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と
了
解
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
の
あ
と
に
付
せ
ら
れ
た
府
県
宛

て
の
指
示
を
も
賎
民
廃
止
令
に
含
め
る
の
で
あ
る
。
い
や
、
従
来
軽

視
さ
れ
て
い
た
府
県
向
け
の
布
告
こ
そ
賎
民
廃
止
令
に
と
っ
て
本
質

的
だ
と
い
う
の
が
、
著
者
の
そ
も
そ
も
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
り
、
公
理

の
よ
う
に
動
か
し
難
い
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
府
県

宛
の
指
示
、
つ
ま
り
賎
民
制
廃
止
に
と
も
な
う
穣
多
・
非
人
等
の
一

般
民
籍
へ
の
編
入
と
、
無
年
貢
地
の
引
き
直
し
と
が
、
こ
れ
ま
で
解

放
令
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
布
告
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ

そ
が
、
著
者
の
視
点
の
独
自
さ
で
あ
り
、
だ
か
ら
賎
民
廃
止
令
は
解

放
令
の
単
純
な
言
い
替
え
で
は
あ
り
え
な
い
。

本
書
の
内
容
は
別
々
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
再
録
と
、
新
稿
と
か

ら
な
る
。
著
者
は
新
た
に
研
究
が
進
展
し
て
い
る
場
合
も
、
あ
え
て

旧
稿
に
手
を
加
え
ず
再
録
し
た
こ
と
を
断
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
旧

稿
と
は
、
主
と
し
て
賎
民
廃
止
令
の
法
的
内
容
、
成
立
・
施
行
過
程

を
論
じ
た
も
の
で
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
分
野
で
の
著
者
の
記
念

碑
的
業
績
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
九
八
○
年
、
八
二

年
に
本
誌
に
発
表
さ
れ
た
。
著
者
と
し
て
は
愛
着
も
あ
り
、
当
時
す

で
に
完
成
度
の
高
い
論
文
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
実
際
書
き
直
す
こ
と

は
困
難
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
著
者
は
、
研
究
史
上

の
新
た
な
発
展
に
は
註
や
補
論
で
対
応
す
る
方
法
を
と
っ
て
配
慮
し

て
い
ろ
。
『

目
次
を
紹
介
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

表
題
に
い
う
「
賎
民
廃
止
令
」
と
は
、
明
治
四
年
八
月
二
八
曰
に

出
さ
れ
た
太
政
官
布
告
、
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
の
こ
と
で
あ
る
。

著
者
が
表
題
に
解
放
令
で
な
く
、
こ
の
名
称
を
使
っ
た
の
に
は
積
極

的
な
理
由
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
布
告
が
対
象
と
し
た
「
穣
多
ｂ
非
人
等
」
の
社
会
で

の
あ
り
よ
う
が
、
「
解
放
」
と
い
う
言
葉
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
に
よ

る
。
解
放
令
と
は
人
身
隷
属
の
状
態
に
あ
っ
た
娼
妓
に
こ
そ
ふ
さ
わ

し
い
か
ら
だ
。

も
う
ひ
と
つ
は
解
放
令
と
い
う
名
称
が
、
言
わ
ば
思
い
入
れ
と
裏

腹
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
Ｑ
今
曰
、
解
放
令
と
い
う
言
葉
が
発

せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
二
片
の
空
文
」
で
し
か
な
い
と
い
う
評

書
評

「
明
治
維
新
と
賎
民
廃
止
令
」

’ 
序
章
「
鎖
国
」
の
解
体
と
差
別
思
想
の
変
容

第
一
章
維
新
の
内
乱
と
被
差
別
部
落

第
二
章
統
一
国
家
へ
の
歩
み
と
被
差
別
部
落

第
三
章
賎
民
廃
止
令
の
成
立
過
程

補
論
一
賎
民
廃
止
令
成
立
に
関
す
る
諸
説
の
背
景

補
論
二
京
都
府
と
明
治
四
年
賎
民
廃
止
令

補
論
三
賎
民
制
廃
止
の
論
理

第
四
章
賎
民
廃
止
令
の
法
的
内
容
ｌ
そ
の
施
行
過
程
の
研

究
’

第
五
章
部
落
解
放
反
対
騒
擾
に
よ
る
被
害

第
六
章
部
落
解
放
反
対
騒
擾
に
お
け
る
民
衆
意
識
の
分
析

第
七
章
新
政
反
対
一
摸
に
お
け
る
部
落
問
題
の
位
置

終
章
総
括
と
展
望
ｌ
明
治
維
新
と
被
差
別
部
落

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
明
治
維

新
前
後
の
時
代
背
景
の
中
で
部
落
を
め
ぐ
る
環
境
が
ど
う
変
化
し
て

い
っ
た
の
か
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
世

界
史
上
の
力
学
が
、
当
時
、
部
落
問
題
へ
も
及
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。
賎
民
廃
止
令
成
立
へ
と
至
る
歴
史
過
程
が
、
い
か
に
不
可
逆
的

に
進
行
し
て
い
っ
た
の
か
を
立
証
す
る
こ
と
が
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ

る
と
も
言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
本
質
的
に
、
明
治
維
新
と
は
何
か

