
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
。

リ

ス
ト

「
農
業
・
て
業
・
南
業
の
関
係
な
ら
び
に
古
代
の
経
済
史
に
関
し
て
」

i

住

ノ弘;、

I口|

彦

七六五四三二一

問
題
の
所
在

匿
名
氏
の
リ
ス
ト
批
判

農
業
と
工
菜
の
因
果
関
連

イ
ギ
リ
ス
近
代
史
の
分
析
視
角
(
以
上
、
第
一
五
伝
一
刊
す
所
載
)

生
産
力
に
お
け
る
東
方
古
代
と
近
代
な
い
し
ヨ
I
ロ
ヲ
パ

古
典
古
代
の
位
置
づ
け

リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
の
構
造

五
匿
名
氏
と
リ
ス
ト
と
の
対
立
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
者
の
拠
っ
て
立
つ
階
級
の
経
済
的
利
害
の
対

立
な
ら
び
に
そ
れ
に
相
即
す
る
淘
国
の
現
状
に
つ
い
て
の
判
断
の
相
違
に
土
ろ
も
の
で
あ
っ
た
半
工
問
、
ま
た
照
史
の
発
展
に
関
す
る
両
者

の
歴
史
認
識
の
差
異
に
も
左
ず
く
、
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
匿
名
民
は
リ
ス
ト
の
所
説
会
現
状
分
析
お
よ
び
沢
代
の
史
実
に
関
す

る
実
証
的
批
判
に
の
み
と
ど
め
ず
、

よ
り
恨
出
的
に
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
の
拠
っ
て
立
つ
論
拠
の
総
体
を
打
ち
破
る
べ
く
、

近
代
よ
り

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

八
七



フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
同

入
八

透
か
古
代
の
歴
史
に
ま
で
遡
っ
て
い
く

J

匿
名
氏
は
い
う
。

「
リ
ス
ト
同
士
は
古
代
国
家
に
つ
い
て
全
然
関
知
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
彼
の
恨
拠
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
〔
が
ど
ん
な
程
度
か
〕
を
容
易
に
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
国
家
の
歴
史
に
よ
っ
て
、

リ
ス
ト
の
体
系
は
崩
れ
去
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ギ
リ
シ
ャ
は
文
明
の
あ
る
高
さ
を
示

し
た
ば
か
り
で
な
く
、

ま
た
芸
術
の
日
も
く
ら
む
ば
か
り
の
間
記
、

弁
論
術
、

武
の
天
才
、

稀
に
み
る
ほ
ど
の
国
家
理
性
、

最
高
の
哲

学
、
最
も
自
由
な
諸
制
度
を
も
呈
一
目
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ス
ト
氏
が
「
工
業
の
唯
一
の
果
実
で
あ
る
と
思
っ
た
』
す
べ
て
の
美
と
偉
大
さ

が
そ
こ
に
花
咲
い
て
い
た
。
た
だ
工
業
だ
け
が
な
か
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
は
こ
の
す
べ
て
を
農
業
と
商
業
と
に
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
。
古
代

い
く
ら
か
商
業
を
も
営
ん
で
い
た
。
パ
ピ
ロ
ニ
ア
も
農
業
だ
け
だ
し
、

ガ
ル
テ
ン

か
ら
農
業
を
学
び
、
こ
れ
を
媒
介
に
し
て
イ
タ
リ
ア
を
一
倍
の
農
園
に
改
造
し
た
。
ヴ
ェ
ニ
ス
は
文
字
通
り
の
商
業
圏
で
あ
っ
た
と
い
え

エ
ジ
プ
ト
は
農
業
だ
け
の
国
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
は
サ
ピ

l
ネ
ル
族

ょ
う
し
、

ス
ペ
イ
ン
は
農
業
と
商
業
と
だ
け
で
豊
か
に
な
り
、

か
つ
ま
た
強
大
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
、

イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
と
て
も
同

様
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
世
紀
中
葉
に
(
い
わ
ゆ
る
コ
ル
ベ

1
ル
の
時
代
に
)
工
業
を
保
護
し
た
が
、

し
か
し
「
そ
の
力

と
栄
光
と
は
、
む
し
ろ
土
地
所
有
貴
族
に
感
謝
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
』
。
皇
帝
時
代
ま
で
工
業
家
層
は
従
属
的
な
役
割
を
演
じ
た
に

な
く
、

イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
は
地
主
購
の
う
え
に
や
す
ら
う
も
の
で
あ
る
。
政
府
が
借
款
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
、

〈

1
)

ひ
と
り
地
主
居
に
の
み
そ
の
資
金
源
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
L

工
業
家
層
に
で

す
ぎ
な
い
。

匿
名
氏
の
リ
ス
ト
批
判
は
、
こ
う
し
て
古
代
ま
で
も
包
括
す
る
広
大
な
歴
史
を
舞
台
に
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

し

ま
や
リ
ス
ト
と
の
対
立
は
い
よ
い
よ
鋭
く
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、

リ
ス
ト
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
匿
名
氏
の
批
判
は
そ
の

視
野
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
誤
謬
を
も
ま
た
一
一
層
拡
大
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
で
あ
る
。
匿

名
氏
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
リ
ス
ト
の
つ
国
民
的
体
系
」
の
な
か
で
歴
史
発
展
の
原
動
力
を
工
業
力
に
求
め
た
の
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る



ら
も
間
違
い
だ
ら
け
の
見
解
な
の
だ
が
)
、

が
、
そ
れ
は
突
は
リ
ス
ト
が
も
っ
ぱ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
史
に
史
実
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
た
点
に
あ
り
(
匿
名
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
す

古
代
を
含
め
な
い
で
性
急
に
歴
史
を
整
序
し
た
そ
の
視
野
の
狭
さ
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ

れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
匿
名
氏
は
古
代
の
史
実
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

リ
ノ
ス
ト
の
見
解
の
誤
り
を
一
一
層
明
確
に
一
不
す

こ
と
が
で
き
る
と
み
た
の
で
あ
る
。

し
台、

し

リ
ス
ト
が
「
国
民
的
体
系
」
で
主
張
の
根
拠
を
も
っ
ぱ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
史
の
担
に
求

め
、
古
代
経
済
史
を
絞
述
の
対
象
か
ら
は
ず
し
た
の
は
、
匿
名
氏
の
考
え
た
以
上
に
さ
ら
に
深
い
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
る

ほ
ど
古
代
世
界
は
蒸
気
力
や
複
雑
な
機
械
を
動
力
と
す
る
工
業
と
い
っ
た
も
の
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

し
か
し
、
そ
の
こ
と

工
業
は
な
か
っ
た
か
、
殆
ど
無
に
ひ
と
し
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
風
に
き
め
つ
け

さ
わ

て
は
な
ら
な
い
。
リ
ス
ト
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
匿
名
氏
の
よ
う
に
結
論
す
る
前
に
、
実
は
も
っ
と
究
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

に
よ
っ
て
古
代
は
農
業
と
商
業
の
み
で
発
達
し
、

題
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、

リ
ス
ト
は
あ
え
て
古
代
史
を
彼
の
絞
述
の
対
象
か
ら
は
ず
し
た
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題

が
そ
こ
に
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

リ
ス
ト
は
、
そ
れ
を
古
代
と
近
代
と
の
拠
っ
て
立
つ
経
済
的
基
盤
が
全
く
ち
が
っ
て
い
た
と
い

う
点
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
リ
ス
ト
の
掠
自
な
歴
史
認
識
の
根
本
に
か
か
わ
る
亘
要
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
つ
ぎ
に
し
ば
ら
く
リ

ス
ト
の
説
明
を
き
く
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
の
み
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う
で
あ
る
。

「
文
明
に
よ
っ
て
富
と
勢
力
と
に
秀
で
た
と
こ
ろ
の
最
古
の
す
べ
て
の
民
放
は
、
近
代
の
文
明
諸
民
族
と
は
主
と
し
て
彼
ら
が
住
ん
で

い
た
土
地
の
自
然
な
、
異
常
な
ま
で
の
豊
能
性
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
古
代
の
著
者
た
ち
の
言
に
な
に
ほ
ど
か
の
信
び

ょ
う
さ
を
お
こ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
古
代
イ
ン
ド
、
エ
ジ
プ
ト
、
パ
ピ
ロ
ニ
ア
は
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
比
較

に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
地
味
が
肥
沃
で
あ
っ
た
。
。
フ
リ
ニ
ウ
ス
は
エ
ジ
プ
ト
の
〔
単
位
面
積
当
り
の
〕
収
穫
量
は
〔
播
種
量
の
〕

一O
O

倍、

ピ
ザ
ン
チ
ン
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
の
あ
る
地
方
で
は
一
五

O
倍
と
み
つ
も
っ
て
い
る
。

ワ
ル
ロ
は
シ
リ
ア
に
つ
い
て
一

O
O倍、

ニ巳

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
帥

j¥. 
九



フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
帥

九
O 

ト
ル
リ
ア
で
は
一
一

O
か
ら
三

O
倍
と
み
つ
も
り
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
リ
ビ
ア
と
パ
ピ
ロ
ニ
ア
に
つ
い
て
二

O
Oか
ら
三

O
O倍
と
見
て
い

る
。
ま
だ
農
業
が
低
い
発
達
段
階
に
あ
っ
た
そ
の
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
収
穫
量
が
一

O
倍
も

豊
か
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

こ
の
評
価
が
た
と
え
誇
張
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、

や
は
り
つ
ね
に
認
め
て
お
く
べ
き
こ
と
な
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
自
然
が
す
べ
て
を
与
え
た
の
だ
。
濯
翫
施
設
を
除
く
と
き
に
は
、
資
本
の
投
下
は
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
近
か
っ
た
し
、
収

穫
に
比
例
し
て
そ
れ
に
必
要
な
労
働
は
ま
っ
た
く
と
る
に
足
ら
な
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
近
代
の
文
化
諸
国
で
は
、
そ
れ
に
反
し
て
数
世

紀
前
ま
で
は
コ
一
な
い
し
四
倍
以
上
は
と
う
て
い
穫
れ
な
か
っ
た
し
、
も
っ
と
多
く
穀
物
を
得
ょ
う
と
す
れ
ば
、
土
地
に
よ
り
多
く
の
労
働

と
資
本
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
ぎ
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
も
ま
だ
近
代
文
明
諸
国

の
ハ
土
地
の
〕
生
産
性
は
、
古
代
諸
国
の
そ
れ
の
一

O
分
の
一
に
も
達
し
て
い
な
い
。
こ
の
相
違
か
ら
、
以
下
の
重
要
な
帰
結
が
導
き
だ
さ

れ
て
く
る
。
古
代
の
諸
民
族
は
濯
蹴
と
い
う
事
業
を
の
ぞ
く
な
ら
ば
、
大
量
の
人
聞
を
養
う
た
め
に
技
術
発
展
上
の
い
か
な
る
高
い
水
準

を
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
人
口
の
一

O
分
の
一
は
技
能
・
経
験
・
労
働
を
さ
ほ
ど
多
く
費
消
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
他
の
一

O
分

の
九
の
人
口
を
養
う
こ
と
が
で
き
た
し
、

だ
か
ら
こ
そ
一
方
で
は
こ
れ
ら
の
人
々
が
戦
争
や
寺
院
の
勤
め
に
し
た
が
っ
た
り
、
あ
る
い
は

そ
れ
ら
の
国
々
で
カ
ス
ト
制
度
が
形
成
さ

マ
ニ
ユ
プ
ア
ク
ナ
ユ
ア

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
無
為
の
徒
が
額
に
汗
す
る
こ
と
は
ま
ず
ま
ず
少
な
く
生
活
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
工
業
の
農
業
に
対
す
る

い
た
ず
ら
な
る
怠
堕
に
身
を
つ
い
や
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

影
響
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
お
け
る
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
め
ざ
ま
し
く
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
農
業
で
使
用

さ
れ
た
農
器
具
は
す
ぐ
れ
て
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
下
層
の
カ
ス
ト
は
生
活
上
の
楽
し
み
の
増
大
、
財
産
の
蓄
積
お
よ
び
そ
れ
か
ら

芽
生
え
る
勤
勉
・
節
約
・
進
歩
へ
の
顧
慮
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
土
地
か
ら

マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
ナ
ユ
プ

の
収
穫
が
さ
ら
に
少
な
か
っ
た
だ
け
に
、
工
業
-
は
農
業
に
対
し
て
一
層
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
作
用
を
お
よ
ぼ
し
た
の
で
あ
り
、
諸



高
族
の
進
歩
は
、

た
と
え
透
か
に
困
難
か
っ
緩
徐
で
あ
っ
た
と
ほ
い
え
、
古
代
の
諸
島
族
に
お
げ
る
場
合
よ
り
も
ず
っ
と
永
続
し
て
裕
福

