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研
究
ノ
ー
ト

れ
が
母
体
と
な
っ
て
、
部
落
問
題
研
究
所
あ
た
り
の
若
い
研
究
者
に

大
き
な
影
響
を
与
え
、
近
代
の
部
落
史
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
場
合
、
高
橋
貞
樹
が
ど
う
い
う
内
容
で
部
落
史

を
書
い
た
の
か
を
〈
井
上
さ
ん
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
お
ら
な
い
わ

け
で
す
。
私
は
あ
る
論
文
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
高
橋
貞
樹
は
、
理

論
的
に
は
当
時
の
ポ
ル
派
（
共
産
党
）
の
議
論
、
つ
ま
り
部
落
の
解

放
は
革
命
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
念
が
先
行
し
て
お

（
１
）
 

り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
政
治
的
あ
る
い
は
運
動
の
要
請
の
上
に
、
佐

野
学
の
議
論
と
喜
田
さ
ん
の
業
績
へ
例
え
ば
『
特
殊
部
落
研
究
』
と

い
う
本
を
材
料
に
使
っ
て
い
る
と
い
う
、
木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
う
な

内
容
を
持
っ
て
い
た
。
た
い
へ
ん
か
ら
い
評
価
の
よ
う
で
す
が
、
そ

の
後
、
立
命
館
大
学
の
若
い
研
究
者
が
克
明
に
喜
田
さ
ん
の
論
文
と

高
橋
貞
樹
の
鈴
文
を
照
合
し
て
、
こ
れ
だ
け
一
致
点
が
あ
る
と
論
証

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
？
柳
田
国
男
だ
け
で
な
く
、
喜
田
貞
吉
な
ど
、
戦

前
の
歴
史
学
や
民
俗
学
の
論
者
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
歴

史
学
の
課
題
と
し
て
実
は
ま
だ
検
討
さ
れ
な
い
で
残
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
批
判
的
に
継
承
す
べ
き
業
績
が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
．

今
回
、
最
初
に
こ
の
報
告
の
依
頼
を
受
け
た
時
に
、
一
近
代
史
研

究
者
で
あ
り
な
が
ら
、
私
は
柳
田
民
俗
学
だ
け
で
は
な
く
、
戦
前
の

い
ろ
ん
な
歴
史
学
の
成
果
を
、
こ
の
際
い
つ
ぺ
ん
全
部
洗
い
直
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
を
い
た
し
ま
し
た
。
今
曰
は
そ
れ
に
は

時
間
が
足
り
ま
せ
ん
が
、
何
年
か
か
っ
て
も
継
承
す
べ
き
も
の
は
継

承
し
、
批
判
す
べ
き
も
の
は
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
を
や
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
わ
け
で
す
。

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
今
に
な
っ
て
必
要
な
の
か
と
申
し
ま
す

と
、
戦
後
の
部
落
史
研
究
の
柱
に
な
っ
た
の
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に

前
近
代
史
で
は
立
命
館
大
学
の
林
屋
辰
三
郎
さ
ん
の
「
散
所
」
論
で

す
○
林
屋
さ
ん
は
戦
前
の
喜
田
貞
吉
さ
ん
あ
た
り
の
研
究
成
果
を
消

幅
広
く
被
差
別
民
を
対
象
に

戦
前
の
成
果
の
継
承

戦
前
の
部
落
史
研
究
と
柳
田
民
俗
学
の
周
辺

現
在
、
も
っ
と
国
際
的
な
人
権
問
題
や
現
代
の
課
題
に
ま
で
問
題

意
識
を
広
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
・
そ
れ

は
も
ち
ろ
ん
大
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
で
は
い
っ
た
い
わ
が
国
の
人

権
の
歴
史
の
研
究
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
被
差
別
部

落
史
の
ほ
か
は
ほ
と
ん
ど
や
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
例
え

ば
「
雑
種
賎
民
」
、
様
々
な
芸
能
者
や
宗
教
的
な
賎
視
観
で
も
っ
て

扱
わ
れ
て
き
た
人
々
、
部
落
で
は
な
い
が
一
般
の
農
民
で
も
な
く
そ

の
中
間
に
あ
る
よ
う
な
人
々
、
法
的
な
位
置
や
身
分
の
上
で
は
部
落

差
別
と
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
差
別
さ
れ
卑
し
め
ら
れ

て
い
た
身
分
と
い
う
よ
う
な
者
に
対
す
る
研
究
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ

ん
。
や
っ
と
女
性
差
別
の
問
題
が
最
近
に
な
っ
て
進
み
ま
し
て
、
歴

史
的
な
叙
述
ま
で
可
能
に
な
っ
た
の
が
近
年
の
状
況
で
す
。

し
た
が
っ
て
私
は
、
そ
う
い
う
部
落
差
別
に
近
接
し
た
差
別
の
問

題
へ
部
落
差
別
に
似
た
扱
い
を
受
け
て
い
る
人
々
、
そ
う
い
う
分
野

に
つ
い
て
の
研
究
の
余
地
が
、
ま
だ
ま
だ
前
近
代
あ
る
い
は
近
現
代

に
も
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
う
い
う
領
域
に
ま
で
か
つ
て
研
究
の
幅
を
広

げ
て
い
た
人
は
誰
だ
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
民
俗
学
で
は
柳
田
国

（
３
）
 

男
で
す
。

柳
田
の
「
常
民
」
と
い
う
概
念
は
庶
民
、
平
民
、
あ
る
い
は
普
通

の
日
本
人
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
普
通
の
曰
本

人
が
基
本
的
な
労
働
や
社
会
を
支
え
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、

化
さ
れ
た
形
で
、
部
落
史
研
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ

れ
に
対
応
し
て
戦
後
の
歴
史
学
の
側
、
主
と
し
て
曰
本
史
研
究
会
あ

た
り
の
若
い
研
究
者
が
林
屋
説
を
検
討
し
な
が
ら
現
在
ま
で
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
は
若
い
研
究
者
が
喜
田
さ
ん
の
議
論
ま
で

踏
み
込
ん
で
詳
細
な
検
討
を
や
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
個
人
的
に
は

や
ら
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
全
休
と
し
て
は
、
不
十
分
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
戦
後
の
飛
躍
的
に
発
展
し
た
問

題
意
識
な
り
分
析
で
も
っ
て
、
ま
ず
林
屋
さ
ん
を
批
判
の
対
象
と
し

て
進
ん
で
き
ま
し
た
。
は
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
、
そ
こ
に
ズ
レ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
ｌ
そ
の
箇
所
が
柳
田
・
折
ロ
・
喜
田
の
位
置