を
問
う
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
『
明
治
維
新
と
賎

民
廃
止
令
』
と
い
う
本
書
の
表
題
は
、
両
者
の
単
に
並
列
的
な
関
係

価
が
ま
つ
わ
り
つ
く
。
著
者
は
「
解
放
」
と
称
す
る
こ
と
に
よ
る
布

告
の
美
化
に
も
、
ま
た
、
そ
れ
が
「
解
放
」
の
名
に
値
し
な
い
二

片
の
空
文
」
と
す
る
過
小
評
価
に
も
反
対
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

政
府
は
人
権
や
差
別
解
消
と
い
っ
た
視
点
か
ら
こ
の
布
告
を
出
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
地
租
改
正
の
障
害
を
除
去
す
る
と
い

う
限
り
で
、
賎
民
制
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賎
民

廃
止
令
は
社
会
で
の
差
別
の
存
続
・
撤
廃
の
い
ず
れ
の
動
き
に
対
し

て
も
、
基
本
的
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
関
係
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
賎
民
廃
止
令
と
い
う
用
語
に
は
本
書
で
の
著
者
の
主
張

の
一
切
が
凝
縮
し
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
の
言
う
「
賎
民
廃
止
令
」
は
、
従
来
「
解
放
令
」
の

名
で
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
単
に
言
い
替
え
た
だ
け
で
は
な
い
。
一

般
に
、
解
放
令
は
「
穣
多
・
非
人
等
の
称
廃
せ
ら
れ
候
条
、
自
今
身

分
・
職
業
共
平
民
同
様
た
る
べ
き
事
」
と
い
う
太
政
官
布
告
を
指
す

石
瀧
豊
美
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で
は
な
く
、
合
鏡
の
よ
う
に
相
互
補
完
的
な
関
係
を
示
し
て
い
る
と

理
解
で
き
る
。

以
下
で
は
、
著
者
の
主
張
を
章
立
て
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
見
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。
当
然
に
、
全
四
一
○
頁
に
及
ぶ
本
書
の
全
体
を
カ

バ
ー
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。
第
五
章
以
下

に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
ら
か

じ
め
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
う
規
定
性
は
、
私
の
よ
う
に
地
域
レ
ベ
ル
で
賎
民
制
を
研
究
し
よ

う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
概
念
で
あ
る
。

あ
る
社
会
的
存
在
が
被
差
別
民
に
あ
た
る
か
ど
う
か
の
判
定
と
し
て

使
え
る
。
い
わ
ば
、
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
の
役
割
を
果
た
す
か
ら
だ
。

私
自
身
は
尺
と
の
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
に
よ
っ
て
、
福
岡
藩
で
法
的
に

被
差
別
身
分
と
さ
れ
た
の
が
稜
多
・
非
人
。
寺
中
の
三
身
分
で
、
そ

れ
以
外
に
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
著
者
の
規

定
を
借
り
て
、
た
だ
応
用
問
題
を
解
い
た
だ
け
な
の
だ
が
１
。
ち
な

み
に
、
福
岡
藩
で
寺
中
と
は
歌
舞
伎
役
者
を
指
す
。
Ｌ
Ｉ

こ
の
よ
う
に
、
私
は
著
者
の
見
解
に
基
本
的
に
賛
成
の
立
場
に
立

つ
。
た
だ
、
こ
こ
で
著
者
が
目
を
向
け
て
い
な
い
点
に
も
注
意
を
促

し
て
お
き
た
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
被
差
別
民
が
「
社
会

外
」
あ
る
い
は
「
人
外
」
と
し
て
の
規
定
を
社
会
の
内
か
ら
受
け
て

い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
「
人
間
」
と
い
う
概
念
を
問
う

こ
と
に
も
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
人
外
」
を
前
提
と
す
る
「
人

間
」
概
念
は
（
当
然
に
生
物
学
上
の
ヒ
ト
（
人
類
）
と
は
違
垣
そ

れ
よ
り
は
狭
い
概
念
で
あ
る
ｐ
こ
こ
で
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で

は
「
イ
ン
ド
人
や
黒
人
や
新
大
陸
の
ア
メ
リ
カ
土
着
民
」
が
、
ロ
ー

マ
法
王
の
宣
一
一
一
口
（
一
五
一
一
一
七
年
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
ほ
ん
も
の

の
人
間
」
に
な
っ
た
、
と
い
う
鯖
田
豊
之
氏
の
文
章
（
中
公
新
書

『
肉
食
の
思
想
』
八
四
頁
）
を
思
い
出
す
の
だ
が
、
ｉ
か
つ
て
は
「
人

間
」
と
い
う
概
念
は
文
化
的
に
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の

著
者
自
身
が
「
本
書
の
中
心
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
第
四
章
「
賎

民
廃
止
令
の
法
的
内
容
ｌ
そ
の
施
行
過
程
の
研
究
ｌ
」
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
布
告
の
法
文
解
釈
に
よ
り
、
賎
民
廃
止
令
の
目
的
と
し
た

も
の
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
。
｜
字
一
句
に
厳
密
な
検
討
を
加
え
て
、

そ
の
意
味
す
る
内
容
を
大
き
か
ら
ず
小
さ
か
ら
ず
、
カ
メ
ラ
の
ピ
ン

ト
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
的
確
に
析
出
す
る
著
者
の
手
際
は
見
事
で
あ

る
。
従
来
の
盲
点
を
つ
い
て
、
賎
民
廃
止
令
を
法
と
し
て
見
る
と
い

う
当
然
の
態
度
が
、
著
者
に
多
く
の
成
果
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
、

ま
さ
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
法
文
の
検
討

を
欠
い
て
歴
史
的
評
価
を
下
し
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
対
し
て
、
著

