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今
回
の
大
会
は
﹁
中
世
史
研
究
の
現
状
と
課
題
﹂
と
題
し
て
、﹁
土

地
に
か
か
わ
る
問
題
、土
地
所
有
﹂
を
テ
ー
マ
に
①
朝
比
奈
新
氏
﹁
禅

定
寺
荘
の
領
域
画
定
と
地
域
﹂（
以
下
朝
比
奈
と
略
称
）、 

②
五
十
嵐

大
介
氏
﹁
一
四
世
紀
末
～
一
六
世
紀
初
頭
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
土
地

制
度
の
展
開―

ワ
ク
フ
（
寄
進
）
地
拡
大
と
そ
の
影
響―

﹂（
以
下

五
十
嵐
と
略
称
）、③
小
澤
実
氏
﹁
紀
元
千
年
期
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ

ア
に
お
け
る
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
一
考
察
﹂（
以
下
小
澤
と
略
称
）、

の
三
本
の
報
告
が
立
て
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
問
題
意
識
の
横
溢
し
た

積
極
的
な
も
の
で
、
特
に
﹁
土
地
所
有
﹂
と
い
う
中
世
社
会
の
根
源

的
な
問
題
に
切
り
込
も
う
と
す
る
意
欲
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
テ
ー
マ
が
日
本
・
エ
ジ
プ
ト
・
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
と
い
う

異
な
る
地
域
で
合
同
で
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
史
学
会
大
会
の
醍
醐

味
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
三
報
告
を
聞
い
た
私
な
り
の
受
け
止
め
方
を
感
想
と

し
て
述
べ
た
い
。
報
告
本
論
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
紙
幅
の
都

合
も
あ
り
、
各
論
文
の
紹
介
は
最
小
限
に
割
愛
し
て
進
め
さ
せ
て
い

た
だ
く
。私
の
関
心
は
大
き
く
は
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
様
に
思
う
。

一
つ
は
、
報
告
が
示
し
て
く
れ
た
中
世
社
会
の
特
質
と
し
て
の
﹁
分

節
﹂
の
有
り
様
の
再
確
認
で
あ
る
。
何
が
分
節
さ
れ
た
の
か
？
実

は
そ
こ
の
整
理
が
問
題
で
、﹁
所
有
﹂
を
論
じ
る
上
で
の
歯
が
ゆ
さ
、

悩
ま
し
さ
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
つ
ね
に
問
い
直

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、﹁
土
地
所
有
﹂
と
は
何
か
に
と
い
う
こ
と

の
理
解
と
論
じ
方
で
あ
る
。

一
、
社
会
の
分
節
と
土
地
制
度

　

報
告
は
、
朝
比
奈
・
五
十
嵐
・
小
澤
の
順
で
あ
っ
た
が
、
行
論
の

都
合
上
、
五
十
嵐
か
ら
取
り
上
げ
た
い
。

　

五
十
嵐
は
、
も
の
の
美
事
に
中
世
社
会
、
し
か
も
宗
教
国
家
の
中

世
化
を
示
し
て
く
れ
た
。
五
十
嵐
は
土
地
制
度
を
上
か
ら
論
じ
た
。

講　
　

評

中
世
社
会
の
特
質
を
再
確
認
す
る　

―

大
会
報
告
を
聞
い
て―

蔵　

持　

重　

裕
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イ
ス
ラ
ム
法
上
国
有
地
で
あ
っ
た
耕
地
が
イ
ク
タ
ー
制
と
し
て
、
税

の
徴
収
と
土
地
の
管
理
を
軍
団
長
に
委
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
期
に
﹁
土
地
所
有
形
態
﹂
と
な
っ
た
、
と

い
う
。
そ
の
後
、
一
四
世
紀
後
半
よ
り
ワ
ク
フ
制
と
い
う
土
地
を
宗

教
施
設
や
救
貧
事
業
へ
の
寄
進
行
為
が
増
加
す
る
。
ワ
ク
フ
の
管
理

者
は
そ
の
寄
進
者
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
余
剰
財
産
を
家
族
・
子

孫
へ
財
産
を
相
続
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
管
財
人

に
他
の
高
級
軍
人
・
有
力
者
を
指
名
し
、
そ
の
保
護
を
得
よ
う
と
し

た
。
ワ
ク
フ
の
賃
貸
し
も
行
わ
れ
た
が
、
中
に
は
賃
借
り
し
た
耕
地

を
さ
ら
に
農
民
に
貸
し
与
え
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
と
い
う
。
賃
借
人