な
状
態
を
も
た
ら
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
少
量
の
土
地
の
与
え
る
収
益
は
生
産
者
、
の
、
非
生
産
者
に
対
す
る
関
係
を
一
層
多
く
好
都
合
に
し

た
し
、
労
働
は
次
第
次
第
に
自
由
と
な
り
、
土
地
所
有
も
私
的
所
有
と
な
っ
た
し
、
資
本
蓄
積
の
必
然
性
と
改
良
さ
れ
た
器
具
'
な
ら
び
に
方

法
の
優
越
さ
は
、

さ
ら
に
多
く
勤
勉
・
節
約
・
文
化
の
改
善
へ
と
駆
り
た
て
る
結
果
と
な
っ
た

Q

古
代
で
は
農
業
生
産
の
余
剰
は
大
部
分

門
生
産
者
に
〕
等
価
を
も
た
ら
し
た
り
、
そ
の
状
態
の
改
善
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
こ
と
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
無
為
の
徒
を
養
う

の
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
の
に
反
し
て
、
近
代
で
は
〔
そ
う
し
た
〕
余
剰
は
農
業
に
お
い
て
は
自
由
な
労
働
と
土
地
の
私
的
占
取
の
も
と
に
、

一
層
住
み
心
地
を
良
く
す
る
た
め
に
家
財
や
農
器
具
・
衣
服
な
ど
を
多
く
し
、
改
良
し
、
ま
た
彼
の
占
有
す
る
土
地
の
収
益
を
高
め
る
た

め
に
必
要
な
手
段
を
講
入
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
は
じ
め
て
〔
近
代
で
は
U

工
業
が
古
代
に
お
け

る
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
農
業
に
対
し
て
多
大
の
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
所
以
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

以
上
や
や
長
き
に
失
す
る
ほ
ど
に
リ
ス
ト
の
説
く
と
こ
ろ
を
引
用
し
た
の
は
、
実
は
こ
の
な
か
に
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
の
基
礎
視
角
が

き
わ
め
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
れ
を
東
方
古
代
と
近
代
な
い
し
ヨ
l
ロ
ッ
バ
と
の
比
較
と
い
う
か
た

ち
で
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
東
方
古
代
の
経
済
は
そ
の
究
極
の
拠
り

rこ
ろ
を
土
地
の
異
常
な
ま
で
の
肥
沃
さ
に
お
い
て
い
た
。
そ
こ

で
は
、

リ
ス
ト
の
少
し
く
誇
張
し
た
表
現
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
自
然
に
多
少
の
人
力
を
加
え
る
だ
け
で
人
口
の
一

O
分
の
九
を
養
う
に

足
り
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
自
然
の
肥
沃
さ
は
農
業
上
の
生
産
用
具
を
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
簡
単
な
原
始
的
な
レ
ヴ
ェ
ル

そ
う
し
た
労
働
手
段
を
生
産
す
る
工
業
部
門
の
発
達
を
も
低
い
段
階
に
抑
え
て
し
ま
う
方
向
に
作

用
し
た
。
、
も
ち
ろ
ん
、
リ
ス
ト
は
東
方
古
代
に
お
け
る
社
会
的
分
業
の
発
展
が
相
対
的
に
低
い
段
階
に
と
ど
ま
ヮ
た
所
以
を
、
こ
う
し
た
土

地
の
肥
沃
さ
に
だ
け
求
め
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
土
地
の
肥
沃
さ
が
そ
う
し
た
方
向
ピ
作
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
他
商
社
会
的

に
と
ど
め
て
し
ま
う
こ
と
に
上
っ
て
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
何

九



ブリ
l
ド
り
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
片

九

な
諸
要
因
が
協
働
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ス
ト
は
、

〈

4
)

そ
の
場
合
と
く
に
カ
ス
ト
制
度
の
形
成
を
重
視
し
て
い
る
。
カ
ス
ト
制
度
の
形
成
も
ま

た
、
そ
の
由
来
を
辿
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
結
局
は
土
地
の
肥
沃
さ
に
起
因
す
る
土
地
生
産
性
の
高
さ
と
、

し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
場
合
に

は
そ
れ
に
反
比
例
す
る
労
働
生
産
性
の
低
さ
と
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
カ
ス
ト
制
度
は
一
端
成
立
し
た
の
ち
は
、

そ
れ
に

寄
生
す
る
多
く
の
人
口
が
そ
の
社
会
に
生
じ
る
余
剰
生
産
物
を
い
た
、
ず
ら
に
喰
い
つ
ぶ
し
、

く
す
る
と
と
も
に
、
他
面
下
層
の
カ
ス
ト
を
し
て
、

か
く
て
再
び
生
産
に
投
下
す
る
部
分
を
少
な

「
生
活
上
の
楽
し
み
の
増
大
、
財
産
の
蓄
積
お
よ
び
そ
れ
か
ら
芽
生
え
る
勤
勉
・
節

約
・
進
歩
へ
の
顧
慮
に
よ
っ
て
刺
戟
」
を
う
け
る
機
会
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
ど
う
り
の
生
活

(
H
単
純
再
生
産
)
に
甘

ん
じ
る
ほ
か
な
い
状
態
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

カ
ス
ト
制
度
は
前
述
の
土
地
生
産
力
の
要
因
と
協
働
し
て
、

全
体
と
し

て
東
方
古
代
の
経
済
な
停
滞
き
せ
る
方
向
に
作
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
事
情
は
「
正
に
逆
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
土

地
の
地
味
は
や
せ
て
お
り
、
収
穫
は
碩
に
汗
寸
る
激
し
い
労
働
の
結
果
で
あ
っ
た
。
自
然
の
ま
ま
で
は
良
質
の
耕
地
が
少
な
い
と
い
う
歴

史
的
な
事
情
は
、
生
産
者

(
H
農
民
U

の
社
会
的
な
重
要
度
を
高
め
る
と
と
も
に
、
ま
た
労
働
を
自
由
に

L
土
地
の
私
的
所
宥
を
成
立
さ

せ
る
方
向
に
作
用
し
た
。
自
由
労
働
と
土
地
の
私
的
所
有
に
も
と
ず
く
独
立
自
由
な
農
民
層
の
形
成
は
、
そ
の
内
部
に
資
本
蓄
積
の
必
然

性
と
絶
え
ま
な
い
労
働
要
具
・
方
法
の
改
善
へ
の
意
欲
を
芽
生
え
さ
せ
、
勤
勉
・
節
約
と
い
っ
た
す
ぐ
れ
て
生
産
力
的
な
エ
ー
ト
ス
を
鍛

え
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
近
代
で
は
農
民
層
の
あ
い
だ
に
作
り
だ
さ
れ
る
余
剰
部
分
は
国
家
経
営
の
改
善
と
収
益
の
増
大
に

必
要
な
資
財
・
要
具
そ
の
他
の
手
段
の
購
入
に
再
投
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
ら
の
手
元
に
蓄
え
ら
れ
る
余
剰
生
産
物
日
富

は
、
労
働
用
具
そ
の
他
の
「
購
入
ー
一
の
た
め
に
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
貨
幣
形
態
を
と
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

リ

ス
ト
の
こ
の
部
分
に
関
す
る
妓
述
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
農
民
層
が
こ
の
段
階
で
は
か
な
り
の
程
度
に
ま
で
商
品
H

貨
幣
経
済
の

網
の
日
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
、

い
い
か
え
れ
ば
一
面
で
は
独
立
の
商
品
生
産
者
で
あ
る
こ
と
を
リ
ス
ト
が
念
頭
に
お
き
つ
つ
論
じ



ハ
7
V

て
い
る
と
推
定
し
て
よ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
リ
ス
ト
は
、

こ
の
よ
う
に
東
方
古
代
と
近
代
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
比
較
対

照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
伎
の
独
自
な
歴
史
認
識
を
支
え
て
い
る
卦
外
な
い
し
か
恥
を
、
ま
ざ
ま
ざ

生
産
力
の
発
展
と
い
う
看

点
か
ら
世
界
史
を
担
え
る
こ
と
で
あ
り

と
浮
彫
り
に
し
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
の
歴
史
認
識
の
基
礎
に
お
か
れ
た
問
題
視
角
こ
そ
は
、

と
く
に
近
代
的
生
産
力
の
歴
史
的
形
成
を
農
業
生
産
力
の
質
と
い
う
面
で
っ
か
む
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
は
近
代
的
生
産
力
の
特
徴
を
工
業
力
に
お
い
て
理
解
す
る
「
国
民
的
体
系
」
の
立
場
が
一
一
層
深
め
ら
れ
て
、
そ
う
し
た
近

代
に
独
自
な
工
業
力
の
形
成
が
、
実
は
そ
れ
以
前
に
中
世
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
特
有
な
歴
史
事
情
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
農
業
力
の
特

質
に
よ
っ
て
探
く
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
ま
で
至
っ
て
い
る
事
態
が
、
は
っ
き
り
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
リ
ス
ト
が
、
こ
の
よ
う
な
東
方
古
代
と
近
代
な
い
し
ヨ

I
ロ
ヅ
パ
と
を
比
較
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
に
独
自

な
生
産
力
の
歴
史
的
性
格
も
し
く
は
構
造
な
明
ら
か
に
し
よ
う
と
意
図
し
た
場
合
、
当
然
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
も
r
升
ム
即
応

b
Hひ
か

h
v
h
b
骨
再
応
か
各
島
小
裡
心
岱
晶
、
、
合
ホ
ふ
ト
、
と
い
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
事
実
こ
れ
は
お
よ
そ
そ
う
し
た
世
界
史
を
構
想
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
く
り
か
え
し
て
っ
き
当
る
困
難
な
問
題
で
あ

hht
リ
ス
ト
も
ま
た
彼
な
り
に
そ
れ
に
つ
い
て
興
味
深
い
考
慮
を
は
ら
っ

つ
ぎ
に
リ
ス
ト
に
お
け
る
古
典
古
代
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

(

1

)

苛

-
E由同・
4
『
目
同
町
内

-d-g-
怠由

I品
目

0

・
国
家
な
い
し
都
市
の
興
隆
を
農
業
お
よ
び
商
業
の
発
達
'
と
い
う
宥
点
か
ら
説
明
す
る
匿
名
氏
の

見
解
は
、
当
時
リ
ス
ト
の
そ
れ
よ
り
も
一
般
的
で
(
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
で
は
)
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
リ
ス
ト
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
は

思
想
史
上
と
く
に
重
視
さ
れ
て
よ
い
メ
1
ザ
1
の
場
合
で
も
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
や
は
り
同
様
な
主
張
が
み

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
場
合
商
業
と
工
業
に
繁
栄
の
基
礎
を
お
い
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
と
、
「
農
業
が
商
業
を
と
も
な
わ
ず
に
蛍
ま
れ
て
い
る
」

G
E
2
5
Z
C
8
2
2自
己
目
円
宮
司
君

2
H
8・
4
8
ω
-
H
P
〉

Z
5
3・

H

∞
ぷ
U-2--w
同・

3
∞
戸
)
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
を
比
較
し
て
商
業
の
重
要
さ

を
強
調
す
る
点
で
独
自
な
も
の
が
あ
り
、
伎
の
こ
う
し
た
見
解
の
背
後
に
ハ
ン
ザ
諸
都
市
の
強
大
な
勢
力
に
対
す
る
認
識
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
あ

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

九



ブ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

九
四

ろ
う
と
の
ツ
イ
ン
マ

l
マ
ン
の
推
定
は
、
お
そ
ら
く
肯
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
c
〈

m
f
出

c
E
N
O
N
H
B
B
R
E
E
H
Y
∞
片
山
三

-
H
N
2
E
ロロ
ι
巧
宵
1

仲

田
岳
山
口

σ己
』

5
Z回
忌
O
回
目
ア
同
町
口
回
忌
ω
ω
・
∞

-a-
ゴ
・
し
た
、
が
っ
て
、
メ

1
ザ

l
と
リ
ス
ト
と
の
思
想
史
上
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
な
お
充
分

に
た
ち
入
っ
た
検
討
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
後
段
に
お
い
て
改
め
て
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
2
)

ピ
2
・
4
『
R
r
d・

2
・
8
c
l
S
N・
こ
の
箇
所
は
、
す
で
に
小
林
昇
氏
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
(
同
氏
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヅ

ヒ
・
リ
ス
ト
の
生
産
力
論
L

、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
八
。
一
四
二
l

一
四
回
頁
)
o

一
言
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
箇
所
の
理
解
の
仕
方
に

つ
い
て
、
筆
者
は
小
林
氏
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
。
た
だ
、
小
林
氏
の
説
明
が
そ
こ
で
終
っ
て
い
る
の
に
対
L
て
、
筆
者
の
解
釈
は
実
怯
そ
の

