
Title 二〇一七年度修士論文要旨 ; 二〇一七年度卒業論文題目
Sub Title
Author

Publisher 三田史学会
Publication year 2018

Jtitle 史学 (The historical science). Vol.87, No.4 (2018. 9) ,p.121(565)- 135(579) 
JaLC DOI
Abstract
Notes 彙報
Genre Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00100104-20180900-

0121

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


彙
　
報

）

一
二
一　
（

二
〇
一
七
年
度
修
士
論
文
要
旨

〔
日
本
史
学
分
野
〕

七
世
紀
以
前
の
古
代
日
本
外
交
に
関
す
る
考
察

―
白
村
江
の
戦
い
ま
で
を
中
心
に
―

蓮
本　

龍

　

六
六
三
年
に
倭
が
百
済
復
興
軍
と
共
に
唐
・
新
羅
の
連
合
軍
と
戦
っ
た

所
謂
白
村
江
の
戦
い
は
、
日
本
古
代
史
上
最
大
の
対
外
戦
争
で
あ
り
、
そ

の
敗
北
が
後
の
中
央
集
権
的
な
律
令
国
家
成
立
の
遠
因
と
な
っ
た
事
は
間

違
い
な
い
が
、
そ
の
状
況
は
一
歩
間
違
え
れ
ば
倭
の
滅
亡
を
招
き
か
ね
な

い
危
険
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
決
断
に
当
時
の
政
権
中
枢
が

至
っ
た
の
は
何
故
か
。
そ
の
解
明
に
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
国
際
情
勢

の
変
遷
と
、
戦
時
に
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
人
物
と
そ
の
思
想
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
白
村
江
参
戦
・
敗
戦
時
の
政
権
掌
握
者
は
無
論
中

大
兄
皇
子
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
、
拙
稿
に
お
い
て
は
特
に
外
交
的
な
視
点

に
主
軸
を
置
き
つ
つ
中
大
兄
の
政
策
志
向
・
思
想
に
つ
い
て
考
察
を
進
め

た
。

　

一
章
で
は
、
ま
ず
白
村
江
の
戦
い
に
至
る
ま
で
の
朝
鮮
三
国
・
隋
唐
の

国
際
関
係
の
変
遷
や
政
変
を
俯
瞰
し
た
。
そ
の
後
、
同
時
期
に
倭
で
起
き

た
乙
巳
の
変
に
つ
い
て
、
中
大
兄
・
入
鹿
の
双
方
が
共
に
遣
唐
留
学
生
で

あ
る
僧
旻
・
南
淵
請
安
ら
に
師
事
し
て
い
る
点
か
ら
、
従
来
外
交
方
策
か

ら
脱
却
し
第
一
回
遣
唐
使
以
来
断
絶
状
態
で
あ
っ
た
唐
と
の
国
交
再
開
を

目
指
し
、
そ
の
際
の
改
革
を
高
句
麗
的
な
権
臣
主
導
で
行
う
か
、
百
済
的

な
王
権
主
導
で
行
う
か
で
対
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
こ
に
お
け
る
従
来
外
交
方
策
と
は
、
朝
鮮
半
島
南
部
（
弁
韓

地
域
）
に
嘗
て
加
羅
任
那
が
存
立
し
て
い
た
頃
に
権
益
を
得
て
い
た
倭
に

対
し
て
、
百
済
が
倭
か
ら
の
援
軍
を
得
よ
う
と
当
該
地
域
の
新
羅
か
ら
の

奪
還
・
復
興
を
、
新
羅
が
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
当
該
地
域
か
ら
得
ら
れ

て
い
た
権
益
の
補
填
を
行
う
、
純
然
た
る
外
交
上
の
産
物
で
あ
る
「
任
那

の
調
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
倭
に
お
い
て
重
視
さ
れ
、
こ
の
後
の
遣

隋
使
に
お
け
る
冊
封
・
羈
縻
体
制
下
に
置
か
れ
な
い
対
等
な
国
家
関
係
を

築
こ
う
と
す
る
倭
の
行
動
も
、「
任
那
の
調
」
を
貢
納
さ
せ
る
立
場
で
あ

る
百
済
・
新
羅
よ
り
も
国
際
秩
序
内
で
下
位
に
置
か
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、

大
陸
か
ら
の
先
進
技
術
・
文
化
の
吸
収
に
加
え
て
、
百
済
・
新
羅
に
対
す

る
優
位
な
立
ち
位
置
を
国
内
外
に
て
維
持
し
よ
う
と
し
た
為
と
考
察
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
外
交
指
針
が
ま
た
、
第
一
回
遣
唐
使
の
帰
国
に
随
伴
し
て

き
た
唐
使
の
高
表
仁
が
王
子
あ
る
い
は
王
と
「
礼
を
争
っ
て
」「
朝
命
」

あ
る
い
は
「
天
子
命
」
を
宣
べ
ず
に
帰
国
す
る
と
い
う
事
態
に
繋
が
っ
た
。

こ
れ
は
、
従
来
百
済
経
由
で
行
わ
れ
て
き
た
大
陸
遣
使
が
、
今
回
遣
唐
使

の
帰
国
時
に
は
新
羅
経
由
で
新
羅
使
を
伴
わ
せ
る
新
羅
よ
り
の
姿
勢
が
唐

か
ら
見
ら
れ
る
事
か
ら
、
国
交
樹
立
と
引
き
換
え
に
新
羅
支
援
を
唐
か
ら

要
請
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
当
時
の
倭
が
「
任
那
の
調
」
の
請
求
権
確
保
を

重
視
し
た
為
に
、
こ
の
要
求
を
拒
否
し
唐
と
国
交
断
絶
状
態
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

五
六
五
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二
章
で
は
、
斯
様
な
外
交
状
態
を
変
革
す
べ
く
、
そ
の
手
法
の
対
立
に

よ
っ
て
起
き
た
乙
巳
の
変
後
の
大
化
期
外
交
に
つ
い
て
、
僧
旻
と
の
関
係

か
ら
お
そ
ら
く
中
大
兄
と
同
様
の
思
想
を
有
し
て
い
た
孝
徳
天
皇
と
中
大

兄
の
共
同
で
唐
外
交
再
開
を
目
標
に
、
従
来
の
「
任
那
の
調
」
を
廃
止
し

て
唐
と
親
し
い
新
羅
重
視
の
外
交
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
察
し
た
。
そ

の
結
果
と
し
て
倭
へ
渡
来
し
た
翌
年
に
渡
唐
し
た
金
春
秋
に
よ
っ
て
、
倭

か
ら
唐
へ
、
対
唐
断
交
に
陥
っ
た
原
因
で
あ
る
新
羅
支
援
へ
の
肯
定
的
回

答
を
付
し
た
と
思
し
き
上
表
文
の
付
託
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
第

二
回
遣
唐
使
の
派
遣
が
計
画
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
白
雉
期
頃
か
ら
政
権
中
枢
に
お
い
て
孝
徳
・
中
大
兄
間
で
対

立
が
深
ま
っ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
遷
都
問
題
と
し
て
孝
徳
が
敗
北
し
た

た
め
に
前
述
の
外
交
政
策
は
鈍
化
し
て
い
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
両

者
の
対
立
の
表
出
の
今
一
つ
で
あ
る
新
羅
使
唐
服
着
用
問
題
に
お
い
て
、

中
大
兄
側
で
あ
ろ
う
新
右
大
臣
巨
勢
徳
多
が
孝
徳
に
対
し
て
新
羅
使
へ
の

批
判
を
奏
上
し
て
い
る
点
か
ら
、
中
大
兄
が
従
来
の
親
唐
か
ら
思
想
を
撤

回
し
て
政
権
批
判
に
回
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

三
章
で
は
、
孝
徳
崩
御
後
の
斉
明
期
に
つ
い
て
、
乙
巳
の
変
時
の
皇
極

譲
位
が
女
帝
軽
視
の
観
が
あ
っ
た
唐
に
配
慮
し
た
も
の
と
し
、
逆
に
斉
明

重
祚
は
孝
徳
政
権
下
の
親
唐
的
な
政
治
の
否
定
を
示
す
行
動
で
あ
り
、
突

如
推
し
進
め
ら
れ
た
前
例
の
な
い
蝦
夷
征
伐
事
業
も
ま
た
、
廃
止
し
て
し

ま
っ
た
「
任
那
の
調
」
に
代
わ
る
国
外
貢
納
物
の
供
給
先
確
保
を
目
的
に

し
た
も
の
と
考
察
し
た
。

　

