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〇
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項
目
情
報
と
順
序
情
報
の
記
憶
に
お
け
る

語
長
の
影
響：

順
序
情
報
の
独
立
性

心
理
学
専
攻

都
　
賀
　
美
有
紀

本
研
究
で
は
、
語
長
に
よ
る
影
響
を
通
し
て
項
目
情
報
と
順
序
情
報
の
関
係
性
に
言
及
す

る
こ
と
と
、
順
序
情
報
と
は
何
か
に
関
し
て
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

本
研
究
の
実
験
１
と
実
験
２
で
は
項
目
情
報
と
順
序
情
報
が
独
立
し
て
い
る
の
か
、
依
存

関
係
に
あ
る
の
か
を
語
長
に
よ
る
影
響
を
通
し
て
検
討
し
た
。
記
憶
す
る
項
目
の
語
長
が
短

い
単
語
が
長
い
単
語
よ
り
も
記
憶
成
績
が
高
い
こ
と
は
、
語
長
効
果
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

現
象
で
あ
る
（B

addeley,
T

h
om

son
,

&
B

u
ch

an
an

,
1975

）。
さ
ら
に
こ
れ
はB

addeley

( 1986)

に
よ
る
と
、
短
い
単
語
は
長
い
単
語
よ
り
も
同
じ
時
間
で
よ
り
リ
ハ
ー
サ
ル
で
き
る

た
め
、
記
憶
が
高
ま
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
の
実
験
１
と
実
験
２
で
は
こ
の
語
長

の
違
い
が
項
目
情
報
と
順
序
情
報
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
関

係
性
を
考
察
し
た
。
実
験
１
と
実
験
２
で
は
、
項
目
情
報
の
記
憶
を
測
定
す
る
と
し
て
自
由

再
生
課
題
を
用
い
、
順
序
の
記
憶
を
測
定
す
る
と
し
て
再
構
成
課
題
を
用
い
た
。
実
験
１
で

は
こ
れ
ら
の
課
題
を
別
々
に
行
い
、
実
験
２
で
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
混
合
し
て
ラ
ン
ダ
ム
に

行
っ
た
。
も
し
項
目
情
報
と
順
序
情
報
が
依
存
関
係
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
再
生
課
題

と
再
構
成
課
題
に
お
い
て
語
長
の
影
響
は
同
様
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
生
じ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
験
１
と
実
験
２
の
結
果
は
、
自
由
再
生
課
題
に
は
語
長
の
違

い
に
よ
る
影
響
が
生
じ
た
が
、
再
構
成
課
題
に
は
影
響
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

項
目
情
報
と
順
序
情
報
が
独
立
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
。

実
験
１
と
実
験
２
に
お
い
て
使
用
し
た
再
構
成
課
題
は
主
に
順
序
の
記
憶
を
測
定
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
項
目
と
い
う
存
在
な
し
に
は
順
序
は
記
憶
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
再
構
成
課
題
の
結
果
に
も
項
目
の
記
憶
が
干
渉
し
て
い
る
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
実
験
１
と
実
験
２
に
お
い
て
再
構
成
課
題
で
は
語

長
の
影
響
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
が
そ
の
ま

ま
順
序
情
報
へ
の
語
長
の
影
響
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
再
構
成
課
題

に
項
目
の
記
憶
が
干
渉
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
順
序
情
報
の
記
憶
に
対
し
て
語
長
は

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
効
果
を
持
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
再
構
成
課
題
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
語
長
効
果
を
持
つ
項
目
の
記
憶
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
語
長
効
果
を

持
つ
順
序
の
記
憶
が
、
そ
の
影
響
を
相
殺
し
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
実
験
３
で
は
、
順
序
情
報
に
語
長
が
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
純
粋
な
項
目
情

報
と
順
序
情
報
の
記
憶
の
推
定
値
を
算
出
す
る
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
るN

a
irn

e
&

K
elley

( 2004)

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
用
い
て
検
討
し
た
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
過
程
分
離
手
続

き
（Jacoby,1991

）
を
基
に
考
案
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
項
目
情
報
を
覚

え
て
い
る
確
率
は
短
い
語
長
が
長
い
語
長
よ
り
も
高
く
、
順
序
情
報
を
覚
え
て
い
る
確
率
に

は
、
各
語
長
に
違
い
は
な
か
っ
た
。
項
目
情
報
へ
の
語
長
の
影
響
はB

addeley
( 1986)

の
語

長
効
果
と
同
様
の
パ
タ
ー
ン
で
生
じ
て
お
り
、
リ
ハ
ー
サ
ル
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
一
方
、

順
序
情
報
の
記
憶
に
語
長
の
影
響
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
リ
ハ
ー
サ
ル
の
効
果

が
順
序
情
報
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
順
序
情
報
が
リ

ハ
ー
サ
ル
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

一
六
六

1090



ニ
オ
イ
の
記
憶
に
及
ぼ
す
ニ
オ
イ
物
質
の

親
近
性
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
影
響

心
理
学
専
攻

千
　
場
　
美
　
紀

認
知
嗅
覚
研
究
は
嗅
覚
処
理
に
お
け
る
言
語
の
関
係
、
嗅
覚
の
記
憶
の
保
持
時
間
、
経
験

や
ニ
オ
イ
の
親
近
性
の
機
能
の
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、

ニ
オ
イ
の
短
期
再
認
記
憶
を
検
討
す
る
。
記
憶
研
究
で
は
頻
繁
に
再
生
課
題
を
使
用
す
る
が
、

ニ
オ
イ
を
再
生
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
再
認
課
題
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
再

認
課
題
は
提
示
フ
ェ
ー
ズ
、
保
持
イ
ン
タ
ー
バ
ル
と
再
認
フ
ェ
ー
ズ
で
構
成
し
た
。
刺
激

（
ニ
オ
イ
物
質
）
は
二
〇
の
日
常
的
な
食
品
と
日
用
品
、
一
〇
の
非
日
常
的
な
精
油
で
あ
っ
た
。

提
示
フ
ェ
ー
ズ
で
は
十
五
の
ニ
オ
イ
物
質
を
提
示
し
、
再
認
フ
ェ
ー
ズ
で
三
〇
の
ニ
オ
イ
物

質
を
提
示
し
た
。
そ
の
と
き
、
実
験
協
力
者
に
は
”あ
っ
た
“
か
”な
か
っ
た
“
の
い
ず
れ
か
で

回
答
を
求
め
た
。
本
研
究
は
一
つ
の
調
査
と
二
つ
の
実
験
で
構
成
さ
れ
、
ニ
オ
イ
記
憶
に
ニ

オ
イ
物
質
の
親
近
性
（
経
験
の
有
無
）
と
言
語
ラ
ベ
リ
ン
グ
が
影
響
す
る
要
因
で
あ
る
か
ど
う

か
を
、
ニ
オ
イ
物
質
の
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
（
食
品
、
日
用
品
、
精
油
）
と
提
示
フ
ェ
ー
ズ
で
の

条
件
の
違
い
（
ニ
オ
イ
に
命
名
す
る
、
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ス
ト
、
統
制
、
強
度
評
定
、
名
称
ラ
ベ
ル
の
対

提
示
）
で
検
討
し
た
。
最
初
に
、
四
十
七
種
類
の
ニ
オ
イ
物
質
名
称
の
経
験
の
程
度
を
質
問

紙
で
調
査
し
た
。
二
つ
目
に
、
調
査
結
果
よ
り
実
験
で
使
用
す
る
ニ
オ
イ
物
質
を
選
定
し
、

意
図
的
学
習
に
よ
る
再
認
実
験
（
実
験
１
）
を
お
こ
な
っ
た
。
最
後
に
、
偶
発
学
習
に
よ
る
再

認
実
験
（
実
験
２
）
を
お
こ
な
っ
た
。
ニ
オ
イ
の
再
認
記
憶
に
学
習
の
違
い
が
影
響
す
る
か
ど

う
か
を
検
討
し
た
。
実
験
１
と
２
で
使
用
す
る
ニ
オ
イ
物
質
は
同
様
で
あ
る
。
実
験
１
の
結

果
は
、
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
ニ
オ
イ
の
経
験
と
も
に
影
響
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、
ニ

オ
イ
を
提
示
す
る
ご
と
に
命
名
を
求
め
ら
れ
て
い
な
い
群
も
命
名
を
し
て
い
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
意
図
的
学
習
を
用
い
た
ニ
オ
イ
記
憶
は
、
記
憶
方
略
と
し
て
命
名
を
使
用
す
る

こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
こ
で
実
験
２
で
は
、
命
名
妨
害
と
し
て
偶
発
学
習
に
よ
る
ニ
オ
イ
記

憶
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
結
果
は
、
親
近
性
の
高
い
カ
テ
ゴ
リ
（
食
品
）
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
と
ラ
ベ
ル
生
成
を
お
こ
な
っ
た
群
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ニ
オ
イ
記
憶
に
は
ニ
オ
イ
の
親
近
性
と
ニ
オ
イ
へ
の
ラ
ベ
ル
生
成
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
再
認
正
答
率
）
を
ヒ
ッ
ト
率
と
コ
レ
ク
ト
リ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
率
で
分
析
し

た
と
こ
ろ
、
異
な
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
し
た
。
学
習
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
ヒ
ッ
ト

反
応
と
コ
レ
ク
ト
リ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
反
応
は
異
な
る
処
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
重
符
合
化
理

論
で
説
明
で
き
る
と
考
え
た
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
ヒ
ッ
ト
率
で
は
食
品
、
コ
レ
ク
ト
リ
ジ

ェ
ク
シ
ョ
ン
率
で
は
ラ
ベ
ル
の
生
成
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ヒ
ッ
ト
反
応
は
感
覚
（
嗅
覚
）

表
象
、
コ
レ
ク
ト
リ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
反
応
は
言
語
表
象
に
よ
っ
て
符
号
化
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
ニ
オ
イ
の
強
度
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
は
正
の
相
関
が
み
ら
れ
た
、
一
方
ニ

オ
イ
の
快-

不
快
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
ニ
オ
イ
の
再
認
記
憶
は
お
そ
ら
く
、
意
味
的
処
理

に
依
存
す
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
ニ
オ
イ
は
感
覚
（
嗅
覚
）
的
符
合
化
と
言
語
的
符
合
化
の

両
方
で
符
合
化
さ
れ
る
と
推
察
し
た
。
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「
巴
」
の
造
型

