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家
・
同
族
研
究
に
お
け
る
長
谷
川
理
論
の
画
期
性

9

日
本
経
済
史

・
日
本
史
の
分
野
か
ら
の
評
価

ー

は
じ
め
に

長
谷
川
善
計
氏
の
家

・
同
族

・
村
落
研
究
は
‘
言
う
ま
で
も
な
く
‘

社
会
学
の
研
究
分
野
で
の
達
成
で
あ
る
が
、
日
本
経
済
史

・
日
本
史

の
分
野
か
ら
見
て
も
‘
画
期
的
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
と
思
う
。
お

そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
家

・
村
と
い
う
視
点
か
ら
の
日
本
社
会
の
研
究

が
、
研
究
史
の
系
譜
上
、
戦
前
の
日
本
資
本
主
義
論
争
を
出
発
点
と

し
て
お
り
、
研
究
分
野
は
異
な

っ
て
い
た
と
し
て
も
‘
課
題
意
識
と

方
法
論
の
点
で
、
共
通
す
る
も
の
を
も

っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
研
究
か
各
分
野
に
お
い
て
、
時
代
状
況
の
変
化

と
と
も
に
‘
息
切
れ
状
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な

っ
て
久
し
か
っ
た
と

い
う
こ
と
も
‘
共
通
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
長
谷
川
理

論
は
そ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
成
果
で
あ

っ
た
‘
と
私
は
考
え
て
い
る
。

大

島

真

理

夫

大
阪
市
立
大
学
経
済
学
部
教
授

家
・
同
族
研
究
に
お
け
る
視
座
転
換

近
世
・
近
代
日
本
の
家

・
同
族
の
研
究
に
お
け
る
長
谷
川
理
論
の

最
大
の
ポ
イ

ン
ト
は
‘
ご
自
身
で
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
家

を

「家
族
」
、
「経
営
体
」
と
い
う
‘
い
わ
ば
内
部
か
ら
の
視
角
で
分

析
す
る
の
で
は
な
く
、
外
部
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
家
か
ど
の

よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
か
‘
と
い
う
点
に
視
座
を
転
換
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(l
)
 

『家

・
同
族
団

・
村
落
の
社
会
史
』
第

1
部
に
お
い
て
、
経
営
体

論
の
代
表
と
し
て
有
賀
喜
左
衛
門
説
、
家
族
論
の
代
表
と
し
て
喜
多

野
清
一
説
を
検
討
し
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
‘
①
日
本
の
家
、
同
族

団
が
、
中
国
や
韓
国
と
は
こ
と
な
り
、
父
系
親
族
集
団
の
原
理
が
貫

徹
せ
ず
、
非
親
族
の
構
成
員
を
含
む
の
は
な
ぜ
か
、
②
日
本
の
同
族

団
の
編
成
原
理
で
あ
る
従
属
農
民
制
度
か
親
族
と
非
親
族
の
双
方
を

含
ん
で
い
る
こ
と
の
位
置
づ
け
‘
③
日
本
の
家
は
構
成
員
を
欠
い
て



も
‘
言
い
換
え
れ
ば
家
族
は
断
絶
し
て
も
存
続
す
る
の
は
な
ぜ
か
‘

④
―
つ
の
家
が
複
数
の
家
族

・
経
営
体
を
包
含
す
る
こ
と
が
あ
る
、

と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
十
分
答
え
ら
れ
な
い
と
批
判
し
、
次
の
よ

(2
)
 

う
に
、
研
究
方
法
の
転
換
を
主
張
し
た
。

そ
れ
は
‘
こ
れ
ま
で
の
家
や
同
族
団
の
研
究
が
、
経
営
体
や

家
族

・
親
族
関
係
と
い
う
、
家
や
同
族
団
の
「
内
部
」
か
ら
の

み
み
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
家
や
同
族
団
の
も
つ
独
自

性
は
、
そ
れ
を
「
内
部
」
か
ら
み
て
い
た
だ
け
で
は
‘
ど
う
し

て
も
解
明
で
き
な
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
家
は
、
家
族
や
経
営
体
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
た
社

会
的
単
位
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
明
し

て
い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
一
八

0
度
回
転
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

視
座
を
転
換
さ
せ
る
と
は
‘
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
家
を
そ
の