一
方
で
、
第
四
回
遣
唐
使
を
派
遣
し
て
史
料
上
邪
馬
台
国
以
来
の
生
口

献
上
を
行
っ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
中
大
兄
の
思
想
撤
回
は
表
面
上
も
の

で
あ
り
、
そ
の
実
は
唐
に
敵
対
的
姿
勢
を
取
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
姿
勢
は
ま
た
、
百
済
の
役
参
加
当
初
は
少
数
派
兵
と
物
資

援
助
を
主
体
と
し
た
支
援
に
留
め
て
お
り
、
百
済
復
興
軍
の
戦
況
悪
化
に

よ
っ
て
派
遣
が
決
定
し
た
第
二
次
派
兵
に
お
い
て
も
対
新
羅
を
念
頭
に
お

い
た
行
動
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
す
れ
ば
思
想
の
転
回
以
外
に
、
孝
徳
と
敵
対
し
批
判
す
る
理
由
が
中

大
兄
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
斉
明
期
に
て
孝
徳
の
子
の
有
間
皇

子
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
継
者
問
題
と
推
察
さ
れ
る
。
即
ち
、

中
大
兄
は
後
継
者
問
題
で
対
立
を
深
め
た
孝
徳
の
権
威
失
墜
の
為
に
、
自

身
の
信
条
で
も
あ
っ
た
親
唐
政
策
の
批
判
に
回
っ
て
国
内
の
旧
来
豪
族
に

阿
る
こ
と
で
自
身
へ
の
支
持
を
取
り
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
大
兄
と
し

て
は
政
権
掌
握
後
に
反
唐
政
策
を
撤
回
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
弁
明
・
関
係
修
復
を
目
的
に
送
っ
た
と
思
し
き
第
四
回
遣
唐
使
は
、

新
羅
経
由
を
拒
否
さ
れ
た
状
況
な
ど
か
ら
既
に
唐
・
新
羅
に
敵
と
見
做
さ

れ
て
お
り
、
百
済
征
討
準
備
中
で
あ
っ
た
唐
国
内
に
留
め
置
か
れ
、
百
済

滅
亡
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
及
ん
で
、
送
っ
た
遣
唐
使
か
ら
の
情

報
も
な
く
、
優
勢
を
誇
示
す
る
百
済
復
興
軍
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
自
身
の

支
持
基
盤
た
る
旧
来
豪
族
の
勢
い
に
押
さ
れ
る
形
で
、
中
大
兄
は
開
戦
の

選
択
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五
六
六
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ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
と
イ
ン
ド
洋
交
易

―
十
七
世
紀
末
の
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
・
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
へ
の
書

簡
を
中
心
に
―

長
井　

翔
平

　

本
論
文
が
研
究
対
象
と
す
る
の
は
十
七
世
紀
末
の
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
と

イ
ン
ド
洋
交
易
で
あ
る
。
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
史
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
開
明

的
な
ナ
ー
ラ
ー
イ
王
の
治
世
を
交
易
の
興
隆
の
時
代
と
し
、
後
継
の
ペ
ー

ト
ラ
ー
チ
ャ
ー
王
の
治
世
を
交
易
の
縮
小
の
時
代
と
考
え
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
。
こ
れ
を
単
純
に
王
の
交
代
に
よ
る
衰
退
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、

十
七
世
紀
末
に
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
が
直
面
し
て
い
た
課
題
を
イ
ン
ド
洋
と

の
関
連
で
精
察
し
て
い
く
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

　

近
年
ま
で
の
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
の
イ
ン
ド
洋
交
易
に
関
す
る
先
行
研
究

で
は
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
商
人
が
王
朝
内
で
一
定
の
地
位
を

確
立
し
て
い
た
こ
と
は
述
べ
る
も
の
の
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
市
か
ら
離
れ
て

イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
様
態
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
本
稿

で
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
文
書
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
ア
ユ
ッ
タ

ヤ
ー
朝
の
「
プ
ラ
ク
ラ
ン
」（
外
交
や
交
易
を
司
る
官
僚
組
織
の
頂
点
に

立
つ
役
人
）
が
交
易
上
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
イ
ン
ド
の
マ
ス
リ
パ
ト

ナ
ム
と
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
の
為
政
者
に
送
っ
た
書
簡
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
訳
書

を
主
要
史
料
と
し
て
利
用
し
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
注
目
を
得
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
・
イ
ン
ド
間
の
交
渉
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

　

ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
か
ら
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
へ
送
ら
れ
た
書
簡
に
は
、

ペ
ー
ト
ラ
ー
チ
ャ
ー
王
と
ム
ガ
ル
朝
の
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
と
の
間
で
免

税
を
め
ぐ
る
約
束
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
現
実
に
は
機
能
し

て
い
な
か
っ
た
様
子
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
へ
送
ら
れ
た
書

簡
で
は
、
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
と
い
う
ペ
ー
ト
ラ
ー
チ
ャ
ー
王
に
大
損
害

を
与
え
た
イ
ン
ド
の
商
人
や
、
逆
に
フ
ォ
ー
ル
コ
ン
が
権
勢
を
誇
っ
て
い

た
前
王
時
代
の
被
害
に
よ
っ
て
現
王
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
商
人
、
イ
ギ

リ
ス
人
に
よ
っ
て
略
奪
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
商
人
な
ど
の
様
子
が
描
か
れ

て
い
た
。
背
景
に
は
ム
ガ
ル
朝
と
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
の
戦
争
と
い
っ
た

イ
ン
ド
に
お
け
る
政
情
不
安
や
ベ
ン
ガ
ル
湾
交
易
そ
の
も
の
の
性
質
の
変

化
、
ナ
ー
ラ
ー
イ
王
と
フ
ォ
ー
ル
コ
ン
に
よ
る
交
易
の
過
度
な
私
物
化
か

ら
生
じ
る
摩
擦
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

　

ナ
ー
ラ
ー
イ
王
や
ペ
ー
ト
ラ
ー
チ
ャ
ー
王
自
身
に
、
イ
ン
ド
洋
の
商
人

を
排
除
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ア
ユ
ッ
タ

ヤ
ー
側
の
問
題
で
あ
っ
た
王
に
よ
る
交
易
の
独
占
化
、
価
格
統
制
、
官
に

よ
る
買
上
げ
と
い
っ
た
諸
制
度
は
、
十
七
世
紀
を
通
じ
て
把
持
さ
れ
続
け

た
体
制
で
あ
っ
た
。
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
は
し
ば
し
ば
強
力
な
王
権
の
も
と

で
港
市
の
繁
栄
を
導
い
た
と
さ
れ
る
が
、
裏
で
は
常
に
交
易
面
で
の
危
う

さ
を
抱
え
て
い
て
、
そ
の
危
う
さ
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
が
十
七
世

紀
末
の
イ
ン
ド
洋
の
商
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五
六
七
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二
十
世
紀
初
頭
帝
政
ロ
シ
ア
の
対
ト
ル
キ
ス
タ
ン
政
策

―『
農
業
問
題
地
方
審
議
会
報
告
書
』
か
ら
―

中
道　

有
紀

　

農
民
人
口
の
増
大
に
よ
る
土
地
不
足
や
飢
饉
の
発
生
、
工
業
化
の
推
進

等
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
ロ
シ
ア
本
国
の
農
村
問
題
へ
の
対
処
を
目
的
と
し

て
、
一
九
〇
二
年
に
設
置
さ
れ
た
農
業
問
題
特
別
審
議
会
は
、
帝
国
全
土

の
県
や
郡
に
地
方
審
議
会
を
設
置
し
た
。
ロ
シ
ア
帝
国
の
「
辺
境
」
に
位

置
し
た
ト
ル
キ
ス
タ
ン
地
方
に
も
各
州
及
び
各
郡
・
分
区
へ
地
方
審
議
会

が
置
か
れ
、
地
域
的
事
情
に
基
づ
い
て
独
自
に
作
成
さ
れ
た
審
議
項
目
に

沿
い
、
農
業
分
野
に
関
す
る
問
題
と
そ
の
改
善
・
発
展
に
向
け
た
審
議
が

行
わ
れ
た
。

　