者
は
「
転
倒
し
た
、
お
よ
そ
非
科
学
的
な
方
法
」
（
二
四
一
頁
）
と
、

厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
る
。

￣ 

■■■■■■■■ 

私
た
ち
は
近
世
の
賎
民
制
と
、
近
代
の
部
落
差
別
と
が
、
全
く
同

じ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
連
続
面
・

断
絶
面
の
質
的
な
検
討
は
厳
密
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
賎
民
廃
止
令
の
法
的
内
容
の
研
究
に
よ
り
、
著
者
は
こ
の
点

に
独
創
的
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

賎
民
廃
止
令
の
文
面
に
は
「
穣
多
・
非
人
等
」
と
い
う
文
字
が
あ

る
。
著
者
は
こ
の
「
等
」
の
一
語
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

穣
多
・
非
人
以
外
の
存
在
形
態
を
示
す
被
差
別
民
、
す
な
わ
ち
「
雑

賎
民
」
を
事
実
上
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
著
者

は
賎
民
廃
止
令
の
適
用
対
象
が
、
例
外
を
許
さ
ず
一
切
の
被
差
別
民

に
及
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
だ
か
ら
、
著
者
は
賎
民
廃
止
令

の
本
質
を
「
即
時
・
無
条
件
の
賎
民
制
廃
止
」
と
述
べ
る
が
、
ま
さ

に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
近
世
社
会
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
二
片
の
空
文
」
ど
こ
ろ
か
「
革
命
的
」
二
○

八
頁
）
で
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
雑
賎
民
を
も
含
め
た
被
差
別
民
一
般
と
は
ど
の
よ
う
な
規

定
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
言
い
替
え
れ
ば
、
法
文
に
例
示
さ
れ
て

い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
布
告
を
受
け
入
れ
た
末
端
の
地
方
行
政
で

は
、
布
告
の
対
象
と
な
る
人
々
を
ど
う
し
て
把
握
で
き
た
の
か
。

そ
れ
を
著
者
は
二
般
社
会
か
ら
の
隔
絶
」
、
す
な
わ
ち
「
社
会

外
」
と
し
て
の
共
通
の
規
定
性
に
求
め
る
。
著
者
は
様
々
な
例
を
上

げ
て
こ
の
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
社
会
外
」
と

意
味
で
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
は
「
人
間
」
観
拡
張
の
歴
史
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

著
者
は
他
の
場
所
で
、
幕
末
期
に
「
人
と
畜
生
間
に
穣
多
と
い
ふ

一
階
級
が
あ
る
と
い
ふ
の
が
上
下
一
同
の
考
で
あ
っ
た
」
と
い
う
認

識
の
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
（
七
頁
）
、
こ
の
場
合
「
人
」

と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
考
察
に
ま
で
踏
み
込
ま
ね
ば
「
社
会
外
」

「
人
外
」
の
概
念
を
本
当
に
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
本
書
で
は
、
被
差
別
部
落
を
『
社
会
外
』
と
し
て

一
貫
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
試
み
た
」
と
著
者
は
自
負
し
て
い
る
か

ら
、
あ
え
て
著
者
の
研
讃
を
求
め
る
次
第
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
：
も
う
一
点
不
満
を
言
え
ば
、
著
者
は
、
各
県

が
賎
民
廃
止
令
の
施
行
に
当
た
っ
て
雑
賎
民
を
対
象
に
加
え
た
こ
と

に
つ
い
て
、
「
政
府
の
明
確
な
指
示
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（
二
四
九
ｒ
二
五
○
頁
）
。
け
れ
ど
も
、
そ
の

具
体
的
な
指
示
な
る
も
の
は
つ
い
に
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
賎
民

廃
止
令
に
施
行
細
則
の
よ
う
な
も
の
が
付
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
重

要
な
点
で
あ
り
、
本
書
全
体
の
ト
ー
ン
は
こ
の
点
を
否
定
的
に
論
じ

て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の
部
分
に
限
っ
て
言
え

ば
、
史
料
に
基
づ
く
実
証
と
い
う
著
者
の
方
法
に
照
ら
し
て
逸
脱
で

は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
「
等
」
の
一
宇
の
存
在
と
、
「
民
籍
」
編
入

の
指
示
と
灸
そ
し
て
何
よ
り
も
「
社
会
外
」
と
い
う
具
体
的
な
あ
り

よ
う
が
、
「
政
府
の
明
確
な
指
示
」
に
代
わ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
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除
す
る
も
の
以
上
で
は
な
い
」
（
二
六
八
頁
）
、
と
。
つ
ま
り
、
土
地

の
商
品
化
と
い
う
究
極
目
標
が
、
そ
の
実
現
へ
の
過
程
で
賎
民
制
の

廃
止
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
第
三
章
「
賎
民
廃
止
令
の
成
立
過
程
」
と
、
そ
の

補
論
三
「
賎
民
制
廃
止
の
論
理
」
で
詳
し
く
触
れ
ら
れ
る
。
著
者
の

強
み
は
官
民
の
各
種
史
料
に
通
じ
て
い
る
こ
と
で
（
博
引
考
証
に
は

驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
肖
太
政
官
内
部
で
試
行
錯
誤
の
後
に
賎
民
廃
止