「
内
部
」
に
お
い
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
て
、
「
外
部
」
か

ら
と
ら
え
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
抽
象
的
に
い
え

ば
、
特
定
の
社
会
集
団
を
、
そ
の
外
的
シ
ス
テ
ム

(
e
x
te
r
n
a
l

sys
te
m
)

と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
視
点
に
た
っ
て
、
長
谷
川
氏
は
、
日
本
の
家
が
近
世
初
期
の

支
配
機
構
の
な
か
で
、
支
配
の
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
れ
は
家

族
や
経
営
体
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
別
個
の
範
疇

に
よ

っ
て
単
位
と
し
て
の
設
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
家

は
、
「
一
軒
前
の
家
」
、
「
家
株
」、
「
百
姓
株
」
と
し
て
成
立
し
、
領

主
お
よ
び
村
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
公
的
」
な
性
格
を
も
つ
存
在

で
あ
っ
た
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
一
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換

で
あ
る
。

長
谷
川
氏
に
と
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
視
座
の
転
換
は
容
易
で
は

な
か

っ
た
。
佐
久
地
方
の
近
世
村
落
史
料
の
調
査
に
よ
っ
て
、
従
来

の
家
族
論
、
経
営
体
論
の
視
角
で
は
理
解
で
き
な
い
調
査
結
果
を
得

な
が
ら
も
、
「
そ
れ
に
対
す
る
解
答
を
容
易
に
見
出
せ
な
い
ま
ま
思

(3
)
 

い
あ
ぐ
ね
る
期
間
が
そ
の
後
も
相
当
に
続
い
た
」
、
「
一
種
の
頭
打
ち

(4
)
 

の
状
態
に
あ

っ
た
」
と
率
直
に
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
短
い
文
章
で
は

あ
る
が
、
我
々
に
感
銘
を
あ
た
え
て
い
る
。

日
本
経
済
史
・
日
本
史
に
お
け
る
家
族
研
究
の
特
徴

長
谷
川
氏
は
、
社
会
学
に
お
け
る
家

・
同
族
研
究
が
、
家
族
論
、

経
営
体
論
と
い
う
視
角
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
限
界
が
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
状
況
が
日
本
経
済
史

・
日
本

史
に
お
け
る
近
世
初
期
の
家
族
形
態
研
究
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
社
会
学
と
は
異
な
り
、
家
そ
の
も
の
の
性
格
を
解
明
す
る

と
い
う
動
機
は
希
薄
で
あ
る
。

戦
後
の
日
本
農
業
史
研
究
の
巨
星
と
い
う
べ
き
古
島
敏
雄
の
戦
後
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直
後
の
業
績
に

『家
族
形
態
と
農
業
の
発
達
』が
あ
る
。
本
書
は
‘

原
始
、
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
の
各
時
代
に
つ
い
て
、
「
稲
作

を
中
心
と
し
た
わ
が
農
業
生
産
の
技
術
的
特
性
が
、
ど
の
よ
う
な
形

態
の
労
力
を
要
求
す
る
か
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
そ
の
需
要
の
形
態

と
、
相
応
じ
て
生
起
し
て
い
た
各
時
代
の
家
族
形
態
の
現
象
形
態
と
、

こ
の
両
者
の
合
体
と
し
て
の
生
産
様
式
の
姿
と
を
追
求
す
る
こ
と
を

(6
)
 

問
題
と
し
て
い

」
た
。
農
業
に
お
け
る
労
働
力
需
要
の
あ
り
方
と
家

族
形
態
と
が
対
応
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
‘
近
世
前
期
の
家
族
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

ま
と
め
て
い

翠

（地
主
手
作
経
営
の
衰
退
と
小
農
経
営
の
一
般
化
と
い
う

ー
引
用
者
）
経
営
形
態
に
お
け
る
こ
の
変
化
は
、
法
制
的
に

は
小
百
姓
の
分
離
独
立
が
宗
門
帳
の
上
で
も
認
め
ら
れ
る
と
い

う
形
の
上
に
現
れ
て
く
る
。
か
つ
て
付
傭
的
階
層
と
し
て
同

一

戸
籍
内
に
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
も
、
生
活
お
よ
び
生
産
の
分
離

