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現
代
社
会
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
間
社
会
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
構
造
的
変
化
の
た
だ
な

か
に
あ
る
。
こ
う
し
た
国
家
あ
る
い
は
社
会
の
変
容
は
、
た
と
え
ば
地
域
産
業
の
衰
退
、
地
域
共
同
体
の

変
貌
・
消
失
な
ど
と
い
っ
た
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て
地
域
社
会
の
変
容
と
い
う
形
で
よ
り
先
鋭
的
に
立
ち

現
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
に
お
け
る
変
容
の
圧
力
は
、
あ
る
程
度
の
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
人
び
と
の
生
活
の
場
で
あ
る
地
域
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て

地
域
社
会
に
お
け
る
人
び
と
の
再
生
産
の
営
為
も
多
様
で
あ
る
た
め
、
そ
の
変
容
の
あ
り
方
も
ま
た
一
様

で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
逆
に
、
地
域
社
会
の
特
性
と
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
人
び
と
の

多
様
な
再
生
産
の
営
為
が
、
そ
う
し
た
再
生
産
の
場
で
あ
る
地
域
社
会
の
変
容
を
規
定
し
、
ま
た
そ
う
し

た
地
域
社
会
の
多
様
な
変
容
の
総
体
が
、
国
家
間
の
相
互
関
係
と
と
も
に
、
社
会
全
体
の
変
容
の
方
向
性

を
規
定
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
あ
る
い
は
社
会
全
体
の

構
造
的
変
化
の
分
析
・
把
握
を
進
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
地
域
社
会
の
構
造
的
変
化
の
分
析
・
把
握
が

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
社
会
の
変
化
、
変
容

と
は
、
歴
史
の
連
続
性
の
所
産
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
お
け

る
地
域
社
会
の
と
ら
え
方
、
位
置
づ
け
方
は
、
現
代
社
会
の
分
析
・
把
握
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

歴
史
研
究
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
は
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
脚
し
て
、

日
本
古
代
の
地
域
社
会
の
構
造
に
つ
い
て
分
析
・
把
握
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
作
業
を

通
し
て
、
地
域
共
同
体
の
再
生
産
の
場
で
あ
る
地
域
社
会
の
実
像
と
そ
の
特
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

本
論
文
の
前
提
と
な
る
日
本
古
代
の
地
域
社
会
に
関
わ
る
研
究
史
に
お
い
て
、
ま
ず
、
あ
げ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
石
母
田
正
が
提
起
し
た
「
在
地
首
長
制
」
の
概
念
に
よ
る
古
代
国
家
論
で
あ
る
。 

（
石
母
田
は
在
地
の
首
長
層
と
人
民
の
間
に
人
格
的
な
支
配
＝
隷
属
と
し
て
存
在
す
る
生
産
関
係
が
基
本

的
な
第
一
次
的
生
産
関
係
で
あ
り
、
こ
の
第
一
次
的
生
産
関
係
を
国
家
が
総
括
す
る
こ
と
で
国
家
が
公
民

を
支
配
＝
収
取
す
る
と
い
う
第
二
次
的
生
産
関
係
が
派
生
的
に
実
現
す
る
と
い
う
構
造
を
提
示
し
た
。
） 

こ
の
石
母
田
の
在
地
首
長
制
論
以
降
、
古
代
社
会
の
基
層
と
し
て
の
「
共
同
体
」
や
「
村
落
」
の
構
造
や

実
態
と
、
そ
れ
ら
が
国
家
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
進
め
ら

れ
、
そ
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
、
ま
た
そ

の
方
法
も
多
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
個
別
的
な
地
域
社
会
の
検
討
を
通
じ
て
、
「
共
同
体
」

や
「
村
落
」
の
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
・
自
然
的
諸
関
係
が
展
開
さ
れ
る
場
で
あ
る
地
域
を
、
総
体

と
し
て
の
全
体
構
造
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
は
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

本
論
文
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
史
研
究
あ
る
い
は
地
域
社
会
研
究
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
き
た
方
法

論
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
地
域
の
景
観
や
地
域
社
会
の
諸
関
係
を
含
む
人
間
生
活
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
課
題
を
具
体
的
に
設
定
し
、
古
代
の
信
濃
の
地
域
社
会
を
論
考
の
対
象
と
し
て
考
察
を
行
っ
た
。