あ
と
に
つ
づ
く
リ
ス
ト
の
行
論
も
含
め
て
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
全
体
と
し
て
な
に
ほ
ど
か
相
違
が

生
じ
で
く
る
こ
と
に
な
る
。

(
3
)
リ
ス
ト
が
述
べ
て
い
る
東
方
古
代
諸
国
の
収
量
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
小
林
氏
も
確
め
得
な
か
っ
た
旨
を
註
で
記
し
て
お
ら
れ
る
が
、
筆
者
も
こ

の
論
稿
を
書
き
あ
げ
る
ま
で
に
は
充
分
な
資
料
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
飯
沼
二
郎
「
農
業
技
術
序
説
」
(
「
人
文
学
報
」
一
四
号
、
一
九
六

一
)
は
、
そ
う
し
た
「
自
然
」
の
問
題
を
き
わ
め
て
巨
視
的
な
看
点
か
ら
扱
っ
て
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、

リ
ス
ト
が
東
方
古
代
諸
国
に
お
け
る
生
産
力
発
展
の
停
滞
性
を
土
地
生
産
力
の
低
さ
の
問
題
に
究
極
的
に
は
帰
着
さ
せ
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
濯
瓶
施
設

だ
け
が
唯
一
の
投
資
対
象
た
り
得
た
と
述
べ
て
い
る
点
は
、
そ
の
後
の
研
究
史
で
こ
の
間
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
だ
け
に
、
彼
の
史
眼
の

鋭
さ
が
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
o

〈

mF
・】・

2
2
2円
P
H
H吋日間同昨日
8
2
4
E
N丘町
o
p
剖
『
田
岳
山
口
問

Z
P
呂町日・

(
4
〉
リ
ス
ト
が
東
方
古
代
の
社
会
構
造
を
「
カ
ス
ト
制
度
」
と
し
て
特
徴
事
つ
け
た
の
は
、
あ
る
い
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
殺
述
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
す
る
当
時

の
市
民
常
識
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
l
は
、
そ
れ
に
ふ
れ
て
若
干
の
批
判
を
加
え
て
い
る
。
「
エ
ジ

プ
ト
に
『
カ
ス
ト
』
が
存
在
し
た
と
は
な
が
い
こ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
(
と
く
に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
を
典
拠
と
し
て
)
。
:
:
:
〔
し
か
し
、
こ

こ
で
は
〕
職
業
の
世
襲
性
は
、
宗
教
的
『
不
浄
』
の
観
念
が
職
業
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
結
果
と
し
て
、
通
婚

g
ロロ戸ず
Z
B
の
禁
止
の
意
味
で
の

カ
ス
ト
形
成
を
も
意
味
し
な
け
れ
ば
、
ま
た
職
業
の
ツ
ン
フ
ト
的
封
鎖
性
の
意
味
で
の
カ
ス
ト
形
成
を
も
意
味
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
o

〈
包
:

戸
当
巾
Z
P
K
F
唱
R
Z
F笠
宮
山
田

Z

E

E
仲良

Z
F
E
H
O白血回目
B
己件目
k
t
戸内田山門

N
m
Nロ
円
ω
口

N
E
I
E
E
4『
目
立
田
与
え
仲
田
岡
巾
田
口

E
n
F
Z・

5
N少

m-
三
・
(
渡
辺
・
弓
削
訳
、
「
古
代
社
会
経
済
史
」
、
東
洋
経
済
新
報
社
二
九
五
九
。
一
四
一
頁
)
0

た
だ
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
さ
し
あ
た
っ

、、

て
、
そ
う
し
た
点
の
当
否
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
リ
ス
ト
が
カ
ス
ト
制
度
で
も
っ
て
東
方
古
代
を
特
徴
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代
な
い
し
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
社
会
構
造
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
、
い
い
う
べ
く
ば
生
産
力
の
発
展
段
階
が
ま
っ
た
く
異
な
ワ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。



〈

5
)

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
有
蓄
農
業
が
森
林
の
開
墾
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
歴
史
的
事
情
を
決
定
的
に
重
視
し
て
い
る
。

(
た
と
え
ば
、
東
方
古
代
の
回
問
看
皆
回
開

E
ロ
岡
田
宵
ロ
ロ
ミ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
巧
即
日
a
E
H
H
E円
を
対
比
さ
せ
る
仕
方
を
想
起
せ
よ
0

4
『巾
HumF
当
日
吋
ア

田口

E
g
m
g
n
E
n
v
F
]由
N
品・

ω・
2
・
黒
正
・
青
山
訳
「
一
般
社
会
経
済
史
要
論
」

ω、
岩
波
書
庖
、
一
九
五
四
。
一
四
五
頁
)
。
な
お
、
古
代

末
期
に
お
け
る
北
方
へ
の
内
陸
植
民
と
、
そ
れ
が
農
民
層
の
経
済
的
比
重
を
高
め
て
い
く
方
向
に
帰
結
し
た
諸
理
由
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
l
パ

1
の
前

掲
「
古
代
農
業
事
情
」
の
お
わ
り
に
み
ら
れ
る
古
代
と
中
世
に
関
す
る
有
名
な
比
較
論
を
参
照
。

、
、
、
、

(
6
)

リ
ス
ト
が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
東
方
古
代
と
比
べ
て
近
代
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
独
自
な
農
業
力
の
性
格
は
独
立
自
由
な
農
民
層
に
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

っ
て
担
わ
れ
た
点
に
あ
り
、
そ
れ
は
労
働
の
自
由
と
土
地
の
私
的
所
有

(
H
経
済
の
独
立
)
に
立
脚
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
う
し
た
客

観
的
条
件
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
一
方
で
は
労
働
生
産
性
の
め
ざ
ま
し
い
向
上
、
他
方
で
は
そ
れ
を
内
側
か
ら
支
え
る
勤
勉
・
節
約
・
周

到
と
い
っ
た
生
産
力
的
な
近
代
的
諸
徳
性
の
形
成
が
可
能
と
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
近
代
的
生
産
力
形
成
史
に
関
す
る
こ
う
し
た
リ
ス
ト

の
理
解
の
仕
方
は
、
お
ど
ろ
く
べ
き
ほ
ど
に
大
塚
久
雄
氏
の
所
説
と
の
一
致
を
み
せ
て
い
る
。
た
と
九
ば
、
同
氏
「
生
産
力
に
お
け
る
東
洋
と
西
洋
」

(
「
近
代
資
本
主
義
の
起
点
」
所
収
、
学
生
書
一
房
一
、
一
九
四
九
)
の
行
論
を
参
照
。
だ
が
こ
の
点
は
、
す
で
に
小
林
氏
が
い
ち
早
く
注
目
し
た
と
こ
ろ
で

も
あ
っ
た
(
小
林
「
前
掲
書
」
一
四
七
頁
)
。
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
リ
ス
ト
が
そ
う
し
た
客
観
的
諸
要
因
の
存
在
を
指
示
し
つ
つ
、
し
か
も
彼
の
関

、
、
、
、

心
が
と
く
に
生
産
力
の
主
体
的
要
因
で
あ
る
労
働
力
の
質
の
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
に
、
行
論
上
と
く
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

(

7

)

リ
ス
ト
の
叙
述
で
は
、
こ
の
点
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
後
述
す
る
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
と
思
う
が
、
し

か
し
、
こ
の
場
合
リ
ス
ト
が
事
実
上
封
建
社
会
解
体
期
の
農
民
層
を
脳
裡
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
行
論
の
前
後
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。
た
だ
、
リ
ス
ト
に
は
ヴ
ェ

l
パ
ー
の
よ
う
な
「
特
殊
近
代
的
」
者
自
民
広
島

B
a
aロ
刊
と
い
っ
た
用
語
法
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
筆

者
の
興
味
も
、
あ
る
意
味
で
は
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
の
構
造
の
理
解
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(

8

)

さ
し
あ
た
っ
て
止
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
と
し
て
は
、
一
つ
は
近
代
的
農
業
力
は
近
代
的
工
業
力
の
影
響
の
下
で
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
や

zf

z三
宮
ロ
乞
田
宮
芯
5
・
m・
ω
宮
・
)
、
「
こ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
近
代
的
工
業
力
自
身
を
生
ん
だ
特
定
の
歴
史
的
主
体
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
固
有
な
貧
し

い
土
地
の
生
産
力
に
対
抗
し
つ
つ
自
ら
を
能
動
的
・
合
理
的
・
計
画
的
性
格
に
形
成
し
た
、
特
定
の
類
型
を
持
つ
人
聞
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
得

た
と
さ
れ
る
」
(
小
林
「
前
提
書
」
一
四
六
頁
)
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
リ
ス
ト
の
場
合
、
そ
う
し
た
近
代
的
生
産
力
を
特
徴
づ
け
る
と
こ
ろ
の

工
業
力
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
農
業
力
が
、
い
っ
て
み
れ
ば
近
代
に
独
自
な
名
目
呂
田
口
何
回
目
。
ι巾
円
ロ
目
と
い
う
か
た
ち
で
で
は
な
く
、
む
し
ろ
古

代
に
対
比
し
て
西
ヨ

I
ロ
ヲ
パ
的
農
業
力
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
問
題
の
こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
な
お
後
段
で
少
し
く
た
ち
入
っ
て

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

九
玉



フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

九
六

述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

(
9
)

戦
後
わ
が
国
の
歴
史
学
界
で
盛
に
討
議
さ
れ
た
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
(
そ
の
起
点
と
し
て
は
、
歴
史
学
研
究
会
編
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」

一
九
四
九
)
を
め
ぐ
る
論
争
を
想
起
さ
れ
た
い
。
こ
の
点
は
、
し
か
し
単
に
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
に
お
い
て
だ
け
の
問
題
で
は
、
も
と
よ
り
な
い
。
世

界
史
の
全
貌
を
総
括
し
よ
う
と
い
う
試
み
の
う
ち
、
戦
後
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ
は
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ケ
ル
ン
司
ユ
ロ
宮
門
口
の
編
集
に
か
か

る

目

2
2
2
宮
戸
孟

-rgω
号
・
・
即
日
司
ロ
忌
巴
1
5
2・
で
あ
る
が
、
古
典
古
代
が
始
め
て
登
場
す
る
第
三
巻
は
、
『
ロ
巾
吋

KFE田片山巾ぬ開
Z
2
7

回
目
』
と
題
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
序
文

(
F
X
N
〈
出
回
〕

2
2
に
よ
る
)
に
は
古
典
古
代
を
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
包
摂
し
て
一
個
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

化
共
同
体
の
一
環
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
強
く
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
な
お
、
安
藤
英
治
「
ク
リ
ス
ト
ア
ア

-
F
I
ソ
ン
に
お
け
る
歴
史
意

識
に
つ
い
て
」
(
「
政
治
経
済
論
叢
L

七
三
号
、
「
ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
の
文
化
断
絶
説
に
関
す
る
一
研
究
」
(
向
、
八
ノ
一
、
三
)
、
「
ロ
ス
ト
フ
ツ
ェ
フ

の
古
代
社
会
研
究
の
一
断
面
」
(
同
、
一
一
ノ
一
)
の
一
連
の
研
究
は
、
近
代
的
エ
ー
ト
ス
の
根
源
を
深
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
世
界
の
形
成
過
程
の
裡

に
求
め
る
構
想
に
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
本
稿
の
テ
I
マ
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
。

六
東
方
古
代
と
近
代
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
対
比
と
い
う
か
た
ち
で
近
代
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
生
産
力
の
歴
史

的
性
格
を
鋭
く
問
題
の
前
面
に
押
し
だ
し
て
き
た
リ
ス
ト
は
、
古
典
古
代
の
特
質
に
つ
い
て
も
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
興
味
深
い
見
解
を
一
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ギ
リ
シ
ャ
人
お
よ
び
ロ

l
マ
人
の
場
合
に
は
、
カ
ス
ト
制
度
の
代
り
に
奴
隷
制
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
各
家
族
は

経
済
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
独
立
し
て
存
在
し
、
自
ら
の
な
か
で
完
結
し
た
国
家
を
形
成
し
て
い
た
。

一
個
の
家
族
と
い
う
概
念
の
も
と

に
、
わ
れ
わ
れ
は
若
千
数
の
奴
隷
を
も
理
解
す
る
。
そ
れ
は
完
全
な
一
個
の
世
帯
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
完
全

な
一
世
帯
に
お
い
て
は
、
農
業
生
産
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
必
要
ば
か
り
で
な
く
、

ま
た
あ
ら
ゆ
る
農
器
具
お
よ
び
日
常
の
衣
服
類
も
が
生

産
さ
れ
て
い
た
し
、
音
楽
家
・
芸
術
家
・
教
師
・
書
記
の
一
部
が
奴
隷
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