は
さ
ら
に
交
換
に
よ
っ
て
私
有
地
化
も
進
め
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
土
地
制
度
を
含
む
国
家
の
権
能
の
一
部
が
軍

団
長
な
ど
軍
人
に
分
割
さ
れ
て
い
く
様
子
が
分
か
る
。
こ
れ
は
軍
役

奉
仕
の
代
償
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
土
地
を

単
位
に
し
て
は
い
る
が
、
彼
ら
が
土
地
経
営
に
直
接
携
わ
っ
た
訳
で

は
無
く
、
結
局
不
在
地
主
と
し
て
衰
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
。
つ
ま
り
、
国
家
が
高
級
軍
人
に
国
有
地
を
割
き
与
え
た
も
の

は
、
実
際
に
は
土
地
と
い
う
物
で
は
無
く
、
俸
給
の
代
替
と
し
て
の

徴
税
権
の
分
割
に
す
ぎ
ず
、
経
営
を
欠
い
て
い
る
と
言
う
意
味
で
は

土
地
（
耕
地
）
所
有
の
躰
を
成
し
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
国
家

の
税
徴
収
の
請
負
に
他
な
ら
な
い
。

  

興
味
深
い
こ
と
は
、
国
有
地
の
分
割
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
土
地

群
（
耕
地
群
と
言
っ
て
良
い
か
）
の
変
転
は
、宗
教
法
上
の
土
地
を
、

ⅰ
イ
ク
タ
ー
と
し
て
世
俗
化
し
、ⅱ
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
再
び
聖
別
し
、

ⅲ
さ
ら
に
相
続
・
賃
貸
な
ど
で
俗
化
す
る
と
い
う
、
宗
教
か
ら
の
脱

皮
を
重
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
再
俗
化
を
は
か
っ
て
﹁
土
地
所
有

の
安
定
化
﹂
を
は
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
日
本
で
は
﹁
仏
物
﹂
と
い

う
概
念
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
仏
の
物
、
仏
の
所
有
物
と
い
う
意
で
あ

る
が
、
一
度
﹁
仏
物
﹂
に
な
れ
ば
も
う
人
の
物
に
は
戻
ら
な
い
、
ま

た
人
が
こ
れ
を
犯
す
行
為
は
重
罪
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
エ

ジ
プ
ト
の
こ
の
変
転
は
こ
れ
の
逆
に
行
く
こ
と
で
、
い
か
に
宗
教
性

を
換
骨
奪
胎
す
る
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
世
化
と

よ
ぶ
か
近
世
化
と
す
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
我
々
が
問
題
に
し
て

い
る
土
地
所
有
と
い
う
も
の
の
性
格
の
一
端
を
示
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

分
節
、
土
地
制
度
と
言
う
こ
と
で
は
、
小
澤
は
下
か
ら
の
視
点
で

問
題
を
立
て
た
。
小
澤
は
、
五
十
嵐
と
は
反
対
に
、
土
地
制
度
を
下

か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
紀
元
千
年
期
に
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ

ヴ
ィ
ア
の
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
画
期
を
観
、
以
後
キ
リ
ス
ト
教
教
会

制
度
の
定
着
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
皇
帝
に
よ
る
保
証
と
い
う
証
書
に

よ
る
﹁
土
地
所
有
﹂
の
浸
透
を
構
想
し
た
。

　

初
期
中
世
（early M

iddle A
ges

）
で
あ
る
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代

に
お
い
て
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
自
由
農
民
は
自
立
的
な
土
地
所

有
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
こ
の
想
定
を
小
澤
は
ビ
ル
ギ
ッ
ト
＝
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ソ
ー
ヤ
ー
氏
に
従
っ
て
、
生
者
が
死
者
を
記
念
し
て
立
て
る
ル
ー
ン

石
碑
を
財
産
相
続
の
標
と
捉
え
、
石
碑
文
言
は
共
同
体
内
へ
の
そ
の

告
知
と
評
価
す
る
。
石
碑
は
一
〇
〇
〇
年
前
後
に
爆
発
的
に
増
え
る

と
い
う
。

　

こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
い
事
態
で
、家
族
が
相
続
文
書
を
公
示
し
、

地
域
の
認
知
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
あ
る
い
は
死
者
の
葬
祭

