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角卒

題

武

田

和

哉

は

じ

め

に

本
論
考
が
提
出
さ
れ
て
以
来
、
約
四
五
年
の
歳
月
を
経
て
こ
こ
に
公
刊
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
主
に
考
古
学
的
新
知
見
を
は
じ
め
、
契
丹
・

遼
史
の
研
究
は
大
き
く
進
展
し
た
。
さ
ら
に
は
、
世
相
等
の
変
化
に
伴
う
歴
史
学
全
体
の
研
究
動
向
・
志
向
の
推
移
も
大
き
い
。
こ
の
た
め
、

突
如
と
し
て
出
現
し
た
本
論
考
の
主
旨
を
理
解
し
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
や
独
創
点
を
評
価
し
て
現
在
の
研
究
状
況
の
中
へ
組
み
入
れ
て
い
く

に
は
、
当
該
研
究
の
進
展
・
展
開
の
概
要
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
一
助
と
為
す
べ
く
、
解
題
を
付
す
こ
と
と
し
た
い
。

円
ノ
“

ハ叫
U

「
序
論
」

つ
い

て

序
論
で
は
、
著
者
の
問
題
意
識
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
契
丹
・
遼
史
の
研
究
で
は
、
契
丹
八
部
を
は
じ
め
と
す
る
契
丹
人
社
会
の

社
会
構
造
や
部
な
ど
の
社
会
組
織
の
考
察
と
、
社
会
制
度
に
根
ざ
し
た
統
治
制
度
の
解
明
な
ど
の
点
に
主
目
標
が
お
か
れ
て
い
た
。
本
論
で

も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
島
田
正
郎
を
は
じ
め
、
愛
宕
松
男
・
田
村
実
造
ら
の
研
究
が
そ
の
中
心
を
占
め
て
い
る
（
I

）

O

こ
れ
ら
を
踏
ま
え

つ
つ
、
論
考
前
半
で
は
著
帳
集
団
の
性
質
と
統
治
機
構
内
部
で
果
た
し
た
役
割
の
分
析
が
行
わ
れ
、
課
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
論
考
に
先
行
す
る
研
究
成
果
の
中
で
、
契
丹
八
部
を
如
何
な
る
社
会
集
団
と
規
定
す
る
か
と
い
う
テ

l
マ
は
、
島
田
正
郎
・
愛
宕
松
男



の
間
で
既
に
論
争
が
あ
り
（
H
）
、
島
田
は
部
族
的
集
団
、
愛
宕
は
氏
族
的
集
団
と
し
て
捉
え
た
。
そ
の
際
に
島
田
が
根
拠
に
挙
げ
た
、
当
時

の
社
会
に
は
シ
ャ

l
マ
ン
な
ど
の
職
能
者
の
存
在
が
あ
る
の
で
階
層
的
社
会
と
み
な
し
う
る
と
し
た
点
の
妥
当
性
、
ま
た
愛
宕
が
「
フ
ラ
ト

リ
l
・
ト
l
テ
ミ
ズ
ム
説
」
に
よ
り
八
部
を
氏
族
的
集
団
と
規
定
し
た
点
な
ど
は
、
後
年
に
異
な
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
血
）
。

ま
た
南
北
二
重
（
二
元
）
官
制
に
関
し
て
は
、
既
に
津
田
左
右
吉
ら
の
研
究
が
あ
る
も
の
の
（
W

）
、
北
面
官
が
契
丹
人
な
ど
遊
牧
民
統
治

を
、
南
面
官
が
漢
人
な
ど
定
住
民
統
治
を
各
々
担
当
し
た
と
す
る
『
遼
史
』
百
官
志
の
記
述
を
安
直
に
受
け
入
れ
た
内
容
で
あ
り
、
歴
史
的

変
化
を
評
価
で
き
て
い
な
い
側
面
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
は
、
の
ち
に
こ
う
し
た
問
題
点
を
指
摘
す
る
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
（
V
）
、
本

論
考
が
当
時
の
先
行
研
究
に
一
定
程
度
依
拠
し
て
い
る
点
は
致
し
方
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
著
者
自
身
は
こ
う
し
た
点
が
存
在
す
る
こ
と
に

概
ね
気
付
い
て
お
り
、
百
官
志
の
記
事
以
外
に
列
伝
等
の
情
報
も
総
合
的
に
分
析
検
討
す
る
必
要
を
述
べ
て
い
る
（
9
頁
同
行
よ
り
）
。

さ
ら
に
、
遼
朝
（
契
丹
国
）
〔
以
下
「
遼
朝
」
と
略
称
〕
を
い
か
な
る
国
家
と
規
定
す
る
の
か
、
と
い
う
最
大
の
命
題
に
つ
い
て
も
言
及

す
る
。
こ
の
問
題
は
ウ
イ
ッ
ト
フ
オ

l
ゲ
ル
ら
に
よ
る
「
征
服
王
朝
論
」
が
発
端
と
な
り
、
日
本
の
研
究
者
も
そ
れ
に
触
発
さ
れ
る
形
で
戦

後
の
一
時
期
に
は
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
（
羽
）
が
、
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
規
定
は
異
な
っ
て
い
る
（
望
。
そ
の
後
は
当
該
分
野
の
研
究

者
数
の
激
減
も
あ
り
、
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
扱
う
研
究
は
出
現
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
課
題
が
一
定
の
解
決
を
み
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
ま
だ
山
積
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
殊
に
、
近
年
の
考
古
学
的
成
果
の
蓄
積
は
顕
著
で
あ
り
、
新
知
見
の
中
に
は
従

来
の
見
解
を
覆
す
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
咽
）
、
今
後
は
各
種
の
新
知
見
を
踏
ま
え
た
議
論
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
「
征

