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法
政
大
学
同
際
日
本
学
研
究
所
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
Ⅱ
本
学
の
総
合
的
研

究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
中
の
テ
ー
マ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
⑤
「
Ⅱ

本
の
中
の
異
文
化
」
に
お
い
て
は
、
北
方
文
化
を
中
心
と
し
た
議
論
が
積
み

埴
ね
ら
れ
て
き
た
。
ア
イ
ヌ
文
化
を
含
ん
だ
北
方
文
化
に
焦
点
を
あ
て
て
Ⅱ

本
列
島
を
北
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
Ⅱ
本
文
化
論
を
机

対
化
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
研
究
成
果
は
二
○
○
七
年
一
一
一
Ⅱ
、
法
政
大
学
凶
際
Ⅱ
本
学
研
究
所
の

報
告
書
「
ア
イ
ヌ
文
化
の
成
立
と
変
容
ｌ
交
易
と
交
流
を
中
心
と
し
て
ｌ
』

に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
今
川
、
そ
れ
に
大
幅
に
下
を
加
え
る
か
た
ち
で
刊
行

さ
れ
た
の
が
豆
ミ
シ
・
エ
ゾ
・
ア
ィ
ヌ
ー
ァ
イ
ヌ
文
化
の
成
立
と
変
容
ｌ

交
易
と
交
流
を
中
心
と
し
て
上
』
、
お
よ
び
本
書
『
北
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の

ア
イ
ヌ
世
界
ｌ
ア
イ
ヌ
文
化
の
成
立
と
変
容
ｌ
交
易
と
交
流
を
中
心
と
し
て

下
』
で
あ
る
。
本
書
の
刊
行
に
よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
を
広
く

一
般
の
人
々
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

榎
森
進
・
小
口
雅
史
・
澤
登
寛
聡
編

『
北
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
ア
イ
ヌ
世
界
ア
イ
ヌ

文
化
の
成
立
と
変
容
ｌ
交
易
と
交
流
を
中
心
と
し
て
下
』

〈
書
評
と
紹
介
〉

書
評
と
紹
介

若
曽
根
了
太

止
巻
に
は
Ⅱ
本
山
の
古
代
・
中
世
に
机
羽
す
る
時
期
の
北
方
肚
界
に
関
す

る
論
考
が
、
下
巻
の
本
書
に
は
、
近
世
に
相
当
す
る
時
期
の
そ
れ
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

刊
行
に
あ
た
っ
て

〈
灘
登
寛
聡
〉

北
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
ア
イ
ヌ
世
界
ｌ
課
題
と
梗
概
Ｉ
〈
榎
森
進
〉

第
一
部
北
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
ア
イ
ヌ
社
会

蝦
夷
錦
と
北
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

〈
中
村
和
之
・
小
田
寛
貴
〉

束
ア
ジ
ア
の
歴
史
世
界
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
役
割
〈
佐
々
木
史
郎
〉

樺
太
ア
イ
ヌ
の
木
製
川
に
お
け
る
刻
印
・
人
而
の
信
仰
的
意
義

ｌ
事
例
と
考
察
ｌ

〈
北
原
次
郎
太
〉

第
二
部
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
文
化
と
秩
序

考
古
学
か
ら
見
た
チ
ャ
シ
の
年
代
観

〈
宇
川
川
洋
〉

タ
マ
サ
ィ
・
ガ
ラ
ス
玉
に
関
す
る
型
式
学
的
検
討
〈
関
根
達
人
〉

「
ツ
ク
ナ
イ
」
と
「
起
請
文
」

〈
渡
部
賢
〉

「
ウ
イ
マ
ム
」
と
「
御
月
見
」
に
み
る
ふ
た
つ
の
認
識
論

〈
坂
田
美
奈
子
〉

場
所
請
負
制
卜
の
ア
イ
ヌ
社
会
ｌ
場
所
に
お
け
る
生
産
と
労
働
ｌ

〈
長
澤
政
之
〉

Ⅱ
本
近
世
の
蝦
夷
地
シ
コ
ッ
・
イ
シ
カ
リ
・
サ
ル
の
地
域
的
特
質

〈
市
毛
幹
幸
〉

法
政
大
学
本
「
蝦
夷
島
奇
観
」
の
一
に
つ
い
て
〈
佐
々
木
利
和
〉

松
浦
武
川
郎
の
地
誌
・
地
図
製
作
と
ア
イ
ヌ
比
族

Ｉ
「
天
塩
日
誌
」
を
素
材
と
し
て
ｌ

〈
山
田
志
乃
布
〉

第
三
部
本
州
ア
イ
ヌ
と
幕
藩
制

五
五
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本
州
ア
イ
ヌ
の
考
古
学
的
痕
跡

〈
関
根
達
人
〉

近
世
前
期
に
お
け
る
弘
前
藩
の
ア
イ
ヌ
支
配
と
藩
意
識

ｌ
「
御
目
見
」
「
差
上
」
ｌ
「
被
下
」
事
例
の
分
析
か
ら
ｌ

〈
高
橋
輔
弓
〉

幕
府
巡
見
使
と
本
州
ア
イ
ヌ

ー
享
保
二
年
巡
見
使
に
み
る
「
状
」
の
「
差
異
」
化
と
応
接
体
制
ｌ

〈
浪
川
健
治
〉

青
森
以
内
所
在
の
蝦
夷
錦
に
つ
い
て

〈
瀧
本
壽
史
〉

第
四
部
蝦
夷
地
の
和
人
と
幕
藩
制

「
新
羅
之
記
録
」
の
形
成
過
程
に
関
す
る
一
考
察
〈
新
藤
透
〉

松
前
藩
主
の
象
徴
的
基
盤
と
神
話
・
芸
能

ｌ
松
前
神
楽
の
儀
礼
構
造
に
み
る
ｌ

〈
川
上
真
理
〉

「
蝦
夷
地
之
制
札
」
設
置
力
針
に
関
す
る
砦
干
の
考
察
〈
澤
登
寛
聡
〉

犬
保
改
革
と
松
前
に
お
け
る
旅
芝
居
興
行

ｌ
越
後
の
「
中
村
清
治
」
一
座
を
素
材
と
し
て
Ｉ
〈
木
村
涼
〉

秋
川
士
崎
湊
と
松
前
蝦
夷
地
と
の
商
肪
流
迦
の
実
態

ｌ
近
世
後
期
の
事
例
を
素
材
と
し
て
ｌ

〈
塊
谷
朋
子
〉

蝦
夷
地
・
和
人
地
・
内
地
を
め
ぐ
る
流
通
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
脚
編