権
者
、
そ
の
行
使
者
と
も
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
後
継
者

宣
言
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
）。
と
す
れ
ば
自
由
農
民
相
互
の

認
知
関
係
で
﹁
所
有
﹂
が
確
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、
こ
れ
は
ど
こ
か
の
公
権
力
や
権
威
か
ら
も
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ

た
こ
と
で
は
な
い
か
ら
﹁
公
示
﹂
で
は
な
く
﹁
私
示
﹂
と
い
う
の
が

正
確
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
﹁
所
有
﹂
の
認
知
体
制
が

で
き
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。こ
こ
で
は﹁
節
﹂が
、

ど
の
次
元
か
は
と
も
か
く
、国
家
的
レ
ベ
ル
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
。

分
節
と
言
う
よ
り
は
﹁
節
﹂
の
自
立
と
共
生
で
あ
ろ
う
か
。

　

日
本
に
お
い
て
は
﹁
近
隣
在
地
﹂
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
売

買
証
文
な
ど
で
第
三
者
と
し
て
﹁
近
隣
在
地
﹂
の
者
が
売
買
成
立
の

証
明
を
す
る
場
合
の
肩
書
き
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
近
所
之
儀
﹂と
い
う
、

や
は
り
地
域
で
の
証
言
、
保
障
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
自
立

す
る
地
域
の
証
明
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
良
い
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

九
四
八
年
の
三
司
教
座
成
立
か
ら
一
一
〇
三
・
〇
四
年
の
ル
ン
ド
大

司
教
座
成
立
ま
で
の
間
に
ド
イ
ツ
皇
帝
や
そ
の
や
り
方
を
継
承
し
た

デ
ン
マ
ー
ク
王
の
権
力
が
入
っ
て
く
る
。
な
ぜ
独
立
自
由
農
民
等
は

こ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

朝
比
奈
は
、
如
上
の
二
報
告
の
上
か
ら
、
下
か
ら
と
い
う
視
点
に

対
比
す
れ
ば
、
荘
園
の
上
と
下
か
ら
の
立
荘
を
意
識
し
、
境
界
が
紛

争
を
通
じ
て
、
住
民
の
生
活
圏
を
根
拠
に
画
定
さ
れ
て
い
る
事
情
を

示
し
た
。
事
例
は
、
摂
関
家
と
い
う
最
大
の
権
門
内
部
で
の
所
領
の

分
割
の
話
し
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
寺
社
領
と
い
う
聖
域
を
同
族
内
部

の
家
領
と
の
区
別
化
が
図
ら
れ
る
と
い
う
構
図
を
も
つ
。そ
の
中
で
、

住
民
等
が
他
荘
民
の
庄
領
内
の
樹
木
伐
採
、
炭
焼
な
ど
の
行
為
を
訴

訟
し
、
そ
れ
を
仲
介
す
る
在
地
の
僧
侶
の
努
力
に
よ
っ
て
荘
域
の
確

定
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
住
民
等
の
主
張
は

生
活
圏
の
擁
護
で
あ
る
と
す
る
。
改
め
て
、
聖
・
俗
の
差
別
化
と
い

う
問
題
が
中
世
社
会
に
い
か
に
重
い
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
か
再
確
認

さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
の
分
節
の
単
位
は
在
地
住
民
等
の
生
活
圏
を
一
つ
の
ま
と

ま
り
と
す
る
と
す
る
も
の
で
、五
十
嵐
と
は
比
較
に
は
な
ら
な
い
が
、

小
澤
の
﹁
石
碑
﹂
の
世
界
と
の
異
同
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

朝
比
奈
の
特
徴
は
、
他
の
二
報
告
と
は
異
な
っ
て
具
体
的
に
エ
リ

ア
を
確
定
す
る
領
域
の
実
際
的
な
証
言
に
あ
る
。
し
か
し
、
論
の
筋

は
、上
の
主
体
性
を
強
調
す
る
近
年
の
研
究
動
向
で
あ
る
﹁
立
荘
論
﹂

を
相
対
化
さ
せ
る
に
は
有
効
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
も
﹁
土
地
所
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有
﹂
論
で
の
積
極
的
な
展
開
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

こ
れ
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
そ
の
﹁
生
活
圏
﹂
の
内
実
の
世
界
を
示
す

べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
の
朝
比
奈
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
生
活
圏
﹂
と
同
じ
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
関
連
し
、
か
つ
土
地
と
耕
地
の
論
理
に
関
わ