服
王
朝
」
と
い
う
用
語
の
妥
当
性
も
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
論
考
に
て
「
遼
朝
を
ど
の
系
列
に
入
れ
る
か
に
つ

い
て
あ
ま
り
に
こ
だ
わ
る
の
は
か
え
っ
て
そ
の
冥
の
性
格
を
見
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
（
叩
頁
口
行
よ
り
）
と
述
べ
て
い

る
点
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
間
題
の
要
所
を
的
確
か
つ
端
的
に
衝
い
た
も
の
で
、
著
者
の
卓
越
し
た
認
識
感
覚
を
示
し
て
い
よ
う
。

「
第

編

北

面

官

制

に

お

け

る

著

帳

官

の

持

意
味
」

い

つ

つ

て

解
題
（
武
田
）
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こ
の
部
分
は
論
考
の
前
半
部
分
の
中
核
で
、
著
帳
の
分
析
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
帳
は
、
以
前
か
ら
諸
先
学
も
注
目
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
特
に
島
田
正
郎
に
よ
る
研
究
が
あ
る
（
政
）
。
本
論
考
で
は
島
田
の
説
の
疑
問
点
を
鋭
く
指
摘
し
、
そ
の
上
で
自
説
を
構
築
し
て
い

る
。
そ
の
指
摘
の
多
く
は
、
史
料
解
釈
と
評
価
に
関
わ
る
内
容
で
あ
り
、
概
ね
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
特
に
、
著
帳
官
の
任
用
事
例

を
『
遼
史
』
の
各
所
か
ら
丹
念
に
拾
い
、
そ
の
傾
向
を
帰
納
的
に
分
析
し
た
結
果
「
著
帳
戸
司
の
官
職
は
著
帳
郎
君
よ
り
任
用
せ
ら
れ
、
著

帳
郎
君
院
の
そ
れ
に
は
、
百
官
子
弟
（
中
略
）
が
任
用
せ
ら
れ
て
著
帳
郎
君
の
控
制
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
等
は
、
著
帳
官
を
ふ
り

出
し
に
、
国
家
の
大
官
へ
と
出
世
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
（
幻
頁
凶
行
よ
り
）
こ
と
を
論
証
し
た
点
は
秀
逸
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
著
帳
官
制
の
起
源
と
沿
革
に
も
分
析
の
目
を
向
け
、
「
こ
れ
が
遼
朝
の
朝
官
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
腹
心

部
の
性
格
は
『
遼
史
』
巻
七
三
着
敵
魯
伝
に
「
総
宿
衛
」
と
あ
る
ご
と
く
、
太
祖
の
身
辺
の
護
衛
そ
の
他
宿
衛
の
こ
と
に
任
じ
た
も
の
で

あ
り
、
ま
さ
に
「
腹
心
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
腹
心
部
が
以
後
太
祖
直
属
と
し
て
、
軍
事
的
に
も
大
い
に
そ
の
力
を
ふ
る
う
こ
と
に
な
る
。
よ

っ
て
腹
心
部
は
、
こ
れ
を
斡
魯
染
の
お
こ
り
と
見
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
私
は
こ
れ
は
同
時
に
著
帳
の
起
こ
り
で
も
あ
っ
た
と
思

っ
て
い
る
。
」
（
却
頁
別
行
よ
り
）
と
す
る
指
摘
は
、
類
似
し
た
性
格
を
持
ち
、
か
つ
後
代
の
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
も
引
き
継
が
れ
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
「
斡
魯
乃
木
（
オ
ル
ド
）
」
（
X
）
制
度
の
研
究
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
視
座
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
考
の
公
刊
に
際
し
て
森
安
孝
夫
教
授
が
寄
せ
ら
れ
た
序
文
「
加
藤
修
弘
卒
業
論
文
の
公
刊
に
あ
た
っ
て
」
に
お
い
て
も

説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
論
考
は
執
筆
着
手
の
二
年
近
く
前
に
発
表
さ
れ
た
島
田
正
郎
論
文
「
遼
朝
御
帳
官
孜
」
（
以
下
、
「
島
田
新

論
文
」
と
称
す
る
）
に
つ
い
て
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。
実
は
島
田
新
論
文
で
は
あ
ら
た
め
て
著
帳
官
に
関
し
て
言
及
し
て
お
り
、
前
の
論

文
で
提
示
し
た
見
解
を
か
な
り
修
正
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
著
帳
官
の
出
自
に
関
し
て
は
本
論
考
が
疑
問
あ
り
と
綾
々
指
摘
し
て
い
る
箇
所
は
、
島
田
の
前
論
文
で
は
あ
ま
り
詳
細
な
事
例

検
討
を
行
わ
な
い
ま
ま
著
帳
官
が
著
帳
戸
出
身
者
に
限
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
島
田
新
論
文
の
中
で
は
そ
れ
を
修
正
し
、
聖
宗

朝
あ
た
り
よ
り
百
官
の
子
弟
が
任
用
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
本
論
考
が
御
帳
官
（
著
帳
官
と
は
関
係
が
深
い
）

に
関
す
る
分
析
に
関
し
て
、
そ
れ
が
『
遼
史
』
巻
四
五
百
官
志
一
に
「
北
南
部
族
為
護
衛
」
と
み
え
つ
つ
も
実
態
は
そ
う
で
は
な
く
、
横

-94-



帳
と
国
男
族
の
出
身
者
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
、
「
い
わ
ゆ
る
御
帳
官
は
横
帳
・
国
男
帳
な
ど
の
帝
室
と
特
別
に
関
係
の
深
い
家
柄
の
者
に

ほ
と
ん
ど
独
占
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
却
頁
凶
行
）
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
島
田
新
論
文
に
お
い
て
も
同
様
の
結
論
に
達