ア
ッ
テ
ィ
カ
の
キ
ケ
ロ
の
書
簡
か
ら
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
は
工
業
が
農
業
に
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
の
よ
う
に
は
〕
大
き
な
影
響
を
有

L
得
な
か
っ

た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
も
把
捉
で
き
る
の
で
あ
る
。
裕
福
な
ロ

l
マ
人
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
高
級
な
財
貨
の
生
産



が
、
ご
く
わ
ず
か
市
場
に
依
拠
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
他
の
大
部
分
は
各
家
の
農
莱
お
よ
び
工
業
に
彼
ら
の
共
通
の
主
人
に
よ
っ
て

使
役
さ
れ
て
い
る
奴
隷
た
ち
で
費
消
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
諸
民
族
が
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
に
高
度
に
で
は
も

マ

エ

ユ

フ

ア

グ

チ

ユ

ア

た

や

す

ち
ろ
ん
な
い
が
、
彼
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
有
し
て
い
た
工
業
に
一
定
の
重
要
性
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
わ
り
に
容
易
く
説
明

で
き
る
の
で
あ
る
に
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
リ
ス
ト
は
へ

l
レ
ン
の
古
代
に
関
す
る
絞
述
を
引
用
し
つ
つ
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

l
マ
の
み
な

ら
ず
バ
ピ
ロ
ニ
ア
は
た
だ
農
業
を

エ
ジ
プ
ト
も
た
だ
農
業
と
若
干
の
商
業
を
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
匠
名
氏
の
見
解
を
実
証

的
に
論
駁
し
、
東
方
古
代
の
工
業
が
充
分
に
高
度
に
発
達
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
点
で
は
「
エ
ジ
プ
ト
人
は
、
古
代
世
界
の
イ
ギ
リ
ス
人

で
あ
っ
た
」
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ギ
リ
シ
ャ
は
古
代
世
界
に
お
け
る
北
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
近
世
で
い
え

ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
」
と
み
る
。
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
古
典
古
代
は
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
で
東
方
古
代
か
ら
近
代
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世

界
へ
の
橋
渡
し
的
な
過
渡
的
段
階
に
位
置
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

「
国
家
組
織
・
法
制
・
芸
術
・
科
学
な
ど
と
同
様
に
、

そ
の
神
々
も

移
住
者
も
ア
ジ
ア
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

新
ら
し
い
処
女
地
で
文
明
の
あ
ら
ゆ
る
根
本
的
に
新
ら
し
い
芽

が
、
旧
い
国
家
の
土
壌
に
お
け
る
よ
り
も
さ
ら
に
豊
か
な
完
成
し
た
実
を
結
ぶ
に
至
る
と
と
は
、

(
原
詩
)
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
は
す
で
に
こ
れ
に
関
す
る
も
ろ
も
ろ
の
根
拠
を
別
の
と
こ
ろ
で
開
陳
し
た

Q

ギ
リ
シ
ャ
は
古
代
世
界
の
文
化
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
来

レ
b
b
ひ
か
か
格
引
い
み
引
払
臥
で
あ
私
。
カ
ス
ト
制
度
は
、
こ
の
土
壌
の
上
で
は
自
ら
を
維
持
で
き
な
か
っ
た
。
恥
再
か
応
い
ゆ
掛
卦
か

ス
ト
の
下
位
に
な
っ
た
。
多
数
の
自
立
せ
る
国
家
が
成
立
し
た
。

事
物
の
自
然
に
属
し
て
い
る
。

わ
れ
わ

そ
し
て
、

土
地
の
耕
作
が
ユ

l
フ
ラ
テ
ス
河
や
ナ
イ
ル
河
の
沿
岸
に
お

け
る
よ
り
も
限
り
な
く
多
く
汗
の
結
晶
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
と
い
う
事
情
は
、

、
、
、
、
、
、

す
で
に
自
由
な
共
同
体
の
g
H
K
L
P
当

g
mロ
の
成
長

に
有
利
で
あ
っ
た
。

ギ
リ
シ
ャ
と
い
う
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
と
ア
テ
I
ナ
イ
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
い
う
な

ら
ば
ヘ
レ

1
ネ
の
最
も
文
明
の
発
達
し
た
、
富
裕
で
強
大
な
共
同
体
。

2
自
己
口
当

2
3
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
新
し

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

九
七



フ
リ
ー
ド
リ
と
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
同

九
八

い
移
住
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
農
業
が
先
行
し
、
加
工
工
業
が
そ
れ
に
つ
づ
い
た
。

農
業
生
産
物

の
輸
出
が
ギ
リ
シ
ャ
史
の
全
体
を
通
じ
て
亘
要
な
意
義
を
も
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
逆
に
ソ
ロ
ン
の
法
律
に

よ
っ
て
〔
そ
の
輸
出
が
〕
制
限
き
れ
て
す
ら
い
る
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
法
律
は
〔
農
業
生
産
物
の
U

輸
入
を
奨
励
し
て
い
た
。
成

長
し
て
い
く
文
化
と
と
も
に
絶
え
ず
重
要
の
度
を
増
し
て
い
く
鉱
産
物
お
よ
び
工
芸
品
の
輸
出
を
通
じ
て
、

ま
ず
ア
テ
l
ナ
イ
は
豊
か
と

な
り
、
ま
た
強
大
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
手
を
借
り
て
仲
継
貿
易
を
も
営
ん
で
い
た
。
す
で
に
ギ
リ
シ
ャ
は
そ
の
最
盛
期
に
エ
ジ

プ
ト
と
き
わ
め
て
巨
額
に
の
ぼ
る
商
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
そ
こ
で
は
ギ
リ
シ
ャ
の
商
人
層
が
自
分
た
ち
の
カ
ス
ト
を
形
成

な
か
に
、

し
て
い
た
こ
と
や
、
世
人
が
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
大
き
な
福
祉
状
態
の
向
上
を
、
こ
の
貿
易
に
起
因
す
る
と
み
て
い
た
と
い
っ
た
事
情
の

い
か
に
ア
テ
i
ナ
イ
の
人
々
、
が
そ
の
当
時
工
業
面
で
の
彼
ら
の
先
生
絡
に
あ
た
る
エ
ジ
プ
ト
人
を
法
駕
し
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
の
証
拠
を
提
供
し
℃
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

ア
ッ
テ
ィ
カ
は
ど
の
時
代
を
み
て
も
自
函
の
生
産
物
の
余
剰
を
生
産
し
た
こ
と
は
一
度
も

工
、
っ
こ
、
母
、
つ
、

f
カ

7
カ
F，

お
そ
ら
く
そ
の
エ
ジ
プ
ト
へ
の
輸
出
仕
貴
金
属
類
や
工
芸
品
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
に
対
し
て
輸
入
は
主
と

し
て
原
料
、
生
活
必
需
品
、
熱
帯
産
の
品
物
な
ど
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
勺
た
か
ら
で
あ
る
。

ア
テ
l
ナ
イ
の
工
業
が
き
わ

め
て
著
る
し
い
も
の
の
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
証
拠
、

2
0
0
%と
い
え
な
く
て
も
〕
少
く
と
も
五

O
%を
く
だ
ら
ぬ
証
拠
は
、

共
和
国
の
大
き
さ
の
な
か
に
存
し
て
い
る
。
そ
の
盛
期
に
あ
た
っ
て
、
人
口
は
二

O
、

0
0
0人
の
市
民
、
一

O
、

0
0
0人
の
被
護
民
、

四
O
O、
0
0
0人
の
奴
隷
、

〔
す
な
わ
ち
、

総
数
回
一
ニ

O
、
O
Q
O人
〕
を
さ
が
ら
ぬ
人
数
が
数
え
ら
れ
た
。

ア
ッ
テ
ィ
カ
の
土
地
で
巨

額
の
輸
入
な
し
に
〔
か
く
も
U

多
く
の
人
口
が
存
在
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
大
き
な
製
造
業
部
門
が
な
く
て
仕
事
に
就
く
道
を
発
見

で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
製
造
業
者
層
が
こ
の
共
同
体
の

OEO-口
4
2印
。
ロ
の
な
か
で
い
か
に
尊
敬
さ
れ
て
い
る
か
は
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
ご

と
き
著
名
な
市
民
が
製
造
業
を
営
い
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

ア
テ

1
ナ
イ
の
ギ
リ
シ
ャ
に
お



け
る
位
置
は
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
占
め
る
位
置
に
ひ
と
し
い
も
の
が
あ
っ
た
o
l
-
-最
も
強
大
か
っ
富
裕
で
、

し
か
も

文
明
の
発
達
し
た
自
由
な
国
家
で
あ
っ
た
。
ア
テ
l
ナ
イ
の
勢
力
の
基
盤
は
海
軍
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
ら
の
商
業
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
も
の
は
ま
た
彼
ら
の
鉱
業
と
工
業
と
に
も
と
守
つ
い
て
い
た
。
加
う
る
に
、
か
の
地
の
状
況
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
奴
隷
の
果
し

た
役
割
合
}
ど
の
よ
う
に
多
く
見
つ
も
る
か
は
、
上
に
与
え
ら
れ
た
自
由
民
と
奴
隷
と
の
人
口
比
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
人

口
比
は
一
対
二

O
な
の
で
あ
っ
た
」
(
傍
点
は
引
用
者
三

以
上
に
紹
介
し
た
リ
ス
ト
の
「
古
典
古
代
」
論
は
、

つ
ぎ
に
示
す
よ
う
な
幾
つ
か
の
点
で
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
、
か
っ
鋭
利
で
あ
る
。

リ
ス
ト
で
は
古
典
古
代
の
社
会
構
造
は
奴
隷
制
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
東
方
古
代
の
カ
ス
ト
制
を
土
台
と
す
る
社

ま
ず
第
一
に
、

会
と
は
、
そ
の
特
質
を
異
に
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
奴
隷
制
を
基
盤
と
す
る
古
典
古
代
の
社
会
は
、
生
産
れ
消
費
の
経
済

循
環
を
自
己
の
内
部
で
完
結
さ
せ
、
そ
の
意
味
で
本
来
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
全
く
独
立
し
た
生
活
単
位
で
あ
る
強
大
な
家
族
集
団
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
た
。
リ
ス
ト
が
こ
こ
で
使
用
し
て
い
る
「
家
族
」
は
、
彼
が
限
定
し
て
い
る
よ
う
に
、

ふ
つ
う
常
識
的
に
用
い
ら
れ
る
い

わ
ゆ
る

「
家
族
」

F
E
M
E
O
の
概
念
で
は
な
く
、

む
し
ろ
一
去
っ
て
み
れ
ば
わ
が
国
の

「
家
」

国内
w
口出向。

E
m
E印n
H
H
m
w
片
付
の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、

。
日
付
O
印
概
念
と
き
わ
め
て
酷
似
し
た
意
味
内
容

の
ち
に
ロ

l
ト
ベ
ル
ト
ス
の
名
と
と
も
に
周
知
の
、
あ
の
「
オ
イ
コ
ス
」

を
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
奴
隷
制
オ
イ
コ
ス
経
営
が
発
達
し
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
の
自
給
自
足
的
自
然
経
済
へ
指
向
す

る
本
来
の
傾
向
か
ら
し
て
、
「
商
品
流
通
を
欠
如
す
る
需
要
充
足
に
終
始
す
る
下
部
構
造
ー
ー
す
な
わ
ち
、
そ
の
需
要
を
主
に
市
場
で
で

な
く
、
自
家
経
済
的
に
充
足
す
る
不
断
に
人
聞
を
吸
収
す
る
奴
隷
複
合
体
〔
オ
イ
コ
ス
〕
|
ー
ー
が
、
流
通
経
済
的
上
部
構
造
の
下
に
入
り

こ
ん
で
い
く
」
(
ヴ
ェ

1
パ

l
)
こ
と
に
な
り
、
そ
の
発
達
、
が
め
ざ
ま
し
い
ほ
ど
、
商
品
流
通
の
網
の
日
は
自
然
経
済
的
基
底
を
辛
う
じ

て
薄
く
覆
う
ほ
ど
に
細
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
、
こ
う
し
た
オ
イ
コ
ス
で
生
産
さ
れ
る
生
産
物
の
大
半
は
「
彼
ら
の
共
通
の
主

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

九
九



フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

一O
O

人
に
よ
っ
て
各
家
の
農
業
お
よ
び
工
業
に
使
役
さ
れ
て
い
る
奴
隷
た
ち
で
費
消
さ
れ
た
」
の
で
あ
り
、
市
場
の
構
造
は
い
き
お
い
「
裕
福

な
ロ
!
?
人
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
高
級
の
財
貨
」
す
な
わ
ち
者
修
工
芸
品
、
貴
金
属
類
な
ど
を
取
引
す
る
に
す
ぎ
ぬ
歪
ん
だ
性
格
を
与

