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は
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が
き

　

古
代
国
家
の
歴
史
的
考
察
が
、
中
世
国
家
や
近
代
国
家
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
特
徴
の
一
つ
は
、
そ

こ
に
国
家
の
成
立
の
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
成
立
の
問
題
は
、
た
だ
ち
に
国

家
の
一
般
的
性
質
や
機
能
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
の
解
明
が
、
過
去
に
お
い
て
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
学
問
的
研
究
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
、
権
力
的
な
強
圧
の
も
と
に
お
か
れ
た
の
は
、
そ
の

た
め
で
あ
る
。
本
書
の
課
題
は
、
そ
の
よ
う
な
抑
圧
か
ら
一
応
は
解
放
さ
れ
た
戦
後
の
古
代
史
学
界
の

学
問
的
蓄
積
を
基
礎
に
し
て
、
日
本
の
古
代
国
家
の
成
立
過
程
を
あ
つ
か
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、

本
書
で
は
、
国
家
の
端
緒
を
な
す
三
世
紀
の
邪や

馬ま

台た
い

国こ
く

か
ら
出
発
し
て
、
律
令
制
国
家
の
成
立
に
い
た

る
国
家
形
成
の
諸
段
階
を
歴
史
的
に
跡
づ
け
る
と
い
う
方
法
は
と
ら
な
か
っ
た
。
国
家
の
成
立
に
つ
い

て
の
諸
問
題
が
全
面
的
に
提
起
さ
れ
る
の
は
、
古
代
国
家
の
完
成
さ
れ
る
時
期
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、

七
・
八
世
紀
、
す
な
わ
ち
推す

い

古こ

朝
か
ら
大た
い

化か
の

改か
い

新し
ん

を
経
て
律
令
制
国
家
の
成
立
に
い
た
る
時
期
こ
そ
、

国
家
の
成
立
を
総
括
的
に
問
題
に
し
得
る
基
本
的
な
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
邪
馬
台

国
以
来
の
一
切
の
政
治
的
支
配
諸
形
態
が
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
反
対
に
そ
れ
ら
は
国
家
構
造
の
基

本
的
契
機
と
し
て
保
存
さ
れ
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
析
の
み
が
、
古
代
国
家
の
一
般
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的
属
性
と
諸
機
能
と
特
殊
性
を
全
面
的
に
あ
き
ら
か
に
し
、
過
去
の
端
緒
的
国
家
形
態
の
性
質
と
歴
史

的
地
位
を
決
定
す
る
鍵
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
手
続
を
一
度
経
な
け
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る

「
国
家
の
起
源
」
に
つ
い
て
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
本
書
の
立
場
で
あ
る（
本
書
を
土
台
に

し
て
、
二
・
三
世
紀
以
降
の
国
家
成
立
史
を
歴
史
的
に
た
ど
る
つ
ぎ
の
仕
事
は
、
当
然
本
書
の
構
成
と

は
逆
に
、
第
四
章
の
問
題
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
）。『
魏
志
』
倭
人
伝
の
片
言
隻
句
に
つ
い
て

の
精
緻
を
き
わ
め
た
解
釈
と
、
自
由
な
構
想
力
と
の
結
合
が
生
み
だ
す
邪
馬
台
国
論
の
魅
力
を
知
り
な

が
ら
、
あ
え
て
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
か
っ
た
の
は
、
右
の
理
由
に
よ
る
。

　

国
家
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
哲
学
的
規
定
か
ら
で
は
な
く
、
経
験
科
学
的
・
歴
史
的
分
析
か
ら
国

家
の
属
性
や
諸
機
能
を
総
括
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
問
題
に
無
概
念
、
無

前
提
に
接
近
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
と
思
い
こ
み
、
そ
れ
が
通
用

し
て
い
る
の
は
、
歴
史
家
た
ち
の
住
む
せ
ま
い
世
界
の
特
殊
性
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
国
家
に
つ
い

て
の
ど
の
よ
う
な
理
論
も
、
歴
史
的
に
存
在
し
た
個
々
の
国
家
に
つ
い
て
厳
密
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
れ
に
た
え
な
い
理
論
は
す
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
学
問
の
約
束
で
あ
ろ
う
。