本
稿
で
扱
っ
た
サ
マ
ル
カ
ン
ド
州
地
方
審
議
会
で
は
、
農
業
一
般
の
技

術
的
改
善
に
対
し
て
、
ロ
シ
ア
本
国
で
一
八
九
〇
年
代
以
来
、
農
業
・
国

有
財
産
省
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
し
て
き
た
政
策
を
踏
襲
す
る
形
で
農
業

教
育
・
試
験
機
関
の
開
設
並
び
に
農
具
博
覧
会
等
の
開
催
が
推
進
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
主
に
、
現
地
農
民
に
改
良
農
具
や
農
業
知
識
を
抵
抗
な
く
受
容

さ
せ
る
た
め
の
「
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
実
施
を
目
的
と
し
、
農

業
技
師
や
指
導
員
が
そ
の
業
務
を
担
う
と
さ
れ
た
が
、
審
議
会
は
同
様
、

も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
役
割
を
果
た
し
う
る
存
在
と
し
て
ロ
シ
ア
か
ら
の

移
民
に
過
剰
な
期
待
を
寄
せ
た
。
特
定
の
分
野
に
対
し
て
は
、
効
率
的
な

農
業
発
展
を
促
す
た
め
、
自
然
条
件
等
に
よ
る
既
存
の
発
展
程
度
に
基
づ

き
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
州
の
四
郡
に
そ
れ
ぞ
れ
特
化
部
門
（
綿
作
・
果
樹
園

業
・
養
蚕
・
畜
産
）
を
設
定
し
た
。
そ
の
上
で
講
じ
ら
れ
た
具
体
的
施
策

は
、
教
育
施
設
、
育
苗
所
や
模
範
施
設
の
設
置
が
中
心
を
成
し
、
農
業
技

術
一
般
の
改
善
施
策
と
類
似
し
て
い
た
。
他
方
、
こ
れ
に
並
行
し
て
植
民

地
行
政
が
本
地
域
の
商
品
作
物
の
中
で
一
義
的
に
重
視
し
た
綿
花
に
関
し

て
は
「
穀
物
播
種
地
を
綿
花
栽
培
地
に
転
換
す
る
」
必
要
性
が
繰
り
返
し

共
有
さ
れ
た
。

　

組
織
化
さ
れ
た
ロ
シ
ア
系
移
民
を
受
け
入
れ
る
有
益
性
は
、
本
国
の
農

民
困
窮
に
よ
る
辺
境
へ
の
移
民
増
加
を
背
景
に
、
当
時
州
内
の
既
存
移
民

が
限
ら
れ
た
数
に
留
ま
り
、
定
住
地
域
の
人
口
過
密
状
態
に
よ
り
入
植
適

地
が
存
在
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
審
議
会
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
ま

た
、
綿
花
栽
培
の
拡
大
は
鉄
道
の
開
通
に
よ
る
安
価
な
穀
物
と
牧
草
の
移

入
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
る
と
主
張
さ
れ
、
建
設
途
中
で
あ
っ
た
タ
シ

ケ
ン
ト
・
オ
レ
ン
ブ
ル
グ
鉄
道
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

こ
の
鉄
道
網
に
よ
っ
て
サ
マ
ル
カ
ン
ド
州
で
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ
た
果

実
・
蔬
菜
類
の
販
路
が
拡
大
す
る
こ
と
も
展
望
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
農
業
問
題
の
改
善
を
講
じ
た
審
議
会
の
方
針
に
は
、

ロ
シ
ア
帝
国
の
植
民
地
と
し
て
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
州
を
可
能
な
限
り
国
家

の
利
益
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
植
民
地
行
政
の
姿
勢
が
現
れ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。

五
六
八
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仏
領
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
問
題

―
イ
ブ
ン
・
バ
ー
デ
ィ
ー
ス
の
政
教
分
離
に
関
す
る
言
説
を
中

心
に
―

遠
藤　

慎

　

本
論
文
は
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
を
中
心
に
、
フ
ラ
ン

ス
共
和
国
の
政
教
分
離
を
象
徴
す
る
「
ラ
イ
シ
テ
」
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
社

会
へ
の
移
植
状
況
と
そ
れ
に
伴
う
現
地
社
会
の
反
応
に
つ
い
て
論
ず
る
も

の
で
あ
る
。
本
論
で
は
ま
ず
植
民
地
支
配
の
展
開
を
時
系
列
的
に
追
い
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
制
限
化
の
進
行
を
概
観
し
た
。
特
に
第
三
共
和
制
以
降
は

世
俗
主
義
が
掲
げ
ら
れ
、
マ
ド
ラ
サ
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
限
定
、
ウ
ラ

マ
ー
の
公
務
員
化
や
ワ
ク
フ
の
没
収
な
ど
、
イ
ス
ラ
ー
ム
性
の
排
除
が
加

速
度
的
に
進
行
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
九
〇
五
年
に
本
国
で

政
教
分
離
法
が
成
立
し
、
一
九
〇
七
年
に
は
こ
れ
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
へ
適

用
さ
れ
た
が
、
総
督
府
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
管
理
の
体
制
は
存
続
し
、
宗

教
間
の
差
別
撤
廃
を
約
束
す
る
ラ
イ
シ
テ
の
実
現
と
は
か
け
離
れ
た
状
況

が
残
っ
た
。
政
教
分
離
法
は
形
式
的
に
適
用
さ
れ
、
ラ
イ
シ
テ
社
会
と
は

相
容
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

指
導
的
ウ
ラ
マ
ー
の
イ
ブ
ン
・
バ
ー
デ
ィ
ー
ス
は
こ
う
し
た
矛
盾
を
是

正
す
べ
く
先
頭
に
立
ち
、
ア
ラ
ビ
ア
語
教
育
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
自
立
性
を

目
指
す
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
標
榜
し
た
。
彼
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
・

ウ
ラ
マ
ー
教
会
の
機
関
誌
『
シ
ハ
ー
ブ
』
を
発
刊
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
・

ウ
ン
マ
の
団
結
を
求
め
て
全
国
各
地
で
遊
説
し
た
。
同
協
会
こ
そ
が
バ
ー

デ
ィ
ー
ス
の
思
想
を
組
織
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。
同
協
会
は
度
重
な
る

意
見
書
の
提
出
な
ど
を
通
し
て
、
総
督
府
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
囲
い
込
み

の
政
策
に
対
抗
し
、「
正
式
な
政
教
分
離
」
を
求
め
続
け
た
の
で
あ
る
。

独
立
戦
争
の
最
中
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
・
ウ
ラ
マ
ー
協
会
は
財
務
面
の
困
難

に
よ
り
民
族
解
放
戦
線
（FLN

）
に
吸
収
さ
れ
解
体
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
会
員
た
ち
は
閣
僚
や
教
育
者
と
な
り
、
独
立
後
の
ア
ラ
ブ
化
政

策
を
支
え
た
。
独
立
後
、
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
と
そ
の
実
践
に
よ
り
国
家
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保
持
さ
れ
、
宗
教
的
良
心
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た

状
況
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
的
ラ
イ
シ
テ
と
呼
ぶ
。
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
格
闘

が
植
民
地
下
で
繰
り
広
げ
ら
れ
、
バ
ー
デ
ィ
ー
ス
と
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
・
ウ

ラ
マ
ー
協
会
の
改
革
運
動
の
流
れ
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
。
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
的
ラ
イ
シ
テ
の
確
立
へ
の
寄
与
と
い
う
点
に
お
い
て
、
バ
ー
デ
ィ
ー

ス
の
功
績
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〔
西
洋
史
学
専
攻
〕

独
ソ
戦
開
始
前
後
の
リ
ト
ア
ニ
ア
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義

―
一
九
四
一
年
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に
至
る
ま
で
の
過
程
―

小
嶋　

駿
介

　