し
て
い
る
（
む
。

島
田
新
論
文
に
お
い
て
著
帳
官
に
関
す
る
見
解
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
著
者
が
本
論
考
に
お
い
て
そ
れ
を
把
握
し
損
ね
で
い

た
こ
と
が
重
な
り
、
一
見
す
る
と
島
田
新
論
文
と
本
論
考
に
は
、
類
似
し
た
結
論
や
指
摘
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
本
論
考
に
は
独
自
の
視
点
が
存
在
し
、
そ
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
た
重
要
な
指
摘
が
多
く
存
在
す
る
。

ま
ず
最
も
重
要
な
指
摘
と
し
て
は
、
「
著
帳
戸
司
と
著
帳
郎
君
院
の
二
つ
の
官
職
に
任
用
せ
ら
れ
た
者
を
調
べ
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
事

が
ま
ず
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
帳
戸
司
の
官
職
は
著
帳
郎
君
よ
り
任
用
せ
ら
れ
、
著
帳
郎
君
院
の
そ
れ
に
は
、
百
官
子
弟
（
実

際
に
は
そ
れ
は
も
っ
と
広
く
、
実
人
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
）
が
任
用
せ
ら
れ
て
著
帳
郎
君
の
控
制
に

あ
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
等
は
、
著
帳
官
を
ふ
り
出
し
に
、
国
家
の
大
官
へ
と
出
世
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
（
幻
頁
日
行
）
と
述
べ

て
、
著
帳
戸
司
と
著
帳
郎
君
院
と
の
任
用
上
の
違
い
を
明
確
に
指
摘
し
た
点
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
、
景
宗
朝
あ
た
り
に
侍
衛
の
再
検
討
が
な
さ
れ
た
点
を
指
摘
し
た
点
（
臼
頁
刊
行
）
や
、
さ
ら
に
は
聖
宗
朝
に
お
け
る
美
人
の
任

用
事
例
を
も
と
に
考
察
を
行
っ
た
結
果
、
「
我
々
は
か
く
て
、
異
族
の
盛
大
人
を
支
配
す
る
為
に
著
帳
官
の
持
っ
て
い
た
重
大
な
役
割
を
見
出

さ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
な
わ
ち
美
人
の
有
力
者
の
子
弟
は
若
い
う
ち
に
ま
ず
皇
帝
直
下
の
著
帳
に
入
り
身
辺
の
世
話
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ま
た
実
人
の
よ
り
低
い
者
で
も
何
か
の
折
に
あ
げ
ら
れ
て
護
衛
な
ど
の
任
に
あ
た
り
な
が
ら
皇
帝
と
個
人
的
な
紐
帯
を
作
り
上
げ

る
。
こ
う
し
て
皇
帝
は
異
族
出
身
者
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
と
個
人
的
に
結
ぼ
れ
た
官
僚
予
備
軍
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
皇
帝
は
そ
の

予
備
軍
の
中
か
ら
適
当
な
人
物
を
選
び
出
し
て
盛
大
族
の
治
政
に
あ
た
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
有
力
者
の
子
弟
を
自
己
の
著
帳
下
に
入
れ

て
お
く
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
効
な
人
質
と
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
著
帳
の
北
面
部
族
支
配
に
持
つ
大
き
な
意
味
が
は
っ
き
り
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
五
院
部
・
六
院
部
そ
の
他
契
丹
諸
部
族
に
対
す
る
支
配
に
お
い
て
も
、
著
帳
官
の
持
つ
意
味
は
本
質
的
に
こ
れ
と
か
わ

ら
な
か
っ
た
と
思
う
。
」
（
但
頁
凶
行
）
と
論
じ
、
著
帳
官
制
度
の
本
質
に
鋭
く
迫
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
な
ど
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

解
題
（
武
田
）
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こ
の
ほ
か
、
著
帳
官
制
の
歴
史
的
変
化
を
追
う
く
だ
り
の
中
で
は
興
宗
朝
に
お
け
る
制
度
変
質
の
兆
候
に
つ
い
て
捉
え
た
箇
所
が
あ
り
、

「
興
宗
の
重
照
年
間
よ
り
、
側
近
の
著
帳
官
は
国
男
帳
・
横
帳
と
い
っ
た
一
部
の
勢
力
あ
る
家
柄
に
独
占
さ
れ
、
聖
宗
が
太
祖
以
来
の
腹
心

部
の
伝
統
を
発
展
確
立
し
た
北
面
部
族
支
配
の
為
の
著
帳
官
制
は
、
早
く
も
崩
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
、
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
傾
向
は
次
の
道
宗
朝
に
も
通
じ
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
遼
朝
の
中
央
権
力
と
、
被
支
配
遊
牧
部
族
の
聞
に
は
深

刻
な
間
隙
が
生
じ
、
金
の
勃
興
に
あ
た
っ
て
も
、
全
遊
牧
部
族
の
戦
力
を
糾
合
す
る
こ
と
が
で
き
ず
も
ろ
く
も
崩
壊
し
て
い
く
原
因
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
幻
頁
ロ
行
よ
り
）
と
遼
の
著
帳
官
制
度
の
限
界
に
関
す
る
見
解
も
提
示
す
る
。
こ
の
他
に
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
の

高
い
指
摘
は
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
紙
幅
の
都
合
か
ら
そ
れ
ら
全
て
の
列
挙
は
割
愛
す
る
が
、
い
ず
れ
も
本
論
考
の
考
察
・
分
析
に
よ
り

導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
著
帳
官
制
に
関
す
る
研
究
の
進
展
と
し
て
貴
重
な
内
容
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
考
は
著
帳
官
制
度
の
分
析
を
通
じ
て
、
聖
宗
朝
に
お
け
る
制
度
変
革
を
突
き
止
め
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
対
外
関
係

