
七
四
四
年
）
と
定
住
勢
力
で
あ
る
隋
唐
帝
国
（
隋
：
五

八
一
～
六
一
八
年
／
唐
：
六
一
八
～
九
〇
七
年
）
と
が
い
か
に
接
触
・
交
流
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し
た
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
突
厥
第
一
可
汗
国
に
お
け
る
内
乱
に
よ
っ
て
内
モ
ン
ゴ
ル

に
逃
れ
た
啓
民
可
汗
と
そ
の
後
継
者
に
つ
い
て
論
じ
た
。
亡
命
し
て
隋
に
助

け
を
求
め
た
啓
民
可
汗
は
、
隋
の
世
界
秩
序
の
構
築
に
助
力
す
る
代
わ
り

に
、
隋
の
後
ろ
盾
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
勢
力
を
拡
大
し
た
。
そ
の
結

果
、
啓
民
可
汗
集
団
は
外
モ
ン
ゴ
ル
に
い
た
正
統
な
突
厥
可
汗
を
破
り
、
三

人
の
息
子
に
可
汗
位
を
継
承
す
る
な
ど
、
自
ら
の
近
親
者
な
ら
び
に
側
近
を

中
心
に
国
家
を
再
編
成
し
た
。

第
二
章
で
は
、
六
三
〇
年
に
唐
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
突
厥
第
一
可
汗
国

の
遺
民
集
団
に
つ
い
て
、
六
九
一
年
に
死
去
し
た
阿
史
那
感
徳
の
墓
誌
を
利

用
し
て
論
じ
た
。
彼
は
突
厥
第
一
可
汗
国
最
後
の
可
汗
で
あ
る
頡
利
可
汗
の

曽
孫
に
当
た
る
人
物
で
あ
り
、
第
一
可
汗
国
可
汗
の
正
統
な
後
裔
に
当
た
る

血
統
を
利
用
し
て
唐
の
傀
儡
可
汗
と
し
て
即
位
し
た
。
そ
れ
は
、
新
た
に
建

国
さ
れ
た
突
厥
第
二
可
汗
国
に
対
抗
さ
せ
る
た
め
の
擁
立
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
感
徳
は
突
厥
可
汗
国
に
お
け
る
阿
史
那
氏
の
姻
族
集
団
で
あ
る
阿
史
徳

氏
と
婚
姻
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
唐
の
羈
縻
支
配
下
の
突
厥
遺
民

が
、
雑
多
な
遊
牧
民
の
集
ま
り
で
は
な
く
、
突
厥
第
一
可
汗
国
の
社
会
構

造
・
通
念
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
集
団
と
し
て
存
在
し
続
け
た
こ
と
の
現
れ
で

あ
っ
た
。

第
三
章
に
お
い
て
は
、
唐
に
よ
る
突
厥
に
対
す
る
羈
縻
支
配
に
つ
い
て
論

じ
た
。
突
厥
羈
縻
府
州
を
統
括
し
て
い
た
単
于
都
護
府
の
所
在
地
は
、「
劉

如
元
墓
誌
」
の
検
討
よ
り
、
初
置
単
于
府
が
内
蒙
古
自
治
区
呼フ

フ

ホ

ト

和
浩
特
市

托ト

ク

ト
克
托
県
に
、
復
置
単
于
府
が
同
市
和ホ
リ
ン
ゲ
ル

林
格
爾
県
土
城
子
遺
跡
に
比
定
さ
れ

る
。
初
置
単
于
府
は
突
厥
第
二
可
汗
国
に
よ
っ
て
陥
落
す
る
が
、
白
道
川
に

は
七
〇
八
年
に
三
受
降
城
が
建
設
さ
れ
て
突
厥
の
攻
撃
に
対
応
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
単
于
都
護
府
も
ま
た
七
二
〇
年
に
復
置
さ
れ
る
が
、
初
置
単
于
府

の
あ
っ
た
雲
中
古
城
と
東
受
降
城
は
ほ
ぼ
同
位
置
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

た
め
、
重
複
を
避
け
て
単
于
都
護
府
は
定
襄
都
督
府
が
置
か
れ
て
い
た
土
城

子
遺
跡
に
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
地
点
は
陰
山
南
麓
の
平
原
で

あ
る
白
道
川
の
中
で
も
、
南
方
の
大
同
盆
地
や
オ
ル
ド
ス
へ
向
か
う
交
通
路

上
に
当
た
っ
て
い
た
。
唐
は
遊
牧
民
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
こ
の
二
地
点
に

防
衛
拠
点
を
構
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
章
第
五
節
で
は
、
農

牧
接
壌
地
帯
の
中
で
も
北
辺
に
当
た
る
白
道
川
に
お
け
る
定
住
民
に
つ
い
て

概
観
し
、
陰
山
南
麓
に
は
羈
縻
支
配
時
代
か
ら
定
住
民
が
流
入
し
て
い
た
こ

と
、
突
厥
滅
亡
以
後
に
設
置
さ
れ
た
軍
事
都
市
に
人
口
の
流
入
が
あ
っ
た
こ

と
、
彼
ら
が
北
方
か
ら
の
遊
牧
民
の
侵
入
に
対
し
て
、
陰
山
周
辺
に
居
住
し

て
い
る
遊
牧
民
の
軍
事
援
助
を
利
用
し
て
防
衛
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
通
じ
て
、
陰
山
山
脈
周
辺
に
お
い
て
、
遊
牧
民
が

農
耕
民
へ
の
従
属
を
通
じ
て
生
活
の
安
定
、
復
興
の
可
能
性
を
得
て
い
た
こ

と
や
、
反
対
に
定
住
民
が
遊
牧
民
の
騎
兵
を
軍
事
利
用
し
て
い
た
と
い
う
、

持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
南
方
の
華
北
の
歴

史
に
も
、
北
方
の
外
モ
ン
ゴ
ル
の
歴
史
に
も
影
響
を
与
え
う
る
地
域
が
陰
山
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周
辺
な
の
で
あ
り
、
南
北
両
地
域
の
歴
史
を
つ
な
ぐ
結
節
点
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

清
代
地
方
政
治
・
官
僚
制
度
に
お
け
る
柔
構
造

山　

本　
　
　

一

本
稿
は
、
前
近
代
伝
統
的
中
央
集
権
王
朝
で
あ
る
清
代
中
国
の
地
方
政

治
・
官
僚
制
度
と
そ
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
、「
柔
構
造
」
と
い
う
新
た
な

視
点
か
ら
読
み
解
き
、
そ
の
特
徴
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
十
八
世
紀
前
半
（
清
代
の
康
煕
・
雍
正
・
乾
隆
年
間
）
か

ら
見
ら
れ
る
総
督
・
巡
撫
（
清
代
の
地
方
長
官
。
一
省
な
い
し
は
数
省
を
管

轄
す
る
。
以
下
、
督
撫
と
略
記
）
に
よ
る
地
方
官
選
任
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
た
。

清
朝
に
お
け
る
地
方
官
の
選
任
は
、
中
央
（
皇
帝
・
吏
部
）
が
担
う
の
が

原
則
で
あ
っ
た
が
、
雍
正
年
間
に
督
撫
に
よ
る
地
方
官
の
選
任
に
関
す
る
規

定
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
督
撫
は
規
定
を
越
え
て
地
方
官
選
任
を
行
い
、

さ
ら
に
は
ポ
ス
ト
の
選
任
方
法
の
変
更
も
督
撫
の
側
か
ら
提
議
さ
れ
、
こ
れ

ら
は
お
お
む
ね
中
央
の
裁
可
を
得
て
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
規
定
か
ら
逸
脱
す

る
「
規
定
外
の
規
定
」
も
正
規
の
規
定
に
附
加
さ
れ
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
形

で
督
撫
が
地
方
官
の
選
任
を
柔
軟
に
行
っ
て
い
た
。
こ
の
要
因
は
、
督
撫
が

奏
摺
を
用
い
て
直
接
文
書
を
皇
帝
へ
提
出
す
る
こ
と
（
奏
摺
は
康
熙
年
間
に

用
い
ら
れ
始
め
、
雍
正
年
間
に
制
度
化
さ
れ
た
）
に
も
と
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
清
代
地
方
政
治
・
官
僚
制
度
の
柔
構
造
は
、
中
央
集
権
化
を
志
向
し
た

康
煕
・
雍
正
期
に
胎
動
し
始
め
、
乾
隆
期
以
降
に
政
治
制
度
自
体
に
内
在
化

さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
で
は
、
清
末
（
主
に
一
八
六
〇
年
代
以
降
の
十
九
世
紀
後
半
）
の

幕
僚
・
幕
府
に
つ
い
て
、
張
之
洞
の
幕
僚
を
例
に
、
幕
僚
・
幕
府
と
は
ど
う

い
っ
た
存
在
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
幕
僚
が
活
躍
す
る
清
末
地
方
政
治
の
特

徴
を
検
討
し
た
。

清
末
の
幕
僚
と
は
、
候
補
官
（
任
官
資
格
を
持
ち
、
各
省
で
任
官
を
待
つ

者
）
等
の
う
ち
主
に
清
末
と
い
う
時
代
に
応
じ
た
実
務
的
能
力
に
長
け
る
者

を
、
地
方
大
官
が
「
札
」
と
い
う
下
行
文
書
で
「
文
案
」
や
「
委
員
」
と
し

て
臨
時
的
職
務
に
従
事
さ
せ
、
督
撫
が
新
設
し
た
「
局
所
」
等
の
部
署
に

「
差
委
（
派
遣
・
委
任
）」
し
た
者
の
総
称
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
地
方
大
官
の

も
と
に
形
成
さ
れ
た
幕
府
と
は
、
そ
の
よ
う
な
幕
僚
の
集
合
で
あ
っ
た
。
督

撫
は
自
身
が
裁
量
権
を
持
つ
局
所
等
に
幕
僚
を
配
置
し
た
こ
と
か
ら
、
督
撫

を
頂
点
と
し
て
新
旧
の
政
治
機
構
が
一
つ
の
総
体
と
し
て
機
能
し
て
い
る
状

態
が
清
末
地
方
政
治
の
実
態
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
。

補
論
で
は
、
王
秉
恩
と
い
う
張
之
洞
の
一
幕
僚
に
焦
点
を
当
て
、
彼
の
日

記
で
あ
る
『
王
雪
澂
日
記
』
の
記
述
か
ら
、
張
之
洞
か
ら
札
を
下
さ
れ
て
そ



137

の
幕
僚
と
な
っ
た
後
の
政
治
空
間
が
、
多
忙
な
時
期
は
五
百
ｍ
圏
内
と
い
う

比
較
的
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
張
之
洞
は
幕
僚
を
比
較

的
狭
い
空
間
に
「
押
し
込
め
」
て
職
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
で
、
旧
来
の
地

方
行
政
体
系
で
は
扱
い
き
れ
な
い
、
清
末
特
有
の
省
レ
ベ
ル
の
新
た
な
政
務

を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

第
三
章
で
は
、
清
代
山
西
省
の
財
政
的
陋
習
で
あ
っ
た
攤
捐
（
中
央
支
給

の
地
方
官
の
追
加
手
当
て
を
省
政
府
へ
強
制
的
に
上
納
さ
せ
る
こ
と
）
を
取

り
上
げ
、
山
西
巡
撫
張
之
洞
に
よ
る
局
所
を
活
用
し
た
攤
捐
改
革
か
ら
、
局

所
の
機
能
・
性
格
を
考
察
し
た
。

光
緒
七
年
（
一
八
八
一
）
末
に
山
西
巡
撫
と
な
っ
た
張
之
洞
の
攤
捐
改
革

案
と
は
、
清
源
局
・
鉄
絹
局
を
創
設
し
て
余
分
な
攤
捐
を
削
減
し
、
籌
餉
局

を
利
用
し
て
攤
捐
補
填
の
「
生
息
」（
主
に
典
当
業
者
へ
の
銀
両
の
貸
し
出

し
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
息
銀
両
）
を
管
理
さ
せ
る
と
い
う
、
中
央
か
ら
の

掣
肘
を
受
け
な
い
局
所
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
に
よ
り
、
中

央
（
戸
部
）
か
ら
も
省
（
布
政
司
）
か
ら
も
独
立
し
た
「
巡
撫
・
局
所
財

政
」
の
確
立
、
中
央
か
ら
の
財
政
的
圧
力
へ
の
弾
力
的
対
応
、
下
級
官
僚
と

民
衆
へ
の
搾
取
の
除
去
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
同
時
に
解
決
し
、
地
方
政
治

に
財
政
的
弾
力
性
を
付
与
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
巡

撫
・
局
所
財
政
」
は
中
央
集
権
体
制
を
維
持
し
つ
つ
も
、
賠
償
金
支
払
い
の

た
め
の
地
方
負
担
割
り
当
て
と
い
っ
た
中
央
か
ら
の
財
政
的
圧
力
等
に
柔
軟

に
対
応
す
る
手
段
と
し
て
形
成
さ
れ
、
結
果
と
し
て
地
方
政
治
・
財
政
を
補

完
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
各
章
よ
り
、
清
代
地
方
政
治
・
官
僚
制
度
に
お
け
る
柔
構
造
は
、
十

八
世
紀
前
半
に
そ
の
正
規
の
制
度
そ
の
も
の
に
柔
構
造
を
内
在
化
さ
せ
、
十

九
世
紀
後
半
に
正
規
地
方
政
治
制
度
と
は
異
な
る
次
元
で
の
柔
構
造
が
附
加

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
清
代
地
方
政
治
・
官
僚
制
度
の
柔
構
造
は
、
国
内
の

統
治
に
ほ
こ
ろ
び
が
あ
ら
わ
れ
る
と
お
の
ず
か
ら
地
方
政
治
の
場
に
顕
現

し
、
中
央
と
地
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
そ
の
ほ
こ
ろ
び
を
繕
お
う
と

す
る
。
こ
の
柔
構
造
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
清
朝
は
日
本
の
明
治
維
新
の
よ

う
な
政
治
の
大
変
革
を
待
た
ず
と
も
、
洋
務
運
動
や
立
憲
君
主
と
い
っ
た
新

政
に
取
り
組
み
、
近
代
化
を
め
ざ
す
動
き
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
時
代
チ
ベ
ッ
ト
交
通
史
研
究

―
駅
伝
の
利
用
実
態
と
設
置
過
程
の
検
討
を
中
心
に
―山　

本　

明　

志

モ
ン
ゴ
ル
時
代
（
十
三
～
十
四
世
紀
）
の
社
会
を
理
解
す
る
う
え
で
、
チ

ベ
ッ
ト
の
情
況
と
チ
ベ
ッ
ト
僧
の
果
た
し
た
役
割
を
解
明
す
る
こ
と
は
重
要

な
問
題
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
本
土
の

間
に
設
置
さ
れ
た
駅
伝
と
、
そ
の
駅
伝
を
利
用
し
て
往
来
し
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
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教
僧
の
動
向
が
、
漢
文
史
料
と
チ
ベ
ッ
ト
語
史
料
の
双
方
に
残
存
し
て
い
る

点
に
着
目
し
、
ジ
ャ
ム
チ
と
呼
ば
れ
る
駅
伝
制
の
実
態
と
、
当
該
時
代
に
お

け
る
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
状
況
の
解
明
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

序
章
で
は
、
ま
ず
当
該
時
代
に
関
わ
る
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
と
交
通
史
研
究

の
研
究
史
を
概
観
す
る
。
そ
の
上
で
、
特
に
史
料
の
成
立
年
代
の
新
旧
を
無

視
し
た
従
来
の
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
の
方
法
を
批
判
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る

た
め
に
、
基
礎
と
な
る
チ
ベ
ッ
ト
語
典
籍
史
料
に
関
し
て
は
十
五
世
紀
中
葉

を
目
安
と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
編
纂
さ
れ
た
文
献
に
の
み
立
脚
す
る
本
研
究

の
独
自
性
を
示
す
。

第
一
章
「『
永
楽
大
典
』
所
収
『
経
世
大
典
』
站
赤
門
に
み
え
る
チ
ベ
ッ

ト
人
僧
侶
の
駅
伝
利
用
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
漢
文
政
書
類
の
駅
伝
関
係
記
事
に
基
づ
き
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
駅
伝
利
用
の

実
態
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、『
経
世
大
典
』
等
の
政
書
類
に
収
録
さ
れ
る
諸

案
件
の
年
代
偏
差
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
駅
伝
利
用

に
関
わ
る
案
件
群
を
抽
出
・
分
析
し
た
。
駅
伝
交
通
は
、
本
来
官
員
の
往
来

の
便
宜
を
図
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
制
度
自

体
が
史
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
制
度
に
違
反
し
た
時
の
処

理
案
件
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
検
討
の
結
果
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に

お
い
て
は
、
官
員
で
は
な
い
チ
ベ
ッ
ト
人
僧
侶
が
、
首
都
（
中
都
・
大
都
＝

北
京
、
上
都
）
に
い
る
カ
ア
ン
を
は
じ
め
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
が
主
宰
す

る
仏
事
に
参
集
す
る
た
め
、
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
か
ら
獲
得
し
た
布
施
を
チ

ベ
ッ
ト
へ
運
び
込
む
手
段
と
し
て
、
数
人
～
十
数
人
の
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て

駅
伝
を
頻
繁
に
利
用
し
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章
「
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
駅
伝
の
設
置
」
で
は
、
一
四
三
四
年
に
成

立
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
典
籍
で
あ
る
『
漢
蔵
史
集
』
を
利
用
し
、
チ
ベ
ッ
ト
在

地
に
お
け
る
駅
伝
の
設
置
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
に

お
け
る
駅
伝
の
導
入
は
、
従
来
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
期
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
の
根
拠
と
な
る
史
料
の
記
述
に
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ

以
前
の
憲
宗
モ
ン
ケ
時
代
に
そ
の
導
入
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
一
括
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
『
漢
蔵
史
集
』
に
見
え
る
二
種
類

の
チ
ベ
ッ
ト
在
地
の
駅
站
名
リ
ス
ト
に
は
時
代
差
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
シ
リ
ギ
の
乱
・
カ
イ
ド
ゥ
の
乱
と
い
っ
た
十
三
世
紀
末
の
中
央
ア
ジ
ア

情
勢
の
緊
迫
化
に
伴
な
い
、
西
部
チ
ベ
ッ
ト
（
ガ
リ
ー
）
方
面
へ
駅
伝
路
が

延
長
さ
れ
た
結
果
、
初
置
段
階
と
延
長
後
の
二
つ
の
駅
站
名
リ
ス
ト
が
残
る

こ
と
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

第
三
章
「
十
三
・
十
四
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
に
赴
い
た
チ
ベ
ッ
ト
人
を
め

ぐ
っ
て
」
で
は
、『
漢
蔵
史
集
』
に
収
録
さ
れ
る
「
タ
ク
ナ
・
ゾ
ン
パ
の
歴

史
」、
十
四
世
紀
に
成
立
し
た
『
紅
史
』『
ヤ
ル
ル
ン
ジ
ョ
ウ
ォ
の
仏
教
史
』

等
の
チ
ベ
ッ
ト
語
典
籍
史
料
に
基
づ
き
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
入
朝
し
た
チ