本
論
文
で
表
記
す
る
信
濃
と
は
律
令
国
家
の
行
政
区
画
と
し
て
成
立
し
た
信
濃
国
、
そ
の
成
立
以
前
の
時

期
に
あ
っ
て
は
後
の
信
濃
国
に
相
当
す
る
地
域
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。
信
濃
国
は
、
律
令
国
家
に
よ
っ

て
政
治
的
に
設
定
さ
れ
た
行
政
区
画
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
地
域
の
ま
と
ま
り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
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が
あ
り
、
国
、
郡
、
郷
な
ど
の
「
制
度
的
地
域
」
（
「
形
式
的
地
域
」
）
の
ほ
か
に
「
歴
史
的
地
域
」
と

も
よ
ぶ
べ
き
地
域
の
ま
と
ま
り
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
関
係
性
を
有
し
な
が
ら
重
層
的
に
存
在
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
信
濃
の
場
合
は
、
「
歴
史
的
地
域
」
の
よ
う
な
地
域
の
ま
と
ま
り
が
、

い
わ
ゆ
る
分
散
的
あ
る
い
は
分
権
的
な
あ
り
方
で
存
在
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
信
濃
と
い
う

枠
組
み
を
超
え
た
「
歴
史
的
地
域
」
の
存
在
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
層
的
な
古
代
の
信
濃
の
地

域
社
会
を
対
象
に
据
え
、
地
域
の
景
観
や
地
域
社
会
の
諸
関
係
の
復
原
を
行
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
存
在
し

た
「
歴
史
的
地
域
」
を
析
出
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
歴
史
的
地
域
」
の
重
層
性
や
相
互

関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
「
制
度
的
地
域
」
が
「
歴
史
的
地
域
」
の
存
在
を
前
提
と
し

て
編
成
さ
れ
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
で
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
本
論
文
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
古
代
信
濃
の
地
域
社
会
構
造
の
分
析
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
本
論
文
に
お
い
て
と
く
に

留
意
し
た
の
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
地
域
社
会
の
環
境
、
と
く
に
そ
の
空
間
的
広
が
り
を
規
定
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
地
形
、
水
系
な
ど
の
自
然
環
境
的
条
件
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
自
然
地
形
上
の
組
み
あ

わ
せ
に
よ
っ
て
他
と
は
区
画
さ
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
地
域
範
囲
と
し
て
の
小
地
域
に
焦
点
を
あ
て
る
。 

 

次
に
、
地
域
社
会
の
環
境
を
短
期
間
で
、
な
お
か
つ
大
幅
に
変
化
、
変
容
さ
せ
る
要
因
と
し
て
の
災
害

で
あ
る
。 

 

同
様
に
、
地
域
社
会
が
変
化
、
変
容
す
る
契
機
の
一
つ
で
あ
る
地
域
間
の
交
流
や
交
通
、
そ
し
て
そ
の

結
果
と
し
て
の
新
し
い
文
化
、
と
く
に
大
陸
文
化
の
流
入
と
受
容
の
問
題
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
歴
史
学
研
究
と
し
て
の
論
考
の
基
盤
と
も
い
う
べ
き
史
資
料
に
つ
い
て
は
、
木
簡
・
漆
紙
文
書

・
墨
書
土
器
な
ど
の
出
土
文
字
資
料
が
、
古
代
史
料
学
を
深
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
研
究
に
大

き
な
可
能
性
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
そ
の
成
果
を
十
分
に
取
り
入
れ
つ
つ
、
古
代
の
地
域

社
会
に
か
か
わ
る
史
資
料
や
歴
史
的
事
象
の
分
析
、
再
評
価
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
と
し
た
。 

 
 

第Ⅰ

部
で
は
、
地
理
的
、
歴
史
的
に
も
と
も
と
分
散
的
あ
る
い
は
分
権
的
な
傾
向
が
強
い
と
考
え
ら
れ

る
信
濃
の
「
歴
史
的
地
域
」
が
、
古
代
に
お
い
て
信
濃
国
と
い
う
律
令
国
家
の
一
つ
の
地
方
行
政
単
位
の

ま
と
ま
り
、
す
な
わ
ち
「
制
度
的
地
域
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
考