の
変
化
が
背
後
に
あ
る
と
考
え
る
見
方
が
最
近
で
は
有
力
で
あ
る
。
特
に
一
二
世
紀
以
降
の
契
丹
史
の
研
究
で
は
、
北
宋
と
の
聞
に
檀
淵
の

盟
が
締
結
さ
れ
た
長
期
政
権
で
も
あ
っ
た
聖
宗
朝
の
動
向
と
対
外
関
係
、
さ
ら
に
は
安
定
的
和
平
に
よ
り
生
じ
た
政
治
・
社
会
制
度
等
の
変

質
に
つ
い
て
評
価
・
考
察
を
す
る
論
考
が
数
多
く
提
出
さ
れ
て
お
り
（
担
、
特
に
国
際
関
係
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
唐
朝
滅
亡
以
降
の

新
国
際
秩
序
の
研
究
と
も
関
係
し
て
、
現
下
の
重
要
な
研
究
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
加
え
て
、
大
き
な
社
会
的
要
素
と
し
て
仏
教
の
興
隆

が
あ
る
。
民
族
を
超
え
た
社
会
的
紐
帯
と
し
て
機
能
し
た
仏
教
に
関
し
て
は
本
論
考
の
扱
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
近
年
注
目
す
べ
き
成
果

が
上
が
っ
て
い
る
点
を
紹
介
し
て
お
く
（
日
）

最
後
段
で
は
、
後
代
の
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の

zogH
と
の
比
較
を
試
み
る
。
護
雅
夫
の
研
究
（
叩
）
を
引
用
し
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
初
期
に
お
け

る
主
従
関
係
の
形
態
を
整
理
し
つ
つ
、
遼
の
著
帳
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
遼
の
著
帳
が
そ
の
成
員
に
百
官
子
弟
か
ら
没
籍

人
戸
ま
で
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
一
見
妙
な
性
格
も
、

zoro同
が
そ
の
成
立
事
情
と
し
て
対
等
の
関
係
か
ら
、
隷
属
関
係
ま
で
き
わ
め
て

多
様
な
も
の
を
含
ん
で
い
た
こ
と
と
比
べ
考
え
る
と
決
し
て
北
族
に
お
い
て
は
異
例
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
解
る
。
」
（
必
頁
8
行
よ

り
）
と
し
、
さ
ら
に
「
又
、
著
帳
官
の
任
務
も
、
百
官
志
の
官
名
よ
り
推
察
す
る
限
り
は
、
家
内
雑
役
と
称
し
て
よ
い
種
類
の
こ
と
で
あ
っ

-96-



た
。
ま
た
遼
朝
に
あ
っ
て
は
親
衛
兵
と
し
て
の
役
職
は
、
御
帳
官
と
し
て
特
別
に
著
帳
官
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
起
源
は
等
し
く

太
祖
の
腹
心
部
で
あ
り
、
両
者
に
仕
事
内
容
以
外
の
本
質
的
な
差
は
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
」
（
羽
頁
日
行
よ
り
）
と

結
論
す
る
。
こ
う
し
た
意
欲
的
な
論
及
に
つ
い
て
は
、
森
安
教
授
の
序
文
に
お
い
て
、
そ
の
先
見
性
と
意
義
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
通
り

で
あ
る
。

「

第

二

篇

遼

代

契

丹

部

族

と

部

族

官

制

」

い

つ

て

本
篇
で
は
部
族
制
度
と
官
制
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
は
島
田
正
郎
の
先
行
研
究
を
引
用
・
点
検
し
、
そ
れ
に
対
す
る

私
見
を
述
べ
つ
つ
自
説
を
構
築
す
る
手
法
で
本
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
契
丹
族
の
部
族
制
に
関
し
て
島
田
と
論
争
し
て
い
た
愛
宕

の
見
解
に
対
し
て
は
全
く
言
及
が
な
い
。
こ
の
重
要
問
題
を
全
て
総
括
す
る
に
は
、
恐
ら
く
は
膨
大
な
紙
幅
と
論
及
が
必
要
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
か
ら
、
卒
論
と
し
て
は
敢
え
て
対
象
を
絞
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
来
的
に
は
主
要
な
先
行
研
究
の
把
握
・
評
価
は
必
要
で

あ
る
。つ

い
で
、
部
族
制
度
の
分
析
の
手
始
め
と
し
て
、
迭
刺
部
の
部
長
で
あ
り
、
か
つ
北
面
朝
官
と
し
て
も
扱
わ
れ
て
い
る
北
院
大
王
・
南
院

大
王
に
関
す
る
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
職
位
の
存
在
と
そ
の
役
割
に
関
し
て
は
、
島
田
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
学
は
意
外
に
も
論
及

の
的
と
す
る
こ
と
が
な
く
、
遼
朝
の
主
要
官
制
の
中
で
は
研
究
対
象
と
し
て
は
取
り
残
さ
れ
て
い
た
感
が
あ
っ
た
。
後
年
に
は
そ
れ
を
主
題

と
し
て
扱
う
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
（
担
、
そ
の
結
論
は
本
論
考
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
る
。

本
論
考
で
は
先
の
著
帳
の
分
析
と
同
じ
く
、
北
院
大
王
・
南
院
大
王
の
任
用
事
例
に
つ
い
て
『
遼
史
』
各
所
の
記
述
を
収
集
し
、
そ
れ
を

帰
納
的
手
法
で
分
析
す
る
。
そ
の
結
論
は
概
ね
以
下
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
も
そ
も
太
祖
・
阿
保
機
の
家
柄
は
決
し
て
迭

