
　
　
　
修
士
論
文
要
旨
（
令
和
二
年
度
）

　　

令
和
二
年
度
に
提
出
さ
れ
た
修
士
論
文
は
、
文
学
研
究
科
文
化
財
史
料
学
専
攻
十
六
編
、
同
研
究
科
地
理
学
専
攻
一
編
、
社
会
学
研
究
科
社
会
学
専
攻
（
臨
床
心
理
学
コ
ー

ス
）
七
編
の
、
合
わ
せ
て
二
十
四
編
で
あ
る
。

　

各
論
文
の
要
旨
を
次
に
掲
載
す
る
。
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鄭
氏
政
権
は
南
明
の
皇
族
、
特
に
永
暦
帝
を
奉
じ
、
南
明
政
権
最
後
の
皇
帝
で

あ
る
永
暦
帝
の
死
後
も
三
代
に
わ
た
っ
て
清
朝
と
の
抗
争
を
展
開
し
た
政
権
で
あ

る
。
一
方
で
『
清
実
録
』
で
は
「
海
寇
」
や
「
海
逆
」
の
蔑
称
が
使
わ
れ
て
お
り
、

大
陸
の
沿
岸
地
域
を
荒
ら
し
ま
わ
る
実
態
は
ま
さ
に
海
寇
と
い
え
る
。 

　

鄭
氏
政
権
は
福
建
省
の
厦
門
・
金
門
の
二
島
、
ま
た
一
六
六
一
年
に
オ
ラ
ン
ダ

か
ら
台
湾
を
奪
取
し
た
後
は
台
湾
島
を
根
拠
地
と
す
る
海
上
勢
力
と
な
っ
た
が
、

清
朝
と
の
抗
争
は
浙
江
、
福
建
、
広
東
の
沿
岸
地
域
で
の
陸
戦
が
多
く
、
一
六
四

六
年
の
起
兵
以
後
勢
力
の
増
長
に
伴
っ
て
軍
の
整
備
を
行
っ
た
が
そ
の
大
半
が
陸

軍
で
あ
り
、
国
内
研
究
で
は
海
外
貿
易
な
ど
の
視
点
か
ら
海
上
勢
力
と
し
て
の
鄭

氏
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
軍
事
面
で
は
陸
上
で
の
戦
闘
を
重
視
し
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。 

　

当
時
の
中
国
王
朝
で
は
一
世
一
元
の
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
鄭
氏
政
権
は
永

暦
帝
死
後
も
永
暦
の
年
号
を
清
朝
に
降
伏
す
る
ま
で
の
三
十
七
年
間
に
亘
っ
て
使

用
し
続
け
た
。
こ
れ
は
明
王
朝
へ
の
反
乱
を
起
こ
し
た
李
自
成
が
国
号
を
大
順
、

元
号
を
永
昌
と
定
め
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。 

　

明
末
清
初
に
限
ら
ず
王
朝
に
抵
抗
す
る
地
方
勢
力
は
事
例
が
多
い
が
、
中
で
も

鄭
氏
は
軍
制
及
び
官
制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
存
在
す
る
貴
重
な

例
で
あ
り
私
的
集
団
で
あ
り
な
が
ら
全
容
は
い
か
ぬ
ま
で
も
そ
の
内
情
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
政
権
で
あ
る
。 

　

国
内
の
鄭
氏
研
究
は
石
原
道
博
（
一
九
四
五
）
田
中
克
己
（
一
九
六
六
）
の
海

外
貿
易
な
ど
の
海
の
鄭
氏
に
注
目
さ
れ
て
お
り
軍
制
の
研
究
が
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
林
田
義
雄
（
二
〇
〇
三
）
は
鄭
氏
の
軍
制
は
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な

い
と
論
じ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

　

鄭
氏
史
料
の
中
で
も
最
も
軍
制
に
関
す
る
記
述
が
多
い
『
従
征
実
録
』
で
あ
れ

ど
も
そ
の
軍
職
や
任
命
さ
れ
て
い
る
部
将
の
名
称
が
分
か
る
の
み
で
各
職
の
役
割

に
つ
い
て
は
明
確
に
記
さ
れ
た
も
の
少
な
い
と
い
う
点
も
国
内
で
の
軍
制
研
究
が

盛
ん
で
な
い
理
由
で
あ
る
。 

　

し
か
し
な
が
ら
鄭
氏
研
究
が
盛
ん
な
台
湾
で
は
日
本
と
事
情
が
異
な
り
石
万
寿

（
一
九
六
七
）（
二
〇
〇
四
）、
楊
和
之
（
一
九
九
二
）
ら
に
よ
っ
て
鄭
氏
の
軍
制
に

つ
い
て
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
鄭
氏
政
権
三
代
の
軍
制

　 