ベ
ッ
ト
人
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
ず
、
入
朝
者
の
多
く
は
朝
廷
か
ら
招
請

さ
れ
た
高
僧
の
「
チ
ャ
ク
チ
（phyag phyi

）」
と
呼
ば
れ
る
侍
従
職
に
就

き
、
高
僧
と
と
も
に
駅
伝
を
利
用
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
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入
朝
者
た
ち
は
朝
廷
で
領
地
安
堵
の
特
許
状
を
拝
領
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
こ
の
よ
う
な
特
許
状
は
チ
ベ
ッ
ト
在
地
に
お
い
て
領
地
紛
争
が
お

こ
っ
た
際
、
土
地
の
領
有
証
明
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

た
。終

章
で
は
、
本
論
の
結
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
な
る

と
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は
モ
ン
ゴ
ル
政
権
が
設
置
し
た
駅
伝
を
利
用
し
て
首
都
へ

と
赴
く
こ
と
に
な
り
、
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
交
通
制
度
の
整
備
が
、
チ
ベ
ッ
ト

人
を
大
々
的
に
外
部
へ
赴
か
せ
る
要
因
と
な
っ
た
と
指
摘
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル

時
代
に
チ
ベ
ッ
ト
社
会
は
、
行
政
等
の
面
に
お
い
て
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
大
き

な
影
響
を
こ
う
む
る
が
、
そ
の
一
方
で
モ
ン
ゴ
ル
が
も
た
ら
し
た
交
通
制
度

を
、
チ
ベ
ッ
ト
人
僧
侶
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
在
地
有
力
者
層

が
、
自
ら
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
有
効
に
活
用
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
。

奈
良
時
代
に
お
け
る
王
権
と
寺
院
造
営

奥　

村　

茂　

輝

本
論
は
、
出
土
瓦
を
中
心
と
し
た
考
古
資
料
を
用
い
て
、
奈
良
時
代
に
お

け
る
王
権
が
主
導
し
た
寺
院
造
営
の
歴
史
的
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の

で
あ
る
。
対
象
と
す
る
寺
院
・
遺
跡
は
、
平
城
京
内
に
位
置
す
る
興
福
寺
と

法
華
寺
、
平
城
京
東
側
に
位
置
す
る
東
大
寺
の
三
寺
院
と
、
こ
れ
ら
寺
院
の

造
営
と
関
わ
り
を
持
つ
平
城
京
内
の
離
宮
、
そ
し
て
以
上
の
寺
院
・
離
宮
に

瓦
を
供
給
し
た
瓦
窯
で
あ
る
。

序
章
及
び
第
一
章
で
は
、
出
土
瓦
と
発
掘
調
査
成
果
が
有
す
る
資
料
と
し

て
の
独
自
性
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
寺
院
造
営
史
観
の
特
質
に
つ
い

て
述
べ
た
。
出
土
瓦
が
有
す
る
情
報
か
ら
は
、
寺
院
や
宮
殿
の
造
営
時
期
を

限
定
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
瓦
を
生
産
し
て
い
た
工
人
集
団
の
動
向
、
さ
ら

に
生
産
体
制
論
・
造
営
体
制
論
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
で
は
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
宮
殿
と
寺
院
の
瓦
生
産
地
で
あ
る
、

奈
良
山
瓦
窯
跡
群
の
基
礎
的
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
宮
殿
及
び

各
寺
院
の
所
用
瓦
工
房
は
、
基
本
的
に
は
各
々
が
独
立
し
て
お
り
、
各
工
房

間
で
の
生
産
技
術
の
繋
が
り
や
、
製
作
工
人
の
移
動
は
み
ら
れ
な
い
と
い

う
、
従
前
の
理
解
を
再
確
認
し
た
。
一
方
、
上
記
の
よ
う
な
瓦
生
産
体
制
下

に
あ
り
な
が
ら
も
、
宮
と
寺
の
工
房
間
で
、
相
互
交
渉
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ

る
事
例
も
確
認
し
た
。
そ
れ
が
第
三
章
以
下
で
扱
っ
た
、
興
福
寺
・
法
華

寺
・
東
大
寺
・
京
内
離
宮
の
造
瓦
体
制
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
興
福
寺
に
お
け
る
発
掘
調
査
成
果
と
出
土
瓦
を
検
討
し
、

そ
の
創
建
時
期
を
七
一
〇
年
代
中
頃
と
し
た
。
ま
た
軒
瓦
の
分
布
状
況
か

ら
、
同
寺
で
は
創
建
当
初
か
ら
、
寺
全
体
の
造
営
を
担
う
官
司
が
主
導
し
て

各
堂
舎
が
建
立
さ
れ
た
可
能
性
を
論
じ
た
。
同
寺
は
氏
寺
で
あ
り
な
が
ら
、

各
堂
舎
は
天
皇
や
皇
后
の
発
願
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
裏
打
ち
す
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る
か
の
よ
う
に
、
所
用
瓦
も
官
営
の
工
房
で
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章
で
は
、
法
華
寺
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
出
土
瓦
か
ら
検
証
し

た
。
そ
の
結
果
、
法
華
寺
の
金
堂
は
、
皇
后
宮
正
殿
（
七
二
九
年
造
営
）
を

改
変
す
る
形
で
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
金
堂
建
物
は
、
本
格
的
な
瓦

葺
堂
舎
も
そ
れ
を
支
え
た
基
壇
も
、
皇
后
宮
の
造
営
時
に
完
成
さ
せ
た
も
の

を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
七
四
五
年
の
平
城
還
都
時
に
は
、
寺
域

の
西
南
地
区
に
展
開
し
て
い
た
離
宮
で
大
規
模
な
造
営
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

法
華
寺
は
、
藤
原
不
比
等
・
光
明
子
の
邸
宅
か
ら
、
皇
后
宮
・
宮
寺
と
い
う

変
遷
過
程
を
経
て
い
る
が
、
同
地
の
施
設
は
絶
え
ず
、
官
営
の
工
房
か
ら
瓦

が
供
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
章
で
は
、
正
倉
院
文
書
中
の
造
金
堂
所
解
に
記
載
さ
れ
た
、
瓦
窯
の

現
地
比
定
を
お
こ
な
っ
た
。
同
文
書
の
造
営
対
象
は
論
争
の
渦
中
に
あ
る

が
、
考
古
学
的
見
地
か
ら
み
る
限
り
、
そ
の
造
営
対
象
は
法
華
寺
の
阿
弥
陀

浄
土
院
で
、
造
営
背
景
に
は
造
東
大
寺
司
の
関
与
が
認
め
ら
れ
た
。

第
六
章
で
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
見
ら
れ
る
、
造
東
大
寺
司
の
造
瓦
所
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
造
東
大
寺
司
に
は
造
瓦
所
と
称
さ
れ
た
瓦

工
房
と
、
瓦
屋
と
称
さ
れ
た
瓦
工
房
の
二
つ
が
存
在
し
て
い
た
事
実
を
確
か

め
た
。
前
者
は
所
在
地
不
明
で
あ
る
が
、
後
者
は
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五

六
）
の
記
載
が
あ
る
、
東
大
寺
山
堺
四
至
図
に
描
か
れ
た
「
瓦
屋
」
で
、
遺

跡
名
称
で
い
え
ば
荒
池
瓦
窯
に
あ
た
る
。
こ
の
荒
池
瓦
窯
は
出
土
瓦
の
検
討

か
ら
、
東
大
寺
が
成
立
す
る
以
前
は
興
福
寺
の
瓦
工
房
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
た
だ
し
、
荒
池
瓦
窯
で
生
産
さ
れ
た
瓦
の
中
に
は
、
東
大
寺
の
前

身
寺
院
候
補
地
に
供
給
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
以
上

の
こ
と
よ
り
、
東
大
寺
成
立
の
前
段
階
に
お
け
る
造
営
の
一
端
を
、
興
福
寺

の
造
営
組
織
が
担
っ
た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。

第
七
章
で
は
、
平
城
京
内
の
複
数
の
離
宮
が
七
三
〇
年
代
以
前
に
造
営

さ
れ
、
平
城
還
都
時
（
七
四
五
）
に
大
規
模
な
再
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
た

こ
と
を
論
じ
た
。
還
都
時
の
再
整
備
に
用
い
ら
れ
た
軒
瓦
は
、
恭
仁
宮
所

用
瓦
と
同
笵
関
係
に
あ
り
、
還
都
と
と
も
に
供
給
先
が
平
城
京
内
の
離
宮
へ

と
変
わ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
時
点
で
再
整
備
を
受
け
た
離
宮
の
う
ち
の
一

つ
が
、
第
四
章
で
述
べ
た
阿
弥
陀
浄
土
院
の
前
身
で
あ
る
嶋
院
（
宮
）
で
あ

る
。
ま
た
、
左
京
三
条
二
坊
六
坪
の
離
宮
で
用
い
ら
れ
た
軒
瓦
は
、
第
四
章

で
述
べ
た
皇
后
宮
へ
と
七
二
九
年
以
降
に
供
給
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
で
検
証
し
た
興
福
寺
・
法
華
寺
・
東
大
寺
・
京
内

の
離
宮
で
は
、
瓦
工
房
が
分
派
し
新
た
な
工
房
を
築
く
、
も
し
く
は
専
属
先

（
供
給
先
）
が
変
わ
る
、
等
と
い
っ
た
各
瓦
工
房
間
に
お
け
る
連
鎖
関
係
が

み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
第
二
章
で
説
い
た
よ
う
な
、
造
宮
関
連

と
造
寺
関
連
の
瓦
工
房
が
、
各
々
独
立
し
て
い
た
と
い
う
従
前
の
認
識
と
は

合
わ
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
王
権
主
導
の
寺
院
造
営
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
な
特
質
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
点
目
は
造
営
の
連
続
性
で
あ
る
。
各
寺
院
・
離
宮
に
お
け
る
瓦
生
産
を

み
る
限
り
、
あ
る
寺
院
の
造
瓦
が
、
あ
る
程
度
終
局
に
差
し
掛
か
っ
た
時
点
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で
、
当
該
寺
院
の
瓦
生
産
を
担
っ
た
造
瓦
体
制
は
、
新
規
寺
院
（
堂
舎
）
の

造
瓦
を
担
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
瓦
生
産
体
制
か
ら
み
る
限
り
、
新
規

寺
院
の
造
営
は
既
存
の
造
営
体
制
を
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。

こ
れ
は
、
法
華
寺
や
東
大
寺
な
ど
の
寺
院
間
で
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る

が
、
同
時
に
一
寺
院
内
の
堂
舎
造
営
の
連
続
性
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。

二
点
目
は
、
一
点
目
の
論
点
か
ら
波
及
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
本
論
で

扱
っ
た
寺
院
は
す
べ
て
当
時
の
王
権
に
よ
り
造
営
が
発
願
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
造
営
は
王
権
が
保
持
す
る
生
産
体
制
の
な
か
で
推
進
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
王
権
が
保
持
す
る
生
産
体
制
の
中
に
も
、

個
々
の
寺
院
や
宮
殿
専
用
の
独
立
し
た
造
営
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
発
願
主
体
が
共
通
す
る
限
り
に
お
い
て
、
各
生
産
体
制
は
連
鎖
し
て
い

た
。
一
点
目
で
述
べ
た
、
造
営
の
連
続
性
は
、
こ
の
よ
う
な
発
願
主
体
の
共

通
性
に
大
き
く
起
因
す
る
も
の
と
い
え
る
。

南
朝
に
関
す
る
歴
史
の
創
造
と
受
容
に
つ
い
て
の
研
究

勢　

田　

道　

生

本
論
文
は
、
南
北
朝
時
代
の
南
朝
に
お
け
る
歴
史
の
創
造
と
、
後
代
に
お

け
る
南
朝
史
の
受
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

南
北
朝
時
代
と
は
、
南
朝
と
北
朝
が
並
立
し
、
互
い
に
他
の
存
在
を
否
定

し
つ
つ
、
そ
の
状
態
が
半
世
紀
以
上
も
継
続
し
た
と
い
う
点
で
、
日
本
史
上

極
め
て
特
異
な
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
て
は
、
王
朝
は

自
己
の
正
当
性
を
相
対
的
な
目
に
さ
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
特

に
、
都
を
離
れ
、
弱
者
と
し
て
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
南
朝
は
、
自
己

の
存
在
の
根
拠
を
常
に
確
認
し
、
是
認
す
る
こ
と
を
あ
え
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
南
朝
の
准
勅
撰
集
『
新

葉
和
歌
集
』
編
纂
の
際
も
避
け
て
通
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
論
文
前
編
は
、「
南
朝
に
お
け
る
歴
史
の

創
造
―
『
新
葉
和
歌
集
』
と
南
朝
の
来
歴
―
」
と
題
し
、『
新
葉
和
歌
集
』

が
南
朝
三
代
の
治
世
を
ど
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
三
代

の
天
皇
の
待
遇
に
着
目
し
て
検
討
す
る
。

第
一
章
「
頼
意
僧
正
伝
記
考
―
南
朝
参
仕
の
一
僧
侶
歌
人
の
生
涯
―
」
で

は
、
南
朝
の
東
寺
長
者
・
頼
意
の
詠
が
、『
新
葉
和
歌
集
』
に
お
い
て
特
異

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
同

人
の
伝
記
的
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
王
法
仏
法
相
依
論
が
広
く
受
け
容
れ

ら
れ
て
い
た
当
該
期
に
お
い
て
、
仏
法
側
を
代
表
す
る
東
寺
長
者
は
、
仏
法

に
よ
る
国
家
鎮
護
の
役
割
を
担
う
。
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
頼
意
の
詠

が
、『
新
葉
和
歌
集
』
に
お
い
て
、
南
朝
二
代
目
の
後
村
上
天
皇
に
対
す
る

追
慕
と
顕
彰
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
「『
新
葉
和
歌

集
』
に
お
け
る
後
醍
醐
天
皇
の
待
遇
と
南
朝
の
来
歴
」
で
は
、『
新
葉
和
歌
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集
』
に
お
け
る
後
醍
醐
天
皇
と
後
村
上
天
皇
と
の
待
遇
の
相
違
を
、
南
朝
の

来
歴
意
識
と
の
関
連
か
ら
検
討
す
る
。『
新
葉
和
歌
集
』
は
従
来
、
後
村
上

天
皇
へ
の
追
慕
と
顕
彰
の
集
と
さ
れ
て
き
た
が
、
巻
の
構
成
や
歌
の
配
列
に

着
目
す
る
と
、
後
醍
醐
天
皇
に
対
す
る
特
異
な
待
遇
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ

を
手
掛
か
り
と
し
て
、
両
天
皇
の
待
遇
に
つ
い
て
、
序
文
そ
の
他
か
ら
窺
え

る
『
新
葉
和
歌
集
』
の
来
歴
意
識
の
面
か
ら
検
討
し
、
後
村
上
天
皇
は
撰
集

現
在
と
同
質
の
時
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
顕
彰
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後

醍
醐
天
皇
は
始
祖
と
し
て
、
過
ぎ
去
っ
た
聖
代
の
主
と
し
て
追
慕
さ
れ
て
い

る
と
解
釈
す
る
。

一
方
、
後
編
は
「
近
世
前
期
に
お
け
る
南
朝
史
受
容
の
一
様
相
―
『
南
方

紀
伝
』・『
桜
雲
記
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」
と
題
し
、
南
朝
の
歴
史
の
近

世
前
期
に
お
け
る
受
容
の
一
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
南

朝
と
は
日
本
史
上
に
類
例
を
見
な
い
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

南
朝
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
近
世
に
お
い
て
も
多
く
の
知
識
人
の
関
心
を
集
め

た
が
、
彼
ら
の
南
朝
に
関
す
る
知
的
営
為
に
知
識
を
供
給
し
た
の
は
、
南
朝

に
関
す
る
史
書
や
軍
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
作
品

が
、『
南
方
紀
伝
』
お
よ
び
『
桜
雲
記
』
で
あ
る
。

第
一
章
「
島
原
松
平
文
庫
蔵
『
南
方
紀
伝
』
を
め
ぐ
っ
て
―
『
南
方
紀

伝
』
仮
名
本
先
行
説
の
再
検
討
―
」
で
は
、
大
き
く
真
名
本
と
仮
名
本
と
に

分
け
ら
れ
る
『
南
方
紀
伝
』
の
伝
本
の
う
ち
、
真
名
本
で
あ
る
肥
前
嶋
原

松
平
文
庫
蔵
『
南
方
記
』・
同
『
南
方
紀
伝
』
が
最
も
原
初
形
態
に
近
く
、

仮
名
本
よ
り
も
先
行
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
第
二
章
「『
南

方
紀
伝
』・『
桜
雲
記
』
の
成
立
時
期
の
再
検
討
」
で
は
、
両
書
に
共
通
す
る

記
事
内
容
や
そ
の
依
拠
資
料
を
比
較
し
、『
南
方
紀
伝
』
は
『
桜
雲
記
』
に

対
し
て
先
行
性
を
示
す
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
「『
南
方
紀
伝
』・

『
桜
雲
記
』
の
成
立
環
境
―『
桜
雲
記
』
浅
羽
成
儀
作
者
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」

で
は
、『
桜
雲
記
』
の
作
者
の
候
補
の
一
人
と
さ
れ
る
幕
府
書
物
奉
行
・
浅

羽
成
儀
の
人
物
像
を
確
認
し
、
ま
た
、
両
書
の
資
料
源
に
注
目
し
て
そ
の
資

料
的
環
境
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
浅
羽
成
儀
が
こ
の
よ
う
な
環
境
に
身
を

置
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
両
書
の
作
者
は
浅
羽
成
儀
で
あ
る
蓋
然
性
が

高
い
と
結
論
す
る
。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
付
論
「
浅
羽
成
儀
の
史
料
収

集
と
『
南
方
紀
伝
』・『
桜
雲
記
』
の
成
立
」
で
は
、『
南
方
紀
伝
』・『
桜
雲

記
』
の
成
立
過
程
と
そ
の
著
述
意
図
に
つ
い
て
、
私
案
を
整
理
し
て
示
す
。

続
く
第
四
章
「
神
戸
能
房
編
『
伊
勢
記
』
の
著
述
意
図
と
内
容
的
特
徴
」
で

は
、『
南
方
紀
伝
』・『
桜
雲
記
』
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
神
戸
能
房
編
『
伊

勢
記
』
の
著
述
意
図
に
つ
い
て
、
信
拠
す
る
に
足
る
史
書
に
乏
し
い
中
世
後

期
に
つ
い
て
、
正
確
な
史
書
を
編
纂
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
北
畠
家
の
血
を
引
く
編
者
の
由
緒
を
宣
揚
す
る
こ
と
を
も
意
図
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
編
者
が
多
く
の
文
献
を
参
照

し
、
批
判
的
に
受
容
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
資
料
収
集
や
著
述
態