る
も
の
と
し
て
、
筆
者
は
同
じ
禅
定
寺
領
で
、
境
界
認
識
の
点4

か
ら

面4

へ
の
展
開
を
示
し
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
山
野
の
開
発
、
さ
ら
に

そ
れ
ら
の
根
拠
と
な
る
占
定
論
理
と
し
て
水
・
山
野
と
田
地
の
関
わ

り
に
つ
い
て
の
律
令
官
僚
の
認
識
を
示
し
た
。
一
つ
の
参
考
に
過
ぎ

な
い
が
、
直
接
耕
作
者
レ
ベ
ル
で
の
土
地
と
人
の
結
び
つ
き
と
は
別

に
、
為
政
者
レ
ベ
ル
で
の
開
発
の
生
態
認
識
を
示
す
も
の
と
し
て
一

助
に
は
な
ろ
う
（
蔵
持
﹁
禅
定
寺
領
の
山
野
と
村
人
﹂
藤
木
久
志
編

﹃
京
郊
圏
の
中
世
社
会
﹄
高
志
書
院
、
二
〇
一
一
）。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
社
会
は
分
節
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
一
次
的
に
は
聖
・
俗
と
い
う
二
分
割
で
、
必
ず
し
も
空
間
的
に

隔
絶
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
通
定
す
る
の
は
税
の
問
題

で
あ
る
。
対
国
家
と
い
う
点
で
は
聖
の
免
除
、
俗
の
賦
課
・
負
担
で

あ
る
が
、
特
徴
は
分
節
（
こ
れ
は
併
存
と
重
層
が
あ
る
が
）
に
よ
っ

て
請
負
・
委
託
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
所
有
論
で

問
題
と
な
る
の
は
、
税
の
免
除
地
や
、
請
負
地
は
そ
の
ま
ま
請
負
者

の
所
有
と
見
な
し
て
良
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
う

単
純
で
は
無
い
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
免
除
領
域
・
請
負
領
域
内
部
で

さ
ら
に
同
様
な
構
造
を
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
土
地
制
度
が
直

ち
に
所
有
を
示
す
も
の
で
は
無
い
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
で
言
え
る

の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
地
か
ら
の
収
益
＝
得
分
の
分
割
的
収
得
で
し

か
無
い
。
排
他
的
支
配
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

所
有
は
何
か
と
な
れ
ば
直
接
的
な
耕
作
者
、
山
野
の
利
用
者
を
想
定

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
何
の
権
利
も
無
く
領
主
に
力
で
収
奪
さ

れ
る
作
人
を
所
有
者
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
の
非
現
実
性
、
労
働
価

値
論
の
モ
デ
ル
の
よ
う
な
未
開
地
で
の
採
取
の
話
し
を
思
い
出
さ

せ
、
今
更
と
の
お
叱
り
を
蒙
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
土
地
と

い
う
モ
ノ
の
性
な
の
で
あ
る
。
耕
作
・
功
力
と
い
う
コ
ト
の
作
用
な

の
で
あ
る
。

　

土
地
と
い
う
自
然
は
人
間
が
欲
望
を
獲
得
す
る
た
め
の
対
象
で
あ

る
ば
か
り
で
は
無
い
。
土
地
そ
の
も
の
が
生
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
度
人
が
耕
作
を
休
め
ば
土
地
は
自
然
に
返
る
、
返
ろ
う
と
す
る
作

用
を
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
作
物
を
提
供
す

る
耕
地
と
し
て
の
状
態
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
人
力
は
継
続
し
て

投
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
と
土
地
の
関
係
性

が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
直
接
的
な
労
力
の
投
下
者
の
土
地
に
対
す
る

優
位
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
常
識
で
、
そ
れ
で
も

そ
の
耕
作
を
し
な
い
領
主
が
利
得
を
収
取
で
き
る
社
会
で
あ
る
と
こ
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ろ
に
中
世
の
社
会
の
性
格
が
あ
る
、
と
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
私
も
そ
こ
に
こ
そ
中
世
社
会
論
が
あ
る
と

思
う
。
問
題
は
そ
の
中
世
の
土
地
事
情
を
近
代
的
な
所
有
概
念
で
捉

え
よ
う
と
す
る
と
コ
ト
に
無
理
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
、如
上
の
前
者
の
関
係
を
﹁
人
と
土
地
の
関
係
﹂（
人
地
関
係
）、