　

 

辻
＊

　
　

野　
　
　
　
　

満　
　
　
　

令和２年度 ＊文学研究科文化財史料学専攻

辻野：鄭氏政権三代の軍制
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し
か
し
な
が
ら
石
万
寿
を
初
め
と
し
て
鄭
氏
政
権
に
お
け
る
軍
制
の
上
下
関
係

を
示
す
根
拠
と
な
る
史
料
考
査
が
特
に
鎮
に
お
い
て
は
調
査
が
不
十
分
で
あ
る
。

こ
れ
は
同
じ
鎮
の
職
に
あ
っ
て
も
そ
の
上
下
関
係
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
記

述
が
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い

る
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
解
決
法
と
し
て
各
武
官
の
任
命
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
に
よ
り
提
督
や
鎮
内
で
の
上
下
関
係
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

さ
ら
に
は
鄭
氏
の
軍
制
で
は
軍
や
提
督
と
異
な
る
総
督
や
提
調
が
存
在
す
る
。

こ
れ
は
明
王
朝
の
総
兵
官
と
類
似
し
て
お
り
征
討
の
必
要
が
あ
れ
ば
任
命
さ
れ
る

職
で
あ
り
、
事
が
終
わ
れ
ば
元
の
官
に
戻
っ
た
点
も
同
様
で
あ
る
。
ど
の
職
に
就

い
て
い
る
者
が
こ
の
総
督
や
提
調
に
任
命
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
も
調
査
を
行
う
こ
と
で
よ
り
鄭
氏
の
軍
制
の
内
部
事
情
を
少
し
で
も
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
国
内
で
は
海
外
貿
易
な
ど
海
の
鄭
氏
研
究
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
軍

制
を
軸
に
陸
の
鄭
氏
に
焦
点
を
充
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
鄭
氏
政
権
が
ど
の
よ
う
な

組
織
を
構
成
し
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
と
す
る
。 

　

構
成
と
し
て
は
第
一
章
で
は
鄭
氏
の
軍
制
に
お
け
る
基
本
単
位
と
な
る
五
軍
、

五
提
督
、
鎮
、
営
に
つ
い
て
述
べ
る
。
史
料
上
で
は
そ
の
名
称
数
の
み
が
溢
れ
か

え
っ
て
お
り
、
各
職
の
役
割
や
構
成
に
つ
い
て
も
記
述
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。   

　

そ
の
た
め
前
述
の
各
武
将
の
任
命
な
ど
に
焦
点
を
当
て
僅
か
な
が
ら
で
は
あ
る

が
軍
制
に
お
け
る
組
織
と
し
て
の
動
き
を
明
ら
か
と
す
る
。

　

二
章
で
は
鄭
氏
の
軍
制
に
お
け
る
統
率
関
係
鄭
氏
の
軍
制
に
お
い
て
最
高
責
任

者
は
鄭
氏
の
当
主
で
あ
り
、
鄭
成
功
時
代
に
は
鄭
成
功
自
ら
作
戦
指
揮
を
執
る
事

例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
全
て
の
戦
場
に
て
鄭
成
功
自
ら
指
揮
を
執
る
こ
と

は
な
く
、
そ
の
場
合
に
は
軍
制
に
お
い
て
提
督
や
五
軍
戎
政
と
い
っ
た
高
位
の
将

が
指
揮
を
執
っ
て
い
る
。
岳
成
馳
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
大
規
模
な
戦
役
の
際
に
は

総
督
・
総
領
・
提
調
を
任
命
す
る
と
し
て
い
る
。『
従
征
実
録
』
で
は
提
督
、
五
鎮

の
将
を
総
督
・
提
調
・
統
領
に
任
命
し
指
揮
を
執
ら
せ
る
例
も
多
々
見
ら
れ
る
。

軍
制
に
お
け
る
統
率
関
係
に
つ
い
て
提
督
な
ど
と
い
っ
た
職
と
関
連
し
て
考
察
し

た
い
。

　