と
と
も
に
別
個
の
百
姓
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

元
禄
頃
に
複
合
家
族
が
比
較
的
単
純
な
も
の
に
分
離
し
、
水

呑

・
被
官
・
名
子
的
な
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
小
百
姓
と
し
て
扱

わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
は
そ
の
―
つ
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

地
主
手
作
の
形
態
が
強
固
で
あ
れ
ば
二
、
三
男
の
独
立
は
絶
対

に
認
め
ら
れ
ず
‘
下
人
と
等
し
い
労
力
と
し
て
扱
わ
れ
、
ま

た
そ
れ
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
、
経
営
主
と
し
て
の
家
長
の

地
位
か
絶
対
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

94 

農
業
経
営
の
あ
り
方
の
変
化
が
家
族
形
態
の
変
化
を
も
た
ら
し
、

そ
れ
が
法
制
的
な
変
化
に
結
果
す
る
、
と
い
う
因
果
連
関
で
あ
る
。

後
述
す
る
が
、
こ
こ
に
は
、
生
産
力
の
変
化
が
、
生
産
関
係
の
変
化

を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
法
的
上
部
構
造
の
変
化
を
導
く
と
い

う
、
周
知
の
唯
物
史
観
の
論
理
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
。
と
同
時
に
、
こ
の
研
究
が
、
戦
時
中
に
農
業
適
性
規
模
研
究
の

共
同
研
究
の
一
部
分
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
、
い
わ
ば
生
産
力
増
強
の

(8
)
 

た
め
に
国
策
的
研
究
で
あ

っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
。

こ
れ
に
続
い
て
、

一
九
五

0
年
代
前
半
に
は
い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地

論
争
が
お
こ
な
わ
れ
、
近
世
初
期
の
農
業
経
営
の
性
格
に
つ
い
て
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
そ
の

―
つ
の
焦
点
は
、
初
期
の
家
数
人

数
帳
や
宗
門
人
別
帳
に
現
れ
る
、
傍
系
親
族
を
含
む
複
雑
な
構
成
の

本
百
姓
の
大
家
族
集
団
の
評
価
で
あ

っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
‘
論

者
た
ち
の
関
心
は
‘
こ
の
時
期
の
農
業
経
営
の
歴
史
的
性
格
規
定
に

(9
)
 

あ

っ
た
。
安
良
城
盛
昭
は
、
そ
れ
を
複
合
大
家
族
あ
る
い
は
家
父
長

的
大
家
族
と
呼
び
、
家
族
内
分
業
に
も
と
づ
く
大
経
営
が
本
質
で
あ

る
と
し
、
宮
川
満
は
族
縁
的
共
同
体
と
呼
び
、
血
縁
者
な
ら
び
に
非

血
縁
者
も
擬
制
的
に
家
族
員
と
し
て
包
含
し
、
そ
れ
ら
の
小
農
民

の
夫
役
を
利
用
す
る
大
経
営
と
し
た
。
こ
の
両
者
は
‘
集
団
を
一
っ

の
大
家
族

（擬
制
も
ふ
く
め
て
）
と
考
え
て
お
り
、
長
谷
川
氏
に
よ

る
社
会
学
の
研
究
整
理
に
な
ら

っ
て
い
え
ば
、
家
族
論
的
立
場
と
い



え
る
。
ま
た
、
遠
藤
進
之
助
は
小
族
団
協
業
体
と
呼
び
、
生
産

・
生

活
の
諸
部
面
で
の
緊
密
な
共
同
組
織
と
し
、
後
藤
陽
一
は
族
縁
的
小

協
業
体
と
呼
び
、
小
農
民
経
営
成
立
の
契
機
と
し
て
の
生
産
お
よ
び

諸
賦
課
の
た
め
の
協
業
組
織
で
あ
り
家
父
長
的
性
格
は
認
め
ら
れ
な

い
、
と
し
た
。
同
じ
く
、
経
営
体
論
的
立
場
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
論
者
に
共
通
す
る
の
は
、
農
業
生
産
力
の
高
低
が
農
業

経
営
形
態

II
小
経
営
の
展
開
度
に
反
映
し
、
そ
れ
が
、
諸
帳
簿
に

現
れ
る
、
本
百
姓
を
箪
頭
者
と
す
る
集
団
の
構
成
と
規
模
を
決
定
す

る
の
だ
、
と
い
う
方
法
論
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
古
島
の
論
理
展