そ
の
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
国
家
に
つ
い
て
の
諸
理
論
が
主
と
し
て
古
典
古
代
か
ら
近
代
国

家
に
い
た
る
西
欧
型
の
国
家
の
歴
史
か
ら
帰
納
さ
れ
、
抽
象
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
を
歴
史
的
性
質
が
異
な
る
東
洋
的
社
会
か
ら
発
生
し
た
日
本
の
古
代
国
家
の
成
立
史
の
な
か
で
検
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証
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
検
証
は
も
は
や
検
証
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
理
論
と
事
実
と

の
緊
張
関
係
の
な
か
か
ら
新
し
く
何
か
を
生
み
だ
す
作
業
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
論
や
概
念

の
「
適
用
」
と
い
う
安
易
な
道
で
は
な
く
、
所
与
の
国
家
の
歴
史
自
体
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
古
代
国
家
論

を
つ
く
り
上
げ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
戦
後
の
古
代
史
研
究
者
の
仕
事
は
、
こ
の
課
題
に
こ
た
え
る
た

め
に
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

本
書
の
よ
う
に
死
滅
し
た
過
去
の
国
家
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
現
代
の
日
本

の
お
か
れ
た
状
況
を
は
な
れ
て
、
そ
れ
を
な
し
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
数
年
、「
国
家
利
益
」
へ

の
従
属
、「
国
家
権
威
」
へ
の
忠
誠
が
説
か
れ
、「
国
家
理
想
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
教
育
権
」

は
「
国
家
」
の
手
に
握
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
公
然
と
主
張
さ
れ
て
い
る（
中
教
審
中
間
答
申
）。
国
家
を
超

越
的
権
威
と
し
、
そ
れ
へ
の
国
民
の
依
存
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
数
年
前
、『
期
待
さ

れ
る
人
間
像
』
な
る
文
書
は
、「
愛
国
心
」
を
説
い
て
「
国
家
に
た
い
す
る
忠
誠
」
で
あ
る
と
し
た
が
、

最
近
の
『
防
衛
白
書
』
は
、
そ
れ
は
「
国
家
の
危
急
」
に
は
せ
参
ず
る
こ
と
だ
と
、「
忠
誠
」
の
内
容

を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
て
い
る（『
毎
日
新
聞
』）。「
国
家
」
と
い
う
手
負
い
の
「
怪
物
」
が
、
戦
後
二
十

五
年
を
経
て
、
ふ
た
た
び
日
本
人
と
海
外
の
諸
民
族
の
ま
え
に
立
ち
は
だ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
戦
前
、

そ
の
権
力
は
歴
史
学
を
お
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
過
去
を
安
易
に
忘
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
承

認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
よ
う
な
転
換
が
お
こ
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
は
過
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去
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
「
復
活
」
し
つ
つ
あ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
記
紀
の
つ
た
え
る
日

本
国
家
の
成
立
史
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
科
学
的
検
討
か
ら
は
じ
ま
っ
た
批
判
的
精

神
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
研
究
者
自
身
で
各
自
の
古
代
国
家
論
を
き
た
え
あ
げ
る
努

力
が
、
戦
後
に
な
っ
て
積
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
の
は
、
学
問
が
新
し
い
時
代
の
転
換
に
対
応
し
、
そ

れ
に
た
え
る
だ
け
の
力
を
た
く
わ
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
私
の
能
力
に
あ
ま
る
困
難
な
課
題
で
あ
る
こ

と
は
、
は
じ
め
か
ら
承
知
し
て
い
た
が
、
本
書
も
ま
た
研
究
者
の
一
人
と
し
て
の
同
じ
責
務
を
は
た
す

つ
も
り
で
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

昨
年
四
月
、「
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記
念
会
」
は
、
竹
内
博
士
の
還
暦
を
祝
っ
て
、
論
文
集
『
律
令

国
家
と
貴
族
社
会
』
お
よ
び
『
荘
園
制
と
武
家
社
会
』
を
刊
行
し
た
。
私
は
当
時
一
篇
の
論
文
も
寄
稿

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
お
く
れ
ば
せ
な
が
ら
、
本
書
を
も
っ
て
そ
れ
に
か
え
、
博
士
の
学
問
的
業
績
を