マ
=
ユ
プ
ア
ク
チ
ユ
ア

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
リ
ス
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
古
典
古
代
に
お
け
る
工
業
の
占
め
る
比
重
に
充
分
な
関
心
を
は
ら
い
つ
つ
も
、

な
お
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
と
は
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、

リ
ス
ト
は
古
典
古
代
に
お
け
る
工
業
力
の
特
殊
歴
史
的
な
意
義
を
決
し
て
無
視
し
て
い
な
い
。

す
な
わ

ち
、
リ
ス
ト
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、

古
典
古
代
(
彼
は
ま
え
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
理
由
か
ら
、
も
つ
ば
ら
ア
テ
l

ナ
イ
を
そ
の
典
型
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
る
)
で
は
手
工
業
者
層
は
社
会
的
に
(
つ
ま
り
共
同
体
内
で
)
高
い
尊
敬
を
う
け
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
古
典
古
代
の
社
会
が
戦
士
カ
ス
ト
に
よ
か
島
由
な
熟
応
体
を
経
済
的
土
台
と
し
て
組
み
た
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
由

来
し
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
共
同
体
内
に
お
け
る
農
・
工
・
商
業
の
関
係
H
生
産
力
の
立
体
的
構
造
が
東
方
古
代
の
祭
司
カ
ス
ト
の
支
配

す
る
共
同
体
の
場
合
と
な
に
ほ
ど
か
相
違
し
て
い
た
事
情
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ス
ト
は
こ
の
点
を
東
方
古
代
の
社
会
構
造
を

分
析
し
た
場
合
と
同
じ
視
角
、
す
わ
な
ち
土
地
生
産
性
と
労
働
生
産
性
相
互
の
あ
い
だ
に
一
不
さ
れ
る
シ
ェ

I
レ
に
着
目
し
つ
つ
説
明
す
る
。

古
典
古
代
で
は
〈
彼
は
ギ
リ
シ
ャ
を
例
に
と
っ
て
い
る
が
)
「
土
地
の
耕
作
が
ユ

i
フ
ラ
テ
ス
河
や
ナ
イ
ル
河
の
泊
岸
に
お
け
る
よ
り
も

限
り
な
く
多
く
汗
の
結
品
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
」
(
傍
点
は
引
用
者
)
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
土
地
の
自
然
の
肥
沃
度
が
東
方
古

代
と
比
べ
た
場
合
相
対
的
に
痩
せ
て
い
た
と
い
う
歴
史
事
情
が
、
古
典
古
代
の
農
民
層
に
、
と
に
も
か
く
に
も
こ
の
貧
し
い
土
地
の
生
産

カ
に
対
抗
し
つ
つ
自
ら
を
よ
り
能
率
的
・
合
理
的
性
格
に
鍛
え
あ
げ
る
機
会
を
与
え
、

カ
ス
ト
に
よ
る
「
自
由
な
共
同
体
」
の
成
長
が
可
能
と
な
っ
た
。
祭
司
カ
ス
ト
制
度
は
戦
士
カ
ス
ト
に
圧
倒
さ
れ
て
い
く
。

的
道
程
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
あ
の
古
典
古
代
に
独
自
な
ポ
リ
ス
都
市
国
家
の
華
や
か
な
開
花
で
あ
っ
た
。
古
典
古
代
が
東
方
古
代
に

か
く
て
、

こ
う
し
た
歴
史
環
境
の
裡
か
ら
戦
土

こ
の
歴
史



比
し
て
よ
り
高
度
の
生
産
力
段
階
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
は
、
も
は
や
明
白
で
あ
る
。

以
上
に
整
理
し
て
み
た
よ
う
に
、

リ
ス
ト
は
東
方
古
代
と
古
典
古
代
を
、

一
方
で
は
土
地
お
よ
び
労
働
の
生
産
性
如
何
と
い
う
面
か

ら
、
ま
た
他
方
で
は
カ
ス
ト
制
と
奴
隷
制
、
あ
る
い
は
祭
司
カ
ス
ト
と
戦
士
カ
ス
ト
と
い
っ
た
面
か
ら
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者

聞
の
経
済
的
社
会
的
構
造
の
異
質
性
を
鋭
く
画
き
だ
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
う
し
た
相
違
を
生
み
だ
す
に
至
っ

た
今
一
つ
の
歴
史
的
な
事
情
な
い
し
要
因
の
決
定
的
な
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
今
日
の
用
語
を
も
っ
て
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る

「
辺
境
」
の
問
題
で
あ
る
。
リ
ス
ト
が
ギ
リ
シ
ャ
を
「
古
代
世
界
に
お
け
る
北
ア
メ
リ
カ
」
に
た
と
え
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
北
ア
メ

リ
カ
が
近
代
世
界
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
む
卦
に
位
置
し
な
が
ら
、
ヨ

I
ロ
γ

パ
の
生
み
落
し
た
巨
大
な
生
産
力
を
継
承
し
て
急
速
に
、
か

っ
き
わ
め
て
新
ら
し
い
様
相
を
示
す
文
明
を
発
達
さ
せ
つ
つ
あ
る
事
情
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
事
実
彼
の
み
る
と
こ
ろ

で
は
古
典
古
代
は
、
「
国
家
組
織
・
法
制
・
芸
術
・
科
学
な
ど
と
同
様
に
、
そ
の
神
々
も
移
住
者
も
ア
ジ
ア
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
か
ら
由
来
」

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
文
化
遺
産

(
H
社
会
的
生
産
力
)
は
、

い
ま
や
東
方
古
代
世
界
の
「
辺
境
」
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ

の
地
で
一
層
勢
よ
く
豊
か
に
成
長
を
と
げ
る
に
至
っ
た
。
リ
ス
ト
の
適
切
な
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
「
新
ら
し
い
処
女
地
で
文
明
の
あ

ら
ゆ
る
根
本
的
に
新
ら
し
い
芽
が
、
旧
い
国
家
の
土
壌
に
お
け
る
よ
り
も
さ
ら
に
豊
か
な
完
成
し
た
実
を
結
ぶ
に
至
る
こ
と
は
、
事
物
の

自
然
に
属
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

東
方
古
代
と
古
典
古
代
の
相
違
が
、
そ
の
立
脚
す
る
経
済
H
社
会
的
土
台
か
ら
解
明
さ
れ
た
以
上
、

「
近
代
の
諸
民
族
と
同
様
に
、

古

代
の
諸
民
族
も
主
と
し
て
農
業
と
商
業
に
よ
っ
て
富
裕
と
な
り
、
文
明
化
さ
れ
、
強
大
と
な
っ
た
の
だ
」
と
主
張
す
る
匿
名
氏
の
歴
史
認

識
の
誤
謬
が
、
な
か
ん
ず
く
彼
の
商
業
の
本
質
に
関
す
る
誤
っ
た
理
解
の
裡
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
も
は
や
容
易
な

と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ギ
リ
シ
ャ
の
諸
都
市
は
エ
ジ
プ
ト
と
通
商
を
盛
に
お
こ
な
い
、
鉱
産
物
や
工
芸
品
の
輸
出
に
よ
っ
て
富
裕

フ
リ
ー
に
・
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

。



と
な
り
強
大
と
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

一
見
す
る
と
匿
名
氏
の
い
う
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
の
富
裕
と
強
さ
は
、
す
べ
て
商
業
の
発
達
に
起
因

。

す
る
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
輸
出
は
背
後
に
お
け
る
鉱
業
と
工
業
の
発
達
に
支
え
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
お
よ
そ
可
能
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
ま
た
土
地
生
産
力
の
貧
し
さ
に
対
抗
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
農
業
力
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規

定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
農
業
は
工
業
に
先
行
す
か
。
「
商
業
を
営
む
に
は
や
は
り
そ
れ
で
も
っ
て
交
換
を
達
成
す
る
何
ら
か
の
財
貨

を
〔
あ
ら
か
じ
め
〕
所
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
し
て
交
換
さ
れ
る
財
貨
は
、

結
局
は
農
業
力
お
よ

び
工
業
力
の
発
達
か
ら
溢
れ
で
て
く
る
余
剰
生
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

な
る
ほ
ど
「
古
代
な
ら
び
に
中
世
で

は
次
第
に
仲
継
商
業
に
よ
っ
て
富
と
勢
力
を
た
く
わ
え
る
に
至
っ
た
都
市
や
国
家
と
い
う
も
の
が
個
々
的
に
は
存
在
し
た
い
ぺ
)
に
せ
よ
、

「
し
か
し
、
大
き
な
、

自
立
的
か
つ
封
鎖
的
な
国
民
が
形
成
さ
れ
て
以
降
と
い
う
も
の
は
、
富
と
勢
力
の
獲
得
で
き
る
こ
の
道
は
、
諸
民

そ
の
後
は
宮
と
勢
力
は
も
っ
ぱ
ら
工
業
力
の
内
的
発
展
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
傍
点
は
引

族
に
問
、
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

リ
ス
ト
は
匿
名
氏
が
自
説
を
証
明
す
る
史
実
と
し
て
あ
げ
て
い
る
ヴ
ェ
ニ
ス
や
ス
ペ
イ
ン
、
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
の

倒
、
を
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
論
駁
し
て
し
ま
う
。
な
る
ほ
ど
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
業
史
は
仲
継
商
業
で
始
ま
る
が
、
ヴ
ェ
ニ
ス
の
住
民
の
約
半
数
が

マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
ラ
ー

製
造
業
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
ら
の
工
業
力
が
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
業
お
よ
び
政
治
力
の
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
問
の
余
地
は
な

用
者
〉
。
こ
う
し
て
、

ぃ
。
ス
ペ
イ
ン
に
し
て
も
然
り
で
あ
る
。
「
ス
ペ
イ
ン
の
海
上
勢
力
と
そ
の
念
大
な
商
業
〔
活
動
〕
は
、

工
業
と
そ
の
没
落
を
も
同
じ
く
し
た
の
で
あ
る
。
」
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
に
お
け
る
発
展

か
の
国
の
諸
都
市
が
工
業
に
よ

っ
て
繁
栄
し
た
時
期
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、

が
羊
毛
H
毛
織
物
工
業
の
繁
栄
と
歩
調
を
共
に
し
て
い
る
点
は
、
す
で
に
以
前
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
「
こ
う
し
て
最
後
に
引
用
し
た

著
者
〔
す
な
わ
ち
匿
名
氏
〕
の
議
論
は
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
結
局
〔
立
論
の
基
礎
が
〕
ま
っ
た
く
弱
い
」
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。
リ
ス

ト
の
匿
名
氏
に
対
す
る
反
駁
は
、
こ
う
し
て
そ
の
す
べ
て
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
完
了
し
た
。
最
後
に
彼
は
駄
目
押
し
の
ご
と
く
に
、

「こ



の
論
証
に
よ
っ
て
読
者
は
、

き
ょ
う
」
と
、
論
敵
の
階
級
的
基
盤
を
暴
露
し
て
筆
を
お
い
て
い
る
。

〔
い
ま
や
〕
こ
の
著
者
〔
匿
名
氏
〕
が
自
由
貿
易
体
制
の
熱
心
な
信
奉
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
で

以
上
匿
名
氏
に
対
す
る
リ
ス
ト
の
激
し
い
反
批
判
を
、
若
干
の
説
明
を
つ
け
加
え
つ
つ
か
な
り
詳
細
に
紹
介
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
明
ら
か
に
単
な
る
論
争
的
な
言
葉
の
応
酬
と
い
っ
た
時
論
的
象
面
を
遠
一
く
こ
え
て
、
リ
ス
ト
が
み
ず
か
ら
の
独
自
な
歴
史
認
識

に
も
と
づ
き
つ
つ
再
構
成
し
た
骨
骨
必
働
が
、
そ
の
姿
を
く
っ
き
り
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う

ピ
ル
ト

に
、
本
稿
の
問
題
も
結
局
は
そ
の
像
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
が
放
に
、

を
支
え
て
い
る
歴
史
認
識
の
構
造
を
あ
た
う
眠
り
浮
彫
り
し
て
み
よ
う
。

つ
ぎ
に
、

リ
ス
ト
が
こ
の
論
文
で
示
し
え
た
世
界
史
像
の
構
成

(
1
)

戸
ピ
由
F

J司
柏
崎

}
8
4『・

ω・
8
N・

(
2
)

リ
ス
ト
の
「
古
代
経
済
史
」
に
関
す
る
叙
述
は
、
直
接
に
古
代
の
オ
リ
ヂ
ナ
ル
な
文
献
を
別
と
す
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
へ