で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
近
現
代
の
部
落
史
に
つ
い
て
言
い
ま
す
と
、
戦
後
は
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
井
上
清
さ
ん
が
、
戦
前
の
高
橋
貞
樹
や

全
国
水
平
社
の
部
落
委
員
会
活
動
あ
た
り
の
理
論
を
継
承
し
て
、
そ

秋
定
嘉
和
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有
泉
さ
ん
が
ど
う
い
う
視
点
で
柳
田
民
俗
学
と
部
落
問
題
を
押
さ

え
よ
う
と
し
た
か
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
重
要
な
観
点
で
は
な
い
か
と

思
う
わ
け
で
す
が
、
明
治
末
か
ら
大
正
の
中
期
に
か
け
て
宮
内
庁

内
在
的
な
批
判
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
議
論

と
し
て
、
有
泉
貞
夫
の
「
柳
田
国
男
者
１
祖
先
崇
拝
と
差
別
」
が
あ

り
ま
す
（
な
お
こ
の
論
文
は
神
島
二
郎
編
『
柳
田
国
男
研
究
』
筑
摩

書
房
、
一
九
七
三
年
に
も
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
の
本
に
は
代
表

的
な
柳
田
国
男
に
つ
い
て
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
一
番

よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
）

そ
う
す
る
と
、
柳
田
の
部
落
問
題
論
は
、
や
は
り
無
視
で
き
な
い
問

（
５
）
 

題
と
し
て
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
赤
松
啓
介
の
民
俗
学
の
業
績
を
今
読
ま
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
た
し
か
に
一
つ
の
業
績
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
柳

田
を
外
側
か
ら
切
る
、
つ
ま
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
批
判
し
た
に
過

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
内
在
的
な
批
判
と
い
う
も
の
を
く

ぐ
ら
せ
な
い
と
、
柳
田
国
男
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
が
、
柳
田
を
部
落
問
題
の
視
点
か
ら
内
在
的
に
批
判
し

よ
う
と
し
た
論
稿
と
い
う
の
は
、
数
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

で
は
こ
う
い
う
柳
田
に
対
し
て
、
戦
前
ど
う
い
う
評
価
が
あ
っ
た

の
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
つ
の
典
型
は
、
左
翼
の
側
か
ら
の
評
価
で

す
。
一
九
三
○
年
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
柳
田
民
俗
学
に
対
し
て
た

い
へ
ん
好
意
的
で
し
た
。
例
え
ば
橋
浦
泰
雄
の
立
場
で
す
。
橋
浦
は

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
家
で
す
が
、
彼
が
柳
田
に
傾
斜
し
て
い
く
最

大
の
理
由
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
ま
と
め
た
『
家
族
、
私
有
財
産
、
国
家

の
起
源
』
を
日
本
で
論
証
で
き
る
の
は
柳
田
民
俗
学
を
通
し
て
だ
と

い
う
よ
う
に
思
っ
て
い
た
か
ら
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
彼
は
多
く
の

同
族
集
団
、
村
落
共
同
体
あ
る
い
は
家
族
共
同
体
の
研
究
に
従
事
し

ま
し
て
、
そ
の
業
績
を
民
俗
学
の
雑
誌
や
、
注
目
す
べ
き
は
融
和
運
動

の
雑
誌
で
あ
る
『
同
愛
』
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。
『
同
愛
』
に
の
っ
た

の
は
尻
屋
村
の
調
査
の
結
果
で
し
て
、
一
九
二
六
年
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
羽
仁
五
郎
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
郷
土
学
の
関
係
と
い

新
し
い
日
本
学
の
対
象
に
し
た
。
こ
れ
が
明
治
の
終
り
頃
か
ら
の
柳

田
の
出
発
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
（
筑
摩
書

房
）
と
い
う
の
は
三
十
数
冊
も
あ
る
膨
大
な
も
の
で
、
未
収
録
の
も

の
を
含
め
れ
ば
彼
は
た
い
へ
ん
な
貴
の
も
の
を
書
い
て
い
ま
す
。
私

は
、
お
恥
し
い
こ
と
で
す
が
「
第
二
七
巻
」
な
ど
部
落
史
に
関
す
る

巻
し
か
読
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。

柳
田
の
内
在
的
な
批
判
を

柳
田
国
男
の
位
置

は
町
村
・
神
社
合
併
を
強
行
す
る
わ
け
で
す
が
、
柳
田
の
理
論
か
ら

言
い
ま
す
と
、
神
社
合
併
に
よ
っ
て
祖
先
崇
拝
、
「
家
」
永
続
の
信

仰
が
崩
れ
る
こ
と
は
、
小
作
争
議
に
よ
っ
て
村
が
揺
れ
る
よ
り
も
も

っ
と
大
事
な
こ
と
だ
、
小
作
争
議
は
一
時
的
な
も
の
で
、
話
合
い
が

付
け
ば
解
決
す
る
わ
け
で
す
が
、
祖
先
崇
拝
、
神
社
崇
拝
の
問
題
は

曰
本
人
の
生
活
の
も
っ
と
根
本
に
あ
る
問
題
で
し
て
、
そ
こ
で
柳
田

は
た
い
へ
ん
危
機
感
を
感
じ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
大
正
の
初
め
か

ら
柳
田
民
俗
学
の
上
に
祖
先
崇
拝
の
問
題
と
、
そ
れ
を
担
う
様
々
な

被
差
別
民
と
い
う
問
題
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
「
所
謂
特

殊
部
落
ノ
種
類
」
が
大
正
一
一
年
、
「
巫
女
老
」
が
大
正
一
一
’
三
年
、

「
毛
坊
主
老
」
は
大
正
三
’
四
年
、
「
唱
声
師
の
話
」
は
大
正
五
年
、

「
俗
聖
沿
革
老
」
は
大
正
十
年
と
、
大
正
の
初
め
か
ら
中
期
に
か
け

て
、
た
い
へ
ん
重
要
な
論
文
が
ほ
ぼ
集
中
し
て
い
ま
す
。

同
時
に
、
柳
田
が
祖
先
崇
拝
を
理
想
の
も
の
と
し
て
い
け
ば
い
く

ほ
ど
、
差
別
に
よ
っ
て
氏
子
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
そ
れ
を
共
有
で
き