本
稿
で
は
リ
ト
ア
ニ
ア
人
の
間
で
見
ら
れ
た
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
が
顕

在
化
す
る
過
程
に
焦
点
を
当
て
、
戦
間
期
か
ら
ソ
連
に
よ
る
占
領
を
経
て
、

五
六
九
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リ
ト
ア
ニ
ア
を
支
配
し
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
展

開
ま
で
の
間
に
、
リ
ト
ア
ニ
ア
人
自
身
の
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
が
辿
っ
た

変
化
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
お
け
る
ソ
連
占
領
の
前
の
時
代
に
は
、
リ
ト
ア

ニ
ア
の
国
民
国
家
が
形
成
さ
れ
て
い
く
な
か
で
主
権
民
族
と
し
て
の
リ
ト

ア
ニ
ア
人
と
少
数
派
住
民
と
の
対
立
が
発
生
し
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
系
住
民
に

関
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
い
て
も
第
一
に
言
語
的
差
異

が
強
調
さ
れ
て
い
た
点
で
、
他
の
非
リ
ト
ア
ニ
ア
人
の
扱
い
と
大
き
く
異

な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
よ
り
む
し
ろ
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
敵

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
恐
慌
が

発
生
す
る
と
、
リ
ト
ア
ニ
ア
の
経
済
状
況
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
て
、
特
殊

経
済
的
な
要
因
を
背
景
と
す
る
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
が
強
ま
り
を
見
せ
た
。

　

ソ
連
占
領
期
に
突
入
す
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
部
は
ソ
連
の
支
配
行
政

に
お
い
て
指
導
的
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
リ
ト
ア
ニ
ア
人

の
中
に
そ
の
事
実
を
は
る
か
に
超
え
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
政
治
社
会
的
上
昇
の

イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
が
進
行
し
、

今
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
ユ
ダ
ヤ
人
＝
共
産
主
義
」
と
い
う
図

式
が
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
主
要
内
容
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
ソ
連

が
リ
ト
ア
ニ
ア
人
の
東
部
移
送
を
行
っ
た
こ
と
が
反
ソ
感
情
を
一
層
強
め

る
と
、
反
ソ
＝「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
的
感
情
の
高
ま
り
は
リ
ト
ア
ニ
ア
人

に
よ
る
対
ユ
ダ
ヤ
人
・
ポ
グ
ロ
ム
へ
と
結
実
し
た
。

　

リ
ト
ア
ニ
ア
系
住
民
の
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
激
化
と
ポ
グ
ロ
ム
遂
行

の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
に
亡
命
し
て
い
た
リ
ト
ア
ニ
ア
行
動
戦
線
（
Ｌ
Ａ

Ｆ
）
の
反
ユ
ダ
ヤ
宣
伝
と
、
そ
の
Ｌ
Ａ
Ｆ
が
ド
イ
ツ
の
リ
ト
ア
ニ
ア
侵
攻

後
に
組
織
し
た
リ
ト
ア
ニ
ア
臨
時
政
府
の
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
」
政
策
も

重
要
な
要
因
と
し
て
存
在
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
カ
ウ
ナ
ス
や
ヴ
ィ

リ
ニ
ュ
ス
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
と
、
ま
さ
に
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
に
お
け
る
人
的
な
事
実
関
係
か
ら
ド
イ
ツ
支
配
の
文
脈
の
み

で
リ
ト
ア
ニ
ア
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
同
国
の

「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
脈
絡
を
含
め
て
リ
ト
ア
ニ
ア
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を

捉
え
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

従
っ
て
、
リ
ト
ア
ニ
ア
に
お
け
る
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
は
大
国
で
あ
る

ソ
連
と
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
支
配
を
通
じ
て
主
要
な
特
徴
と
様
態
を
変
化

さ
せ
な
が
ら
強
ま
り
を
見
せ
、
そ
れ
が
ソ
連
に
よ
る
支
配
末
期
か
ら
ド
イ

ツ
支
配
期
に
か
け
て
リ
ト
ア
ニ
ア
人
に
よ
る
、
も
し
く
は
、
リ
ト
ア
ニ
ア

人
の
協
力
を
得
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
ポ
グ
ロ
ム
と
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と

い
う
形
で
現
出
し
た
と
い
え
る
。
リ
ト
ア
ニ
ア
に
お
け
る
「
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
」
を
単
純
化
す
る
こ
と
な
く
複
合
的
に
捉
え
る
視
点
こ
そ
、
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
全
般
の
解
明
に
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ド
イ
ツ
・
ソ
連
占
領
地
区
に
お
け
る
被
追
放
民
政
策

（
一
九
四
五
―
五
〇
）

―「
社
会
主
義
」
社
会
構
築
の
理
念
と
実
態
―

中
村　

亮

　

本
論
文
は
、
ド
イ
ツ
の
ソ
連
占
領
地
区
に
お
け
る
被
追
放
民
政
策
に
着

目
し
、
そ
こ
か
ら
「
社
会
主
義
」
構
築
の
理
念
を
読
み
取
る
と
と
も
に
、

五
七
〇
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そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

被
追
放
民
（
東
ド
イ
ツ
で
は
「
移
住
者
」
と
呼
ば
れ
た
）
と
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
、
東
欧
諸
国
か
ら
強
制
的
に
国
外
退
去
さ
せ
ら
れ
て
き
た
ド

イ
ツ
系
住
民
の
こ
と
を
指
し
、
彼
ら
に
関
連
す
る
政
策
一
般
を
本
論
文
で

は
被
追
放
民
政
策
と
し
た
。

　

論
文
の
構
成
は
、
第
一
章
で
「
被
追
放
民
」
の
生
じ
た
背
景
と
そ
の
用

語
、
お
よ
び
対
象
領
域
と
な
る
ソ
連
占
領
地
区
に
つ
い
て
説
明
し
た
の
ち
、

第
二
章
で
は
主
要
な
政
治
的
組
織
で
あ
る
ソ
連
軍
政
本
部
の
構
造
、
ド
イ

ツ
共
産
党
お
よ
び
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
の
動
き
を
ソ
連
と
の
関
連
か

ら
論
じ
、
ま
た
初
期
の
対
応
策
を
追
っ
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
第
三

章
で
被
追
放
民
政
策
を
扱
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
土
地
改
革
を
中
心
に
、

住
居
政
策
や
労
働
政
策
を
被
追
放
民
政
策
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
れ
ら
が

展
開
さ
れ
る
に
つ
れ
て
生
じ
た
問
題
を
論
述
し
た
。

　

土
地
改
革
を
中
心
に
置
い
た
理
由
は
、
そ
れ
が
戦
前
ド
イ
ツ
と
の
決
定

的
差
異
を
生
み
出
し
た
政
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
ド

イ
ツ
共
産
党
が
戦
前
か
ら
構
想
し
て
き
た
政
策
と
の
連
続
が
明
ら
か
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
。
ソ
連
占
領
地
区
に
お
い
て
取
ら
れ
た
土
地
改
革
は
、

大
土
地
所
有
者
か
ら
無
償
で
土
地
を
取
り
上
げ
て
住
民
に
分
配
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
旧
来
の
大
土
地
所
有
者
は
一
掃
さ
れ
た
。

　

農
村
構
造
を
一
変
さ
せ
、
被
追
放
民
を
統
合
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ

た
土
地
改
革
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
優
先
し
て
資
材
が
回
さ
れ
た
結
果
、

他
地
域
に
お
け
る
建
築
物
資
の
不
足
と
い
う
事
態
を
招
き
、
ま
た
そ
れ
は

被
追
放
民
を
労
働
投
入
す
る
際
の
障
壁
に
も
な
っ
た
。
被
追
放
民
統
合
に

あ
た
っ
て
住
居
の
確
保
や
労
働
プ
ロ
セ
ス
へ
の
編
入
は
必
須
と
な
る
が
、

土
地
改
革
の
貫
徹
と
、
住
居
お
よ
び
労
働
問
題
の
解
決
を
同
時
に
目
指
し

た
結
果
、
被
追
放
民
の
統
合
は
不
完
全
に
と
ど
ま
っ
た
。
東
ド
イ
ツ
で
は
、

東
側
の
連
携
強
化
を
図
る
ソ
連
側
か
ら
の
圧
力
も
あ
り
、
被
追
放
民
政
策

の
全
面
的
終
了
が
余
儀
な
く
さ
れ
、
一
九
五
〇
年
の
「
移
住
者
法
」
を
最

後
に
統
合
は
完
了
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ソ
連
占
領
地
区
に
お
け
る
被
追
放
民
に
対
す
る
対
応
は
他
占
領
地
区
に

