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本
書
『
ロ
ー
マ
期
か
ら
ア
ラ
ブ
初
期
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
の
村
落
制
度
』
は
、
二
〇
一
四
年
に
開
催
さ
れ
た
学
会
「
ロ
ー
マ
初
期
か
ら

フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
期
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
の
村
落
制
度
」
で
の
報
告
を
も
と
に
し
た
論
文
集
で
、
一
〜
八
世
紀
、
ロ
ー
マ
支
配
の
開
始
か
ら

ア
ラ
ブ
支
配
期
初
期
ま
で
の
村
落
の
諸
制
度
を
取
り
扱
う
。
第
一
章
が
序
論
で
あ
り
、
続
く
一
一
の
章
で
個
別
の
制
度
が
扱
わ
れ
る
。
本

稿
で
は
各
章
の
内
容
を
必
要
に
応
じ
て
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
な
が
ら
紹
介
し
、
最
後
に
全
般
的
な
評
価
を
す
る
が
、
ま
ず
本
書
の
概

要
を
知
る
た
め
に
も
目
次
を
示
す
。

1 .    Introduction （M
. L

angellotti and D
.W

. R
athbone

）

2 .    Police procedures and petitions in R
om

an E
gypt:  the role of village officials （R

. M
ascellari

）

3 .    P
rivate associations and village life in early R

om
an E

gypt （M
. Paganini

）
4 .    E

lders （presbuteroi

） of the farm
ers and of the village in R

om
an E

gypt:  the cases of B
acchias and K

aranis （S. Strassi

）

5 .    T
he association of state farm

ers and its role in village adm
inistration in R

om
an E

gypt （T. K
ruse

）
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6 .    R
ecord-offices in villages in R

om
an E

gypt （M
. L

angellotti

）

7 .    V
illage or tow

n:  D
id it m

atter for m
aking w

ills in R
om

an E
gypt?  （M

. N
ow

ak

）

8 .    P
rivate banks in villages of R

om
an E

gypt （F. L
erouxel

）

9 .    Festivals and celebrations in the countryside （A
. Jördens

）

10 .    Fiscal institution or local com
m

unity?  T
he village koinon in L

ate A
ntiquity （4 th-8 th centuries

） （L
. B

erkes

）

11 .    T
he m

onastery of A
pa A

pollo as landow
ner and em

ployer （G
. Schenke

）

12 .    ‘G
reat M

en’, churchm
en, and the others:  form

s of authority in the villages of the U
m

ayyad period 

（A
. 

Papaconstantinou
）

第
一
章
「
序
論
」
で
は
、
第
一
節
「
な
ぜ
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
の
村
落
制
度
な
の
か
？
」
で
ま
ず
村
落
制
度
が
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は

行
政
、
宗
教
、
社
会
あ
る
い
は
経
済
な
活
動
の
た
め
に
、
村
落
共
同
体
が
有
す
る
、
あ
る
い
は
村
落
共
同
体
内
に
あ
る
集
団
的
組
織
（col-

lective organisation

）、
そ
し
て
そ
の
活
動
の
た
め
の
施
設
・
慣
習
・
実
践
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
村
落
制
度
が
な
ぜ
研
究
の
対

象
と
な
り
う
る
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
伝
統
的
に
都
市
に
注
目
し
て
き
た
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
史
研
究
に
お
い
て
、
農
村
部
の
研
究
は
ア
ッ

テ
ィ
カ
の
デ
モ
ス
や
ロ
ー
マ
帝
国
西
部
の
ウ
ィ
ク
ス
や
パ
グ
ス
と
い
っ
た
政
治
組
織
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
が
、
考
古
学
資
料
・
碑
文

史
料
の
利
用
が
進
み
、
豊
富
な
パ
ピ
ル
ス
史
料
が
得
ら
れ
る
エ
ジ
プ
ト
も
農
村
研
究
に
貢
献
を
な
す
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
と
い
う
の
も

ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
の
社
会
・
行
政
研
究
は
村
落
に
由
来
す
る
史
料
を
扱
い
、
個
別
の
村
落
に
つ
い
て
の
研
究
も
あ
る
が
、

村
落
制
度
や
村
落
共
同
体
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
国
家
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
全
般
的
な
研
究
を
欠
い
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
空
白
を
埋
め

る
た
め
の
最
初
の
試
み
と
さ
れ
る
。

第
二
節
「
村
落
と
制
度
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
語
の
定
義
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
、
第
三
節
「
エ
ジ
プ
ト
の
村
落
制
度
：
概
観
」

で
は
、
各
章
の
議
論
の
紹
介
が
、
ロ
ー
マ
期
か
ら
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
期
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
村
落
行
政
の
発
展
に
つ
い
て
の
編
者
の
暫
定
的
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な
研
究
成
果
に
組
み
込
む
形
で
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
史
料
の
豊
富
な
ア
ル
シ
ノ
イ
テ
ス
・
ノ
モ
ス
（
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
）
に
焦
点
を
あ
て
、

都
市
や
国
家
に
対
し
て
村
落
制
度
は
独
立
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
村
落
制
度
は
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
、
あ
る

い
は
ど
の
程
度
反
映
し
育
ん
だ
の
か
と
い
う
二
つ
の
問
題
を
意
識
し
な
が
ら
述
べ
ら
れ
る
。
本
節
末
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
そ
の
概
要
は
以

下
の
よ
う
に
な
る
（
一
五
〜
一
六
頁
）。
紀
元
一
世
紀
は
村
落
共
同
体
と
そ
の
指
導
者
が
か
な
り
の
独
立
性
と
自
信
を
有
し
て
い
た
時
期