鄭
氏
政
権
、
特
に
鄭
成
功
の
時
代
に
は
一
族
や
文
武
官
に
対
す
る
厳
罰
主
義
が

挙
げ
ら
れ
る
。
主
に
軍
事
面
で
の
失
態
に
関
す
る
処
罰
が
ほ
と
ん
ど
で
は
あ
る
が

史
料
の
調
査
の
な
か
で
『
監
督
』
や
『
監
紀
』
の
語
が
見
ら
れ
こ
ち
ら
も
文
武
官

の
功
罪
を
記
録
し
て
報
告
す
る
と
い
う
役
割
が
記
さ
れ
て
い
る
。
軍
事
や
外
交
、

兵
糧
の
徴
収
な
ど
そ
の
職
掌
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
多
様
で
あ
り
。
鄭
氏
の
軍
制
、

お
よ
び
組
織
を
理
解
す
る
う
え
で
検
討
が
必
要
な
職
で
あ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
軍
制
に
関
す
る
鄭
氏
史
料
種
類
の
少
な
さ
が
顕
著
で
あ

り
、
そ
れ
も
大
半
は
『
従
征
実
録
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
清
朝
や
野
史
の
類
の

中
で
そ
の
名
称
が
分
か
ら
ず
と
も
運
用
に
つ
て
の
記
述
が
あ
れ
ば
よ
り
膨
ら
み
を

持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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仏
教
寺
院
所
用
の
「
厨
子
」
の
形
式
を
述
べ
る
際
に
、
し
ば
し
ば
「
春
日
厨
子
」

と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
仏
堂
・
仏
殿
な
ど
を
模
し
て
製
作
さ
れ
た

「
厨
子
」
の
中
で
も
、
屋
蓋
に
偏
平
な
天
板
を
載
せ
、
組
み
物
な
ど
を
省
略
し
た
簡

素
な
形
式
の
も
の
を
指
す
用
語
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
し
か
し
「
春
日
厨
子
」
は
、

そ
の
語
源
は
も
と
よ
り
発
生
・
由
来
も
明
確
で
な
く
、
形
式
・
装
飾
等
の
特
徴
の

定
義
も
曖
昧
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
春
日
厨
子
」

は
「
春
日
形
厨
子
」
と
称
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　

本
研
究
で
は
、
ま
ず
従
来
の
研
究
の
中
で
「
春
日
厨
子
」
と
い
う
用
語
が
ど
の

よ
う
な
形
式
・
装
飾
を
持
つ
厨
子
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
か
を
辿
る
こ
と
で
、
用

語
に
対
す
る
理
解
の
変
遷
と
認
識
の
「
ゆ
れ
」
を
指
摘
し
た
。
同
時
に
、
ど
の
よ

う
な
形
式
・
装
飾
の
作
例
が
「
春
日
厨
子
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
特
徴
を

ま
と
め
て
「
春
日
厨
子
」
と
い
う
用
語
の
概
念
規
定
を
試
み
た
。

　

第
一
章
で
は
、
従
来
の
「
厨
子
」
と
い
う
用
語
の
理
解
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

そ
も
そ
も
厨
子
（
豆
子
）
と
は
仏
像
や
経
巻
な
ど
を
安
置
す
る
収
納
具
を
指
す
用

語
で
あ
る
。「
厨
」
は
「
厨
房
」
を
意
味
し
、「
厨
子
」
は
食
物
や
食
器
・
調
度
品

等
を
収
納
す
る
箱
や
棚
を
指
し
た
が
、
そ
の
後
、
生
活
具
や
室
内
調
度
、
仏
像
や

仏
画
な
ど
を
奉
安
す
る
荘
厳
具
へ
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

厨
子
が
設
置
さ
れ
る
場
は
、
概
ね
貴
顕
の
邸
宅
と
寺
院
の
二
ヵ
所
に
大
別
さ
れ

る
。
設
置
場
所
に
よ
っ
て
納
置
物
は
異
な
り
、
邸
宅
で
は
書
物
や
宝
物
・
装
飾
品

等
を
、
寺
院
で
は
仏
像
・
仏
画
・
舎
利
・
経
巻
等
の
奉
安
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
用
途
に
合
わ
せ
て
多
種
多
様
な
形
式
・
様
式
の
厨
子
が
数
多
く
製
作
さ

れ
た
。

　

厨
子
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
は
、
美
術
工
芸
史
ま
た
は
建
築
史
の
分
野
か
ら
多

く
発
表
さ
れ
る
が
、
厨
子
そ
の
も
の
に
着
眼
し
た
研
究
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
理
由
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
視
座
が
①
厨
子
構
造
・
形
式
、
②
納
置
物
、
③

彩
絵
・
嵌
装
等
の
装
飾
、
④
伝
来
等
、
極
め
て
多
岐
に
渡
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