日
本
文
学
専
攻

Iazzetta
C

lau
dia

巴
は
木
曾
の
義
仲
と
い
う
人
物
に
強
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
登
場
人
物
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

『
平
家
物
語
』
諸
本
で
登
場
す
る
巴
登
場
人
物
の
描
き
方
に
つ
い
て
細
か
い
異
同
を
認
知
で
き

て
も
、
巴
は
何
に
も
ま
し
て
勇
敢
な
女
武
者
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
巴
が
登
場
す
る
場
面
の

異
同
に
伴
い
、
巴
像
も
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
獲
得
し
て
く
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
巴
は
戦
場
離
脱
の
場
面
ま
で
女
武
者
と
し
て
明
確
に
認
め
ら
れ
つ
つ
、
戦
場
離
脱
と

い
う
場
面
の
微
妙
に
違
う
描
写
に
よ
り
、
巴
像
は
女
武
者
像
を
離
れ
て
し
ま
う
他
の
女
性
像

を
連
想
さ
せ
る
形
で
登
場
す
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
戦
場
離
脱

と
い
う
場
面
の
差
異
及
び
巴
後
談
と
い
う
段
か
ら
、
巴
は
「
母
」「
妻
」「
後
家
尼
」
と
い
う

女
性
像
を
も
と
に
し
て
造
型
さ
れ
て
く
る
。
要
す
る
に
、
巴
像
は
女
武
者
像
を
次
第
に
離
れ
、

当
時
の
社
会
に
調
査
し
う
る
先
述
の
女
性
像
を
連
想
さ
せ
て
登
場
す
る
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
変
化
の
原
因
は
分
か
ち
難
い
が
、
お
そ
ら
く
中
世
後
期
に
行
わ
れ
て
い
た
、
社

会
に
お
け
る
女
性
地
位
の
変
化
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、

巴
像
は
女
性
の
社
会
的
な
変
化
を
反
映
し
て
変
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
巴
は
『
平
家
物
語
』
と
い
う
軍
記
物
語
の
範
囲
外
に
も
認
め
ら
れ
、『
巴
』
と

い
う
謡
曲
に
は
シ
テ
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巴
は
謡
曲
に
も
独

特
の
登
場
人
物
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、『
巴
』
は
女
性
登
場
人
物
を
シ
テ
と
す
る

唯
一
の
修
羅
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、『
巴
』
に
お
け
る
場
面
の
順
序
と
内
容
は
、
典
拠

で
あ
る
『
平
家
物
語
』
の
「
木
曾
最
期
」
と
か
な
り
違
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
修
羅
物
に

重
要
で
あ
る
救
済
方
式
も
、『
巴
』
で
は
奇
妙
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
謡
曲
に
お

け
る
巴
像
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
巴
』
と
『
平
家
物
語
』
の
「
木
曾
最
期
」
に
典
拠
す
る
他
の
謡

曲
と
の
関
係
や
同
異
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
一
章
で
は
、
木
曾
義
仲
の
昇
進
と
暴
落
を
手
短
に
触
れ
て
か
ら
、『
平
家
物
語
』
諸
本
に

お
け
る
巴
像
に
つ
い
て
―
特
に
、
巴
の
伝
記
と
出
身
、
巴
の
戦
場
離
脱
、
巴
の
後
談
と
い
う

三
つ
の
点
―
考
察
し
た
。
第
二
章
で
は
、
巴
像
に
反
映
し
て
い
る
社
会
的
な
女
性
像
を
―
特

に
、
美
女
、
女
武
者
、
後
家
尼
―
検
討
し
た
。
第
三
章
で
は
、
木
曾
義
仲
伝
説
に
お
け
る
顕

著
な
登
場
人
物
を
シ
テ
と
す
る
謡
曲
に
ふ
れ
つ
つ
、
謡
曲
に
登
場
す
る
巴
像
を
考
慮
し
た
。
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か
う
い
ふ
女
た
ち：

宮
本
（
中
條
）
百
合
子
と
平
林
た
い
子
の
生
涯
と
作
品

日
本
文
学
専
攻

N
adezh

da
M

.M
u

rray

中
條
百
合
子
は
一
八
九
九
年
に
、
平
林
た
い
子
は
一
九
〇
五
年
に
生
ま
れ
た
。
二
人
と
も

早
熟
に
育
ち
、
読
書
を
む
さ
ぼ
り
、
早
い
う
ち
か
ら
執
筆
を
試
み
る
。
二
人
と
も
二
十
歳
前

後
で
家
を
出
て
、
間
違
っ
た
結
婚
を
し
て
は
離
婚
す
る
。
二
人
と
も
、
そ
の
す
べ
き
で
な
か

っ
た
結
婚
を
元
に
優
れ
た
作
品
を
引
き
出
す
。
二
人
と
も
海
外
を
さ
ま
よ
い
、
筆
を
磨
き
、

左
翼
活
動
に
入
っ
て
そ
こ
で
出
会
う
男
性
と
再
婚
す
る
。
二
人
と
も
戦
時
中
は
そ
の
思
想
の

た
め
に
投
獄
さ
れ
て
瀕
死
し
、
そ
れ
で
も
屈
せ
ず
さ
ら
に
作
品
に
力
を
注
ぐ
。
他
界
す
る
と

き
（
百
合
子
は
一
九
五
一
年
に
、
た
い
子
は
一
九
七
二
年
に
）、
二
人
と
も
そ
の
時
代
の
最
も
重
要

な
女
性
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

百
合
子
と
た
い
子
は
、
驚
く
ほ
ど
平
行
に
生
き
な
が
ら
も
、
人
生
の
内
容
も
色
彩
も
ま
っ

た
く
異
な
っ
て
い
た
。
修
士
論
文
で
、
私
は
そ
の
人
生
を
「
社
会
的
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
読

み
解
い
て
行
く
。
二
人
の
た
だ
な
ら
ぬ
体
験
と
、
そ
の
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
そ
れ
は
ま
た
た

だ
な
ら
ぬ
作
品
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
人
生
と
作
品
か
ら
た
い
子
と
百
合
子
の
生
き
方
、

同
時
代
の
女
性
の
仕
事
と
私
生
活
と
の
あ
り
方
、
を
考
え
て
行
く
。

修
士
論
文
の
第
一
部
と
第
二
部
は
そ
れ
ぞ
れ
百
合
子
と
た
い
子
へ
の
誘
い
、
ま
た
は
入
門

と
し
て
設
け
て
あ
る
。
人
生
前
半
を
簡
単
に
説
明
し
な
が
ら
、
二
人
と
も
思
い
出
さ
れ
、
読

ま
れ
、
訳
さ
れ
、
考
え
ら
れ
る
必
要
を
こ
こ
で
示
す
。
そ
の
理
由
は
二
人
そ
れ
ぞ
れ
な
の
で
、

第
一
部
と
第
二
部
と
の
長
さ
が
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
、
百
合
子
の
最
も
大

切
で
し
か
も
ま
っ
た
く
未
英
訳
の
著
作
（
い
わ
く
『
伸
子
』
時
代
の
日
記
、
湯
浅
芳
子
宛
書
簡
）

を
か
な
り
の
量
で
訳
し
て
紹
介
す
る
。
第
二
部
で
は
、
た
い
子
の
若
い
頃
の
個
人
史
を
短
篇

小
説
か
ら
の
引
用
を
交
え
て
説
明
し
な
が
ら
、
公
域
歴
史
へ
の
そ
の
反
響
性
を
さ
ぐ
る
。
第

三
部
で
は
、
二
人
を
一
緒
に
し
、
人
生
後
半
の
史
実
を
加
え
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
再
婚
（
百

合
子
は
宮
本
顕
治
と
、
た
い
子
は
小
堀
甚
二
と
）
を
比
較
対
照
し
て
、
そ
れ
で
同
時
代
の
女
性
の

人
生
に
お
い
て
結
婚
、
活
動
、
執
筆
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
結
論
を
導
き
出
し
て
み
る
。

日
本
語
要
約
を
添
え
た
が
、
修
士
論
文
の
本
文
を
英
語
で
提
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
百
合

子
・
た
い
子
を
英
語
で
扱
っ
た
論
文
、
ま
た
は
作
品
の
英
訳
、
が
ま
だ
非
常
に
少
な
い
（
特

に
、
同
時
代
の
男
性
作
家
に
比
べ
て
は
）。
英
語
で
二
人
の
こ
と
を
紹
介
し
、
英
語
圏
の
知
名
度

を
あ
げ
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
て
修
士
論
文
の
執
筆
に
か
か
っ
た
。
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正
岡
子
規
「
墨
汁
一
滴
」「
病
牀
六
尺
」
論

―
―
新
聞
連
載
に
託
し
た
緊
張
の
緩
和
―
―

日
本
文
学
専
攻

大
　
槻
　
千
　
紘

正
岡
子
規
「
墨
汁
一
滴
」「
病
牀
六
尺
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
明
治
三
十
四
年
と
三
十
五
年
に
、

新
聞
「
日
本
」
に
連
載
さ
れ
た
、
子
規
晩
年
の
随
筆
作
品
で
あ
る
。

従
来
、
こ
れ
ら
の
随
筆
作
品
に
対
す
る
見
方
は
、
非
体
系
的
な
も
の
と
し
て
、
多
彩
な
内

容
を
そ
の
ま
ま
子
規
の
総
体
と
し
て
受
け
止
め
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
連
載
に
関
す

る
子
規
の
意
図
や
作
品
の
構
造
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
両
作
品
の
新
聞
連
載
と
い
う
面
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
随
筆

と
し
て
の
不
確
定
な
性
格
を
含
み
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
連
載
と
い
う
志
向
を
選
ん
だ
点
で

の
、
子
規
の
作
品
構
成
に
関
わ
る
意
図
を
読
み
取
ろ
う
と
試
み
た
。

第
一
章
は
「
墨
汁
一
滴
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
一
、
二
節
に
お
い
て
は
、
連
載
記
事
に
ひ
そ