記
念
す
る
挙
に
加
わ
り
た
い
と
お
も
う
。

一
九
七
〇
年
十
一
月

石
母
田　

正
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最
も
強
い
も
の
で
も
、
自
分
の
強
力
を
権
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に
、
服
従
を
義

務
に
か
え
な
い
か
ぎ
り
、
い
つ
ま
で
も
主
人
で
あ
り
得
る
ほ

ど
に
強
い
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

（
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
第
一
篇
第
三
章
）
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第
一
章　

国
家
成
立
史
に
お
け
る
国
際
的
契
機

第
一
節　

交
通
の
問
題　

戦
争
と
内
乱
の
周
期

　

日
本
の
古
代
国
家
の
成
立
と
構
造
の
歴
史
的
特
質
の
一
つ
は
、
国
際
関
係
と
き
り
は
な
し
て
は
考
察

で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
特
質
は
一
つ
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
（
1
（
る
。
お
そ
ら

く
そ
れ
は
「
国
家
」
一
般
の
本
質
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
国
家
」
を
抽
象
的
概
念

と
し
て
理
論
的
に
と
り
あ
つ
か
う
他
の
諸
科
学
に
お
い
て
は
、
国
際
的
諸
関
係
は
、
歴
史
的
・
外
的
環

境
と
し
て
捨
象
し
得
る
だ
ろ
う
が
、
歴
史
的
に
存
在
し
た
特
殊
具
体
的
な
国
家
を
問
題
に
す
る
歴
史
学

に
お
い
て
は
、
ま
た
与
え
ら
れ
た
事
実
の
分
析
か
ら
の
み
、
古
代
国
家
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
理
論
を

学
び
と
ろ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
古
代
国
家
と
国
際
的
契
機
と
の
関
係
は
捨
象
し
得
な
い
問
題

と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
国
際
関
係
を
重
視
す
る
と
か
軽
視
す
る
と
か
の
問
題
で
は
な
い
。
対
外
関

係
と
い
う
一
つ
の
契
機
が
一
国
の
内
政
に
転
化
し
て
ゆ
き
、
ま
た
逆
に
内
政
が
対
外
関
係
を
規
定
す
る

基
礎
と
な
る
と
い
う
相
互
関
係
と
不
可
分
の
統
一
を
、
そ
れ
が
独
自
の
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
古
代
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国
家
の
諸
段
階
に
つ
い
て
、
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
対
外
交
渉
史
」

や
「
外
交
史
」
が
、
貴
重
な
学
問
的
貢
献
を
し
な
が
ら
も
、
内
政
と
外
政
と
を
単
純
に
分
離
し
て
き
た

た
め
に
ひ
き
お
こ
し
て
き
た
伝
統
的
な
思
考
方
法
を
克
服
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
分
離
は
、

そ
の
反
面
の
結
果
と
し
て
、
素
朴
な
内
政
還
元
主
義
を
生
み
だ
し
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は

国
際
関
係
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
外
交
政
策
が
、
独
自
の
領
域
を
な
し
て
い
る
事
実

を
見
う
し
な
う
結
果
と
な
っ
た
。
一
、二
の
単
純
な
例
で
い
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　

五
九
二
年
、
蘇
我
氏
が
崇す

し

峻ゅ
ん

天
皇
を
暗
殺
し
た
著
名
な
事
件
は
、
推す
い

古こ

朝
の
政
治
の
前
提
を
な
す
特

徴
的
な
事
件
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
蘇そ

我が
の

馬う
ま

子こ

は
、
さ
き
に
新し
ら
ぎ羅
侵
攻
の
目
的
で
筑つ
く

紫し

に
駐
屯
し
て
い
た
大
将
軍
紀き
の

男お

麻ま

呂ろ

指
揮
下
の
軍
隊
に
駅は
ゆ
ま使
を
つ
か
わ
し
て
、「
内
乱
ニ
依
ッ
テ
外
事

ヲ
怠
ル
莫ナ

カ

レ
」
と
指
令
し
た
と
い
わ
れ
る（
崇
峻
紀
）。
こ
の
指
令
は
、
天
皇
暗
殺
に
そ
な
え
て
、
あ
ら

か
じ
め
諸
氏
族
の
軍
隊
を
筑
紫
に
排
し
避
け
た
馬
子
の
政
略
で
あ
る
と
古
く
か
ら
解
釈
さ
れ
、
近
代
の

史
家
の
な
か
に
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
、「
二
万
余
」
の
軍
隊