現
在
、
一
般
に
「
厨
子
」
と
呼
ば
れ
る
「
尊
像
奉
安
の
収
納
具
」
の
多
く
は
、

飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
は
厨
子
と
は
呼
ば
れ
て
お
ら
ず
、
文
献
史
料
に
載
る
「
宮

殿
」・「
仏
台
」・「
台
」・「
六
角
殿
」・「
六
角
漆
殿
」・「
宝
殿
」
が
こ
れ
に
相
当
す

る
。
今
日
で
は
こ
れ
ら
は
全
て
「
厨
子
」
に
統
一
さ
れ
、
こ
れ
に
①
形
態
、
②
機

日髙：「春日厨子」成立考

　
　
　
　「
春
日
厨
子
」
成
立
考
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友　
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能
、
③
仕
上
げ
、
④
場
所
、
⑤
様
式
な
ど
を
表
わ
す
名
称
が
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。

　

第
二
章
で
は
、「
春
日
厨
子
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
概
観
し
た
。「
春
日
厨
子
」

は
一
般
的
に
「
頂
上
の
大
棟
を
偏
平
に
造
っ
た
宮
殿
形
厨
子
で
あ
る
」
と
解
説
さ

れ
る
が
、
従
来
の
研
究
や
作
品
解
説
中
で
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
改

め
て
検
証
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
浮
上
し
た
。
第
一
に
「
春

日
厨
子
」
の
形
式
・
名
称
起
源
が
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
点
、
第
二
に
「
春
日
厨

子
」・「
春
日
形
厨
子
」
の
使
い
分
け
の
基
準
点
が
明
確
で
な
い
点
、
第
三
に
「
春

日
」
の
名
を
冠
す
る
根
拠
を
示
し
た
解
説
が
ほ
と
ん
ど
な
い
点
、
第
四
に
「
春
日

厨
子
」
に
つ
い
て
の
認
識
・
解
説
が
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
承
け
、
第
三
章
で
は
「
春
日
厨
子
」
の
特
に
「
春
日
」
と
い
う
語
が
、

い
か
な
る
理
解
で
使
用
さ
れ
る
か
検
証
し
た
。「
春
日
厨
子
」
に
は
①
「
春
日
曼
荼

羅
を
描
く
厨
子
」、
②
「
春
日
形
厨
子
の
省
略
形
（
＝
春
日
形
の
形
式
を
し
た
厨

子
）」、
③
「
奈
良
地
方
で
生
成
さ
れ
た
内
部
に
彩
絵
を
施
す
厨
子
様
式
」
の
三
通

り
の
認
識
が
み
ら
れ
た
。
厨
子
形
式
に
関
す
る
専
論
で
は
、
あ
え
て
「
春
日
形
厨

子
」
と
称
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
ま
た
「
春
日
舎
利
厨
子
」
な
ど
春
日
信
仰
と
の

関
連
性
を
明
確
化
す
る
名
称
も
散
見
さ
れ
た
。

　

形
式
の
起
源
は
、
①
宮
殿
形
厨
子
が
定
形
化
し
た
と
す
る
説
と
②
奈
良
時
代
の

箱
形
厨
子
の
様
式
を
留
め
る
と
す
る
説
が
あ
っ
た
。
屋
蓋
形
式
に
も
微
妙
な
認
識

の
差
異
が
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
屋
蓋
の
四
方
向
が
傾
斜
す
る
形
式
」
で
あ
る

こ
と
の
み
が
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。
納
置
物
は
①
木
彫
の
本
尊
像
、
②
舎
利
容
器
、

③
経
典
、
④
板
彫
曼
荼
羅
の
四
種
に
大
別
さ
れ
る
。
ま
ず
納
置
さ
れ
る
尊
像
は
、

南
都
に
因
む
信
仰
を
造
像
背
景
と
す
る
も
の
が
広
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
舎
利
納

置
を
目
的
と
す
る
厨
子
に
は
、
内
部
に
別
製
の
舎
利
容
器
を
祀
る
例
と
、
半
肉
彫

り
の
舎
利
容
器
を
奥
壁
に
嵌
装
す
る
例
が
み
ら
れ
た
。
施
さ
れ
る
内
部
荘
厳
は
、

本
尊
を
中
心
と
す
る
仏
教
世
界
観
を
現
世
に
再
現
す
る
曼
荼
羅
図
的
表
現
と
な
っ

て
い
る
場
合
も
多
い
。
伝
来
を
み
る
と
、
厨
子
伝
来
の
寺
院
が
南
都
周
辺
に
所
在

す
る
、
納
置
物
が
南
都
と
所
縁
が
あ
る
、
彩
絵
が
南
都
絵
所
の
作
風
を
残
す
な
ど
、

数
多
く
の
作
例
に
南
都
周
辺
地
域
と
の
関
連
性
が
見
出
せ
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代