む
「
笑
い
」
の
要
素
に
注
目
、
笑
い
の
芸
で
あ
る
「
落
語
」
の
パ
タ
ー
ン
を
用
い
て
客
観
的

に
分
析
し
、
子
規
の
意
図
を
考
察
し
た
。
続
く
三
節
で
は
、
内
容
的
に
比
重
が
大
き
い
歌
の

話
題
、
及
び
子
規
の
自
作
連
作
短
歌
の
発
表
に
焦
点
を
あ
て
、
同
じ
く
子
規
の
連
載
意
図
を

探
っ
た
。

第
二
章
は
「
病
牀
六
尺
」
に
つ
い
て
、
一
、
二
節
で
は
、
個
々
の
記
事
に
お
い
て
、
前
作

「
墨
汁
一
滴
」
に
比
べ
笑
い
の
要
素
が
薄
れ
た
こ
と
を
出
発
点
に
、
代
わ
っ
て
表
出
し
た
記
事

の
要
素
を
「
遊
び
」
と
捉
え
、
そ
の
分
析
か
ら
、
連
載
に
つ
い
て
の
子
規
の
真
意
を
推
し
は

か
っ
た
。
三
節
で
は
、
そ
う
し
た
「
墨
汁
一
滴
」
と
「
病
牀
六
尺
」
と
で
の
変
化
の
理
由
を
、

そ
の
間
に
書
き
始
め
ら
れ
た
非
公
表
の
日
記
「
仰
臥
漫
録
」
を
手
が
か
り
に
考
察
し
た
。

「
墨
汁
一
滴
」
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
意
図
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
子
規
に
と
っ
て
の

「
一
人
笑
い
の
瞬
間
」
を
日
々
の
記
事
に
込
め
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
自
身
の
連
作
短
歌
を

発
表
す
る
こ
と
で
あ
る
。
病
苦
と
い
う
制
約
の
下
に
あ
っ
て
、
子
規
の
発
見
し
た
さ
さ
や
か

な
一
人
笑
い
の
瞬
間
は
、「
落
語
」
の
サ
ゲ
の
パ
タ
ー
ン
を
用
い
て
記
事
に
移
し
込
ま
れ
る
こ

と
で
自
立
し
、
同
病
の
者
さ
え
面
白
が
ら
せ
た
。
ま
た
、
連
作
短
歌
の
発
表
は
、
病
苦
の
中
、

子
規
の
歌
に
対
す
る
思
い
が
、
連
載
の
中
で
凝
縮
し
た
形
で
あ
ら
わ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

一
方
、「
病
牀
六
尺
」
で
は
、
子
規
の
意
識
は
日
々
の
や
り
過
ご
し
に
集
中
す
る
。
絶
え
間

な
い
苦
痛
は
、
日
々
「
遊
び
」
で
切
り
抜
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
が
記
事
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

子
規
が
遊
び
に
熱
中
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
記
事
の
笑
い
は
薄
れ
る
。
何
よ
り
子
規
に
と

っ
て
は
書
き
た
い
事
を
書
き
散
ら
し
、
新
聞
雑
誌
に
載
せ
る
こ
と
が
最
大
の
愉
快
な
遊
び
で

あ
り
、
連
載
の
意
図
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「
墨
汁
一
滴
」
と
「
病
牀
六
尺
」
は
、
そ
の
意
図
に
お
い
て
は
明
確
な
違
い
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
根
底
に
あ
る
、
常
に
病
苦
に
よ
る
緊
張
を
緩
和
す
る
子
規
の
意
識
に
お
い
て
、

共
通
し
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

二
作
品
の
基
調
は
そ
れ
ぞ
れ
、
緊
張
が
緩
和
さ
れ
た
時
に
起
き
る
落
語
的
「
笑
い
」
や
、

緊
張
を
解
く
努
力
で
あ
る
「
遊
び
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
随
筆
の
記
事
一
つ
一
つ
に

横
溢
す
る
緊
張
の
緩
和
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
、
緊
張
と
共
に
生
き
る
一
つ
の
普
遍
の
形
を

提
示
す
る
。
新
聞
連
載
の
観
点
か
ら
二
随
筆
を
読
み
直
す
こ
と
で
、「
墨
汁
一
滴
」「
病
牀
六

尺
」
に
新
た
な
評
価
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
る
。

一
七
〇
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近
代
に
お
け
る
日
韓
の
相
互
認
識
に
関
す
る
研
究

―
―
金
玉
均
と
福
沢
諭
吉
を
中
心
に
―
―

史
学
専
攻
（
日
本
史
）

金
　
　
　
男
　
恩

本
論
文
は
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
国
際
秩
序
が
近
代
的
な
国
際
秩
序
へ
と
編
入
さ
れ
て
い

く
、
そ
の
「
転
換
期
」
に
お
い
て
、
朝
鮮
の
開
国
を
境
と
し
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
日
韓
の

相
互
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
研
究
テ
ー
マ
は
、「
近
代
に
お
け
る
日

韓
の
相
互
認
識
に
関
す
る
研
究
」
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、「
伝
統
と
近
代
と
は
ど

の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
」、
ま
た
彼
ら
は
、「
伝
統
か
ら
近
代
へ
の
転
換
と
い
う

潮
流
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
か
」、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
い
が
本
論
文
の
問
題
意

識
の
発
端
で
あ
る
。

朝
鮮
に
お
け
る
近
代
と
は
、
日
本
と
は
異
な
り
西
洋
列
強
の
ア
ジ
ア
侵
略
（
ウ
ェ
ス
タ
ン
・

イ
ン
パ
ク
ト
）
に
対
す
る
一
国
次
元
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
清
国
と
の
宗
属
関
係
を
解
体
し
、

新
た
な
国
際
関
係
へ
の
改
編
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
朝
鮮
の
近
代
国
際
秩
序
へ

の
移
行
は
、
朝
鮮
の
近
代
へ
の
道
を
自
国
の
問
題
で
は
な
く
朝
鮮
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
と

密
接
に
絡
む
も
の
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
近
代
日
韓
関
係
が
形
成
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

朝
・
清
関
係
の
解
体
の
動
き
が
生
じ
、
他
方
で
は
、
清
国
に
よ
る
朝
貢
関
係
と
条
約
関
係
が

同
時
に
認
め
ら
れ
る
二
重
外
交
体
制
が
樹
立
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
日
本
と
清
国
を
含
め

た
東
ア
ジ
ア
三
国
の
関
係
に
お
い
て
、
朝
鮮
の
近
代
へ
の
移
行
は
西
洋
の
国
際
秩
序
へ
の
受

動
的
な
編
入
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
国
際
秩
序
原
理
や
そ
の
枠
組
み
へ
と

自
ら
を
能
動
的
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
と
い
う
側
面
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
朝
鮮
は
、

清
国
と
の
宗
属
関
係
に
お
い
て
は
「
属
国
」
で
あ
っ
て
も
、
同
時
に
「
自
主
」
の
国
と
し
て

行
動
し
た
た
め
、
開
国
を
契
機
と
し
て
西
洋
の
国
際
秩
序
の
原
理
を
選
択
・
受
容
し
つ
つ
、

華
夷
秩
序
を
「
近
代
的
」
に
改
編
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
朝
鮮
の
政
治
改
革

と
近
代
化
を
構
想
し
得
た
の
が
金
玉
均
ら
開
化
派
で
あ
っ
た
以
上
、
彼
ら
を
研
究
の
対
象
と

す
る
そ
の
意
義
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

一
九
世
紀
中
葉
以
来
、
西
洋
列
強
の
動
向
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
近
代
日
韓
の
相
互
認
識

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
西
洋
化
・
近
代
化
の
達
成
度
か
ら
評
価
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
あ
り
方
と
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
に
お
い
て

は
、
と
り
わ
け
金
玉
均
が
西
洋
文
明
の
導
入
に
よ
る
朝
鮮
の
近
代
化
を
目
指
し
て
い
た
が
、

西
洋
文
明
に
よ
っ
て
「
開
化
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
清
国
の
文
明
を
な
ん
ら
か
の
形
で
否
定

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
清
国
と
の
宗
属
関
係
の
解
体
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、

日
本
に
お
い
て
は
「
文
明
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
自
国
の
近
代
化
を
目
指
し
た
福
沢
諭
吉

の
試
み
こ
そ
が
、
一
九
世
紀
の
近
代
日
本
へ
の
歩
み
を
可
能
に
し
た
一
つ
の
淵
源
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
本
論
文
は
、
近
代
日
韓
の
相
互
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
金

玉
均
と
福
沢
諭
吉
を
対
象
と
し
て
い
る
。
金
玉
均
と
福
沢
両
者
に
と
っ
て
「
近
代
的
国
際
秩

序
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
」、
ま
た
彼
ら
は
こ
れ
ら
に
対
応
し
て
「
い
か
な
る
新
し

い
国
際
秩
序
を
構
築
す
べ
き
だ
と
考
え
た
か
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
注
目
し
、
上
述
の
課

題
を
検
討
し
た
。
ま
た
、
検
討
時
期
と
し
て
は
清
国
か
ら
の
独
立
と
そ
の
抵
抗
が
最
も
盛
り

上
が
っ
た
一
八
八
四
年
一
二
月
の
甲
申
事
変
ま
で
と
す
る
。

本
論
文
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
朝
鮮
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
に
着
目
し
な
が
ら
、

日
本
を
利
用
し
つ
つ
日
本
を
も
乗
り
越
え
る
「
力
強
い
現
代
的
国
家
」
を
目
指
し
朝
鮮
近
代

を
主
導
し
た
金
玉
均
と
、「
援
助
」
と
い
う
き
わ
め
て
具
体
的
な
対
朝
鮮
政
策
を
も
っ
て
「
朝

鮮
の
近
代
＝
日
本
化
」
を
は
か
っ
た
福
沢
の
相
互
認
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
金
玉
均
と

福
沢
は
、
旧
来
の
朝
・
清
宗
属
関
係
の
解
体
を
目
指
し
た
点
に
お
い
て
は
一
致
し
た
姿
勢
を

見
せ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
決
し
て
楽
観
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

金
玉
均
の
朝
鮮
近
代
へ
の
模
索
は
、
前
近
代
へ
の
「
反
発
」
と
近
代
の
「
模
倣
」
と
し
て

表
出
さ
れ
、
彼
は
朝
鮮
の
近
代
化
を
成
し
遂
げ
る
方
法
と
し
て
日
本
型
の
近
代
化
を
模
倣
し

よ
う
と
し
、
甲
申
事
変
は
ま
さ
に
そ
の
試
み
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
金
玉
均
が
朝
鮮
の
近
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代
＝
日
本
化
と
認
識
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
に
彼
が
目
指
し
た
の
は
西
洋
文
明
に
よ
る
朝

鮮
の
近
代
化
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
型
の
近
代
化
の
模
倣
に
お
い
て
も
、
単
に
そ
れ
を
朝
鮮