1
レ
ン
出

2吋
g
の
著

書

E
叩
巾
ロ
位

σ
a
a
Z

同

V
丘
町
昨
日
・
品
開

H
M
J『
叩
吋
問
。

}HH
ロ
ロ
仏
且
白
口
出
国
ロ

ι色
色
白
吋

4
0
円
ロ

o
y
自
由
g
H
H
4
2
r
m
w円
弘
司
吋
田
宮
内
口
君
。

-
f
g
H
m
-
品

切

仏

0
・

に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
へ

1
レ
ン
は
古
代
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
全
く
ス
ミ
ス
的
な
視
角
に
立
っ
て
お
り
、
い
わ
ぽ
ス
ミ
ス

、

、

、

、

、

を
読
ん
だ
そ
の
日
で
古
代
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
へ

1
レ
ン
で
は
古
代
は
直
後
に
近
代
と
比
較
さ
れ
て
お
り
、
中
世
〈
H
西
ヨ
i

、
、
、
、
、
、

ロ
ヲ
。
ハ
)
の
問
題
は
脱
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
へ

l
レ
ン
を
用
い
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
古
代
か
ら
近
代
へ
で
は
な
く
中
世
か
ら
近
代
へ
と
い
う
か
だ

、
、
、
、
、

ち
で
近
代
的
生
産
力
形
成
の
源
流
を
西
ヨ
l

ロ
ヅ
パ
と
い
う
歴
史
的
個
体
の
裡
に
求
め
よ
う
と
す
る
リ
ス
ト
の
態
慶
は
、
啓
蒙
思
想
に
色
濃
く
い
ろ
ど

、
、
、
、
、
、

ら
れ
て
い
る
へ

l
レ
ン
と
は
異
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
多
く
の
人
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
(
正
確
に
は
、

そ
れ
を
も
合
む
ド
イ
ツ
濯
史
主
義
)
の
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
さ
し
〈
、
そ
の
点
で
リ
ス
ト
の
思
想
に
鷹
史
法
学
派
の
始
祖
メ
1
4ソ
!
の
影
が
深

く
落
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぽ
推
祭
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
o

な
ぜ
な
ら
、
メ
ー
ザ
ー
こ
そ
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
故
郷
を
古
典
古
代
に
で

は
な
く
、
準
か
に
ゲ
ル
マ
ン
古
代
に
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ

1
ロ
ヲ
パ
中
世
に
独
自
な
意
義
を
附
与
し
た
当
の
人
マ
あ
っ
た
か
ら
o

〈
包

-L-

冨
ま

2
・
3
Z
O片山由

nr呂
田
口
同
富
山

S
・
M
-
包
α曲
目

5
4〈
2
Z白血・
ω・
こ
心
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
へ
7

レ
ン
を
中
に
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

、
、
、
、
、

わ
れ
わ
れ
は
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
み
ら
れ
る
性
格
の
相
違
を
き
わ
だ
た
せ
て
抱
え
る
こ
と
が
マ
き
る
の
で
あ
る
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺

一O
一一
一



フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
肘

一O
四

〈
3
)
リ
ス
ト
の
古
代
工
業
に
関
す
る
省
察
は
、
き
わ
め
て
詳
細
で
、
か
つ
充
分
に
説
得
力
も
あ
り
、
彼
の
該
博
な
知
識
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ

に
は
今
日
の
研
究
水
準
か
ら
み
て
も
興
味
深
い
説
明
が
畿
っ
か
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
た
ち
入
り
た
検
討
は
本
稿
の
問
題
か
ら
は
ず
れ
て

く
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
4
)
戸
山
田

f

当

2
z
a
-
g・
8
a
1
8斗・

(
5
)

リ
ス
ト
が
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
キ
ケ
ロ
書
簡
に
よ
り
つ
つ
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
!
?
社
会
の
構
成
単
位
が
奴
隷
若
干
を
含
む
家
父
長
制
家
族
共
同
態
で
あ

っ
て
、
し
か
も
、
経
済
的
に
は
生
産

N
N消
費
の
封
鎖
的
完
結
体
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
古
典
古
代
の
経
済
構
造
を
、
こ

、
、
、

う
し
た
家
経
営
休
の
面
か
ら
把
え
て
い
こ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
れ
ま
で
は
研
究
史
上
戸
1
ト
ベ
ル
ト
ス
の
オ
イ
コ
ス
論
に
始
ま
る
と
み
ら
れ

て
お
り
、
ォ
イ
コ
ス
論
史
と
し
て
は
む
し
ろ
リ
ス
ト
か
ら
戸

l
ト
ベ
ル
ト
ス
日
ピ
ュ
ツ
ヒ
ヘ

l
へ
と
い
う
線
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、
上
原
専
禄
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
ス
ミ
ス
は
古
代
に
つ
い
て
は
コ
ル
メ
ラ
の
ス
ク
リ
プ
ト

I
ル
ス
を
利
用
し
て
お
り
、
そ
れ
は
当
時
の
イ
ギ

リ
ス
で
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
ラ
テ
ン
語
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
ス
ト
が
何
故
コ
ル
メ
ラ
よ
り
難
解
な
キ
ケ
ロ
を
用
い
た

の
か
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
も
し
も
そ
れ
が
当
時
ド
イ
ツ
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
ラ
テ
メ
語
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
の
歴

史
認
識
に
お
け
る
差
異
の
一
端
は
、
両
者
が
青
少
年
時
代
に
受
け
た
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
両
国
の
教
育
方
法
の
相
違
に
起
因
す
る
こ
と
に
な
り
、
問
題

は
意
外
に
身
近
な
日
常
の
次
元
に
ま
で
下
り
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

(
6
〉
戸
当
号
。
♂
の

S
E
E
m
-
Z
〉ロ同師陣仲
N
白

N

ロ
門
的
O
N
E
-
ロ
ロ
晶
君
吉
田
与
え

g
m
g
n
E
n
F
F
E
E
-
ω
-
N
U串・

(
7
〉
リ
ス
ト
が
古
典
古
代
で
は
手
工
業
者
層
の
共
同
恥
内
部
九
い
お
け
か
地
岱
が
東
方
古
代
の
場
合
よ
り
も
高
か
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
ま
こ

と
に
鋭
い
把
握
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
塚
久
雄
一
共
同
体
の
某
礎
理
論
し
(
岩
波
書
応
、
一
九
五
五
)
、
六
八
頁
以
下
の
行
論
参

照
。
品
ン
ゲ
ル
ス
も
リ
ス
ト
同
様
に
当
時
の
ア
テ
1
ナ
イ
に
お
け
る
手
工
業
者
層
の
政
治
的
地
位
の
高
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
司
・
ロ
ロ
宮
町
-

U
R
C
Z
U円
E
m
九四円同町田
B
日
0・
色
町
田
句

H・2
2
0日間
g
E
H
H岡
田
口
ロ
仏

ι
g
m
E
2
2・
∞
∞
-
H
H
O
-
-
M
M
E
・
(
西
雅
雄
訳
、
山
石
波
文
庫
版
、
一
五
五

i
二
ハ
一
頁
)

Q

(

8

)

リ
ス
ト
が
東
方
古
代
を
祭
配
カ
ス
ト
制
と
し
て
把
え
、
こ
れ
に
対
し
て
古
典
古
代
を
戦
土
カ
ス
ト
の
「
自
由
な
共
同
体
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る

点
に
、
と
く
に
止

H
し
て
お
き
た
い
。
リ
ス
ト
の
こ
う
し
た
認
識
の
背
後
に
は
、
匿
名
氏
に
批
判
さ
れ
た
工
業
力
〈
む
し
ろ
広
く
生
産
力
)
と
自
由
と

は
相
提
携
し
て
進
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
念
が
生
き
生
き
と
息
づ
い
て
い
る
。
彼
は
、
と
き
に
は
少
し
く
誇
張
し
て
「
民
主
主
義
と
工
業
と
は
向
義

語
で
あ
る
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
0
(
E
2・
巧
R
r
p
戸
官
-
-
∞
-
N
O
G
-

〉
ロ
日
・
)
彼
が
東
方
ト
U
代
の
工
業
カ
が
匿
名
氏
の
言
に
反
し
て
き
わ
め



て
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
な
お
か
つ
古
典
古
代
の
生
産
力
の
優
越
性
を
確
言
し
得
た
の
は
、
問
題
を
共
同
体

co自
己
ロ
耳
?

、

、

、

、

、

、

由
自
口
の
局
面
に
お
い
て
把
え
、
そ
の
内
部
構
成
の
自
由
さ
と
、
そ
れ
に
照
応
す
る
手
工
業
者
層
の
地
位
の
高
さ
に
着
目
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ

は
前
述
の
理
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
彼
の
史
阪
の
鋭
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
持
、
た
と
え
ば
古
典
古
代
の
共
同
体
を
、
マ
ル
ク
ス
は
「
戦
士

共
同
体
」
関
口
町
民
叩
吋
U

F

O
同
開
白
日
阿
佐
山
由
ユ
⑦
C
m
g
白
山
口
弘
司
と
言
い
、
ヴ
ェ

1
パ
ー
が
「
戦
士
ギ
ル
ド
」
間
同
日
常
問
叩
円
N
ロ
ロ
ロ
と
よ
ん
で
い
る
事
実
を
思

え
ば
、
充
分
に
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(
9
)

リ
ス
ト
が
「
辺
境
」
の
重
要
さ
を
意
識
し
た
の
は
、
恐
ら
く
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
リ
ス
ト
の
「
国
民
的
体
系
」
序
文
で
ア
メ

リ
カ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
有
名
な
箇
所
に
は
、
こ
の
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
資
本
主
義
の
発
展
に
お
け
る
「
辺
境
」
の
も
つ
意
義

ば
、
す
で
に
レ

l
ニ
ン
が
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
」
で
鋭
く
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
お
よ
そ
世
界
史
の
段
階
的
発
展
に
あ
た

っ
て
有
す
る
「
辺
境
」
の
意
義
は
、
ヴ
ェ

1
パ
ー
も
し
ば
し
ば
言
及
し
(
宮
・
巧
号
。
♂
〉
句

R
2
5色
Z
u
g
-
B
E
H
2
Z
E
-
。
・
〉

-
N
E

m

山
口
守
口
・
喝
の
・
∞
∞

-
S
I
H
S
-
5
5
1
5∞
-
N
2
)
・
5
司
・
邦
訳
、
一
八
七
|
九
一
、
一
九
七

l
一
O
二
、
四
八
九
!
九

O
百
一
等
て
わ
が
国
で
も

石
母
国
正
・
大
塚
久
雄
氏
ら
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
石
母
国
正
「
中
世
史
成
立
の
二
、
三
の
問
題
」
(
歴
史
学
研
究
会
編
「
日
本
社

会
の
史
的
究
明
」
所
収
)
、
同
「
古
代
末
期
政
治
史
序
説
」
第
二
章
第
一
節
。
大
塚
久
雄
「
西
洋
経
済
史
詩
肢
」
第
一
巻
緒
言
参
照
。

(凶
)
H
L
m
f
d『
昂
号
。
詞
・

ω・
合
叶
・

(
日
)
同
)
白
吋
凹
・
・
白
・
ロ
・
0
・・

m
w
-
A
H

印∞・

(日
)

M

W

ず開口己白・

(
日
)
リ
ス
ト
が
こ
こ
で
ス
ペ
イ
ン
の
繁
栄
と
衰
退
を
都
市
に
お
け
る
工
業
の
発
展
お
よ
び
没
落
に
お
い
て
抱
え
て
い
る
点
は
、
「
国
民
的
体
系
」
に
お

け
る
歴
更
絞
述
の
当
該
箇
所
に
比
し
て
一
歩
進
ん
だ
理
解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
に
は
近
代
工
業
力
の
形
成
が
深
く

土
地
制
度
の
問
題
と
関
連
す
る
こ
と
に
想
到
し
、
「
農
地
制
度
」
論
を
書
き
下
し
た
あ
と
の
限
で
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
ス
ト
の
こ
の
認
識

の
正
し
さ
は
、
最
近
の
経
済
史
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
も
-
証
明
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
大
塚
久
雄
「
近
代
欧
洲
経
済
更
序
説
一
(
上
ノ
一
)
、
弘

文
堂
、
七
二
頁
(
註
〉
四
の
説
明
な
ら
び
に
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
諸
文
献
を
参
照
。

(
M
)
F
E
-
巧

2
E
戸
∞
・

8
∞-

七

こ
れ
ま
で
説
明
を
加
え
て
き
た
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
の
構
造
を
、
こ
こ
で
整
理
し
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
付

。
五



フリ
I
F
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
何

一O
六

リ
ス
ト
は
匿
名
氏
へ
の
反
批
判
で
東
方
古
代
を
、
農
業
力
の
面
か
ら
把
え
る
と
き
土
地
生
産
性
き

b
め
て
た
か
〈
、
そ
れ
に
刻
し
て
労
働
生
産
性
は
低
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
み
、
近
代
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
逆
に
土
地
生
産
性
こ
そ