に
は
南
都
周
辺
地
域
に
存
在
す
る
も
の
に
対
し
「
春
日
」
の
名
を
冠
す
る
慣
習
が

存
在
し
た
こ
と
も
同
時
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、「
春
日
厨
子
」
の

名
称
起
源
は
、「
作
風
や
伝
来
、
納
置
物
が
南
都
に
所
縁
が
あ
る
」
と
考
察
で
き

る
。
そ
の
た
め
、
冠
す
る
名
称
は
「
春
日
」
に
限
定
せ
ず
、
や
や
広
域
的
な
「
南

都
」
を
用
い
て
「
南
都
厨
子
」
と
す
る
こ
と
も
有
効
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
彩
絵
な
ど
の
荘
厳
や
奉
安
の
納
置
物
へ
の
認
識
が
曖
昧
な
ま

ま
形
式
的
特
徴
の
み
に
注
目
し
て
使
用
す
る
現
況
で
は
、
本
来
伝
え
る
べ
き
意
図

と
は
異
な
っ
た
理
解
を
受
け
手
に
与
え
る
恐
れ
も
あ
る
。
用
語
の
使
用
に
は
慎
重

を
期
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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令
和
元
年
に
調
査
し
た
木
津
川
市
阿
弥
陀
寺
の
十
一
面
観
音
像
に
目
を
引
く
表

現
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
脚
部
左
右
側
面
、
膝
よ
り
や
や
低
い
位
置
に
見
ら
れ
る
、

外
側
に
小
さ
く
張
り
出
し
た
裙
の
表
現
で
あ
る
。
同
様
の
作
例
を
十
一
面
観
音
像

か
ら
探
す
と
、
そ
の
形
状
は
一
様
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
法
隆
寺
九
面
観
音

像
が
最
も
早
い
作
例
で
あ
り
、
以
降
全
時
代
に
わ
た
り
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
は

こ
の
表
現
を
も
つ
作
例
を
検
討
し
、
そ
の
成
立
時
期
と
、
日
本
に
お
い
て
十
一
面

観
音
像
に
多
く
見
ら
れ
る
理
由
を
考
察
す
る
。

　

こ
の
表
現
は
十
一
面
観
音
に
限
ら
ず
菩
薩
像
全
般
に
見
ら
れ
る
。
早
期
の
作
例

と
し
て
は
、
法
隆
寺
九
面
観
音
像
の
他
、
室
生
寺
弥
勒
菩
薩
像
や
Ｍ
Ｏ
Ａ
聖
観
音

像
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
瓔
珞
に
よ
っ
て
裙
が
た
く
し
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
本
来
の
表
現
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
阿
弥

陀
寺
像
の
表
現
は
瓔
珞
が
省
略
さ
れ
、
形
骸
化
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　

早
期
の
作
例
と
し
て
挙
げ
た
像
は
、
い
ず
れ
も
請
来
像
や
唐
彫
刻
と
の
関
係
が

指
摘
さ
れ
る
菩
薩
像
で
あ
る
た
め
、
そ
の
成
立
は
中
国
唐
代
以
前
で
あ
る
と
推
測

し
、
中
国
美
術
に
お
け
る
類
似
例
を
博
捜
し
た
。
そ
の
結
果
、
壁
画
で
は
隋
代
の

敦
煌
莫
高
窟
壁
画
が
、
彫
刻
で
は
七
世
紀
後
半
の
法
隆
寺
九
面
観
音
像
や
武
周
期

の
龍
門
石
窟
像
な
ど
が
、
中
国
に
お
け
る
早
期
の
作
例
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

た
。

　

こ
の
表
現
の
成
立
の
一
因
は
、
前
面
か
ら
体
側
を
通
り
、
背
面
へ
ま
わ
る
瓔
珞

に
あ
る
。
Ｘ
字
状
瓔
珞
、
な
な
め
が
け
瓔
珞
、「
八
」
字
形
瓔
珞
の
三
種
類
が
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
北
魏
代
、
北
斉
代
、
隋
代
に
存
在
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、
裙
の
た
く
し
上
げ
の
成
立
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
瓔
珞
以
外
に
こ
の
表
現
を
成
立
さ
せ
る
要
因
が
あ
る
と
考
え
、
河
北