で
、
文
書
使
用
お
よ
び
経
済
・
宗
教
活
動
が
盛
ん
で
繁
栄
し
て
い
た
。
指
導
者
の
力
の
源
泉
は
財
力
と
い
う
よ
り
も
役
職
に
あ
り
、
村
人

か
ら
の
訴
え
に
耳
を
貸
す
上
位
の
行
政
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
た
。
二
世
紀
に
も
繁
栄
は
続
く
が
、
村
の
役
職
を
然
る
べ
き
財
産
を
持

つ
村
落
外
の
人
物
に
委
ね
る
義
務
的
公
共
奉
仕
（
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
）
制
度
の
導
入
に
よ
り
行
政
上
の
独
立
が
制
限
さ
れ
は
じ
め
る
。
三

世
紀
に
入
る
と
二
〇
〇
／
一
年
に
ノ
モ
ス
の
中
心
集
落
で
あ
る
州
都
（
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
）
に
都
市
参
事
会
が
設
け
ら
れ
、
参
事
会
員
が
村

の
役
職
を
務
め
る
よ
う
に
な
り
、
国
家
の
介
入
が
さ
ら
に
強
ま
る
。
そ
の
到
達
点
が
、
参
事
会
が
国
家
に
従
属
す
る
よ
う
に
な
る
デ
ィ
オ

ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
改
革
で
あ
る
。
村
落
の
経
済
的
・
宗
教
的
な
独
立
も
二
・
三
世
紀
に
失
わ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
都
市
（
州
都
）
の

発
展
、
大
規
模
土
地
私
有
の
進
展
、
納
税
の
責
任
を
個
々
の
村
落
民
で
は
な
く
集
団
に
負
わ
せ
る
と
い
う
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
。
四
世

紀
以
降
は
、
大
所
領
や
修
道
院
を
別
に
す
れ
ば
、
財
政
上
の
責
任
を
負
う
村
落
共
同
体
（
コ
イ
ノ
ン
）
を
「
偉
大
な
る
男
た
ちgreat m

en

」

と
呼
ば
れ
る
新
し
い
村
落
エ
リ
ー
ト
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
に
力
を
与
え
た
の
は
そ
の
経
済
力
で
あ
り
、
国
家
は
納
税
が
滞
り

な
く
な
さ
れ
る
限
り
は
村
落
内
部
に
は
関
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
。
コ
イ
ノ
ン
は
社
会
・
文
化
的
な
役
割
を
果
た
さ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
が
徐
々
に
仲
介
者
お
よ
び
貧
者
に
対
す
る
救
済
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。

第
二
章
「
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
の
警
察
手
続
き
と
嘆
願
書
：
村
役
人
の
役
割
」
で
は
、
窃
盗
、
暴
力
、
紛
失
と
い
っ
た
事
件
・
事
故
を

ノ
モ
ス
レ
ベ
ル
の
役
人
に
訴
え
る
嘆
願
書
の
分
析
か
ら
、
村
落
に
お
け
る
警
察
業
務
を
担
っ
た
役
人
（
便
宜
上
、
警
官
と
す
る
）
が
ま
ず

事
件
の
報
告
を
受
け
捜
査
を
行
い
、
事
件
の
証
人
と
な
っ
た
こ
と
、
た
だ
し
彼
ら
の
権
限
に
は
限
界
が
あ
り
、
彼
ら
に
さ
ら
な
る
捜
査
を

す
る
権
限
を
与
え
る
た
め
に
嘆
願
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
、
嘆
願
書
の
作
成
は
被
害
者
で
は
な
く
警
官
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
り
、
嘆

願
書
の
提
出
に
も
警
官
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
嘆
願
書
に
記
さ
れ
る
事
件
の
状
況
が
し
ば
し
ば
簡
潔
な
の
は
現
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場
に
い
る
警
官
が
す
で
に
知
っ
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
被
害
者
自
身
に
よ
る
捜
査
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
な
い
こ
と
は
捜
査
の
権
限
は
警
官

に
の
み
あ
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
村
の
警
察
活
動
に
お
い
て
警
官
が
果
た
し
た
積
極
的
な
役
割
が
強
調
さ
れ
る
。

自
力
救
済
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
姿
を
描
き
出
す
本
章
の
議
論
は
新
鮮
で
あ
る
が
、
こ
の
議
論
が
成
り
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
村
の
警
官
に

よ
る
認
知
と
行
動
が
な
け
れ
ば
、
犯
罪
は
表
沙
汰
に
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
警
官
の
力
は
期
待
さ
れ
る
の
と
は
違
っ
た
形
で
発
揮
さ

れ
た
こ
と
に
も
な
る（
１
）。

史
料
か
ら
再
構
築
さ
れ
る
制
度
が
ど
の
程
度
運
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
裏
付
け
を
得
る
こ
と
は
難

し
い
に
せ
よ
、
一
定
の
留
保
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
三
章
「
ロ
ー
マ
初
期
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
私
的
団
体
と
村
落
生
活
」
は
、
紀
元
一
世
紀
（
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
期
）
ま
で
の
私
的
団
体

（private association
）
の
性
格
と
役
割
を
論
じ
る
。
ま
ず
私
的
団
体
が
、
目
的
を
持
ち
継
続
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
共
同
体
と
し
て
の
認

識
を
持
ち
自
発
的
に
作
ら
れ
、
成
文
ま
た
は
非
成
文
の
規
定
が
あ
る
団
体
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
人
的
交
流
の
場
で
あ
る
だ
け
で