刺
部
内
の
有
力
家
系
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
の
ち
に
勢
力
撞
頭
し
た
時
も
、
迭
刺
部
内
の
旧
大
勢
力
に
対
す
る
処
遇
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

そ
の
時
太
祖
の
と
っ
た
手
段
は
懐
柔
策
で
あ
っ
て
、
旧
勢
力
を
自
己
の
空
想
上
の
祖
先
と
結
び
つ
け
皇
族
に
列
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
勢

解
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力
下
に
そ
れ
を
吸
収
し
よ
う
と
計
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
成
立
し
た
の
が
二
院
皇
族
帳
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
島
田
の
推
論
は
恐
ら

く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
回
頁
2
行
よ
り
）
と
す
る
点
と
、
「
以
上
に
よ
っ
て
、
二
院
皇
族
の
本
態
が
実
は
旧
迭
刺
部
内
の
実
力
者
の
家
系
に

他
な
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
を
得
た
が
、
そ
こ
で
次
に
二
院
皇
族
出
身
の
北
・
南
院
大
王
を
そ
の
家
系
の
つ
な
が
る
か
ぎ
り
つ
な
げ
て
み
る

と
、
二
六
名
の
全
て
が
三
つ
の
系
列
に
は
っ
き
り
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
」
（
日
頁
8
行
よ
り
）
の
二
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
分
析
を
行
う
に
際
し
て
は
ひ
と
つ
の
前
提
が
あ
り
、
そ
れ
は
島
田
が
主
張
し
て
い
た
所
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
遼

史
』
に
見
え
る
皇
族
の
系
譜
は
い
わ
ば
虚
構
で
あ
り
、
そ
れ
は
島
田
が
「
新
興
勢
力
」
で
あ
っ
た
と
見
な
す
太
祖
が
、
建
国
に
際
し
て
迭
刺

部
内
の
旧
勢
力
と
妥
協
を
し
た
結
果
、
旧
勢
力
を
「
皇
族
扱
い
」
に
仕
立
て
血
縁
的
系
譜
を
「
擬
装
」
す
る
こ
と
で
待
遇
す
る
こ
と
に
し
た

と
す
る
の
が
そ
の
主
旨
で
あ
る
（
日
。
本
論
考
は
そ
の
立
場
を
踏
襲
し
、
そ
の
視
点
に
拠
っ
た
上
で
の
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。

し
か
し
、
島
田
の
説
は
何
ら
か
の
史
料
的
根
拠
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
各
種
の
推
論
等
を
総
合
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
様
々
な
示
唆
に
富
ん
だ
説
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
試
論
と
し
て
分
別
あ
る
扱
い
を
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

か
か
る
所
説
に
完
全
に
依
拠
し
た
上
で
の
論
の
展
開
に
は
、
比
二
か
難
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
遼
朝
皇
族
の
墓

誌
の
出
土
事
例
が
度
々
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
を
も
と
に
宗
室
に
近
い
皇
族
の
系
譜
も
か
な
り
復
原
さ
れ
て
き
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

島
田
説
や
本
論
考
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
比
較
的
遠
い
血
縁
と
さ
れ
て
い
る
所
謂
「
二
院
皇
族
」
に
関
す
る
系
譜
も
、
今
後
出
土
文
字
資
料
に

よ
っ
て
復
原
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
現
状
で
は
新
出
資
料
の
動
向
を
見
守
る
こ
と
が
肝
要
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
北
・
南
院
大
王
の
分
析
に
続
き
、
大
王
と
節
度
使
の
実
態
に
つ
い
て
も
言
及
を
行
う
。
こ
の
部
分
で
は
、
北
院
大
王
と
南
院

大
王
を
含
む
「
大
王
」
職
全
般
に
関
す
る
見
解
を
ま
と
め
よ
う
と
意
図
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
は
北
院
大
王
と
南
院
大
王
の
分
析

に
依
拠
し
た
内
容
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
「
大
王
」
の
事
例
全
体
に
敷
街
す
る
手
法
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
僅
少
で
あ
る

と
い
う
制
約
も
あ
る
た
め
致
し
方
な
い
面
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、
や
は
り
些
一
か
問
題
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
「
収
租
に
関
与
し
た
」
と
い
う
指
摘
自
体
は
興
味
深
い
が
、
「
中
央
か
ら
派
遣
し
た
官
吏
」
と
み
な
し
て
い
る
点
に
は
再
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
本
論
考
に
よ
る
分
析
で
は
、
遼
朝
に
お
い
て
頻
発
し
た
宮
廷
叛
乱
に
お
い
て
幾
た
び
か
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
事
態
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を
収
拾
し
た
北
・
南
大
王
の
役
割
に
関
す
る
評
価
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
宋
人
の
記
録
に
見
え
る
「
南
北
二
玉
、
陸
梁
と
し
て
制
し

難
し
」
（
『
乗
轄
録
』
）
と
い
う
記
述
等
へ
の
顧
慮
も
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
中
央
派
遣
の
官
吏
」
と
い
う
評
価
は
や
は
り

妥
当
で
は
な
い
。
実
は
、
こ
う
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
著
者
自
身
も
本
論
考
の
後
段
部
分
で
は
実
質
的
に
そ
れ
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
も
読
め
る
箇
所
も
あ
っ
て
（
印
頁
日
行
i
m
行
）
、
こ
の
点
に
関
す
る
論
証
で
は
、
論
旨
が
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
状
況
が
看
取
さ
れ
る
。

末
尾
に
は
「
部
族
と
契
丹
人
に
つ
い
て
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
、
当
時
の
部
族
社
会
に
生
き
た
契
丹
人
の
実
態
に
つ
い
て
の
分
析
を
行

っ
て
い
る
。
個
人
と
社
会
集
団
、
さ
ら
に
は
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
は
、
著
者