低
い
が
、
労
働
生
産
性
は
は
な
は
だ
高
く
、
古
典
古
代
は
す
べ
て
の
面
で
両
者
の
中
間
も
し
く
は
過
渡
段
暗
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

れ
は
「
国
民
的
体
系
」
の
歴
史
実
用
主
義
的
な
発
展
段
階
論
と
は
明
ら
か
に
卦
質
跡
で
あ
る
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
「
生
産
詰
力
の
均

ぅ
。
す
な
わ
ち
、
大
き
く
み
る
と
き
¥

衡
あ
る
い
は
調
和
」
と
い
う
立
体
的
構
成
に
も
と
ず
く
生
産
力
論
に
立
っ
た
一
種
の
普
遍
史
的
な
発
展
段
階
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は

り
否
み
難
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
は
レ
っ
て
も
、
リ
ス
ト
の
こ
う
し
た
歴
史
認
識
の
構
造
を
段
階
思
想
の
み
で
説
明
し
き

る
と
と
に
は
、
若
干
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

リ
ス
ト
の
場
合
古
典
古
代
(
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
)
は
「
古
代
世
界
に
お
け
る
北
ア

メ
リ
カ
」
と
い
っ
た
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
典
古
代
は
あ
く
ま
で
も
大
き
く
東
方
古
代
と
と
も
に
「
古
代
世
界
」
ヒ
包
摂
さ
れ
て

た
だ
「
辺
境
」
に
位
置
し
て
い
る
点
で
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
対
す
る
北
ア
メ
リ
カ
に
類
比
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
古
典
古
代
は
自
然
的
・
地
理
的
諸
事
情
に
起
因
し
つ
つ
形
成
さ
れ
る
社
骨
な
個
性
を
も
っ
わ
勝
史
恥
払

界
と
し
て
肥
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
リ
ス
ト
は
古
代
弁
)
比
較
す
る
場
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
中

世
も
含
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
古
代
世
界
に
対
比
さ
れ
る
の
は
単
純
に
近
代
世
界
で
は
な
く
、
償

越
し
た
意
味
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
な
の
で
あ
り
、
近
代
工
業
力
の
形
成
を
規
定
し
た
根
源
的
な
要
因
で
あ
っ
た
農
業
力
の
構
造
は
、
探
く

中
世
以
降
の
摩
史
的
個
体
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
な
か
で
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
世
と
近

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

代
は
、

と
も
に
ひ
と
つ
な
、
が
り
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
陀
界
と
い
う
歴
史
的
個
体
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
も
リ
ス
ト
の
生
産
力
論

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
独
自
な
個
性
を
も
っ
た
歴
史
的
世
界
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
向
進
化
の
思
想
に
も
と
づ
く
一
系
的
・
普
遍
的
な
発

展
段
階
論
と
は
き
わ
め
て
異
質
酌
で
あ
る
所
以
を
み
ぜ
て
い
る
の
で
あ
る
。



リ
ス
ト
が
こ
の
よ
う
に
世
界
史
を
把
掻
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
一
聞
で
は
「
国
民
的
体
系
」
に
お
け
る
そ
れ
と
は
三
コ
ア
ン

ス
を
異
に
す
る
に
せ
よ
、
と
に
か
く
一
種
の
段
階
思
想
を
表
明
す
る
と
と
も
陀
他
面
で
は
東
方
古
代
、
古
典
古
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
い
し

近
代
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
独
自
な
歴
史
的
個
性
を
認
め
て
い
る
場
合
、
彼
の
歴
史
認
識
の
枠
内
で
は
こ
の
両
者
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
整

合
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
匿
名
氏
の
批
判
が
特
定
の
歴
史
観
を
表
明
す
る
も
の
で

と
こ
ろ
で
、

あ
っ
て
、
そ
の
点
が
単
に
現
実
の
利
害
関
係
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抗
争
に
終
始
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
「
さ
き
に
あ
げ
た
リ
ス
ト
の
農

-
工
・
商
業
力
の
調
和
的
発
展
の
視
角
へ
の
批
判
と
あ
い
ま
っ
て
、

リ
ス
ト
の
心
奥
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
歴
史
的
思
考
を
鋭
く
触
発
さ
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
し
、
と
指
摘
し
た
事
態
の
も
つ
意
味
を
検
討
す
べ
き
段
階
に
た
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識

に
お
け
る
基
礎
視
角
は
、
あ
の
同
民
経
済
に
お
け
る
「
生
産
諸
力
の
均
衡
あ
る
い
は
調
和
」
如
何
と
い
う
こ
と
に
お
か
れ
て
お
り
、

そ
れ

こ
そ
は
彼
の
歴
史
に
関
す
る
鋭
利
な
分
析
お
よ
び
評
価
の
一
切
が
、

ま
さ
し
く
こ
こ
か
ら
豊
か
に
溢
れ
山
で
、

ま
た
そ
こ
へ
と
還
帰
し
て

い
く
と
こ
ろ
の
抑
泉
な
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
「
生
産
諸
力
の
均
衡
あ
る
い
は
調
和
」
如
何
を
問
う
こ
と
は
、
そ
の
社
会
の
静
也
骨
格
骨

(
社
会
的
分
業
の
組
立
て
)
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
方
で
は
生
産
力
の
発
展
段
階
を
明
ら
か
に
し
得
る
と
と
も
に
、
他
方

で
は
生
斥
力
H
分
業
構
造
の
組
成
に
あ
た
っ
て
作
用
す
る
歴
史
事
情
を
、
い
や
応
な
く
視
野
の
中
に
導
き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
基
礎
視
角
に
支
え
ら
れ
つ
つ
構
成
さ
れ
た
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
は
、
当
然
に
二
つ
の
側
同
を
有
し
て
い
る
。
一
つ
は
生
産
力

の
発
展
に
し
た
が
っ
て
、
社
会
構
造
を
段
階
的
に
把
え
よ
う
と
す
る
指
向
で
あ
り
(
こ
の
面
で
は
古
典
古
代
の
「
過
渡
段
階
」
性
が
強

他
の
一
つ
は
歴
史
事
情
に
作
用
さ
れ
つ
つ
農
業
刊
同
工
業
内
川
商
業
の
相
互
関
係
(
日
生
産
力
の
立
体
的
構
造
)
が
各
社

会
ご
と
に
相
違
し
、
か
く
て
生
産
力
の
組
成
に
あ
た
っ
て
個
性
的
な
構
造
が
打
ち
だ
さ
れ
て
く
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
(
こ
こ
で
は
古
典

古
代
の
「
辺
境
」
性
が
前
面
に
だ
さ
れ
て
く
る
)
。
い
ま
マ

γ

グ
ス
・
ヴ
ェ

1
パ
1
の
比
鳴
的
な
表
現
を
か
り
る
な
ら
ば
、
両
者
は
い
わ
ば

調
さ
れ
る
¥フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
村

。
いじ



プ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
帥

。
A 

(5) 

歴
史
を
織
り
な
す
た
て
糸
と
よ
こ
糸
と
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
も
し
く
は
、
端
的
に
段
階
と
類
型
の
関
係
で
あ
る
と

い
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
で
あ
る
う
。

リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
お
け
る
二
つ
の
面
、
す
な
わ
ち
段
階
と
類
型
、
あ
る
い
は
た
て
糸
と
よ
こ
糸
は
、
こ
の
よ
う
に
リ
ス
ト
の
内
面

で
は
ま
っ
た
く
軟
式
合
的
に
統
一
さ
れ
て
い
た
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
統
一
の
軸
心
に
は
リ
ス
ト
に
独
自
な
生
産
力
論

が
礎
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
東
方
古
代
・
古
典
古
代
・
近
代
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
土
地
お
よ
び
労
働
の
生
産
性
の
問
題
と
そ
れ
に
起

因
す
る
農
・
工
・
商
業
の
関
係
と
い
う
着
点
か
ら
分
析
し
、
近
代
工
業
力
の
形
成
が
遠
く
土
地
生
産
力
の
貧
し
さ
に
杭
し
つ
つ
能
動
的
・

合
理
的
に
自
己
形
成
し
た
農
業
力
に
由
来
す
る
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
の
リ
ス
ト
に
お
け
る
行
論
の
展
開
の
裡
に
一
万
さ
れ
て
い
同

ど
と
く
、
生
産
力
の
主
体
的
側
面
か
ら
す
る
概
念
構
成
と
い
う
独
自
な
構
想
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
生
産
力
の
主
体
的
把
握
は
、

実
は
初
期
の
リ
ス
ト
に
お
け
る
歴
史
意
識
の
形
成
の
問
題
と
根
探
く
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
あ
の
一
南
独
シ

旦
ワ

I
ベ
ン
の
デ
モ
グ
ラ
l
ト
」
と
し
て
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
当
時
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
と
で
ご
く
大
づ
か
み
に
要
点
の
み
を
摘
記
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
で
あ
る
。

一
八
一
六
年
以
降
の
あ
の
ヴ
ュ
ル
テ
シ
ベ
ル
ク
憲
法

論
争
に
加
わ
っ
た
リ
ス
ト
が
強
く
主
張
し
た
問
題
の
一
つ
は
、
地
方
白
治
の
構
造
改
革
に
つ
い
て
で
あ
り
、
結
局
そ
れ
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
を

真
の
市
民
的
自
由
の
基
礎
と
み
な
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
リ
ス
ト
は
こ
れ
を
足
場
に
フ
ラ
ン
ス
、
。
フ
ロ
イ
セ
ン
、

ス
ィ
。
ス
、

ィ
、
ギ
リ
ス
、

ヴ

コ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
比
較
史
的
検
討
を
お
こ
な
い
、
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
な
立
場
か
ら
ヴ
コ
ル
テ
シ
ベ
外
ク
の
行
政
組
組
を
批
判
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
彼
の
歴
史
意
識
は
、
ま
た
彼
の
市
民
の
自
由
を
求
め
る
思
想
と
探
く
結
び
つ
い
て
い
た
。

「
わ
た
く
し
は
ド
イ
ツ
の
帝
国

だ
か
ら
わ
た
く
し
の
自
由
主
義
は
歴
史
的
根
源
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
。
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、

都
市
〔
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
〕
に
生
れ
た
。

市
民
的
自
由
は
封
建
社
会
の
解
体
と
と
も
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
、
が
そ
も
そ
も
の
始
め
か
ら
有
し
て
い



た
民
族
と
し
て
の
共
同
生
活
の
裸
に
潜
ん
で
い
た
自
由
が
花
聞
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

ゲ
ル
マ
ン
民
族
定
住
の
時
代
に
由
来

す
る
歴
史
事
情
が
こ
こ
で
も
重
視
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
シ
ュ
ワ
I
ベ
シ
(
日
南
独
〉
と
ザ
ク
セ
シ
ヘ
H
北
独
)
の
相
違
、
す
な
わ
ち
前
者
で

市
民
階
級
が
、
後
者
で
土
地
貴
族
が
優
勢
で
あ
る
所
以
が
、
導
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
近
代
の
市
民
的
自
由
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い

う
歴
史
的
世
界
の
独
自
な
個
性
の
裡
に
、

そ
の
系
譜
を
辿
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
意
識
に
裏
打
ち
き
れ
た
「
自
由
」

は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
国
家
内
の
国
家
」
で
あ
り
、

そ
の
細
胞
形
態
で
あ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
中
に
確
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
れ
ば
、
国
家
を
構
成
す
る
市
民
層
の
基
盤
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
農
地
制
度
」
論
で
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
エ
ン

ク
ロ
ー
ズ
さ
れ
た
四

O
l六
O
モ
ル
ゲ
ン
程
度
の
中
農
場
を
有
す
る
造
業
市
民
の
階
層
が
、
そ
の
重
要
な
一
翼
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る

コ
モ
ン
ウ
ヱ
ル
ヌ

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
も
し
リ
ス
ト
の
画
く
よ
う
な
国
家
の
構
成
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
農
地
制
度
」
論
で
求
め
ら
れ
た
と

同
じ
よ
う
な
性
橋
な
ら
び
に
権
利
を
も
っ
市
民
が
必
要
と
き
れ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
農
場
制
度
こ
そ
が
間
家
組
織
の
基
礎
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
リ
ス
ト
が
み
ず
か
ら
の
構
想
の
実
現
に
手
を
か
す
も
の
と
し
て
、
望
み
、
か
つ
期
待
し
た
中
農
場
を
も
っ
た
独
立

自
営
の
農
民
層
こ
そ
は
、

ま
た
工
業
カ
を
根
幹
と
す
る
走
大
な
近
代
生
産
力
建
設
の
パ
ン
種
と
な
っ
た
あ
の
社
会
層
と
ほ
ぼ
同
じ
性
格