察
し
た
。 

 

第
一
章
で
は
、
信
濃
に
お
け
る
古
墳
築
造
の
中
心
地
域
と
も
い
え
る
千
曲
川
水
系
の
長
野
盆
地
地
域
と

天
竜
川
水
系
の
下
伊
那
地
域
の
古
墳
築
造
の
様
相
か
ら
、
山
地
と
、
大
小
河
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
自

然
堤
防
、
後
背
湿
地
、
扇
状
地
形
、
河
岸
段
丘
な
ど
の
自
然
地
形
上
の
組
み
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
他
と
は
区

画
さ
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
地
域
範
囲
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
小
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ

に
は
、
古
墳
築
造
の
主
体
で
あ
る
首
長
系
譜
が
少
な
く
と
も
一
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
複
数
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
地
域
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
る
小
地
域
内
の
諸
関
係
、
あ
る

い
は
小
地
域
間
相
互
の
諸
関
係
の
様
相
は
、
五
世
紀
中
ご
ろ
に
大
き
な
変
化
を
み
せ
る
。
そ
れ
は
地
域
社

会
構
造
の
変
動
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
大
陸
系
の
新
た
な
集
団
と
、
彼
ら
が
も

た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
馬
の
生
産
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
新
し
い
文
化
の
受
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
五
世
紀
中
ご
ろ
以
降
の
両
地
域
で
は
、
各
小
地
域
の
中
小
首
長
た
ち

が
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
を
支
配
す
る
と
と
も
に
、
築
造
さ
れ
た
古
墳
の
様
相
か
ら
み
て
、
首
長
相
互
の
関

係
に
お
い
て
は
特
別
な
階
層
性
の
よ
う
な
も
の
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

第
二
章
で
は
、
屋
代
木
簡
に
よ
っ
て
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
信
濃
の
ウ
ジ
名
や
部
名
か
ら
、
信
濃

に
お
け
る
名
代
・
子
代
や
各
種
の
部
の
設
定
が
六
世
紀
以
降
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
分
析
し
た
。



- 3 - 

ま
た
、
第
一
章
で
の
古
墳
築
造
の
様
相
か
ら
、
五
世
紀
前
半
ま
で
の
段
階
で
、
信
濃
に
該
当
す
る
全
域
に

そ
の
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
よ
う
な
政
治
的
主
体
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
四
世

紀
末
か
ら
五
世
紀
は
じ
め
の
こ
ろ
に
「
科
野
国
造
」
で
あ
る
科
野
直
氏
が
ヤ
マ
ト
王
権
に
服
属
し
、
そ
の

勢
力
が
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
信
濃
全
域
に
お
よ
ん
で
い
た
と
す
る
説
は
認
め
が
た
い
こ
と
を
論
じ
た
。 

 

六
世
紀
に
入
る
と
、
信
濃
は
馬
の
生
産
を
基
盤
と
す
る
軍
事
力
や
、
朝
鮮
半
島
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ

て
、
朝
鮮
半
島
南
部
の
政
治
情
勢
に
深
く
か
か
わ
り
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
外
交
・
軍
事
政
策
面
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
担
う
地
域
の
一
つ
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
世
紀
中
ご
ろ
以
降
、
信
濃
の
中
小

首
長
層
は
ヤ
マ
ト
王
権
の
職
制
お
よ
び
貢
納
・
奉
仕
制
度
に
組
み
こ
ま
れ
る
形
で
編
成
さ
れ
、
大
王
の
宮

号
に
因
む
金
刺
舎
人
、
他
田
舎
人
な
ど
を
名
の
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
五
世
紀
中

ご
ろ
に
出
現
し
、
六
世
紀
後
半
に
急
激
に
数
を
増
す
群
集
墳
の
築
造
の
主
体
で
あ
る
世
帯
共
同
体
の
在
地

に
お
け
る
成
長
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
、
自
ら
の
基
盤
で
あ
る
小
地
域
の
支
配
権
を
強
化

す
る
た
め
に
、
信
濃
の
中
小
首
長
た
ち
は
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
間
に
。
新
た
な
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
中
小
首
長
層
の
政
治
的
志
向
を
も