な
く
村
の
他
の
制
度
と
と
も
に
共
同
体
意
識
を
育
ん
だ
ゆ
え
に
重
要
で
、
権
力
と
の
接
点
を
持
つ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
団
体
の
名
称
に
基

づ
い
て
「
宗
教
団
体
」「
職
業
団
体
」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
す
る
こ
と
は
団
体
の
包
括
的
な
性
質
を
見
誤
ら
せ
る
と
し
て
注
意
を
促

す
。
こ
の
よ
う
な
全
般
的
な
性
格
を
説
明
し
た
上
で
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
農
民
（
皇
帝
領
の
耕
作
者
を
含
む
）、
家
畜
飼
育
者
の
団
体
が
多

く
、
業
務
の
円
滑
な
遂
行
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
ま
た
神
殿
が
社
交
お
よ
び
信
仰
の
場
と
し
て
団
体
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、

神
殿
内
や
そ
の
近
く
に
活
動
場
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
団
体
は
税
の
徴
収
に
よ
っ
て
行
政
機
構
と
の
関
わ
り
を
持

ち
、
支
配
者
に
と
っ
て
の
有
用
性
が
ロ
ー
マ
期
に
お
け
る
組
合
の
発
展
を
部
分
的
に
せ
よ
説
明
す
る
と
い
う
。
団
体
に
は
異
な
る
地
位
・

出
身
地
の
人
が
加
入
し
、
複
数
の
団
体
へ
の
加
入
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
交
友
関
係
を
広
げ
る
と
と
も
に
帰
属
意
識
を
育
む
も
の
で
あ
っ

た
と
も
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
経
済
・
宗
教
・
社
会
的
な
役
割
が
団
体
に
あ
っ
た
で
あ
る
。
妥
当
な
結
論
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー

マ
世
界
の
任
意
団
体
を
包
括
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
「
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
トC

openhagen 

A
ssociations P

roject

」
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
本
章
は（
２
）、

ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
私
的

団
体
に
つ
い
て
言
え
そ
う
な
こ
と
を
パ
ピ
ル
ス
史
料
か
ら
裏
付
け
る
、
あ
る
い
は
言
え
そ
う
な
こ
と
に
引
き
つ
け
て
史
料
を
解
釈
す
る
き
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ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

第
四
章
「
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
耕
作
者
お
よ
び
村
の
長
老
：
バ
ッ
キ
ア
ス
と
カ
ラ
ニ
ス
の
事
例
」
は
、
公
有
地
を
耕
作
す
る

義
務
を
負
っ
た
（
あ
る
い
は
権
利
を
持
っ
た
）
農
民
で
あ
る
「
国
家
の
耕
作
者
」（state farm

ers

）
を
代
表
す
る
「
国
家
の
耕
作
者
の
長

老
」
と
「
村
の
長
老
」
の
一
・
二
世
紀
に
お
け
る
性
格
と
役
割
を
論
じ
る
。
著
者
は
両
者
が
エ
ジ
プ
ト
の
伝
統
に
基
づ
く
存
在
で
、
後
六

〇
年
頃
に
私
有
地
を
も
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
前
者
か
ら
後
者
へ
と
名
称
が
変
化
し
た
同
一
の
制
度
だ
と
理
解
し
た
先
行
研
究
を
紹

介
し（
３
）、「

村
の
長
老
」
が
義
務
的
公
共
奉
仕
制
度
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
二
世
紀
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
期
の
「
村
の
長
老
」

は
公
有
地
の
管
理
・
配
分
、
納
税
に
責
任
を
持
ち
、
さ
ら
に
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
の
あ
い
だ
に
村
落
の
行
政
も
付
随
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
と
い
う
全
般
的
な
性
格
を
ま
と
め
る
。
そ
の
の
ち
ア
ル
シ
ノ
イ
テ
ス
・
ノ
モ
ス
北
東
部
に
位
置
す
る
二
つ
の
村
か
ら
の
史
料
に

長
老
が
現
れ
る
事
例
を
逐
一
紹
介
す
る
。
そ
し
て
長
老
に
課
せ
ら
れ
る
役
割
と
責
任
が
増
加
し
て
い
っ
た
た
め
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

強
制
的
に
就
任
が
求
め
ら
れ
る
職
と
な
っ
た
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
す
べ
て
の
村
の
長
老
が
義
務
的
公
共
奉
仕
に
よ
っ
て
選
ば

れ
た
か
は
不
明
だ
と
し
多
様
性
が
あ
り
得
た
可
能
性
を
示
し
、
ま
た
主
た
る
任
務
が
公
有
地
の
管
理
と
徴
税
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
有
地

の
多
い
ア
ル
シ
ノ
イ
テ
ス
・
ノ
モ
ス
に
お
い
て
重
要
性
が
高
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

第
五
章
「
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
の
国
家
の
耕
作
者
の
団
体
と
村
落
行
政
に
お
け
る
役
割
」
も
「
国
家
の
耕
作
者
」
の
ロ
ー
マ
期
に
お
け

る
組
織
と
役
割
の
変
化
を
問
う
。
た
だ
し
第
四
章
と
同
じ
「
耕
作
者
の
長
老
」
と
「
村
の
長
老
」
を
扱
い
つ
つ
も
、
そ
の
結
論
は
異
な
っ

て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
期
に
は
他
の
役
人
と
と
も
に
村
の
代
表
と
し
て
、
外
部
の
役
人
と
の
交
渉
や
灌
漑
シ
ス

テ
ム
と
耕
地
の
検
査
と
い
っ
た
村
の
行
政
に
関
わ
っ
て
い
た
「
国
家
の
耕
作
者
の
長
老
」
は
、
ロ
ー
マ
期
に
は
公
有
地
の
転
貸
や
国
家
の