社
会
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
へ
の
強
い
対
抗
意
識
が
潜
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
朝
鮮
は
、
日
本
を
含
め
た
「
外
国
の
侵
略
」
を
乗
り
越
え

る
方
法
と
し
て
日
本
と
同
じ
く
「
脱
亜
文
明
富
強
化
」
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
朝
鮮
大
国
化
」
と
い
う
方
向
性
を
金
玉
均
が
模
索
し
た
こ
と

に
相
違
な
い
。

ま
た
、
金
玉
均
と
福
沢
の
「
朝
鮮
改
造
論
」
は
、
朝
鮮
の
近
代
化
は
も
ち
ろ
ん
、
朝
鮮
を

取
り
巻
く
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
再
編
を
も
同
時
に
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
属
関
係

の
廃
棄
と
い
う
容
易
な
ら
ざ
る
課
題
を
背
負
っ
て
い
た
。
金
玉
均
の
朝
鮮
改
造
論
の
方
向
設

定
に
お
い
て
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
福
沢
の
目
的
は
、
華
夷
秩
序
か
ら
朝
鮮
を
解
放
し
、

「
朝
鮮
の
改
造
＝
日
本
化
」、
す
な
わ
ち
日
本
の
朝
鮮
進
出
で
あ
っ
て
、
ま
た
こ
れ
は
朝
鮮
の

盟
主
と
な
る
政
策
と
し
て
表
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
福
沢
の
朝
鮮
改
造
論
は
日
本
の
軍
事
的
、

経
済
的
、
政
治
的
圧
力
を
も
と
に
進
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
援
助
」
は
対

朝
鮮
文
化
政
策
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
改
造
の
試
み
で
あ
っ
た
甲
申
事
変

が
清
国
の
軍
隊
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
、
日
本
が
朝
鮮
の
盟
主
た
る
こ
と
は
決
定
的
に
不
可
能

に
な
る
と
同
時
に
、
福
沢
は
「
朝
鮮
の
改
造
＝
日
本
化
」
と
い
う
主
張
を
放
棄
す
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。

坂
野
潤
治
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
福
沢
は
朝
鮮
に
対
し
て
、
武
力
行
使
を
背
景
と
し

て
親
日
派
政
権
を
樹
立
し
よ
う
と
絶
え
ず
そ
の
機
会
を
狙
っ
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で

き
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
朝
鮮
改
造
論
を
唱
え
て
い
た
時
の
方
が
、「
脱
亜
論
」
以
後
よ

り
も
、
は
る
か
に
侵
略
的
で
あ
っ
た
（『
明
治
・
思
想
の
実
像
』
創
文
社
、
一
九
七
七
年
）。
と
い

う
の
も
、
福
沢
は
文
明
国
で
あ
る
日
本
に
よ
る
「
ア
ジ
ア
盟
主
論
」
を
主
張
し
つ
つ
、
朝
鮮

へ
の
進
出
を
正
当
化
し
て
い
た
が
、
朝
鮮
側
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
の
朝
鮮
進
出
は
西
洋
諸
国

の
ア
ジ
ア
進
出
と
大
差
な
く
、
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
福
沢
の
ア
ジ
ア

蔑
視
観
や
脱
亜
意
識
は
一
貫
し
て
存
在
し
続
け
て
お
り
、「
脱
亜
論
」
を
主
張
し
た
時
に
は
、

す
で
に
日
本
＝
西
洋
文
明
と
い
う
等
式
が
成
り
立
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
「
脱
亜
論
」

以
降
に
も
決
し
て
消
滅
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
に
時
代
状
況
に
対
応
し
う
る

政
策
と
し
て
適
用
さ
れ
た
と
い
え
る
。

一
方
、
朝
鮮
改
造
論
に
お
け
る
金
玉
均
の
狙
い
は
、
日
本
を
利
用
し
つ
つ
日
本
を
も
乗
り
越

え
る
朝
鮮
近
代
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
そ
れ
は
福
沢
に
よ
っ
て
「
朝
鮮
の

改
造
＝
朝
鮮
進
出
」
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
金
玉
均
と
福
沢
両
者
に
と
っ
て
は
自

国
が
直
面
し
て
い
た
「
近
代
」
と
い
う
時
代
的
課
題
に
お
い
て
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
選
択

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
彼
ら
が
歩
ん
だ
近
代
へ
の
同
行
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
近
代
に
お
け
る
そ
の
後
の
日
韓
関
係
の
あ
り
方
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
七
二

1096



平
田
篤
胤
に
お
け
る
中
国
思
想
の
受
容

―
―
道
教
思
想
を
中
心
に
―
―

史
学
専
攻
（
日
本
史
）

肖
　

本
論
文
は
国
学
者
平
田
篤
胤
の
思
想
に
お
け
る
中
国
道
教
思
想
の
受
容
を
取
り
上
げ
、
篤

胤
の
庶
民
層
に
積
極
的
に
目
線
を
向
け
る
姿
勢
を
検
討
し
、
道
教
の
発
展
後
期
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
善
書
の
庶
民
性
と
篤
胤
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
広
い
視
座
と
の
共
通
性
を
考
察
す
る

も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
道
教
こ
そ
が
篤
胤
の
古
史
策
定
作
業
に
最
適
な
受

容
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
試
み
で
あ
る
。

内
容
的
に
第
一
章
は
西
洋
先
進
科
学
知
識
の
前
に
国
学
者
の
世
界
認
識
の
変
容
と
、『
三
大

考
』
か
ら
『
霊
能
真
柱
』
へ
の
篤
胤
の
新
た
な
幽
冥
観
の
形
成
を
大
概
に
把
握
し
た
。
篤
胤

の
異
質
な
世
界
観
を
受
容
す
る
姿
勢
を
検
討
し
、
受
容
の
対
象
と
し
て
道
教
を
選
択
す
る
眼

差
し
を
分
析
し
て
き
た
。
第
二
章
は
肝
心
の
道
教
思
想
を
取
り
上
げ
、
篤
胤
の
神
仙
・
仙
境

へ
の
非
常
な
関
心
か
ら
着
手
し
、
中
年
以
降
篤
胤
の
道
教
典
籍
へ
の
取
り
組
み
と
「
道
」
の

再
解
釈
を
考
察
し
て
き
た
。
第
三
章
は
ま
ず
「
死
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
篤
胤
の
死
生

観
と
善
悪
観
と
善
書
の
特
徴
を
考
察
し
た
上
、
死
後
の
審
判
の
問
題
に
関
し
て
、『
本
教
外
篇
』

と
『
古
史
伝
』
に
見
ら
れ
る
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
以
外
に
、
善
書
思
想
の
受
容
と
い

う
新
し
い
課
題
を
提
出
し
た
。

ド
ル
ゴ
ン
政
権
の
成
立
と
そ
の
構
造

―
―
八
旗
制
度
か
ら
の
考
察
を
中
心
に
―
―

史
学
専
攻
（
東
洋
史
）

磯
　
部
　
淳
　
史

本
稿
は
、
清
朝
順
治
初
期
の
ド
ル
ゴ
ン
政
権
の
支
配
構
造
に
つ
い
て
、
特
に
八
旗
制
度
の

人
的
組
織
、
お
よ
び
各
官
職
の
特
徴
の
面
か
ら
考
察
を
行
い
、
以
下
の
二
点
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
ド
ル
ゴ
ン
政
権
の
史
的
展
開
を
跡
づ
け
る

こ
と
。
も
う
一
つ
は
ド
ル
ゴ
ン
政
権
の
性
格
よ
り
窺
え
る
、
清
初
政
治
史
に
お
け
る
ド
ル
ゴ

ン
政
権
の
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
は
清
初
の
皇
帝
権
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

清
朝
の
順
治
期
（
一
六
四
四
年
〜
一
六
六
一
年
）
は
、
清
が
入
関
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
大
転

機
を
迎
え
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
皇
帝
で
あ
っ
た
世
祖
順
治
帝
は
幼
少
で
、
入
関

の
指
揮
を
執
っ
た
の
は
、
順
治
帝
の
叔
父
で
あ
る
摂
政
の
ド
ル
ゴ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
の
ド
ル

ゴ
ン
政
権
期
は
、
清
初
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
該
政
権

に
関
す
る
専
論
は
極
め
て
少
な
く
、
不
鮮
明
な
部
分
が
多
い
。
筆
者
が
本
稿
に
お
い
て
ド
ル

ゴ
ン
政
権
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

清
初
に
お
け
る
国
家
体
制
は
、
八
旗
制
度
を
基
調
と
し
た
「
連
旗
制
」
と
通
称
さ
れ
る
分
権

的
連
合
体
制
で
あ
り
、
皇
帝
と
い
え
ど
も
両
黄
旗
を
領
有
す
る
旗
王
の
一
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た

こ
と
は
、
先
学
に
よ
っ
て
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
連
合
体
制
に
対
し
て
、
皇
帝
権

力
の
強
化
を
図
っ
た
の
が
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
で
あ
り
、
太
宗
は
一
代
を
通
じ
て
皇
帝
＝
ハ
ン
権

強
化
政
策
を
推
進
し
た
。
そ
の
後
を
襲
っ
た
の
が
ド
ル
ゴ
ン
政
権
で
あ
り
、
ド
ル
ゴ
ン
政
権
と

こ
の
太
宗
朝
の
政
策
は
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
続
く
順
治
朝
で
も
、
こ
の
皇
帝
権
の
問
題
は
引

き
継
が
れ
て
い
る
。
ド
ル
ゴ
ン
政
権
は
、
す
な
わ
ち
太
宗
朝
と
順
治
朝
を
繋
ぐ
時
期
で
あ
り
、

「
連
旗
制
」
や
清
初
の
皇
帝
権
力
の
問
題
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
本
稿
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が
特
に
八
旗
制
度
と
関
連
づ
け
て
ド
ル
ゴ
ン
政
権
を
論
じ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
ま
た
ド
ル

ゴ
ン
政
権
期
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
清
朝
の
変
革
期
に
当
た
り
、
入
関
以
後
、
清
朝
の
制
度
が

ど
う
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た
の
か
を
論
じ
る
上
で
も
、
ド
ル
ゴ
ン
政
権
期
の

八
旗
制
度
の
解
明
は
、
早
急
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
は
ド
ル
ゴ
ン
政
権
期
の
政
治
抗
争
に
焦
点
を
当
て
、