開
と
同
じ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宮
川
満
は
、
後
に
長
谷
川
氏
た
ち
が

フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
北
佐
久
•
東
信
地
方
の
「
本
百
姓
」
（
抱
え

主
）
ー
「
抱
百
姓
」
（
添
家
、
門
家
）
集
団
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
紐

抱
主
は
一
般
に
一

o
i二
O
反
以
上
の
田
畑
を
経
営
す
る
に

あ
た

っ
て
、
妻
子
や
下
人
の
労
働
力
の
は
か
に
、
添
家
・
門
家

の
抱
の
労
働
力
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い

う
と
、
抱
主
は
自
分
の
も

っ
て
い
る
比
較
的
多
く
の
田
畑
を
自

分
で
経
営
す
る
必
要
上
、
多
く
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、

抱
を
掌
握
し
て
屋
敷
内
の
別
棟
に
お
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

中
世
以
来
の
有
力
農
民
の
経
営
形
態
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

一
般
に
、
家
別
人
別
帳
な
い
し
人
別
帳
の
上
で
は
持
高
が
ま
っ

た
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
検
地
帳
に
よ
る
と
、

〔
中
略
〕
か
れ
ら
の
う
ち
に
は
少
な
い
な
が
ら
も
田
畑
を
も

っ
て
検
地
帳
の
登
録
人
に
な

っ
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
、
そ
れ

は
年
代
の
下
る
ほ
ど
多
く
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は

そ
の
零
細
な
持
高
だ
け
で
は
自
分
を
再
生
産
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
の
た
め
に
有
力
農
民
で
あ
る
家
長
な
い
し
主
家
の
経
営

に
労
働
を
提
供
し
て
依
存
し
、
家
長
な
い
し
主
家
の
屋
敷
内
の

別
棟
に
自
分
の
家
族
と
と
も
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
当
時
の
抱
主
と
抱
と
の
間
に
は
、
農
業
労
働
の
収
授

を
媒
介
に
し
て
相
互
に
依
存
充
足
の
関
係
が
存
在
し
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
農
耕
労
働
の
収
授
を
媒
介
に
し
て
、
抱

主
を
中
心
に
そ
の
血
縁
者
や
非
血
縁
者
が
家
族
と
と
も
に
集
ま

っ
た
単
婚
家
族
の
集
合
体
を
、
私
は
先
に
族
縁
共
同
体
と
呼
ん

だ
の
で
あ
る
。

〔
中
略
〕
畿
内
先
進
地
域
で
は
、
す
で
に
中
世
後
期
か
ら
単

婚
家
族

I
I
抱
の
独
立
化
に
と
も
な
っ
て
〔
上
記
の
〕
族
縁
共

同
体
は
次
第
に
変
質
分
解
し
、
寛
文
ー
元
禄
期
に
は
一
般
に
独

立
小
農
民
I
I

独
立
単
婚
家
族
と
し
て
の
本
百
姓
•
水
呑
を
骨

子
と
し
甚
本
単
位
と
す
る
村
落
構
成
が
一
般
化
し
た
。
〔
信
州

小
縣
郡
〕
辰
ノ
ロ
村
で
は
か
な
り
お
く
れ
て
、
さ
き
に
の
べ
た

よ
う
に
享
保
期
ご
ろ
ま
で
に
抱
が
一
お
う
一
軒
前
の
宗
門
改
帳

の
筆
頭
人
と
な
り
、
族
縁
共
同
体
は
変
質
分
解
し
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
辰
ノ
ロ
村
よ
り
さ
ら
に
後
進
的
な
村
で
は
‘
族

縁
共
同
体
の
変
質
分
解
が
さ
ら
に
遅
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
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か
も
‘
な
お
注
意
す
べ
き
は
‘

