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錦
織
報
告
は
、
氏
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
|
大
国
文
の
分
析
に
も
と
づ
く
国
街

領
支
配
の
構
造
、
安
芸
国
高
田
郡
を
主
た
る
対
象
と
す
る
平
安
後
期
の
郡
司
制

ー
を
ふ
ま
え
、
中
世
成
立
期
H
平
安
後
期
の
国
街
領
支
配
に
お
け
る
(
と
り
わ

け
収
納
過
程
に
お
け
る
)
郡
司
の
独
自
の
役
割
を
再
評
価
し
、
さ
ら
に
郡
郷
制

の
展
開
か
ら
平
安
後
期
の
在
地
社
会
の
変
動
を
展
望
さ
れ
よ
う
と
す
る
意
欲
的

な
報
告
で
あ
っ
た
。

氏
は
、
郡
司
を
国
街
収
納
使
の
補
佐
的
役
割
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
と
す
る

国
使
論
の
主
張
を
、
郡
郷
制
改
編
論
と
「
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
」
と
さ

れ
た
う
え
で
、
①
国
街
収
納
使
の
徴
税
に
対
し
、
郡
司
は
結
解
作
成
H
未
進
責

任
主
体
で
あ
っ
た
、
①
そ
れ
は
一

O
世
紀
末
1
一
一
世
紀
初
頭
の
郡
分
割
体
(
令

制
郡
の
東
西
南
北
に
分
割
し
た
も
の
)
の
出
現
に
は
じ
ま
る
、
③
郡
分
割
体
の

成
立
は
、
現
物
貢
納
か
ら
代
物
納
へ
の
転
換
に
と
も
な
う
、
個
別
税
目
(
調
・

庸
・
租
な
ど
)
徴
税
か
ら
「
官
物
」
へ
の
一
本
化
、
国
使
の
個
別
税
目
徴
収
使

(
調
物
使
な
ど
)
か
ら
「
官
物
」
収
納
使
へ
の
一
本
化
、
郡
司
一
員
化
に
対
応

す
る
、
①
こ
の
よ
う
な
転
換
が
、
一
一
世
紀
中
葉
か
ら
の
旧
郡
司
層
の
没
落
、

倭
名
抄
郷
郷
司
の
自
立
化
、
地
域
紛
争
の
多
発
を
も
た
ら
し
、
在
地
社
会
は
伝

統
的
秩
序
か
ら
新
た
な
秩
序
へ
む
け
て
流
動
化
し
て
い
く
、
と
論
じ
ら
れ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
報
告
の
な
か
で
、
一
一
世
紀
後
半
以
降
の
郡
郷
司
が
結
解
作

成
主
体
で
あ
っ
た
と
明
確
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
。
ま
た
そ

の
論
証
過
程
で
「
加
納
田
司
」
に
よ
る
結
解
作
成
の
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

こ
と
は
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
旨
全
体
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
構
想

す
る
一
一

i
一
二
世
紀
の
国
街
支
配
の
あ
り
方
と
は
越
え
が
た
い
隔
た
り
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
氏
の
論
点
に
つ
い
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
疑
問
点
を
出
し
て
い
く
の

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
構
想
す
る
国
街
支
配
像
を
ま
ず
提
示
し
た
う
え
で
、

氏
の
論
点
と
の
相
違
点
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
収
納
使
と
郡
司
の
関
係
に
あ
ら
わ
れ
る
国
街
支
配
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
一

0
5
二
世
紀
中
葉
ま
で
(
前
期
王
朝
国
家
)
と
、
一
一
世
紀

中
葉
以
降
(
後
期
王
朝
国
家
)
と
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
前
期
王
朝
国
家
段