比
べ
れ
ば
迅
速
で
、
早
期
か
ら
被
追
放
民
を
管
理
す
る
機
関
が
立
ち
上
げ

ら
れ
、
土
地
改
革
の
効
果
も
あ
る
程
度
あ
っ
た
。
し
か
し
、
住
居
や
資
材
、

労
働
力
不
足
等
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
く
る
中
で
、
最
終
的
に
は
国
際
政

治
の
対
立
構
造
を
背
景
に
、
被
追
放
民
は
ソ
連
占
領
地
区
に
お
け
る
議
題

か
ら
削
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
被
追
放
民
は
、
生
活
を

再
建
す
る
た
め
の
支
援
を
そ
れ
以
上
受
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、「
社
会
主

義
」
社
会
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ
た
。

〔
民
族
学
考
古
学
専
攻
〕

本
州
最
北
部
に
お
け
る
旧
石
器
石
材
の
分
布
と
利
用

―
尻
労
安
部
洞
窟
出
土
の
台
形
石
器
の
分
析
を
中
心
に
―

市
田　

直
一
郎

　

石
器
が
遺
跡
に
至
る
過
程
を
、
石
材
に
注
目
し
て
探
る
こ
と
で
過
去
の

人
々
の
行
動
や
物
の
流
通
に
迫
る
石
器
石
材
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
黒
曜
石

な
ど
の
産
地
が
限
定
さ
れ
る
一
部
の
石
材
を
対
象
に
行
わ
れ
て
き
た
。

五
七
一
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東
北
地
方
で
は
黒
曜
石
に
加
え
て
、
主
要
石
材
で
あ
る
珪
質
頁
岩
の
産

地
把
握
も
進
め
ら
れ
、
旧
石
器
時
代
に
お
け
る
当
該
地
域
の
石
材
流
通
は

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
一
方
、
そ
れ
ら
の
石
材
に
次
い
で
利
用
さ
れ
、

玉
髄
と
い
う
名
称
で
報
告
さ
れ
る
白
色
を
呈
す
る
石
材
の
研
究
は
遅
れ
て

お
り
、
産
地
の
分
布
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
や
分
析
方
法
の
確
立
は
急
務

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
青
森
県
下
北
半
島
に
位
置
す
る
尻
労
安
部
洞
窟
か
ら
一

般
的
な
玉
髄
と
は
異
な
る
白
色
を
呈
す
る
石
材
を
用
い
た
台
形
石
器
が
出

土
し
、
そ
の
石
材
は
鉱
物
学
の
研
究
者
で
あ
る
堀
秀
道
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア

の
バ
イ
カ
ル
湖
周
辺
地
域
に
産
出
す
る
カ
シ
ョ
ロ
ン
で
あ
る
と
の
見
解
が

示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
台
形
石
器
が
ロ
シ
ア
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
長

距
離
交
易
の
所
産
で
あ
る
可
能
性
が
生
じ
、
そ
の
由
来
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
白
色
を
呈
す
る
石
材
の
産
地
を
把
握
し
、
そ
こ

で
得
ら
れ
る
原
石
資
料
と
遺
跡
出
土
資
料
が
も
つ
特
徴
を
顕
微
鏡
に
よ
る

観
察
や
理
化
学
分
析
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
せ
、
資
料
の
比
較
を
行
う
。
そ

の
上
で
、
石
材
が
産
地
か
ら
遺
跡
へ
も
た
ら
さ
れ
た
経
緯
を
考
察
し
、
旧

石
器
時
代
の
本
州
最
北
部
に
お
け
る
石
器
石
材
の
利
用
と
流
通
の
一
端
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

そ
の
た
め
に
ま
ず
、
石
器
に
用
い
ら
れ
る
白
色
を
呈
す
る
石
材
と
し
て

石
英
・
玉
髄
化
し
た
珪
質
頁
岩
な
い
し
泥
岩
・
メ
ノ
ウ
・
玉
髄
・
蛋
白
石

の
5
種
を
想
定
し
、
こ
れ
ら
が
尻
労
安
部
洞
窟
周
辺
に
産
出
さ
れ
る
か
踏

査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
既
に
メ
ノ
ウ
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

津
軽
半
島
だ
け
で
な
く
、
従
来
白
色
を
呈
す
る
石
材
は
採
れ
な
い
と
思
わ

れ
て
き
た
下
北
半
島
に
も
、
そ
の
よ
う
な
石
材
の
産
地
が
あ
る
と
判
明
し

た
。

　

次
に
、
踏
査
で
得
ら
れ
た
白
色
を
呈
す
る
石
材
の
種
類
を
判
定
す
る
た

め
に
、
顕
微
鏡
に
よ
る
観
察
と
比
重
の
測
定
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
下
北

半
島
や
津
軽
半
島
で
得
ら
れ
た
白
色
を
呈
す
る
石
材
は
石
英
と
玉
髄
の
2

種
類
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
補
足
的
に
で
は
あ
る
も

の
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
散
型
蛍
光
Ｘ
戦
分
析
も
実
施
し
、
元
素
組
成
の
観
点

か
ら
白
色
を
呈
す
る
石
材
の
特
徴
の
把
握
を
試
み
た
。

　

さ
ら
に
、
同
様
の
分
析
を
尻
労
安
部
洞
窟
か
ら
出
土
し
た
白
色
を
呈
す

る
石
材
が
用
い
ら
れ
た
石
器
に
対
し
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
台
形
石
器
の
石

材
は
玉
髄
化
し
た
珪
質
頁
岩
な
い
し
泥
岩
で
あ
り
、
同
遺
跡
の
異
な
る
時

代
の
土
層
か
ら
、
同
じ
種
類
に
分
類
さ
れ
る
石
材
を
使
っ
た
石
器
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
結
果
を
基
に
台
形
石
器
と
そ
の
他
の
資
料

の
比
較
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
台
形
石
器
の
石
材
が
玉
髄
化
し
た
珪
質
頁
岩

な
い
し
泥
岩
で
あ
る
と
の
判
断
に
矛
盾
す
る
資
料
は
認
め
ら
れ
ず
、
カ
シ

ョ
ロ
ン
と
の
差
異
も
明
確
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
同
資
料
は
少
な
く
と
も

そ
の
石
材
が
カ
シ
ョ
ロ
ン
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
際
に
想
定
さ
れ
た

よ
う
な
長
距
離
移
動
ま
た
は
長
距
離
交
易
の
産
物
で
は
な
く
、
洞
窟
周
辺

の
石
材
環
境
に
即
し
た
資
料
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五
七
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時
代
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
石
切
墓
の
変
遷
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第
二
神
殿
時
代
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
に
お
け
る
前
六
世
紀
〜
一
世
紀

の
期
間
を
指
す
呼
称
で
あ
る
。
同
時
代
は
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教

が
成
立
し
た
時
代
で
あ
る
と
同
時
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
い
う
異
文
化
に
多

大
な
影
響
を
受
け
た
時
代
で
も
あ
る
。
こ
の
異
文
化
に
対
し
て
、
宗
教
的

に
強
固
な
観
念
を
持
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
か
と
い

う
疑
問
に
つ
い
て
は
、
文
献
資
料
に
基
づ
い
た
莫
大
な
研
究
が
行
わ
れ
て

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
考
古
学
的
な
手
法
か
ら
こ
の
疑
問
に
迫
る
研
究
は

少
な
く
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
遵
守
し
た
律
法
に
関
連
す
る
物
質
文
化
は
こ

の
文
脈
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
多
く
は
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の

律
法
研
究
を
補
完
す
る
物
的
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
、
考
古
学
的
情
報
そ

の
も
の
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
の
反
応
を
探
る
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
律
法
に
埋
葬
規
定
と
し
て
明
確