令
が
徐
々
に
形
を
整
え
て
来
る
過
程
を
多
く
の
史
料
を
駆
使
し
て
描

き
出
す
。
こ
の
部
分
は
説
得
的
で
、
論
旨
の
展
開
は
ス
リ
リ
ン
グ
で

す
ら
あ
る
。
賎
民
廃
止
令
の
成
立
事
情
を
「
土
地
の
商
品
化
」
説
に

立
っ
て
説
明
す
る
著
者
は
、
戸
籍
法
説
な
ど
そ
れ
以
外
の
要
因
を
掲

げ
る
諸
説
、
あ
る
い
は
著
者
の
旧
稿
へ
の
諸
批
判
に
対
し
て
丁
寧
な

反
批
判
を
行
い
、
自
説
以
外
に
解
釈
の
余
地
の
な
い
こ
と
を
詳
し
く

論
じ
て
い
ろ
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
著
者
へ
の
批
判
者
は
新
た
な
史

料
に
立
脚
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
著
者
の
使
用
し
た
史
料
が
別
の
形

で
再
解
釈
し
う
る
こ
と
を
部
分
的
に
で
な
く
体
系
と
し
て
示
さ
ね
ば

な
る
ま
い
。
こ
の
件
り
は
、
そ
れ
ほ
ど
決
定
的
な
証
明
と
な
っ
て
い

ろ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

〉
著
者
が
、
賎
民
廃
止
令
は
「
土
地
の
商
品
化
」
の
障
害
を
取
り
除

く
た
め
に
出
さ
れ
た
と
主
張
す
る
の
は
、
賎
民
廃
止
令
が
「
無
年
貢

地
の
引
き
直
し
」
を
含
ん
で
い
た
こ
と
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

職
業
・
居
住
の
制
限
と
結
び
つ
い
た
賎
民
身
分
を
、
「
そ
う
し
た
制
限

と
考
え
る
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
。

福
岡
県
（
旧
福
岡
藩
）
で
は
、
九
月
一
五
日
に
県
知
事
の
手
元
に

賎
民
廃
止
令
が
届
き
、
約
一
カ
月
を
経
て
（
一
○
月
一
三
日
ま
た
は

一
四
日
に
）
一
般
に
布
達
さ
れ
る
。
こ
の
間
、
九
月
二
九
日
に
、
皮

多
・
寺
中
身
分
を
一
般
村
民
と
同
様
、
諸
普
請
に
動
員
す
る
こ
と
が

達
せ
ら
れ
て
い
る
。
皮
多
身
分
は
そ
れ
ま
で
公
役
（
夫
役
を
指
す
）

の
負
担
は
刑
吏
役
に
限
ら
れ
て
い
た
（
た
だ
し
、
代
銭
紬
化
し
て
い

た
）
の
で
、
こ
の
こ
と
は
実
質
的
に
賎
民
廃
止
令
の
精
神
を
先
取
り

し
た
こ
と
に
等
し
い
が
、
こ
こ
に
寺
中
を
加
え
た
の
は
県
の
役
人
が

「
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

と
も
あ
れ
、
「
社
会
外
」
と
い
う
概
念
を
手
に
い
れ
た
こ
と
で
、

賎
民
廃
止
令
の
歴
史
的
意
義
が
（
殊
に
そ
の
機
能
が
）
明
ら
か
に
な

っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
の
結
節
点
で
、

賎
民
廃
止
令
は
「
社
会
外
」
に
あ
っ
た
賎
民
を
「
国
家
を
頂
点
と
し

た
社
会
の
最
底
辺
に
移
し
換
え
る
役
割
を
果
た
し
た
」
（
一
一
七
三
頁
）

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
の
部
落
差
別
を
過
去
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
近
世
的
身
分
に
投
影
す
る
こ
と
は
決
定
的
に
誤
り
で
あ
る
。

従
来
の
部
落
史
で
は
そ
の
点
に
無
自
覚
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
。

賎
民
廃
止
令
の
法
的
内
容
の
検
討
を
通
じ
て
、
著
者
が
明
ら
か
に

し
た
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
概
念
は
「
平
民
」
で
あ
る
。
賎
民
廃
止

令
の
施
行
に
よ
り
、
一
切
の
被
差
別
民
は
「
平
民
」
に
編
入
さ
れ

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
近
代
的
」
平
民
身
分
へ
編
入
し
た
点
（
民
籍

へ
の
編
入
）
に
も
根
拠
を
置
く
。
一
言
い
替
え
る
と
賎
民
廃
止
令
の
意

味
す
る
法
的
内
容
の
全
体
が
「
土
地
の
商
品
化
」
と
い
う
事
態
と
有

機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
立
場
か
ら
著
者
の
研
究
は
重
要
な
結
論
へ
と
至

る
。
そ
れ
が
補
論
三
「
賎
民
制
廃
止
の
論
理
」
で
あ
る
が
、
著
者
は

こ
こ
で
賎
民
廃
止
令
が
一
連
の
無
税
地
廃
止
法
の
流
れ
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
十
二
分
な
形
で
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

著
者
の
研
究
者
と
し
て
の
資
質
の
優
れ
た
面
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
部
分
は
、
研
究
史
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
部
落
史
研
究

が
日
本
史
研
究
の
他
の
分
野
と
有
機
的
に
連
関
し
て
お
り
、
相
互
に

貢
献
し
う
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
他
の
箇
所
で
、
「
部
落
問
題