自
身
あ
る
い
は
著
者
と
同
じ
世
代
の
研
究
者
が
強
く
抱
く
問
題
意
識
が
渉
み
出
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
現
時
点
で
概
ね
四

O
歳
代

よ
り
以
下
の
研
究
者
に
は
希
薄
な
意
識
で
あ
り
、
執
筆
者
の
心
理
的
背
景
に
あ
る
当
時
の
世
相
と
の
違
い
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
研

究
の
志
向
と
し
て
は
重
要
か
つ
真
撃
な
取
り
組
み
と
し
て
評
価
で
き
る
が
、
一
方
で
は
こ
の
部
分
で
は
論
証
に
苦
労
し
て
い
る
面
も
見
受
け

ら
れ
る
。
部
族
の
実
態
に
迫
ろ
う
と
し
た
部
分
は
意
欲
的
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
や
や
空
振
り
の
観
も
否
め
な
い
。
ま
た
理
念
先
行
的
な
結

論
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
冷
静
な
検
討
と
着
実
な
論
証
過
程
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
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「

補

章

遼

室

と

迭

刺

部

」

お

よ

び

「
結
論
」

つ

い

て

「
補
章
」
部
分
で
は
、
遼
室
と
迭
刺
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
島
田
説
に
依
拠
し
た
部
分
が
み

ら
れ
、
論
証
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
た
だ
、
本
論
考
と
は
別
の
論
考
と
し
て
十
分
な
論
証
の
展
開
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
興
味
深
い

結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
は
残
念
で
あ
る
。

「
結
論
」
の
部
分
で
は
、
ま
ず
部
な
ど
の
集
団
に
関
す
る
評
価
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
遼
代
に
お
け
る
契
丹
入
社
会
に
は
、
も
は
や
従

来
の
氏
族
共
同
体
的
な
、
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
部
族
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
」
と
し
、
続
い
て
「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
決
し

て
遼
朝
が
中
央
権
力
に
よ
っ
て
部
族
を
解
体
し
た
た
め
で
は
な
く
、
遊
牧
民
族
と
し
て
の
契
丹
人
の
経
済
的
な
歴
史
の
中
に
お
い
て
す
で
に

解
題
（
武
田
）
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か
か
る
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遊
牧
社
会
の
構
成
単
位
は
そ
れ
ま
で
よ
り
ず
っ
と
小
さ
く
な
り
、
部

族
全
体
が
一
つ
の
紐
帯
で
結
ぼ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
部
族
は
未
だ
伝
統
的
な
地
縁
集
団
と
し
て
の
性

格
を
完
全
に
失
つ
て
は
お
ら
ず
、
部
内
に
お
い
て
は
、
力
の
あ
る
一
族
二
家
が
部
族
の
指
導
力
を
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
花
頁
4
行
よ

り
）
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
。
そ
の
上
で
、
い
く
つ
か
の
結
論
を
提
示
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
点
は
、
政
権
は
部
内
の

実
力
者
に
対
し
て
は
妥
協
策
に
終
始
し
た
と
し
、
そ
の
証
左
こ
そ
が
「
世
官
制
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
世
官
制
だ
け
で
は
政
権
と
の
結
び

つ
き
が
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
「
そ
こ
で
、
単
な
る
妥
協
と
同
時
に
、
思
恵
と
し
て
の
意
味
を
そ
な
え
な
が
ら
も
か
な
り
強
い
中
央
権
力
に

よ
っ
て
部
族
有
力
者
を
皇
帝
と
個
人
的
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
著
帳
官
制
の
目
的
で
あ
っ
た
。
」
と
し
、
ま
た
「
帝
国
の
発
展

に
よ
り
、
よ
り
広
範
な
支
配
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
、
被
支
配
部
族
を
も
か
か
る
擬
制
家
族
的
紐
帯
で
つ
な
ぎ
、
そ
れ
を
皇
帝
中
心
の
家

産
制
的
支
配
の
中
に
く
み
こ
む
た
め
の
積
極
的
な
手
段
」
と
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
（
花
頁
口
行
よ
り
）
。
こ
の
見
解
は
、
『
遼
史
』
の
各
所
に
垣

間
見
え
る
当
時
の
諸
相
を
伝
え
た
部
分
を
腐
心
し
て
収
集
・
分
析
し
た
本
論
考
の
作
業
の
積
み
重
ね
の
上
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
相
応

の
説
得
力
を
持
つ
内
容
で
あ
る
。
本
論
考
の
重
要
な
指
摘
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
、
島
田
が
主
張
す
る
「
太
祖
」
と
「
旧
勢
力
」
の
闘
争
を
想
定
す
る
推
論
に
依
拠
し
て
、
そ
れ
を
著
帳
制
度
の
淵
源
の
ひ
と
つ
と

し
て
見
な
す
視
座
を
構
築
し
た
こ
と
が
影
響
し
、
や
や
結
論
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。

ハUハU

結

本
論
考
に
は
、
特
に
著
帳
に
関
す
る
分
析
と
考
察
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
内
容
が
あ
り
、
今
日
公
刊
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
成
果
が
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
考
が
半
世
紀
近
く
も
前
に
一
学
徒
に
よ
り
卒
業
論
文
と
し
て
編
ま
れ
、
論
証
や
論
の
展
開
な
ど
の
一
部
に

や
や
未
熟
・
暖
昧
な
点
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

長
い
年
月
を
経
て
出
現
し
た
本
論
考
の
中
に
、
新
た
な
研
究
成
果
や
注
目
す
べ
き
視
座
が
見
出
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

も
ち



ろ
ん
著
者
の
着
眼
点
と
論
理
の
秀
逸
さ
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
次
い
で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
契
丹
・
遼
史
の
研