な
か
っ
た
被
差
別
民
の
問
題
が
柳
田
民
俗
学
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
有
泉
さ
ん
の
指
摘
で
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
。

う
こ
と
で
柳
田
に
注
目
し
て
い
ま
す
し
、
浅
野
研
真
と
い
う
人
は
マ

ル
ク
ス
主
義
の
側
か
ら
仏
教
や
教
育
に
近
づ
い
た
人
で
す
が
、
共
同

意
識
と
階
級
意
識
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
柳
田
に
近
づ
く
。
ま
た
ソ

ビ
エ
ト
の
郷
土
地
理
な
ど
を
研
究
さ
れ
た
立
場
か
ら
、
例
え
ば
茂
木

と
い
う
人
が
柳
田
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
左
翼
の
側
で
は
、
具
体
的
に
人
民
を
革
命
の
側
に
組
織
す

る
、
こ
う
い
う
実
践
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
現
実
に
対
し
て
一
番
密

着
し
た
学
問
は
何
か
と
い
う
と
、
当
時
は
柳
田
民
俗
学
で
あ
る
と
い

（
４
）
 

露
つ
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

で
は
、
当
時
の
歴
史
学
は
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
こ
れ
は
明
確
に
二
つ
に
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
一
つ
は
東
大
、

京
大
の
国
史
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
、
実
践
と
学

問
と
は
関
係
な
い
と
い
う
考
え
が
中
心
で
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
い

わ
ば
郷
土
史
も
包
括
し
う
る
「
歴
史
科
学
』
と
い
う
雑
誌
が
刊
行
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
左
翼
の
側
で
は
こ
の
『
歴
史
科
学
』
と
柳
田
民

俗
学
が
ダ
ブ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
民
俗
学
を
学
ば
れ
た
赤
松
啓
介
ｌ

近
年
ず
い
ぶ
ん
業
績
が
復
刻
さ
れ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
ｌ
彼
が
な
ぜ
柳
田
に
注
目
し
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
や
は

り
部
落
問
題
を
や
っ
て
い
る
か
ら
で
す
ね
。
彼
は
そ
こ
か
ら
融
和
運

動
に
し
る
水
平
社
運
動
に
し
ろ
、
関
心
を
持
と
う
と
し
て
い
ま
す
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
、
柳
田
が
多
く
の

差
別
的
な
表
現
と
歴
史
的
事
実

Ｉ 
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さ
ら
に
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
重
要
な
業
績
は
、
堀
一
郎
さ
ん

か
（
６
）

の
『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
』
で
す
。
学
士
院
賞
を
と
っ
た
二

冊
の
分
厚
い
、
宗
教
史
の
上
で
は
重
要
な
本
で
す
が
、
も
し
読
ま
れ

た
ら
た
い
へ
ん
教
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
本
だ
と
思
い
ま
す
。
祖

先
崇
拝
の
問
題
を
ず
い
ぶ
ん
克
明
に
、
そ
れ
こ
そ
全
国
的
に
、
時
代

の
変
化
に
そ
っ
て
史
料
を
集
め
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
あ
る
き
巫
女
だ

重
要
な
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
有
泉
さ
ん
は
明
治
国
家
の
権

力
者
た
ち
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
で
き
た
一
般
百
姓
の
祖
先
崇
拝
の

意
識
を
賞
揚
し
、
国
家
神
道
を
媒
介
に
し
て
天
皇
崇
拝
に
集
約
、
普

遍
化
し
て
、
国
民
統
合
を
強
化
し
た
、
こ
う
い
う
論
理
で
現
代
に
つ

な
が
る
部
落
差
別
と
一
般
国
民
の
家
観
念
と
天
皇
制
の
問
題
を
解
い

た
わ
け
で
す
。

今
曰
は
た
ま
た
ま
有
泉
さ
ん
が
柳
田
民
俗
学
を
部
落
史
と
の
関
連

で
整
理
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
わ
け
で
す
が
、
私
は
こ
の
他
に
も
柳

田
の
業
績
と
現
代
の
歴
史
学
を
つ
な
ぐ
こ
と
は
、
他
に
た
く
さ
ん
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
か
ら
研
究
が
す
す
め
ば
、
そ
う
い
っ
た
示

唆
が
ま
だ
い
っ
ぱ
い
柳
田
の
全
集
に
は
詰
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
れ
が
今
後
、
私
た
ち
が
課
題
と
す
べ
き
一
つ
の
テ
ー
マ
で
は

な
い
か
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

論
文
で
指
摘
し
た
内
容
に
は
、
現
代
の
歴
史
学
か
ら
申
し
上
げ
て
も
、

事
実
と
し
て
は
ほ
ぼ
当
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
事
実
か
ら
目
を
つ
ぶ

り
回
避
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
生
殖
率
大
ナ
ル
ラ

シ
キ
コ
ト
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
確
か
に
差
別
的
な
意
味
で
と
ら
え

ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
近
世
の
多
く
の
部
落
が
周
辺
の
一
般

農
村
よ
り
も
人
口
増
加
が
高
く
、
し
か
も
そ
の
原
因
が
主
に
自
然
増

だ
と
い
う
の
は
、
今
日
の
ほ
ぼ
定
説
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
柳
田
は

た
っ
た
一
言
、
一
行
く
ら
い
の
こ
と
を
述
べ
る
時
に
も
、
そ
の
裏
に

は
何
個
か
の
史
料
を
ふ
ま
え
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
部
落
の
起
源
に
つ
い
て
も
、
柳
田
国
男
が
先
駆
的
な
の
は
、

戦
国
時
代
に
城
下
町
に
革
作
り
を
呼
ん
で
き
た
の
が
部
落
の
起
源
だ

と
考
え
て
い
て
、
時
期
で
い
え
ば
室
町
・
戦
国
期
を
想
定
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
戦
後
に
原
田
伴
彦
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
る
の
よ
り
も
数

十
年
前
の
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
デ
ー
タ
を
ふ
ま
え
て
、
様
々
な
議

論
を
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
昭
和
期
に
な
る
と
、
彼
が
「
き
よ
め
」
や
祖
先
崇
拝
の

機
能
に
被
差
別
民
が
深
く
関
与
し
て
い
た
の
を
言
及
す
る
こ
と
を
避

け
た
り
あ
い
ま
い
に
し
て
い
く
点
な
ど
は
、
論
議
を
呼
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