の
研
究
が
他
の
全
体
的
な
歴
史
研
究
と
の
関
連
性
を
失
っ
た
と
こ
ろ

に
生
じ
た
悲
劇
的
な
例
」
二
五
一
頁
〉
を
引
い
て
、
著
者
は
そ
う

し
た
孤
立
し
た
研
究
姿
勢
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
実
践
を
自
ら
示
し
た
の
で
も
あ
っ
た
。

無
税
地
（
無
年
貢
地
）
に
は
三
種
類
の
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
市
街

地
（
都
市
）
・
稜
多
屋
敷
地
・
由
緒
地
（
朱
印
地
）
で
あ
る
。
政
府

は
地
租
改
正
実
現
の
過
程
で
、
こ
れ
ら
の
無
税
地
を
順
次
廃
止
し
つ

つ
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
政
府
内
で
の
法
案
化
は
、
幕
藩
制
下
で
の
近

世
的
な
錯
雑
し
た
税
体
系
を
近
代
的
に
体
系
化
し
直
す
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
賎
民
廃
止
令
の
法
文
の
検
討
を
経
て
、
著
者
は
次
の

結
論
に
達
す
る
。
賎
民
廃
止
令
の
意
味
す
る
も
の
は
、
『
土
地
の
商

品
化
』
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
近
世
的
賎
民
身
分
制
の
諸
側
面
を
解

た
。
と
こ
ろ
が
、
賎
民
廃
止
令
が
施
行
さ
れ
て
み
る
と
、
平
民
を
近

代
的
に
解
釈
す
る
か
、
近
世
的
に
解
釈
す
る
か
の
違
い
が
生
じ
た
の

で
あ
る
。
政
府
の
解
釈
は
前
者
に
立
ち
、
職
業
や
居
住
の
制
限
を
と

り
は
ず
し
て
「
平
民
」
を
考
え
た
。
し
か
し
、
被
差
別
民
自
身
も
含

め
一
般
庶
民
は
後
者
の
解
釈
を
採
っ
た
。
つ
ま
り
、
近
世
的
な
平
民

概
念
は
「
士
」
と
被
差
別
民
を
除
く
「
農
工
商
」
一
般
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
当
然
に
も
職
業
・
居
住
の
制
限
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

一
般
庶
民
は
自
分
た
ち
の
共
同
体
に
被
差
別
民
が
入
り
込
ん
で
く
る

の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
被
差
別
民
は
こ
れ
ま
で
の
職
業
を
維
持
し

て
い
て
は
差
別
が
続
く
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
が
、
こ
う
し
た
反

応
は
い
ず
れ
も
政
府
の
意
図
せ
ざ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
認
識
の
ず
れ
は
後
の
解
放
令
反
対
一
摸
（
著
者
は
部
落
解
放
反
対

騒
擾
と
呼
ぶ
）
の
条
件
を
準
備
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
賎
民
廃
止
令

を
穣
多
・
非
人
が
「
平
人
」
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
理
解
し
た
「
横

田
徐
翁
曰
記
」
の
記
載
（
一
一
二
五
頁
）
な
ど
、
そ
う
し
た
認
識
の
典

型
的
な
現
わ
れ
で
あ
る
。

一一一
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こ
こ
で
は
煩
雑
な
紹
介
は
避
け
て
結
論
だ
け
を
引
く
が
、
当
初
三

種
類
の
無
税
地
は
そ
の
由
来
に
関
わ
ら
ず
一
挙
に
廃
止
に
向
か
お
う

と
し
た
（
明
治
四
年
八
月
一
九
日
）
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
の

違
い
を
考
慮
し
て
、
先
に
市
街
地
が
、
次
に
由
緒
地
が
穣
多
屋
敷
地

か
ら
切
り
離
さ
れ
、
つ
い
に
穣
多
屋
敷
地
だ
け
を
対
象
と
し
て
大
蔵

省
が
原
案
を
作
成
し
た
（
八
月
一
三
日
）
。
そ
し
て
、
八
月
一
一
八
日
、

突
如
と
し
て
（
１
）
賎
民
廃
止
令
が
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
一
三
一
一
一