と
に
、
信
濃
の
地
域
に
対
す
る
王
権
の
組
織
、
制
度
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ウ
ジ
名
や
部

名
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
信
濃
に
お
け
る
名
代
・
子
代
や
各
種
の
部
の
設
定
の
事
情
は
、
こ
の
よ
う
な
状

況
下
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

そ
し
て
、
六
世
紀
中
ご
ろ
以
降
の
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
「
制
度
的
地
域
」
で
あ
る
令
制
下
の

国
に
つ
な
が
る
、
信
濃
の
地
域
を
一
つ
の
地
域
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
認
識
が
成
立
し
て
き
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
。
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
政
治
的
関
係
の
上
で
、
地
域
の
軍
事
・
行
政
権
を
管
掌
す
る
よ
う
な

国
造
が
設
置
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
も
信
濃
の
中
小
首
長
た
ち
が
舎
人
に
編
成
さ
れ
た
六
世
紀
中

ご
ろ
以
降
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
七
世
紀
後
半
以
降
の
律
令
国
家
成
立
過
程
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う

な
政
治
的
関
係
を
前
提
と
し
て
、
首
長
層
を
中
心
と
す
る
地
域
の
共
同
体
的
諸
関
係
の
総
括
的
把
握
が
進

め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
律
令
国
家
体
制
下
に
お
い
て
も
、
小
地
域
に
お
け
る
政
治
的
・
経

済
的
支
配
関
係
は
地
域
支
配
の
基
盤
で
あ
り
続
け
た
。
そ
う
し
た
信
濃
の
首
長
た
ち
の
伝
統
的
な
姿
は
、

兵
衛
と
し
て
中
央
に
出
仕
し
た
後
、
「
信
濃
国
牧
主
当
」
お
よ
び
「
伊
那
郡
大
領
」
と
な
っ
た
金
刺
舎
人

八
麻
呂
に
具
体
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第Ⅱ

部
で
は
、
第Ⅰ

部
で
明
ら
か
に
し
た
信
濃
の
地
域
社
会
構
造
を
も
と
に
、
と
く
に
小
地
域
に
立
脚

し
た
視
点
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
古
代
国
家
に
よ
る
地
域
編
成
に
つ
い
て
の
歴
史
的
分
析
を
行
っ
た
。 

 

第
三
章
は
、
一
九
九
四
年
に
屋
代
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
、
当
地
の
地
域
社
会
研
究
の
可
能
性
を
大
き
く

広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
屋
代
木
簡
に
つ
い
て
、
律
令
国
家
成
立
期
で
あ
る
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭

の
木
簡
を
中
心
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
ら
の
木
簡
の
分
析
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
へ
の

政
治
制
度
の
変
化
に
木
簡
の
あ
り
方
が
即
応
し
て
い
る
状
況
が
み
て
と
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
た

な
統
治
制
度
が
普
遍
的
な
強
制
力
を
も
ち
な
が
ら
地
域
支
配
に
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
第Ⅰ

部
で
述
べ
た
信
濃
の
地
域
的
特
色
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
屋
代
木
簡
に
み
え

る
ウ
ジ
名
や
部
名
の
あ
り
方
は
、
木
簡
が
機
能
し
た
場
ま
た
は
地
域
に
お
い
て
、
金
刺
舎
人
や
他
田
舎
人

な
ど
の
有
力
首
長
層
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
な
政
治
的
・
経
済
的
支
配
関
係
が
色
濃
く
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
反
映
し
て
い
る
。
彼
ら
は
七
世
紀
後
半
以
降
、
木
簡
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
文
書
行
政
す
な
わ
ち
令

制
的
な
支
配
体
制
の
受
容
・
進
展
に
伴
い
、
当
地
域
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
担
う
地
方
の
官
人
も
し
く
は
そ

れ
に
近
い
立
場
の
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
と
り
あ
げ
た
屋
代
木
簡

は
、
当
地
域
の
伝
統
的
な
支
配
関
係
が
律
令
体
制
に
組
み
入
れ
ら
れ
新
た
な
地
方
支
配
が
進
展
し
て
い
く
、
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そ
の
過
程
の
な
か
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。 