順
治
帝
即
位
の
段
階
で
は
、
清
朝
内
部
に
母
系
や
婚
姻
を
核
と
す
る
三
つ
の
勢
力
が
存
在
し

て
お
り
、
ド
ル
ゴ
ン
政
権
が
不
安
定
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
政
争
に
お
い
て
ド
ル
ゴ

ン
に
与
し
た
満
洲
旗
人
に
は
、
八
旗
内
の
特
定
の
要
職
に
あ
っ
た
人
物
が
多
い
こ
と
を
指
摘

す
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
第
一
章
で
提
示
し
た
ド
ル
ゴ
ン
派
旗
人
達
に
共
通
す
る
八
旗
の

官
職
で
あ
る
グ
サ
＝
エ
ジ
ェ
ン
（
旗
の
指
揮
官
）
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
グ
サ
＝
エ
ジ
ェ
ン

が
戦
時
の
指
揮
官
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
自
旗
内
の
行
政
全
般
を
行
う
職
で
あ
り
、
太
宗
や

ド
ル
ゴ
ン
が
、
こ
の
グ
サ
＝
エ
ジ
ェ
ン
を
利
用
し
て
他
旗
へ
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
意
図
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
で
は
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
政
権
の
不
安
定
性
を

解
消
す
べ
く
ド
ル
ゴ
ン
が
行
っ
た
政
策
に
着
目
し
、
ド
ル
ゴ
ン
は
旗
王
と
し
て
の
立
場
か
ら

の
政
権
を
構
想
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ド
ル
ゴ
ン
政
権
は
太
宗
朝
と
順
治
朝
を
繋

ぐ
も
の
で
あ
り
、
清
初
の
皇
帝
権
力
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
提
示
す
る
。

天
暦
の
内
乱
と
そ
の
影
響

―
―
元
朝
後
半
期
の
政
治
史
の
一
考
察
―
―

史
学
専
攻
（
東
洋
史
）

浦
　
山
　
郁
　
美

十
三
世
紀
、
モ
ン
ゴ
ル
族
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
王
朝
で
あ
る
元
朝
は
他
の
中
国
王
朝
と

は
ま
た
異
な
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
例
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
帝
国

草
創
期
、
早
く
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
族
に
降
っ
た
者
を
優
遇
し
た
と
す
る
根
脚
の
制
度
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
王
朝
内
に
お
け
る
君
主
た
る
大
カ
ア
ン
と
そ
の
臣
下
間
で
の
人
的
な
繋
が
り
の

重
視
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
今
回
、
こ
の
修
士
論
文
で
そ
う
し
た
人

的
関
係
の
強
さ
が
伺
え
る
事
例
で
あ
り
、
ま
た
元
朝
研
究
に
お
い
て
は
北
宋
以
来
の
中
国
統

一
王
朝
の
出
現
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
創
立
者
で
あ
る
ク
ビ
ラ
イ
の
時
代
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
資
料
上
で
の
制
約
も
あ
っ

て
基
本
的
な
政
治
史
の
流
れ
で
さ
え
も
ま
だ
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
も
言

わ
れ
る
、
元
王
朝
後
半
期
の
政
治
史
に
対
し
て
考
察
も
加
え
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
一
三

二
八
年
七
月
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
九
代
目
の
大
カ
ア
ン
で
あ
る
泰
定
帝
イ
ェ
ス
ン
テ
ム
ル
没
後

の
次
の
大
カ
ア
ン
の
位
を
巡
っ
て
勃
発
し
た
『
天
暦
の
内
乱
』
に
つ
い
て
関
連
人
物
を
中
心

に
し
て
論
を
展
開
し
た
。『
天
暦
の
内
乱
』
は
元
朝
後
半
期
に
起
こ
っ
た
大
き
な
一
大
ク
ー
デ

タ
ー
で
あ
り
、
泰
定
帝
の
子
供
を
推
す
一
派
に
対
し
て
、
第
六
代
目
の
大
カ
ア
ン
で
あ
っ
た

武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
の
子
供
を
次
の
大
カ
ア
ン
と
し
て
推
し
た
燕
鐵
木
兒
（
エ
ル
テ
ム
ル
）
を
中

心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
立
ち
上
が
り
、
最
終
的
に
は
勝
利
を
収
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

内
乱
は
元
朝
内
の
広
い
範
囲
で
影
響
を
与
え
、
ま
た
多
く
の
多
数
の
元
朝
内
に
お
け
る
有
力

な
人
物
や
王
族
を
巻
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
こ
の
論
文
で
そ
う
し
た
内
乱
に
関
わ

っ
た
人
物
を
細
か
く
追
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
燕
鐵
木
兒
本
人
も
そ
う
で
あ
る
の
だ
が
、

一
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勝
利
側
と
な
っ
た
燕
鐵
木
兒
一
派
に
は
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
に
直
接
な
い
し
先
祖
が
何
ら
か
の

関
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
彼
に
重
用
さ
れ
て
い
た
人
物
が
多
く
味
方
し
て
い
る
と
い
う
構
造

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
が
ま
だ
大
カ
ア
ン
位
に
つ
く
以
前

に
西
北
ア
ル
タ
イ
地
方
の
鎮
圧
に
軍
を
率
い
て
赴
い
て
い
た
時
、
共
に
従
軍
し
て
い
た
人
物

が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
人
的
な
繋
が
り
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
同
じ
く
武

宗
カ
イ
シ
ャ
ン
の
元
に
即
位
前
よ
り
あ
っ
た
色
目
人
を
中
心
と
す
る
キ
プ
チ
ャ
ク
、
ア
ス
、

カ
ン
ク
リ
と
い
っ
た
軍
団
が
天
暦
の
内
乱
で
も
多
く
燕
鐵
木
兒
側
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
一
つ

の
注
目
点
と
し
て
述
べ
た
。
こ
の
論
文
で
天
暦
の
内
乱
を
改
め
て
人
的
要
素
か
ら
捉
え
な
お

す
こ
と
で
元
朝
後
半
期
と
い
う
も
の
が
繋
が
っ
た
一
つ
の
流
れ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
構
造

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

戦
国
楚
国
制
考

―
―
地
方
制
度
と
世
族
・
封
君
を
通
し
て
考
え
る
―
―

史
学
専
攻
（
東
洋
史
）

大
　
澤
　
直
　
人

こ
れ
ま
で
戦
国
史
研
究
に
関
し
て
は
『
史
記
』
の
秦
に
つ
い
て
の
記
述
に
基
づ
く
イ
メ
ー

ジ
を
も
と
に
し
て
戦
国
史
は
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
従
来
の
戦
国
史
は
秦
が
統
一
国
家
と
な
る

過
程
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
六
国
は
秦
と
の
対
比
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
た
め
六
国
に
つ
い
て
は
秦
と
の
戦
争
や
外
交
等
の
事
件
を
の
ぞ
い
て
、
国
内
の

状
況
に
か
ん
す
る
記
述
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
戦
国
秦
以
外
の
諸
国
に
つ
い
て
の
研

究
に
関
し
て
は
文
献
資
料
に
み
え
る
記
述
の
少
な
さ
と
い
っ
た
制
約
の
た
め
に
甚
だ
不
十
分

な
結
果
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
戦
国
時
代
を
通
史
的
に
扱
っ
て
い
る
資
料
が
『
史

記
』
の
み
で
あ
り
、『
史
記
』
の
描
く
戦
国
期
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
戦
国
史
を
理
解
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
史
記
』
が
戦
国
期
を
記
述
す
る
た
め
に
用
い
た

材
料
が
主
に
秦
系
資
料
に
基
づ
く
た
め
に
六
国
に
つ
い
て
も
以
上
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ
て
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
年
の
開
発
に
伴
う
出
土
物
の
発
見

に
よ
っ
て
戦
国
史
を
同
時
代
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
出
土

物
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、『
史
記
』
や
『
戦
国
策
』
等
の
記

述
を
用
い
て
特
に
戦
国
楚
の
国
制
の
推
移
、
国
君
権
力
と
統
治
機
構
の
関
係
か
ら
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
戦
国
楚
の
国
制
に
つ
い
て
恵
王
期
に
み
ら
れ
る
”公

“
の
存
在
に
注
目

し
戦
国
期
の
封
君
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
、
戦
国
期
に
出
現
す
る
割
拠
的
な
封
君
の
前
身

た
る
存
在
は
既
に
春
秋
末
に
は
み
ら
れ
て
お
り
、
楚
の
対
外
進
出
に
あ
わ
せ
て
辺
境
拠
点
に

封
君
が
配
置
さ
れ
、
次
第
に
割
拠
的
な
も
の
へ
と
姿
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

一
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こ
と
を
示
す
。

続
く
第
二
章
で
は
、
戦
国
世
族
の
登
場
の
背
景
と
楚
に
お
け
る
戦
国
世
族
の
役
割
に
つ
い

て
論
じ
る
。
具
体
的
に
は
戦
国
世
族
で
あ
る
昭
・
景
氏
の
系
譜
を
追
う
こ
と
で
世
族
の
存
在

が
長
期
的
な
政
権
の
安
定
を
確
保
す
る
上
で
必
要
と
さ
れ
、
国
君
専
権
の
過
程
で
登
場
し
た

過
渡
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
第
三
章
で
は
、
視
点
を
変
え
て
出
土
文
字
資
料
か
ら
懐
王
期
の
国
制
、
特
に
訴
訟

制
度
よ
り
み
た
地
方
制
度
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
論
じ
、
訴
訟
案
件
の
流
れ
か
ら
戦
国
中
期

の
楚
に
お
け
る
中
央
の
地
方
に
対
す
る
影
響
力
が
大
き
く
、
中
央
集
権
的
な
国
制
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
察
す
る
。

最
後
に
第
四
章
で
は
、
春
申
君
黄
歇
と
国
君
専
権
の
完
成
と
い
う
観
点
よ
り
戦
国
後
期
の

国
制
に
つ
い
て
論
じ
、
後
期
の
封
君
で
あ
る
春
申
君
黄
歇
の
政
治
的
位
置
づ
け
よ
り
楚
に
お

い
て
官
僚
制
的
統
治
機
構
に
基
づ
く
国
君
専
権
の
完
成
を
示
す
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
楚
に
お
い
て
も
国
君
へ
の
権
力
の
集
中
は
一
応
認
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
従
来
の
「
楚
呉
起
を
用
い
ず
し
て
削
亂
し
、
秦
商
君
を
行
ひ
て
富
彊
す
」（『
韓
非