一
般
に
生
産
力
の
低
い
後
進
地

域
で
は

一
お
う

l

軒
前
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
抱
が
な

お
完
全
に
は
独
立
し
が
た
く
‘
そ
の
た
め
日
常
生
活
に
お
い
て
、

か
つ
て
の
抱
主
や
有
力
膜
民
に
依
存
し
、
相
互
に
扶
助
す
る
こ

と
が
多
か

っ
た
点
で
あ
る
。（〔

〕
内
は
引
用
者
）

生
産
力
の
高
低

（そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
）
↓
経

営
形
態
の
変
化
↓
経
済
的
先
進
と
後
進
↓
家
族
形
態
の
変
化
↓
帳
簿

上
の
登
録
人
構
成
の
変
化
、
と
い
う
連
関
に
よ
る
史
料
理
解
が
典
型

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
決
し
て
宮
川
に
限
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
‘
む
し
ろ

一
般
的
な
認
識
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

家
数
人
数
帳
や
宗
門
改
帳
に

「名
子
」
「
抱
」
等
の
記
載
が
あ
る
と
‘

農
業
経
営
的
に
必
要
な
隷
属
的
農
民
と
理
解
し
、
そ
れ
ら
が
高
を
付

け
ら
れ
て
別
に
記
載
さ
れ
る
と
、
経
営
的
に
自
立
化
し
た
と
評
価
す

る
、
と
い
う
よ
う
な
史
料
解
釈
で
あ
る
。

佐
々
木
潤
之
介
の
軍
役
論
は
‘
こ
の
よ
う
な
下
部
構
造
か
ら
上
部

構
造
を
説
明
す
る
方
法
論
を
徹
底
さ
せ
た
場
合
で
あ
る
。
佐
々
木
は
‘

下
部
構
造
に
、
小
農
ウ
ク
ラ
ー
ド

（独
立
し
た
小
農
生
産
）
と
名
田

地
主
ウ
ク
ラ
ー
ド

（従
属
農
民
の
夫
役
を
利
用
す
る
大
経
営
）
を
と

い
う
二
種
類
の
並
存
を
認
識
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
小
百
姓
お
よ

び
名
田
地
主
か
ら
の
生
産
物
年
貢
収
奪
の
体
系
と
‘
名
田
地
主
に
依

存
し
た
陣
夫
役
徴
発
1
1

軍
役
の
体
系
と
い
う
‘
二
種
類
の
権
力
編

成
の
論
理
を
構
築
し
た
の
で
あ
る

こ
れ
ら
を
、
長
谷
川
氏
の

言
葉
に
直
し
て
言
え
ば
‘
徹
底
し
て

「
内
部
」
か
ら
の
視
点
で
あ
り
、
「内
部
」
か
ら
一
貫
し
た
論
理
を

も

っ
て

「
外
部
」
（
外
的
シ
ス
テ
ム
）
を
説
明
す
る
と
い
う
方
法
で

あ

っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
‘
基
礎
構
造
I
I
下
部
構
造
か
ら
社
会
全
体
を
展
望

す
る
、
あ
る
い
は
基
礎
構
造
の
性
格
が
支
配
体
系
の
あ
り
方
を
決
定

す
る
‘
と
い
う
方
法
論
は
‘
わ
が
国
の
歴
史
研
究
の
な
か
で
は
‘
や

は
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
1
1

日
本
資
本
主
義
論
争
か
ら
の
影
響
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
古
島
の
研
究
紹
介
に
さ
い

し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
戦
時
期
の
生
産
力
拡
充
と
い
う
国
策

（戦

後
の
高
度
経
済
成
長
1
1

重
化
学
工
業
建
設
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も

整
合
す
る
）
と
の
対
応
関
係
も
軽
視
で
き
な
い
し
、
こ
の
認
識
が
、

歴
史
に
お
け
る
先
進
と
後
進
の
認
識
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ

と
も
、
指
摘
し
て
お
き
た
い

。
さ
き
に
‘
日
本
国
内
に
お
け
る
経
済

的
先
進
地
域
と
後
進
地
域
と
い
う
議
論
を
紹
介
し
た
が
、
同
じ
論
理

か
、
欧
米
先
進
国
と
ア
ジ
ア
諸
国
、
日
本
の
関
係
に
も
‘
適
用
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
‘
下
部
構
造
か
ら
の
認
識
や
、
先
進

ー
後
進
関
係
の
認
識
が
、
ま

っ
た
＜
誤

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
の
固
定
的
な
適
用
か
歴
史
認
識
の
歪
み
を
も
た
ら
し
た
こ
と