後
者
の
関
係
を
社
会
的
総
体
的
所
有
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
蔵
持

﹃
中
世
村
落
社
会
史
の
研
究
﹄
第
四
部　

校
倉
書
房　

一
九
九
六
年
、

蔵
持
﹁
荘
園
制
・
中
世
社
会
に
つ
い
て
﹂
遠
藤
・
田
村
・
蔵
持
編
﹃
再

考
中
世
荘
園
制
﹄
岩
田
書
店　

二
〇
〇
七
年
）。
そ
の
意
図
は
こ
う

し
た
所
有
状
況
を
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　二

、
分
節
社
会
の
結
合

　

小
澤
が
紹
介
し
た
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
証
書
に
よ
る
所
有
の
確
立
と

い
う
方
式
は
、
分
節
化
さ
れ
て
い
た
﹁
石
碑
﹂
の
世
俗
の
社
会
に
も

通
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

小
澤
は
、
こ
の
新
し
い
特
有
の
法
慣
習
と
土
地
管
理
が
入
る
素
地

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、﹁
そ
の
確
認
方
式
を
受
容
す
る
社
会
が
確
立

し
て
い
た
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
﹂、
と
す
る
が
私
に
は
逆
の
様
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
今
度
は
分
節
が
な
ぜ
統
合
さ
れ
る
か
と
い
う
問

題
に
な
る
。

　

石
碑
で
認
知
さ
れ
る
土
地
利
用
慣
習
の
世
界
は
死
ん
で
し
ま
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ⅰ
石
碑
で
示
さ
れ
た
土
地
と
人
の
む
す
び
付
き
の

世
界
と
、
ⅱ
国
法
に
よ
り
証
書 

（
計
量
情
報　

空
間
情
報
）
に
よ
り

保
護
さ
れ
る
二
つ
の
世
界
の
併
存
が
実
像
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

九
六
五
年
、
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
三
司
教
座
教
会
の
土
地
確
認
証
書

で
は
次
の
こ
と
を
記
し
た
。
①
﹁
土
地
所
有
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
れ
﹂
と
、
所
有
の
多
様
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
。
②
法
の
あ
ら
ゆ

る
査
定
も
し
く
は
従
属
か
ら
解
放
し
、
と
法
と
執
行
の
多
様
性
を
認

識
し
て
い
る
こ
と
。
③
そ
し
て
、
具
体
的
措
置
は
免
税
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
小
澤
は
叙
上
の
期
間
、﹁
司
教
座
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
そ

の
ほ
か
の
地
域
と
は
全
く
別
の
教
会
法
が
機
能
す
る
空
間
﹂
と
予
想

し
て
い
る
が
首
肯
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
想
定
の
補
強
に
こ
の
オ
ッ

ト
ー
の
証
書
を
あ
げ
て
い
る
が
、
私
に
は
先
の
①
②
の
よ
う
に
、
教

会
の
理
念
は
と
も
か
く
、
実
際
に
は
地
域
の
法
や
慣
習
に
よ
る
障
害

（
浸
透
）
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

だ
か
ら
こ
そ
、
オ
ッ
ト
ー
一
世
は
教
会
領
を
、
再
度
（
？
）
世
俗
か

ら
解
放
し
、
聖
化
を
計
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
、
と
思

い
を
め
ぐ
ら
せ
た
い
。

　

問
題
は
、
な
ぜ
自
由
農
民
等
が
皇
帝
証
書
の
世
界
＝
文
書
を
受
け

入
れ
て
い
く
か
で
あ
ろ
う
。
ビ
ル
ギ
ッ
ト
＝
ソ
ー
ヤ
ー
氏
は
﹁rune

　

stones

﹂
を
﹁as a crisis sym

ptom

﹂
と
把
握
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
（
小
澤　

註
10
）。
私
に
は
そ
のcrisis

の
詳
細
は
わ
か

ら
な
い
が
、視
点
と
し
て
興
味
深
い
。
こ
の
何
ら
か
の
危
機
の
中
で
、
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史
苑
（
第
七
二
巻
第
二
号
）

結
び
つ
き
、保
護
と
税
が
受
容
さ
れ
る
状
況
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

五
十
嵐
に
戻
る
と
、
や
は
り
分
節
化
さ
れ
た
社
会
の
中
で
、
人
と

人
と
の
結
合
が
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
俗
化
に
よ
る
相
続
の
確
保
。