度
の
背
景
に
、
紀
州
和
歌
山
や
伊
勢
山
田
に
お
け
る
文
献
流
通
や
人
的
交
流

の
影
響
を
想
定
す
る
。
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以
上
、
後
編
に
お
い
て
注
目
し
た
の
は
、
両
書
の
背
景
に
あ
る
資
料
的
環

境
と
人
的
交
流
で
あ
る
。
近
世
前
期
に
は
、
幕
府
・
諸
藩
に
よ
っ
て
文
献
の

収
集
や
古
文
書
の
調
査
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
踏

ま
え
る
こ
と
に
よ
り
、
単
に
『
南
方
紀
伝
』
や
『
桜
雲
記
』
に
関
す
る
基
礎

的
事
実
だ
け
で
な
く
、
史
料
が
発
掘
・
収
集
・
蓄
積
さ
れ
、
史
書
と
し
て
整

理
さ
れ
る
過
程
の
一
面
を
も
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
検

討
は
、
南
朝
史
の
受
容
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
当
該
期
に
お
け
る
歴
史
資
源

の
発
掘
か
ら
流
通
に
至
る
基
礎
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
近

世
に
お
い
て
南
朝
に
つ
い
て
の
歴
史
資
源
は
、
家
の
歴
史
、
地
方
の
歴
史
、

国
の
歴
史
な
ど
、
様
々
な
位
相
で
利
用
さ
れ
、
互
い
に
影
響
を
与
え
合
っ
て

ゆ
く
。
そ
の
諸
相
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
近
世
人
の
歴
史
に
対
す
る

姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
こ
よ
う
。
本
論
文
は
、
上
記
の

よ
う
な
歴
史
の
形
成
と
受
容
の
問
題
に
関
す
る
研
究
の
第
一
歩
と
し
て
あ
る
。

泉
鏡
花
作
品
に
お
け
る
〈
点
景
〉

―
作
品
の
創
作
手
法
を
め
ぐ
っ
て
―

西　

尾　

元　

伸

本
論
は
、
泉
鏡
花
作
品
に
お
け
る
〈
点
景
〉
を
通
し
て
、
作
品
の
創
作
手

法
と
い
う
観
点
か
ら
、
鏡
花
の
諸
作
品
を
読
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
論
者
の
問
題
意
識
に
は
、
同
時
代
作
家
た
ち
、
あ
る
い
は
よ
り
後
発
の

作
家
た
ち
が
多
く
言
及
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
鏡
花
世
界
」
と
は
何
か
、
そ
の

「
鏡
花
世
界
」
は
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
が
、
深

く
関
わ
っ
て
い
る
。
創
作
手
法
か
ら
の
考
察
を
、
探
求
の
糸
口
と
し
た
ゆ
え

ん
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
鏡
花
世
界
」
に
つ
い
て
探
る
こ
と

は
、
日
本
近
現
代
文
学
に
お
け
る
鏡
花
作
品
の
位
相
や
、
そ
こ
に
果
た
し
た

役
割
を
測
定
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
作

品
に
お
い
て
鏡
花
の
創
作
手
法
の
発
掘
を
重
ね
る
こ
と
は
、
先
述
の
よ
う
な

作
家
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
先
行
の
研
究
に
お
い
て
も
見
落
と
さ
れ
て
い
た
よ

う
な
、「
鏡
花
世
界
」
の
新
た
な
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
と

思
わ
れ
る
。

論
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
第
一
章
『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
考
」
で
は
、
何
気
な
く
描
か
れ
る
か
に

見
え
る
風
景
が
実
は
、
作
品
の
展
開
に
従
っ
て
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
く
、

重
要
な
〈
点
景
〉
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
と
く
に
作
品

内
の
風
景
に
「
霞
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
繰
り
返
し

描
か
れ
る
〈
点
景
〉
に
よ
っ
て
作
品
世
界
を
構
成
し
統
合
し
て
い
く
創
作
手

法
が
明
ら
か
に
な
る
。『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
は
、
そ
う
し
た
鏡
花
の
手
法

が
あ
ら
わ
れ
た
作
品
の
好
例
で
あ
る
。

「
第
二
章
『
霊
象
』
論
」
で
は
、
鏡
花
が
「
花
井
お
梅
の
出
獄
」
と
い
う

実
在
の
事
件
に
拠
っ
て
、
作
中
の
〈
毒
婦
〉
出
獄
の
場
面
を
着
想
し
た
と
考

平成二十三年度博士論文（課程）要旨
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え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
作
品
冒
頭
で
出
獄
す
る
こ
の
女
性

に
、
ひ
と
り
の
盲
人
が
つ
き
ま
と
う
作
品
展
開
に
注
目
し
た
。
こ
の
女
性
に

ま
つ
わ
る
い
く
つ
も
の
〈
点
景
〉
が
、
目
の
見
え
な
い
ひ
と
り
の
男
の
脳
裏

に
焼
き
付
け
ら
れ
、
妄
執
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
霊
象
』
と
い

う
作
品
は
統
合
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

「
第
三
章
『
沼
夫
人
』
論
」
で
は
、
怪
異
を
生
成
す
る
〈
点
景
〉
と
し

て
「
杜
若
」
の
咲
く
沼
に
着
目
し
た
。
こ
の
「
杜
若
」
の
背
景
に
謡
曲
『
杜

若
』
の
摂
取
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
従
来
、
作
中
人
物
の
心
理
の

問
題
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
作
品
中
の
怪
異
に
、
死
者
と
の
対
話
の

側
面
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
鏡
花
作
品
に
お
い
て
は
、
印
象
的
な
ひ
と
つ

の
〈
点
景
〉
が
作
品
構
成
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

「
第
四
章
『
楊
柳
歌
』
の
京
都
、
あ
る
い
は
清
水
寺
」
で
は
、
明
治
四
十

年
代
初
頭
の
京
都
の
町
に
、
先
行
す
る
古
典
作
品
に
登
場
す
る
よ
う
な
風
景

や
人
物
た
ち
を
見
出
す
作
中
人
物
の
視
線
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
視

線
が
生
み
出
す
〈
点
景
〉
の
作
品
の
展
開
の
中
で
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ

た
。
作
品
の
結
末
部
に
お
い
て
、
清
水
の
舞
台
上
で
、
女
形
で
あ
る
主
人
公

が
祇
園
藝
妓
の
入
水
自
殺
し
た
姉
に
扮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
観
音
功

徳
の
奇
跡
は
、
そ
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
る
〈
点
景
〉
と
、
清
水
の
舞
台
と

い
う
〈
舞
台
装
置
〉
と
に
支
え
ら
れ
て
実
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。

「
第
五
章
『
海
神
別
荘
』
考
」
で
は
、
こ
の
戯
曲
作
品
の
中
に
書
き
込
ま

れ
る
、「
見
物
席
」
に
向
け
ら
れ
た
舞
台
演
出
に
注
目
し
て
読
解
を
試
み

た
。
近
松
『
大
経
師
昔
暦
』
や
、
西
鶴
『
好
色
五
人
女
』
と
い
っ
た
古
典
作

品
の
「
引
廻
し
」
の
場
面
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
な
美
女
の
「
輿
入
れ
」

姿
や
、「
輿
入
れ
」
と
と
も
に
描
か
れ
続
け
る
「
蓮
華
燈
籠
」
の
あ
る
風
景

が
、「
見
物
席
」
に
向
け
て
、
海
と
陸
、
ふ
た
つ
の
世
界
の
〈
悲
し
み
〉
を

め
ぐ
る
価
値
観
の
齟
齬
を
際
立
た
せ
る
〈
点
景
〉
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

「
付
章
芥
川
作
品
の
中
の
〈
鏡
花
〉」
で
は
、
従
来
、
一
定
し
た
評
価
の
得

ら
れ
て
い
な
い
芥
川
龍
之
介
『
奇
怪
な
再
会
』
へ
の
、
鏡
花
『
三
尺
角
』

『
三
尺
角
拾
遺
』
の
影
響
を
中
心
に
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い

て
、
表
現
上
の
類
似
性
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
、
ま
た
春
陽
堂
『
鏡

花
集
』
の
出
版
を
補
助
線
に
、
芥
川
、
鏡
花
、
両
者
の
他
作
品
に
お
け
る
影

響
関
係
や
、
執
筆
時
期
を
視
野
に
入
れ
て
、
影
響
関
係
は
確
実
で
あ
る
と
結

論
づ
け
た
。
芥
川
の
鏡
花
受
容
は
と
き
に
複
雑
な
面
を
垣
間
見
せ
る
こ
と

も
あ
る
が
、〈
点
景
〉
を
繰
り
返
し
用
い
て
意
味
を
付
与
し
て
い
く
鏡
花
の

手
法
に
つ
い
て
は
、
芥
川
も
確
実
に
と
ら
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
章
で

は
、
鏡
花
作
品
の
受
容
と
い
う
側
面
か
ら
作
品
の
創
作
手
法
に
迫
っ
た
。

本
論
で
は
、
各
章
に
お
い
て
作
品
論
の
形
で
論
考
を
積
み
重
ね
て
、〈
点

景
〉
に
ま
つ
わ
る
鏡
花
の
創
作
手
法
を
探
り
、
そ
れ
に
導
か
れ
る
各
作
品
の

読
み
を
提
示
し
た
。
個
々
の
作
品
に
お
け
る
実
証
的
な
考
察
の
積
み
重
ね
の
上

に
、
鏡
花
の
創
作
手
法
の
意
義
は
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。



145

中
世
後
期
学
問
史
研
究
序
説

― 

〈
書
物
の
ウ
ェ
ブ
／
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〉
と
交
叉
す
る 

学
問
の
諸
相
を
め
ぐ
っ
て
―

野　

上　

潤　

一

本
論
文
は
、
学
問
自
体
を
対
象
と
し
た
、
精
度
の
高
い
実
証
研
究
に
基
づ

き
、
中
世
後
期
に
お
け
る
典
籍
間
の
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に
亘
る
ジ
ャ
ン
ル

横
断
的
交
渉
を
解
明
し
、
そ
の
成
果
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
領

域
を
再
編
し
つ
つ
、
中
世
後
期
学
問
史
研
究
の
基
盤
構
築
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
。
各
章
の
概
要
は
以
下
の
通
り
。

第
一
篇　

清
原
宣
賢
周
辺
を
め
ぐ
る
学
問
の
諸
相

第
一
章

本
章
で
は
、
中
世
後
期
非
有
職
書
に
お
け
る
『
代
始
和
抄
』
享
受
を
検
覈

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
職
学
と
古
典
学
の
交
叉
と
、
紹
巴
の
学
問
と
『
謡

抄
』
生
成
の
関
わ
り
の
一
端
を
闡
明
し
た
上
で
、
享
受
の
初
例
た
る
清
原
宣

賢
『
日
本
書
紀
抄
』
に
お
け
る
『
代
始
和
抄
』
一
条
兼
良
講
説
部
分
・
吉
田

兼
倶
講
説
部
分
双
方
の
利
用
の
検
討
か
ら
、
宣
賢
の
実
父
・
兼
倶
説
集
聚
の

一
端
と
、
宣
賢
『
日
本
書
紀
抄
』
生
成
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
宣
賢

『
日
本
書
紀
抄
』
と
『
代
始
和
抄
』
の
交
叉
の
享
受
史
上
の
特
殊
性
と
意
義

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
二
章

本
章
で
は
、
宣
賢
抄
物
手
控
・
聞
書
双
方
に
お
け
る
『
燈
前
夜
話
』
利
用

を
闡
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
控
本
生
成
に
お
け
る
非
同
類
抄
物
の
関
与

と
、
講
釈
に
お
け
る
非
同
類
抄
物
利
用
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

を
開
示
し
つ
つ
、
抄
物
研
究
を
中
世
後
期
学
問
史
研
究
の
枠
組
に
取
込
む
端

緒
を
開
く
。

第
三
章

本
章
で
は
、『
聖
徳
太
子
御
憲
法
玄
恵
註
抄
』
林
宗
二
編
者
説
の
妥
当
性

を
再
検
討
す
る
と
い
う
基
礎
作
業
の
形
を
採
り
な
が
ら
、
中
世
後
期
学
問
史

上
類
を
見
な
い
、
清
原
家
の
学
問
と
南
都
の
学
問
の
交
叉
を
開
示
す
る
こ
と

を
主
眼
と
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
世
後
期
学
問
史
研
究
の
立
場
か
ら

の
『
玄
恵
註
抄
』
研
究
の
端
緒
を
開
く
。

第
四
章

本
章
で
は
、『
五
常
内
義
抄
』
享
受
に
関
し
て
、
五
常
配
当
箇
所
の
利

用
・
類
書
的
利
用
・
地
の
文
の
利
用
を
検
覈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
の
典
籍
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
、
書
物
の
網
の
目
を
明
ら
か
に
し
た
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上
で
、『
玄
恵
註
抄
』
の
『
五
常
内
義
抄
』
利
用
の
検
討
か
ら
、『
五
常
内
義

抄
』
と
『
十
七
条
憲
法
』
学
の
交
叉
の
享
受
史
上
に
お
け
る
特
殊
性
と
意
義

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
二
篇　
『
燈
前
夜
話
』
享
受
を
め
ぐ
る
学
問
の
諸
相

第
一
章

本
章
で
は
、
文
明
本
『
節
用
集
』
と
『
燈
前
夜
話
』
の
一
致
箇
所
を
め

ぐ
っ
て
、
先
後
関
係
を
証
明
す
る
と
い
う
基
礎
作
業
の
形
を
採
り
な
が
ら
、

文
明
本
と
禅
林
の
学
問
の
関
わ
り
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
学
問
の
場
を
幻
視

し
つ
つ
、
文
明
本
、
ひ
い
て
は
、『
節
用
集
』
全
体
を
、
禅
林
の
学
問
の
一

部
と
し
て
、
中
世
後
期
学
問
史
研
究
の
枠
組
に
取
込
む
端
緒
を
開
く
。

第
二
章

本
章
で
は
、『
玄
恵
註
抄
』
の
『
燈
前
夜
話
』
利
用
に
つ
い
て
、
基
礎
的

な
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
宣
賢
抄
物
利
用
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、『
玄
恵
註
抄
』
と
『
燈
前
夜
話
』
の
学
問
の
関
わ
り
か
ら
、『
玄
恵
註

抄
』
註
釈
の
眼
目
の
一
端
を
推
測
す
る
。
ま
た
そ
の
考
察
の
過
程
で
、『
玄

恵
註
抄
』
の
抄
物
利
用
の
様
相
を
闡
明
し
、『
玄
恵
註
抄
』
に
お
け
る
『
燈

前
夜
話
』
享
受
と
宣
賢
抄
物
享
受
の
交
叉
を
跡
づ
け
る
。

第
三
章

本
章
で
は
、
非
抄
物
典
籍
に
お
け
る
『
燈
前
夜
話
』
利
用
に
つ
い
て
検
覈

し
、『
燈
前
夜
話
』
が
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
典
籍
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
闡
明
し
た
上
で
、
禅
林
内
に
留
ま
ら
な
い
『
燈
前
夜
話
』
の
影
響
と
そ
の

重
要
性
を
示
唆
し
つ
つ
、
非
抄
物
典
籍
に
お
け
る
禅
林
抄
物
利
用
と
い
う
問

題
系
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禅
林
抄
物
を
中
世
後
期
学
問
史
研
究
の

枠
組
に
取
込
む
の
み
な
ら
ず
、
禅
林
抄
物
と
他
の
学
問
の
関
わ
り
、
及
び
、

学
問
全
体
に
お
け
る
禅
林
抄
物
の
位
置
づ
け
を
具
体
的
に
考
験
す
る
た
め
の

視
座
を
提
供
す
る
。

第
三
篇　
『
太
平
記
鈔
』
を
め
ぐ
る
慶
長
年
間
の
学
問
の
諸
相

第
一
章

本
章
で
は
、
法
華
宗
僧
や
日
性
の
編
述
書
と
の
対
照
か
ら
、『
太
平
記

鈔
』
日
性
編
者
説
の
妥
当
性
を
再
検
討
す
る
と
い
う
基
礎
作
業
の
形
を
採
り

な
が
ら
、『
太
平
記
鈔
』
に
お
け
る
、
法
華
宗
僧
の
学
問
の
蓄
積
の
反
映
、

及
び
、『
太
平
記
鈔
』
と
日
性
の
学
問
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
、『
太
平

記
鈔
』
生
成
の
一
端
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
学
問
の
場
を
幻
視
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、『
太
平
記
鈔
』
を
法
華
宗
僧
の
学
問
の
一
部
と
し
て
把
捉
し
つ

つ
、
中
世
後
期
学
問
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
考
覈
す
る
た
め
の
端
緒
を
開

く
。
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第
二
章

本
章
で
は
、『
太
平
記
鈔
』・『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
両
書
に
お
け
る
『
謡

抄
』
利
用
を
検
覈
し
、
慶
長
年
間
に
お
け
る
、
謡
曲
註
釈
・『
太
平
記
』
註

釈
・『
徒
然
草
』
註
釈
と
い
う
三
つ
の
新
し
い
学
問
の
交
叉
と
、
そ
の
背
景

に
あ
る
文
化
圏
を
幻
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
い
は
、
謡
曲
註
釈
を
学
問

史
研
究
の
枠
組
に
取
込
み
、
或
い
は
、
中
世
後
期
学
問
史
の
掉
尾
を
飾
る
慶

長
年
間
の
学
問
の
動
態
を
捉
え
る
た
め
の
端
緒
を
開
く
。

第
三
章

本
章
で
は
、『
寿
命
院
抄
』
に
お
け
る
『
太
平
記
賢
愚
抄
』
利
用
と
、『
寿

命
院
抄
』
の
『
太
平
記
鈔
』
へ
の
影
響
を
検
討
し
つ
つ
、
宗
巴
が
『
寿
命
院

抄
』
註
釈
に
際
し
て
、『
太
平
記
鈔
』
編
者
・
日
性
に
不
審
を
尋
ね
た
と
す

る
伝
承
が
あ
る
こ
と
、
宗
巴
が
、
写
本
が
一
本
も
伝
存
し
な
い
『
太
平
記
賢

愚
抄
』
を
刊
行
以
前
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
、『
太
平
記
鈔
』
が
『
太
平
記

賢
愚
抄
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
太
平

記
鈔
』
と
『
寿
命
院
抄
』
と
『
太
平
記
賢
愚
抄
』
を
め
ぐ
る
円
環
と
、
そ
の

背
景
に
あ
る
宗
巴
と
日
性
の
交
流
の
可
能
性
を
幻
視
し
、
以
て
、『
寿
命
院

抄
』、
及
び
、『
太
平
記
鈔
』
を
慶
長
年
間
の
学
問
と
し
て
把
捉
し
つ
つ
、
中

世
後
期
学
問
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
た
め
の
端
緒
を
開
く
。

日
本
語
換
喩
表
現
の
研
究

―
名
詞
句
単
位
の
換
喩
を
中
心
に
―

大
田
垣　
　

仁

も
っ
と
も
ひ
ろ
い
定
義
を
お
こ
な
う
と
す
れ
ば
、
換
喩
（
メ
ト
ニ
ミ
ー
、

m
etonym

y

）
と
は
、「
あ
る
対
象
を
そ
れ
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
別
の
言

語
表
現
で
あ
ら
わ
す
修
辞
技
法
」
と
規
定
で
き
る
。

換
喩
は
な
が
ら
く
修
辞
学
上
の
問
題
と
み
な
さ
れ
、
換
喩
に
よ
っ
て
あ
ら

わ
し
あ
ら
わ
さ
れ
る
関
係
を
分
類
す
る
こ
と
が
主
な
研
究
の
方
法
論
と
し
て

と
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、Jakobson

（1956

）
に
よ
っ
て
「
隣
接
性
」

（
近
接
性
）
の
概
念
が
提
案
さ
れ
て
以
降
、
換
喩
は
類
似
性
を
成
立
の
動
機

づ
け
と
す
る
隠
喩
と
対
を
な
す
言
語
現
象
と
し
て
、
言
語
学
の
問
題
と
し
て

も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
登
場
し
た

認
知
言
語
学
で
は
、
人
間
の
精
神
の
は
た
ら
き
と
言
語
の
機
能
と
の
関
係

性
を
分
析
す
る
た
め
の
重
要
な
言
語
現
象
と
し
て
比
喩
表
現
が
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
な
が
れ
の
な
か
で
換
喩
の
成
立
原
理
を
あ
つ
か
う

研
究
も
、
隠
喩
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
（e.g. Lakoff and Johnson 1980, Lakoff 1987, Langacker 1984, 

1993, 1995, Croft 1993, etc.