た
だ
、
柳
田
で
も
喜
田
貞
吉
で
も
そ
う
で
す
が
、
こ
の
史
料
か
ら

は
こ
う
言
え
る
、
あ
の
史
料
か
ら
は
あ
あ
言
え
る
と
い
う
ふ
う
に
、

史
料
や
伝
承
を
重
視
し
た
実
証
主
義
で
す
。
歴
史
学
の
場
合
に
は
ど

様
々
な
被
差
別
民
へ
の
関
心

iｌ 
Ｏｑ 
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と
か
様
々
な
聖
、
俗
聖
、
唱
聞
師
、
比
久
尼
、
遊
女
そ
の
ほ
か
、
実

に
広
い
範
囲
の
鎮
魂
あ
る
い
は
穂
れ
を
清
め
る
こ
と
を
や
る
人
々
の

存
在
形
態
を
実
証
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
あ
る
特
定
の
人
々
が
な
ん
ら
か
の
意
味
で
祖
霊
を
な
ぐ
さ

め
、
宗
教
的
な
代
償
行
為
を
担
う
と
い
う
、
こ
の
曰
本
文
化
の
基

盤
、
宗
教
的
な
土
壌
を
ど
う
み
る
か
。
し
か
も
こ
の
場
合
の
宗
教
は

高
野
山
や
比
叡
山
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
本
当
に
通
常
の
、

正
規
の
念
仏
す
ら
唱
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
生

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
と
民
間
宗
教
者
と
民
間
信
仰
を
ど
う
考
え

る
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

も
う
一
つ
、
こ
れ
も
戦
前
の
成
果
で
す
が
、
菊
池
山
哉
の
『
特
殊

部
落
の
研
究
』
と
か
『
別
所
と
特
殊
部
落
』
と
か
い
ろ
い
ろ
な
題
で

（
７
）
 

出
て
い
る
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
は
東
京
史
談
会
の
人
で
、
郷
土

史
家
で
す
が
、
と
に
か
く
差
別
さ
れ
て
い
る
部
落
の
様
々
な
起
源
に

つ
い
て
多
方
面
で
、
集
め
ら
れ
る
だ
け
集
め
た
本
で
す
。
「
え
た
」

系
に
限
ら
ず
、
「
非
人
」
系
そ
れ
以
外
に
も
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。

『
部
落
問
題
研
究
』
の
第
一
旦
織
ぜ
横
井
清
さ
ん
が
書
評
を
書
い
て

お
ら
れ
ま
す
。
横
井
さ
ん
は
た
い
へ
ん
柔
軟
に
業
績
は
業
績
と
し
て

批
判
的
に
継
承
し
よ
う
と
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
さ
す
が
の
横

井
さ
ん
も
こ
の
本
に
は
へ
き
え
き
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
と
ら
え

よ
う
が
な
い
の
で
す
。
柳
田
国
男
の
よ
う
に
綴
密
な
論
理
で
構
成
さ

れ
て
い
な
く
て
た
い
へ
ん
あ
れ
や
こ
れ
や
と
、
『
盛
た
く
さ
ん
の
本

そ
う
い
う
柳
田
の
多
様
な
部
落
の
起
源
論
を
、
有
泉
さ
ん
が
次
の

様
な
問
題
点
に
集
約
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
は
有
泉
説
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
様
々
な
被
差
別
民
は
そ
れ
ぞ
れ
に
き

よ
め
機
能
を
も
っ
て
民
衆
の
な
か
を
渡
り
歩
い
て
い
た
。
そ
の
き
よ

め
機
能
が
戦
国
時
代
以
前
と
以
後
と
で
は
決
定
的
に
変
っ
た
と
い
う

の
が
、
有
泉
説
で
す
。
つ
ま
り
、
先
祖
を
祭
っ
た
り
葬
っ
た
り
と
い

う
き
よ
め
機
能
、
祖
先
崇
拝
は
被
差
別
民
だ
け
で
は
な
く
て
一
般
の

民
衆
も
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
太
閤
検
地
以
降
、
小
農
民
が
自
立

し
て
祖
先
崇
拝
が
成
熟
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
彼
ら
は
自
分
を
清
浄

な
も
の
と
観
念
し
、
祖
先
崇
拝
に
と
っ
て
〃
障
り
〃
と
な
る
よ
う
な

き
よ
め
の
機
能
を
特
定
の
人
、
つ
ま
り
部
落
民
に
押
し
つ
け
、
代
行

さ
せ
て
い
っ
た
ん
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に

被
差
別
民
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
る
の
を
避
け
よ
う
と
す
る

態
度
を
と
る
の
が
水
平
社
創
立
以
降
の
柳
田
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が

れ
が
本
質
的
な
の
か
と
い
う
議
論
を
し
ま
す
が
、
柳
田
の
場
合
は
部

落
の
発
生
の
原
因
に
つ
い
て
も
多
様
・
多
因
論
に
な
り
ま
す
。
か
わ

た
起
源
も
あ
る
し
、
き
よ
め
起
源
も
あ
る
、
様
々
な
こ
と
が
言
え
る

わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
史
料
は
た
ん
な
る
聞
き
取
り
だ
け
で
は

な
く
て
、
古
文
書
も
読
ん
で
指
摘
し
て
い
ま
す
。

有
泉
貞
夫
の
柳
田
理
解
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し
て
い
っ
て
、
現
代
は
平
民
の
時
代
に
な
っ
た
。
部
落
は
ど
う
な
る

か
と
い
う
と
、
近
代
の
部
落
も
「
解
放
令
」
が
出
た
あ
と
、
次
第
に

解
放
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
、
そ
の
た
め
に
啓
発
活
動
も
い
る

し
、
教
育
も
、
経
済
的
地
位
の
向
上
も
い
る
。
こ
う
い
う
融
和
運
動

の
理
論
に
な
り
ま
す
。
ま
た
天
皇
制
の
問
題
で
い
え
ば
、
天
皇
制
の

も
っ
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
側
面
に
着
目
し
て
、
封
建
的
身
分
を

解
放
、
解
体
す
る
側
晒
に
着
目
し
て
近
代
の
天
皇
制
の
役
割
を
大
い

に
認
め
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
た
い
し
て
、
水
平
社
の
革
命
主
義
は
こ
ま
る
、
階
級
闘
争

は
逆
に
国
民
内
部
に
敵
を
作
る
こ
と
に
な
る
の
で
駄
目
だ
と
い
う
考

え
方
で
す
。

こ
う
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
天
皇
制
的
な
融
和
主
義
、
人
権
主
義