１
幕
末
期
江
差
を
中
心
と
し
て
ｌ

〈
山
田
志
乃
布
〉

む
す
び
に
か
え
て
ｌ
本
書
刊
行
に
至
る
経
緯
ｌ

〈
小
口
雅
史
〉

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
全
Ⅳ
部
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
に
お
い
て
は
、

北
東
ア
ジ
ア
と
の
関
連
で
ア
イ
ヌ
を
捉
え
る
論
考
が
、
Ⅱ
で
は
、
近
世
蝦
夷

地
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
文
化
や
社
会
秩
序
を
考
察
す
る
論
考
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
Ⅲ
に
お
い
て
は
、
本
州
青
森
県
に
居
住
し
た
ア
イ
ヌ
に
関
す

法
政
史
学
第
七
十
三
号

る
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
段
後
の
Ⅳ
で
は
、
蝦
爽
地
に
お
け

る
和
人
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
幕
藩
体
制
と
関
連
づ
け
た
研
究
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。
全
体
を
通
し
て
本
書
は
、
ア
イ
ヌ
の
北
方
ア
ジ
ア
や
Ⅱ
本
列
島
と
の

交
易
や
交
流
の
あ
り
方
を
軸
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
政
治
・
経
済
・
文

化
な
ど
の
諸
問
題
を
扱
う
点
が
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
Ⅱ
本
史
の
側
か

ら
の
み
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ア
イ
ヌ
史
を
、
多
面
的
に
か
つ
、
よ
り

広
い
視
点
か
ら
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
も
う
少
し
具
体
的
に
議
論
に
踏
み
込
む
た
め
に
、
以
下
で
は
、
各

章
ご
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
を
紹
介
し
な
が
ら
、
話
を
進
め
て
い
き
た
い
。

Ｉ
で
は
、
ア
イ
ヌ
を
北
東
ア
ジ
ア
の
中
に
位
置
づ
け
る
た
め
、
椎
に
中
国

と
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
交
易
の
あ
り
力
か
ら
、
ア
イ
ヌ
社
会
の
変
容
過
程
が

議
論
さ
れ
る
。

清
正
朝
に
よ
る
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
編
成
は
、
一
七
三
○
年
代
に
ほ
ぼ
確

立
さ
れ
た
。
情
は
、
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
を
辺
比
と
い
う
組
織
に
編
成
す
る
と

と
も
に
、
一
定
の
地
位
と
そ
れ
に
伴
う
待
遇
を
与
え
る
こ
と
で
、
サ
ハ
リ
ン

ア
イ
ヌ
社
会
を
統
治
し
た
の
で
あ
る
。
辺
民
と
し
て
細
成
さ
れ
た
サ
ハ
リ
ン

ア
イ
ヌ
は
、
毛
皮
を
情
王
朝
に
貢
納
す
る
義
務
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
情
王

朝
か
ら
は
龍
砲
と
呼
ば
れ
る
清
の
役
人
の
服
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
服
が
い
わ
ゆ
る
「
蝦
夷
錦
」
で
あ
る
。
蝦
夷
錦
は
、
ア
イ
ヌ
史
を

北
東
ア
ジ
ア
世
界
の
中
で
位
置
づ
け
る
た
め
の
題
材
と
し
て
注
Ｈ
さ
れ
て
い

る
〈
中
村
和
之
・
小
川
寛
貴
〉
。

ま
た
、
清
の
毛
皮
朝
貢
体
制
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
コ
タ
ン
に
有
力
な
家
の
出

現
を
促
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
家
の
勢
力
関
係
は
、
関
係
諸
国
と
の
間
で

大
き
く
変
容
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
仙
紀
以
降
、
Ⅱ
本
と
大
陸
の
交
易
が

五

六
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活
発
化
し
た
こ
と
で
、
阿
者
を
鹸
短
で
つ
な
ぐ
サ
ハ
リ
ン
内
海
岸
を
通
る

ル
ー
ト
が
重
要
性
を
燗
す
。
そ
の
た
め
、
両
海
岸
側
の
首
長
が
台
頭
し
、
東

海
岸
の
そ
れ
は
没
落
し
て
い
く
の
で
あ
る
〈
佐
々
木
史
郎
〉
。

つ
ま
り
、
毛
皮
朝
貢
体
制
、
お
よ
び
、
日
本
列
島
と
大
陸
の
交
易
事
情
が
、

サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
社
会
秩
序
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
サ
ハ
リ
ン
ァ
イ
ヌ
は
独
自
の
社
会
秩
序
を
形
成
し

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
で
は
文
化
向
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
と
蝦
夷
地
ア
イ
ヌ
、
ウ
ィ
ル
タ
・

ニ
ヴ
フ
に
お
け
る
木
製
砧
の
刻
印
や
人
面
に
関
す
る
論
考
が
参
考
に
な
る

〈
北
原
次
郎
太
〉
□
こ
こ
で
は
、
ウ
ィ
ル
タ
・
ニ
ヴ
フ
か
ら
サ
ハ
リ
ン
ァ
ィ
ヌ

に
、
本
来
ア
イ
ヌ
比
族
が
好
ま
な
い
具
象
物
（
人
伽
や
人
偶
）
が
流
入
し
た

際
、
ア
イ
ヌ
は
そ
の
矛
晒
を
避
け
よ
う
と
、
人
血
の
機
能
を
残
し
て
刻
印
に

置
き
換
え
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
刻
印
は
人
面
と
し
て
の
機
能
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
指
摘
に
雄
づ
き
、
今
後
研
究
が
深
ま
れ
ば
、

蝦
夷
地
と
サ
ハ
リ
ン
の
文
化
的
様
机
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

Ⅱ
で
は
、
近
世
に
お
け
る
蝦
夷
地
ア
イ
ヌ
社
会
の
文
化
や
秩
序
の
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
。
日
本
の
近
世
が
成
立
・
膣
開
し
た
一
七
世
紀
以
降
、
蝦