 
第
四
章
は
、
屋
代
木
簡
が
出
土
し
た
屋
代
遺
跡
群
を
含
む
埴
科
郡
を
対
象
と
し
て
、
律
令
制
下
の
「
制

度
的
地
域
」
で
あ
る
郡
の
地
域
社
会
構
造
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
千
曲
川
に
沿
っ
た
埴

科
郡
は
大
き
く
三
つ
の
小
地
域
に
分
け
ら
れ
、
こ
の
三
つ
の
小
地
域
そ
れ
ぞ
れ
に
首
長
層
が
存
在
し
た
と

推
定
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
屋
代
木
簡
に
は
、
木
簡
が
出
土
し
た
屋
代
遺
跡
群
を
含
む
一

小
地
域
の
五
郷
の
名
の
み
し
か
み
え
ず
、
他
の
二
つ
の
小
地
域
の
郷
名
は
み
え
な
い
こ
と
か
ら
、
令
制
下

の
八
世
紀
前
半
の
埴
科
郡
に
お
い
て
小
地
域
ご
と
の
支
配
関
係
を
前
提
と
す
る
支
配
構
造
が
存
在
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
地
域
支
配
構
造
の
あ
り
方
は
、
七
世
紀
後
半
以
降

の
律
令
国
家
成
立
過
程
に
お
け
る
当
地
域
で
の
地
域
編
成
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

国
家
に
よ
る
地
域
の
共
同
体
的
諸
関
係
の
総
括
的
把
握
が
目
指
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て
、
当
地
域
で
は
、

小
地
域
間
相
互
の
諸
関
係
を
も
と
に
、
小
地
域
ご
と
に
存
在
す
る
政
治
的
・
経
済
的
支
配
関
係
が
、
評
・

郡
へ
と
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。 

 

第
五
章
で
は
、
屋
代
木
簡
を
は
じ
め
近
年
の
出
土
文
字
資
料
に
よ
っ
て
大
幅
に
増
加
し
た
歴
史
的
情
報

の
一
つ
で
あ
る
行
政
地
名
の
表
記
に
注
目
し
た
。
古
代
の
信
濃
国
の
行
政
地
名
で
あ
る
国
名
、
郡
（
評
）

名
、
郷
（
里
）
名
に
関
す
る
表
記
を
整
理
し
、
そ
の
制
定
が
律
令
国
家
に
よ
る
地
方
把
握
の
一
端
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
ら
が
律
令
国
家
体
制
の
一
環
で
あ
る
地
方
行
政
制
度
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に

理
解
で
き
る
か
と
い
う
視
点
で
考
察
し
た
。
信
濃
国
の
行
政
地
名
は
、
大
宝
四
年
（
七
〇
四
）
に
国
名
が

「
信
濃
」
の
表
記
に
公
定
さ
れ
た
が
、
郡
名
や
郷
名
の
う
ち
、
改
定
が
行
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
神

亀
三
年
か
ら
天
平
期
初
期
に
か
け
て
の
時
期
の
改
定
と
推
定
し
た
。
本
論
は
、
全
国
的
に
増
加
し
つ
つ
あ

る
木
簡
な
ど
の
出
土
文
字
資
料
の
歴
史
的
情
報
の
一
端
を
デ
ー
タ
化
し
定
量
的
に
分
析
し
よ
う
と
し
た
試

み
で
あ
る
。
正
確
な
デ
ー
タ
の
作
成
と
そ
の
有
効
な
活
用
方
法
と
い
う
課
題
は
あ
る
が
、
出
土
文
字
資
料

に
限
ら
ず
、
主
に
埋
蔵
文
化
財
調
査
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
情
報
の
増
大
と
い
う

現
状
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
の
歴
史
的
情
報
を
デ
ー
タ
化
し
分
析
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
古
代
史
研
究
、

と
く
に
古
代
の
地
域
社
会
研
究
に
と
っ
て
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
研
究
手
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

第
六
章
は
、
第
四
章
で
行
っ
た
埴
科
郡
の
地
域
支
配
構
造
の
分
析
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
信