）。
ま
た
、
日
本
国
内
の
研
究
に
目
を
む
け
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て
も
、
認
知
言
語
学
が
登
場
す
る
以
前
か
ら
換
喩
を
あ
つ
か
っ
た
研
究
と
し

て
佐
藤
（1978

）
や
瀬
戸
（1997

＝1986

）
に
よ
る
先
駆
的
な
研
究
が
存
在

す
る
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
換
喩
研
究
史
を
背
景
と
し
、
換
喩
の
な
か
で
も
、
特

に
日
本
語
の
名
詞
句
の
位
置
に
生
じ
る
換
喩
表
現
（
以
下
こ
れ
を
「
名
詞
句

単
位
の
換
喩
」
と
よ
ぶ
）
に
つ
い
て
、Fauconnier

（1985, 1997

）
が
し

め
し
た
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
理
論
を
分
析
の
道
具
だ
て
と
し
、
共
時
お
よ

び
通
時
の
両
方
の
観
点
に
も
と
づ
い
た
記
述
的
な
観
察
を
お
こ
な
う
こ
と

で
、
名
詞
句
単
位
の
換
喩
が
お
こ
な
う
拡
張
的
な
名
詞
句
指
示
の
原
理
を
あ

き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
の
主
な
目
的
と
す
る
。
結
論
と
し
て
、「
先
行

研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
換
喩
と
よ
ば
れ
て
き
た
言
語
現
象
は
メ
ン
タ
ル
・

ス
ペ
ー
ス
理
論
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
ば
あ
い
三
つ
の
タ
イ
プ
に
区
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
共
時
的
に
み
て
換
喩
と
よ
べ
る
も
の
は
そ
の
な
か
で
も

ひ
と
つ
し
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、

こ
の
三
つ
の
区
別
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
で
き
る
。

（
一
） 

語
用
論
的
コ
ネ
ク
タ
ー
に
よ
る
名
詞
句
の
指
示
の
拡
張
を
お
こ
な

う
、
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
理
論
か
ら
み
て
純
粋
な
意
味
で
換
喩
と

よ
べ
る
も
の
。

（
二
） 

一
見
、
換
喩
の
よ
う
に
み
え
る
が
換
喩
に
よ
る
指
示
の
拡
張
に
必
要

な
語
用
論
的
コ
ネ
ク
タ
ー
を
も
た
ず
、
値
の
側
面
の
ず
れ
が
語
用
論

的
コ
ネ
ク
タ
ー
の
よ
う
に
み
え
る
「
換
喩
も
ど
き
」。

（
三
） 

換
喩
を
由
来
と
す
る
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
共
時
的
に
は
も
は
や

換
喩
と
は
よ
べ
な
い
名
詞
。

以
上
の
区
別
の
妥
当
性
を
し
め
す
た
め
に
、
本
稿
で
は
ま
ず
第
一
部
に
お

い
て
、
言
語
の
共
時
的
な
側
面
か
ら
日
本
語
の
名
詞
句
単
位
の
換
喩
表
現
を

分
析
し
た
。
つ
ぎ
に
第
二
部
に
お
い
て
、
言
語
の
通
時
的
な
側
面
に
注
目

し
、
換
喩
に
由
来
し
た
名
詞
の
意
味
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
に
つ
い
て
分
析
し

た
。以

下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
の
べ
た
内
容
に
つ
い
て
、
論
旨
を
ま
と
め
る
。

「
第
一
章　

日
本
語
換
喩
表
現
の
単
位
」
で
は
、
本
稿
で
分
析
の
対
象
と

す
る
言
語
資
料
と
言
語
単
位
に
つ
い
て
整
理
を
お
こ
な
っ
た
。

「
第
二
章　

換
喩
研
究
史
の
概
観
と
問
題
点
の
整
理
」
で
は
、
換
喩
の
成

立
原
理
を
あ
つ
か
っ
た
国
内
外
の
代
表
的
研
究
に
つ
い
て
の
整
理
と
、
問
題

点
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

「
第
三
章　

換
喩
と
個
体
性
」
で
は
、
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
理
論
の
観

点
か
ら
み
た
と
き
、
先
行
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
ひ
と
し
な
み
に
換
喩
と

み
な
さ
れ
て
き
た
言
語
表
現
が
、「
語
用
論
的
コ
ネ
ク
タ
ー
が
存
在
す
る
純

粋
な
意
味
で
の
換
喩
」「
値
の
側
面
の
ず
れ
が
語
用
論
的
コ
ネ
ク
タ
ー
の
存

在
に
み
え
る
換
喩
も
ど
き
」「
換
喩
由
来
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
が
な
さ
れ
て
い

る
が
共
時
的
に
は
も
は
や
換
喩
と
は
よ
べ
な
い
名
詞
」
の
三
つ
に
区
別
で
き

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
第
四
章　

換
喩
と
述
定
」
で
は
、
第
三
章
で
換
喩
と
換
喩
も
ど
き
と
を
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わ
け
る
テ
ス
ト
フ
レ
ー
ム
と
し
て
し
め
し
た
兼
用
表
現
が
、
日
本
語
の
換
喩

と
換
喩
も
ど
き
を
区
別
す
る
テ
ス
ト
フ
レ
ー
ム
と
し
て
も
っ
と
も
適
用
範
囲

が
ひ
ろ
く
、
両
者
の
性
質
の
ち
が
い
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
強

力
な
テ
ス
ト
フ
レ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
兼
用
表
現
の

ふ
る
ま
い
の
ち
が
い
か
ら
換
喩
と
換
喩
も
ど
き
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
佐
藤

（1978

）
が
指
摘
し
た
、
換
喩
に
お
け
る
流
動
的
な
名
詞
句
解
釈
の
成
立
範

囲
を
再
定
義
し
た
。

「
第
五
章　

換
喩
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
境
界
」
で
は
、
ま
ず
、
第
三
章
お
よ

び
第
四
章
で
お
こ
な
っ
た
換
喩
と
換
喩
も
ど
き
の
区
別
を
精
緻
化
し
た
。
つ

ぎ
に
、
換
喩
と
換
喩
も
ど
き
の
性
質
の
ち
が
い
を
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
理

論
の
記
法
を
も
ち
い
て
定
式
化
・
図
式
化
し
た
。
最
後
に
、
先
行
研
究
に
お

い
て
、
作
家
で
作
品
を
あ
ら
わ
す
「
換
喩
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
例
が
、
実

際
は
換
喩
と
換
喩
も
ど
き
の
両
方
の
特
徴
を
も
つ
こ
と
を
の
べ
、
名
詞
句
解

釈
に
お
い
て
作
家
の
作
品
に
つ
い
て
言
及
す
る
ば
あ
い
は
換
喩
と
は
み
と
め

ら
れ
ず
、
物
体
と
し
て
の
そ
の
作
家
の
本
に
言
及
す
る
ば
あ
い
は
換
喩
と
な

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
第
六
章　

換
喩
と
意
味
変
化
」
で
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
２
版
オ
ン

ラ
イ
ン
版
』
か
ら
抽
出
し
た
換
喩
由
来
の
名
詞
を
も
と
に
、
換
喩
が
介
在
し

た
名
詞
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
に
つ
い
て
分
析
し
、
換
喩
が
介
在
し
た
カ
テ
ゴ

リ
ー
化
の
動
機
づ
け
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
類
型
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

「
第
七
章　

換
喩
と
名
づ
け
」
で
は
、
人
名
を
も
ち
い
る
換
喩
（
＝
作
家

で
作
品
を
あ
ら
わ
す
換
喩
）
と
エ
ポ
ニ
ム
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、
メ
ン
タ

ル
・
ス
ペ
ー
ス
理
論
に
も
と
づ
く
名
詞
の
関
数
的
な
側
面
に
注
目
し
分
析
し

た
。以

上
が
、
本
稿
を
通
じ
て
の
べ
た
内
容
の
論
旨
で
あ
る
。

日
本
語
授
受
表
現
の
歴
史
語
用
論
的
研
究

―
策
動
表
現
に
お
け
る
敬
語
と
の
相
互
関
係
―

森　
　
　

勇　

太

現
代
日
本
語
に
は
「
や
る
」「
く
れ
る
」「
も
ら
う
」
等
の
物
の
授
受
を

表
す
動
詞
、
お
よ
び
、「
て
や
る
」「
て
く
れ
る
」「
て
も
ら
う
」
等
の
利
益

の
授
受
を
表
す
テ
形
補
助
動
詞
が
存
在
す
る
（
以
下
、“
授
受
表
現
”
と
す

る
）。
本
論
文
は
“
策
動
表
現
”
の
考
察
か
ら
授
受
表
現
の
運
用
の
歴
史
に

つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
策
動
表
現
と
は
（
一
）、（
二
）
の
よ
う
に
発

話
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
［（
一
）］
や
話
し
手
［（
二
）］
が
行
動
を
起
こ
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
命
題
内
容
が
実
現
す
る
表
現
の
こ
と
を
指
す
。

（
一
）
こ
れ
、
よ
か
っ
た
ら
召
し
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
。［
命
令
］

（
二
）
パ
ン
買
っ
て
来
て
あ
げ
よ
う
か
。［
申
し
出
］

こ
れ
ら
の
表
現
は
何
ら
か
の
形
で
聞
き
手
に
働
き
か
け
る
表
現
で
あ
り
、

聞
き
手
に
対
す
る
言
語
的
配
慮
が
必
要
と
な
る
場
面
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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現
代
語
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
策
動
表
現
で
は
例
文
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
授

受
表
現
や
敬
語
の
形
式
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
丁
寧
な
発
話
を

行
う
た
め
に
は
授
受
表
現
と
敬
語
を
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
本
稿
で
は
敬
語
と
授
受
表
現
の
運
用
を
対
照
し
、
そ
の
相
互
関
係
の
記

述
を
通
し
て
策
動
表
現
の
運
用
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

本
稿
は
四
部
で
構
成
し
た
。
第
一
部
で
は
本
研
究
の
枠
組
み
に
つ
い
て
述

べ
た
。
第
一
章
で
は
策
動
表
現
、
第
二
章
で
は
敬
語
と
授
受
表
現
に
つ
い
て

の
規
定
を
行
っ
た
。
そ
の
上
で
第
三
章
と
第
四
章
で
は
、
日
本
語
の
授
受
表

現
と
そ
の
周
辺
の
形
式
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
三
章
で
は
「
く
れ

る
」
の
運
用
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
た
。
第
四
章
で
は
「
く
れ
る
」
と
同
様

の
運
用
を
行
う
「
来
る
」
を
語
彙
的
資
源
と
し
た
「
て
く
る
」
の
用
法
の
拡

張
に
つ
い
て
、「
て
く
れ
る
」
の
歴
史
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
察
し
た
。

第
二
部
で
は
「
聞
き
手
に
求
め
る
」
表
現
で
あ
る
“
行
為
指
示
表
現
”

（
命
令
・
依
頼
等
）
の
運
用
史
を
記
述
し
た
。
第
五
章
で
は
、
行
為
指
示
表

現
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
た
。
受
益
表
現
（「
て
く
れ
る
」「
て
く
だ
さ
る
」

等
）
の
命
令
形
（「
～
し
て
く
だ
さ
い
」
等
）
は
、
そ
の
中
心
的
な
用
法
で

あ
る
“
依
頼
”
を
基
に
用
法
が
拡
張
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
逆
に
中
世

以
前
は
す
べ
て
の
行
為
指
示
表
現
で
用
い
ら
れ
て
い
た
尊
敬
語
の
命
令
形

（「
～
な
さ
い
」
等
）
が
、
依
頼
か
ら
用
い
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
相
互
関
係

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
六
章
で
は
、
現
代
語
の
首
都
圏
方

言
と
方
言
敬
語
を
日
常
的
に
用
い
て
い
る
五
箇
山
方
言
・
熊
本
県
方
言
を
対

照
さ
せ
た
。
ど
の
方
言
も
行
為
指
示
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
人
物
（
受
益

者
）
に
沿
っ
て
用
い
る
形
式
を
変
え
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形

式
で
受
益
者
を
表
し
分
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
変
種
に
よ
っ
て
違
い
が
あ

る
こ
と
を
示
し
た
。
第
七
章
で
は
、
現
代
標
準
語
や
関
西
方
言
で
は
命
令
形

相
当
の
形
式
と
し
て
命
令
形
命
令
、
テ
形
命
令
、
第
三
の
命
令
形
（
連
用
形

命
令
、
ナ
形
命
令
等
）
の
三
形
式
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
形
成
に
つ
い
て
考

察
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
形
式
が
成
立
し
た
の
は
、
行
為
指
示

に
お
い
て
受
益
者
を
表
し
分
け
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

第
三
部
で
は
「
話
し
手
が
行
う
」
表
現
で
あ
る
“
行
為
拘
束
表
現
”（
申

し
出
・
前
置
き
等
）
の
運
用
史
を
述
べ
た
。
第
八
章
で
は
、
申
し
出
表
現
の

歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
た
。
近
代
以
前
は
上
位
者
に
対
し
て
与
益
表

現
（「
～
て
や
る
」「
～
て
あ
げ
る
」
等
）
に
よ
る
申
し
出
表
現
の
用
例
が
一

定
数
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
近
代
以
降
は
上
位
者
に
対
し
て
も
与
益
表
現
に

よ
る
申
し
出
表
現
（「
～
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
か
。」
等
）
が
見
ら
れ
ず
、
与

益
表
現
の
待
遇
価
値
が
低
下
し
た
と
結
論
づ
け
た
。
第
九
章
で
は
接
頭
辞

「
お
」
を
冠
し
た
謙
譲
語
（「
お
～
す
る
」
等
、
以
下
“
オ
型
謙
譲
語
”）
の

歴
史
に
つ
い
て
述
べ
た
。
オ
型
謙
譲
語
は
「
お
～
申
す
」
の
形
式
で
言
語
行

為
の
相
手
を
高
め
る
用
法
を
原
義
と
し
て
成
立
し
、
近
代
以
降
受
益
者
を
高

め
る
新
用
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
十
章
で

は
、
国
会
会
議
録
を
対
象
と
し
、
前
置
き
表
現
に
お
け
る
敬
語
・
授
受
表
現

の
使
用
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
〇
年
代
～
二
〇
〇
〇
年
代
に
受
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益
表
現
「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
の
使
用
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た
。

最
後
の
第
四
部
・
第
十
一
章
で
は
敬
語
や
授
受
表
現
の
運
用
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
・
地
理
的
変
種
を
統
一
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
な

記
述
法
を
提
案
し
た
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
古
代
語
か
ら
現
代
語
に
か
け
て
、
策
動
表
現
に
お
い

て
敬
語
が
担
っ
て
い
た
機
能
を
受
益
表
現
が
担
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
受
益

表
現
が
用
法
を
拡
張
す
る
過
程
、
ま
た
、
与
益
表
現
の
運
用
が
狭
ま
っ
て
い

き
、
そ
の
機
能
を
敬
語
が
担
う
よ
う
に
な
る
過
程
が
あ
り
、
特
に
中
世
か
ら

近
代
に
か
け
て
授
受
表
現
の
運
用
が
重
要
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
日
本
語
に
は
世
界
の
言
語
の
中
で
も
特
異
な
授
受
表
現
の
体
系
的
・

語
用
論
的
特
徴
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
時
期
に

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
形
成
に
は
敬
語
の
運
用
と
の
相
互
関
係
が

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

イ
リ
ヤ
・
カ
バ
コ
フ
作
品
研
究

―
物
語
性
を
め
ぐ
る
考
察
―

藤　

田　

瑞　

穂

イ
リ
ヤ
・
カ
バ
コ
フ
（
一
九
三
三
～
）
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
日
常
な
ど
を
モ

チ
ー
フ
と
し
た
〈
ト
ー
タ
ル
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
〉
を
制
作
す
る
作
家

と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
鑑
賞
者
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
よ
う
に
作
ら

れ
て
お
り
、
鑑
賞
者
は
そ
こ
か
ら
自
分
の
内
面
を
深
く
見
つ
め
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
。
先
行
研
究
で
は
、
い
く
つ
か
の
作
品
、
ま
た
は
一
定
の
時

期
の
作
品
へ
の
言
及
に
と
ど
ま
る
か
、
カ
バ
コ
フ
の
作
品
群
と
ソ
ビ
エ
ト
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
カ
バ
コ
フ
作
品
が
内
包
す

る
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
を
辿
っ
て
考
察
す
る
と
い
う
形
は
少
な
い
。
そ
こ
で

本
論
文
は
、
カ
バ
コ
フ
の
作
品
の
物
語
性
に
着
目
し
、
そ
の
作
家
活
動
の
初

期
に
表
れ
た
〈
白
〉
と
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
ま
な
ざ
し
の
問
題
を
手
が
か
り

に
、
諸
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

カ
バ
コ
フ
作
品
に
お
い
て
、
絵
画
、
オ
ブ
ジ
ェ
は
物
語
性
を
孕
ん
だ
も
の

で
あ
り
、
ま
た
膨
大
な
数
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
こ
に
は
添
え
ら
れ
て
い
る
。
カ

バ
コ
フ
に
テ
ク
ス
ト
へ
の
関
心
を
お
こ
す
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
五
七
年
か
ら
一
九
八
七
年
ま
で
三
十
年
も
の
間
従
事
し
て
き
た
絵
本
挿

画
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
絵
本
挿
画
の
仕
事
と
、
同
時
代
に
並
行
し
て