夷
地
の
ア
イ
ヌ
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
寛
、
水
期
（
一
六
二
川

～
ニ
ハ
四
一
一
一
年
）
に
成
立
し
た
「
商
場
知
行
制
」
と
、
享
保
・
元
文
期
（
一

七
一
六
～
一
七
Ⅲ
○
）
に
成
血
し
た
「
場
所
請
負
制
」
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

の
比
較
的
、
川
な
形
式
で
の
ア
イ
ヌ
と
和
人
の
交
易
の
あ
り
方
は
、
商
場
知

行
制
に
よ
っ
て
松
前
藩
に
よ
る
交
易
支
配
に
転
じ
、
そ
の
後
の
場
所
請
負
制

に
よ
っ
て
和
人
商
人
に
よ
る
漁
場
の
経
営
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
阿
哲
を
通

じ
て
、
交
易
関
係
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
と
和
人
の
関
係
性
は
、
和
人
優
位
の
も

書
評
と
紹
介

の
へ
と
徐
々
に
な
り
、
ア
イ
ヌ
は
和
人
商
人
の
漁
場
で
の
下
層
労
働
氏
に

な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
、
自
立
的
な
交
易
活
動
背
主
体
か
ら
雇
用
労
働
者
主
体
へ
と

段
階
的
に
移
り
変
わ
る
と
い
う
一
般
的
な
蝦
夷
地
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
歴
史
像

に
対
し
て
、
そ
れ
を
一
定
度
相
対
化
す
る
よ
う
な
論
考
が
本
書
で
は
Ⅱ
立
つ
。

た
と
え
ば
こ
れ
ま
で
、
商
場
知
行
制
を
背
景
と
し
た
シ
ャ
ク
シ
ャ
ィ
ン
戦

争
と
そ
の
終
結
は
、
和
人
優
位
に
な
る
き
っ
か
け
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
実
際
は
、
戦
争
終
結
に
伴
う
松
前
藩
と
ア
イ
ヌ
と
の
起
請
文

を
み
る
と
、
松
前
辮
が
川
ら
の
優
位
性
を
誇
示
す
る
文
意
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
そ
れ
は
、
戦
争
前
の
阿
者
の
交
易
の
あ
り
方
を
改
め
て
几
直
す
た
め
の

も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
〈
渡
部
賢
〉
。

ま
た
近
年
、
場
所
請
負
制
下
に
お
い
て
も
ア
イ
ヌ
が
、
韮
的
に
生
産
活
動

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
川
が
あ
る
こ
と
を
示
す
Ⅱ
「
自
分
橡
」
を
評
価
す
る

研
究
が
あ
呪
・
本
書
で
は
、
場
所
請
負
制
の
内
部
に
あ
る
「
場
所
社
会
」
の

構
造
と
目
分
稼
を
関
連
付
け
て
考
察
さ
れ
て
い
る
〈
長
澤
政
之
〉
。
そ
こ
で

（今不）

は
、
子
モ
ロ
場
所
の
ア
イ
ヌ
が
一
雇
い
漁
業
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
く
実
態
が
明

示
さ
れ
た
が
、
今
後
、
他
の
場
所
の
事
例
も
含
め
て
、
自
分
稼
が
場
所
請
負

制
の
全
体
像
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
イ
ヌ
の
交
易
に
関
し
て
、
ア
イ
ヌ
語
で
交
易
を
意
味
す
る
「
ウ

イ
マ
ム
」
と
い
う
語
が
、
「
経
済
行
為
と
し
て
の
交
易
か
ら
支
配
儀
礼
へ
の
移

行
」
を
表
象
す
る
一
一
一
一
Ｍ
葉
と
し
て
雁
史
学
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
き
た
問
題
を
取

り
上
げ
る
論
考
も
あ
る
く
坂
川
美
奈
子
〉
。
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
「
ウ
イ
マ
ム
」

の
意
味
は
交
易
で
あ
り
、
そ
の
成
立
が
ア
イ
ヌ
と
松
前
の
友
好
関
係
に
つ
な

が
る
と
い
う
含
意
は
あ
る
も
の
の
、
歴
史
学
上
の
言
説
Ⅱ
友
好
か
ら
支
配
へ
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の
移
行
を
示
す
と
い
う
表
象
は
持
ち
え
て
い
な
い
。
歴
史
学
の
語
る
言
説
そ

の
も
の
に
、
歴
史
学
自
身
の
も
つ
政
治
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
に
お
け
る
蝦
夷
地
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
議
論
で
は
、

｜
方
的
に
支
配
さ
れ
て
い
く
ア
イ
ヌ
と
い
う
見
方
や
、
そ
の
見
方
を
生
み
出

す
言
説
そ
の
も
の
に
対
し
て
再
考
を
促
す
よ
う
な
論
考
が
目
立
つ
。
そ
の
点

か
ら
す
る
と
、
蝦
夷
地
ア
イ
ヌ
の
も
つ
文
化
や
考
え
方
を
ア
イ
ヌ
の
側
か
ら

立
ち
上
げ
て
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
蝦
夷
地
ア
イ
ヌ
社
会
の
巾
で
の
地
域
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の

や
、
ア
イ
ヌ
の
自
己
認
識
の
問
題
を
ト
ー
タ
ル
に
探
り
出
し
、
そ
れ
を
地
域

的
特
質
と
し
て
考
察
し
た
論
考
が
あ
る
く
市
毛
幹
幸
〉
。
地
域
に
即
し
な
が
ら
、

ア
イ
ヌ
社
会
や
自
己
認
識
を
つ
む
ぎ
だ
し
て
い
く
こ
う
し
た
作
業
は
、
ア
イ

ヌ
の
主
体
性
を
提
示
し
て
い
く
た
め
に
有
効
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
松
浦
武
四
郎
の
『
天
塩
日
誌
』
を
素
材
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
々

が
持
っ
て
い
た
空
間
認
識
を
示
し
た
論
考
も
、
ア
イ
ヌ
の
主
体
性
を
重
視
す

る
点
で
共
通
す
る
〈
山
田
志
乃
布
〉
・
武
四
郎
が
作
成
し
た
地
脚
は
ア
イ
ヌ
民

族
の
地
域
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
分
析
を
進
め
れ
ば
ア
イ
ヌ