階
で
は
、
各
都
に
派
遣
さ
れ
た
収
納
使
は
郡
司
館
な
ど
を
拠
点
に
郡
司
万
祢
を

指
揮
し
て
各
「
負
名
」
ご
と
に
進
未
沙
汰
を
行
い
、
「
負
名
」
ご
と
に
結
解
を

作
成
・
提
出
さ
せ
、
「
負
名
」
に
未
進
追
及
す
る
。
郡
司
は
万
祢
と
と
も
に
郡

域
内
有
力
者
と
し
て
、
証
明
機
能
(
土
地
売
買
・
盗
難
・
放
火
)
や
、
国
街
行

政
(
検
田
・
収
納
・
現
場
検
証
な
ど
)
に
お
け
る
国
使
の
補
佐
的
役
割
を
果
た

し
た
が
、
徴
税
責
任
に
関
し
て
は
「
負
名
」
(
郡
司
と
い
え
ど
も
「
負
名
」
で

あ
る
)
の
立
場
以
上
に
追
及
を
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ

れ
は
郡
司
を
補
佐
的
立
場
と
す
る
国
使
論
は
、
国
街
と
「
負
名
」
が
直
接
対
峠

す
る
(
坂
上
康
俊
氏
)
前
期
王
朝
国
家
段
階
の
国
街
支
配
の
特
徴
を
言
い
当
て

て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。

後
期
王
朝
国
家
段
階
で
は
、
各
都
に
派
遣
さ
れ
た
収
納
使
が
「
名
」
ご
と
に

進
未
沙
汰
を
行
う
点
で
は
前
期
段
階
と
変
わ
ら
な
い
が
、
結
解
は
改
編
さ
れ
た

郡
郷
ご
と
に
提
出
さ
せ
、
未
進
責
任
も
郡
郷
司
が
追
及
さ
れ
、
「
名
」
が
追
及

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
(
出
作
地
帯
は
別
)
。
「
名
」
は
も
は
や
国
街
と
直
結
す
る

も
の
で
は
な
く
、
郡
郷
司
支
配
下
に
埋
没
し
て
し
ま
う
(
出
作
地
帯
以
外
で
は

「
名
」
ご
と
の
進
未
沙
汰
も
行
わ
れ
な
く
な
る
と
予
想
し
て
い
る
)
。
こ
う
し

て
改
編
さ
れ
た
郡
郷
司
は
、
徴
税
責
任
を
て
こ
に
領
域
内
「
名
」
「
在
家
」
に

対
し
て
徴
税
権
・
勧
農
権
・
検
断
権
を
獲
得
し
、
荘
園
側
と
係
争
地
帯
(
出
作

・
加
納
)
を
め
ぐ
っ
て
暴
力
抗
争
を
展
開
し
つ
つ
、
領
主
支
配
を
確
立
し
て
い
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く
。
氏
が
強
調
さ
れ
る
、
国
使
の
補
佐
的
立
場
で
は
な
い
結
解
作
成
・
未
進
責

任
主
体
た
る
郡
司
の
姿
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
段
階
の
郡
郷
司
の
あ
り
方
を
示

す
も
の
と
理
解
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
国
使
論
を
、
郡
郷
制
改
編
論
と
「
真

っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
郡
郷
制
改
編
論
を
よ

り
豊
か
に
し
て
い
く
問
題
領
域
と
し
て
受
け
止
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
わ
れ
わ
れ
の
構
想
と
氏
の
論
点
と
の
相
違
点
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の

が
、
収
納
使
の
理
解
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
理
解
で
は
、
収
納
使
は
、
令
制
下
、

秋
収
の
の
ち
出
挙
本
稲
・
利
稲
が
「
正
倉
」
に
収
納
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
点

検
す
る
た
め
に
巡
回
す
る
収
納
国
司
に
淵
源
を
も
つ
も
の
で
、
調
物
使
な
ど
個

別
税
目
徴
税
使
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
。
収
納
使
の
業
務
が
秋
収
後
の
進
未

沙
汰
(
応
輸
額
と
既
納
額
の
差
額
H
未
進
額
を
確
定
す
る
税
務
作
業
)
で
あ
り
、

直
接
徴
税
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
使
論
を
提

起
さ
れ
た
大
石
直
正
氏
も
、
「
官
物
」
収
納
手
続
き
の
綴
密
な
分
析
を
行
っ
て

こ
ら
れ
た
勝
山
清
次
氏
も
注
目
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も

令
制
以
来
の
収
納
業
務
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
氏
は
収
納
使
を
、
一

O
世

紀
末
に
、
個
別
税
目
徴
税
使
が
消
滅
し
た
あ
と
に
登
場
し
た
「
官
物
」
徴
税
使

と
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
、
大
き
な
誤
解
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
一
一
世
紀
中
葉
に
画
期
を
置
く
の

に
対
し
、
氏
は
「
代
物
納
の
一
般
化
」
「
郡
分
割
体
」
「
郡
司
一
員
化
」
「
郡
司

の
結
解
作
成
」
を
在
地
社
会
の
新
秩
序
形
成
を
表
現
す
る
一
連
の
現
象
と
し
て
、

一
O
世
紀
末
3
一
一
世
紀
初
頭
に
画
期
を
置
か
れ
る
点
で
あ
る
。
氏
の
設
定
さ

れ
る
画
期
は
、
く
し
く
も
近
年
の
財
政
史
研
究
(
大
津
透
氏
や
佐
藤
泰
弘
氏
)

や
訴
訟
制
度
研
究
(
上
杉
和
彦
氏
)
が
、
王
朝
国
家
論
批
判
を
意
識
し
な
が
ら

提
起
し
た
画
期
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
氏
が
示
さ
れ
た
個
々