耕
作
者
に
よ
る
嘆
願
書
の
受
付
な
ど
国
家
の
耕
作
者
の
管
理
や
彼
ら
に
関
わ
る
こ
と
に
業
務
が
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
長
老
た
ち
は

私
的
団
体
と
同
じ
よ
う
に
「
代
表ἡγούμενος

」
を
持
つ
こ
と
（
一
世
紀
）、
メ
ン
バ
ー
を
自
分
た
ち
で
選
出
す
る
こ
と
（
三
世
紀
）
も
あ

り
、
耕
作
者
た
ち
も
長
老
と
は
異
な
る
代
表
を
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
選
び
、
柔
軟
に
組
織
を
変
え
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
国
家
の
耕
作
者

の
長
老
」
が
「
村
の
長
老
」
に
転
化
し
た
と
い
う
第
四
章
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
先
行
研
究
の
理
解
に
異
を
唱
え
、
三
世
紀
に
も
前
者
が
知
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ら
れ
る
こ
と
か
ら
両
者
は
併
存
し
た
別
個
の
制
度
と
捉
え
る
。「
国
家
の
耕
作
者
」
は
私
的
団
体
（private association

）
の
形
態
を
取
る

の
に
対
し
て
、「
村
の
長
老
」
は
義
務
的
公
共
奉
仕
に
よ
り
任
命
さ
れ
村
の
行
政
を
担
う
存
在
で
あ
り
、
こ
の
制
度
の
導
入
が
「
国
家
の
耕

作
者
の
長
老
」
の
職
域
を
狭
め
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
章
と
の
見
解
の
相
違
を
気
に
し
て
か
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
発
展
や
二
つ
の

制
度
の
関
係
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
と
し
、
第
四
章
の
よ
う
な
解
釈
も
可
能
で
あ
る
と
の
留
保
を
最
後
に
つ
け
て
い
る
。

第
六
章
「
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
の
村
落
に
お
け
る
文
書
館
」
は
、
前
二
世
紀
以
降
村
落
に
置
か
れ
、
契
約
の
登
記
お
よ
び
文
書
作
成
全

般
を
担
っ
た
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
と
呼
ば
れ
た
施
設
に
注
目
す
る
。
具
体
的
に
は
一
世
紀
半
ば
に
テ
プ
テ
ュ
ニ
ス
の
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
の
運

営
者
が
残
し
た
文
書
群
の
分
析
か
ら
、
こ
の
施
設
が
独
立
共
同
体
と
し
て
の
村
落
が
機
能
す
る
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し

た
の
か
、
そ
し
て
ど
の
程
度
村
落
に
自
治
（self-adm

inistration

）
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
問
う（
４
）。

ま
ず
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
に
つ
い
て
、

そ
の
運
営
権
は
入
札
さ
れ
、
特
定
の
個
人
・
家
族
が
長
期
に
渡
り
運
営
し
え
た
こ
と
、
州
都
の
文
書
館
は
村
の
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
の
監
督

者
で
は
な
い
が
売
買
さ
れ
た
土
地
の
情
報
を
共
有
し
連
携
し
て
い
た
こ
と
、
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
で
作
ら
れ
た
契
約
書
の
写
し
は
州
都
と
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
、
契
約
の
記
録
簿
は
州
都
に
送
ら
れ
た
と
い
う
基
本
的
な
事
項
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
本
章
の
目
的
の
た
め
に
、
グ

ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
で
作
成
さ
れ
た
文
書
一
覧
か
ら
、
①
文
書
の
種
類
、
②
数
、
③
利
用
者
と
そ
の
素
性
を
検
討
す
る
。
①
文
書
の
種
類
は
、

土
地
の
貸
借
と
金
銭
の
貸
借
と
い
っ
た
経
済
活
動
の
た
め
の
契
約
書
が
多
く
、
団
体
の
規
約
、
宣
誓
、
嘆
願
書
も
あ
る
。
ど
の
文
書
も
法

的
な
効
力
を
持
ち
、
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
が
村
の
主
な
活
動
に
つ
い
て
文
書
を
作
る
唯
一
の
場
で
あ
り
、
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
が
存
在
す
る
が

ゆ
え
に
村
は
（
半
ば
）
独
立
し
た
と
さ
れ
る
。
②
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
は
年
間
を
通
じ
て
稼
働
し
、
月
に
平
均
五
八
点
の
文
書
が
作
成
さ
れ

た
。
③
年
間
利
用
者
は
約
一
六
〇
〇
人
で
、
ほ
と
ん
ど
が
二
〇
歳
か
ら
四
〇
歳
ま
で
の
男
性
で
あ
る
。
村
の
総
人
口
を
五
〇
〇
〇
人
と
す

る
と
人
口
の
三
割
、
総
家
族
の
半
数
が
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
利
用
者
は
、
多
く
の
財
を
持
つ
神
官
や
特
権

的
な
地
位
を
持
つ
ギ
リ
シ
ア
系
の
住
人
も
い
る
が
、
主
に
現
金
の
借
り
手
と
し
て
現
れ
る
エ
ジ
プ
ト
人
名
を
持
つ
も
の
も
お
り
、
す
べ
て

の
社
会
階
層
に
及
ん
で
い
た
。
そ
し
て
利
用
者
は
村
の
住
民
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
は
、
法
的
効
力
を
持