子
』
問
田
）
と
あ
る
よ
う
に
秦
が
中
央
集
権
体
制
に
成
功
し
た
一
方
で
楚
は
失
敗
し
た
と
す
る

認
識
と
は
異
な
る
戦
国
楚
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
国
史
研
究
は
そ
の
資

料
的
制
約
に
よ
っ
て
満
足
な
研
究
成
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
六
国
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
国
史

を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
戦
国
期
を
通
時
的
に
展
望
す
る
た
め
の
一
つ
の
視
点
が
獲
得
さ

れ
る
と
考
え
る
。

唐
前
期
に
お
け
る
刺
史
の
考
察

史
学
専
攻
（
東
洋
史
）

坂
　
爪
　
　
　
亮

本
論
文
は
唐
の
地
方
統
治
の
中
核
を
な
す
刺
史
に
注
目
し
て
唐
王
朝
が
地
方
統
治
に
対
し

如
何
な
る
姿
勢
を
持
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
州
刺
史
と
は
地
方
の

民
政
を
掌
る
地
方
行
政
機
構
の
最
高
官
で
あ
り
、
そ
の
人
材
選
定
に
は
唐
初
か
ら
議
論
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
実
際
そ
の
重
要
性
は
低
く
左
遷
官
人
が
任
用
さ
れ
て
い
た
。
本
研
究
で
は

安
史
の
乱
以
降
、
州
が
軍
事
化
さ
れ
刺
史
の
重
要
性
が
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
う
た
め
前
期

の
刺
史
と
後
期
の
刺
史
と
を
区
別
し
て
お
り
、
特
に
前
期
の
刺
史
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

第
一
章
で
は
太
宗
の
貞
観
年
間
か
ら
玄
宗
天
寶
年
間
ま
で
の
上
疏
や
詔
勅
か
ら
各
時
代
に

お
け
る
刺
史
の
議
論
、
そ
し
て
唐
王
朝
の
刺
史
対
策
の
内
容
を
通
観
す
る
。
刺
史
の
議
論
で

は
朝
廷
の
刺
史
人
事
へ
の
批
判
や
本
来
の
刺
史
の
重
要
性
を
説
い
た
も
の
が
多
く
、
ま
た
刺

史
の
人
事
選
定
の
手
段
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
唐
王
朝
が
刺
史
対
策
に
乗
り
出
す
の

は
主
に
玄
宗
の
開
元
年
間
か
ら
で
あ
っ
た
。
唐
王
朝
が
取
っ
た
手
段
は
中
央
と
地
方
の
結
び

つ
き
を
強
め
、
刺
史
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
章
で
は
刺
史
の
職
内
容
に
ふ
れ
、
ま
た
刺
史
の
地
位
上
昇
が
行
わ
れ
る
背
景
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
主
に
官
吏
の
監
視
、
民
政
の
教
化
、
文
書
処
理
と
い
っ
た
刺
史
の
職
を
踏

ま
え
、
ま
た
唐
王
朝
が
初
め
て
刺
史
の
人
事
選
定
に
関
す
る
詔
勅
を
下
し
た
の
は
睿
宗
の
景

雲
年
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
時
特
に
問
題
化
さ
れ
て
い
た
食
封
制
の
弊
害
・
官
吏
考
課
の
乱

れ
と
い
っ
た
社
会
的
要
因
か
ら
も
刺
史
人
事
の
重
要
性
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

第
三
章
で
は
開
元
・
天
寶
年
間
に
お
け
る
刺
史
就
任
者
、
地
域
別
（
刺
史→

京
官
）
就
任
率

を
挙
げ
、
詔
勅
の
実
施
情
況
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
睿
宗
の
景
雲
年
間
・
玄

宗
の
開
元
年
間
に
出
さ
れ
た
詔
勅
と
い
う
の
は
首
都
周
辺
も
し
く
は
地
方
の
大
州
等
の
重
要

一
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州
と
い
う
特
定
の
地
域
の
州
刺
史
に
の
み
適
応
さ
れ
、
全
国
の
州
刺
史
に
適
応
さ
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
事
を
示
し
、
ま
た
刺
史
就
任
期
間
の
ほ
と
ん
ど
が
短
期
間
で
あ
る
こ
と
か
ら

唐
王
朝
は
刺
史
を
地
方
行
政
官
と
い
う
よ
り
昇
進
コ
ー
ス
の
一
部
と
し
て
捉
え
て
い
る
面
が

強
い
と
み
て
い
る
。

春
秋
伝
に
み
え
る
覇
者
観

―
―
斉
桓
公
を
中
心
に
―
―

史
学
専
攻
（
東
洋
史
）

重
　
森
　
詩
　
円

春
秋
時
代
に
は
、
慢
性
化
し
た
諸
侯
間
の
紛
争
や
国
内
問
題
を
収
め
る
た
め
、「
覇
者
」
と

い
わ
れ
る
人
々
が
現
れ
た
。
彼
ら
は
強
大
な
国
力
を
背
景
に
、
衰
退
し
た
周
王
室
に
代
わ
っ

て
諸
侯
の
統
制
に
当
た
っ
た
。『
孟
子
』
は
離
婁
下
篇
で
、
春
秋
時
代
の
語
源
で
あ
る
魯
の
年

代
記
『
春
秋
』
に
は
、
斉
桓
公
・
晋
文
公
の
事
績
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

過
去
の
覇
者
研
究
は
『
孟
子
』『
左
氏
伝
』『
荀
子
』『
呂
子
春
秋
』
な
ど
、
戦
国
時
代
の
文

献
が
中
心
で
あ
っ
た
。『
春
秋
』
に
は
三
つ
の
注
釈
書
が
現
存
す
る
。
こ
の
中
で
『
左
氏
伝
』

は
覇
者
研
究
の
対
象
に
さ
れ
る
が
、『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
の
覇
者
研
究
は
あ
ま
り
な
さ
れ

て
い
な
い
。『
公
羊
伝
』
の
覇
者
に
つ
い
て
日
原
利
国
氏
は
、
天
子
や
方
伯
が
不
在
の
無
秩
序

な
時
代
に
、
天
下
に
新
し
い
秩
序
を
確
立
す
る
新
し
い
王
者
を
示
し
て
い
る
と
規
定
し
た
。

『
穀
梁
伝
』
は
『
公
羊
伝
』
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
最
終
的
に
『
公
羊

伝
』
と
は
異
な
る
判
断
を
下
す
場
合
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
公
羊
伝
』
の
覇
者
が
新
し

い
王
者
を
示
し
た
も
の
な
ら
ば
、『
穀
梁
伝
』
の
覇
者
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
を
示
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

第
一
章
で
は
、『
穀
梁
伝
』
の
成
立
と
そ
の
思
想
を
み
て
い
く
。
先
述
の
よ
う
に
、『
穀
梁

伝
』
は
『
公
羊
伝
』
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に

お
い
て
、『
穀
梁
伝
』
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
漢
の
宣
帝
の
石
渠
閣
論
議
の
直
前
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
穀
梁
伝
』
の
完
成
は
、
武
帝
期
か
ら
宣
帝
期
の
間
と
考
え
ら

れ
る
。
次
に
『
穀
梁
伝
』
の
思
想
と
し
て
、
周
王
を
頂
点
と
し
た
封
建
制
度
の
維
持
が
あ
げ

ら
れ
る
。
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第
二
章
で
は
、『
穀
梁
伝
』
と
『
公
羊
伝
』
の
覇
者
記
述
の
比
較
を
行
う
。『
穀
梁
伝
』
で

は
、
誰
を
「
覇
者
」
と
す
る
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
公
羊
伝
』
に

は
、「
覇
者
」
と
認
定
さ
れ
る
人
物
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
『
公
羊
伝
』
の
覇
者
を

確
認
し
、
そ
の
人
物
が
『
穀
梁
伝
』
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
く
。

第
三
章
で
は
、
斉
桓
公
を
通
し
て
『
穀
梁
伝
』
の
覇
者
観
を
述
べ
る
。
戦
国
時
代
の
文
献

に
み
え
る
桓
公
の
主
な
覇
業
は
、「
尊
王
攘
夷
」
と
「
存
亡
継
絶
」
で
あ
る
。
し
か
し
『
穀
梁

伝
』
の
桓
公
記
述
の
特
徴
と
し
て
「
周
室
尊
崇
」
が
あ
る
が
、「
攘
夷
」
や
「
存
亡
継
絶
」
に

つ
い
て
は
詳
述
さ
れ
な
い
。
斉
桓
公
の
功
と
し
て
は
、
周
室
尊
崇
と
諸
侯
間
の
和
平
が
評
価

さ
れ
、
専
封
や
兄
を
差
し
置
い
て
の
即
位
が
非
難
さ
れ
る
。

『
穀
梁
伝
』
に
お
け
る
「
覇
者
」
は
、
周
王
の
受
命
に
よ
っ
て
正
式
な
「
覇
者
」
と
な
る
。

ま
た
諸
侯
を
封
ず
る
な
ど
、
本
来
な
ら
ば
王
が
行
う
べ
き
事
業
を
行
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
越

権
と
非
難
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
穀
梁
伝
』
に
お
い
て
「
覇
者
」
は
、
周
王
の
封
建
制

度
内
で
の
代
行
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

仏
教
の
普
及
に
関
す
る
一
考
察

―
―
応
報
説
話
を
中
心
に
―
―

史
学
専
攻
（
東
洋
史
）

西
　
尾
　
一
　
訓

仏
教
は
元
来
イ
ン
ド
の
宗
教
で
あ
り
、
中
国
と
は
地
理
的
に
も
文
化
的
に
も
全
く
異
な
る

土
地
で
成
立
し
た
宗
教
で
あ
る
。
仏
教
の
中
国
伝
来
は
お
よ
そ
漢
代
ご
ろ
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
お
り
、
史
料
的
に
は
少
な
く
と
も
後
漢
の
明
帝
期
に
は
中
国
に
お
け
る
仏
教
信
仰
が
確
認

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
に
お
け
る
仏
教
伝
来
は
比
較
的
早
期
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
仏
教
が
歴
史
上
有
力
な
地
位
を
確
立
す
る
に
は
、
も
う
少
し
時
代
を
下
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
原
因
は
冒
頭
に
述
べ
た
地
理
的
文
化
的
差
異
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
文