に
記
載
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
思
想
に
基
づ
い
て
造
営
さ
れ
る
石
切
墓
に
注

目
し
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
よ
り
ベ
ン
チ
墓
と
呼
ば

れ
る
棚
構
造
を
持
つ
石
切
墓
が
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代

に
入
る
と
ロ
ク
リ
墓
と
呼
ば
れ
る
子
室
構
造
を
持
つ
石
切
墓
が
他
地
域
か

ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
ベ
ン
チ
墓
か
ら
ロ
ク
リ
墓
へ
の
変
化
は
、
パ

レ
ス
チ
ナ
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
を
契
機
と
し
て
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
こ
の

変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
墓
と
い
う
個
別
の
物
質
文
化
か
ら
ユ
ダ
ヤ

人
の
異
文
化
に
対
す
る
反
応
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
副
葬
品
や
建
築
装
飾
の
研
究
が
主
で
あ
っ
た
従
来

の
研
究
を
踏
ま
え
、
石
切
墓
の
形
態
に
焦
点
を
当
て
た
。
本
研
究
で
は
、

（
1
）ヘ
レ
ニ
ズ
ム
諸
都
市
と
エ
ル
サ
レ
ム
の
ロ
ク
リ
墓
の
形
態
の
比
較

（
2
）エ
ル
サ
レ
ム
の
ロ
ク
リ
墓
と
ユ
ダ
王
国
の
ベ
ン
チ
墓
の
形
態
の
比
較

（
3
）エ
ル
サ
レ
ム
の
ロ
ク
リ
墓
の
形
態
の
時
期
的
比
較
を
行
っ
た
。

　

結
果
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
ロ
ク
リ
墓
の
形
態
の
ほ
と
ん
ど
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

諸
都
市
の
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
ロ
ク
リ
構
造
に
関
し
て
も
初

期
の
段
階
で
エ
ル
サ
レ
ム
独
自
の
形
態
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認

し
た
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
以
前
に
利
用
さ
れ
て
い
た
ベ
ン
チ
墓
の
形
態

と
の
比
較
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
形
態
の
大
部
分
が
一
致
し
た
。
特
に

母
室
形
態
に
お
い
て
共
通
し
て
主
で
あ
っ
た
コ
の
字
型
に
つ
い
て
は
、
鉄

器
時
代
当
時
の
住
居
形
態
を
模
し
、
死
後
も
家
族
が
共
に
在
る
と
い
う
死

後
観
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
死
後
観
を
保
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ロ
ク
リ
構
造
を
取
り

入
れ
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
部
分
的
に
迎
合
し
な
が
ら
も
、
伝
統
的
な
埋
葬
習
慣

を
保
っ
た
と
解
釈
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
後
の
時
代
を
加
え
て
エ
ル
サ
レ
ム
の
時
期
的
変
遷
を

検
討
し
た
結
果
、
埋
葬
方
法
が
小
型
石
棺
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
契
機
に

母
室
形
態
が
変
化
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
小
型
石
棺
の
利
用
は
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
の
個
人
主
義
を
一
因
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
間
接
的
に
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
個
人
埋
葬
で

あ
り
な
が
ら
も
家
族
が
隣
り
合
い
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
二
神
殿
時

代
を
通
じ
て
家
族
的
な
死
後
観
は
失
わ
れ
て
い
な
い
と
解
釈
し
た
。

五
七
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出
土
土
器
群
か
ら
み
た
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン

遺
跡
教
会
堂
の
年
代
と
性
格

有
吉　

亮

　

ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
拡
大
と
と
も
に
、

教
会
堂
の
建
造
が
四
世
紀
末
頃
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
。
教
会
堂
の
な
か
に

は
、
聖
書
に
関
連
す
る
出
来
事
や
人
物
を
記
念
し
て
建
造
さ
れ
る
例
が
あ

り
、
当
時
の
巡
礼
者
た
ち
が
記
録
を
残
し
て
い
る
。
ベ
テ
ル
は
ア
ブ
ラ
ハ

ム
が
宿
営
し
、
ヤ
コ
ブ
が
幻
を
見
た
と
い
う
聖
書
の
伝
承
が
伝
わ
る
場
所

で
あ
る
。
ま
た
、
伝
承
を
記
念
す
る
教
会
堂
が
ベ
テ
ル
に
存
在
し
た
と
い

う
巡
礼
の
記
録
が
四
世
紀
末
に
残
っ
て
い
る
。
地
理
的
要
因
や
考
古
学
的

見
地
か
ら
、
ベ
テ
ル
は
現
在
の
ベ
イ
テ
ィ
ン
村
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
村
の
南
東
部
に
位
置
す
る
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
は
ビ
ザ

ン
ツ
時
代
の
教
会
堂
を
有
し
て
い
る
た
め
、
先
行
研
究
か
ら
ベ
テ
ル
の
記

念
教
会
堂
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
同
遺
跡
の
教
会
堂
は
こ
れ
ま
で
本
格
的
な
研
究
対
象
と
は
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
教
会
堂
の
利
用
が
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
ど
の
時

期
に
当
た
る
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
年
代
決
定
の
方
法
と

し
て
は
碑
文
や
コ
イ
ン
の
分
析
に
よ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
有
効
な

資
料
は
出
土
し
て
い
な
い
。
一
方
で
、
出
土
し
た
土
器
に
よ
る
年
代
決
定

は
殆
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
「
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
」

と
い
う
大
ま
か
な
年
代
幅
が
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

本
論
文
で
は
ブ
ル
ジ
ュ
・
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
の
教
会
堂
が
い
つ
利
用
さ

れ
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
出
土
土
器
の
分
析
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
ひ
い
て
は
同
遺
跡
の
教
会
堂
が

ベ
テ
ル
の
記
念
教
会
堂
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
た
。

　

出
土
土
器
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
土
器
型
式
の
編

年
の
再
検
討
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
型
式
分
類
は
、
分
類
の
基
準
が

統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
型
式
ご
と
の
年
代
幅
に
も
議
論
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
地
方
の
遺
跡
の
出
土
土
器
を
対
象
に
、

型
式
分
類
と
の
整
合
性
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
三
つ
の
型
式
に
年
代

幅
の
ず
れ
が
確
認
さ
れ
た
。

　

教
会
堂
の
利
用
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
再
検
討
を
行
な
っ
た
型
式

分
類
を
も
と
に
、
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
の
出
土
土
器
を
分
類
し
、
帰
属
す
る

年
代
を
検
討
し
た
。
教
会
堂
の
利
用
と
関
わ
る
ロ
ー
カ
ス
か
ら
出
土
し
た

土
器
を
分
析
対
象
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
三
世
紀
か
ら
五
世
紀
末
の
年
代

幅
と
六
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
年
代
幅
を
持
つ
土
器
群
が
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
教
会
堂
の
建
造
は
遅
く
と
も
五
世
紀
末
で
あ
り
、
廃
絶
は

早
く
と
も
七
世
紀
ご
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
教
会
堂
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
教
会
堂
遺
跡
、
住
居

遺
跡
、
防
御
施
設
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
器
種
別
の
割
合
を
そ
れ

ぞ
れ
の
遺
跡
で
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
を
含
め
た
教

会
堂
遺
跡
は
鉢
形
土
器
と
貯
蔵
壺
の
割
合
が
多
く
、
住
居
遺
跡
と
防
御
施

設
の
遺
跡
は
、
器
形
の
種
類
が
教
会
堂
遺
跡
よ
り
も
比
較
的
多
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

出
土
土
器
の
年
代
幅
か
ら
み
る
と
、
教
会
堂
が
四
世
紀
末
に
存
在
し
て

五
七
四
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）

一
三
一　
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い
た
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
、
器
種
の
割
合
の
分
析
か
ら
、
教
会

堂
が
生
活
空
間
と
い
う
よ
り
も
巡
礼
者
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
ベ
イ
テ
ィ
ン
遺
跡
の
教
会
堂
は
ベ
テ
ル
の
記

念
教
会
堂
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

五
七
五



史
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二
〇
一
七
年
度
卒
業
論
文
題
目

〔
日
本
史
学
専
攻
〕

小
林
一
三
の
鉄
道
開
発
・
郊
外
住
宅
地
開
発
事
業
に
つ
い
て

 