を
認
め
、
こ
う
い
う
立
場
で
歴
史
学
を
考
え
、
部
落
史
の
膨
大
な
業

績
を
残
し
ま
し
た
。
そ
し
て
高
橋
貞
樹
だ
け
で
な
く
、
実
に
多
く
の

人
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

も
う
一
つ
喜
田
さ
ん
の
上
昇
下
降
史
観
と
か
か
わ
っ
て
、
明
治
の

融
和
主
義
に
は
ず
い
ぶ
ん
貴
種
流
離
護
が
あ
り
ま
す
。
有
名
な
中
世

の
尊
い
人
が
落
ち
ぶ
れ
て
非
人
や
乞
食
、
部
落
民
に
な
っ
た
と
か
、

も
と
は
武
士
だ
っ
た
と
か
い
う
、
落
人
説
で
す
。
例
え
ば
、
『
明
治

の
光
』
に
も
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
す
し
、
兵
庫
県
内
務
部
の
調
査
の

『
兵
庫
県
部
落
沿
革
調
』
と
い
う
本
に
も
武
士
起
源
説
や
浪
人
起
源

説
な
ど
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
こ
う
い
う
内
容
に
つ
い
て
は
、

私
な
り
の
理
解
で
は
、
喜
田
さ
ん
の
議
論
は
多
様
な
部
落
の
発
生

論
な
の
で
す
。
主
に
職
業
起
源
、
宗
教
起
源
な
ど
の
立
場
を
と
っ
て

い
て
、
古
代
か
ら
中
世
の
関
係
す
る
史
料
を
た
く
さ
ん
集
め
立
証
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

喜
田
さ
ん
も
柳
田
国
男
と
よ
く
似
て
い
て
、
た
い
へ
ん
な
史
料
魔

で
し
た
。
当
時
の
京
都
帝
国
大
学
の
教
授
で
し
た
か
ら
、
現
在
の
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
五
倍
か
ら
一
○
倍
の
給
料
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の

次
は
、
喜
田
貞
吉
で
す
。
喜
田
さ
ん
も
著
作
が
多
く
、
最
近
全
一

四
巻
の
『
喜
田
貞
吉
著
作
集
』
が
出
ま
し
た
。
た
い
へ
ん
関
心
が
広

か
っ
た
方
で
す
が
、
特
に
曰
本
民
族
の
起
源
、
そ
し
て
渡
来
系
の
問

題
、
蝦
夷
・
熊
襲
、
天
皇
制
、
そ
し
て
部
落
民
、
こ
の
五
つ
く
ら
い

に
集
中
し
て
い
ま
す
。
著
作
集
の
第
一
○
巻
は
「
部
落
問
題
と
社
会

史
」
で
、
上
田
正
昭
先
生
が
て
い
ね
い
な
解
説
を
お
書
き
に
な
っ
て

い
ま
し
て
、
こ
の
解
説
で
、
だ
い
た
い
言
い
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
お

も
い
ま
す
。

で
す
し
、
も
と
に
な
っ
た
史
料
が
本
物
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
と
に
か
く
東
北
か
ら
九
州
ま
で
、
様
々
な
差
別
さ
れ
る
人

が
こ
れ
だ
け
い
る
ん
だ
と
、
問
題
提
起
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い

う
こ
と
も
検
討
ｌ
批
判
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

喜
田
貞
吉
と
部
落
問
題

’ 当
時
の
喜
田
・
柳
田
・
三
好
伊
平
次
の
論
文
に
も
各
地
方
の
実
例
と

し
て
ま
た
、
伝
承
や
文
書
で
出
て
く
る
こ
う
い
う
も
の
を
も
っ
と
掘（、
）

り
起
こ
し
て
、
ど
う
考
一
え
る
の
か
を
議
論
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
ど
う
し
て
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
よ
く
わ

か
り
ま
す
。
融
和
運
動
が
同
じ
様
に
言
っ
た
わ
け
で
す
。
『
明
治
の

光
』
の
例
で
す
が
、
松
井
庄
五
郎
は
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
武
士

で
、
お
ち
ぶ
れ
て
部
落
民
に
な
っ
た
が
、
今
度
は
金
持
ち
に
な
っ
た

ん
だ
か
ら
差
別
さ
れ
る
理
由
は
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
向
上
心
が
あ

り
、
社
会
的
地
位
を
得
た
部
落
民
は
部
落
民
で
な
く
な
る
資
格
が
あ

っ
て
、
だ
か
ら
向
上
心
が
な
く
て
貧
乏
な
部
落
民
は
だ
め
な
ん
だ
、

だ
か
ら
差
別
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
こ
が
一
番
問
題
で
し

て
、
実
際
に
は
皆
が
金
持
ち
に
な
れ
な
い
の
に
、
そ
れ
を
切
り
捨
て

て
し
ま
う
。
能
力
が
あ
り
、
財
産
が
あ
る
も
の
し
か
、
認
め
な
か
っ

た
。こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
が
水
平
社
運
動
で
あ
り
、
昭
和
の
融

和
運
動
で
し
た
。
経
済
更
生
運
動
の
な
か
で
、
例
え
ば
山
本
政
夫
・

藤
範
晃
ら
は
そ
こ
を
、
全
体
が
解
放
さ
れ
ね
ば
い
け
な
い
と
、
批
判

し
ま
し
た
。
同
じ
融
和
運
動
で
も
、
そ
う
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い

（
、
）

ま
す
。 と
こ
ろ
で
、
喜
田
さ
ん
の
歴
史
論
で
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
そ

れ
が
融
和
運
動
の
理
論
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
は

階
級
身
分
交
替
史
観
、
あ
る
い
は
勢
力
交
替
史
観
な
の
で
す
。
日
本

の
歴
史
を
な
が
く
見
ろ
と
、
「
箸
れ
る
も
の
は
久
し
か
ら
ず
」
で
、

必
ず
興
隆
と
没
落
が
あ
る
。
貴
族
や
待
ち
実
力
を
失
う
者
は
没
落

給
料
で
、
各
地
へ
行
っ
て
は
、
信
玄
袋
に
一
杯
、
古
本
屋
な
ど
か
ら

史
料
を
買
っ
て
帰
っ
て
、
研
究
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
喜
田
さ
ん
は
、
実
践
と
た
い
へ
ん
接
点
が
あ
り
ま
し
た
。
融