省
博
物
館
修
徳
寺
址
出
土
石
造
菩
薩
像
の
う
ち
、
裙
の
た
く
し
上
げ
が
表
さ
れ
る

唐
代
像
と
、
表
さ
れ
な
い
隋
代
像
を
比
較
し
、
そ
の
成
因
を
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
、
考
え
ら
れ
た
理
由
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。

　

一
つ
は
、
初
唐
期
に
お
け
る
新
形
式
の
受
容
と
、
写
実
的
な
様
式
の
成
立
で
あ

る
。
修
徳
寺
址
出
土
唐
代
菩
薩
像
は
、
隋
代
菩
薩
像
に
比
し
て
薄
い
裙
と
精
緻
な

瓔
珞
を
身
に
着
け
、
右
足
に
重
心
を
乗
せ
る
よ
う
に
し
て
立
つ
。
こ
の
脚
部
に
ま

と
わ
り
つ
く
よ
う
な
薄
い
裙
と
動
き
の
あ
る
姿
勢
は
、
玄
奘
が
関
与
し
た
と
思
わ

　
　
　
　
十
一
面
観
音
像
の
受
容
と
造
像
の
諸
相
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不二山：十一面観音像の受容と造像の諸相
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れ
る
「
大
唐
善
業
」
銘
磚
仏
や
、
六
五
〇
年
代
か
ら
六
七
〇
年
代
の
制
作
と
さ
れ

る
「
印
度
仏
像
」
銘
磚
仏
の
菩
薩
像
に
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
後
の
菩
薩

像
に
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
唐
代
菩
薩
像
に
見
ら
れ
る
抑
揚
あ
る
写
実
的
な
肉
身
表
現
は
、
則
天
武

后
期
に
成
立
し
た
様
式
で
あ
る
。
写
実
性
の
進
展
は
、
裙
の
た
く
し
上
げ
に
関
わ

る
肉
身
、
裙
、
瓔
珞
の
各
要
素
の
写
実
性
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
現

実
的
・
有
機
的
な
関
係
性
を
も
表
現
す
る
こ
と
に
繋
が
り
、
裙
の
た
く
し
上
げ
が

生
じ
る
一
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

も
う
一
つ
の
理
由
が
、
鄭
禮
京
氏
が
指
摘
し
た
「
透
き
間
」
の
成
立
で
あ
る
。

北
魏
以
来
、
中
国
彫
刻
に
は
、
裳
や
天
衣
で
肉
付
け
の
凹
凸
を
覆
い
、
平
面
的
な

塊
状
の
身
体
を
構
成
す
る
「
漢
民
族
様
式
」
が
定
着
し
て
い
た
。
こ
の
様
式
を
持

つ
菩
薩
像
は
垂
下
す
る
天
衣
が
体
側
に
密
着
し
て
い
る
が
、
六
世
紀
に
イ
ン
ド
系

彫
刻
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
衣
あ
る
い
は
腕
と
胴
体
と
の
間
に
「
透
き
間
」

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
透
き
間
」
は
隋
代
に
な
る
と
定
着
・
進
展
し
、
隋
代

末
期
か
ら
唐
に
か
け
て
垂
下
す
る
天
衣
と
体
側
と
の
間
に
大
き
な
空
間
が
で
き
る
。

こ
れ
こ
そ
が
裙
の
た
く
し
上
げ
を
表
す
空
間
の
獲
得
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
十
一
面
観
音
は
そ
の
経
典
に
お
い
て
、
修
法
の
本
尊
と
し
て
造
像

す
る
際
の
像
容
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
裙
の
「
た
く
し
上
げ
」
を
意
味
す

る
、
あ
る
い
は
そ
の
表
現
を
暗
示
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
は
無
い
。
し
か
し
、
法
隆

寺
像
以
降
、
こ
の
表
現
を
も
つ
作
例
は
全
時
代
、
全
国
に
わ
た
っ
て
確
認
で
き
る
。

十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
頃
に
は
阿
弥
陀
寺
像
の
よ
う
に
形
骸
化
し
た
も
の
が
目
に

つ
く
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
再
び
本
来
の
表
現
を
理
解
し
た
う
え
で
造
立
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
作
例
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
十
一
面
観
音

像
の
造
像
に
お
い
て
、
特
定
の
像
が
規
範
や
手
本
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
十
一
面
観
音
信
仰
は
経
典
を
唐
か
ら
請
来
す
る
こ
と
で

日
本
に
流
入
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
期
に
請
来
し
た
像
ま
た
は
図
像

が
、
経
典
記
載
の
修
法
を
行
う
際
の
本
尊
像
容
の
典
拠
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