の
派
遣
と
い
う
事
実
は
、
六
世
紀
以
来
の
日
本
の
支
配
層
内
部
の
対
立
、
し
か
も
皇
室
対
蘇
我
氏
と
い

う
単
純
な
図
式
の
な
か
に
還
元
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
国
際
的
諸
関
係
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
、
政
治
は
蘇
我

氏
の
陰
謀
に
よ
っ
て
進
行
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
形
に
さ
え
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
馬
子
の
右
の
陰
謀

が
成
功
す
る
た
め
に
は
、「
内
乱
」
＝
内
政
と
「
外
事
」
＝
外
交
と
は
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
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う
観
念
が
、
あ
ら
か
じ
め
支
配
層
内
部
の
、
ま
た
は
筑
紫
駐
屯
の
将
軍
た
ち
の
共
通
の
観
念
と
し
て
存

在
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
側
面
を
、
右
の
解
釈
は
評
価
し
な
い
結
果
と
な
る
。
か
か

る
内
政
還
元
主
義
は
、
対
外
関
係
ま
た
は
外
交
が
、
内
政
と
は
区
別
さ
れ
た
別
個
の
性
質
を
も
ち
、
独

自
の
領
域
を
形
成
し
て
お
り
、
内
政
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
契
機
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
評
価
し
な

い
誤
り
を
お
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
内
政
そ
の
も
の
を
矮
小
化
し
単
純
化
す
る
と
い
う
二
重
の

誤
っ
た
思
考
方
法
に
み
ち
び
く
。
両
者
は
た
が
い
に
補
い
あ
っ
て
い
る
。
内
政
と
外
事
＝
外
交
を
区
別

す
べ
き
だ
と
い
う
認
識
は
、
六
世
紀
を
通
じ
て
の
朝
鮮
問
題
に
お
け
る
敗
退
と
行
き
詰
ま
り
の
結
果
と

し
て
、
日
本
の
支
配
階
級
の
共
通
の
観
念
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
事
実
こ
そ
が
、
推
古
朝
の
外
交

や
い
わ
ゆ
る
「
改
革
」
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
階
級
的
観
点
を
は
な
れ
て
、
推

古
朝
の
外
交
を
太
子
と
蘇
我
氏
の
い
ず
れ
が
領
導
し
た
か
と
い
う
問
題
に
解
消
す
る
こ
と
は
、
内
政
自

体
の
理
解
を
一
面
的
に
す
る
結
果
と
な
ろ
う
。
推
古
朝
に
お
け
る
外
交
問
題
は
、
支
配
層
に
と
っ
て
独

自
の
共
通
の
課
題
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
太
子
と
蘇
我
氏
の
対
立（
も
し
推
古
朝
に
そ
れ
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
）に
転
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
朝
鮮
問
題
は
、
王
室
や
蘇
我

氏
ば
か
り
で
な
く
、
六
世
紀
の
支
配
層
一
般
の
利
害
関
係
あ
る
い
は
そ
の
国
制
自
体
が
、
そ
れ
と
不
可

分
に
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て（
第
四
章
第
二
節
）、
支
配
層
の
意
識
に
お
い
て
は
、
内
と
外
と
は
朝

鮮
海
峡
に
よ
っ
て
単
純
に
へ
だ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
古
代
国
家
の
特
徴
が
あ
る
。
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第
二
の
例
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
類
型
に
属
す
る
。
奈
良
時
代
の
末
期
、
専
制
的
権
力
を
確
立
し
た

藤ふ
じ

原わ
ら

仲の
な

麻か
ま

呂ろ

の
新
羅
侵
攻
計
画
は
、
か
れ
の
没
落
と
と
も
に
消
滅
し
た
こ
と
が
し
め
す
よ
う
に
、
仲
麻

呂
と
い
う
人
物
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
計
画
は
、
か

れ
の
専
制
支
配
の
確
立
の
た
め
の
た
ん
な
る
手
段
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
仲
麻
呂
政
権
」
を
強
化
す
る