化
的
差
異
は
伝
来
当
初
か
ら
大
き
な
問
題
と
し
て
仏
教
徒
を
悩
ま
せ
た
。
中
国
は
世
界
史
上

で
見
て
も
、
特
に
古
く
か
ら
文
化
的
に
成
熟
し
て
お
り
民
族
宗
教
と
も
い
う
べ
き
儒
教
や
道

教
に
よ
っ
て
独
自
の
精
神
文
化
を
構
築
し
て
い
た
。
伝
統
的
な
儒
教
道
徳
を
身
に
付
け
た
漢

人
に
と
っ
て
仏
教
は
、
所
詮
文
化
的
程
度
の
低
い
異
民
族
の
宗
教
で
あ
り
許
容
で
き
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
仏
教
浸
透
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
異
民
族
政
権
が
乱
立
し
た
六
朝
代
に

お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
仏
教
は
ど
の
よ
う
に
中
国
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
の
中
国
的
改
変
や
宣
伝
戦
略
の
一
環
と
し
て
の
因
果
応
報
説
話
を
中
心
に
据
え
、
民
間

普
及
の
様
相
の
一
端
を
概
観
し
た
い
。

ま
ず
中
国
に
お
け
る
因
果
応
報
説
の
歴
史
と
し
て
、『
後
漢
書
』
な
ど
に
記
さ
れ
る
仏
教
の

中
国
伝
来
当
時
の
因
果
応
報
説
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
や
、『
三
報
論
』
に
見
ら
れ
る
慧
遠
の
応
報

論
を
見
て
い
っ
た
。

慧
遠
は
『
三
報
論
』
の
中
で
応
報
の
顕
現
は
”現
報
“
”生
報
“
”後
報
“
の
三
種
類
あ
る
と

記
し
て
い
る
。
特
に
”現
報
“
は
、
現
世
の
行
い
が
現
世
の
う
ち
に
報
と
な
っ
て
現
れ
る
と
い
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う
大
変
現
世
利
益
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
他
の
応
報
の
形
よ
り
明
確
で
応
報

の
存
在
を
信
じ
な
い
人
に
対
し
て
、
立
証
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
仏
教
の
宣
伝
戦
略

の
一
端
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
『
太
平
廣
記
』
報
応
類
を
中
心
史
料
と
し
て
応
報
説
話
の
分
析
を
行
っ
た
。
応
報
説

話
の
類
型
を
分
類
す
る
と
、
政
治
的
災
厄
や
自
然
災
害
な
ど
の
様
々
な
災
厄
に
対
す
る
応
報
、

復
生
説
話
や
送
子
説
話
な
ど
に
見
え
る
功
徳
や
禁
忌
抵
触
に
関
す
る
悪
報
な
ど
、
お
よ
そ
民

衆
が
遭
遇
す
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
け
る
現
世
利
益
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
た
。

ま
た
最
後
に
傍
証
と
し
て
目
連
変
文
を
取
り
上
げ
、
民
衆
の
受
容
を
獲
得
す
る
た
め
の
要

素
と
し
て
、
因
果
応
報
と
孝
が
重
要
な
要
素
を
な
し
た
と
い
う
考
察
を
行
っ
た
。

秦
漢
代
貨
幣
史
再
考

史
学
専
攻
（
東
洋
史
）

平
　
野
　
宏
　
一

秦
の
半
両
銭
を
引
き
継
い
だ
前
漢
代
に
お
い
て
、
貨
幣
制
度
は
度
々
変
更
さ
れ
て
い

る
。

莢
銭
、
八
銖
銭
、
五
分
銭
、
四
銖
銭
、
三
銖
銭
、
赤
側
銭
、
五
銖
銭
と
百
年
あ
ま
り

の
間
に
こ
れ
だ
け
多
種
多
様
の
銭
が
発
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
漢
代
の

貨
幣
制
度
混
乱
の
象
徴
と
し
て
盗
鋳
が
あ
げ
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
盗
鋳
は
文
帝
の
放
鋳
政
策

を
除
き
、
武
帝
期
ま
で
頻
繁
に
文
献
中
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
盗
鋳
と
は
不
正
に
鋳
造

す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
盗
鋳
な
ど
を
含
む
不
正
に
銭
を
鋳
造
す
る
行
為
は
、
鉛
や
鉄
を

加
え
入
れ
て
造
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
類
す
る
行
為
は
ひ
そ
か
に
鋳
の
裏
側
を
こ
す
り
合

わ
せ
て
銅
紛
を
取
る
行
為
で
あ
る
。
盗
鋳
及
び
そ
れ
に
類
す
る
行
為
が
生
じ
る
背
景
は
、
農

事
に
関
わ
る
よ
り
も
不
正
に
銭
に
鋳
造
し
た
方
が
よ
り
利
益
が
高
い
か
ら
で
あ
り
、
終
息
し

た
理
由
は
、
銭
を
不
正
に
鋳
造
し
て
も
採
算
が
取
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
採
算
が
取

れ
な
く
な
っ
た
理
由
は
、
均
輸
・
平
準
法
に
よ
る
物
価
の
安
定
に
よ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
盗
鋳

を
行
う
こ
と
も
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
漢
代
の
銭
の
改
鋳
理
由
と

し
て
屡
々
見
ら
れ
る
「
軽
重
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
重
量
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

重
量
以
外
に
貨
幣
価
値
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
貨
幣
価
値
の
上
下
を
決
め
る
要
因
と
し
て
、

銭
の
美
悪
、
重
量
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
貨
幣
の
質
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
総

合
的
な
質
な
ど
に
基
づ
い
て
、
商
人
が
恣
意
的
な
レ
ー
ト
な
ど
に
よ
っ
て
取
引
す
る
。
従
っ

て
、
複
数
の
銭
文
が
入
り
乱
れ
て
い
た
り
、
同
一
の
銭
文
で
も
大
き
く
質
に
差
が
あ
っ
た
り

す
る
場
合
に
は
、
価
値
が
乱
高
下
し
易
い
の
で
あ
る
。
で
は
最
終
的
に
上
林
五
銖
銭
で
落
ち

着
い
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
三
銖
銭
以
前
は
同
一
銭
文
で
も
、

莢
銭
、
八
銖
銭
、
五

分
銭
、
四
銖
銭
と
重
量
が
大
き
く
異
な
り
、
貨
幣
価
値
上
下
が
銭
の
美
悪
、
重
量
な
ど
を
総

合
し
た
貨
幣
の
質
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
、
大
い
に
混
乱
し
た
。
そ
こ
で
、
銭
文
の
異
な
る
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三
銖
銭
を
投
入
し
て
、
こ
の
混
乱
を
終
息
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
四
銖
銭
よ
り
も
軽
い
た
め
、

盗
鋳
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
銭
文
が
異
な
り
、
重
量
も
重
く
し
た
五
銖
銭
を

鋳
造
し
て
混
乱
に
終
止
符
を
打
と
う
と
し
た
が
、
五
銖
銭
は
当
初
郡
国
に
鋳
造
さ
せ
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
中
央
の
命
令
通
り
に
は
鋳
造
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
上
林
三
官
に
五

鉄
銭
を
鋳
造
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
最
終
的
に
品
質
の
良
い
五
銖
銭
が
出
回
る
こ
と
に
な
っ
て
、

混
乱
が
終
息
し
た
。
同
一
銭
文
で
も
、
重
量
な
ど
の
質
が
大
き
く
異
な
る
場
合
に
は
、
価
値

に
差
が
生
じ
、
複
数
の
銭
文
が
入
り
乱
れ
て
い
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
異
な
る

銭
文
を
排
除
し
、
且
つ
で
き
る
だ
け
同
一
品
質
の
銭
を
流
通
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
以
上
よ
り
漢
代
の
貨
幣
制
度
の
確
立
は
、
物
価
の
安
定
に
よ
る
盗
鋳
の
終
息
と
上
林
五

銖
銭
の
優
秀
さ
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ポ
ン
ペ
イ
に
お
け
る
中
小
住
宅
の
考
察

―
―
前
２
世
紀
以
降
の
住
宅
形
式
を
め
ぐ
っ
て
―
―

史
学
専
攻
（
西
洋
史
）

木
　
村
　
勇
　
気

一
般
的
に
、
住
宅
を
研
究
す
る
事
は
そ
の
地
域
の
社
会
的
状
況
や
背
景
を
理
解
す
る
事
に

つ
な
が
る
。
こ
の
事
は
古
代
に
も
当
て
は
ま
り
、
現
在
ポ
ン
ペ
イ
の
住
宅
に
関
す
る
多
く
の

研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
ポ
ン
ペ
イ
の
住
宅
研
究
は
富
裕
層
の
住
宅

ば
か
り
に
注
目
し
て
き
た
た
め
、
中
小
住
宅
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
的
背
景
を
取
り
上
げ

る
事
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
は
、
中
小
住
宅
は
ポ
ン
ペ
イ
に
お
い
て
多
数
派

を
構
成
し
て
お
り
、
統
計
か
ら
見
れ
ば
中
小
住
宅
の
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
都
市
の
特
徴
や

性
格
を
決
定
付
け
る
一
因
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
富
裕
層
の
住
宅

形
式
だ
け
に
注
目
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
当
時
の
社
会
を
理
解
す
る
の
は
困
難
か
つ
一
方
的
で

あ
り
、
中
小
住
宅
に
注
目
す
る
事
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
言
え
、
本
論
に
お
い
て
中
小
住

宅
の
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

本
論
に
お
け
る
自
身
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
富
裕
層
の
住
宅
を
典
型
と
し

て
き
た
古
典
的
な
考
え
を
批
判
し
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
の
住
宅
研
究
に
新
た
な
解
釈
を
呈
す
る

事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
ポ
ン
ペ
イ
住
宅
の
一
般
的
・
古
典

的
な
解
釈
を
見
て
い
き
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
て
い
く
。
ま
た
、
住
宅
は
社
会
を
反

映
し
て
い
る
た
め
、
今
ま
で
の
古
典
的
な
住
宅
解
釈
に
批
判
の
目
を
向
け
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
解
釈
と
関
連
し
て
き
た
社
会
的
背
景
に
対
し
て
も
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
が
自
然
と
生
じ

て
く
る
。
そ
の
た
め
、
今
ま
で
住
宅
と
結
び
付
け
ら
れ
て
き
た
社
会
的
背
景
も
再
考
し
て
い

く
。
つ
ま
り
、
現
在
言
わ
れ
て
い
る
富
裕
層
の
住
宅
と
そ
れ
を
中
心
と
し
た
社
会
的
背
景
に

対
す
る
考
え
か
ら
、
中
小
住
宅
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
的
背
景
に
視
点
を
シ
フ
ト
す
る
事
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で
、
今
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
住
宅
研
究
の
新
た
な
解
釈
を
呈
す
る
事
が
出
来
る
と