濃
国
全
域
に
敷
衍
し
た
場
合
、
地
域
支
配
が
よ
り
合
理
的
で
円
滑
に
機
能
す
る
た
め
の
あ
り
方
が
模
索
さ

れ
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
、
そ
う
し
た
信
濃
の
地
政
上
の
視
点
か
ら
主
に
官
衙
と
官
道
の
関
係
を
中
心
に

考
察
し
た
。
い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
信
濃
国
府
の
問
題
や
、
養
老
五
年
（
七
二
一
）
か
ら
天
平
三
年

（
七
三
一
）
に
か
け
て
存
在
し
た
諏
方
国
、
あ
る
い
は
「
須
芳
山
嶺
道
」
に
つ
い
て
試
論
を
提
示
し
た
。 

 

第Ⅲ

部
で
は
、
信
濃
国
を
中
心
に
古
代
の
災
害
に
つ
い
て
論
じ
た
。
序
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
災
害

は
地
域
社
会
の
環
境
を
短
期
間
で
、
な
お
か
つ
大
幅
に
変
化
、
変
容
さ
せ
る
要
因
で
あ
る
。
災
害
は
時
と

し
て
地
域
社
会
の
存
続
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
る
と
と
も
に
、
社
会
全
体
の
方
向
性
を
大
き
く
変
え
る

契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
七
章
で
は
、
糸
魚
川
―
静
岡
構
造
線
と
い
う
大
断
層
系
、
あ
る
い
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
善

光
寺
地
震
で
長
野
盆
地
を
中
心
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
長
野
盆
地
西
縁
断
層
帯
の
活
動
に
よ
り
、

八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
少
な
く
と
も
二
度
の
大
震
度
の
地
震
が
発
生
し
た
可
能
性
が

高
い
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
近
年
の
調
査
に
よ
り
、
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）

五
月
乙
巳
条
に
み
え
る
「
遠
江
国
地
震
」
で
、
飯
田
市
南
信
濃
の
山
地
が
崩
落
し
、
河
川
を
せ
き
止
め
天

然
ダ
ム
が
形
成
さ
れ
る
地
変
が
発
生
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
山
国
で
あ
る
特
徴
と
し
て
、
信
濃

で
は
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
山
体
の
崩
壊
と
そ
れ
に
よ
る
河
道
閉
塞
が
発
生
し
、
地
域
社
会
に
と
っ
て
壊
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滅
的
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
き
た
が
、
こ
の
遠
山
地
変
は
、
文
献
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
災
害
と
し

て
は
信
濃
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
目
に
見
え
る
形
で
現
代
に
伝
わ
る
貴
重
な
痕
跡
で
あ
る
。 

 

第
八
章
で
は
、
日
本
列
島
を
襲
っ
た
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
七
・
八
月
の
災
害
と
、
そ
れ
に
起
因
し
て

発
生
し
た
と
み
ら
れ
る
古
代
信
濃
国
最
大
の
災
害
と
も
い
え
る
仁
和
四
年
五
月
の
大
洪
水
に
つ
い
て
論
じ

た
。
仁
和
三
年
の
災
害
は
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
と
そ
れ
に
続
く
台
風
と
み
ら
れ
る
暴
雨
風
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
信
濃
の
八
ヶ
岳
の
山
体
崩
壊
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
、
岩
屑
な
だ
れ
が
千
曲
川
河
道
を
閉

塞
し
、
そ
の
天
然
ダ
ム
が
翌
年
の
五
月
に
決
壊
し
て
下
流
の
六
郡
を
襲
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
遺
跡
の
様
相
か
ら
み
て
そ
の
被
害
は
甚
大
で
あ
り
、
長
野
盆
地
南
部
の
屋
代
遺

跡
群
や
篠
ノ
井
遺
跡
群
の
自
然
堤
防
上
で
は
、
そ
の
後
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
集
落
が
営
ま
れ
た
形

跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
で
、
さ
ら
に
下
流
に
位
置
し
洪
水
砂
に
覆
わ
れ
た
痕
跡
が
み
ら
れ

な
い
南
宮
遺
跡
は
、
洪
水
後
の
十
世
紀
に
大
集
落
へ
と
発
展
す
る
。
こ
の
よ
う
に
仁
和
の
大
洪
水
は
信
濃

の
地
域
に
大
変
動
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
影
響
は
信
濃
国
の
行
政
支
配
の
あ
り
方
に
も
お