、
身
が
持
つ
地
域
情
報
を
図
像
化
し
て
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
ア
イ
ヌ
の
考
え
方
や
生
活
を
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
研

究
に
お
い
て
、
法
政
大
学
所
蔵
「
蝦
夷
島
奇
観
」
は
非
常
に
有
効
な
史
料
と

な
り
え
る
。
法
政
大
学
に
は
二
種
類
の
「
蝦
夷
島
奇
観
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
利
用
に
際
し
て
は
写
本
作
成
の
経
緯
等
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が

〈
佐
々
木
利
和
〉
、
筆
者
の
憶
麿
が
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
接
し
、
彼
ら
の
文
化
や

慣
習
を
理
解
し
よ
う
と
記
し
た
こ
の
本
は
重
要
な
意
味
を
担
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
記
録
物
に
は
、
当
時
の
列
島
の
人
々
が
持
つ
華
夷
観

法
政
史
学
第
七
十
三
号

念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
た

研
究
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
文
字
資
料
だ
け
に
頼
ら
な
い
議
論
も

必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
考
古
学
の
成
果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と

も
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
チ
ャ
シ
遺
跡
を
考
古
学
的
に
分
析
す
る
と
、
そ
れ
は
一
六
壯

紀
前
半
か
ら
一
八
世
紀
中
期
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
〈
宇
川

川
洋
〉
。
そ
し
て
、
チ
ャ
シ
遺
跡
か
ら
出
土
さ
れ
る
交
易
品
の
数
々
は
主
に
、

本
州
製
舶
か
本
州
経
由
の
舶
来
肋
で
あ
り
、
交
易
の
背
景
な
ど
を
考
え
る
に

お
い
て
有
効
な
資
料
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
イ
ヌ
の
物
質
文
化
を
特
徴
づ
け
る
漆
器
や
ガ
ラ
ス
壬
を
形
式
学

的
に
検
討
し
、
そ
の
特
色
と
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
和
人
の
蝦
夷
地
へ

の
進
出
が
、
ア
イ
ヌ
の
タ
マ
サ
イ
を
よ
り
華
美
に
し
た
可
能
性
が
見
出
さ
れ

る
〈
関
根
達
人
〉
・
ア
イ
ヌ
と
和
人
の
政
治
的
・
経
済
的
関
係
の
変
化
の
過
程

が
考
古
学
の
成
果
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
Ⅲ
に
お
い
て
は
、
本
州
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
実
態
に
迫
る
論
考
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
、
ア
イ
ヌ
Ⅱ
津
軽
海
峡
以
北
に
の
み
居
住

す
る
比
族
と
い
う
一
般
的
理
解
に
対
し
、
近
年
の
歴
史
学
は
、
現
在
の
青
森

蝶
の
北
端
部
Ⅱ
弘
前
藩
内
に
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
住
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か

（
２
）

に
し
た
。
そ
の
点
を
踏
ま
』
え
た
論
考
が
Ⅲ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

で
は
ま
ず
、
本
州
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
和
人
か
ら
ど
う
見
ら
れ
、
ど
う
い
っ

た
社
会
的
立
場
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
弘
前
藩
は
、

藩
内
の
ア
イ
ヌ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点

に
つ
い
て
は
、
弘
前
藩
は
藩
内
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
を
、
｜
般
の
和

人
と
は
異
な
る
、
「
朝
貢
」
を
す
べ
き
氏
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
く
高
橋
唖

五
八

Hosei University Repository



弓
〉
。
そ
し
て
藩
主
は
、
領
内
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
「
御
月
見
」
儀
礼
を
強
制

し
、
異
民
族
に
対
す
る
自
ら
の
権
威
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
享
保
期
の
巡
見
使
に
対
す
る
弘
前
藩
に
よ
る
応
接
体
制
を
と
っ
て

み
て
も
、
応
接
に
領
内
の
ア
イ
ヌ
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巡
検
使

の
権
威
と
自
ら
の
藩
の
権
力
の
誇
示
に
つ
な
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
〈
浪

川
健
治
〉
・
本
州
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
藩
の
政
治
的
意
図
の
も
と
で
、
一
方
で

は
異
民
と
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
他
方
で
身
分
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

特
徴
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
弘
前
藩
領
内
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
和
人
と
は
差
異
化

さ
れ
な
が
ら
も
、
同
時
に
体
制
内
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
滑
川
氏
に
よ
る
と
、

そ
れ
が
本
州
ア
イ
ヌ
の
つ
な
が
り
を
強
固
な
も
の
に
し
、
文
化
的
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
共
有
す
る
集
団
に
さ
せ
た
と
い
う
。

ま
た
本
書
で
は
、
本
州
ア
イ
ヌ
の
実
態
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、

本
州
に
残
さ
れ
る
物
質
文
化
へ
の
考
察
も
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
青
森
県
内
の
中
近
世
遺
跡
か
ら
州
土
し
た
遺
物
を
考
古
学
的

に
検
討
す
る
と
、
海
獣
猟
や
熊
猟
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
ア
イ
ヌ
の
習
俗
が

明
示
さ
れ
た
く
関
根
達
人
〉
。
ま
た
、
本
州
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
身
に
つ
け
て
い

た
ガ
ラ
ス
玉
と
蝦
夷
栫
の
川
士
状
況
を
見
る
と
、
本
州
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
滑

岡
城
な
ど
の
城
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
考
古
学
的
研
究
は
文
字
資
料
で
は
明
ら
か
に
し
え
な
い

膝
史
的
側
面
を
示
し
、
歴
史
像
に
臨
場
感
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
Ⅲ
に
は

青
森
県
で
確
認
さ
れ
て
い
る
一
一
一
十
三
点
の
蝦
夷
錦
の
所
蔵
先
や
人
手
経
路
、

資
料
の
年
代
な
ど
を
詳
し
く
紹
介
し
た
論
考
が
あ
る
が
〈
瀧
本
壽
史
〉
、
こ
う

し
た
成
果
を
十
分
に
参
考
に
し
、
文
字
資
料
と
つ
き
合
わ
せ
な
が
ら
本
州
ア

書
評
と
紹
介

イ
ヌ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
Ⅳ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
蝦
夷
地
に
お
け
る
和
人
と
幕
藩
制
の
問