和
事
業
協
会
と
も
、
仲
が
良
か
っ
た
し
、
水
平
社
と
も
創
立
当
初
は

悪
く
な
か
っ
た
。
ポ
ル
派
が
台
頭
し
て
き
ま
す
と
仲
が
悪
く
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
ま
で
は
喜
田
さ
ん
は
水
平
社
か
ら
も
講
師
に
頼
ま
れ

て
、
ど
ち
ら
に
も
行
き
ま
し
た
。

（
９
）
 

そ
れ
か
つ
わ
学
問
的
に
は
、
本
庄
栄
次
郎
と
梺
覗
争
を
し
て
い
ま
す
。

本
庄
栄
次
郎
は
社
会
経
済
史
の
か
た
で
、
喜
田
さ
ん
は
自
分
は
社
会

史
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
が
違
う
の
か
、
喜
田
さ
ん
の
譲
ら
な

い
ポ
イ
ン
ト
は
社
会
史
は
社
会
問
題
を
や
っ
て
い
て
、
差
別
の
問
題

は
社
会
問
題
だ
、
社
会
経
済
史
は
物
の
生
産
と
流
通
の
学
問
で
、
社

会
問
題
（
人
間
）
を
扱
え
る
の
は
社
会
史
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
今
曰
で
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
指
摘
で
す
。

そ
の
他
の
業
績

富
田
貞
吉
と
融
和
運
動

Ⅷ
！
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先
人
か
ら
何
も
学
ぶ
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

こ
の
点
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

第
二
に
、
柳
田
国
男
、
折
ロ
信
夫
、
喜
田
貞
吉
、
さ
ら
に
堀
一

郎
、
阿
部
弘
蔵
、
滝
川
政
次
郎
と
い
っ
た
戦
前
の
業
績
と
、
林
屋
辰

（
胸
）

｜
二
郎
と
そ
の
周
辺
、
高
取
正
男
、
網
野
善
彦
、
そ
う
い
っ
た
戦
後
の

歴
史
学
、
民
俗
学
、
社
会
史
の
業
績
の
つ
な
が
り
を
も
っ
と
明
ら
か

に
し
て
い
く
仕
事
が
今
後
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
現
状
で
は
戦
前
の

業
績
と
戦
後
の
業
績
の
間
に
、
少
し
ズ
レ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

こ
う
思
い
ま
す
。

第
三
に
、
戦
後
へ
地
方
史
研
究
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
し
た
・

林
屋
さ
ん
は
部
落
史
、
女
性
史
、
地
方
史
の
三
つ
を
提
唱
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
一
一
一
つ
に
限
り
ま
せ
ん
。
少

数
民
族
の
問
題
、
沖
縄
の
問
題
、
障
害
者
の
問
題
な
ど
た
く
さ
ん
あ

る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
地
方
史
と
い
っ
て
も
質
的
に
は
中
央
史
と
変

ら
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
す
し
、
あ
る
一
つ
の
問
題
を
解

明
す
る
の
に
地
方
史
を
や
ら
な
い
と
実
証
的
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い

問
題
だ
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
従
っ
て
多
様
な
差
別
の
問
題
を
考
え

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
そ
れ
で
は
戦
前
の
民
俗
学
、
歴
史
学
か
ら
何
を
継
承
す

る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
が
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
に
ふ
れ
た

多
く
の
論
者
か
ら
柔
軟
に
可
能
性
と
い
う
か
、
多
様
性
を
探
る
こ
と

が
大
事
で
は
な
い
か
。
一
つ
の
固
定
観
念
で
見
て
し
ま
う
と
お
か
し

ま
す
。
廷

観
で
す
。

こ
の
本
は
皇
国
史
観
の
時
代
の
成
果
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
体
系

は
そ
の
後
、
社
会
史
の
分
野
で
網
野
さ
ん
が
似
た
議
論
を
し
て
い
ま

（
Ｍ
）
 

す
が
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
有
名
な
本
で
は
、
阿
部
弘
蔵
の
『
日
本
奴
隷
史
」
が
あ
り

（
脂
）

ま
す
。
大
正
の
初
め
頃
に
書
か
れ
て
大
正
の
終
り
頃
に
出
版
さ
れ
ま

し
た
が
、
当
時
と
し
て
は
た
い
へ
ん
な
労
作
で
、
例
え
ば
第
十
章

「
近
世
期
奴
隷
の
種
類
」
だ
け
を
見
て
も
第
一
項
「
え
た
」
か
ら
、

も
う
少
し
、
別
な
本
を
紹
介
し
ま
す
。
塩
谷
孝
太
郎
と
い
う
人
が

『
部
落
史
論
考
』
と
い
う
本
を
一
九
四
八
年
に
出
し
て
い
ま
す
。
実

際
に
書
い
た
の
は
戦
時
中
で
、
同
和
奉
公
会
の
機
関
誌
に
書
い
た
も

（
旧
）

の
を
、
戦
後
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
ど
う
い
う
内
容
か
と
い
い
ま
す

と
、
南
北
朝
対
立
の
な
か
の
被
差
別
民
の
役
割
を
重
視
し
た
説
で
あ

り
、
一
向
一
侯
説
で
も
あ
り
、
中
世
の
天
皇
制
融
和
主
義
で
も
あ
り

ま
す
。
近
年
の
網
野
善
彦
さ
ん
の
『
曰
本
王
権
論
』
と
も
か
か
わ
っ

て
き
ま
す
が
、
つ
ま
り
、
庄
園
や
寺
社
の
代
表
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇

に
楠
木
正
成
や
そ
の
他
の
被
差
別
民
が
味
方
し
た
、
と
こ
ろ
が
王
権

が
滅
び
る
時
に
そ
う
い
っ
た
人
々
が
鎌
倉
幕
府
や
足
利
幕
府
に
抵
抗

し
て
被
差
別
民
に
さ
れ
て
い
く
。
も
と
も
と
聖
な
る
民
で
あ
っ
た
も

の
が
、
結
局
、
武
士
階
級
に
敗
れ
、
そ
の
結
果
、
織
豊
政
権
あ
る
い

は
江
戸
幕
府
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
、
こ
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
い

ま
す
。
近
世
政
治
起
源
説
で
も
あ
り
、
裏
返
す
と
み
ご
と
な
皇
国
史

な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

第
二
に
、
特
に
民
俗
学
の
場
合
で
す
が
、
多
様
な
指
摘
を
歴
史
学

が
受
け
入
れ
る
場
合
、
時
期
区
分
を
意
識
し
た
上
で
押
さ
え
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
前
近
代
の
場
合
、
差
別
の
あ
り
よ
う
を
時
期
区
分
を