よ
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
従
来
い
わ
れ
て
き
た
信
濃
国
府
の

小
県
郡
か
ら
筑
摩
郡
へ
の
移
転
に
つ
い
て
、
こ
の
仁
和
の
大
災
害
が
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
試
論
を
提
起
し
た
。 

 

第Ⅳ

部
は
、
古
代
信
濃
の
産
出
品
で
あ
る
馬
、
薬
物
、
麻
織
物
に
か
か
わ
る
論
考
に
よ
っ
て
構
成
し
た
。

こ
れ
ら
の
生
産
物
は
、
古
代
信
濃
の
生
産
と
貢
納
・
流
通
の
面
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
馬
と
薬
物
で
あ
る
大
黄
の
生
産
は
、
信
濃
に
限
ら

ず
日
本
古
代
社
会
に
お
け
る
大
陸
文
化
の
受
容
の
問
題
と
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
日
本
古
代
に
お
け
る
信
濃
の
地
域
的
特
性
を
解
明
す
る
こ
と
で
も

あ
る
と
考
え
る
。 

 

第
九
章
で
は
、
五
・
六
世
紀
に
お
け
る
馬
の
文
化
の
受
容
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
そ
れ
が
地
域
社
会
に

も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
変
動
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
地
域
間
の
新
た
な
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
試

み
た
。
蔀
屋
北
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
、
馬
の
文
化
の
受
容
過
程
は
か

な
り
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
古
代
の
日
本
列
島
に
あ
っ
て
、
馬
の
生
産
で
は
お
そ
ら
く

質
・
量
と
も
に
他
の
地
域
を
凌
駕
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
信
濃
で
の
馬
の
文
化
の
受
容
の
様
相
は
、
在
地

社
会
の
大
き
な
変
動
と
、
朝
鮮
半
島
に
ま
で
お
よ
ぶ
広
域
な
地
域
間
交
流
が
生
じ
た
こ
と
を
想
定
で
き
る

も
の
で
あ
っ
た
。 

 

第
十
章
で
は
、
藤
原
宮
跡
か
ら
出
土
し
た
薬
物
木
簡
の
な
か
に
、
大
宝
令
施
行
ま
も
な
い
八
世
紀
初
頭

に
、
信
濃
国
高
井
郡
か
ら
藤
原
宮
に
貢
進
さ
れ
た
大
黄
の
付
札
が
存
在
す
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
た
。

正
倉
院
薬
物
の
種
々
薬
帳
や
曝
涼
使
解
な
ど
に
よ
り
、
大
黄
が
需
要
の
非
常
に
大
き
い
相
当
量
が
必
要
な

薬
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
、
早
い
時
期
か
ら
藤
原
宮
木
簡
に
み
る
よ
う
な
国
内
で
産

出
さ
れ
る
大
黄
の
貢
進
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
た
。
『
延
喜
式
』
が
規
定
す
る
年
料
雑
薬
は
、
こ
う
し

た
貢
進
が
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
貢
進
量
か
ら
み
て
、
大
黄
を
貢
進
す
る
七
カ
国
の

中
心
は
陸
奥
国
、
信
濃
国
で
あ
り
、
大
黄
が
寒
冷
な
気
候
の
土
地
で
採
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
大
黄
は
現
代
の
漢
方
医
学
に
お
い
て
も
、
最
も
重
要
な
薬
種
の
一
つ
で
あ
り
、

現
在
処
方
さ
れ
る
大
黄
は
薬
用
植
物
ダ
イ
オ
ウ
の
三
年
以
上
の
根
茎
を
乾
燥
し
た
も
の
を
用
い
る
が
、
そ

の
ダ
イ
オ
ウ
は
日
本
列
島
に
は
自
生
し
な
い
。
処
方
に
用
い
ら
れ
る
薬
物
に
は
一
定
の
薬
効
、
品
質
が
必

要
で
、
古
代
の
日
本
で
も
中
国
と
同
様
の
処
方
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
ダ
イ