制
作
さ
れ
た
〈
ア
ル
バ
ム
〉
と
の
関
係
を
分
析
し
た
。〈
ア
ル
バ
ム
〉
に
は

物
語
が
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
カ
バ
コ
フ
に

と
っ
て
は
平
凡
さ
の
象
徴
で
あ
る
絵
本
の
挿
画
に
似
る
が
、
そ
れ
は
視
覚
的

に
は
な
る
べ
く
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
状
態
を
保
つ
よ
う
に
し
て
、
物
語
の
流
れ

を
強
く
鑑
賞
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
た
め
だ
と
考
察
し
た
。
ま
た
、
白

い
画
面
を
縁
取
る
よ
う
に
描
く
と
い
う
構
成
も
、
絵
本
挿
画
の
ス
タ
イ
ル
は

酷
似
し
て
い
る
。
絵
本
で
は
文
字
の
入
る
部
分
が
、
作
家
と
し
て
の
作
品
で
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は
白
い
画
面
の
ま
ま
残
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
決
定
的
に
違
う
点
は
、
描
か

れ
た
人
物
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
絵
本
挿
画
と
違
い
、〈
ア
ル
バ
ム
〉
の
中

に
描
か
れ
た
登
場
人
物
は
鑑
賞
者
に
対
し
て
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
く
る
。
そ

し
て
、
鑑
賞
者
の
ま
な
ざ
し
の
先
に
は
い
つ
も
白
い
空
間
が
あ
る
。
そ
の
白

い
空
間
に
鑑
賞
者
は
様
々
に
想
像
を
か
き
立
て
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
触
発
さ

れ
て
個
々
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
な
が
ら
そ
れ
を
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
絵
本
に
端
を
発
し
た
〈
白
〉
は
鑑
賞
者
の
ま
な
ざ
し
を
引
き
込
む
装
置

と
な
っ
た
と
論
じ
た
。

ソ
ビ
エ
ト
か
ら
西
側
へ
と
そ
の
制
作
活
動
の
拠
点
を
移
し
た
カ
バ
コ
フ
は

〈
ア
ル
バ
ム
〉
を
「
西
側
」
で
発
表
し
始
め
る
と
、
カ
バ
コ
フ
自
身
の
納
得

の
行
く
形
で
は
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
壁
に
当
た
り
、〈
ト
ー
タ
ル
・
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
〉
と
い
う
形
式
を
作
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
新
た
に
平
凡
さ

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
も
の
が
〈
ゴ
ミ
〉
で
あ
っ
た
。〈
白
〉

が
「
こ
の
現
実
の
向
こ
う
側
の
神
秘
の
世
界
」
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
ゴ

ミ
〉
は
平
凡
な
〈
灰
色
〉
の
生
と
し
て
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
カ
バ
コ
フ
作
品

に
お
い
て
蒐
集
さ
れ
た
〈
ゴ
ミ
〉
が
〈
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〉
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
。
こ
れ
は
、
美
術
館
の
中
に
美
術
館
を
作
る
と

い
う
、
美
術
館
で
何
を
保
存
す
る
か
、
古
い
芸
術
の
た
め
の
場
所
は
あ
る
の

か
、
と
い
う
テ
ー
マ
に
発
展
し
て
い
く
。
ま
た
、
美
術
館
全
体
の
〈
ト
ー
タ

ル
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
〉
化
に
よ
っ
て
、
展
示
空
間
の
す
べ
て
が
全
面

的
に
変
容
し
、
鑑
賞
者
は
作
者
が
構
築
し
た
特
別
な
世
界
の
中
に
入
っ
て
い

く
こ
と
を
目
論
ん
だ
も
の
と
な
り
、
そ
の
中
に
い
る
鑑
賞
者
も
ま
た
、
空
間

に
の
み
こ
ま
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
の
ひ
と
つ
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
、「
美
術
館

の
中
の
美
術
館
」
の
テ
ー
マ
を
通
し
て
〈
ト
ー
タ
ル
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
〉
と
展
示
空
間
（
＝
美
術
館
）
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
っ
た
。「
美
術
館

の
中
の
美
術
館
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
作
ら
れ
た
作
品
は
、
展
示
空
間
だ
け
で

な
く
芸
術
作
品
を
展
示
す
る
場
所
と
し
て
「
中
立
的
な
器
と
し
て
存
在
し
続

け
る
」
は
ず
の
美
術
館
そ
の
も
の
を
作
品
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な

る
。最

後
に
、
空
間
を
「
見
つ
め
る
」
と
い
う
行
為
が
〈
白
〉
の
問
題
を
発
展

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
空
間
に
テ
ク
ス
ト
を
出
現
さ
せ
る

と
い
う
試
み
の
な
さ
れ
た
『
棚
田
』（
二
〇
〇
〇
）
で
も
や
は
り
、
鑑
賞
者

の
能
動
的
に
「
見
つ
め
る
」
と
い
う
行
為
は
、
カ
バ
コ
フ
作
品
に
よ
り
多
層

な
物
語
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
カ
バ
コ
フ
は
〈
ア
ル
バ
ム
〉
形
式
の
作
品
制

作
に
関
し
て
、
枠
に
よ
っ
て
白
い
画
面
を
区
切
る
こ
と
が｢

空
間
の
端
を

示
す｣

こ
と
を
表
す
と
言
っ
て
い
た
。『
棚
田
』
で
、
果
て
し
な
く
広
が
る

大
地
を
、
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
枠
で
区
切
り
、
そ
の
空
間
に
物
語
を
持
ち
込
ん

だ
こ
と
で
〈
ア
ル
バ
ム
〉
の
世
界
が
実
際
の
空
間
の
中
に
再
現
さ
れ
た
と
言

え
る
。
そ
し
て
、『
棚
田
』
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
美
し
い
田
園
風

景
と
そ
の
土
地
の
厳
し
い
現
実
が
つ
な
が
っ
て
表
さ
れ
、
鑑
賞
者
の
記
憶
だ

け
で
な
く
、
土
地
に
眠
る
記
憶
を
引
き
出
す
〈
ト
ー
タ
ル
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
〉
へ
と
そ
の
姿
を
変
え
た
の
で
あ
る
。



153

カ
バ
コ
フ
の
創
作
活
動
は
、〈
公
式
〉
な
職
業
と
し
て
の
絵
本
挿
画
に
対

す
る
〈
非
公
式
〉
な
作
家
と
し
て
の
作
品
制
作
か
ら
始
ま
り
、
ソ
ビ
エ
ト
を

出
て
今
に
至
る
ま
で
、
絵
本
挿
画
と
の
関
係
も
想
起
さ
せ
ら
れ
る
、
物
語

性
の
強
い
作
品
の
数
々
を
生
み
出
し
て
き
た
。「
社
会
的
役
回
り
」
と
カ
バ

コ
フ
自
身
が
繰
り
返
し
語
る
絵
本
挿
画
の
仕
事
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト

の
間
の
関
係
は
い
か
に
機
能
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
カ
バ
コ
フ
に
投
げ
か

け
、
や
が
て
〈
ト
ー
タ
ル
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
〉
と
い
う
、
絵
本
を
は

る
か
に
超
え
た
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。

S
tate of B

elonging and U
nB

elonging: A
 S

tudy of 

Fam
ilial Them

es in M
ajor W

orks of A
m

itav G
hosh 

in R
eference to Toni M

orrison

S
anyat S

a
tta
r

Rootedness and exclusive native representation that both 

T
oni M

orrison and A
m

itav G
hosh have been repeatedly 

em
ploying in their w

ritings essentially denotes tw
o other 

notion of states: B
elonging and U

nB
elonging—

states that 

people experience for various different reasons. For M
orrison 

and Ghosh these states are, how
ever, fuelled by aggregation 

and stained w
ith the struggle in fam

ilies, com
m

unities, societies 

and races. A
ll these institutions are often shackled by political 

m
eans and to elaborate those m

eans, history is reinterpreted 

and re-carved by both of these w
riters.

In the background of socio-historical m
êlée, w

e can see 

that Ghosh

’s them
es recurrently circle round fam

ilial them
es 

and settings. H
is characters are sim

ple and they com
m

only 

represent a certain sect or group in the society.  In such 

fam
ilies—

rich or poor, high or low
, H

indu or M
uslim

—
there 

is a com
m

on essence of struggle in m
anifold areas, and m

any 

of the characters are in the dilem
m

atic situation of struggling 

for their individual 

“Belonging

”—both inside and outside their 

fam
ilial boundaries. T

he objective of this study is, therefore, to 

locate the striking distinctiveness of the notion of Belonging 

and U
nBelonging,  m

ainly as profusely represented in Ghosh

’s 

w
orks, and in this regard three of Ghosh

’s m
ajor novels are 

dealt and researched vividly to recognize the conception. T
o 

get a deeper understanding of these issues and to see how
 

Belonging-U
nBelonging functions in various other spheres of 

struggles, som
e selected representational w

orks of M
orrison 

are also referred here in this study. B
y reading G

hosh

’s 
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adaptation of the notion of Belonging and U

nBelonging from
 

his Indian setting and at the sam
e tim

e scrutinizing M
orrison

’s 

use of the sim
ilar concerns from

 her A
frican A

m
erican m

ilieu, 

w
ill help this research to find a concrete definition and picture 

of B
elonging and U

nB
elonging from

 a m
ulti-dim

ensional 

com
prehension

T
his research unfolds various pictures of B

elonging and 

U
nBelonging in a range of c ircum

stances as revealed firstly by 

A
m

itav Ghosh and later supported w
ith additional instances of 

T
oni M

orrison. Com
bining both of their ideas w

e can com
e to 

this resolution that the notion of Belonging and U
nBelonging is 

a universal phenom
enon that involves struggle and inequity. T

o 

add, this Belonging and U
nBelonging can lay deep im

pacts both 

in physical and em
otional faculties, and for som

e the evil effects 

are alm
ost perm

anent. A
nd there are several reasons behind 

an individual to feel U
nBelonged in a certain environm

ent. 

A
s pointed earlier, am

ong these reasons the critical ones are: 

political, econom
ical, social and racial.

U
nBelonging is not only centred around w

om
en, but also 

m
en, children, or even an entire com

m
unity can be a victim

 

of it. Reading from
 M

orrison and Ghosh it is evident  that the 

involvem
ent of either the colonizers or the W

esterners plays 

an im
portant role on certain group of people for losing their 

sense of Belonging. But in this study it is also evident here that 

native com
m

unities, religious and social groups, or even ow
n 

fam
ily m

em
bers can equally be responsible to trigger the sense 

of U
nBelonging on certain individuals.

A
gain, the craving for Belonging is al so an interesting feature 

to identify. T
he search for a Belonging from

 all the negativities 

around, is a universal tendency and people are constantly 

involved in this process regardless to caste, creed, language, 

race or religion; and this search and crave has been uniquely 

established in this study—
be it a w

ild jungle, or a vessel, or 

a sm
all com

m
unity w

ith varieties of people living together—

peo ple create or recreate their ow
n B

elonging to survive 

from
 the dilem

m
atic identity crisis. Inside those 

“alternate

” 

com
m

unities people connect them
selves w

ith cultural ties or 

m
utual inter-dependency. T

hese com
m

unities ultim
ately project 

a utopian hope of Belonging for the distressed U
nBelonged 

inhabitants.

T
his study also projects the theoretical aspects of Belonging 

and U
nBelonging that exem

plifi es another side of the issue 
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that takes us beyond the fictional boundaries. T

his research 

significantly studies A
m

itav Ghosh

’s depiction of Belonging 

and U
nB

elonging and recognizes the profound connection 

that the notions have w
ith the ideological understating w

ith 

that of T
oni M

orrison. Even though the tw
o authors are very 

m
uch different in their individual approaches, there rem

ains a 

connection betw
een the tw

o—
connection th at pertains not only 

to nativistic them
es, but also to a shared w

orld-view
 in each 

author

’s oeuvre.

E
xistential and P

ossessive C
onstructions: C

om
plex 

P
redicates and A

rgum
ent R

ealization伊　

藤　

千　

鶴

本
論
文
で
は
、
複
合
述
語
を
包
含
す
る
節
に
お
け
る
項
の
実
現
パ
タ
ー
ン

に
つ
い
て
議
論
を
行
い
、
節
内
の
ど
の
意
味
特
性
が
ど
の
よ
う
に
統
語
構
造

の
投
射
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
示
し
な
が
ら
、
節
構
造
と
項
実
現

の
関
係
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
一
章
で
は
、
本
論
で
扱
う
現
象
の
項
実
現
や
項
交
替
の
特
異
性
を
指
摘

し
、
そ
れ
に
対
す
る
解
決
の
概
略
を
示
す
。

第
二
章
で
は
、
形
態
的
に
は
他
動
詞
を
示
す
動
詞
が
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式

「
て
い
る
」
と
結
合
し
た
際
に
、
格
交
替
が
あ
る
現
象
に
つ
い
て
議
論
す

る
。
こ
れ
ま
で
の
理
論
言
語
学
に
お
い
て
、「
て
い
る
」
形
式
が
格
標
示
や

項
実
現
に
関
連
が
あ
る
と
い
う
観
察
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論

文
で
は
所
有
変
化
を
示
す
動
詞
を
補
部
に
と
る
場
合
、
主
格

－

対
格
交
替
が

あ
る
新
事
実
を
指
摘
し
、
主
格T

hem
e

項
を
伴
う
「
て
い
る
」
形
式
を
持

つ
文
を
「
擬
似
存
在
構
文
」
と
呼
び
、
そ
の
統
語
的
・
意
味
的
特
性
を
明
ら

か
に
す
る
。
他
の
格
交
替
の
あ
る
構
文
や
規
範
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
構
文
と
比

較
し
な
が
ら
、
擬
似
存
在
構
文
に
の
み
、
項
実
現
の
阻
止
が
あ
る
こ
と
や
例

外
的
な
場
所
格
を
許
容
す
る
こ
と
や
補
部
に
生
起
で
き
る
動
詞
に
対
し
て
ア

ス
ペ
ク
ト
制
限
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

第
三
章
で
は
二
章
の
観
察
に
基
づ
き
、
擬
似
存
在
構
文
に
お
け
る
動
詞

「
い
る
」
は
単
な
る
ア
ス
ペ
ク
ト
標
示
を
行
う
助
動
詞
で
は
な
く
、
意
味
内

容
を
持
つ
完
全
動
詞
と
し
て
の
機
能
も
保
持
し
て
い
る
と
提
案
し
、
理
論
の

構
築
を
行
う
。
日
本
語
に
は
多
く
の
複
合
動
詞
が
あ
り
、
動
詞
「
い
る
」
の

語
彙
的
な
特
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
擬
似
存
在
構
文
は
、
統
語
的
に
は
他
動

詞
＋
存
在
動
詞
と
い
う
複
合
動
詞
を
形
成
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
典
型
的

な
複
合
動
詞
に
お
け
る
項
の
実
現
パ
タ
ー
ン
を
示
し
な
が
ら
、
擬
似
存
在
構

文
に
お
け
る
項
実
現
の
阻
止
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
の
他
動
詞

－

非
対
格
複

合
動
詞
の
一
般
特
性
と
し
て
導
か
れ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
擬
似
存
在
構

文
に
お
け
る
他
動
詞
と
「
い
る
」
の
ア
ス
ペ
ク
ト
関
係
は
、
複
合
動
詞
に
お
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け
る
主
動
詞
と
補
部
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
関
係
と
一
致
す
る
こ
と
を
示
す

こ
と
で
、
複
合
動
詞
分
析
の
補
強
を
図
る
。
さ
ら
に
、
存
在
動
詞
分
析
に

よ
っ
て
、
例
外
的
に
見
え
る
場
所
格
の
容
認
性
に
つ
い
て
も
統
一
的
な
説
明

が
可
能
と
な
る
こ
と
を
示
す
。

第
四
章
で
は
、A

pplicative

理
論
に
基
づ
き
、
存
在
・
所
有
の
交
替
現

象
の
新
し
い
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
。
特
に
、
所
有
構
文
の
定
性
効
果
に
注
目

し
、
英
語
のT

here
構
文
やH

ave

構
文
の
よ
う
に
汎
言
語
的
に
見
て
も
、

存
在
特
性
と
定
性
効
果
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
所
有
構
文

に
お
け
る
動
詞
「
い
る
」
は
存
在
動
詞
で
あ
り
、A

pplicative

に
よ
っ
て

Possessor

項
が
導
入
さ
れ
、
所
有
の
意
味
が
付
与
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

第
五
章
で
は
、
英
語
と
日
本
語
に
お
け
る
所
有
変
化
動
詞
に
お
け
る
項
実

現
（
与
格
交
替
）
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
ま
ず
、
所
有
変
化
動
詞
は
、
ど
の

よ
う
な
形
式
（
英
語
の
二
重
目
的
語
構
文
と
与
格
構
文
、
あ
る
い
は
日
本
語

の
対
格

－

与
格
構
文
と
与
格

－
対
格
構
文
）
に
お
い
て
も
所
有
変
化
の
意
味

し
か
持
た
ず
、
移
動
変
化
を
表
す
こ
と
が
な
い
こ
と
を
示
し
、
様
々
な
所
有

構
文
と
比
較
し
な
が
ら
、
関
連
す
る
所
有
の
意
味
は
動
詞
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
名
詞
句
内
で
導
入
さ
れ
る
と
提
案
す
る
。
所
有
を
表
す
名
詞
・
動
詞
構

文
に
お
い
て
、
同
一
の
所
有
のSem

antics

が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
仮
定
す

る
こ
と
で
、
所
有
変
化
動
詞
の
与
格
交
替
は
、
所
有
関
係
のPossessor

項

とPossessum

項
の
項
実
現
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
英
語
に
お
い
て
格
交

替
が
あ
る
の
に
対
し
て
日
本
語
に
は
格
交
替
が
な
い
事
実
を
正
し
く
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

第
六
章
で
は
議
論
全
体
の
総
括
を
行
う
。

帰
国
児
童
に
お
け
る
第
二
言
語
と
し
て
の
日
本
語
の
摩
滅

―
韓
国
語
母
語
話
者
を
対
象
と
し
て
―

金　
　
　

昴　

京

本
研
究
は
、
韓
国
語
を
母
語
と
し
第
二
言
語
と
し
て
日
本
語
を
身
に
付
け

た
三
人
の
帰
国
児
童
を
対
象
に
、
第
二
言
語
と
し
て
の
日
本
語
の
摩
滅
の
様

相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
摩
滅
に
焦
点
を
お
き
、
定
期
的
に
収
集
し
た
談
話
資
料
（
統
制
談
話
及

び
自
然
談
話
）
に
基
づ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
摩
滅
の
研
究
に

お
い
て
は
、
個
人
を
縦
断
的
に
調
査
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
つ
つ

も
、
現
実
的
な
制
約
か
ら
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
調
査
対
象
も

英
語
圏
か
ら
の
帰
国
児
童
を
対
象
と
し
た
英
語
の
摩
滅
（
維
持
）
に
焦
点
を

お
き
、
事
例
を
紹
介
す
る
と
い
う
形
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
韓
国
語
を
母
語
と
す
る
三
人
の
帰
国
児
童
を
対
象
に
、
帰
国
後
二