石
黒　

絢
子

サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
を
中
心
と
し
た
西
洋
音
楽
と
天
正
遣
欧
少
年

使
節 

伊
藤　

志
帆

『
織
田
時
代
史
』
の
再
評
価
及
び
批
判 

戸
島　

一
樹

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
＝
ザ
ビ
エ
ル
の
日
本
布
教
の
成
果
の
是
非
と
意
義

 

向
井　

洋
介

出
光
佐
三
と
そ
の
功
績 

和
田　

翔
太

比
叡
山
延
暦
寺
焼
き
討
ち
と
そ
の
背
景
―
他
者
の
見
解
と
社
会
の

風
潮
か
ら
見
た
信
長
肯
定
論
― 

塩　

健
一
郎

一
揆
の
結
束
―
島
原
天
草
一
揆
― 
中
村　

京
介

室
町
期
の
鵠
・
白
鳥
に
つ
い
て 
益
田　

美
侑

即
席
め
ん
市
場
の
動
向

　

―
袋
め
ん
と
カ
ッ
プ
麺
の
比
較
を
中
心
に
― 

金
子　

和
也

天
狗
党
と
民
衆 

穴
澤　
　

陽

近
代
日
本
の
「
賊
」
と
そ
の
歴
史
的
意
義

　

―
徳
川
慶
喜
と
西
郷
隆
盛
の
名
誉
回
復
を
参
考
に
― 

影
林　

伸
一

明
治
製
菓
の
多
角
化

　

―
創
業
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
で
― 

佐
藤　

将
吾

慈
善
活
動
と
音
楽

　

―
明
治
期
の
慈
善
音
楽
会
を
中
心
に
― 

島
田　

奈
実

近
世
中
期
に
お
け
る
大
名
権
力
の
研
究

　

―
仙
台
藩
藩
法
の
検
討
を
通
じ
て
― 

夏
目　

宏
樹

大
学
令
に
伴
う
私
立
大
学
の
対
応
―
明
治
大
学
・
中
央
大
学
・
日

本
大
学
・
同
志
社
大
学
の
事
例
― 

橋
本　

佳
枝

戦
時
期
日
本
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
統
制
―
写
真
週
報
と
ア
サ
ヒ
グ

ラ
フ
を
例
に
― 

松
岡　

詩
織

落
語
の
変
遷
と
東
西
比
較

　

―
江
戸
中
後
期
噺
本
を
参
考
に
― 

吉
田　

愛
季

戦
間
期
に
お
け
る
東
京
石
川
島
造
船
所
の
経
営
戦
略 

脇
谷　

優
一

長
尾
上
杉
氏
に
お
け
る
印
章
の
使
用
と
そ
の
継
承 

坂
下　

佳
祐

菩
薩
と
呼
ば
れ
た
高
僧
の
考
察 

清
水　
　

元

関
東
に
お
け
る
弘
法
大
師
信
仰 

三
宅　

美
幸

欠
史
八
代
に
お
け
る
綏
靖
の
特
異
性 

森
田　

大
貴

古
代
出
雲
の
神
社
群
と
「
同
社
」 

米
山　

葵
乃

官
位
令
に
み
る
日
本
律
令
制
定
の
意
義 

福
田
あ
つ
美

ハ
ー
グ
密
使
事
件
と
ハ
ル
バ
ー
ト 

山
口　

豪
久

「
別
れ
の
ブ
ル
ー
ス
」
を
歌
っ
た
兵
士

　

―
中
国
戦
線
に
お
け
る
兵
士
の
心
情
と
は
― 

伊
藤　

千
咲

吉
田
松
陰
の
敬
神
的
姿
勢

　

―
死
生
観
と
の
関
連
性
の
考
察
― 

大
澤　

映
美

右
傾
団
体
と
治
安
維
持
法 

高
橋　

琳
子

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
の
吉
田
松
陰
ブ
ー
ム
の
様
相

　

―
近
藤
留
蔵
の
著
作
活
動
に
お
け
る
松
陰
の
位
置
づ
け
と

五
七
六
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そ
の
役
割
― 

谷
口
み
の
り

戦
時
下
の
大
相
撲
に
関
す
る
一
考
察

　

―「
前
撃
」
と
敢
闘
精
神
問
題
を
中
心
と
し
て
― 

若
杉
あ
ゆ
み

〔
東
洋
史
学
〕�

英
仏
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
移
民

　

―
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
を
中
心
に
― 

相
木　

俊
亮

イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
自
爆
攻
撃
と
過
激
派
に
つ
い
て 

井
手　

芙
美

パ
レ
ス
チ
ナ
文
学
に
見
る
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
―
マ
フ
ム
ー
ド
・
ダ

ル
ウ
ィ
ー
シ
ュ
が
見
た
パ
レ
ス
チ
ナ
― 

高
橋　

梨
紗

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
金
融
―
シ
ャ
リ
ー
ア
諮
問
委
員

会
「
シ
ャ
リ
ー
ア
・
ボ
ー
ド
」
に
つ
い
て
― 

丹
田
み
ど
り

ア
ル
・
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
「
有
徳
都
市
論
」
第
5
部
〔
有
徳
都

市
〕
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
影
響 

今
井　

彩
人

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
身
体
障
碍
者
を
取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て

　

―
一
五
〜
一
八
世
紀
の
ア
ラ
ブ
地
域
― 
大
村　

志
歩

イ
ス
ラ
ー
ム
庭
園
と
「
楽
園
」

　

―
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
の
パ
テ
ィ
オ
― 

川
口
な
つ
か

ロ
マ
ン
ス
叙
事
詩
に
み
る
「
ペ
ル
シ
ア
的
」
感
性
の
考
察

　

―
一
二
世
紀
詩
人
ニ
ザ
ー
ミ
ー
の
比
喩
表
現
・
展
開
パ
タ
ー
ン

　
　

を
中
心
に
― 

斎
藤　
　

舞

世
界
各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
お
け
る
民
族
衣
装
の
違
い
と
そ
の

原
因 

坂
野　

俊
哉

一
九
世
紀
前
半
の
レ
ヴ
ァ
ン
ト
地
域
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
領
事
と

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム 

シ
ル
バ
ー
マ
ン　

剛

中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
任
侠
・
無
頼
の
徒

　

―
一
一
世
紀
バ
グ
ダ
ー
ド
の
ア
イ
ヤ
ー
ル
と
一
五
世
紀
末
・
一

六
世
紀
の
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ズ
ー
ル
に
つ
い
て
の
考
察
―

 

鈴
木　

悠
起

セ
ル
ビ
ア
史
に
お
け
る
護
憲
党
政
権
の
位
置
づ
け
を
巡
る
考
察

　

―
護
憲
党
政
権
の
近
代
化
政
策
を
基
に
― 

安
藤　

義
紀

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
デ
・
メ
デ
ィ
ナ
の
レ
ス
ポ
ン
サ
か
ら
み
る
オ
ス
マ

ン
帝
国
治
下
の
ユ
ダ
ヤ
社
会 

星
野　

紗
織

ロ
シ
ア
帝
国
支
配
下
に
置
か
れ
た
カ
ザ
フ
社
会
―
一
九
・
二
〇
世

紀
の
知
識
人
を
通
し
て
見
る
社
会
の
変
化
と
問
題
― 

三
浦　

真
由

戦
後
国
民
政
府
期
に
お
け
る
憲
政
実
施
と
張
君 

小
嶋　

裕
樹

切
手
か
ら
見
る
朝
鮮
戦
争 

今
井　

虹
歩

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
期
に
お
け
る
韓
国
財
閥
の
台
頭

　

―
日
韓
基
本
条
約
の
締
結
を
中
心
に
― 

高
橋　

芳
佳

朴
正
煕
の
政
治
観

　

―
植
民
地
朝
鮮
・「
満
洲
」
経
験
の
影
響
を
中
心
に
― 

林　
　

真
帆

「
中
国
国
際
共
同
管
理
論
」
と
北
京
政
府
外
交

　