血
縁
の
流
れ
。
も
う
一
つ
は
出
挙
（
日
本
史
流
に
言
え
ば
）・
賃
貸

に
よ
る
契
約
的
な
縁
（
人
の
結
合
）
の
展
開
な
ど
。
一
方
で
、
賃
借

人
の
交
換
に
よ
る
占
有
権
の
発
生
へ
の
警
戒
（
こ
れ
が
先
の
人
と
土

地
の
関
係
か
ら
言
え
ば
地
主
的
所
有
の
限
界
で
あ
る
）
が
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
直
接
耕
作
者
と
レ
ジ
デ
ン
ス
者
の
占
有
、
先
占
の
慣
習
と

い
う
絶
対
的
事
実
へ
の
恐
れ
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
他
者
へ

の
結
び
つ
き
の
連
鎖
は
危
険
を
伴
う
の
で
あ
る
。

  

朝
比
奈
で
言
え
ば
、
境
界
を
接
す
る
荘
民
は
、
一
度
決
め
た
境
界

で
も
、
こ
と
あ
る
毎
に
こ
れ
を
実
力
で
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

リ
ス
ク
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
他
者
と
の
対
立
や
戦
争
、
危
機
と
い
う
も
の

は
分
節
化
と
相
反
す
る
も
の
で
は
無
く
、
む
し
ろ
同
一
の
表
裏
を
成

す
も
の
で
あ
る
。
光
と
影
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。

　

他
者
の
前
提
は
共
生
の
関
係
も
意
味
す
る
が
、
実
は
集
団
の

identify

は
こ
の
他
者
と
のcrisis

が
あ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
氏
は
ヌ
ア
ー
族
を
例
に﹁
い

か
な
る
分
節
も
同
じ
セ
ク
シ
ョ
ン
に
属
す
る
他
の
分
節
と
の
関
係
で

は
自
ら
を
独
立
し
た
単
位
と
み
な
す
が
、
他
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
対
す

る
と
き
に
は
一
つ
の
団
結
し
た
単
位
と
な
る
﹂﹁
政
治
集
団
の
定
義

に
は
つ
ね
に
矛
盾
が
つ
き
ま
と
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
他
集
団

と
の
関
係
に
於
い
て
は
じ
め
て
集
団
と
し
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ

る
。﹂（﹃
ヌ
ア
ー
族
﹄
岩
波
書
店　

一
九
七
八
年
、
二
二
八
頁
）
と

述
べ
て
い
る
が
、
首
肯
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
の
関
心
に
引
き
つ

け
て
云
え
ば
、
村
は
自
然
的
な
生
活
共
同
体
で
も
あ
る
が
、
対
外
的

なcrisis

は
こ
れ
を
集
中
的
な
政
治
集
団
と
化
し
、
機
能
体
の
面
を

強
め
る
の
で
あ
る
（
こ
う
し
た
﹁
国
家
的
村
落
﹂
に
関
し
て
、
蔵
持

﹃
中
世
村
落
の
形
成
と
村
社
会
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
Ⅰ

　

村
落
形
成
を
参
照
）。
個
体
は
危
機
＝
よ
び
か
け
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
主
体
化
＝
自
立
の
自
覚
が
作
動
す
る
。
五
十
嵐
、
小
澤
の
報
告

は
、
こ
の
契
機
と
し
て
のcrisis

に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
強
調
は
さ

れ
て
い
な
い
が
、
論
理
的
に
措
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、自
立
し
た
集
団
を
上
下
の
関
係
で
結
び
つ
け
る
の
が
、

ご
恩
と
奉
公
で
あ
る
が
、
一
般
化
し
て
云
え
ば
税
で
あ
る
。
ヨ
コ
の

関
係
で
云
え
ば
、
何
ら
か
の
契
約
で
あ
り
一
揆
で
あ
る
。
こ
の
社
会

的
総
体
的
結
合
の
秩
序
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
安
定
し
た
土
地
利
用

は
望
む
べ
く
も
無
い
の
で
あ
る
。

三
、
文
明
の
宣
言

　
﹁
一
四
九
二
年
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
カ
リ
ブ
諸
島
に
到
着
し
、
ス
ペ
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イ
ン
国
王
に
そ
の
島
を
献
上
す
べ
く
占
有
の
手
続
き
を
と
っ
た
。
提