つ
文
書
を
作
ろ
う
と
す
る
人
が
最
初
に
訪
れ
る
場
所
で
あ
り
、
村
の
経
済
活
動
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
運
営
に
費
用
と
人
員
を
要
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す
る
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
は
、
そ
の
存
在
自
体
も
村
の
貨
幣
経
済
を
活
性
化
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
半
ば
独
立
し
た
機
関
で
あ
る
グ
ラ
フ
ェ

イ
オ
ン
は
住
民
が
文
書
作
成
の
た
め
に
移
動
す
る
手
間
を
省
き
、
村
の
一
定
の
自
治
を
実
現
し
た
と
い
う
の
が
本
章
の
結
論
で
あ
る
。
な

お
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン
に
対
す
る
統
制
は
二
世
紀
に
検
査
体
制
が
整
っ
た
こ
と
で
強
ま
り
、
さ
ら
な
る
統
制
が
三
世
紀
に
グ
ラ
フ
ェ
イ
オ
ン

を
消
滅
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。

第
七
章
「
村
か
街
か
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
遺
言
状
作
成
で
問
題
と
な
っ
た
の
か
」
は
、
村
落
と
州
都
に
お
け
る
法

実
践
の
違
い
の
有
無
を
検
討
す
る
た
め
に
遺
言
状
に
注
目
し
、
村
落
の
住
民
は
州
都
住
民
と
同
様
に
遺
言
状
を
作
成
で
き
た
の
か
、
そ
う

な
ら
ば
村
落
住
民
は
高
い
コ
ス
ト
を
支
払
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
ロ
ー
マ
法
に
則
っ
た
遺
言
状
は
、
都
市
と
退
役
兵
が
多
く
住
ん
だ
村

落
か
ら
見
つ
か
る
が
、
こ
れ
は
ロ
ー
マ
市
民
の
証
人
、
ラ
テ
ン
語
と
遺
言
状
の
書
式
を
知
る
起
草
者
、
さ
ら
に
相
続
税
の
支
払
い
の
た
め

に
も
ノ
モ
ス
の
行
政
長
官
で
あ
る
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
遺
言
状
が
開
封
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
同
様
に

非
ロ
ー
マ
市
民
が
用
い
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
遺
言
状
（διαθήκη

）
も
州
都
で
見
つ
か
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
、
村
落
で
は
元

来
エ
ジ
プ
ト
の
法
慣
習
の
伝
統
に
な
か
っ
た
遺
言
状
で
は
な
く
死
後
贈
与
や
結
婚
契
約
に
よ
る
伝
統
的
な
遺
産
の
分
配
が
好
ま
れ
た
と
解

釈
す
る
先
行
研
究
を
、
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
を
二
項
対
立
的
に
捉
え
る
こ
と
は
不
適
切
だ
と
批
判
し
、

遺
言
状
は
州
都
に
置
か
れ
た
ア
ゴ
ラ
メ
イ
オ
ン
と
い
う
施
設
で
作
成
さ
れ
、
や
は
り
遺
言
状
の
開
封
に
は
州
都
の
役
人
の
立
ち
会
い
が
必

要
だ
っ
た
た
め
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
村
落
住
民
が
遺
言
状
を
作
成
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に

は
大
き
な
障
害
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

第
八
章
「
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
の
村
落
に
お
け
る
私
営
銀
行
」
は
、
銀
行
家
に
関
す
る
碑
文
を
用
い
た
先
行
研
究
が
ロ
ー
マ
世
界
の
私

営
銀
行
に
つ
い
て
得
た
知
見
、
す
な
わ
ち
私
営
銀
行
は
大
都
市
に
あ
り
、
職
人
や
商
人
た
ち
が
利
用
し
て
い
た
と
い
う
見
解
を
、
パ
ピ
ル

ス
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
私
営
銀
行
の
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
で
批
判
す
る
。
帝
政
期
の
エ
ジ
プ
ト
の
私
営
銀
行
に
関
す
る
史
料
の
ほ
と
ん

ど
が
顧
客
の
求
め
に
応
じ
て
銀
行
が
作
っ
た
支
払
い
文
書
（διαγραφή

）
で
あ
る
。
そ
の
分
布
か
ら
、
や
は
り
私
営
銀
行
は
基
本
的
に
都

市
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
三
つ
の
ノ
モ
ス
の
五
つ
の
村
落
に
私
営
銀
行
が
確
認
で
き
、
そ
の
活
動
内
容
は
都
市
の
そ
れ
と
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変
わ
ら
な
い
。
所
在
や
規
模
が
不
明
な
村
落
（
コ
プ
テ
ィ
テ
ス
・
ノ
モ
ス
の
パ
パ
）
も
あ
る
が
、
情
報
が
得
ら
れ
る
村
落
は
規
模
が
大
き

く
、
州
都
か
ら
離
れ
て
お
り
、
隣
接
す
る
ノ
モ
ス
に
近
い
（
ヘ
ル
モ
ポ
リ
テ
ス
・
ノ
モ
ス
の
ク
ッ
サ
イ
と
タ
ル
）
か
交
易
の
拠
点
（
ア
ル

シ
ノ
イ
テ
ス
・
ノ
モ
ス
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
ア
ス
と
カ
ラ
ニ
ス
）
で
あ
る
。
そ
し
て
銀
行
の
利
用
者
は
商
工
業
者
に
限
ら
れ
ず
、
近
隣
の
村

落
の
住
人
や
銀
行
が
置
か
れ
た
場
所
の
近
く
に
土
地
を
持
つ
都
市
住
民
も
い
た
。
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
は
人
口
密
度
が