究
が
基
本
的
部
分
に
お
い
て
も
ま
だ
課
題
が
多
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
厳
し
い
現
実
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
内
陸
ア
ジ
ア
史
全
体
の
中
に

お
い
て
、
諸
制
度
の
比
較
研
究
が
ま
だ
進
捗
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。

一
九
七

O
年
前
後
を
境
と
し
て
日
本
に
お
け
る
契
丹
・
遼
史
の
研
究
論
文
は
激
減
し
、
後
続
の
研
究
者
も
僅
少
な
状
況
が
二

O
世
紀
末
頃

ま
で
続
い
た
。
そ
の
聞
に
、
戦
後
活
発
に
行
わ
れ
た
前
述
の
諸
先
学
に
よ
る
研
究
成
果
や
議
論
は
、
い
わ
ば
ほ
と
ん
ど
が
途
中
放
棄
さ
れ
た

よ
う
な
状
態
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
今
世
紀
に
入
り
、
契
丹
・
遼
史
の
新
た
な
研
究
者
が
出
現
し
て
い
る
現
状
で
も
、

こ
れ
ら
の
基
本
的
課
題
の
「
宿
題
」
が
正
面
か
ら
扱
わ
れ
る
機
会
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
言
え
る
。

そ
も
そ
も
、
契
丹
・
遼
史
の
研
究
分
野
と
は
、
東
ア
ジ
ア
や
内
陸
ア
ジ
ア
に
お
け
る
他
の
地
域
・
時
代
の
研
究
課
題
の
理
解
に
も
密
接
に

繋
が
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
「
鍵
」
と
な
る
歴
史
的
事
象
が
顕
著
に
観
察
で
き
る
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
そ
の
「
鍵
」
と
な
る
歴
史
的
事
象

と
は
な
に
か
。
第
一
に
は
、
遊
牧
民
と
定
住
民
と
い
う
習
俗
・
生
活
様
式
・
言
語
の
異
な
る
民
族
が
、
明
確
に
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な

ど
の
違
い
を
認
識
し
つ
つ
も
、
ひ
と
つ
の
国
家
体
制
内
に
お
い
て
新
た
な
統
治
制
度
の
創
案
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
共
生
共
存
を
図
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
そ
の
体
制
が
一
定
期
問
機
能
し
続
け
た
こ
と
。
第
二
に
は
、
単
に
統
治
体
制
の
み
な
ら
ず
、
言
語
・
宗
教
・
文
化
の
面
で
も

遊
牧
民
と
定
住
民
の
結
節
・
融
和
の
様
相
が
み
ら
れ
、
独
自
の
文
化
が
展
開
し
た
こ
と
。
第
三
に
は
、
都
市
制
度
の
構
築
が
代
表
例
で
あ
る

よ
う
に
、
遊
牧
地
帯
に
お
け
る
地
域
統
治
拠
点
や
連
絡
手
段
等
の
整
備
と
、
そ
れ
に
伴
う
定
住
民
の
可
住
地
域
の
拡
大
に
よ
っ
て
新
た
な
物

質
生
産
・
流
通
の
展
開
が
お
こ
り
、
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
後
代
の
政
権
・
国
家
に
お
い
て
も
採
用
・
踏
襲
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
的
事
象
の
中
に
は
、
東
ア
ジ
ア
史
や
内
陸
ア
ジ
ア
史
、
ひ
い
て
は
世
界
史
の
各
所
に
見
ら
れ
る
民
族

問
題
や
文
化
接
触
、
生
産
様
式
の
変
化
な
ど
の
諸
問
題
の
解
明
・
理
解
に
も
有
益
な
示
唆
が
多
く
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
本
論
考
の
序
論
の
中
で
も
ず
ば
り
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
国
が
「
中
華

的
」
な
国
家
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
「
北
族
」
・
「
内
陸
ア
ジ
ア
」
的
な
国
家
な
の
か
と
い
う
二
者
択
一
的
で
、
か
つ
、
あ
ま
り
生
産
的

で
は
な
い
議
論
が
主
流
を
占
め
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
正
当
な
理
解
の
た
め
の
視
座
が
歪
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

解
題
（
武
田
）
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人
目
的
に
は
恐
ら
く
遼
朝
の
過
半
数
を
占
め
て
い
た
定
住
民
、
特
に
漢
人
と
湖
海
人
の
果
た
し
た
役
割
や
諸
活
動
に
関
す
る
研
究
は
、
契
丹

人
の
社
会
を
扱
っ
た
研
究
よ
り
も
は
る
か
に
僅
少
で
あ
る
。

こ
の
国
に
お
い
て
顕
著
に
観
察
さ
れ
る
「
鍵
」
と
な
る
歴
史
的
事
象
の
解
明
の
た
め
に
は
、
こ
の
国
の
支
配
層
で
あ
っ
た
契
丹
人
の
社
会

や
制
度
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
国
の
中
で
各
種
の
技
術
・
生
産
面
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
漢
人
や
湖
海
人
な
ど
定
住
民
の
動
向
や
諸
活

動
の
研
究
の
成
果
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
加
味
さ
れ
な
け
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
そ
の
本
質
は
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
（
刊
）
。

本
論
考
は
、
見
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
遼
朝
史
研
究
の
課
題
を
想
起
さ
せ
る
と
と
も
に
、
内
陸
ア
ジ
ア
史
全
体
に
お
け
る
諸
制
度
の
比
較
検

討
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
内
容
で
も
あ
る
。
御
覧
に
な
る
諸
氏
に
お
か
れ
て
は
、
荒
削
り
な
内
容
な
が
ら
も
そ
の
中
に
見
出
し
う
る
著
者
の