明
確
に
し
て
見
て
い
き
ま
す
と
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
部
落
差
別
の
形

成
史
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

近
現
代
あ
る
い
は
戦
前
と
戦
後
を
見
ま
し
て
も
、
同
じ
解
放
あ
る

い
は
解
消
へ
解
体
と
言
い
ま
し
て
も
、
都
市
と
農
村
で
は
違
い
ま
す

し
、
身
分
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
え
た
」
身
分
と
非
人
身
分
あ
る
い

は
「
雑
種
賎
民
」
と
で
は
社
会
的
な
存
在
形
態
が
違
え
ば
解
放
の
条

件
も
違
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
も
っ
と
柔
軟
に
考
え
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
あ
る
い
は
議
論
を
よ
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
部
落
問
題
は
運
動
的
な
、
つ
ま
り
自
覚
的
、
主
体
的
な
解
決
と

あ
わ
せ
て
、
実
際
に
は
日
常
的
な
、
非
自
覚
的
な
解
消
過
程
も
あ
る

わ
け
で
す
。
戸
籍
を
移
し
て
し
ま
う
と
か
、
結
婚
し
て
し
ま
う
と

か
、
解
放
運
動
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
こ
う
い
う
個
人
的
な
形
で
の

解
消
の
条
件
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
両
方
の
側
面
を
と
ら
え
て
、
そ

れ
を
理
論
化
す
る
こ
と
が
今
曰
で
は
た
い
へ
ん
重
要
な
時
期
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
解
放
史
研
究
が

前
者
を
対
象
に
し
た
枠
組
み
を
も
っ
て
研
究
し
た
の
に
対
し
て
、
民

ま
と
め
と
し
て
、
第
一
に
、
私
は
柳
田
国
男
に
つ
い
て
「
特
殊
部

落
」
と
い
っ
た
言
葉
、
用
語
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
と

ら
わ
れ
て
、
だ
か
ら
差
別
的
で
ダ
メ
な
ん
だ
と
切
り
捨
て
る
の
で
は

な
く
て
、
彼
が
指
摘
し
た
事
実
、
内
容
の
ど
う
い
う
点
を
成
果
と
し

て
批
判
的
に
学
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
言
わ
な
け
れ
ば
、

非
人
は
も
ち
ろ
ん
、
角
兵
衛
獅
子
、
遊
女
、
歌
舞
伎
役
者
な
ど
、
第

十
八
項
足
軽
ま
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

『
検
非
違
使
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
丹
生
谷
哲
一
さ
ん
の
最
近
の

「
歴
史
学
研
究
』
の
論
文
な
ど
を
読
み
ま
し
て
も
、
単
に
「
系
譜

論
」
で
は
だ
め
だ
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
段
階
論
」
を
踏
ま

え
た
う
え
で
様
々
な
差
別
の
問
題
に
答
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い

の
で
は
な
い
か
。
被
差
別
部
落
以
外
の
差
別
さ
れ
た
人
々
の
問
題
を

含
め
て
一
度
、
あ
る
い
は
初
め
て
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ち
ゃ
ん
と

や
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
近
代
の
部
落
史
に
つ
い
て
言
え
ば
、
明
治

時
代
の
労
働
者
そ
の
も
の
が
た
い
へ
ん
差
別
さ
れ
て
い
て
、
明
治
の

労
働
運
動
は
人
格
向
上
と
い
う
こ
と
か
ら
取
り
上
げ
て
い
っ
た
と
い

う
問
題
ど
も
か
ら
ん
で
き
ま
す
。
部
落
史
の
研
究
は
、
そ
う
い
う
他

の
身
分
・
階
級
の
人
権
的
解
放
・
尊
重
を
も
あ
わ
せ
て
研
究
す
る
時

代
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

継
承
す
べ
き
こ
と
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〈
付
記
〉

本
稿
は
、
本
年
三
月
の
部
落
解
放
研
究
所
会
員
会
議
で
の
報
告
を

ほ
ぼ
原
形
の
ま
ま
生
か
し
、
文
末
に
〈
付
記
〉
を
付
し
て
成
文
化
し

た
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
不
十
分
な
部
分
を
も
っ
て
お
り
、
と
り
わ

け
題
名
か
ら
み
る
と
折
ロ
信
夫
を
視
野
に
入
れ
ず
、
か
つ
柳
田
の
他

の
分
野
の
論
文
や
、
最
近
の
柳
田
研
究
に
目
を
通
し
て
い
な
い
こ
と

な
ど
、
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
今
回
の
『
柳
田
国
男
全

集
』
第
四
巻
の
解
説
者
で
あ
る
永
池
健
二
氏
が
会
議
に
出
席
さ
れ
て

い
た
と
の
こ
と
だ
が
、
有
泉
氏
の
独
自
の
指
摘
に
つ
い
て
「
解
説
」

で
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
時
間
の
関
係
で
当
曰
お
た

ず
ね
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。

俗
学
や
社
会
史
は
後
者
に
対
し
て
有
効
な
視
角
を
提
示
す
る
の
で
は

な
い
か
と
期
待
す
る
次
第
で
す
。

注（
１
）
渡
部
徹
・
飛
鳥
弁
雅
道
『
日
本
社
会
主
義
運
動
史
論
』
（
三
一
書

一
男
、
一
九
七
三
年
）
所
収
、
「
部
落
解
放
運
動
と
共
産
主
義
」
二
六
七

頁
以
下
。

（
２
）
中
村
福
治
『
融
和
運
動
史
研
究
』
（
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
八
八

年
）
所
収
、
「
高
橋
貞
樹
と
水
平
運
動
」
一
一
四
三
’
一
一
五
五
頁
。

（
３
）
柳
田
と
と
も
に
重
要
な
人
物
と
し
て
折
ロ
信
夫
が
存
在
す
る
が
、
恥

か
し
な
が
ら
未
検
討
の
た
め
、
今
回
は
言
及
し
な
か
っ
た
。

（
⑫
）
山
本
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
藤
範
に
つ
い
て

は
、
ほ
ぼ
毎
号
『
融
和
事
業
研
究
』
に
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