の
現
象
そ
れ
自
体
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
相
互
の
関
連
づ
け
に
つ
い
て
も
、
わ

れ
わ
れ
は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
封
物
の
結
解
や
返
抄
な
ど
決

済
関
係
文
書
で
代
米
計
算
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
代
物
一
括
収
納
」
、
さ

ら
に
国
街
の
徴
税
に
お
け
る
個
別
税
目
の
消
滅
、
「
官
物
」
へ
の
一
本
化
を
想

定
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
主
朝
国
家
段
階
の
財
政
運
営
は
、
特
定

用
途
を
必
要
と
す
る
権
門
寺
社
・
官
司
が
、
随
時
必
要
に
応
じ
て
特
定
の
料
物

・
品
目
を
請
求
す
る
文
書
(
切
下
文
・
返
抄
な
ど
)
を
国
街
に
渡
し
、
国
街
で

は
そ
れ
を
受
け
て
「
負
名
」
(
だ
け
で
な
く
納
所
・
津
な
ど
)
に
命
じ
て
直
接
、

権
門
寺
社
・
官
司
に
請
求
額
を
納
入
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
氏
が
想
定
さ
れ
る

「
一
括
収
納
」
と
は
反
対
に
、
用
途
別
小
割
徴
税
U
納
税
を
特
徴
と
し
て
い
た

(
中
央
財
政
に
つ
い
て
は
大
津
・
佐
藤
氏
、
「
負
名
」
の
納
税
実
態
に
つ
い
て

は
勝
山
氏
)
。
こ
う
な
る
と
「
調
」
「
庸
」
と
い
う
抽
象
的
税
目
は
存
在
根
拠
を

失
い
、
個
別
税
目
別
国
使
も
消
滅
し
、
税
務
上
、
納
入
し
た
多
種
多
様
な
個
別

品
目
を
計
る
共
通
の
尺
度
と
し
て
代
米
計
算
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
決
済
に
お
け
る
代
米
計
算
が
、

一
O
世
紀
末
1
一
一
世
紀
初
頭
に
一
般
化
し
た
と
い
う
最
近
の
議
論
は
認
め
て

よ
い
。
し
か
し
中
央
(
官
司
・
封
主
)
|
国
街
の
決
済
関
係
で
代
米
一
括
計
算

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
一

O
世
紀
末
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
街
l

「
負

名
」
の
決
済
は
「
負
名
体
制
」
の
性
格
上
、
一

O
世
紀
は
じ
め
か
ら
米
で
計
算

さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
一

O
世
紀
末
の
中
央
|
国
街
の

代
米
決
済
方
式
の
一
般
化
は
、
よ
う
や
く
「
負
名
体
制
」
に
照
応
す
る
決
済
方

式
に
上
か
ら
下
ま
で
統
一
さ
れ
た
と
い
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
前
期

王
朝
国
家
体
制
の
枠
組
み
の
中
で
成
熟
し
て
き
た
財
政
運
営
制
度
の
整
備
、
財

務
監
査
体
系
の
整
備
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
中
央
政
府
l
国
街
、
国
街
l
負
名

と
い
う
支
配
体
制
の
質
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
郡
分
割
体
の
出
現
」
と
い
う
現
象
も
、
右
と
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
国

街
と
「
負
名
」
が
直
結
し
て
い
る
状
況
で
、
郡
を
単
純
に
東
西
南
北
に
分
割
す

る
こ
と
が
国
街
に
い
か
な
る
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
か
と
い
え
ば
、
収
納
使
の
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担
当
領
域
が
狭
ま
り
、
担
当
「
負
名
」
数
が
少
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

時
期
、
「
郡
司
百
姓
等
解
」
闘
争
に
悩
む
国
街
で
あ
り
、
収
納
使
の
管
轄
範
囲

を
縮
小
す
る
こ
と
で
、
進
未
沙
汰
H
未
進
摘
発
を
強
化
し
、
「
官
物
」
徴
収
状

況
を
好
転
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
国
街
の
「
郡

分
割
」
政
策
は
、
中
央
で
の
監
査
体
系
の
整
備
と
対
応
し
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
な
お
郡
司
一
員
化
現
象
は
郡
分
割
体
の
登
場
よ
り
や
や
先
行
し

て
お
り
(
大
和
の
場
合
)
、
両
者
に
直
接
的
な
対
応
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
む
し
ろ
王
朝
国
家
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
郡
が
中
央
集
権
的
地
方

行
政
の
末
端
機
関
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
た
結
果
(
膨
大
な
帳
簿
作
成
事
務
の