も
‘
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。



外
的
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
視
点

H
本
経
済
史
・
日
本
史
の
研
究
史
の
な
か
で
も
、
外
的
シ
ス
テ
ム

II
支
配
形
態
か
ら
の
規
定
性
を
重
視
す
る
視
角
が
な
か

っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

村
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
が
、
こ
の
見
地
に
た

つ
研
究
と
し
て

(12
)
 

は
、
中
村
吉
治
の
封
建
制
再
編
成
説
か
ら
の
村
落
共
同
体
論
と
、
西

(3
)
 

川
善
介
の
幕
藩
行
政
村
と
生
活
協
同
体
の
峻
別
論
が
代
表
的
で
あ
ろ

、つ
中
村
は
‘
近
世
に
お
い
て
は
‘
小
農
民
家
族
の
独
立
性
が
高
ま
り
、

共
同
体
は
土
地
所
有
、
耕
作
労
働
、
水
利
、
山
野
利
用
な
ど
の
契
機

ご
と
に
分
化
し
、
単
一
の
共
同
体
と
い
う
実
体
は
過
去
の
も
の

（中

世
ま
で
）
と
な

っ
た
と
論
じ
る
。
そ
れ
で
も
、
個
々
の
家
の
独
立
性

は
、
家
の
直
接
的
支
配
を
可
能
に
す
る
は
ど
で
は
な
い
の
で
、
擬
制

的
な
共
同
体
と
し
て
村
を
設
定
し
て
農
民
を
支
配
し
た
と
す
る
。
し

た
が

っ
て
、
村
は
あ
く
ま
で
支
配
単
位
と
し
て
上
か
ら
設
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
共
同
体
の
実
態
と
は
乖
離
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

(4
)
 

西
川
は
‘
戒
能
通
孝
の
入
会
理
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
幕
藩
行

政
村
と
生
活
協
同
体
は
原
理
的
に
別
物
で
あ
り
、
両
者
の
地
域
的

一

致
の
方
が
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

ど
ち
ら
も
、
近
世
の
村
が
、
幕
藩
権
力
に
よ

っ
て
設
定
さ
れ
た
農

民
支
配
単
位
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

「外
部

シ
ス
テ
ム
」
を
独
立
の
要
因
と
し
て
認
識
に
組
み
込
ん
で
お
り
、
重

要
な
問
題
提
起
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
一

九
五

0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
か
け
て
、
近
世
史
研
究
の
主
流
は
‘

上
記
の

「内
部
」
か
ら
の
視
角
の
研
究
が
中
心
で
あ
り
、
中
村
や
西

川
の
業
績
は
十
分
に
評
価
さ
れ
て
来
た
と
は
い
え
な
い

。
ま
た
、
両

者
と
も
、
行
政
村
と
生
活
協
同
体
の
乖
離
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
上

か
ら
の
設
定
が
、
い
か
に
「
内
部
」
自
体
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
独

自
性
を
形
作

っ
て
い

っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
‘
十
分
に
意
識
さ

れ
て
い
な
か

っ
た
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
長
谷
川

氏
は
ま
さ
に
そ
こ
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
七

0
年
代
末
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
、
時
代
状
況
の
変
化

と
と
も
に
、
基
礎
構
造
か
ら
の
研
究
は
息
切
れ
状
況
に
な
り
、
日
本

史
研
究

（近
世
史
）
に
お
け
る
経
済
史
離
れ
が
進
ん
だ
。
小
農
や
村

落
共
同
体
と
い
う
用
語
に
代
え
て
、
小
百
姓
や
村
社
会
と
い
う
用
語

か
好
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
従
来
の
構
造
論
的
な
研
究
は
後
退
し
、

初
期
村
方
騒
動
や
後
期
の
国
訴
、
広
域
的
な
地
域
秩
序
形
成
と
い
っ

(15
)
 

た
、
運
動
論
的
な
視
角
か
ら
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
ら
わ
れ
た
そ
う

し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
国
制
史
の
視
角
か
ら
、

『封
建
制
の
再
編
と

日
本
的
社
会
の
確
立
』
を
表
題
に
掲
げ
た
水
林
彪
の
研
究
は
、
ス
ケ

ー
ル
の
大
き
な
、
き
わ
め
て
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。
水
林
の
関
心