督
（
コ
ロ
ン
ブ
ス
）
は
二
人
の
船
長
を
は
じ
め
、
上
陸
し
た
者
、
お

よ
び
書
記
官
を
呼
ん
で
、﹃
彼
が
い
か
に
し
て
こ
の
島
を
そ
の
君
主

で
あ
る
国
王
な
ら
び
に
女
王
の
た
め
に
、
並
み
居
る
者
の
面
前
で
占

有
せ
ん
と
し
、
ま
た
事
実
、
こ
の
地
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
証
書
に

委
細
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
必
要
な
宣
言
を
行
っ
て
こ
れ
を
占
有
し
た

か
を
立
証
し
、
証
言
す
る
よ
う
に
と
述
べ
た
﹄
と
い
う
（
グ
リ
ー
ン

ブ
ラ
ッ
ト
﹃
驚
異
と
占
有
﹄
み
す
ず
書
房
、一
九
九
四
年
、九
一
頁
）。

　

コ
ロ
ン
ブ
ス
の
行
為
は
土
地
や
木
・
石
な
ど
に
痕
跡
を
残
す
も
の

で
は
な
く
、﹃
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
と
っ
て
占
有
す
る
と
は
、
も
っ
ぱ
ら

一
連
の
言
語
行
為
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
言
す
る
こ

と
、
目
撃
す
る
こ
と
、
記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
﹄﹂（
蔵
持
﹃
声
と
顔

の
中
世
史
﹄
二
〇
〇
七
年
、
吉
川
弘
文
館
、
あ
と
が
き
）。

　

こ
こ
に
は
文
明
と
未
開
と
の
出
会
い
が
あ
る
。
そ
し
て
文
明
で
あ

る
西
欧
の
未
開
に
対
す
る
独
善
的
な
シ
ス
テ
ム
の
注
入
の
場
面
と
み

て
良
い
で
あ
ろ
う
。
前
提
に
は
未
開
の
地
の
土
俗
の
土
地
利
用
の
慣

習
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
そ
れ
は
全
く
無
視
さ
れ
て

い
る
。
自
分
の
宣
言
と
そ
れ
が
さ
れ
た
記
録
が
あ
れ
ば
い
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
土
俗
の

土
地
習
俗
は
こ
れ
で
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く

そ
れ
は
素
朴
で
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
生

命
力
は
永
く
、
か
つ
繰
り
替
え
し
生
き
返
る
モ
ノ
で
は
な
い
か
。
な

ぜ
な
ら
土
地
の
性
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

我
々
に
と
っ
て
地
球
を
否
定
で
き
な
い
の
と
同
義
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
気
に
な
る
の
は
﹁
土
地
制
度
﹂
と
い
う
言
説
は
と
り
あ

え
ず
良
い
が
、
我
々
が
論
じ
て
い
る
の
は
﹁
土
地
所
有
﹂
な
の
か
、

そ
れ
と
も
﹁
税
制
﹂
な
の
か
で
あ
る
。 

土
地
と
人
と
の
関
係
、
そ

れ
を
中
世
の
人
は
生
き
た
関
係
と
見
た
、
と
思
う
。
再
開
発
を
﹁
地

発
﹂（
ぢ
お
こ
し
）
と
よ
び
、
息
を
吹
く
か
え
す
こ
と
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
近
代
的
な
所
有
と
云
う
に
は
な
じ
ま
な
い
関

係
で
あ
る
。

　

恐
縮
で
は
あ
る
が
朝
比
奈
が
冒
頭
で
述
べ
る
よ
う
に
﹁
古
代
の
国

家
的
土
地
所
有
制
度
の
内
部
か
ら
、
私
的
土
地
所
有
関
係
が
ど
の
よ

う
な
形
で
展
開
﹂
す
る
か
と
い
う
、
発
展
史
観
に
よ
る
、
所
有
を
近

代
的
土
地
所
有
概
念
で
解
釈
し
、
そ
の
始
原
を
追
い
求
め
る
と
い
う

呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
所
有
を

経
済
学
の
概
念
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
把
握

し
な
け
れ
ば
何
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
自

覚
し
な
い
限
り
堂
々
巡
り
と
な
る
の
で
は
と
い
う
老
婆
心
が
あ
る
。

　

報
告
の
誤
解
、
曲
解
を
恐
れ
る
が
、
報
告
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い

た
上
で
の
私
の
勝
手
な
関
心
に
基
づ
く
感
想
と
し
て
ご
了
解
を
願
い

た
い
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