題
が
議
論
さ
れ
る
。
ま
ず
俎
上
に
載
せ
た
い
の
は
、
蝦
夷
地
に
お
け
る
幕
藩

制
の
統
治
の
あ
り
方
や
秩
序
の
問
題
で
あ
る
。

蝦
夷
地
は
、
二
度
の
幕
領
期
を
経
験
し
て
い
る
が
、
第
一
次
の
幕
領
期
（
寛

政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
～
文
政
山
年
（
八
一
二
）
）
に
お
け
る
幕
府
の
蝦

火
地
に
対
す
る
統
治
理
念
の
特
徴
は
、
そ
れ
を
妓
低
限
の
幕
府
の
厳
格
さ
を

表
明
す
る
に
と
ど
め
て
い
た
点
に
あ
る
と
い
う
〈
潔
登
寛
聡
〉
。
つ
ま
り
、
幕

府
は
蝦
夷
地
の
人
々
に
つ
い
て
、
和
人
と
は
異
な
る
風
俗
を
持
つ
夷
人
と
い

う
認
識
を
も
ち
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
統
治
方
法
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
松
前
藩
が
蝦
夷
地
を
統
治
し
て
い
た
時
期
で
も
、
幕
府
の
政
策
は

蝦
夷
地
に
一
程
度
の
効
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〈
木
村

涼
〉
・
松
前
に
旅
芝
階
興
行
に
赴
い
て
い
た
「
中
村
清
治
」
一
座
が
、
天
保
改

革
の
一
環
と
し
て
出
さ
れ
た
風
俗
取
り
締
ま
り
政
策
の
影
響
を
多
分
に
受
け

て
い
た
こ
と
か
ら
そ
れ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
松
前
藩
は
ど
う
い
っ
た
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
本
諜
で
は
議
論
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
藩
内
で
実
施
さ
れ
た
松
前
神
楽
は
、
松
前
の
王
道
を
擬
制
し

た
Ⅱ
本
神
話
、
お
よ
び
蠣
崎
氏
の
開
阿
の
雌
史
を
演
じ
る
も
の
で
あ
る
〈
川

上
真
理
〉
。
つ
ま
り
松
前
神
楽
は
、
蝦
夷
地
征
服
の
始
原
の
時
間
へ
回
帰
さ
せ

る
英
雄
神
話
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
そ
こ
で
表
象
さ
れ
る
歴
史
こ
そ
が
、

松
前
氏
の
王
権
の
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。

ま
た
、
松
前
藩
の
歴
史
を
検
討
す
る
際
に
重
要
な
史
料
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
、
藩
で
最
初
の
史
書
『
新
羅
之
記
録
」
の
成
立
過
程
も
本
書
で
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は
明
示
さ
れ
た
く
新
藤
透
〉
。
こ
の
成
果
を
も
と
に
、
当
史
料
を
歴
史
学
研
究

に
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
い
く
か
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

松
前
藩
と
本
州
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
問
題
に
も
焦
点
が
当
て
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
秋
田
藩
士
崎
湊
が
松
前
・
蝦
夷
地
と
の
間
で
ど
う
い
っ

た
品
物
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
の
か
が
具
体
的
に
考
察
さ
れ
、
士
崎
ｌ
松
前

の
交
流
の
一
町
が
解
明
さ
れ
た
く
塊
脆
朋
子
〉
。

ま
た
、
幕
末
期
江
差
に
お
け
る
北
前
船
商
人
や
江
差
問
屋
、
漁
此
の
動
向

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
蝦
夷
地
・
和
人
地
・
内
地
を
め
ぐ
る
流
通
シ
ス
テ
ム

の
再
編
過
程
も
提
示
さ
れ
た
く
山
川
志
乃
布
〉
・
流
通
シ
ス
テ
ム
の
再
編
は
、

確
か
に
権
力
側
に
よ
る
流
通
拠
点
前
進
の
動
き
を
両
期
と
す
る
も
の
で
は
あ

り
つ
つ
も
、
着
Ⅱ
す
べ
き
は
流
通
を
担
う
人
々
や
輸
送
手
段
で
あ
り
、
そ
の

点
に
比
重
を
お
け
ば
、
流
通
シ
ス
テ
ム
の
考
察
か
ら
権
力
側
の
動
き
の
再
検

討
へ
と
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

こ
れ
ら
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
論
考
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で

も
シ
ス
テ
ム
を
担
う
地
域
や
人
々
の
実
態
か
ら
議
論
を
組
み
立
て
る
と
い
う

視
点
で
あ
る
。
近
年
、
蝦
夷
地
で
取
れ
る
産
物
に
関
し
て
、
Ⅱ
本
列
島
や
琉

球
、
中
凶
を
結
ぶ
流
通
シ
ス
テ
ム
が
硴
戊
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
ざ

（
３
）

れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
た
め
に
も
、
流
迎
、
ン
ス

テ
ム
を
担
う
地
域
の
実
態
を
明
示
し
た
本
書
の
諸
研
究
は
重
要
で
あ
る
。

以
上
、
各
章
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
を
紹
介
し
た
が
、
こ
こ
で
全
体
の

感
想
を
ま
ず
は
記
し
て
お
き
た
い
。

本
書
は
、
近
世
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
社
会
や
文
化
の
問
題
を
、
交
易
を
軸

と
し
て
、
北
方
ア
ジ
ア
や
本
州
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
た
。
交
易
の
問

題
を
軸
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
単
な
る
交
易
史
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
政
治
．

法
政
史
学
第
七
十
三
号

経
済
・
文
化
な
ど
に
関
連
さ
せ
て
幅
広
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ア
イ
ヌ

は
自
然
と
共
生
す
る
原
始
的
な
社
会
に
生
き
、
そ
の
後
次
第
に
和
人
の
蝦
夷

地
へ
の
介
入
に
と
も
な
っ
て
口
立
件
を
失
っ
て
い
く
と
い
っ
た
従
来
の
静
的

で
一
方
的
な
歴
史
像
で
は
把
握
し
き
れ
な
い
、
ア
イ
ヌ
の
動
的
で
多
面
的
な

歴
史
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。
本
書
は
一
見
、
各
論
考
の
関
連
性