年
間
に
わ
た
っ
て
調
査
を
行
い
、
談
話
資
料
か
ら
変
化
を
記
述
し
、
考
察
す

る
こ
と
で
第
二
言
語
と
し
て
の
日
本
語
の
摩
滅
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
。
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以
下
、
本
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
論
文
は
三
部
構
成
、
全
七

章
か
ら
成
る
。

第
一
部
、
序
論
で
は
本
研
究
の
導
入
を
行
っ
た
。
第
一
章
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
摩
滅
の
研
究
を
概
観
し
た
う
え
で
、
本
研
究
の
意
義
と
立
場
に
つ
い
て

述
べ
た
。
第
二
章
で
は
、
調
査
概
要
を
ま
と
め
た
。

続
く
第
二
部
、
本
論
で
は
調
査
結
果
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。

第
三
章
で
は
、
流
暢
さ
に
焦
点
を
お
き
、
フ
ィ
ラ
ー
、
反
復
、
言
い
淀

み
、
自
己
修
正
の
出
現
数
と
生
起
環
境
か
ら
流
暢
さ
の
変
化
に
つ
い
て
考
察

を
行
い
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
ａ
） 

情
報
処
理
能
力
と
関
係
が
あ
る
非
流
暢
現
象
の
出
現
数
が
、
時

間
が
た
つ
に
つ
れ
増
え
た
こ
と
か
ら
、
三
人
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ン
ト
に
摩
滅
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
ｂ
） 

摩
滅
は
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
進
行
す
る
が
、
六
ヶ
月
前
後
ま

で
は
あ
る
程
度
維
持
さ
れ
、
九
ヶ
月
前
後
を
過
ぎ
る
と
急
激
に

変
化
す
る
。

（
ｃ
） 

年
齢
が
低
い
ほ
ど
摩
滅
が
起
こ
る
時
期
が
早
く
、
摩
滅
の
進
行

が
速
い
。

（
ｄ
） 

摩
滅
の
あ
り
方
と
し
て
は
、retrieval failure

の
後
にcom

-

petence change

が
続
く
。

つ
ま
り
「
思
い
出
す
の
に
時
間
が
か
か
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
初

期
は
時
間
を
か
け
れ
ば
思
い
出
せ
て
い
た
も
の
が
、
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
時

間
を
か
け
て
も
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
方
向
で
変
化
が
進
む
こ
と

が
わ
か
っ
た
。

第
四
章
で
は
、「
時
間
を
か
け
て
も
思
い
出
せ
な
く
な
っ
た
」
後
の
変
化

と
し
て
、
語
彙
の
変
化
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
談
話
に
使
用
さ
れ
た
語
彙
に

つ
い
て
、
量
的
・
質
的
変
化
の
観
点
か
ら
考
察
し
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。（

ｅ
） 

三
人
は
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
日
本
語
母
語
話
者
と
は
異
な
る

語
彙
の
使
用
が
見
ら
れ
る
。

（
ｆ
） 

日
本
語
の
形
式
を
用
い
て
は
い
る
が
、
日
本
語
で
は
必
要
な
区

別
が
な
く
な
る
な
ど
、
ル
ー
ル
が
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。

（
ｇ
） 

日
本
語
の
形
式
を
用
い
て
は
い
る
が
、
意
味
の
面
で
韓
国
語
の

影
響
を
受
け
た
も
の
が
あ
る
。

（
ｈ
） 

日
本
語
の
形
式
と
韓
国
語
の
形
式
が
合
わ
さ
っ
た
形
で
使
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
ｉ
） 

韓
国
語
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
の
談
話
に
用
い
る
こ
と
が

あ
る
。

（
ｊ
） 

時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
韓
国
語
の
影
響
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
使
用
助
詞
に
つ
い
て
、
出
現
形
式
と
そ
の
用
法
に
つ
い
て
考

察
し
た
結
果
、
個
々
の
単
語
で
は
な
く
、
文
法
の
体
系
と
し
て
も
日
本
語
の

規
則
を
単
純
化
し
た
り
、
韓
国
語
の
影
響
を
受
け
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
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具
体
的
に
は
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
ｋ
） 

三
人
は
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
日
本
語
母
語
話
者
と
は
異
な
る

助
詞
の
使
用
が
見
ら
れ
る
。

（
ｌ
） 

日
本
語
の
助
詞
の
用
法
が
単
純
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
ｍ
） 
Ｈ
は
、「
相
手
」
の
用
法
「
に
」
に
変
化
が
現
れ
、
九
ｍ
以
降

「
―
に
会
う
」
が
「
―
を
会
う
」
に
置
き
換
わ
る
。
ま
た
、
助

詞
が
不
要
な
時
を
表
す
名
詞
（「
昔
」）
に
助
詞
を
付
加
す
る
。

ま
た
、
Ｗ
は
「
着
点
」
の
用
法
「
に
」
六
ｍ
以
降
「
―
に
乗

る
」
が
「
―
を
乗
る
」
に
置
き
換
わ
る
。
い
ず
れ
も
特
定
の
単

語
に
反
応
し
て
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
韓
国
語
の
影

響
が
考
え
ら
れ
る
。

（
ｎ
） 

Ｈ
と
Ｗ
は
十
二
ヶ
月
以
降
、
韓
国
語
の
助
詞
を
そ
の
ま
ま
用
い

る
こ
と
が
あ
る
。

（
ｏ
） 

Ｒ
は
三
ヶ
月
と
六
ヶ
月
に
「
の
」
脱
落
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
変

化
は
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
九
ヶ
月
以
降
発
話
量
が
少
な

く
、
ほ
と
ん
ど
一
語
文
で
あ
る
た
め
分
析
が
む
ず
か
し
い
。

（
ｐ
） 

三
人
の
日
本
語
は
中
間
言
語
的
な
特
徴
が
現
れ
る
方
向
へ
と
変

化
し
、
変
化
の
要
因
と
し
て
は
韓
国
語
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
と

日
本
語
の
規
則
の
合
理
化
が
考
え
ら
れ
る
。

第
六
章
は
、
音
声
の
変
化
に
つ
い
て
観
察
し
た
。
音
声
の
変
化
は
他
の
項

目
に
比
べ
変
化
が
現
れ
る
の
が
遅
か
っ
た
。
単
音
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
音

素
連
鎖
の
レ
ベ
ル
で
も
韓
国
語
の
影
響
が
う
か
が
え
た
。

（
ｑ
） 

音
声
面
の
変
化
は
も
っ
と
も
遅
く
現
れ
る
。

（
ｒ
） 

時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
単
音
レ
ベ
ル
で
韓
国
語
の
音
を
用
い
た

り
、
音
素
連
鎖
で
は
韓
国
語
の
規
則
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。

（
ｓ
） 

特
に
、
日
本
語
に
あ
っ
て
韓
国
語
に
な
い
音
（
す
な
わ
ち
、
韓

国
語
で
は
弁
別
要
素
で
は
な
い
濁
音
や
特
殊
拍
）
に
変
化
が
生

じ
る
。
音
や
規
則
に
お
け
る
単
純
化
が
進
ん
で
い
る
と
み
ら
れ

る
。

（
ｔ
） 

た
だ
し
、
一
度
変
化
が
現
れ
た
も
の
で
も
次
の
調
査
期
で
は
正

し
く
発
音
し
た
り
、
同
じ
調
査
期
で
も
間
違
う
場
合
と
間
違
わ

な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
完
全
に
摩
滅
が
起
こ
っ
た
と
い

う
よ
り
は
、
変
化
の
過
程
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
部
は
、
結
論
で
あ
る
。
第
七
章
で
は
、
第
二
部
で
行
っ
た
分
析
を
も

と
に
、
摩
滅
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
こ
こ
で
は
、
摩

滅
に
お
け
る
両
言
語
の
関
係
、
摩
滅
の
あ
り
方
、
摩
滅
の
現
れ
方
、
そ
し
て

摩
滅
に
影
響
を
与
え
る
要
因
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
後
、
ま
と
め
と
今
後

の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
。
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現
代
新
聞
に
お
け
る
略
語
の
使
用
と
定
着
に
関
す
る
コ
ー
パ

ス
言
語
学
的
研
究

Tatiana  K
U
D
OYA

RO
VA

本
論
文
で
は
、
略
語
を
副
次
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
き
た
先
行
研
究
と

は
異
な
る
立
場
を
取
り
、
原
語
・
略
語
間
の
関
係
に
変
化
が
起
こ
り
う
る
可

能
性
を
認
め
て
、
略
語
を
そ
の
使
用
面
か
ら
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の

新
聞
に
お
い
て
略
語
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
定
着
し
て
い
く
の
か
、
そ
の

定
着
を
決
め
る
要
因
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
を
明
ら
か
に
し
た
。

具
体
的
に
は
、
原
語
・
略
語
の
ペ
ア
三
十
組
に
対
し
て
経
年
的
な
量
的
調

査
を
行
っ
た
。
略
語
の
使
用
特
徴
に
よ
っ
て
、
八
つ
の
類
型
が
見
出
さ
れ

た
。一

．
略
語
が
原
語
を
圧
倒
す
る
タ
イ
プ
（「
リ
ス
ト
ラ
」
／
「
リ
ス
ト
ラ

ク
チ
ャ
リ
ン
グ
」、
な
ど
）

二
．
略
語
が
原
語
よ
り
優
勢
で
あ
る
タ
イ
プ
（「
原
子
力
発
電
所
」 － 「
原

発
」、
な
ど
）

三
．
略
語
が
原
語
を
上
回
る
タ
イ
プ
（「
コ
ン
ビ
ニ
」
／
「
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
」、
な
ど
）

四
．
略
語
が
原
語
と
拮
抗
す
る
タ
イ
プ
（「
自
動
販
売
機
」 

－ 「
自
販

機
」、
な
ど
）

五
．
略
語
が
原
語
を
上
回
ら
な
い
タ
イ
プ
（「
携
帯
電
話
」 － 「
携
帯
」、

な
ど
）

六
．
略
語
が
増
え
な
い
タ
イ
プ
（「
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
」 

－ 「
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
」、
な
ど
）

七
．
略
語
が
殆
ど
使
用
さ
れ
な
い
タ
イ
プ
（「
高
速
道
路
」 － 「
高
速
」、

な
ど
）

八
．
略
語
が
不
規
則
に
増
減
す
る
タ
イ
プ
（「
ス
パ
コ
ン
」 － 「
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」、
な
ど
）

経
年
的
な
量
的
調
査
の
結
果
と
し
て
見
出
さ
れ
た
傾
向
を
実
例
で
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
類
型
は
、
や
や
口
語
的
で
あ
る
紙
面
で
の
使
わ
れ
や

す
さ
、
新
聞
独
自
の
文
型
と
の
連
結
性
の
有
無
な
ど
の
よ
う
に
、
新
聞
と
い

う
レ
ジ
ス
タ
ー
に
お
け
る
略
語
使
用
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
上
記
の
八
つ
の
類
型
の
中
で
、
略
語
の
使
用
と
定
着
の
過
程
に
つ
い
て

検
討
で
き
る
事
例
は
、
略
語
が
原
語
を
上
回
ら
な
く
て
も
、
あ
る
程
度
使
用

さ
れ
る
「
携
帯
」
と
、
略
語
が
原
語
を
上
回
っ
て
き
た
「
コ
ン
ビ
ニ
」
の
事

例
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
―
二
〇
〇
六
年
の
間
に
は
、
略
語
「
コ
ン
ビ
ニ
」
の
使
用

が
、
そ
れ
ま
で
略
語
の
選
択
に
影
響
を
与
え
て
い
た
要
因
と
の
関
連
性
が
弱
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ま
わ
り
、
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
字
数
に
よ
る
調
査
結
果
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
体
に
よ
る
影
響
が
ま
だ
多
少
残
っ
て
い
る
。
だ
が
、

「
コ
ン
ビ
ニ
」
は
、
表
現
形
式
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
、
硬
い
事
件

報
道
記
事
の
な
か
で
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
連
結
パ
タ
ー
ン
が
少

し
変
わ
っ
て
き
た
。
ま
た
、
一
回
目
か
ら
の
使
用
も
ど
の
紙
面
で
も
徐
々
に

増
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
略
語
「
コ
ン
ビ
ニ
」
は
、
使
用
さ

れ
始
め
た
時
期
に
比
べ
て
、
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
、
原
語
・
略
語
の
選
択

に
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
要
因
と
ほ
ぼ
関
係
な
く
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。「
携
帯
」
は
、
使
用
の
傾
向
と
し
て
、「
コ
ン
ビ

ニ
」
と
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
略
語
「
携
帯
」
も

会
話
的
な
表
現
か
ら
新
聞
の
中
で
使
わ
れ
始
め
、
最
初
は
文
章
が
そ
れ
ほ
ど

硬
く
な
い
紙
面
の
中
で
、
そ
し
て
字
数
の
多
く
な
い
記
事
の
中
で
使
わ
れ
や

す
い
と
い
え
る
。
但
し
、「
携
帯
」
は
、
使
用
頻
度
が
増
加
し
て
も
、
原
語

を
上
回
る
ま
で
は
及
ば
な
い
略
語
で
あ
る
。

略
語
「
携
帯
」
の
使
用
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
に
な
っ
て
も
、
文
体

的
特
徴
が
か
な
り
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
、
紙
面
別
調
査
、
記
事
文
字
数
に

よ
る
調
査
、
出
現
位
置
に
よ
る
調
査
の
結
果
か
ら
窺
え
る
。
略
語
「
携
帯
」

は
、
字
数
の
少
な
い
記
事
で
は
、
ス
ペ
ー
ス
節
約
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
場

合
が
多
い
。
一
方
、
略
語
「
携
帯
」
が
字
数
の
多
い
記
事
で
使
わ
れ
る
理
由

は
、「
携
帯
」
が
字
数
と
関
係
な
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら

で
は
な
く
、
字
数
が
多
い
記
事
の
文
体
が
略
語
使
用
を
許
容
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

略
語
使
用
と
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
意
味
を
関
係
づ
け
る
調
査
結
果
は
、
あ

く
ま
で
も
仮
説
の
段
階
で
あ
る
。
略
語
使
用
度
数
は
話
題
（
新
聞
紙
面
）
と

関
連
し
て
変
動
し
て
い
る
の
に
対
し
、
略
語
使
用
率
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
意
味

に
よ
っ
て
決
ま
り
、
ど
の
紙
面
で
も
一
定
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
現
象

と
し
て
提
示
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
紙
面
別
調
査
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
話
題
や
ジ
ャ
ン
ル
が
略
語
使
用
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え

ら
れ
、
新
聞
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
は
、
別
の
可
能
性
が
あ
る
と
予
想

で
き
る
。
話
し
言
葉
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
「
生
活
面
」
と
「
オ
ピ
ニ
オ

ン
面
」
が
見
せ
る
結
果
か
ら
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
話
し
言
葉
は
特
に
そ
う

で
あ
る
。

一
方
、「
コ
ン
ビ
ニ
」
と
「
携
帯
」
の
使
用
の
特
徴
、
お
よ
び
原
語
と
の

関
係
を
観
察
し
た
結
果
、
定
着
の
方
向
に
向
い
て
い
る
略
語
と
、
定
着
し
な

い
略
語
の
使
用
実
態
が
大
き
く
異
な
る
要
因
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が

見
出
さ
れ
た
。

一
）
初
出
が
略
語
「
コ
ン
ビ
ニ
」
で
あ
る
用
例
は
ど
の
紙
面
で
も

徐
々
に
増
え
て
き
た
の
に
対
し
、
略
語
「
携
帯
」
が
一
回
目

か
ら
使
用
さ
れ
る
用
例
は
、
言
葉
遣
い
が
や
や
口
語
的
で
あ

る
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
面
」
の
中
だ
け
で
増
え
て
お
り
、
他
の
紙

面
で
は
、
増
加
が
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

二
）
略
語
「
携
帯
」
は
、「
コ
ン
ビ
ニ
」
と
違
っ
て
、
二
〇
〇
六
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年
に
な
っ
て
も
、
も
と
も
と
原
語
「
携
帯
電
話
」
の
使
用
が

圧
倒
的
で
あ
っ
た
表
現
文
型
で
は
相
変
わ
ら
ず
許
容
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
、
連
結
パ
タ
ー
ン
の
調
査
結
果
か
ら
分
か

る
。

加
え
て
、
略
語
「
携
帯
」
が
原
語
の
使
用
を
上
回
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て

考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
略
語
「
携
帯
」
の
俗
語
性
や
、

同
音
衝
突
が
挙
げ
ら
れ
る
。

現
代
日
本
語
に
お
け
る
動
詞
・
条
件
形
の
派
生
用
法
に
関
す

る
記
述
的
研
究

―
「
み
る
」「
い
う
」「
お
も
う
」
を
中
心
に
―

河　
　
　

在　

必

本
論
文
の
目
的
は
、
視
覚
活
動
を
表
す
動
詞
「
み
る
」、
言
語
活
動
を
表

す
動
詞
「
い
う
」、
思
考
活
動
を
表
す
動
詞
「
お
も
う
」
の
条
件
形
を
対
象

に
し
て
、「
親
か
ら
み
れ
ば
、
太
郎
は
可
愛
い
息
子
だ
」「
川
端
康
成
と
い
え

ば
、
日
本
の
代
表
的
な
文
学
者
だ
」「
今
お
も
え
ば
、
昔
の
苦
労
は
い
い
経

験
だ
っ
た
」
の
よ
う
な
派
生
的
な
用
法
の
考
察
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
動

詞
・
条
件
形
に
お
い
て
、
条
件
を
表
さ
な
い
派
生
的
な
用
法
が
あ
る
こ
と
は

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
脱
動
詞
化
の
方
向
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
脱
動
詞
化
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

る
の
か
に
つ
い
て
記
述
し
た
。

本
論
文
の
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
） 

本
来
の
動
詞
・
条
件
形
の
用
法
と
派
生
的
な
用
法
と
で
は
、
文
の
構

造
、
述
語
の
タ
イ
プ
、
動
詞
の
語
彙
面
、
形
態
面
、
使
用
さ
れ
る
形

式
に
お
い
て
、
一
定
の
変
容
が
み
ら
れ
る
。

（
二
） 

派
生
的
な
用
法
で
は
、
動
詞
ら
し
さ
が
失
わ
れ
て
、
文
法
的
な
機
能

が
前
面
化
し
つ
つ
、
他
の
品
詞
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
三
つ
の
動
詞

「
み
る
」「
い
う
」「
お
も
う
」
の
条
件
形
の
間
に
は
、
変
化
の
方
向

に
お
け
る
共
通
点
と
相
違
点
が
あ
る
。

（
三
） 

派
生
的
な
用
法
で
は
、
動
詞
の
語
彙
的
な
意
味
が
薄
れ
る
と
同
時

に
、
文
法
的
な
機
能
を
果
た
す
形
式
に
な
っ
て
い
く
。
文
法
的
な
機

能
及
び
意
味
・
用
法
が
類
似
し
て
い
る
場
合
、
形
式
的
な
違
い
が
み

ら
れ
て
も
言
い
か
え
が
で
き
る
場
合
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
必
ず
し