頁
）
。
「
布
告
が
土
地
の
種
類
に
よ
っ
て
次
つ
ぎ
と
分
割
さ
れ
」
（
二

一
三
頁
）
た
結
果
、
賎
民
廃
止
令
が
は
じ
め
て
形
を
成
し
た
の
で
あ

っ
て
、
著
者
の
「
土
地
の
商
品
化
」
説
は
他
の
諸
説
に
対
し
、
決
定

的
に
優
位
に
立
っ
た
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

大
蔵
省
原
案
か
ら
賎
民
廃
止
令
に
至
る
過
程
で
、
次
の
変
更
が
な

さ
れ
て
い
た
。
①
「
穣
多
・
非
人
」
の
あ
と
に
「
等
」
が
付
け
ら
れ

た
こ
と
、
②
「
平
民
」
の
語
句
を
削
除
し
、
代
わ
り
に
「
民
籍
」
の

語
を
入
れ
た
こ
と
、
③
「
一
般
」
と
「
府
県
」
向
け
の
布
告
に
二
分

し
、
前
半
に
は
削
ら
れ
た
「
平
民
」
の
語
を
置
い
た
こ
と
（
二
四
二

頁
）
の
三
点
で
あ
っ
た
。

著
者
は
、
六
日
間
の
内
に
な
さ
れ
た
右
変
更
の
意
義
を
こ
う
評
価

す
る
。
賎
民
廃
止
令
以
前
の
様
々
な
解
放
論
（
国
家
へ
の
功
労
を
基

準
と
す
る
抜
擢
解
放
論
が
有
力
で
あ
っ
た
）
を
検
討
し
た
上
で
、
賎

民
廃
止
令
が
そ
の
い
ず
れ
と
も
断
絶
し
て
お
り
、
内
容
的
に
は
は
る

か
に
「
徹
底
的
で
あ
り
革
命
的
で
あ
る
」
（
一
○
八
頁
）
、
と
。
そ
れ

（
七
○
頁
）
ろ
。
近
代
の
中
で
近
世
を
生
き
よ
う
と
す
る
弾
内
記
の

奇
妙
な
立
場
を
描
き
出
す
時
、
そ
こ
に
滅
び
の
必
然
を
見
る
著
者
の

筆
は
、
弾
内
記
へ
の
挽
歌
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

序
章
弓
鎖
国
』
の
解
体
と
差
別
思
想
の
変
容
」
に
お
い
て
、
異
民

族
起
源
説
の
成
立
が
通
史
的
に
検
討
さ
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
異

民
族
起
源
説
の
隆
盛
の
中
に
、
開
国
を
機
と
し
て
「
解
放
」
思
想
が

発
生
す
る
こ
と
に
な
る
苗
床
が
あ
っ
た
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ

る
。
鎖
国
か
ら
開
国
へ
と
い
う
転
換
が
、
西
欧
を
モ
デ
ル
と
す
る
統

一
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
元
に
な
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
被
差
別

身
分
の
解
体
を
促
す
思
考
を
知
識
人
ら
の
間
に
生
む
の
で
あ
る
。
ま

た
、
開
国
に
よ
る
欧
米
人
と
の
交
際
の
開
始
は
「
異
民
族
だ
か
ら
」

差
別
す
る
（
さ
れ
る
）
と
い
う
自
明
と
思
わ
れ
た
常
識
に
綻
び
を
も

た
ら
す
。
「
外
国
と
の
交
際
に
よ
っ
て
、
も
は
や
差
別
の
論
理
が
破

綻
し
て
い
る
」
（
四
○
頁
）
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
著
者
は
賎
民
廃
止
令
成
立
の
「
歴
史
的
な
必
然
性
」

が
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
鎖
国
」

解
体
に
起
因
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
来
し
方
に
は

「
開
国
」
が
く
行
く
末
に
は
「
地
租
改
正
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

賎
民
制
廃
止
を
必
然
と
す
ｚ
磁
場
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
Ｐ
１

四

と
こ
ろ
で
、
序
章
で
著
者
は
「
社
会
外
」
の
概
念
を
説
明
す
る
の

に
、
一
一
つ
の
「
賎
民
」
と
二
つ
の
「
解
放
令
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
賎
民
廃
止
令
と
娼
妓
解
放
令
と
を
比
較
し
て
、
「
こ
れ
ら
は
、

当
時
存
在
し
て
い
た
二
種
類
の
賎
民
に
対
応
す
る
二
つ
の
『
解
放

令
』
で
あ
っ
た
」
（
一
頁
）
と
、
著
者
は
言
う
。
こ
れ
は
著
者
に
従

来
見
ら
れ
な
か
っ
た
主
張
で
あ
り
、
中
世
９
近
世
・
近
代
の
さ
ま
ざ

ま
な
被
差
別
民
を
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
に
お
い
て
弁
別
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
耳
を
傾
け
る
点
も
あ
る
が
、
概
念
と
し
て
十
分
に
整
合
的

な
も
の
で
は
な
く
、
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
え
た
。

二
種
類
の
賎
民
と
は
，
穣
多
・
非
人
・
雑
賎
民
な
ど
の
「
社
会

外
」
の
規
定
性
を
持
つ
賎
民
、
す
な
わ
ち
「
排
除
に
も
と
づ
い
た
賎

民
」
と
、
人
「
所
有
に
も
と
づ
く
賎
民
」
と
で
あ
る
。
「
所
有
に
も
と

づ
く
賎
民
」
と
は
、
娼
妓
だ
け
で
な
く
下
人
も
名
子
Ｃ
被
官
な
ど
、

「
奴
隷
的
で
あ
り
、
何
者
か
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
時
と
し
て
売
買

さ
れ
る
点
に
特
色
」
（
三
頁
〕
を
も
つ
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
に
娼
妓
な
ど
を
賎
民
と
称
す
る
と
き
、
分
析
概
念
と

し
て
厳
密
に
定
義
し
直
し
、
「
賎
民
」
概
念
を
拡
張
す
る
操
作
が
心

要
だ
が
（
凡
例
で
は
、
「
賎
民
」
を
狭
く
、
「
穣
多
・
非
人
等
」
の
同

義
語
と
し
て
定
義
し
て
い
る
か
ら
矛
盾
が
生
ず
る
×
古
代
社
会
な

ら
ば
と
も
か
く
、
近
世
社
会
の
中
で
こ
の
よ
う
な
「
賎
民
」
概
念
が

成
立
す
る
か
ど
う
か
が
先
ず
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
著
者
は
近
代
社
会
の
中
で
「
解
放
」
さ
れ
る
と
い
う
共
通

は
賎
民
廃
止
令
が
近
代
的
な
法
思
想
に
よ
っ
て
原
理
的
に
貫
か
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
明
治
維
新
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と

い
う
こ
と
を
改
め
て
問
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
さ
に
「
被
差
別