が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
扱
う
対
象
時
期
に
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
り
し
て
、

と
も
す
れ
ば
バ
ラ
バ
ラ
な
印
象
を
受
け
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
の
歴

史
の
も
つ
多
様
性
を
示
す
た
め
に
致
し
方
な
い
と
い
え
よ
う
。
本
書
の
実
証

的
な
各
研
究
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
は
北
方
ア
ジ
ア
世
界
の
中
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
展
開
し
、
独
自
の
秩
序
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
広
い
視
点
か
ら
ア
イ
ヌ
社
会
を
眺
め
る
と
い
う
意
義
深
い
研
究
で

あ
る
が
ゆ
え
に
残
念
と
感
じ
た
点
は
、
各
論
考
の
扱
う
地
域
す
べ
て
を
網
羅

し
た
地
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
基
本
的
な
こ
と
で
は
あ
る

が
、
せ
っ
か
く
一
般
の
人
々
に
容
易
に
手
に
入
り
や
す
く
な
り
、
な
お
か
つ
、

こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
広
い
視
野
か
ら
捉
え
た
ア
イ
ヌ
の
新
た
な
歴
史
像
を

提
供
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
持
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
読
者
に
対
し
て
視
覚

的
な
卵
解
を
助
け
る
配
慮
が
欲
し
か
っ
た
よ
う
に
想
う
。

と
は
い
う
も
の
の
、
全
体
を
通
し
て
本
苔
は
非
常
に
読
み
応
え
が
あ
り
、

新
た
な
ア
イ
ヌ
史
研
究
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
感
じ
た
。

さ
て
以
下
で
は
、
本
書
が
交
易
や
交
流
の
視
点
か
ら
ア
イ
ヌ
社
会
を
北
方

ア
ジ
ア
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
目
的
を
も
つ
こ
と
を
鑑
み
て
、
評
者
は
ア
ジ

ア
史
研
究
の
立
場
か
ら
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

近
年
、
ア
ジ
ア
史
研
究
に
お
い
て
大
き
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る
の
が
海
域

（
４
）

ア
ジ
ア
史
研
究
の
分
野
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
海
を
舞
（
ｎ
と
し
た
貿
易
や
海

六

○

Hosei University Repository



賊
な
ど
に
関
す
る
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
海
に
関
連
す
る
陸
同
上
の
交
流
や
相

互
作
川
な
ど
総
合
的
な
歴
史
像
が
問
題
と
さ
れ
る
。
海
域
に
軸
足
を
置
い
て
、

そ
れ
に
関
わ
る
諸
地
域
を
総
合
的
に
捉
え
る
と
い
う
研
究
ス
タ
イ
ル
を
も
つ

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
中
央
ア
ジ
ア
」
や
「
東
ア
ジ
ア
」
、
「
東
南
ア
ジ
ア
」

な
ど
と
い
っ
た
既
存
の
陸
の
ま
と
ま
り
や
、
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
歴
史
認
識

を
相
対
化
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

ま
た
、
桃
木
至
朗
氏
に
よ
る
と
、
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
に
は
①
一
国
史
観

の
乗
り
越
え
と
、
世
界
を
歴
史
的
に
把
握
す
る
構
想
力
の
強
化
、
②
ア
ジ
ア

社
会
停
滞
論
の
打
破
と
近
代
知
の
転
換
、
③
あ
る
歴
史
的
事
象
や
時
代
に
つ

い
て
日
本
や
他
地
域
双
方
向
の
視
点
か
ら
考
察
を
す
る
こ
と
の
可
能
性
、
④

閉
じ
た
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
中
心
か
ら
語
ら
れ
る
歴
史
像
の
転
換
、
と

い
っ
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
り
、
新
た
な
脈
史
学
研
究
と
ア
ジ
ア
認
識
の
形

（
５
）

成
に
大
き
く
貢
献
で
き
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
は
、
海
を
拠
点
と
し
て
関
連
す
る
地
域
を

眺
め
る
と
い
う
研
究
〃
法
を
採
川
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う

な
一
国
史
観
を
超
え
る
と
と
も
に
、
国
と
い
う
単
位
の
中
で
周
縁
と
扱
わ
れ

て
き
た
地
域
の
不
当
な
評
価
を
脱
す
る
こ
と
と
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
海
域
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
方
法
論
は
、
本
書
で
扱
う
ア
イ
ヌ
地

域
に
つ
い
て
も
十
分
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
ア
イ
ヌ
社
会
は
、
太
平
洋
と
Ⅱ
本
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
囲
ま

れ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
海
を
通
じ
て
、
他
地
域
・
他
国
家
と
密
接
な

関
係
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
本
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

本
壽
で
は
、
海
域
を
同
じ
く
す
る
諸
国
家
と
の
関
係
性
を
前
提
と
し
て
、
政

治
・
経
済
・
文
化
そ
れ
ぞ
れ
の
面
に
お
い
て
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
独
自
の

書
評
と
紹
介

秩
序
を
作
り
化
げ
て
い
っ
た
ア
イ
ヌ
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
成
果
を
基
礎
と
し
て
、
今
後
、
海
域
ア
ジ
ア
史
の
立
場
か

ら
研
究
の
深
化
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
ア
イ
ヌ
社
会
を
取
り
囲
む
三
つ
の
海

を
迦
じ
て
関
連
し
あ
う
諸
地
域
と
の
総
合
的
な
研
究
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
書
で
は
、
他
地
域
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
ア
イ
ヌ
が
独
日
の
社
会

や
文
化
を
形
成
し
た
こ
と
は
明
示
し
え
た
が
、
逆
に
ア
イ
ヌ
社
会
が
他
地
域

に
与
え
た
影
響
の
Ⅲ
題
に
つ
い
て
は
正
血
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

で
は
、
せ
っ
か
く
ア
イ
ヌ
社
会
を
北
方
ア
ジ
ア
の
中
に
位
置
づ
け
た
意
義
が

半
減
し
て
し
ま
う
。
ア
イ
ヌ
史
を
よ
り
服
確
に
把
握
す
る
た
め
に
北
方
ア
ジ

ア
を
視
点
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
北
方
ア
ジ
ア
史
を
理
解
す
る
た
め
に
ア
イ

ヌ
が
視
点
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ⅶ
ア
イ
ヌ
史
の
た
め
の
北
方
ア
ジ
ア