た
め
の
政
略
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
説
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
な
ぜ
新
羅
侵
攻
計

画
が
、
奈
良
時
代
末
期
の
支
配
層
内
部
に
お
い
て
一
個
の
「
手
段
」
ま
た
は
「
政
略
」
と
し
て
の
役
割

を
は
た
し
得
た
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
は
歴
史
に
お
け
る
個
人
の
役
割
の
過
大

評
価
に
み
ち
び
き
、
歴
史
を
諸
階
級
の
総
体
的
運
動
か
ら
で
は
な
く
、
個
人
の
意
図
や
政
略
か
ら
説
明

す
る
と
い
う
誤
り
に
み
ち
び
か
ざ
る
を
得
な
い
。
い
か
な
る
専
制
者
と
い
え
ど
も（
あ
る
い
は
専
制
者

で
あ
れ
ば
こ
そ
）、
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
諸
条
件
の
上
に
そ
の
歴
史
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。「
手
段
」
が

手
段
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
諸
条
件
、
た
と
え
ば
支
配
層
全
体
の
意
識
や
思
想
、
ま
た
そ
れ
ら
を
規

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
六
世
紀
以
来
の
歴
史
的
伝
統
と
律
令
制
国
家
自
体
の
構
造
、
ま
た
独
立
的
領
域

と
し
て
存
在
し
て
い
る
国
際
関
係
の
現
実
の
運
動
等
々
を
分
析
す
る
か
わ
り
に
、
問
題
を
特
定
の
個
人

ま
た
は
諸
勢
力
間
の
争
闘
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
直
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
仲
麻
呂
は

た
し
か
に
天

て
ん
ぴ

平ょ
う

期
の
国
際
関
係
や
外
交
問
題
を
、
そ
の
政
略
の
た
め
に
利
用
し
た
。
仲
麻
呂
だ
け
で
な

く
、
そ
の
父
祖
の
代
か
ら
藤
原
氏
に
は
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
か
か
る
藤
原
氏
自
体
が
、
律
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令
制
国
家
が
そ
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
国
際
的
諸
関
係
の
な
か
で
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
新
し
い

タ
イ
プ
の
官
人
貴
族
層
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
時
代
が
人
間
を
つ
く
る
の
で
あ
っ
て
、

逆
で
は
な
い
。

　

本
章
の
課
題
の
一
つ
は
、
国
際
関
係
を
、
国
家
成
立
の
た
め
の
独
立
の
契
機
ま
た
は
要
因
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の（
ま
た
は
東
洋
の
）古
代
国
家
の
成
立
史
の
場
合
に
は
、
特

別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
東
洋
的
社
会
の
特
殊
な
構
造
が
そ
の
根
本
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

国
家
の
端
緒
形
態
を
な
す
邪や

馬ま

台た
い

国こ
く

の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
明
確
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
（
（
（
る
。
邪
馬

台
国
の
女
王
卑ひ

弥み

呼こ

は
二
つ
の
顔
を
も
っ
て
い
た
。
一
つ
の
顔
は
国
内
に
向
い
て
い
て
、
そ
の
面
で
は

彼
女
は
、「
鬼
道
ニ
事ツ

カ

エ
、
能ヨ

ク
衆
ヲ
惑
ワ
ス
」
と
こ
ろ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
女
王
と
し
て
存
在
す
る
。

も
う
一
つ
の
顔
は
、「
親し

ん

魏ぎ

倭わ

王お
う

」
と
し
て
外
部
に
向
い
て
い
る
顔
で
あ
る
。
後
者
は
、
第
一
に
女
王

の
統
属
下
に
あ
る
二
八
カ
国
の
諸
王
に
た
い
す
る
対
外
関
係
に
よ
っ
て
、
第
二
に
そ
れ
ら
の
諸
国
を
代

表
し
て
中
国
に
対
す
る
国
際
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
所
与
の
条
件
と
し
て
あ
ら
か

じ
め
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
女
の
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
国
際
関
係
の
特
徴
は
、