不
要
化
、
徴
税
業
務
か
ら
の
解
放
、
郡
街
の
消
滅
)
、
郡
司
数
が
し
だ
い
に
減

少
し
て
い
き
、
一

O
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
一
員
化
し
て
い
っ
た
も
の

と
み
た
い
。
郡
司
一
員
化
は
、
国
使
の
補
佐
的
立
場
と
い
う
前
期
王
朝
国
家
国

街
支
配
に
お
け
る
郡
司
の
地
位
に
相
即
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
氏
が
画
期
と
さ
れ
る
一

O
世
紀
末

1
一
一
世
紀
初
頭
の
現

象
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
む
し
ろ
前
期
王
朝
国
家
体
制
の
成
熟
を
示
す
現
象
に

み
え
る
の
で
あ
る
(
も
と
よ
り
「
成
熟
」
の
な
か
に
「
崩
壊
」
は
匹
胎
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
)
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
郡
郷
司

結
解
の
成
立
」
と
い
う
問
題
を
と
お
し
て
、
一
一
世
紀
中
葉
の
も
つ
意
味
を
提

示
し
て
み
た
い
。

一
一
世
紀
中
葉
、
納
官
済
物
難
済
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
い
た
諸
国
は
、

造
内
裏
役
と
い
う
臨
時
課
税
を
契
機
に
、
「
宣
旨
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
荘
園
公

領
を
問
わ
ず
賦
課
す
る
一
国
平
均
役
方
式
、
お
な
じ
く
「
宣
旨
」
を
よ
り
ど
こ

ろ
に
荘
園
公
領
の
区
分
を
明
確
化
す
る
国
司
検
注
を
相
次
い
で
申
請
し
、
裁
許

さ
れ
て
い
っ
た
。
以
後
、
「
宣
回
目
」
を
楯
に
す
る
国
街
の
攻
勢
に
、
荘
園
側
も

個
別
に
免
除
特
権
を
認
め
る
「
宣
旨
」
を
要
請
し
て
対
抗
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。
こ
う
し
て
「
宣
旨
」
を
前
に
国
街
は
荘
園
と
対
等
の
立
場
に
転
落
し
、

国
街
・
荘
園
間
で
出
作
・
加
納
な
ど
荘
公
両
属
地
帯
の
争
奪
戦
が
展
開
さ
れ
、

荘
園
公
領
制
へ
と
在
地
秩
序
は
変
動
し
は
じ
め
、
そ
れ
に
対
応
し
て
荘
園
公
領

の
上
に
立
つ
調
停
権
力
と
し
て
の
後
期
王
朝
国
家
へ
と
転
換
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
国
街
は
国
街
領
支
配
の
再
編
強
化
を
迫
ら
れ
、
従
来

の
郡
分
割
体
や
倭
名
抄
郷
の
郡
司
・
有
力
団
堵
で
請
負
能
力
保
持
者
を
「
郡
司
」

「
郷
司
」
に
補
任
し
、
納
税
責
任
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
こ
う
し
て
「
結
解

作
成
・
未
進
責
任
主
体
」
と
し
て
の
郡
郷
司
が
登
場
し
、
彼
ら
は
改
編
郡
郷
H

徴
税
領
域
を
単
位
に
在
地
領
主
制
を
展
開
し
て
い
く
。
前
期
王
朝
国
家
の
国
街

支
配
が
「
負
名
体
制
」
を
基
礎
に
し
て
い
た
の
に
対
し
、
後
期
王
朝
国
家
の
国

街
支
配
は
、
「
改
編
郡
郷
制
」
を
基
礎
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
氏
の
構
想
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
の
構
想
を
対
置
し
て
き
た
。
い
ず
れ

の
構
想
が
よ
り
現
実
の
歴
史
過
程
に
近
い
か
は
、
む
ろ
ん
今
後
の
個
別
研
究
に

よ
っ
て
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
錦
織
報
告
か
ら
は
な
れ
、
統
一
テ
|
マ
「
地
域
史
」
に
即
し
て
一

言
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
と
お
り
、
平

安
時
代
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
の
政
策
や
国
司
の
政
策
、
あ
る
い
は
国
街
と

権
門
と
の
対
立
が
、
「
地
域
」
の
歴
史
過
程
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
最
近
、
「
地
域
」
の
視
座
と
い
う
こ
と
が
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ

れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
と
平
安
時
代
に
関
し
て
は
、
「
国
政
史
」

的
視
点
ぬ
き
に
「
地
域
史
」
を
構
想
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

(
本
参
加
記
は
、
今
正
秀
・
鳥
谷
智
文
・
松
本
久
美
子
・
下
向
井
龍
彦
の
討
議

を
ふ
ま
え
、
下
向
井
が
執
筆
し
た
。
)
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