揮
身
の
指
摘
や
真
撃
な
取
り
組
み
の
成
果
を
是
非
と
も
、
投
み
と
っ
て
頂
き
た
く
思
う
。
本
論
考
に
対
し
て
正
当
な
理
解
と
評
価
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
解
題
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

解

題

注

つ山
門
H
U

一
九
五
四
中
津
印
刷
の
ち
汲
古
書
院
よ
り
復
刊
一
九
七
三
、
同
『
遼
代
社
会
史
研
究
』
三
和
書
房
一
九
五
二
、
の

一
九
七
八
、
同
『
遼
朝
官
制
の
研
究
』
創
文
社
一
九
七
八
、
同
『
遼
朝
史
の
研
究
』
創
文
社
一
九
七
九
、
愛
宕
松
男
『
契

丹
古
代
史
の
研
究
』
東
洋
史
研
究
会
一
九
五
九
、
同
『
愛
宕
松
男
東
洋
史
学
論
集
』
三
一
一
二
書
房
一
九
九

O
、
田
村
実
造
『
中
国
征
服
王
朝
の
研

究
』
上
・
中
・
下
東
洋
史
研
究
会
一
九
六
四
・
一
九
七
一
・
一
九
八
五
。

（H
）
愛
宕
松
男
「
契
丹

E
E
部
族
制
の
研
究
」
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
一
二
一
九
五
二
、
の
ち
前
掲
解
題
注
（
I
）
愛
宕
一
九
五
九
・
一
九
九

O

に
再
録
。
島
田
正
郎
「
遼
代
に
於
け
る
契
丹
人
の
婚
姻
に
つ
い
て
」
『
史
学
雑
誌
』
五
三
了
九
一
九
四
二
、
の
ち
前
掲
解
題
注
（
I
）
島
田
一
九
七
九

に
再
録
。
同
「
再
び
契
丹
の
婚
姻
に
つ
い
て
」
『
法
律
論
叢
』
二
九
ー
二
・
三
一
九
五
五
の
ち
前
掲
解
題
注
（
I
）
島
田
一
九
七
九
に
再
録
。

（E
）
武
田
和
哉
「
遼
朝
の
着
姓
と
園
田
男
族
の
構
造
」
『
立
命
館
文
学
』
五
三
七
一
九
九
七
、
同
「
斎
孝
恭
墓
誌
よ
り
み
た
契
丹
国
（
遼
朝
）
の
姓
と
婚
姻
」
『
内

島
田
正
郎
『
遼
制
之
研
究
』

ち
巌
南
堂
書
店
よ
り
復
刊



陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
二

O
二
O
O
玉。

（
町
）
津
田
左
右
吉
「
遼
の
制
度
の
二
重
体
系
」
『
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
五
一
九
一
九
、
の
ち
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
二
一

に
再
録
。
若
城
久
治
郎
「
遼
の
枢
密
使
に
就
い
て
」
『
満
蒙
史
論
叢
』
二
一
九
三
九
。

（V
）
武
田
和
哉
「
契
丹
国
（
遼
朝
）
の
北
・
南
枢
密
使
制
度
と
南
北
二
重
官
制
に
つ
い
て
」
『
立
命
館
東
洋
史
学
』
二
四
二

O
O
一。

い
わ
ゆ
る
「
征
服
王
朝
」
論
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
補
注
の
（
一
）
を
参
照
。

森
安
孝
夫
「
湖
海
か
ら
契
丹
へ
」
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
七
学
生
社
一
九
八
二
。

杉
山
E
明
『
疾
駆
す
る
草
原
の
征
服
者
遼
西
夏
金
元
』
講
談
社
二

O
O
五。

島
田
正
郎
「
著
帳
戸
」
『
遼
代
社
会
史
研
究
』
三
和
書
房
一
九
五
二
。

斡
魯
染
に
関
す
る
諸
研
究
は
、
補
注
の
（
一

O
）
を
参
照
。

島
田
正
郎
「
遼
朝
御
帳
官
孜
」
『
法
律
論
叢
』
三
八
ー
一
一
九
六
回
、
の
ち
前
掲
解
題
注
（
I
）
島
田
一
九
七
八
に
再
録
。

壇
淵
の
盟
お
よ
び
契
丹
・
遼
を
と
り
ま
く
国
際
関
係
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
補
注
の
（
八
）
を
参
照
。

契
丹
・
遼
に
お
け
る
仏
教
に
関
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
は
、
補
注
の
（
二
五
）
を
参
照
。

護
雅
夫
「
Z
存
骨
考
」
『
史
学
雑
誌
』
六
一
八
一
九
五
二
。

武
田
和
哉
「
遼
朝
の
北
院
大
王
・
南
院
大
王
に
つ
い
て
」
『
立
命
館
史
学
』
一

O

一
九
六
四
岩
波
書
店

（
明
日
）

（四）
（

咽

）

（医）

（
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）
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引

）

（日）
（畑）

（叩）
（日）
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1
Eよ

一
九
八
九
、
何
天
明
『
遼
代
政
権
機
構
史
稿
』
内
蒙
古
大
学
出
版

ネ土

二
O
O
四。

（叩）
（四）

島
田
正
郎
「
皇
族
帳
」
『
遼
代
社
会
史
研
究
』
一
ニ
和
書
房

前
掲
解
題
注
（
刊
）
森
安
孝
夫
論
文
、
お
よ
び
武
田
和
哉
「
契
丹
国
（
遼
朝
）
の
成
立
と
中
華
文
化
圏
の
拡
大
」
菊
池
俊
彦
編
『
北
東
ア
ジ
ア
の
歴

史
と
文
化
』
北
海
道
大
学
出
版
会
二

O
一
O
。

一
九
五
二
。

解
題
（
武
田
）