部
落
の
歴
史
の
解
明
は
、
そ
の
ま
ま
明
治
維
新
全
体
の
解
明
に
と
っ

て
重
要
な
素
材
と
視
点
を
提
供
す
る
に
違
い
な
い
」
（
四
○
三
頁
）
。

著
者
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
明
治
維
新
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
こ
れ

ま
で
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

賎
民
廃
止
令
は
ま
た
幕
末
期
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
歴
史
的
必
然

で
も
あ
っ
た
。
機
は
熟
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
一
章
「
維
新
の
内

乱
と
被
差
別
部
落
」
で
は
、
長
州
藩
を
始
め
と
す
る
被
差
別
民
の
軍

事
利
用
が
賎
民
身
分
廃
止
と
引
き
換
え
に
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
は

賎
民
制
の
歴
史
の
中
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
後
に
堤
防
の
崩
壊
へ
と
至
る
蟻
の
一
穴
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て

開
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
章
「
統
一
国
家
へ
の
歩
み
と
被
差
別
部
落
」
で
は
、

弾
内
記
に
よ
る
賎
民
支
配
が
統
一
国
家
の
形
成
過
程
で
、
「
き
わ
め

て
不
整
合
な
位
置
に
あ
る
こ
と
」
（
六
六
頁
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
ろ
。

府
県
域
を
越
え
て
支
配
権
を
持
つ
弾
内
記
の
存
在
は
統
一
国
家
の
体

系
性
を
完
結
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
社
会
外
』
の
賎
民
制
度
が
統

一
国
家
内
に
存
在
す
る
こ
と
の
不
合
理
は
、
東
京
府
の
行
政
上
の
経

験
を
通
じ
て
、
政
府
に
提
案
さ
れ
」
、
「
も
は
や
、
賎
民
制
度
の
廃
止

は
、
統
一
国
家
の
建
設
に
と
っ
て
、
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
と
な
」
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さ
て
、
本
書
を
評
す
る
に
当
た
り
、
い
さ
さ
か
私
自
身
の
関
心
に

引
き
寄
せ
て
書
き
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
大
筋
で
著
者
の
見

る
こ
と
に
な
る
。
著
者
が
「
比
較
研
究
」
と
呼
ぶ
方
法
は
、
労
多
い

作
業
で
あ
っ
て
、
史
料
の
読
み
込
み
と
深
い
洞
察
力
が
要
求
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
研
究
の
姿
勢
と
し
て
基
本
的
に
正
し
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
も
不
満
を
言
え
ば
、
最
後
の
一
線
で
著
者
の
方
法

は
徹
底
を
欠
い
て
は
い
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
著
者
は
新
政
反
対

一
摸
が
三
方
で
、
徴
兵
反
対
や
年
貢
半
減
な
ど
の
積
極
的
な
要
求

を
掲
げ
て
も
い
た
が
、
部
落
解
放
反
対
の
よ
う
に
反
動
的
な
要
求
を

強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
」
（
三
七
八
頁
）
と

述
べ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
｜
摸
が
「
旧
幕
体
制
へ
の
復
帰
要

求
を
掲
げ
」
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
ま
さ
に
混
乱
と
し
か
言
い
よ
う

の
な
い
事
態
」
と
見
る
。
私
は
徴
兵
反
対
も
、
年
貢
半
減
も
、
旧

幕
体
制
へ
の
復
帰
も
、
全
て
が
矛
盾
な
く
把
握
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思

う
。
著
者
は
史
料
か
ら
出
発
し
、
現
実
の
歴
史
過
程
に
基
礎
を
置
く

実
証
を
志
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
の
要
求
を
「
積
極
的
」

と
「
反
動
的
」
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
統
一
的
に
矛
盾

な
く
解
釈
で
き
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
方
か
ら
下
り
て
行

く
努
力
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。

の
属
性
の
中
に
「
所
有
に
も
と
づ
く
賎
民
」
の
本
質
を
見
い
だ
し
て

い
る
わ
け
だ
が
（
つ
ま
り
結
果
か
ら
原
因
を
見
る
と
い
う
著
者
ら
し

か
ら
ぬ
方
法
を
と
っ
て
い
る
）
、
近
世
社
会
の
具
体
的
な
存
在
形
態

に
立
ち
帰
っ
て
本
質
規
定
を
構
成
す
る
努
力
を
抜
き
に
こ
の
問
題
を

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
著
者
の
熱
意
に
も
関
わ
ら
ず
疑

念
を
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
二
種
類
の
賎
民
の
「
差
異
は
理
念
型
に
お
い
て
の
み
言

え
る
」
の
で
、
「
具
体
的
な
在
り
方
に
お
い
て
は
、
両
者
の
性
格
が

混
交
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
」
（
五
頁
）
と
書
い
て
、
稔
多
身
分
の

中
に
名
子
の
見
え
る
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
。
私
の
知
る
限
り
、
福

岡
藩
で
は
名
子
が
さ
ら
に
名
子
を
所
有
し
た
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て

い
る
。
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
名
子
の
在
り
方
は
決
し
て

「
賎
民
」
と
い
う
規
定
を
許
さ
な
い
と
私
は
考
え
る
。
む
し
ろ
近
世

社
会
で
は
、
共
同
体
内
部
に
あ
っ
て
お
と
し
め
ら
れ
て
い
た
（
賤
視

さ
れ
て
い
た
）
の
は
「
村
抱
え
」
「
町
抱
え
」
の
人
々
、
一
例
を
上

げ
れ
ば
、
福
岡
・
博
多
の
町
で
「
番
太
（
郎
と
と
呼
ば
れ
た
門
番
が

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
存
在
が
（
仮
に
「
社
会
内
」
の
賎
民
と
称
す