承
和
四
年
（
八
三
七
）
に
は
畿
内
七
道
諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
「
十
一
面
之

法
」
が
行
わ
れ
て
お
り 

、
十
一
面
観
音
の
修
法
と
造
像
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
全
国
的
な
修
法
が
、
各
地
に
規
範
・
手
本
と
な
る
像

の
制
作
を
促
し
、
後
世
に
ま
で
特
異
な
形
式
が
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
） 

に
は
衰
退
・
滅
失
し
た
国
分
寺
に
代
わ
り
、

国
家
的
な
読
経
を
定
額
寺
が
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
慶
二
年

（
九
三
九
）
の
太
政
官
符
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
多
く
の
国
分
寺
の
堂
舎
や
仏
像
等
が

大
破
朽
損
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
後
は
国
分
寺
の
衰
退
は
も
と
よ
り
、
定

額
寺
や
そ
の
他
の
私
寺
に
よ
る
造
像
な
ど
に
留
意
し
つ
つ
、
裙
の
た
く
し
上
げ
と

い
う
細
部
表
現
が
全
時
代
、
全
国
に
わ
た
っ
て
踏
襲
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
新
た

な
課
題
と
し
て
考
察
を
続
け
た
い
。
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本
論
文
で
は
、
真
言
宗
智
山
派
総
本
山
智
積
院
が
所
蔵
す
る
「
十
六
羅
漢
図
屛

風
」（
以
下
、
本
作
）
を
取
り
上
げ
る
。
本
作
は
、
十
六
羅
漢
を
主
題
と
し
、
各
隻

に
八
人
ず
つ
羅
漢
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
各
隻
の
画
面
端
に
は
「
自
雪

舟
五
代
長
谷
川
法
眼
等
伯
筆
」
と
い
う
落
款
が
あ
る
。
こ
の
落
款
は
、
狩
野
永
徳

や
海
北
友
松
と
並
ぶ
、
桃
山
時
代
を
代
表
す
る
巨
匠
長
谷
川
等
伯
（
一
五
三
九
～

一
六
一
〇
）
に
関
わ
る
落
款
で
あ
る
。

　

本
作
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
等
伯
作
品
で
あ
る
が
、
熟
覧
調
査

を
行
っ
た
と
こ
ろ
等
伯
真
筆
の
可
能
性
が
高
い
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た

め
、
以
下
の
問
題
を
順
に
論
じ
た
い
。

　

ま
ず
、
十
六
羅
漢
の
図
像
に
つ
い
て
述
べ
る
。
等
伯
は
信
春
時
代
に
七
尾
市
・

霊
泉
寺
蔵
「
十
六
羅
漢
図
」
を
李
龍
眠
様
で
描
い
た
。
し
か
し
、
本
作
に
は
、
李

龍
眠
様
の
霊
泉
寺
蔵
「
十
六
羅
漢
図
」
や
禅
月
様
、
貫
休
様
の
「
十
六
羅
漢
図
」

に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
羅
漢
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
紙
縒
り
で

く
し
ゃ
み
を
誘
う
羅
漢
や
獅
子
、
象
に
乗
る
羅
漢
で
あ
る
。
前
者
の
図
像
は
兵
庫

県
・
個
人
蔵
本
、
後
者
の
図
像
は
愛
知
・
妙
興
寺
蔵
本
や
禅
林
寺
蔵
本
に
見
ら
れ

る
。
妙
興
寺
本
は
中
国
よ
り
舶
来
さ
れ
、
個
人
蔵
本
と
禅
林
寺
本
は
中
国
か
ら
舶

来
さ
れ
た
十
六
羅
漢
図
を
基
に
、
日
本
で
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

獅
子
や
象
に
乗
る
羅
漢
の
図
像
は
、
中
国
絵
画
作
品
に
由
来
す
る
。『
等
伯
画
説
』

の
記
述
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
等
伯
は
中
国
画
人
や
日
本
に
所
在
す
る
中
国
絵

画
に
つ
い
て
多
く
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
等
伯
が
中
国
絵
画
に
強
い
関

心
を
持
っ
て
お
り
、
作
品
を
実
際
に
見
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
図
像
も
、

そ
う
し
た
中
国
絵
画
学
習
の
成
果
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
本
作
が
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
、
瑞
巌
寺
本
堂
障
壁
画
（
以

下
、
瑞
巌
寺
本
）
と
の
比
較
を
通
じ
て
述
べ
た
い
。
瑞
巌
寺
本
の
制
作
は
元
和
六

年
（
一
六
二
〇
）
に
始
ま
り
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
完
成
し
た
。
障
壁
画