中
国
の
王
朝
が
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
に
分
裂
し
、
魏
と
呉
が
対
立
抗
争
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
魏

の
対
抗
勢
力
と
し
て
公こ

う

孫そ
ん

氏
・
高こ
う

句く

麗り

等
が
北
方
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
勢
力
が
南
方
の
呉
と

む
す
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
魏
が
脅
威
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
邪
馬
台
国
と
呉
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と
の
通
交
ま
た
は
そ
の
可
能
性
は
、
魏
の
対
外
政
策
に
と
っ
て
一
つ
の
関
心
事
で
あ
り
、
よ
り
直
接
に

は
高
句
麗
に
た
い
す
る
対
立
関
係
が
、
魏
に
と
っ
て
の
邪
馬
台
国
の
相
対
的
地
位
を
高
め
る
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
（
3
（
る
。
そ
れ
は
、
魏
の
異
例
の
日
本
遣
使
に
た
い
す
る
女
王
の
答
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
か
ら

数
年
な
ら
ず
し
て
魏
の
大
規
模
な
高
句
麗
征
討
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
も
反
映
し
て
い
る
。
以
上
が
邪

馬
台
国
が
お
か
れ
た
国
際
関
係
の
要
点
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
卑
弥
呼
が
か
か
る
客

観
的
諸
条
件
に
た
い
し
て
主
体
的
に
対
処
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
と
狗く

奴な

国こ
く

と
の
紛
争
に
さ
い
し
て
、
女
王
が
帯た
い

方ほ
う

郡ぐ
ん

の
大
守
に
報
告
し
、
そ
れ
に
こ
た
え
て
魏
の
使
節
が
詔
書
を

も
っ
て
倭
国
に
き
て
激
励
し
て
い
る
事
実
は
、
そ
れ
を
明
瞭
に
し
て
い
る
。
彼
女
は
所
与
の
国
際
的
諸

条
件
を
内
政
の
た
め
に
利
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
狗
奴
国
と
の
紛
争
と
い
う
国
内
矛
盾
を
解
決
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
国
の
対
立
と
交
錯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
国
際
関
係
の
な
か
か
ら
、

自
己
の
政
治
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
可
能
性
を
見
出
し
、
そ
れ
を
内
政
に
転
化
し
現
実
化
す
る
政
治

技
術
が
、「
外
交
」
の
一
つ
の
性
質
だ
と
す
れ
ば
、
女
王
卑
弥
呼
は
素
朴
な
が
ら
こ
こ
で
「
外
交
」
を

お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
外
交
」
す
る
女
王
の
顔
に
た
い
し
て
、
他
の
顔
は
い
ち
じ
る
し
く
未
開
的
な
風
貌
を
帯
び
て
い
る

の
が
特
徴
的
で
あ
る
。『
魏
志
』
倭
人
伝
は
、
女
王
が
特
別
の
禁
忌
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
つ
ぎ

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
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王
ト
為
リ
シ
ヨ
リ
以
来
、
見
ル
有
ル
者
少
ク
、
婢ヒ

千
人
ヲ
以
テ
自
ラ
侍ジ

セ
シ
ム
。
唯
男
子
一
人

有
リ
、
飲
食
ヲ
給
シ
、
辞ジ

ヲ
伝
エ
、
居キ
ョ

処シ
ョ

ニ
出
入
ス
。

こ
の
一
節
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
中
国
に
つ
い
て
の
知
識
で
は
な
く
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
や
ポ
リ
ネ
シ
ア

に
つ
い
て
の
知
識
の
方
が
役
立
つ
ほ
ど
で
あ
る
。
女
王
に
謁
見
す
る
も
の
が
少
な
い
の
は
、
彼
女
が
禁

忌
に
よ
っ
て
共
同
体
の
成
員
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
禁
忌
に
つ
い
て
と
く
に
「
王

ト
為
リ
シ
ヨ
リ
以
来
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
点
が
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
各
種
の
禁
忌
が
、
支
配
下

の
共
同
体
を
法
に
か
わ
っ
て
規
制
す
る
一
般
的
な
秩
序
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
共
同
体
を
人
格

的
に
統
合
し
代
表
す
る
「
王
」
の
地
位
は
、
特
別
の
禁
忌
に
よ
っ
て
緊
縛
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
彼
女
は
「
王
」
た
り
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
禁
忌
が
住
居
と
飲