る
と
す
れ
ば
）
そ
れ
に
あ
た
ろ
う
。

こ
の
点
で
、
私
は
著
者
に
容
易
に
賛
同
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、

た
だ
し
積
多
・
非
人
身
分
を
特
別
視
・
肥
大
視
し
て
差
別
を
考
え
る

姿
勢
か
ら
、
方
法
的
に
著
者
が
自
由
で
あ
る
こ
と
は
評
価
し
た
い
。

穣
多
・
非
人
も
含
め
て
当
時
の
社
会
に
存
在
し
た
多
様
な
被
差
別
民

五

解
に
賛
成
で
あ
る
た
め
に
、
つ
い
私
の
考
え
と
の
些
細
な
違
い
に
目

が
行
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
改
め
て
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、

本
書
は
今
後
の
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
成
す
に
違
い
な
い
と
私
は
確

信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
、
本
書
は
明
確
な
方
法
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ト
ー
タ
ル
な
曰
本
史
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
部
落
史
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
柔
軟

な
姿
勢
が
、
著
者
を
し
て
賎
民
廃
止
令
を
地
租
改
正
の
一
環
と
し
て

考
え
る
と
い
う
結
論
へ
と
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
土
地
の
商
品

化
」
と
い
う
事
態
が
賎
民
制
廃
止
を
促
す
現
実
的
な
力
と
な
っ
た
こ

と
は
、
本
書
に
お
い
て
過
不
足
な
く
証
明
し
き
っ
て
い
る
と
私
は
評

価
す
る
。

最
後
に
一
言
付
け
加
え
て
置
き
た
い
。
著
者
は
史
料
・
文
献
の
調

査
を
通
じ
て
、
「
賎
民
廃
止
令
研
究
に
歴
史
的
連
続
性
が
欠
け
て
い

る
こ
と
」
（
七
五
頁
）
を
痛
感
し
た
。
大
正
中
期
以
後
実
証
的
に
進

め
ら
れ
て
い
た
賎
民
廃
止
令
研
究
が
、
戦
後
の
研
究
史
の
中
で
正
当

に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
全
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
そ
こ
に
は
今
日
の
研
究
を
し
の

ぐ
内
容
が
多
い
」
（
七
七
頁
）
。
こ
う
し
て
、
本
書
は
尾
佐
竹
猛
や
牧

野
信
之
助
な
ど
、
不
当
に
埋
も
れ
て
い
た
論
文
や
研
究
者
を
発
掘

し
、
彼
ら
に
正
当
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
す
な
わ
ち

本
書
で
は
、
賎
民
廃
止
令
が
歴
史
的
連
関
の
中
に
考
察
さ
れ
て
い
る

・
弱
者
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
、
逆
に
稔
多
・
非
人
身
分
の
本
質
を

照
ら
し
出
す
こ
と
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
近

世
社
会
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
部
落
史
の
研
究
に
多
く
の
実
り
を

も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。
私
自
身
、
名
子
身
分
を
穣
多
身
分
と
類
比

し
た
い
考
え
を
持
っ
て
い
る
が
、
両
者
を
「
賎
民
」
と
い
う
概
念
で
く

く
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
点
で
著
者
と
分
れ
る
の
で
あ
る
。

「
所
有
に
も
と
づ
く
賎
民
」
に
つ
い
て
、
現
実
と
相
即
に
考
察
が
深

め
ら
れ
る
こ
と
を
著
者
に
期
待
し
た
い
。

ま
た
、
第
七
章
「
新
政
反
対
一
摸
に
お
け
る
部
落
問
題
の
位
置
」

で
は
、
一
見
多
様
な
展
開
を
示
す
部
落
解
放
反
対
騒
擾
の
類
型
的
把

握
の
方
法
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
実
証
の
名
に
値
し

な
い
欠
陥
を
見
る
著
者
は
、
「
各
地
の
研
究
が
個
別
の
一
櫟
研
究
の

枠
を
出
ず
、
全
体
的
な
視
野
か
ら
の
比
較
研
究
の
方
法
が
採
ら
れ
て

い
な
い
」
（
一
一
一
一
一
一
三
頁
）
点
に
そ
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し

て
、
可
能
な
限
り
部
落
解
放
反
対
騒
擾
一
般
に
つ
い
て
統
一
し
た
解

釈
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
個
別
の
騒
擾
・
一
摸
で
は
規

模
や
展
開
の
様
相
、
要
求
な
ど
に
種
々
の
相
違
が
生
じ
る
が
、
そ
う

し
た
相
違
を
も
含
み
こ
ん
で
「
可
能
な
範
囲
で
一
貫
し
た
説
明
を
試

み
よ
う
と
」
（
一
一
一
三
四
頁
）
い
う
の
で
あ
る
。
個
々
の
条
件
の
違
い

を
越
え
た
「
部
落
解
放
反
対
騒
擾
」
と
い
う
範
嶬
が
存
在
す
る
と
主

張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
言
い
替
え
る
と
「
部
落
解
放
反
対
騒
擾
」
と

は
単
に
個
別
の
事
件
の
総
和
で
は
な
く
、
あ
る
本
質
に
貫
か
れ
て
い