―
臨
城
事
件
（
一
九
二
三
年
）
を
中
心
に
― 

宮
脇　

雄
太

中
西
功
と
中
国
共
産
党 

山
下　

優
志

春
秋
時
代
に
お
け
る
死
生
観
に
つ
い
て
―
高
木
智
見
「
古
代
中
国

に
お
け
る
身
体
と
自
己
」
の
再
検
討
を
通
し
て
― 

熊
谷　
　

梓

五
七
七
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〔
西
洋
史
学
専
攻
〕�

一
八
〜
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
植
物
趣
味
の
流
行
と
ジ

ョ
セ
フ
・
バ
ン
ク
ス 

阿
部
悠
樹
人

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
陸
軍
の
敗
因

　

―
特
に
東
部
戦
線
の
事
例
を
通
じ
て
― 

小
藤　

匡
裕

一
六
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
魔
女
狩
り
と
異
端
審
問

  

芦
沢　
　

瞳

ジ
ョ
ン
・
ロ
ビ
ソ
ン
の
『
陰
謀
の
証
拠
』
に
つ
い
て

　

―
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
陰
謀
論
― 

二
條
麗
々
愛

聖
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
に
お
け
るperegrinatio

の
意
義 

廣
瀬　

柚
花

N
A
T
O

に
よ
る
コ
ソ
ボ
空
爆
の
問
題
点 

天
田
媛
奈
子

ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
福
祉
政
策

　

―「
反
社
会
的
分
子
」
等
の
事
例
か
ら
― 

上
迫
田
真
奈

初
期
ソ
連
の
民
族
政
策
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
民
族
思
想 

高
根　

広
昂

第
二
帝
国
建
国
以
前
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
外
交
と
国
民
形
成
の
過
程 

 
戸
川
知
亜
美

近
現
代
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
フ
ル
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
歴
史
的
意
義

　

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
を
中
心
に
― 

八
角　

和
人

ド
イ
ツ
に
お
け
る
記
念
遺
跡
の
役
割

　

―
ノ
イ
エ
ン
ガ
メ
記
念
遺
跡
の
事
例
― 

渡
辺　

皐
月

母
と
し
て
の
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア

　

―
演
出
さ
れ
た
「
よ
き
母
」― 

鈴
木　

咲
良

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
民
衆
行
動
の
要
因
と
そ
の
意
図

　

│
一
七
九
一
年
ま
で
を
中
心
に
│ 

小
林　

央
幸

一
五
、
一
六
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
商
業
と
商
人 

辻
井　

詩
織

ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
政
治
思
想
と
政
治
活
動

 

仲
田　

紗
貴

ド
イ
ツ
三
十
年
戦
争
前
後
に
お
け
る
軍
制
に
つ
い
て 

堀
部　

航
平

独
ソ
戦
開
戦
前
か
ら
開
戦
直
後
に
お
け
る
ソ
連
占
領
政
策 

召
田
進
太
郎

一
九
世
紀
パ
リ
の
都
市
開
発
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
と
そ
れ
以
前

の
諸
構
想
に
つ
い
て 

吉
田　
　

葵

自
動
車
会
社
オ
ペ
ル
を
生
き
残
ら
せ
た
諸
要
因

　

―
一
九
一
〇
〜
三
〇
年
代
を
中
心
に
― 

竹
渕　

昂
平

一
九
世
紀
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
に
お
け
る
ト
ー
マ
ス
・
ム
ー
ア
の

功
績 

廣
瀬　

綾
子

一
八
世
紀
に
お
け
る
温
泉
地
バ
ー
ス

　

―
そ
の
改
革
と
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
与
え
た
影
響
― 

川
尻　

啓
太

T
he M

an from
 U
.N
.C.L.E.

に
見
る
一
九
六
〇
年
代
ア
メ
リ
カ

―
大
衆
に
と
っ
て
の
冷
戦
と
ソ
連
― 

久
我　

康
介

ヘ
ン
リ
ー
・
Ａ
・
ウ
ォ
レ
ス
「
偉
大
な
る
ア
メ
リ
カ
の
良
心
」
と

そ
の
形
成
過
程
に
関
す
る
考
察 

久
保
木
杏
輔

タ
イ
タ
ス
・
コ
ー
ン
の
自
伝
か
ら
探
る
ハ
ワ
イ
伝
道
に
従
事
し
た

ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
が
果
た
し
た
役
割 

小
島　

綾
乃

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
同
性
愛
者　

英
雄
サ
ー
・
ヘ
ク
タ
ー
・
マ

ク
ド
ナ
ル
ド
と
彼
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ 

竹
内　

萌
乃

一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
サ
ン
＝
マ
ロ
の
ネ

ゴ
シ
ア
ン
と
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

藤　
　

瑞
帆

経
済
的
観
点
か
ら
見
る
戦
間
期
独
仏
関
係
の
推
移 

上
野　

友
大

五
七
八



彙
　
報

）

一
三
五　
（

一
五
世
紀
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
処
刑
裁
判
の
位
置
づ
け 

蒲
田
ま
な
み

〔
民
族
学
考
古
学
専
攻
〕�

型
押
小
碗
か
ら
見
た
江
戸
時
代
に
お
け
る
紅
化
粧
の
普
及
に
つ
い
て

 

岩
浪　

雛
子

ク
リ
ブ
ラ
・
オ
ル
ビ
タ
リ
ア
よ
り
考
え
る
江
戸
の
健
康
状
態

 

飛
戸　

宏
太

モ
ノ
か
ら
見
る
場
の
形
成
史
―
狸
谷
山
不
動
院
の
「
信
楽
タ
ヌ

キ
」
を
中
心
と
し
て
― 

上
保　

利
樹

鎌
倉
出
土
中
世
馬
骨
の
体
高
比
較

　

―
形
態
学
的
観
点
か
ら
み
た
遺
跡
間
の
違
い
― 

羽
鳥　

真
帆

江
戸
時
代
の
灘
五
郷
の
酒
造
り
の
発
展
の
歴
史
と
要
因 

宮
内　

智
輝

鉄
器
時
代
の
レ
ヴ
ァ
ン
ト
地
方
に
お
け
る
動
物
距
骨
の
使
用
法

 

関
根　

章
史

名
古
屋
市
西
区
に
お
け
る
屋
根
神
の
変
遷
か
ら
見
る
減
少
可
能
性

―
祀
ら
れ
る
屋
根
神
と
消
滅
す
る
屋
根
神
の
比
較
・
分
類
を

　
　

通
し
て
― 

中
島　
　

舞

ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
構
築
に
お
け
る
山
車
の
役
割
に
関
す

る
考
察
―
愛
知
県
半
田
市
の
山
車
を
事
例
に
― 

船
橋　

卓
真

台
湾
原
住
民
運
動
と
そ
の
衣
服
に
み
ら
れ
る
形
態
の
変
化
の
関
係

性 

大
山　

実
春

縁
結
び
か
ら
見
る
神
社
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化

　

―
東
京
大
神
宮
を
事
例
に
― 

椎
谷　

舞
萌

江
戸
鼈
甲
と
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
―
伝
統
の
変
容
と
継
承
― 

鈴
木　

帆
奈

堆
積
・
植
生
変
遷
か
ら
み
る
自
然
環
境
と
人
間
活
動
の
関
係
史

　

―
下
末
吉
台
地
東
端
部
日
吉
地
区
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
・

　
　

分
析
を
中
心
に
― 

太
刀
川
彩
子

都
市
の
み
ど
り
が
街
並
み
に
与
え
る
影
響

　

―
港
区
5
地
区
の
街
路
樹
を
対
象
と
し
て
― 

坪
井　

美
里

日
本
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
フ
ー
ド
ブ
ー
ム

　

―
ナ
ン
プ
ラ
ー
は
ら
し
さ
を
付
与
す
る
存
在
か
― 

野
口　

理
加

磐
座
祭
祀
と
東
日
本
に
お
け
る
ヤ
マ
ト
王
権
の
伸
長 

上
野　

素
希

平
城
京
に
お
け
る
土
馬
祭
祀
の
研
究
―
都
城
型
土
馬
の
分
類
と
出

土
状
況
の
分
析
を
中
心
に
― 

榎
本　

歩
美

五
七
九