他
の
帝
国
諸
地
域
に
比
し
て
高
く
、
大
規
模
村
落
は
数
千
人
の
人
口
を
誇
る
も
の
が
あ
る
。
行
政
上
の
区
分
で
村
落
と
さ
れ
て
も
、
事
実

上
都
市
と
み
な
し
う
る
よ
う
な
規
模
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
私
営
銀
行
の
存
在
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
地

域
で
あ
れ
ば
都
市
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
集
落
が
エ
ジ
プ
ト
で
は
村
落
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
九
章
「
農
村
部
の
祝
祭
と
祝
典
」
は
、
祝
祭
に
焦
点
を
当
て
、
誰
が
祭
の
計
画
と
実
行
に
主
体
性
を
発
揮
し
た
か
、
祭
か
ら
村
落
共

同
体
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
と
一
体
性
に
つ
い
て
い
か
な
る
意
味
を
引
き
出
せ
る
か
を
問
う
。
ロ
ー
マ
期
よ
り
前
の
祭
は
神
々
ま
た
は
支
配
者

を
祀
る
も
の
で
、
神
殿
と
神
官
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
そ
れ
は
活
気
に
溢
れ
、
数
多
く
挙
行
さ
れ
、
多
く
の
参
加
者
を
集
め
、
人
々
に

広
く
訴
え
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ロ
ー
マ
期
に
入
っ
て
状
況
を
変
化
さ
せ
た
の
は
団
体
（association

）
の
祭
へ
の
関
与
で
あ

り
、
祭
に
参
加
す
る
演
奏
者
や
ダ
ン
サ
ー
を
手
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
祝
祭
は
神
殿
・
神
官
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
団
体
に
よ
っ
て
も

担
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
男
性
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
、
閉
鎖
的
な
会
合
を
開
く
と
い
う
団
体
が
元
来
持
っ
て
い
た
特
徴
は
祭
の
場
で

は
維
持
さ
れ
ず
、
女
性
を
含
め
た
広
い
参
加
者
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
三
・
四
世
紀
の
上
エ
ジ
プ
ト
の
ヘ
ル
モ
ン
テ
ィ
ス
の
事

例
か
ら
は
団
体
だ
け
で
な
く
大
土
地
所
有
者
に
よ
る
援
助
も
知
ら
れ
、
小
ア
ジ
ア
の
村
落
の
祭
と
似
た
状
況
か
ら
生
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

ま
た
著
者
は
ロ
ー
マ
期
の
ソ
ク
ノ
パ
イ
ウ
・
ネ
ソ
ス
村
の
史
料
か
ら
、
こ
の
村
で
は
年
の
半
分
近
く
が
祭
の
開
催
日
で
、
神
託
に
関
す
る

史
料
か
ら
村
外
か
ら
多
く
の
人
々
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
本
章
の
最
後
に
暫
定
的
な
も
の
と
し
て
三
つ
の
論
点
を
挙

げ
る
。
第
一
に
皇
帝
礼
拝
は
、
伝
統
的
な
神
殿
で
は
な
く
団
体
が
積
極
的
に
行
い
、
一
種
の
役
割
分
担
が
で
き
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
に
行
列
、
音
楽
、
踊
り
、
飲
酒
、
犠
牲
に
つ
い
て
は
よ
く
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
運
動
競
技
あ
る
い
は
詩
作
の
競
争
は
ほ
と
ん
ど
な

く
村
の
祭
文
化
は
多
様
で
あ
っ
た
。
第
三
に
二
三
〇
年
頃
に
起
こ
っ
た
ソ
ク
ノ
パ
イ
ウ
・
ネ
ソ
ス
村
の
放
棄
に
関
し
て
新
解
釈
が
提
示
で
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き
る
。
す
な
わ
ち
二
世
紀
後
半
の
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
疫
病
に
よ
る
人
口
減
少
は
そ
れ
だ
け
で
は
村
落
放
棄
の
理
由
に
は
な
ら
ず
、
疫
病
の
流

行
に
よ
り
人
の
移
動
を
伴
う
祭
の
開
催
が
中
止
さ
れ
た
か
、
神
官
た
ち
の
死
に
よ
り
以
前
と
同
じ
規
模
で
祭
を
開
催
で
き
な
く
な
っ
た
た

め
、
祭
を
「
主
産
業
」
と
し
て
い
た
ソ
ク
ノ
パ
イ
ウ
・
ネ
ソ
ス
が
衰
退
し
た
可
能
性
が
、
都
市
型
宗
教
の
隆
盛
や
人
々
の
宗
教
意
識
の
変

化
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
説
に
加
え
て
、
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
〇
章
か
ら
第
一
二
章
は
、
四
世
紀
以
降
の
古
代
末
期
・
イ
ス
ラ
ー
ム
期
に
充
て
ら
れ
る
。
第
一
〇
章
「
財
政
制
度
か
地
方
共
同
体

か
。
古
代
末
期
（
四
〜
八
世
紀
）
に
お
け
る
村
の
コ
イ
ノ
ン
」
で
は
、
納
税
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
財
政
上
の
目
的
で
複
数
の
村
落
を

ま
と
め
て
作
ら
れ
た
人
工
的
な
共
同
体
コ
イ
ノ
ン
が
、
村
落
エ
リ
ー
ト
の
共
通
の
利
害
関
係
を
表
明
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が

論
じ
ら
れ
る
。
コ
イ
ノ
ン
の
構
成
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
七
・
八
世
紀
の
史
料
か
ら
は
「
偉
大
な
男
た
ち
」
と
呼
ば
れ
る
村
の
名
士
た
ち