も
条
件
形
か
ら
派
生
し
た
用
法
の
形
式
が
な
く
て
も
よ
い
場
合
が
出

て
く
る
。

（
四
） 
意
味
・
用
法
が
類
似
し
て
い
る
場
合
、「
み
れ
ば
」「
み
る
と
」
と

「
い
え
ば
」「
い
う
と
」
と
の
言
い
か
え
が
可
能
に
な
る
場
合
が
出
て

く
る
。
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ま
ず
、（
一
）
の
点
に
つ
い
て
、
本
来
の
動
詞
・
条
件
形
の
用
法
と
派
生

的
な
用
法
と
の
違
い
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

本
来
の
動
詞
・
条
件
形
の
用
法

派
生
的
な
用
法

文の構造

文
の
構
造
は
、
二
つ
の
事
象

が
さ
し
だ
さ
れ
る
《
あ
わ
せ

文
》、《
ふ
た
ま
た
述
語
文
》
の

構
造
で
あ
る
。

文
の
構
造
は
《
ひ
と
え
文
》
に

移
行
す
る
（
移
行
し
つ
つ
あ

る
）。

述語の
タイプ

つ
き
そ
い
文
に
さ
し
だ
さ
れ
る

事
象
を
条
件
と
し
て
い
い
お
わ

り
文
に
さ
し
だ
さ
れ
る
事
象
が

成
立
す
る
た
め
、
い
い
お
わ
り

文
は
動
詞
述
語
が
中
心
的
で
あ

る
。

述
語
の
タ
イ
プ
は
、
判
断
や
評

価
を
表
す
名
詞
述
語
、
形
容
詞

述
語
が
中
心
と
な
る
。

語彙的な
意味

語
彙
的
に
は
、「
い
う
」
は
言

語
活
動
、「
お
も
う
」
は
思
考

活
動
を
表
す
。「
み
る
」
の
場

合
、
基
本
的
に
、
視
覚
活
動
を

表
す
。

視
覚
活
動
、
言
語
活
動
、
思
考

活
動
を
表
す
と
い
う
語
彙
的
意

味
が
薄
れ
る
。

形態的
な特徴

つ
き
そ
い
文
の
述
語
で
あ
る
た

め
、
文
法
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

そ
っ
た
語
形
変
化
を
す
る
。

ア
ス
ペ
ク
ト
や
み
と
め
方
に
よ

る
語
形
変
化
が
な
く
な
り
、
語

形
が
固
定
さ
れ
る
。

条件形の使用
における特徴

「
す
る
な
ら
（
ば
）」「
し
た
な

ら
（
ば
）」「
し
た
ら
」「
す
れ

ば
」「
す
る
と
」
の
形
式
が
使

用
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
・
用

法
上
の
違
い
が
存
在
す
る
。

「
す
れ
ば
」「
す
る
と
」
の
形
式

の
使
用
が
中
心
と
な
り
、
文
体

差
を
除
け
ば
、
文
法
的
な
違
い

は
無
く
な
る
。

次
に
（
二
）
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
動
詞
の
「
す
れ
ば
」「
す
る

と
」
の
形
の
脱
動
詞
化
の
方
向
性
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
み
れ
ば
」「
み
る
と
」
「
い
え
ば
」「
い
う
と
」
「
お
も
え
ば
」「
お
も
う
と
」

（
一
）
後
置
詞
化

（
二
）
副
詞
化

（
一
）
後
置
詞
化

（
二
）
副
詞
化

（
三
）
接
続
助
詞
化

（
四
）
接
続
詞
化

（
一
）
接
続
助
詞
化

（
二
）
接
続
詞
化

（
三
）
副
詞
化

（
四
）
後
置
詞
化

次
に
（
三
）
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
（「
お
も

う
」
で
は
起
こ
り
に
く
い
）。

一
）「
み
る
」
の
場
合

判
断
・
評
価
の
《
立
場
》
を
限
定
す
る
場
合
、「
～
か
ら
」「
～
に
し

て
」「
～
で
」
を
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

・
学
生
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
Ａ
先
生
の
授
業
は
難
し
い
。

　
　
　
　
　

↓
〈
に
し
て
／
で
〉

二
）「
い
う
」
の
場
合

《
立
場
》
を
限
定
す
る
場
合
、「
～
で
」
で
も
「
～
か
ら
」
で
も
よ
い
。
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・
学
生
の
立
場
で
い
え
ば
、
難
し
い
数
学
は
面
白
く
な
い
。

　
　
　
　
　

↓
〈
か
ら
〉

ま
た
、
次
の
よ
う
な
《
副
詞
化
》
で
は
、
必
ず
し
も
「
い
え
ば
」「
い

う
と
」
が
な
く
て
も
よ
い
。

　

・
国
の
経
済
状
況
は
、
全
体
的
に
い
え
ば
、
悪
化
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

↓
〈
全
体
的
に
は
〉

次
に
（
四
）
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、「
み
る
」
と
「
い
う
」
の
派
生
的
な

用
法
の
間
に
は
、
文
法
的
な
機
能
及
び
意
味
・
用
法
が
類
似
し
て
い
る
場

合
が
あ
っ
て
、
互
い
に
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、「
お
も
う
」

は
、
そ
の
脱
動
詞
化
の
方
向
が
「
み
る
」「
い
う
」
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。

ま
ず
、「
み
る
」
と
「
い
う
」
を
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ど
ち
ら
で

も
よ
い
場
合
が
で
て
く
る
。

①
「
～
で
」「
～
か
ら
」
に
接
続
し
て
、《
比
較
す
る
側
面
》《
立
場
》

の
限
定
を
す
る
場
合

・
人
口
数
で
︷
み
れ
ば
／
い
え
ば
︸
日
本
よ
り
中
国
の
方
が
圧
倒
的

に
多
い
。

・
読
み
手
の
側
か
ら
︷
み
れ
ば
／
い
え
ば
︸
Ａ
作
家
の
作
品
は
面
白

い
。

②
「
～
か
ら
」
に
接
続
し
て
、《
判
断
材
料
》
の
限
定
を
す
る
場
合

・
経
済
面
か
ら
︷
み
れ
ば
／
い
え
ば
︸
原
発
は
メ
リ
ッ
ト
が
多
い
。

③
副
詞
的
な
形
式
に
接
続
す
る
場
合

・
純
軍
事
的
に
︷
み
れ
ば
／
い
え
ば
︸、
カ
フ
ジ
戦
闘
は
間
違
い
な

く
イ
ラ
ク
軍
の
惨
敗
だ
っ
た
。

し
か
し
、「
お
も
う
」
と
「
み
る
」
の
比
較
、「
お
も
う
と
」
と
「
い
う
」

の
比
較
を
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
い
か
え
ら
れ
な
い
（
言
い
か
え
に
く

い
）。
上
記
に
あ
げ
た
例
は
す
べ
て
「
お
も
え
ば
」
に
は
言
い
か
え
ら
れ
な

い
が
、
下
記
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

①
「
～
を
」
に
接
続
し
て
、《
比
較
基
準
》
の
限
定
を
行
う
場
合

・
前
の
仕
事
の
こ
と
を
︷
お
も
え
ば
／
??
み
れ
ば
／
＊
い
え
ば
︸
今
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の
仕
事
は
楽
だ
。

②
「
～
と
」
に
接
続
し
て
《
接
続
助
詞
化
》
す
る
場
合

・
声
が
し
た
か
と
︷
お
も
え
ば
／
??
み
れ
ば
／
＊
い
え
ば
︸
ド
ア
に

体
当
た
り
し
て
ぶ
つ
か
る
音
が
し
た
。

福
岡
市
方
言
の
言
語
変
化
と
維
持

平　

塚　

雄　

亮

本
研
究
の
目
的
は
、
方
言
接
触
に
よ
っ
て
伝
統
方
言
的
要
素
の
消
失
が
進

む
福
岡
市
方
言
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
非
伝
統
方
言
に
置
き
換
わ

り
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
伝
統
方
言
の
ま
ま
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え

る
、
つ
ま
り
、
言
語
変
化
と
維
持
の
両
方
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
言
語
変
化
と
維
持
に
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の

か
を
考
え
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
諸
方
言
を
対
象

に
し
た
方
言
接
触
研
究
は
、
実
際
に
変
化
が
起
こ
る
要
素
が
記
述
の
中
心
と

な
り
、
研
究
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
変
化
が
起
こ
ら
な
い
要
素
に
つ

い
て
は
、
そ
こ
に
方
言
接
触
の
影
響
が
お
よ
ば
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ

と
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
研
究
で

は
、
変
化
（
非
伝
統
方
言
形
を
受
容
す
る
こ
と
）
に
加
え
、
維
持
（
伝
統
方

言
形
を
使
用
し
続
け
る
こ
と
）
と
い
う
現
象
に
も
注
目
し
つ
つ
記
述
を
行
う

こ
と
で
、
言
語
変
化
の
あ
り
方
を
体
系
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
目
指
す
。

本
研
究
の
分
析
に
際
し
て
は
、
福
岡
市
方
言
の
高
年
層
と
若
年
層
の
自
然

談
話
資
料
を
テ
キ
ス
ト
化
し
た
も
の
を
デ
ー
タ
と
し
て
使
用
し
た
。
福
岡
市

方
言
を
研
究
対
象
と
し
た
の
は
、
先
行
研
究
、
あ
る
い
は
当
該
方
言
を
母
方

言
と
す
る
筆
者
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
観
察
か
ら
、
伝
統
方
言
的
特
徴
の
衰
退

が
は
っ
き
り
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
高
年
層
と
若
年
層
の

談
話
を
そ
れ
ぞ
れ
収
録
し
デ
ー
タ
と
し
た
の
は
、
実
際
の
使
用
実
態
を
観
察

し
、
二
世
代
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
言
語
変
化
を
計
量
的
に
示
す
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
示
す
。
第
一
部
は
、
序
論
で
あ
る
。

序
論
で
は
、
本
研
究
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
導
入
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、

第
一
章
で
言
語
（
方
言
）
接
触
と
言
語
（
方
言
）
の
維
持
に
つ
い
て
、
こ
れ

ま
で
に
ど
の
よ
う
な
視
点
を
も
っ
た
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
ま
と
め

る
。
こ
の
研
究
の
展
望
を
も
と
に
、
本
研
究
が
ど
の
よ
う
に
研
究
史
の
上
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
本
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
も

述
べ
る
。
第
二
章
で
は
、
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
。
こ
こ
で

は
、
福
岡
市
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
つ
い
て
概
観
し
、
ど
の
よ
う
な
話
者
を

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
選
定
し
た
か
に
つ
い
て
も
詳
細
を
述
べ
る
。
第
三
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章
で
は
、
調
査
結
果
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
稿
の
議
論
の
中
心
は
第

二
部
の
四
つ
の
言
語
項
目
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
四
つ
の
項
目
も
含

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
の
変
化
の
段
階
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
こ
の
作
業
に

よ
り
、
第
二
部
の
四
つ
の
項
目
の
変
化
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
確
認
が
行
え

る
こ
と
に
な
る
。

第
二
部
は
、
本
論
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
第
一
部
の
序
論
を
ふ
ま
え
、
言

語
項
目
を
し
ぼ
り
な
が
ら
使
用
実
態
の
分
析
を
行
う
。
第
四
～
七
章
で
は
、

変
化
と
維
持
の
両
方
が
同
時
に
観
察
さ
れ
る
特
徴
、
つ
ま
り
、
高
年
層
と
若

年
層
の
デ
ー
タ
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
今
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
変
化
を

追
う
こ
と
が
で
き
る
項
目
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
第
四
～
七
章
で
取
り
上

げ
る
デ
ハ
ナ
イ
（
カ
）
相
当
形
式
、
準
体
助
詞
、
文
末
詞
タ
イ
、
ア
ス
ペ
ク

ト
マ
ー
カ
の
四
つ
の
項
目
が
、
当
該
方
言
の
変
化
、
方
言
の
維
持
に
つ
い
て

の
観
察
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
部
は
、
結
論
の
章
で
あ
る
。
本
研
究
の
結
論
と
し
て
、（
一
）、

（
二
）
の
二
点
を
の
べ
た
。

（
一
） 

（
ａ
）「
意
味
・
用
法
の
独
自
性
」
は
、
言
語
項
目
に
よ
っ
て
維

持
の
要
因
と
な
る
こ
と
も
、
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。（
ｂ
）

「
使
用
頻
度
」
と
（
ｃ
）「
目
立
ち
や
す
さ
」
は
、
福
岡
市
方
言

の
言
語
変
化
と
維
持
に
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
使
用
頻
度
が

高
い
要
素
が
維
持
さ
れ
、
目
立
ち
や
す
さ
が
低
い
こ
と
が
変
化

の
ス
ピ
ー
ド
を
早
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、

（
ｄ
）「
方
言
マ
ー
カ
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
言
に
お
い
て
は

特
に
存
在
せ
ず
、
維
持
の
要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

（
二
） 

福
岡
市
方
言
の
言
語
変
化
と
維
持
に
か
か
わ
る
要
因
と
し
て
、

（
ｅ
）「
棲
み
分
け
」、（
ｆ
）「
モ
ダ
リ
テ
ィ
へ
の
非
関
与
性
」、

（
ｇ
）「
文
法
的
な
適
格
性
」、（
ｈ
）「
伝
統
方
言
形
の
前
接
」

と
い
う
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
最
後
に
本
論
文
の
付
録
と
し
て
、
高
年
層
と
若
年
層
の
テ
キ
ス
ト

の
一
部
を
掲
載
し
て
い
る
。
全
文
公
開
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
将
来
的
に

テ
キ
ス
ト
の
も
つ
重
要
性
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
が
十
分
に
予
想
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
資
料
的
価
値
を
考
え
て
付
録
と
し
て
い
る
。

「
ガ
エ
・
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
の
建
築
思
想
と
実
践

　

―
内
部
空
間
へ
の
志
向
」

櫻　

間　

裕　

子

本
論
文
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
現
代
ま
で
活
動
を
続
け
た
イ
タ
リ

ア
の
建
築
家
ガ
エ
・
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
（Gae A

ulenti, 1927

－2012

）

の
「
内
部
空
間
」
に
関
す
る
思
想
と
そ
の
制
作
を
、「
新
合
理
主
義

（N
eorazionalism

o

）」
の
建
築
潮
流
の
観
点
か
ら
検
討
し
、
彼
女
の
建
築

平成二十三年度博士論文（課程）要旨



166

の
独
自
性
と
そ
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
戦
後
建
築
史
を
ひ
も
解
く
と
、
反
合
理
主
義
、
有
機
的
建
築
、

ネ
オ
・
リ
バ
テ
ィ
、
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
新
た
な
主
義
主
張
を
示
す
語

が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
一
九
二
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
合
理

主
義
建
築
運
動
以
後
、
合
理
主
義
と
い
う
語
だ
け
で
は
統
一
し
き
れ
な
い

様
々
な
建
築
の
潮
流
が
起
こ
っ
た
状
況
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
ア
ウ
レ
ン

テ
ィ
が
建
築
家
と
し
て
の
活
動
を
始
め
た
の
は
、
ま
さ
に
「
合
理
主
義
建

築
」
か
ら
の
反
動
と
承
継
が
交
差
す
る
混
沌
と
し
た
渦
中
の
こ
と
で
あ
っ

た
。ア

ウ
レ
ン
テ
ィ
は
、
五
〇
、
六
〇
年
代
に
建
築
雑
誌
『
カ
サ
ベ
ラ
』
の
編

集
者
を
務
め
る
傍
ら
、
住
宅
設
計
や
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
デ
ザ
イ
ン
か
ら
始
め

た
。
ま
た
店
舗
設
計
や
ア
パ
ー
ト
の
内
装
設
計
、
舞
台
設
計
な
ど
室
内
の
設

計
を
中
心
に
行
い
、
と
り
わ
け
八
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ル
セ
ー
美
術
館

や
パ
リ
国
立
近
代
美
術
館
の
展
示
空
間
を
設
計
し
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
建

築
家
で
あ
る
。
住
宅
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
デ
ザ
イ
ン
、
美
術
館
建
築
、
舞
台
芸

術
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
様
々
な
分
野
に
ま
た
が
る
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ

の
建
築
及
び
デ
ザ
イ
ン
は
、
単
に
室
内
設
計
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て

い
る
と
い
う
認
識
に
留
ま
ら
ず
、
新
合
理
主
義
的
内
部
空
間
を
実
現
さ
せ
る

と
い
う
設
計
意
図
の
も
と
に
一
貫
し
た
解
釈
を
提
示
し
て
い
た
。

本
論
文
は
以
上
の
見
解
を
出
発
点
と
し
、
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
の
仕
事
を
分
野

毎
に
詳
述
す
る
と
と
も
に
、
時
系
列
的
変
遷
及
び
そ
れ
ら
各
デ
ザ
イ
ン
理
論

の
一
貫
性
と
相
互
補
完
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

第
一
章
で
は
、
建
築
運
動
の
歴
史
変
遷
を
捉
え
、
と
り
わ
け
ア
ル
ド
・

ロ
ッ
シ
の
建
築
論
を
追
う
こ
と
で
、
人
間
を
主
体
と
し
た
「
都
市
」
の
中
に

「
類
型
」
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
「
新
合
理
主
義
」
の
建
築
の
形
式
的
特
徴

を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
に
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
が
設
計
し
た

建
築
を
検
討
し
、「
新
合
理
主
義
」
の
思
想
を
実
践
へ
と
部
分
的
に
実
現
さ

せ
た
事
例
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
二
章
で
は
、「
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
デ

ザ
イ
ン
」
の
事
例
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
室
内
に
配
置
す
る
単
な
る
調
度
品
と

い
う
役
割
だ
け
で
な
く
、
室
内
建
築
か
ら
都
市
建
築
ま
で
尺
度
を
自
在
に
変

え
て
も
な
お
成
立
す
る
「
建
築
内
建
築
」
の
概
念
的
な
模
型
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
三
章
で
は
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
や
パ

リ
国
立
近
代
美
術
館
の
常
設
展
示
室
設
計
案
が
、
新
合
理
主
義
的
「
建
築
内

建
築
」
を
具
現
化
さ
せ
た
重
要
な
設
計
例
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
そ
の
結

果
、
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
が
新
し
い
近
代
美
術
館
像
を
提
出
す
る
こ
と
に
も
成
功

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
四
章
で
は
、
室
内
建
築
と
都

市
建
築
の
二
重
構
造
を
舞
台
空
間
内
で
設
計
す
る
こ
と
で
、
都
市
の
中
に

「
建
築
内
建
築
」
を
構
築
す
る
こ
と
を
、
舞
台
設
計
の
分
野
に
お
い
て
も
試

み
て
い
る
こ
と
を
詳
述
し
た
。
第
五
章
で
は
、
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
た
「
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・