の
焦
点
は
国
家
支
配
の
構
造
の
特
質
に
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
エ
こ
そ

が
幕
藩
制
支
配
の
も

っ
と
も
重
要
な
特
質
で
あ
る
と
考
え
た
。
「
幕

藩
体
制
に
お
け
る
支
配
関
係
の
細
胞
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
‘
イ
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工
で
あ

っ
た
。
」
「
上
は
将
軍
・
天
皇
か
ら
、
下
は
小
百
姓
に
い
た
る

ま
で
、
幕
藩
体
制
の
骨
格
を
形
作
る
単
位
は
‘
イ
エ
に
は
か
な
ら
な

か
っ
た
。
幕
藩
体
制
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
エ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
理

(16
)
 

解
で
き
る
秩
序
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
水
林
の
膨
大
な
研
究

を
全
面
的
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

の
で
、
印
象
論
的
な
コ

メ
ン
ト
に
な

っ
て
し
ま
う
か
、
イ
エ
を
導
入
す
る
論
理
が
や
や
先
験

的
、
形
式
的
で
あ
り
、
ま
た
イ
エ
の
解
体
に
つ
い
て
も
‘
イ
エ
の
解

体
と
個
人
の
析
出
は
市
場
経
済
の
全
面
的
展
開
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
が
、
幕
藩
体
制
の
段
階
で
は
「
イ
エ
的

・
共
同
体
的
な
も
の
を

分
解
し
き

っ
て
個
人
を
析
出
し
、
そ
の
対
極
に
正
当
的
暴
力
を
集

中
•
独
占
す
る
官
僚
国
家
が
埠
立
す
る
と
い
う
国
制
を
も
た
ら
す
段

(17
)
 

階
に
は
到
達
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
」
と
‘
こ
れ
ま
た
、
か
な
り
形

式
的
な
経
済
史
理
解
に
た

っ
て
い
る
。
藪
田
貫
が
、
近
世
か
ら
現
代

に
い
た
る
日
本
を

一
貫
し
て
と
ら
え
る
キ
イ

・
ワ
ー
ド
は
「
イ
エ
」

で
は
な
く
‘

「家
族
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
す
る
の
も
、
そ
の
辺

8
)
 

に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
推
察
す
る
も
の
で
あ
る

お
わ
り
に

以
上
、
簡
単
な
研
究
史
整
理
で
は
あ
る
が
、
日
本
経
済
史
・
日
本

史
の
分
野
で
の
家
族

・
村
落
研
究
に
お
い
て
も
、
長
谷
川
氏
が
社
会

学
の
研
究
史
に
つ
い
て
批
判
し
た
の
と
同
じ
問
題
を
抱
え
‘
し
か
も

な
お
、
そ
の
問
題
点
を
克
服
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

つ
も
り
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
長
谷
川
氏
の

の
要
請
は
‘
日
本
経
済
史

・
日
本
史
に
と
っ
て
も
‘

起
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
後
進
の
我
々
が
受
け
継
ぐ
べ
き
課
題
を
一
点
だ
け
述
べ

て
お
き
た
い
。
長
谷
川
氏
は
‘
村
落
研
究
に
つ
い
て
も
同
じ
視
座
の

転
換
の
必
要
性
を
主
張
さ
れ
た
が
、
家
、
同
族
、
従
属
農
民
制
度
な

ど
に
比
べ
る
と
、
村
落
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

に
思
う
。
日
本
の
家
の
二
面
性
（
私
的
側
面
と
公
的
側
面
）
は
、

「社
会
関
係
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
『
生
活
協
同
体
と
し
て
の
村
』
な

い
し

『村
落
共
同
体
』
と
、

『行
政
単
位
と
し
て
の
村
』
と
い
う
村

落
の
二
面
構
造
に
対
応
す
る
も
の
で
あ

っ
た
」
、
「
生
活
協
同
体
と
し

て
の
村
は
‘
か
か
る
構
造
を
も

っ
た
家
に
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、
行
政

村
の
な
か
に
統
合
さ
れ
緊
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
内
在
的
構
造

(19
)
 

を
も

っ
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
十
分
に
展
開

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
の
―
つ
で
あ

る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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「
視
座
の
転
換
」