が
共
同
体
を
構
成
し
、
任
期
一
年
定
数
二
名
の
「
長
」
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
そ
の
業
務
を
「
下
級
の
長
」
の
集
団
が
補
佐
し
た
。
さ
ら

に
帳
簿
管
理
な
ど
を
担
う
「
村
書
記
」
と
外
部
の
高
位
役
人
に
任
命
さ
れ
る
「
村
の
助
役
」
が
加
わ
っ
て
い
た
。
コ
イ
ノ
ン
は
三
世
紀
末

か
ら
四
世
紀
初
め
に
か
け
て
作
ら
れ
た
が
、
か
つ
て
か
ら
存
在
し
て
い
た
共
同
で
の
納
税
責
任
を
制
度
化
し
た
も
の
で
、
コ
イ
ノ
ン
に
言

及
す
る
史
料
は
土
地
管
理
お
よ
び
税
の
徴
収
と
納
付
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
コ
イ
ノ
ン
の
構
成
員
の
名
前
が
分
か
る
文
書
に
は
聖
職
者

も
含
ま
れ
、
財
政
上
の
責
任
者
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
村
落
エ
リ
ー
ト
の
集
団
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て

古
代
末
期
の
村
落
が
国
家
か
ら
の
強
い
要
請
を
受
け
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
と
す
る
通
説
に
対
し
、
少
数
の
村
落
エ
リ
ー
ト
が
力
を
持
ち
、

繁
栄
し
て
い
た
村
落
像
を
提
示
す
る
最
近
の
研
究
を
紹
介
し
、
財
政
上
の
必
要
か
ら
作
ら
れ
た
組
織
が
、
そ
の
構
成
員
の
利
益
を
表
明
す

る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
と
す
る
。
た
だ
村
の
税
負
担
を
差
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
力
を
持
っ
た
コ
イ
ノ
ン
構
成
員
＝
村
落
エ
リ
ー
ト
の
力

は
無
制
限
な
も
の
で
は
な
く
、
不
当
に
扱
わ
れ
た
貧
者
は
キ
リ
ス
ト
教
聖
人
を
含
む
パ
ト
ロ
ン
に
助
け
を
求
め
た
。
そ
し
て
ア
ラ
ブ
期
に

な
り
、
新
た
な
支
配
者
の
代
理
人
が
村
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
と
そ
の
力
を
失
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。

第
一
一
章
「
土
地
所
有
者
お
よ
び
雇
用
者
と
し
て
の
ア
パ
・
ア
ポ
ロ
修
道
院
」
は
、
中
エ
ジ
プ
ト
の
バ
ウ
ィ
ト
に
位
置
し
標
準
的
な
村

落
に
匹
敵
す
る
面
積
を
持
ち
七
・
八
世
紀
に
栄
え
た
ア
パ
・
ア
ポ
ロ
修
道
院
を
紹
介
し
、
広
域
に
及
ぶ
地
片
を
獲
得
し
た
こ
の
修
道
院
が
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大
地
主
の
よ
う
に
周
囲
の
農
民
に
土
地
を
賃
貸
し
利
益
を
追
求
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
だ
が
、
オ
ク
シ
ュ
リ
ュ
ン
コ
ス
の
ア
ピ
オ

ン
家
所
領
と
比
べ
る
と
外
部
の
人
間
に
管
理
と
そ
の
責
任
を
委
ね
ず
、
修
道
院
内
部
の
人
間
が
携
わ
る
こ
と
で
不
在
地
主
化
せ
ず
、
修
道

院
の
土
地
賃
貸
に
よ
り
土
地
を
持
た
な
い
村
人
に
生
計
を
立
て
る
手
段
と
「
聖
な
る
修
道
共
同
体
」
に
加
わ
る
機
会
を
与
え
た
と
す
る
。

小
作
人
の
救
貧
と
宗
教
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
施
設
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
紹
介
さ
れ
る
史

料
か
ら
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
た
。

第
一
二
章
「『
偉
大
な
男
た
ち
』、
教
会
人
た
ち
、
残
り
の
者
：
ウ
マ
イ
ヤ
朝
期
の
村
落
に
お
け
る
権
威
の
形
態
」
は
、
六
五
〇
〜
八
〇

〇
年
頃
の
エ
ジ
プ
ト
社
会
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
共
同
体
が
重
要
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
聖
職
者
が
新
し
い
支
配
者
と
の
交
渉
を

し
て
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
九
世
紀
以
降
に
作
ら
れ
た
か
手
が
加
え
ら
れ
た
叙
述
史
料
の
偏
向
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
し
、
第
一

〇
章
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
村
落
エ
リ
ー
ト
の
重
要
性
を
評
価
す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
支
配
以
前
は
、
キ
リ
ス
ト
教
聖
職
者
は
合
法
的
な
力

を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
が
権
威
を
持
ち
共
同
体
の
指
導
者
た
り
え
た
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
支
配
下
で
の
共
同
体
を
代
表
す
る
の
は
世
俗
の
村

落
エ
リ
ー
ト
た
る
「
偉
大
な
男
た
ち
」
で
あ
る
（
た
だ
し
、
そ
の
中
に
聖
職
者
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。
彼
ら
は
納
税
責
任
を
負
う
た

め
支
配
者
に
追
求
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
共
同
体
内
部
で
は
大
き
な
力
を
持
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
法
の
知
識
を
有
し
文
書
作

成
（
た
だ
し
識
字
能
力
に
欠
け
る
者
も
い
た
）
を
担
い
、
債
権
者
と
し
て
共
同
体
内
で
の
社
会
経
済
的
な
地
位
を
高
め
た
。
そ
し
て
教
会