ア
ー
ト
に
対
す
る
「
建
築
的
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
建
築
と
現
代
ア
ー
ト
と
の
接
近
点
を
提
示
し
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た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
の
「
建
築
内
建
築
」
の
堅
牢

性
を
確
認
し
、
双
方
の
表
現
に
お
い
て
も
や
は
り
都
市
的
視
点
に
基
づ
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
本
論
文
は
、
住
宅
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
デ
ザ
イ
ン
、
公
共
建

築
、
舞
台
芸
術
、
現
代
ア
ー
ト
な
ど
様
々
な
分
野
に
跨
る
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
の

建
築
に
一
貫
し
た
解
釈
を
提
示
し
、「
建
築
内
建
築
」
と
い
う
造
形
的
特
徴

を
抽
出
し
た
。
さ
ら
に
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
は
、「
類
型
」、
美
術
館
や
舞
台
空
間

に
お
け
る
「
建
築
内
建
築
」、「
建
築
的
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
設
計
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
新
合
理
主
義
的
意
味
合
い
に
お
け
る
「
都
市
」
を
具
現

化
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
第
三
章
で
述
べ
た
オ
ル
セ
ー
美
術
館
や
パ
リ
国
立
近
代
美
術
館

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
設
計
案
は
、
単
に
フ
ラ
ン
ス
の
主
要
な
国
立
美
術

館
で
あ
る
と
い
う
規
模
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
重
要
視
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

新
合
理
主
義
的
観
点
に
基
づ
い
て
創
り
出
さ
れ
た
、
新
し
い
近
代
美
術
館
の

あ
り
方
を
提
示
し
た
と
い
う
意
味
で
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
、
本
論
文
で
は
主
張
し
て
い
る
。
二
十
世
紀
に
建
設
さ
れ
た
近
現
代
美

術
館
は
、
常
に
新
し
い
芸
術
作
品
の
概
念
が
台
頭
し
て
き
た
状
況
に
対
し

て
、
展
示
空
間
の
あ
り
方
も
ま
た
同
様
に
変
化
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
近
代

美
術
館
と
し
て
の
装
置
の
完
成
形
と
ま
で
言
わ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
で

さ
え
も
、
絶
対
的
な
装
置
と
は
な
ら
な
い
。
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
は
そ
の
よ
う
な

構
造
物
を
敢
え
て
展
示
空
間
内
に
敷
き
つ
め
る
こ
と
で
、
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー

ブ
と
い
う
構
造
物
を
改
め
て
俯
瞰
さ
せ
る
よ
う
な
手
法
を
採
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
そ
の
他
の
美
術
館
建
築
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
と
は
異
な
る
特

筆
す
べ
き
設
計
で
あ
る
。
ま
た
翻
っ
て
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
の
都
市
的
「
建
築
内

建
築
」
と
い
う
設
計
は
、
新
合
理
主
義
の
建
築
が
、
住
宅
や
都
市
計
画
に
お

い
て
の
み
実
現
可
能
な
の
で
は
な
く
、
公
共
空
間
の
内
部
に
お
い
て
も
、
そ

の
表
現
の
幅
を
拡
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
新
合
理
主
義
の
新
た

な
可
能
性
を
本
論
文
は
示
し
て
い
る
。

博
士
論
文
執
筆
の
為
、
貴
重
な
設
計
資
料
や
設
計
に
関
す
る
言
葉
な
ど
惜

し
み
な
く
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
ア
ウ
レ
ン
テ
ィ
な
ら
び
に
ミ
ラ
ノ
の
事
務
所

の
方
々
に
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
二
〇
一
二
年
十
月
末
日
、
ア
ウ
レ
ン

テ
ィ
の
逝
去
の
報
を
遠
い
日
本
で
知
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
ご
冥

福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

A
dalbert S

tifter

の
詩
学

―
『
晩
夏
』
を
め
ぐ
る
「
自
然
」
の
表
象
に
関
す
る
文
化
史
的
考
察
―

中　

野　

逸　

雄

本
論
文
は
十
九
世
紀
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
文
学
者
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
・

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
詩
学
（Poetik

）
の
構
造
を
、
代
表
作
『
晩
夏
』D

er 

N
achsom

m
er

（1857

）
に
お
け
る
「
自
然
」
の
表
象
を
め
ぐ
る
文
化
史
研
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究
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
論
で
は

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
創
作
論
の
特
徴
を
、
今
日
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
研
究
の

課
題
と
も
な
っ
て
い
る
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
論
理
的
著
作
の
綿
密
な
検
討
を

通
し
て
描
き
出
す
。

こ
の
検
討
に
お
い
て
焦
点
と
な
る
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
シ
ュ

テ
ィ
フ
タ
ー
の
創
作
理
念
を
最
も
集
約
す
る
理
論
と
さ
れ
る
代
表
的
短
編
集

『
石
さ
ま
ざ
ま
』Bunte Steine

（1853

）
の
「
序
文
」
に
お
け
る
シ
ュ
テ
ィ

フ
タ
ー
の
自
然
観
を
他
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
理
論
的
著
作
と
の
関
連
を
明

確
化
し
た
上
で
、
体
系
的
に
再
構
成
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

研
究
史
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
美
学
理

論
に
注
目
し
、
カ
ン
ト
の
影
響
下
に
あ
る
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
語
系
美
学
の
受

容
例
を
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
美
の
思
想
の
内
に
再
現
す
る
。

本
論
の
全
体
構
成
と
各
章
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一

章
に
お
い
て
は
二
十
世
紀
に
お
け
る
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
受
容
例
を
『
晩

夏
』
の
作
品
例
を
中
心
に
検
証
し
、
今
日
的
な
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
作
品
受

容
の
在
り
方
と
そ
の
歴
史
的
背
景
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
こ
う
し
た
『
晩

夏
』
の
今
日
的
受
容
の
可
能
性
を
制
約
し
た
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
『
晩
夏
』

へ
と
至
る
創
作
の
論
理
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
、
お
も
に
二
章
か
ら
五
章
に

お
い
て
追
求
す
る
。
続
く
第
二
章
と
第
三
章
は
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
創
作
論

の
中
心
と
目
さ
れ
る
短
編
集
「
石
さ
ま
ざ
ま
」
の
「
序
文
」
の
成
立
史
を
再

構
成
し
、
自
然
の
客
観
的
写
実
を
志
向
す
る
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
創
作
論
と

そ
れ
を
可
能
と
し
た
倫
理
的
主
張
の
関
係
を
明
ら
か
と
す
る
。
四
章
で
は
こ

の
倫
理
的
主
張
が
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
美
の
規
定
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て

い
る
こ
と
を
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
自
身
の
美
学
講
義
の
草
稿
を
下
に
指
摘
す

る
。
そ
し
て
こ
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
美
の
思
想
と
『
晩
夏
』
に
お
け
る
芸

術
観
と
の
緊
密
な
関
係
性
を
明
ら
か
と
し
、
美
と
道
徳
の
結
合
を
志
向
す
る

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
創
作
の
方
法
論
と
「
情
熱
の
批
判
」
と
定
式
化
す
る
。

第
五
章
は
こ
の
「
情
熱
の
批
判
」
と
『
晩
夏
』
と
い
う
物
語
と
の
関
係
を

作
品
の
主
題
で
あ
る
「
愛
」
の
問
題
か
ら
分
析
す
る
。
第
六
章
で
は
、
そ
れ

ま
で
規
定
し
て
き
た
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
「
自
然
」
の
理
想
化
と
客
観
化
を

め
ぐ
る
創
作
の
方
法
論
が
『
晩
夏
』
と
い
う
作
品
で
如
何
に
展
開
さ
れ
い
か

な
る
歴
史
的
背
景
を
持
ち
ど
の
よ
う
に
方
法
論
的
に
展
開
さ
れ
た
の
か
。

「
自
然
と
芸
術
の
趣
味
の
陶
冶
」
と
い
う
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
成
長
に
込
め
ら
れ

た
、『
晩
夏
』
の
物
語
の
方
法
を
『
晩
夏
』
に
お
け
る
「
自
然
」
を
め
ぐ
る

文
化
史
的
背
景
か
ら
再
構
成
す
る
。

本
論
文
で
は
以
上
の
よ
う
な
構
成
と
内
容
に
従
っ
て
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー

の
理
論
的
取
り
組
み
の
目
的
と
展
開
を
『
晩
夏
』
の
成
立
史
と
い
う
観
点
か

ら
綜
合
的
に
集
約
し
た
。
そ
う
し
て
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
に
よ
る
「
自
然
」
と

「
美
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
『
晩
夏
』
と
の
内
在
的
な
関
係
性
を
実
証
す
る
こ

と
で
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
理
論
か
ら
作
品
へ
の
結
実
の
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

加
え
て
本
論
文
は
ド
イ
ツ
観
念
論
と
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
古
典
主
義
に
代
表
さ
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れ
る
十
八
世
紀
以
降
の
美
と
芸
術
を
め
ぐ
る
思
惟
の
伝
統
が
、
如
何
に
シ
ュ

テ
ィ
フ
タ
ー
の
理
論
と
作
品
へ
と
受
容
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
、
認
識
と

倫
理
、
そ
し
て
芸
術
と
倫
理
の
綜
合
を
志
向
す
る
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
詩
学

の
課
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
検
討
し
て
い
る
。『
晩
夏
』
と
い
う

物
語
の
文
化
史
的
背
景
を
、
一
つ
の
物
語
の
中
に
綜
合
さ
れ
た
、
い
わ
ば

「
自
然
」
を
め
ぐ
る
精
神
史
の
再
生
と
い
う
観
点
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
が
本
論
の
最
終
的
な
狙
い
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
本
論
で
の
取
り
組
み
は
、
広
く
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
語
圏
文
化
史

と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
文
学
・
美
学
の
横
断
的
な
交
流
を
捉
え
る

こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
近
年
の
シ
ュ
テ
ィ
フ

タ
ー
研
究
で
求
め
ら
れ
て
い
る
問
題
。
す
な
わ
ち
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
実
作

と
理
論
を
集
約
す
る
課
題
と
は
何
で
あ
る
か
。
と
い
う
問
題
に
シ
ュ
テ
ィ
フ

タ
ー
詩
学
の
分
析
を
通
し
て
答
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

池
玉
瀾
研
究

木　

下　

京　

子

池
玉
瀾
（
一
七
二
八
―
八
四
）
は
江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
画
家
で
あ

り
歌
人
で
あ
る
。
現
在
で
は
池
大
雅
（
一
七
二
三
―
七
六
）
の
妻
と
し
て
広

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
は
女
性
南
画
家

と
し
て
高
い
人
気
を
誇
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
玉
瀾
に
つ
い
て
判

明
し
て
い
る
こ
と
は
限
ら
れ
、
画
家
と
し
て
の
作
品
研
究
も
な
さ
れ
て
い
な

い
状
況
下
に
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
文
に
お
い
て
玉
瀾
の
人
生
と
画
業
の
検
証

を
行
う
こ
と
を
試
み
た
。

第
一
部
「
人
物
研
究
」
で
は
、
各
種
史
料
か
ら
玉
瀾
の
人
生
の
概
略
や
人

間
像
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
玉
瀾
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
各
種
事
典

に
享
保
十
二
年
か
十
三
年
か
の
い
ず
れ
か
で
記
載
さ
れ
明
確
で
は
な
か
っ
た

が
、
菩
提
寺
で
あ
る
西
雲
院
の
過
去
帳
よ
り
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
の

生
れ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
玉
瀾
の
結
婚
年
に
つ
い
て
は
延
亨

三
年
（
一
七
四
六
）
と
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
頃
の
二
説
に
分
か
れ
て
い

る
が
、
考
察
の
末
、
本
稿
で
は
池
大
雅
が
諸
国
遊
歴
か
ら
戻
っ
て
き
た
直
後

に
結
婚
し
た
宝
暦
元
年
説
を
支
持
し
た
。
大
雅
没
後
の
玉
瀾
は
市
中
に
引
越

し
寺
子
屋
を
開
い
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
実
は
大
雅
と
暮
ら
し

た
真
葛
ヶ
原
に
留
ま
り
、
画
を
描
き
な
が
ら
茶
店
を
続
け
て
い
た
も
の
と
考

え
た
。
ま
た
、
玉
瀾
が
冷
泉
家
に
参
内
し
た
際
の
逸
話
が
『
近
世
畸
人
伝
』

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
大
雅
と
玉
瀾
が
冷
泉
為
村
に
和
歌
の
教
え
を

授
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
も
の
の
、
詳
細
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
っ
た
。『
冷
泉
家
門
人
帳
』
を
実
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
入
門
日
が
「
安
永
二
年
十
月
三
日
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
、
そ
れ
は
玉
瀾
四
十
六
歳
の
年
に
当
た
り
、
す
な
わ
ち
晩
年
に
な
っ
て
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か
ら
為
村
に
師
事
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
玉
瀾
の
義
理
の
祖
母
・
梶
子

や
実
母
の
百
合
が
歌
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が
『
梶
の

葉
』
と
『
佐
遊
李
葉
』
の
私
家
集
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ

れ
、
玉
瀾
が
和
歌
と
親
し
み
な
が
ら
育
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
の
だ

が
、
紀
行
文
『
寛
保
三
年
行
』
に
玉
瀾
は
扇
面
に
百
合
の
和
歌
の
た
め
の
下

絵
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
事
実
は
玉
瀾
は
遅
く
と

も
十
代
後
半
に
は
扇
面
に
下
絵
を
描
く
こ
と
で
生
計
を
助
け
て
い
た
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

玉
瀾
の
人
間
像
に
つ
い
て
は
、
そ
の
描
写
が
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け

て
大
き
く
変
容
し
た
こ
と
に
着
目
し
た
。『
近
世
畸
人
伝
』
で
は
玉
瀾
の
奇

人
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
、『
胆
大
小
心
録
』
で
上
田
秋
成
は
玉
瀾
の
容
姿
を
辛

辣
に
表
現
し
て
い
る
が
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
同
内
容
の
逸
話
で
も
時
代

思
潮
が
反
映
さ
れ
、
行
間
か
ら
漂
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
随
分
と
変
化
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
。

幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
の
見
立
番
付
や
品
價
録
で
は
玉
瀾
の
作
品

は
現
在
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
高
値
を
付
け
高
評
価
を
得
て
い
た
が
、

画
家
と
し
て
の
実
力
と
い
う
よ
り
も
、
大
雅
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
の
み
な
ら

ず
、
文
化
文
政
期
か
ら
天
保
期
に
か
け
て
江
戸
で
評
判
と
な
っ
て
い
た
梶
子

や
百
合
と
の
人
気
も
後
押
し
て
、
玉
瀾
の
人
気
は
非
常
に
高
ま
り
伝
説
化
し

た
も
の
と
考
え
た
。
ま
た
、
江
戸
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
先
哲
和
歌
鑒
定
便

覧
巻
之
上
』
に
玉
瀾
の
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
当
時
は
歌
人
と

し
て
も
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一

〇
）
に
『
祇
園
三
女
歌
集
』
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
梶
子
・
百
合
・

玉
瀾
の
三
人
揃
っ
て
の
和
歌
が
再
び
注
目
を
集
め
「
祇
園
三
女
」
と
い
う
言

葉
が
定
着
し
た
も
の
と
推
察
し
た
。

第
二
部
で
は
、『
故
人
諸
名
家
印
章
譜
』
や
『
書
画
必
携
名
家
之
書
』
と

い
っ
た
鑑
定
の
手
引
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
印
章
と
実
作
品
に
押
印
さ
れ
て

い
る
印
章
を
比
較
し
、
種
類
別
に
分
類
し
て
印
譜
を
作
成
し
た
。
そ
の
結

果
、
同
種
異
印
が
複
数
存
在
す
る
印
章
が
明
ら
か
に
な
り
、
基
準
と
す
べ
き

印
章
を
特
定
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
年
記
の
あ
る
作

品
や
画
賛
か
ら
制
作
年
代
が
推
測
さ
れ
る
作
品
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵
「
西
湖

図
襖
」
の
よ
う
な
大
画
面
の
意
欲
作
、
さ
ら
に
は
池
大
雅
作
品
の
影
響
が
強

く
反
映
さ
れ
て
い
る
作
品
を
概
観
し
、
制
作
の
流
れ
を
追
う
こ
と
を
試
み

た
。
と
こ
ろ
が
、
数
種
に
わ
た
り
同
一
図
様
を
持
つ
山
水
図
が
複
数
点
存
在

す
る
事
実
に
も
直
面
し
、
こ
れ
ら
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
真
贋
問
題
は
大
き
な

課
題
と
し
て
残
っ
た
。
草
花
図
の
中
で
も
四
君
子
に
関
し
て
は
表
現
法
が
類

型
化
し
て
い
る
図
様
が
多
く
、
そ
れ
だ
け
に
別
手
と
見
受
け
ら
れ
る
作
品
も

散
見
す
る
。
中
に
は
百
合
と
玉
瀾
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
な
が

ら
書
体
や
画
の
表
現
が
大
き
く
異
な
る
も
の
も
あ
り
、
作
中
の
和
歌
の
書
体

や
変
体
仮
名
の
使
用
法
な
ど
を
細
か
く
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
大
画
面
の
山
水
図
や
草
花
図
と
比
べ
て
、
独
特
の
画
面
空
間
を
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持
つ
小
さ
な
扇
面
画
に
は
優
れ
た
作
品
が
多
い
と
判
断
し
た
。
玉
瀾
が
扇
子

の
特
徴
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
自
由
闊
達
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
も
の
と
考
察
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
現
存
す
る
い
く
つ
か
の
扇

子
に
は
矩
形
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
筆
技
や
水
墨
の
美
し
さ
が
遺
憾
な
く
発

揮
さ
れ
て
い
る
優
品
が
多
い
。『
京
都
名
物
富
貴
地
座
位
』（
一
七
七
七
）

に
、「
画　

真
葛
原
玉
蘭　

下
河
原　

扇
面
の
絵
ハ
蘭
と
竹
や
町
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
生
存
時
に
最
も
評
判
を
呼
ん
で
い
た
の
は
や
は
り

扇
面
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

玉
瀾
は
十
代
で
絵
筆
を
握
り
、
や
が
て
は
母
と
同
じ
よ
う
に
和
歌
を
詠

み
、
自
ら
の
画
に
自
作
和
歌
を
揮
う
よ
う
に
な
っ
た
。
結
婚
後
に
玉
瀾
は
大

雅
の
山
水
図
を
積
極
的
に
学
び
、
晩
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
独
自
の
境
地
の

山
水
を
創
り
上
げ
た
。
そ
の
一
方
で
和
歌
と
画
が
一
体
化
し
た
制
作
を
試

み
、
格
段
に
洗
練
さ
れ
た
自
画
賛
扇
面
画
を
残
す
に
至
っ
た
。
玉
瀾
は
南
画

的
画
風
と
国
風
を
併
せ
持
つ
稀
有
な
画
家
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
で
結
論

と
し
た
。
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