を
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
そ
う
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
精
神
特
性
に
根
ざ
す
こ
の
よ
う
な

「
自
由
」

の
伝
統
に
よ
っ
て
深
く
陶
治
さ
れ
た
人
間
類
型
が
近
代
生
産
力
建
設
の
担
い
手
と
し
て
把
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
リ
ス
ト
の
生

産
力
論
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
な
諸
要
因
に
規
定
さ
れ
つ
つ
形
成
さ
れ
た
一
定
の
人
間
類
型
が
ま
た
そ
れ
に
照
応
す
る
一
定
の
発
展
段
階

に
立
つ
生
産
力
を
建
設
す
る
と
い
う
因
果
関
連
、
す
な
わ
ち
生
産
力
の
主
体
的
側
面
か
ら
す
る
概
念
権
成
へ
の
強
い
指
向
が
存
在
し
て
い

る
の
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
、
リ
ス
ト
の
あ
の
歴
史
認
識
に
み
ら
れ
た
た
て
糸
と
よ
こ
糸
と
は
、
生
産
力
の
主
体
的
把

握
と
い
う
通
路
に
よ
っ
℃
、
統
一
的
に
リ
ス
ト
で
は
把
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
リ
ス
ト
の
生
定
力
論
に
お
け
る
た
て
糸
の

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
材

。
九



フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
付

。

側
面
が
強
調
さ
れ
た
場
合
が
「
国
民
的
体
糸
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

ょ
こ
糸
の
側
面
は
「
農
地
制
度
」
論
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
く
、
こ
の
よ
う
な
着
点
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
両
者
は
一
概
に
リ
ス
ト
の
矛
盾
し
た
思
想
を
反
映
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ

(
は
)

ろ
う
。

以
上
に
説
明
し
た
よ
う
な
構
造
を
内
包
す
る
歴
史
認
識
を
通
じ
て
、
彼
の
「
正
常
国
民
」
の
理
念
を
支
え
る

「
生
産
諸
力
の
均
衡
あ
る
い
は
調
和
」
の
如
何
が
、
国
民
経
済
の
発
展
段
階
な
ら
び
に
類
型
を
決
定
す
る
と
い
う
命
題
を
、
単
に
近
代
史

こ
う
し
て
リ
ス
ト
は
、

に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
と
く
に
古
代
経
済
史
に
闘
す
る
分
析
に
お
い
て
鮮
や
か
に
証
明
し
℃
み
せ
た
の
で
あ
づ
て
、
こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と
き
、

リ
ス
ト
の
匿
名
氏
へ
の
反
批
判
で
あ
る
こ
の
論
稿
に
、
「
農
業
・
工
業
・
商
業
の
関
係
な
ら
び
に
古
代
の
経
済
史
に
つ
い

て
」
と
い
う
副
題
が
附
さ
れ
て
い
る
所
以
も
一
層
意
味
深
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(・1
)

「
国
民
的
体
系
一
の
発
展
段
階
論
を
「
歴
史
主
用
主
義
」
の
町
田
円
E
n
r
Z
M
M
H恒
例
自
主
持
と
み
た
の
は
、
、
サ
リ
1
ン
で
あ
る
。
〈
手
・
句
、
骨
密

∞
三
宮
喝
の

2
岳
山
門
宮
白
血
常
〈
D

山
富
三
三
回
与
え
g
Z
u
g
-
N
K
M
E
r
-
忌
NU・
高
島
長
官
哉
訳
「
経
済
学
史
の
基
礎
理
論
」
(
三
省
堂
、
一
九
四
四
)
、

二
四

O
頁
。
だ
が
、
後
設
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
リ
ス
ト
の
段
階
思
恕
は
別
の
面
が
ら
整
合
的
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
2
)

こ
の
点
は
、
リ
ス
ト
の
「
ア
ジ
ア
」
社
会
に
関
す
る
興
味
深
い
論
稿
を
み
る
な
ら
ば
、
一
層
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
o

〈開「

-
E
F
宅
四
円
宮

〈・

ω・日
H

F

た
だ
、
す
で
に
段
階
構
成
の
仕
方
が
一
国
民
的
体
系
」
と
異
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
3
〉
リ
ス
ト
が
中
世
と
近
代
を
一
括
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
L
て
把
え
て
い
る
こ
と
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
鋭
い
批
判
、
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
勺
あ
ろ
う

が
、
リ
ス
ト
の
こ
う
し
た
把
え
方
の
背
後
に
は
、
後
段
で
ふ
れ
る
ご
と
く
仮
に
独
自
な
歴
史
意
識
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
や
や
ち
が
っ

た
か
た
ち
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
!
の
裡
に
も
看
取
で
き
る
も
の
で
あ
る
c

た
と
え
ば
、
ヴ
ヱ

1
パ
l
の
「
都
市
」
論
に
拠

る
増
田
四
郎
氏
と
、
「
資
本
主
義
の
精
神
一
論
に
も
と
づ
く
大
塚
久
雄
氏
と
の
、
中
世
ど
近
代
と
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
興
味
深
い
見
解
の
相
違
を
想

起
さ
れ
た
い

Q

増
田
四
郎
「
都
市
L

(

如
水
喜
一
婦
、
一
九
五
二
)
、
大
塚
久
雄
「
欧
洲
経

2

前
史
」
(
弘
文
堂
、
一
九
五
六
)
の
該
当
協
所
を
参
照
。
な
お
、

筆
者
も
リ
ス
ト
の
こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
に
‘
最
近
は
次
第
に
同
感
を
覚
え
つ
つ
あ
る
。

(

4

)

リ
ス
ト
の
こ
う
し
た
世
界
史
論
な
、
へ

i
ゲ
ル
の
「
歴
史
哲
学
L

と
比
較
す
る
と
き
、
段
階
構
成
の
酷
似
に
驚
'
か
さ
れ
る
。
リ
ス
ト
と
へ

l
ゲ
ル



と
の
共
同
肘
盤
は
、
こ
の
点
だ
け
で
は
な
く
、
後
段
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
論
争
に
あ
た
っ
て
の
商
者
の
見
解
の
裡
に
も
み
い
だ

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
へ

1
ゲ
ル
の
影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
陛
界
史
の
段
階
構
成
が
、
な
に
ほ
ど
か
リ
ス
ト
に
似
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う

に
み
て
く
る
と
き
、
あ
る
制
度
納
得
で
き
る
。
問
題
は
、
リ
ス
ト
と
へ

1
ゲ
ル
に
共
通
し
た
照
史
認
識
の
根
基
を
思
相
首
(
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る

が
、
こ
の
点
の
た
お
一
入
っ
た
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

〈
5
〉
戸
巧
白
Z
H
-
U
Z
M
}円
c
g
n
g
E
n
y
o
H
W同
何
回
目
宵
ロ
ロ
【
二
四
円
。
冊
目
印
円
円
四
g
w
m
w
H
V
M
E
H
U
B
S
-
日B
H
C叩回国
E
g
o
-
g
k
F口町田位汁
N
O
N
E門
岡
丸
山
町
日
l

。ロ凹凹
O
N
U
H
O悶

F
〈
芯
-
g
〉
口
同
日
;
巴
お
∞
-
E
N
-

大
塚
・
梶
山
訳
、
岩
波
文
庫
版
(
上
)
、
一
三
七
頁
。
ヴ
ェ

1
バ
ー
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説

明
は
、
実
は
彼
の
「
資
本
主
義
の
精
神
」
論
を
理
解
す
る
上
に
も
充
分
に
重
視
さ
れ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

(
6
)

リ
ス
ト
の
生
産
力
論
を
、
こ
の
看
点
か
ら
再
構
成
し
て
瑚
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
松
田
智
雄
「
土
地
所
有
と
産
業
資
本
」
(
同
氏
編
著
「
近

代
社
会
の
形
成
」
、
要
書
防
、
一
九
五
四
)
二

O
九
頁
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
な
お
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
。

(
7
)
E
2・
4
『R
W
0
・
ケ
∞
・

5ω
・M
g
-
N
c
u
・
8
N
・
∞
径
-
g
-
p
d匂
・
リ
ス
ト
の
自
由
主
義
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
論
ま

で
一
一
戻
っ
て
己
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
小
林
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
充
分
に
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
以
下
の
筆
者
の
叙
述
も
、
氏
の
説

明
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
小
林
昇
一
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
リ
の
生
産
力
論
」
、
一
ご
八
頁
以
下
。

(
8
)
巴
凹
F

4
司
四
円
宵
円
・

ω・
ωO品・

(
9
)
ロ
白
吋
由
・
・

4

司
白
円
肝
円
四
国
・
何
色
OHHHH
仏

2

C
ロ
岡
山
門
口
♂
伊
お
ω
・
「
帝
国
自
由
都
市
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
生
れ
た
リ
ス
ト
は
、
青
年
時
代
の
初
期

に
早
く
も
市
民
的
共
同
精
神
の
作
用
を
ま
ざ
ま
ざ
と
経
験
し
た
」
(
開
門
口
問
符
甘
口

F
司
コ
立
-
r
F
F
Z訟
の
O
R
E
n
F
Z
E
R由
回
目
ロ
ロ
伊

N
O日z
n
p
l

片
山
内
昨
昌
司
任
。
問
m
g
S
5
2
2
Z司山田回目
E
n
F阻
止
・
ミ
・
回
p
-
H
u
s
-
∞-
N
U
N
・)

〈
凶
)
リ
ス
ト
は
メ

1
ザ

1
の
「
オ
ス
ナ
ブ
リ
ユ
ツ
グ
史
」
に
よ
り
つ
つ
書
き
下
し
た
ド
イ
ツ
民
族
史
に
闘
す
る
殺
述
の
な
か
で
、
シ
ュ
?
ベ
ン
の
土

地
制
度
の
中
に
は
封
建
制
度
を
も
っ
℃
し
て
も
奪
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
占
ゲ
ル
マ
ン
以
来
の
原
初
的
な
自
由
が
生
さ
つ
事
つ
け
て
お
り
、
「
そ

れ
が
市
民
的
自
由
を
再
建
す
る
支
柱
で
あ
っ
た
」
旨
を
述
ベ
て
い
る
ο
〈

mr
・
4
司
R
W
O
H
・
ω-AF8・

(日
)

4

司

q
r
o
H
-
m
-
お
江
・

(
ロ
)
の
。
ュ

E
血
豆
白

3
P
F
F
o
a立
与
己
的
汁
回
目
的
〉
問

2
4
0日目昨日付白
F
H
u
a・
m・
5
日・

〈
日
)
抑
稿
「
フ
リ
ー
ド
リ
ノ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
土
地
制
度
論
」
件
、
同
(
「
立
教
経
済
学
研
究
」
)
一
一
の
二
、
一
一
一
)
参
照
。
な
お
、
中
人
月
誠
「
西
南
ド
イ
ツ
の

『
農
民
解
放
』
」
(
「
終
消
論
議
」
八
九
の
一
)
の
興
味
深
い
行
論
参
着
。
こ
の
論
文
は
リ
ス
ト
段
階
の
西
南
ド
イ
ツ
が
な
お
依
然
と
し
て
封
建
制
下
に
あ

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
伺



フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
歴
史
認
識
に
つ
か
て
同

っ
た
事
情
を
実
証
し
た
点
で
、
筆
を
の
リ
ス
ト
解
釈
に
正
し
く
整
介
す
る
。
た
だ
し
、
リ
ス
ト
の
構
想
し
た
農
民
層
が
、
史
上
最
初
に
近
代
生
産
力
を

建
設
し
た
あ
の
ヨ

l
マ
ン
リ
ー
の
よ
う
な
独
立
自
営
農
民
居
と
性
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
か
否
か
に
は
、
異
論
が
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ご
」
の
点
は
、

当
時
の
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
葬
展
段
階
に
関
す
る
一
層
た
ち
入
っ
た
研
究
を
述
じ
て
、
そ
の
当
否
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
川
内
)
小
林
氏
は
、
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
、
或
る
思
想
上
の
断
層
を
強
謝
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
充
分
に
首
肯
さ
れ
る
だ
け
の
理
由

が
存
在
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
林
昇
「
前
掲
書
」
第
二
章
そ
の
他
の
行
論
参
照
。
し
か
し
、
そ
の
点
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る

と
、
リ
ス
ト
が
「
農
地
制
度
」
論
を
主
観
的
に
は
依
然
と
し
て
「
国
民
的
体
系
」
の
一
続
編
と
み
な
し
て
い
る
理
由
が
充
分
納
得
的
に
説
明
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈
包
・
・

E
2・
4
『
昂
昇
。
〈
・

ω
ν
E
N同
・
「
農
地
制
度
」
(
邦
訳
〉
、
二
一

O
頁
以
下
の
行
論
を
参
照
。

1

1
一
九
六
二
・
四
・
一

O

|