人
の
権
威
は
村
落
エ
リ
ー
ト
の
不
正
を
抑
え
る
た
め
に
発
揮
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
最
後
に
教
会
が
地
域
社
会
に
お
け
る
重
要
な
存
在
と
な

る
の
は
、
ア
ラ
ブ
人
支
配
者
が
農
村
部
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
既
存
の
村
落
エ
リ
ー
ト
の
力
が
失
わ
れ
て
か
ら
だ
と
い
う
見
通
し
を
示
し

て
い
る
。
編
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
一
五
頁
）、
第
一
〇
章
は
村
落
エ
リ
ー
ト
の
力
の
源
泉
を
税
負
担
の
配
分
に
見
る
が
、
本
章
で
は
共

同
体
内
部
で
の
他
の
活
動
、
と
り
わ
け
債
権
者
と
し
の
て
立
場
に
求
め
て
い
る
点
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
第
一
〇
章
の
議
論
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
く
補
い
合
っ
て
い
る
。

以
上
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
本
書
の
価
値
は
編
者
が
序
論
で
触
れ
る
よ
う
に
エ
ジ
プ
ト
の
村
落
の
諸
制
度
に
つ
い
て
第
一
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七
五

線
で
取
り
組
む
著
者
が
自
ら
の
研
究
を
簡
潔
に
、（
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
に
つ
い
て
一
定
の
知
識
を
持
つ
読
者
に
対
し
て
は
）
分
か
り
や
す

く
示
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
い
く
つ
か
の
章
の
著
者
は
、
本
書
の
出
版
の
端
緒
と
な
っ
た
学
会
の
後
に
関
連
す
る
テ
ー
マ
で
書
籍
を
出
版

し
て
お
り（
５
）、

こ
う
し
た
研
究
の
簡
便
な
概
要
、
あ
る
い
は
そ
の
成
果
の
一
部
を
示
す
機
会
に
も
な
っ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
の
支
配
は
厳
格
な
身
分
制
度
の
導
入
、
都
市
と
村
落
の
明
確
な
区
分
、
土
地
お
よ
び
税
制
度
の
改
変
を
行
い
、
時
代
と
と
も
に

村
落
の
自
立
性
と
村
落
で
活
動
す
る
役
人
・
制
度
の
自
由
度
を
減
じ
る
よ
う
な
改
革
が
実
施
さ
れ
、
村
落
が
都
市
（
州
都
）
に
従
属
し
て

い
く
と
い
う
巨
視
的
な
見
取
り
図
が
示
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
都
市
化
」
と
い
う
現
象
を
村
落
の
側
か
ら
捉
え
て
い
る
点
も
興
味
深

い
。
と
り
わ
け
村
落
の
あ
り
方
の
変
化
を
画
期
を
一
世
紀
と
二
世
紀
の
間
に
見
出
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
の
エ
ジ
プ
ト
支

配
に
よ
る
諸
制
度
の
変
革
、
と
り
わ
け
地
方
都
市
に
関
し
て
は
、
支
配
開
始
初
期
に
重
要
な
変
化
を
被
っ
た
と
み
な
す
見
解
と
、
支
配
の

最
初
の
一
〇
〇
年
ほ
ど
は
古
い
制
度
が
存
続
し
変
化
は
比
較
的
緩
慢
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る（
６
）。

一
世
紀
の
史
料
の
少
な
さ

と
い
う
問
題
も
あ
り
、
総
合
的
な
理
解
に
到
達
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
本
書
に
よ
り
村
落
の
視
点
か
ら
論
点
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は

喜
ば
し
い
。

ま
た
ロ
ー
マ
の
支
配
開
始
時
点
の
状
況
は
先
行
す
る
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
支
配
の
帰
結
で
あ
り
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
末
期
の
村
落

は
比
較
的
自
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
し
ば
し
ば
厳
格
な
官
僚
制
に
よ
り
強
い
支
配
と
統
制
を
及
ぼ
し

た
と
言
わ
れ
る
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
支
配
が
弛
緩
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
支
配
は
、（
少
な
く
と
も

二
世
紀
以
降
の
ロ
ー
マ
の
支
配
と
比
べ
て
）
そ
れ
ほ
ど
厳
格
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
評
者
は
後
者
の
見
方
に
傾
い
て

い
る
が
、
本
書
が
提
示
し
た
見
取
り
図
は
エ
ジ
プ
ト
史
の
他
の
時
代
の
状
況
を
考
え
る
際
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
注
目
す
る
各
章
は
、
同
一
の
史
料
や
村
落
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
構
成
ゆ
え
に
、
一
つ

の
場
所
に
注
目
し
て
、
複
数
の
制
度
・
機
関
が
い
か
に
併
存
し
関
わ
り
合
っ
て
い
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
序
章
で
は
個

別
の
村
落
に
注
目
し
た
個
別
研
究
は
あ
る
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
ら
は
史
料
の
制
約
を

う
け
て
複
数
の
制
度
の
働
き
と
関
係
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
特
定
の
村
落
か
ら
村
落
諸
制
度
の
働
き
を
総
合
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
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れ
ば
望
ま
し
い
が
、
現
在
の
史
料
残
存
状
況
で
は
望
蜀
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（
７
）。

注（1
） 
警
察
力
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
力
を
濫
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す
る
村
の
長
老
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例
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つ
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、
第
四
章
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紹
介
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嘆
願
書
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知
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れ
る
（
七
六
頁
）。
そ

こ
で
は
長
老
の
妻
に
よ
る
強
盗
と
、
翌
日
長
老
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者
女
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訪
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彼
女
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夫
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名
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入
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っ
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れ
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。
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