オ
ウ
が
、
比
較
的
適
所
で
あ
る
陸
奥
国
や
信
濃
国
な
ど
の
高
冷
地
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
定
し
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た
。
百
済
を
通
じ
て
本
格
的
に
医
療
や
本
草
の
知
識
、
技
術
が
ヤ
マ
ト
王
権
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
六
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
後
半
に
か
け
て
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
で
は
ダ
イ
オ
ウ
の
一
種
で
あ
る
チ
ョ

ウ
セ
ン
ダ
イ
オ
ウ
が
自
生
し
、
実
際
に
大
黄
が
処
方
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
第Ⅰ

部
で
述
べ
た
よ
う

に
、
信
濃
が
ヤ
マ
ト
王
権
や
百
済
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
藤
原
宮
木

簡
に
み
る
信
濃
国
か
ら
の
大
黄
の
貢
進
の
淵
源
は
、
六
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
推
定
し
た
。 

 

第
十
一
章
で
は
、
古
代
信
濃
で
の
「
ヲ
」
の
生
産
あ
る
い
は
そ
の
成
果
物
と
し
て
想
定
さ
れ
る
麻
織
物

を
対
象
と
し
た
が
、
第
九
・
十
章
と
は
異
な
り
、
生
産
や
貢
納
・
流
通
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
麻
織
物

の
生
産
行
程
や
そ
の
職
掌
に
か
か
わ
る
ウ
ジ
名
・
部
名
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
由
来
す
る
地
名
で
あ
る
「
ヲ

ウ
ミ
」
「
ヲ
ミ
」
と
い
う
語
の
表
記
の
問
題
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
た
。
「
ヲ
ウ
ミ
」
「
ヲ
ミ
」
と
は
本

来
、
苧
や
麻
の
繊
維
を
糸
の
太
さ
ま
で
裂
い
て
細
く
し
、
そ
れ
を
糸
に
つ
む
ぐ
行
為
を
意
味
す
る
語
で
あ

る
が
、
麻
織
物
の
工
程
全
体
を
象
徴
す
る
語
と
し
て
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
ウ
ジ
名
や
部
名
と
な
り
、
古
代

の
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
漢
字
表
記
は
「
麻
續
」
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
漢
字
の

「
續
」
に
は
本
来
「
ウ
ム
」
と
い
う
字
義
は
な
く
、
「
ウ
ム
」
の
意
味
を
も
つ
漢
字
は
「
績
」
で
あ
っ
た

た
め
、
鎌
倉
時
代
後
期
あ
た
り
か
ら
次
第
に
「
麻
績
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
五
世
紀
後
半
か

ら
十
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
段
階
で
は
、
「
續
」
表
記
よ
り
も
「
績
」
表
記
の
方
が
広
く
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
遷
の
過
程
を
古
代
か
ら
中
世
ま
で
の
史
資
料
に
み
え
る
表
記
を
可
能
な
限

り
拾
い
な
が
ら
た
ど
っ
て
み
た
。
し
か
し
、
近
世
に
お
い
て
も
「
ヲ
ウ
ミ
」
「
ヲ
ミ
」
の
表
記
に
「
續
」

を
用
い
る
表
記
は
消
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
麻
續
」
と
「
麻
績
」
の
表
記
は
併
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

が
「
麻
績
」
の
表
記
に
統
一
さ
れ
た
の
は
明
治
新
政
府
の
段
階
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
論
点
は
地
名
や
人
名

な
ど
の
固
有
名
称
の
一
語
、
一
字
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
古
代
か
ら
近
代
ま
で
、
あ
る
い
は

「
字
」
や
「
字
文
」
に
み
る
大
陸
文
化
の
受
容
の
問
題
ま
で
、
考
察
の
対
象
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も

あ
ら
ゆ
る
方
向
に
広
が
る
歴
史
的
情
報
で
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
。 

 
 

終
章
で
は
、
本
論
文
の
ま
と
め
と
し
て
、
地
域
に
お
い
て
増
加
・
蓄
積
さ
れ
て
い
く
歴
史
的
情
報
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
地
域
の
歴
史
像
を
、
対
象
と
な
る
地
域
内
外
に
常
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
が
現

代
の
地
域
社
会
に
対
し
て
歴
史
研
究
が
も
ち
う
る
意
義
で
あ
り
、
そ
う
し
た
場
を
い
か
に
構
築
し
て
い
く

か
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。 