『
〆

と
り
わ
け
第
二
八
輯
の
「
内
部
同
胞
に
関
す
る
諸
問
題
」
・
は
激
烈
で
あ

る
。
再
評
価
が
ま
た
れ
る
。

冠
）
『
融
和
時
報
』
の
後
身
紙
で
『
同
和
国
民
運
動
』
と
題
さ
れ
た
月
刊

紙
（
複
刻
、
三
一
書
房
）
で
、
塩
谷
「
部
落
史
論
考
」
は
一
九
四
三
年

一
月
一
日
号
の
兵
庫
県
版
か
ら
連
載
さ
れ
、
一
九
四
四
年
八
月
号
（
八
）

で
中
断
を
み
た
。

（
Ⅲ
）
『
日
本
王
権
論
』
（
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
）
第
二
章
な
ど
、
他
所

で
も
言
及
は
多
い
。

（
巧
）
『
日
本
奴
隷
史
』
（
聚
芳
閣
、
一
九
二
六
年
）
。
古
代
か
ら
近
世
ま
で

約
四
○
○
頁
に
わ
た
る
大
作
で
あ
る
。
類
似
の
書
と
し
て
瀧
川
政
次
郎

『
日
本
社
会
史
』
（
清
水
書
房
、
一
九
二
九
年
）
が
あ
り
、
先
行
す
る

阿
部
の
書
と
の
比
較
検
討
が
ま
た
れ
る
。
ま
た
、
最
近
、
復
刻
さ
れ
た

き
な
ど
で
の
経
緯
は
、
郷
土
史
研
究
か
ら
す
る
部
落
史
へ
の
一
提
示
で

あ
っ
た
。

（
８
）
『
部
落
問
題
研
究
』
第
一
一
一
輯
（
一
九
六
二
年
一
一
一
月
）
所
収
、

「
部
落
史
研
究
の
一
つ
の
遺
産
」

（
９
）
第
一
○
巻
「
解
説
」
四
四
七
頁
。

（
皿
）
『
歴
史
公
論
』
（
一
九
七
八
年
二
月
号
）
所
収
、
拙
稿
「
大
正
融

和
主
義
の
一
典
型
」

（
ｕ
）
三
好
伊
平
次
『
同
和
問
題
の
歴
史
的
研
究
』
（
世
界
文
庫
版
、
’
九

六
八
年
）
一
一
八
九
’
一
一
一
○
三
頁
が
戦
前
の
成
果
を
簡
要
に
ま
と
め
て
い

る
。

〈
訂
正
の
お
わ
び
〉

前
号
（
第
七
三
号
）
の
手
島
武
雅
論
文
「
『
ウ
タ
リ
対
策
』

を
め
ぐ
る
若
干
の
予
備
的
考
察
」
に
お
い
て
以
下
の
箇
所
が
誤

植
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
次
の
通
り
訂
正
頂
け
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

一
○
二
頁
下
段
、
後
ろ
か
ら
八
行
目

●
●
 

即
ち
「
終
結
政
策
」
＋
既
に
「
終
結
政
策
」

石
川
恒
太
郎
『
日
本
浪
人
史
』
（
西
田
書
店
、
一
九
八
○
年
）
が
あ
り

史
学
史
的
検
討
を
ま
っ
て
い
る
。

（
咽
）
『
宗
教
以
前
』
（
’
九
六
八
年
）
『
仏
教
土
着
』
（
一
九
七
三
年
）
い

ず
れ
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ッ
ク
ス
。
宗
教
民
俗
学
の
立
場
か
ら
成
果
を
間
う
て

お
ら
れ
た
が
、
残
念
な
が
ら
天
逝
さ
れ
た
。

（
４
）
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
竹
村
民
郎
「
柳
田
民
俗
学
の
軌
跡
」
に
よ
っ

た
。
こ
の
論
文
は
、
後
述
の
有
泉
論
文
と
と
も
に
歴
史
学
と
柳
田
民
俗

学
（
部
落
差
別
の
分
野
）
を
つ
な
ぐ
重
要
論
文
で
、
と
も
に
後
述
の
神

島
二
郎
編
『
柳
田
国
男
研
究
』
（
筑
摩
書
房
、
’
九
七
三
年
）
に
所
収

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
期
（
一
九
三
○
年
代
）
の
赤
松
啓
介
『
民

俗
学
』
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
で
柳
田
民
俗
学
と
の
接
点
を
求
め
て

い
る
。

（
５
）
『
民
俗
学
』
（
複
刻
本
、
明
石
書
店
、
’
九
八
八
年
）
三
五
’
四
七

頁
。
赤
松
の
方
法
や
成
果
が
具
体
的
に
柳
田
と
異
な
る
点
を
指
摘
し
て

ほ
し
か
っ
た
。

（
６
）
「
伝
承
説
話
編
」
（
第
一
巻
）
と
「
宗
教
編
」
（
第
二
巻
）
に
分
か

れ
、
一
九
五
三
ｌ
五
五
年
、
東
京
創
元
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
戦
前
の

成
果
『
遊
幸
思
想
』
（
育
英
書
院
、
一
九
四
四
年
）
の
改
訂
版
で
あ
る
。

部
落
史
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
の
は
第
二
巻
で
あ
る
。

（
７
）
『
別
所
と
特
殊
部
落
』
全
巨
川
弘
文
館
、
’
九
六
六
年
版
）
に
よ
る
。

再
版
は
『
特
殊
部
落
の
研
究
』
と
改
題
さ
れ
た
り
『
日
本
の
特
殊
部

落
』
と
し
て
改
訂
再
版
さ
れ
た
り
、
発
行
元
も
一
一
丁
四
度
の
変
化
が
あ

っ
た
。
筆
者
と
し
て
は
一
九
一
○
年
以
来
の
研
究
で
あ
る
。
『
穣
多
族

に
関
す
る
研
究
』
（
自
費
出
版
、
一
九
一
一
三
年
）
で
初
刊
を
み
、
そ
の
題

名
・
内
容
か
ら
全
水
の
糾
弾
を
受
け
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
全
水
の
方

針
転
換
か
ら
糾
弾
さ
れ
ず
、
逆
に
中
央
融
和
事
業
協
会
か
ら
喜
田
説
と

異
な
る
と
し
て
対
立
を
招
い
た
。
し
か
し
筆
者
は
、
そ
の
後
の
研
究
か

ら
先
住
民
（
ア
イ
ヌ
）
説
を
取
り
下
げ
る
な
か
で
、
多
様
な
被
差
別
へ

の
研
究
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。
菊
池
の
初
版
ｌ
再
刊
の
辞
、
は
し
が