重
大
な
問
題
提

※
長
谷
川
善
計
先
生
に
は
‘
専
攻
分
野
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘

学
会
等
を
つ
う
じ
て
ご
交
誼
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
。
先
生
の
主
張

さ
れ
る
、
家

・
村
研
究
に
お
け
る

「
視
座
の
転
換
」
は
‘
日
本
経

済
史
・
日
本
史
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
り
、
私
自
身

も
そ
の
方
向
で
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
深
く
共
感
す
る
と
こ

ろ
で
し
た
。
謹
ん
で
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。
な
お
、



文
中
の
人
名
に
は
‘
長
谷
川
先
生
の
み
敬
称
を
つ
け
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

註
(l
)

長
谷
川
善
計
•
竹
内
隆
夫

•

藤
井
勝
『
家
・
同
族
団
・
村
落
の
社
会

史
』
（
科
研
報
告
書
、
一
九
八
九
年
）。

(2
)

同
右
書
、
六
六
頁
。

(3
)

長
谷
川
善
計
•
竹
内
隆
夫
•
藤
井
勝

•

野
崎
敏
郎
r

日
本
社
会
の
基

層
構
造
ー
家

・
同
族
・
村
落
の
研
究
ー
」

（
法
律
文
化
社
‘
一
九
九

一
年
）
、
四
四
頁
。

(
4
)

同
右
書
、
四
五
頁
。

(5
)

古
島
敏
雄

『家
族
形
態
と
農
業
の
発
達
」
（
学
生
書
房
‘

一
九
四
七

年、

『古
島
敏
雄
著
作
集
』
第
二
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
四

年
、
所
収
）。

(6
)

同
右
書

（著
作
集
版
）
、

二
四
九
頁
。

(
7
)

同
右
書

（著
作
集
版
）
、
三
四
七
頁
。

(
8
)

同
右
書

（著
作
集
版
）
、
二
四
九
頁
。

(
9
)

以
下
、
各
論
者
の
主
張
の
ま
と
め
は
、
大
島
真
理
夫

r
近
世
農
民
支

配
と
家
族
・
共
同
体
』
（
増
補
版
、
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
三
年）

第

一
部
第
一
章
、
参
照
。

(1
0)

清
水
盛
光
•
前
田
正
治
編

『
近
世
後
進
地
域
の
農
村
構
造
I

信
濃

国
小
縣
郡
辰
ノ
ロ
村
の
場
合
ー
」
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

一

九
六

一
年
）、
六
七
ー
六
八
頁
。

(11)

佐
々
木
潤
之
介

r
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
（
御
茶
の
水
書
房
‘

九
六
四
年
）
。

(12
)

中
村
吉
治

『
日
本
の
村
落
共
同
体
」

年
）。

(13)

西
川
善
介

r
林
野
所
有
の
形
成
と
村
の
構
造
」
（
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
五
七
年
）。

(14
)

戒
能
通
孝

r
入
会
の
研
究
」（
日
本
評
論
社
‘
一
九
四
一―一年）
。

(15)

水
本
邦
彦

『近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九

八
七
年
）
、
藪
田
貫

『国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
」（
校
倉
書
房、

一
九

九
二
年
）
、
久
留
島
浩
「
直
轄
県
に
お
け
る
組
合
村
ー
惣
代
庄
屋
制
」

（『
歴
史
学
研
究
』
一

九
八
二
年
度
大
会
特
集
号
）
、
谷
山
正
道

r
近
世

民
衆
運
動
の
展
開
」（
高
科
書
店
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。

(16)

水
林
彪

r
封
建
制
の
再
編
と
日
本
的
社
会
の
確
立
』

（
山
川
出
版
社
、

一
九
八
七
年
）
二
五
五
頁
。

(17)

同
右
書
、
四
五
三
頁
。

(18
)

藪
田
貫

『女
性
史
と
し
て
の
近
世
」
（
校
倉
書
房
、

一
九
九
六
年
）

第
二
論
文
。

(1
9)

長
谷
川
・
竹
内

•

藤
井
•
野
崎
、
前
掲
書
（
注

3
)、

七
頁
。

（
日
本
評
論
社
、

一
九
五
七

―
二
六
ー
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