史
で
あ
る
と
何
時
に
、
北
力
ア
ジ
ア
史
の
た
め
の
ア
イ
ヌ
史
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
蝦
夷
地
を
取
り
囲
む
海
に
関
述
す
る
中
脚
や
ロ
シ
ア
な

ど
の
歴
史
学
研
究
に
、
本
諜
の
成
果
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
成
果
も
、
ア
イ
ヌ
史
の
側
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
る

と
い
う
相
互
的
、
か
つ
総
合
的
な
研
究
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
海
域
を
通
じ
て
関
わ
り
あ
う
地
域
の
歴
史
研
究
者
と
の
積
械
的
な
交
流
が

（
６
）

重
要
性
を
増
す
の
で
あ
る
□

で
は
、
本
書
で
扱
わ
れ
た
近
世
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
川
越
を
、
海
域
ア
ジ

ア
史
の
視
点
か
ら
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
何
が
展
望
し
え
る
か
。
そ
れ
は
、

新
た
な
世
界
史
像
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
近
年
の
歴
史
学
に
大
き
く
貢
献
す

る
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
７
）

ブ
ロ
ー
デ
ル
の
研
究
以
降
、
「
近
世
」
に
関
す
る
議
零
ｍ
が
活
発
化
し
、
発
展

一
ハ
ー
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史
観
が
有
効
な
歴
史
の
把
握
方
法
に
な
ら
な
く
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
、

「
近
世
」
は
国
家
や
地
域
の
も
つ
特
徴
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
概
念
で
は
な

（
８
）

く
、
恥
な
る
時
期
区
分
と
し
て
の
概
念
に
変
わ
っ
た
、
そ
の
中
で
、
世
界
史

上
の
「
近
肚
」
に
お
け
る
共
時
性
に
Ⅱ
を
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
近
代
化
に

（
９
）

お
い
て
超
克
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
な
る
「
伝
統
」
社
〈
罫
の
形
成
が
存
在
す
る
。

そ
の
こ
と
は
、
本
書
で
扱
わ
れ
た
時
期
の
ア
イ
ヌ
社
会
、
あ
る
い
は
そ
の

海
域
に
関
わ
る
諸
地
域
も
何
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
本
書
で
扱
わ
れ
た
ア
イ

ヌ
の
主
体
性
を
示
す
「
自
分
稼
」
の
問
題
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
が

近
代
化
の
過
秘
に
お
け
る
明
治
初
期
の
漁
業
権
や
狩
猟
権
の
禁
止
へ
と
つ
な

が
る
要
Ｎ
と
な
る
行
為
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
蒋
で
示
さ
れ
る
ア
イ
ヌ

社
会
像
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
そ
こ
に
は
近
代
化
の
過
程
で

問
題
視
ざ
れ
克
服
す
る
べ
き
事
柄
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
地
域
史
と
世
界
史
を
連
関
さ
せ
て
考
え
る
際
、
「
近
世
」
の
概
念

（
Ⅲ
）

は
有
川
性
を
も
つ
と
い
や
７
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
リ
ー
ド
の
指
摘
を
雄
礎
と
し
て
、

海
域
ア
ジ
ア
史
的
視
点
か
ら
捉
え
た
ア
イ
ヌ
周
辺
の
海
域
山
を
、
世
界
史
の

「
近
世
」
の
な
か
に
積
極
的
に
位
満
づ
け
、
枇
界
史
と
の
連
関
で
議
論
す
る

こ
と
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
同
じ
く
世
界
史
的
な
連

（
Ⅲ
）

関
を
軍
視
す
る
「
近
代
世
界
、
ン
ス
テ
ム
論
」
、
お
よ
び
そ
れ
を
ア
ジ
ア
の
側
か

ら
批
判
す
る
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
と
い
う
研
究
動
向
に
あ
わ
せ
た
議
論
を
可

能
と
し
、
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
構
築
に
貢
献
で
き
る
の
で

（
胆
）

あ
る
。
こ
れ
ま
で
正
当
に
世
界
史
の
議
論
に
組
み
込
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
ア

ジ
ア
の
歴
史
的
役
割
を
再
評
価
し
、
積
極
的
に
議
論
に
組
み
込
む
新
た
な
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
、
本
書
で
扱
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
の
海
域
史
が
結
び

付
け
ら
れ
れ
ば
、
学
術
的
に
大
い
な
る
意
義
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

法
政
史
学
第
七
十
三
号

ブ
ロ
ー
デ
ル
の
影
響
を
受
け
て
記
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
リ
ー
ド
の
東
南

ア
ジ
ア
史
砒
純
は
、
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
を
肚

界
史
の
表
舞
台
に
引
っ
張
り
出
す
と
と
も
に
、
そ
の
地
域
の
肚
界
史
上
で
担

う
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
た
。
本
沸
で
扱
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
の
問
題
も
、
今
後
、

海
域
ア
ジ
ア
史
的
視
点
か
ら
研
究
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肚
界
史

の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
を
大
い
に
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、
本
書
は
ア
イ
ヌ
の
歴
史
像
を
広
い
視
野

か
ら
動
態
的
に
捉
え
た
意
義
深
い
普
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
世
界
史

研
究
に
も
行
川
な
視
点
を
提
供
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

Ｔ註
、‐〆

ダーヘ〆￣～

３２
、‐〆、－－

谷
本
晃
久
「
ア
イ
ヌ
の
、
分
稼
」
（
菊
池
勇
夫
編
「
蝦
夷
島
と
北
方

世
界
」
吉
川
弘
文
館
・
二
○
○
一
一
一
年
）

滑
川
健
治
「
近
肚
Ⅱ
本
と
北
方
社
会
」
三
省
壷
・
亀
九
九
１
年

中
内
聡
「
近
肚
・
近
代
Ⅱ
本
の
市
場
構
造
ｌ
「
松
前
緋
」
肥
料
取

引
の
研
究
」
（
東
京
大
学
出
版
会
．
一
九
九
八
年
）
、
川
島
伸
也
「
北

の
海
に
向
か
っ
た
紀
州
商
人
」
（
網
野
善
彦
「
日
本
海
と
北
国
文
化
ｌ

海
と
列
島
文
化
１
」
小
学
館
・
一
九
九
○
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