は
等
伯
の
弟
子
で
あ
る
長
谷
川
等
胤
と
狩
野
派
の
狩
野
左
京
ら
が
制
作
し
た
。
そ

の
障
壁
画
群
の
中
に
、
長
谷
川
等
胤
が
描
い
た
十
六
羅
漢
図
の
板
戸
が
あ
る
。
こ

の
板
戸
が
本
作
の
図
像
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
瑞
巌
寺
本
は
本
作
を
手
本

あ
る
い
は
祖
本
と
し
て
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
瑞
巌
寺
本
の
制
作
年
代
を
考
慮

す
る
と
、
本
作
は
少
な
く
と
も
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
ま
で
に
は
制
作
さ
れ
て

三宅：長谷川等伯「十六羅漢図屛風」（智積院蔵）について

　
　
　
　
長
谷
川
等
伯
「
十
六
羅
漢
図
屛
風
」（
智
積
院
蔵
）
に
つ
い
て
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宅　
　

良　
　

宜　
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い
た
と
推
察
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
顔
貌
表
現
や
身
体
の
描
き
方
、
輪
郭
線
な
ど
に
つ
い
て
、
他
の
等
伯

作
品
と
比
較
し
な
が
ら
詳
細
な
様
式
的
検
討
を
行
い
、
京
都
・
本
法
寺
蔵
「
日
通

上
人
像
」
や
京
都
・
大
徳
寺
蔵
「
羅
漢
図
」
に
通
じ
る
表
現
が
な
さ
れ
た
尊
者
が

存
在
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
様
式
的
に
、
等
伯
の
関
与
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も
真
筆
と
し
て
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
原
因
と
し

て
、
補
筆
や
金
泥
の
補
彩
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
金
泥
の
補
彩

は
、
主
に
尊
者
の
衣
に
施
さ
れ
、
輪
宝
文
、
菱
文
、
蓮
華
文
、
渦
巻
文
な
ど
様
々

な
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
金
泥
の
文
様
の
下
に
、
鳥
の
文
様
が
あ
る
こ
と

を
確
認
で
き
た
。
こ
の
鳥
の
文
様
は
、
お
そ
ら
く
銀
泥
で
描
か
れ
、
酸
化
し
不
鮮

明
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
金
泥
の
文
様
は
、
こ
の
銀
泥
の
文
様
を
取
り
繕
う
た
め

に
、
描
き
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
落
款
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
自
雪
舟
五
代
長
谷
川
法
眼
等
伯
筆
」
と
い
う

落
款
は
、
法
眼
落
款
と
称
さ
れ
る
が
、
法
眼
落
款
を
有
す
る
作
品
に
つ
い
て
の
評

価
は
以
下
に
大
別
で
き
る
。
落
款
は
後
入
れ
で
、
絵
も
等
伯
真
筆
で
は
な
い
と
全

否
定
す
る
評
価
、
あ
る
い
は
、
落
款
は
後
入
れ
で
あ
る
と
し
て
も
絵
は
等
伯
真
筆

で
あ
る
と
す
る
評
価
で
あ
る
。

　

本
作
は
、
武
田
恒
夫
氏
、
中
島
純
司
氏
、
宮
島
新
一
氏
ら
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
画
風
な
ど
か
ら
等
伯
真
筆
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
筆
者
も
、

本
作
の
熟
覧
調
査
の
結
果
、
同
意
見
に
達
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
特
に
法
眼
落
款

を
詳
細
に
観
察
し
た
結
果
、
左
隻
の
法
眼
落
款
が
羅
漢
の
衣
の
裾
あ
た
り
で
、
文

字
に
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
、
衣
の
輪
郭
線
を
一
部
描
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
制
作
す
る
段
階
で
法
眼
落
款
を
書
き
入
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
作
の
法
眼
落
款
は
等
伯
自
筆
の
可
能
性

が
高
い
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
本
作
の
法
眼
落
款
の
文
字
の
特
徴
を
述
べ
、
そ
れ

を
基
に
し
て
、
本
作
の
法
眼
落
款
と
他
の
法
眼
落
款
作
品
の
落
款
を
綿
密
に
比
較

し
た
。

　

以
上
に
よ
り
、
本
作
は
長
谷
川
等
伯
真
筆
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
法
眼
落
款
の
問
題
は
工
房
制
作
や
長
谷
川
派
の
次
世
代
問
題
と
も

関
わ
り
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

よ
り
慎
重
に
精
査
を
重
ね
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。