食
等
に
つ
い
て
と
く
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
も
一
般
的
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
共
通
し
て
い
る
。
女
王
に
飲

食
を
給
す
る
「
男
子
一
人
」
に
つ
い
て
、
女
王
の
「
辞
ヲ
伝
エ
」
る
役
割
を
特
記
し
て
い
る
こ
と
も
注

目
さ
れ
る
。
王
＝
首
長
は
禁
忌
に
し
ば
ら
れ
て
直
接
そ
の
命
令
を
伝
達
し
得
な
い
た
め
に
、
な
ん
ら
か

の
形
の
特
別
の
媒
介
者
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
多
く
の
「
未
開
社
会
」
に
み
ら
れ
、
そ
れ
は
六
世
紀
以

降
の
い
わ
ゆ
る
「
奉ほ

う

宣せ
ん

」
を
職
掌
と
す
る
官
職
の
原
始
形
態
を
な
し
て
い
る
。
女
王
＝
シ
ャ
ー
マ
ン
と

結
び
つ
い
て
い
る
王
独
自
の
禁
忌
の
存
在
は
、
彼
女
が
共
同
体
＝
ク
ニ
を
統
合
し
代
表
す
る
人
格
＝
首

長
で
あ
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
が
、
倭
人
伝
に
よ
れ
ば
、
国
内
統
治
の
面
で
そ
こ
に
一
つ
の
分
化
が
お
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こ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
年
已ス
デ

ニ
長
大
ナ
ル
モ
夫フ

壻セ
イ

無
ク
、
男ダ
ン

弟テ
イ

有
リ
、
佐タ
ス

ケ
テ
国
ヲ
治

ム
」
と
い
わ
れ
て
い
る
彼
女
の
「
男
弟
」
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
支
配
の
か
か
る
二デ

ュ

元ア
リ

的ズ
ム

構

造
自
体
は
、
倭わ

国こ
く

特
有
な
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
ト
ン
ガ
島
の
王
制
に
お
い
て
も
、

形
は
異
な
る
が
同
様
の
分
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
共
同
体
の
首
長
制
の
歴
史
的
発
展
と
統
治
機
能
の

原
始
的
な
分
化
を
し
め
す
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
卑
弥
呼
が
、
国
内
的
な
面
で
は
「
治
国
」
を

男
弟
に
委
せ
て
、
シ
ャ
ー
マ
ン
的
権
威
と
し
て
疎
外
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
外
交
の
領
域
に
お
い
て
は
、

女
王
国
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、「
外
交
」
す
る
開
明
的
な
王
と
し
て
登
場
す
る
と
こ
ろ

に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
異
質
の
二
つ
の
顔
を
さ
さ
え
て
い
る
彼
女
の
身
体
の
構
造
が
解
か
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　

初
期
の
支
配
形
態
は
、
大
づ
か
み
に
は
、
二
つ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。
共
同
体
の
「
共
同
性
」
が

首
長
に
よ
っ
て
「
代
表
」
さ
れ
る
型
と
、
成
員
相
互
の
関
係
と
し
て
、
す
な
わ
ち
な
ん
ら
か
の
形
の

「
民
会
」
に
よ
っ
て
「
代
表
」
さ
れ
る
型
で
あ
る
。
後
者
に
は
古
典
古
代
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
類
型
が
属

し
、
前
者
に
は
、
い
わ
ゆ
る
共
同
体
の
「
ア
ジ
ア
的
形
態
」
が
対
応
し
、
そ
こ
で
は
王
＝
首
長
は
多
か

れ
少
な
か
れ
デ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
を
も
（
4
（
つ
。
そ
の
特
徴
は
対
外
的
な
側
面
に
お
い
て
も
っ
と
も
明

確
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
共
同
体
の
成
員
に
よ
る
民
会
が
発
達
し
て
内
部
的
事
項
を
把
握
し
、

首
長
の
権
力
が
名
目
的
な
地
位
に
ま
で
低
下
し
た
場
合
で
さ
え
も
、
た
と
え
ば
外
来
の
客
人
の
接
待
、