ま
た
、
琉
球
や
蝦
夷
地
は
近
肚
の
政
治
・
経
済
的
な
動
向
を
背
景

と
し
た
生
産
構
造
に
組
み
込
ま
れ
な
が
ら
も
、
東
ア
ジ
ア
の
流
通
シ

ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
眺
め
る
と
地
域
は
有
機
的
に
関
連
し
あ
い
、
砿

要
な
意
味
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
視
点
（
荒
武
賢
一
朗
「
大
坂
市
場

と
琉
球
・
松
前
物
」
（
菊
池
勇
夫
・
真
栄
平
房
昭
編
「
列
島
史
の
南
と

北
近
世
地
域
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
」
吉
川
弘
文
館
・
二
○
○
六
年
）

一
ハ
ー
ー
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（
Ⅱ
）
Ｉ
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
「
近
代
阯
界
シ
ス
テ
ム
」
Ｉ
．
Ⅱ

は
、
こ
れ
ま
で
周
縁
と
さ
れ
て
き
た
同
地
域
の
位
置
づ
け
を
再
考
さ

せ
る
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
□

（
４
）
海
域
ア
ジ
ア
史
の
研
究
動
向
に
関
し
て
は
、
桃
水
至
朗
編
「
海
域

ア
ジ
ア
史
研
究
入
門
」
（
岩
波
書
店
・
二
○
○
八
年
）
が
詳
し
い
。

（
５
）
何
註
４

（
６
）
た
だ
し
、
こ
う
し
た
研
究
交
流
に
は
、
一
一
一
一
Ｍ
語
の
壁
や
、
分
野
ご
と

の
共
通
認
識
、
お
よ
び
視
点
の
ズ
レ
と
い
っ
た
乗
り
越
え
る
べ
き
問

題
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
将
で
扱
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
と
か
か
わ
り
の
深

い
清
朝
の
東
北
史
の
問
題
を
精
力
的
に
扱
い
、
ア
ム
ー
ル
地
方
の
生

活
者
の
歴
史
や
交
流
の
実
態
を
、
政
治
・
経
済
・
社
会
の
各
方
面
か

ら
総
合
的
に
研
究
し
た
松
浦
茂
「
清
朝
の
ア
ム
ー
ル
政
策
と
少
数
民

族
」
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
・
二
○
○
六
年
）
と
い
っ
た
成
果
な
ど

も
あ
り
、
今
後
交
流
・
議
論
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
７
）
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
『
地
中
海
』
全
五
巻
、
浜
名
優
美
訳
・

藤
原
譜
店
二
九
九
一
’
一
九
九
八
年

（
８
）
岸
本
美
緒
「
時
代
区
分
論
の
現
在
」
（
歴
史
学
研
究
会
編
「
現
代
歴

史
学
の
成
来
と
課
題
］
受
〒
ｇ
三
年
Ｉ
歴
史
学
に
お
け
る
方
法

的
躯
Ⅲ
」
青
木
書
店
・
二
○
○
二
年
）

（
９
）
岸
本
美
緒
「
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
伝
統
社
会
の
形
成
」
（
「
岩

波
満
願
世
界
歴
史
田
』
岩
波
書
店
・
一
九
九
八
年
）

（
、
）
幻
の
昼
シ
昌
言
目
・
］
老
い
・
の
。
巨
昌
①
四
の
（
少
の
一
罠
ご
＆
の
ロ
胃
｝
］
三
・
□
‐

の
目
向
日
恥
Ｂ
Ｂ
Ｑ
ｏ
ｂ
Ｃ
葛
①
【
》
四
二
□
団
の
一
一
の
帛
・
目
ｓ
四
ｓ
三
日
“
Ｏ
Ｃ
ｓ
の
一
一

書
評
と
紹
介

ご
曰
く
の
尻
一
口
甸
忌
の
の
。

川
北
稔
訳
、
岩
波
書
店
・
’
九
八
一
年

（
⑫
）
Ａ
・
Ｇ
フ
ラ
ン
ク
は
、
近
世
ア
ジ
ア
に
お
け
る
、
交
易
の
歴
史
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
絲
済
シ
ス
テ
ム
を
提
示
し
、

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
「
近
代
Ⅲ
界
シ
ス
テ
ム
論
」
の
根
底
に
あ

る
幽
洋
中
心
史
観
を
批
判
し
た
。
（
Ａ
・
Ｇ
フ
ラ
ン
ク
『
リ
オ
リ
エ
ン

ト
」
、
山
下
範
久
訳
・
藤
原
番
店
．
二
○
○
○
年
）

な
お
、
フ
ラ
ン
ク
の
議
論
を
深
化
さ
せ
、
世
界
史
に
お
け
る
ア
ジ

ア
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
研
究
を
進
め
て
い
る
も
の
に
川
勝
平
人
編

「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
向
け
て
」
（
藤
原
書
店
．
二
○
○
一
一

年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
旧
）
リ
ー
ド
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
一
つ
の
世
界
と
し
て
と
ら
え
、
大
航

海
時
代
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
は
、
国
際
交

易
に
お
い
て
の
東
南
ア
ジ
ア
世
界
の
爪
要
性
、
お
よ
び
そ
の
中
で
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
が
一
参
加
昔
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
点
を
提
示

し
た
。
海
域
史
の
視
点
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
世
界
を
捉
え
、
西
洋
中

心
史
観
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
（
幻
の
昼
シ
二
ｓ
・
目
．
ご
記
》
］
＠
房
・

ｍ
ｏ
Ｅ
Ｂ
の
煙
の
（
少
の
一
＆
ご
Ｓ
の
シ
、
の
。
【
・
日
日
の
円
の
］
宗
〒
］
つ
ぎ
．
ご
Ｃ
ｌ
」

弓
面
①
巨
己
の
ワ
の
一
・
言
Ｓ
の
二
一
己
の
。
『
・
」
・
厚
同
曽
自
の
一
．
ご
口
＆
ロ
ー
‐

の
一
ｍ
・
Ｚ
①
ゴ
西
山
ぐ
の
ロ
■
ご
ロ
伊
○
口
」
○
自
尽
煙
一
の
ご
曰
く
の
［
の
】
ご
勺
吊
の
の
．
）
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