考
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
中
小
住
宅
に
注
目
す
る
事
は
重
要
で
あ
る
が
、
中
小
住
宅
は
研
究
が
少
な
い
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
定
義
そ
の
も
の
で
さ
え
明
白
か
つ
統
一
さ
れ
た
も
の
は
な
く
、
非
常
に

曖
昧
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
中
小
住
宅
を
定
義
す
る
事
が
あ

る
。
そ
う
す
る
事
で
、
富
裕
層
の
住
宅
と
中
小
住
宅
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
事
が
出
来
、

中
小
住
宅
に
注
目
し
た
新
し
い
ロ
ー
マ
の
住
宅
の
解
釈
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
中

小
住
宅
を
定
義
付
け
る
事
で
、
ポ
ン
ペ
イ
都
市
内
に
お
け
る
中
小
住
宅
の
分
布
状
況
を
見
る

事
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
都
市
の
多
数
派
を
構
成
し
て
い
た
中
小
住
宅
の
分
布
状
況
を

も
見
る
事
で
、
今
ま
で
の
富
裕
層
の
住
宅
ば
か
り
に
注
目
し
て
き
た
都
市
研
究
と
は
異
な
っ

た
都
市
や
社
会
の
側
面
や
性
格
を
示
せ
る
と
考
え
て
い
る
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
怪
物
人
種

史
学
専
攻
（
西
洋
史
）

小
　
谷
　
尚
　
史

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
一
本
足
の
人
間
や
耳
が
大
き
な
人
間
と
い
っ
た
人
々
に
関
す
る
記

述
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
怪
物
人
種
に
関
す
る
記
述
は
『
東
方
旅
行
記
』
だ
け

で
は
な
く
、
マ
ル
コ
＝
ポ
ー
ロ
の
『
東
方
見
聞
録
』
や
オ
ド
リ
ッ
ク
＝
デ
＝
ポ
ル
デ
ノ
ー
ネ

の
『
旅
行
記
』
な
ど
中
世
に
書
か
れ
た
様
々
な
旅
行
記
に
存
在
す
る
。
怪
物
人
種
と
い
う
存

在
は
中
世
に
と
っ
て
メ
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

今
回
の
修
士
論
文
で
取
り
上
げ
る
研
究
対
象
は
こ
の
怪
物
人
種
で
あ
る
。
私
の
主
た
る
関

心
で
あ
る
怪
物
人
種
は
中
世
の
人
々
が
信
じ
る
怪
物
に
お
け
る
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、

異
様
な
動
物
や
人
間
の
種
族
を
示
し
て
い
る
。
彼
ら
は
遠
い
異
境
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
種
の
怪
物
と
し
て
は
犬
頭
人
（
キ
ノ
ケ
フ
ァ
ロ
イ
）、
小
人
族
（
ピ
グ
ミ
ー
）、

一
角
獣
や
サ
ル
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
特
徴
と
し
て
地
理
学
的
・
博
物
学
的
伝
統
の
中
に

存
在
し
、
単
独
で
は
な
く
種
族
と
し
て
出
現
す
る
。
過
去
の
研
究
の
中
で
は
、
旅
行
記
に
出

て
く
る
怪
物
人
種
を
近
代
の
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
植
民
地
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ル
ー
ツ
と
し

て
、
怪
物
人
種
を
人
間
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
怪
物
人
種

は
怪
物
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

私
が
扱
う
中
世
と
は
12
世
紀
か
ら
15
世
紀
の
時
代
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
怪
物
人
種
は

百
科
全
書
だ
け
で
な
く
、
旅
行
記
、
世
界
地
図
、
教
会
美
術
、
写
本
の
装
飾
と
い
っ
た
あ
ら

ゆ
る
も
の
に
書
か
れ
、
描
か
れ
始
め
る
。
こ
の
怪
物
人
種
は
、
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
こ
の
研
究
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

今
回
の
修
士
論
文
で
は
研
究
史
料
と
し
て
『
東
方
旅
行
記
』
を
使
用
し
た
。『
東
方
旅
行
記
』

と
は
15
世
紀
ま
で
の
中
世
に
お
け
る
驚
異
譚
の
集
大
成
で
あ
り
、
15
世
紀
以
降
最
も
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
広
ま
っ
た
書
物
で
あ
る
。
多
種
多
様
な
怪
物
人
種
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
中
世
に
お
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け
る
怪
物
人
種
の
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
東
方
旅
行
記
』
は
中

世
に
お
け
る
マ
ッ
パ
ム
ン
デ
ィ
の
世
界
観
を
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
『
東
方
旅
行
記
』
と
マ
ッ
パ
ム
ン
デ
ィ
を
比
較
し
、
当
時
の
世
界
観
が
同
時
代
の
旅

行
記
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
後
、『
東
方
旅
行
記
』
の
記
述
を
分
析
し
て
い
く
。

『
東
方
旅
行
記
』
の
分
析
を
通
し
て
、
中
世
の
世
界
観
に
お
け
る
怪
物
人
種
の
存
在
の
認
識
、

形
態
の
分
類
、
様
々
な
慣
習
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
怪
物
人
種
は
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
述
べ
た
い
。

17
、
18
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
と

慈
善
院
に
お
け
る
女
子
音
楽
教
育

人
文
総
合
科
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

浅
　
野
　
顕
　
子

今
も
、
そ
の
独
特
の
美
し
い
街
並
み
に
よ
り
観
光
都
市
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
る
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
は
、
か
つ
て
「
ア
ド
リ
ア
海
の
女
王
」
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
繁
栄
し
た
共
和
国
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
四
つ
の
大
き
な
慈
善
院
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
イ
ン
ク
ラ
ー
ビ
リ
、

デ
レ
リ
ッ
テ
ィ
、
メ
ン
デ
ィ
カ
ン
テ
ィ
、
そ
し
て
ピ
エ
タ
の
慈
善
院
と
呼
ば
れ
た
。「
慈
善
院
」

と
は
孤
児
を
養
育
し
て
い
た
機
関
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
女
子
に
向
け
て
の
み
特
別
な
音
楽
教

育
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
選
ば
れ
た
女
性
の
集
団
、「
合
唱
の
娘
た
ちF

iglie
d

i

C
oro

」
で
あ
っ
た
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
は
18
世
紀
末
に
訪
れ
る
崩
壊
へ
と
向
か
っ
て
だ
ん
だ
ん
と
衰
退
し

て
い
く
が
、
音
楽
活
動
は
活
気
を
保
っ
て
い
た
。
16
世
紀
末
か
ら
17
世
紀
の
初
め
に
か
け
て

始
ま
っ
た
慈
善
院
の
音
楽
活
動
も
18
世
紀
に
名
声
を
極
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
つ
の
慈
善

院
は
競
い
合
う
よ
う
に
し
て
音
楽
の
レ
ベ
ル
を
高
め
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
も
っ
と
も

名
声
を
世
に
広
め
た
の
は
、
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
・
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
も
教
師
を
務
め
た
ピ
エ
タ

慈
善
院
だ
っ
た
。
ピ
エ
タ
を
訪
れ
た
者
は
少
女
た
ち
の
音
楽
能
力
に
驚
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

な
か
で
も
最
高
の
域
に
達
し
て
い
る
と
褒
め
称
え
た
。

日
本
で
は
、
こ
う
し
た
慈
善
院
に
つ
い
て
特
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
な
さ
れ
て
き
て
い
な

い
と
見
る
。
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
慈
善
院
は
一
般
の
孤
児
院
や
修
道
院
、
そ
し
て
音
楽
学
校

と
い
っ
た
も
の
と
も
違
う
、
他
に
例
を
見
な
い
独
特
の
宗
教
的
施
設
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
機
関
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
な
ぜ
孤
児
の
少
女
に
よ
る
音
楽
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
素
晴
ら
し
い
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
ま
た
、
慈
善
院
の
活
動
の
裏
に
は
ど
の
よ

う
な
社
会
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

一
八
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第
一
章
で
は
、
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
後
、
第
二

章
に
お
い
て
サ
ン
・
マ
ル
コ
寺
院
や
そ
の
他
の
教
会
、
ス
ク
オ
ー
ラ
、
ア
ッ
カ
デ
ミ
ア
、
そ

し
て
オ
ペ
ラ
と
い
っ
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
多
く
の
音
楽
活
動
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
が
慈
善
院
と
繋
が
っ
て
い
く
か
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
。
そ

し
て
第
三
章
で
は
、
慈
善
院
の
「
合
唱
の
娘
た
ち
」
や
「
マ
エ
ス
ト
ロ
」
な
ど
を
含
む
教
育

体
系
や
運
営
方
法
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
慈
善
院
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
第

四
章
に
お
い
て
、
少
女
た
ち
の
将
来
に
関
す
る
考
察
か
ら
、
慈
善
院
が
担
っ
た
役
割
を
探
っ

て
い
く
。

慈
善
院
の
存
在
は
、
音
楽
が
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
の
さ
ま

ざ
ま
な
特
徴
を
表
し
、
社
会
や
音
楽
の
世
俗
化
が
進
む
様
相
を
も
映
し
出
す
。
な
か
で
も
私

が
も
っ
と
も
惹
か
れ
た
の
は
、「
音
楽
に
よ
る
孤
児
の
少
女
た
ち
の
自
立
」
と
い
う
、「
慈
善
」

と
い
う
概
念
を
も
超
え
る
機
能
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
慈
善
院
は
、
少
女
た
ち
が
プ

ロ
の
音
楽
家
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
に
し
て
も
、
孤
児
や
貧
困
者
と
い
う
社
会
か
ら
排

除
さ
れ
か
か
っ
た
者
た
ち
に
社
会
の
な
か
で
輝
か
し
く
生
き
る
道
を
創
り
出
し
た
。
そ
の
た

め
に
音
楽
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
慈
善
院
の
音
楽
活
動
は
「
音
楽
を
用
い
て
の
慈
善
活
動
」

と
い
う
新
し
い
概
念
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
。
本
論
の
考
察
が
、「
音
楽
」
と
い
う
も
の
が

社
会
に
対
し
て
果
た
し
う
る
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
際
の
一
つ
の
手
助
け
に
な
れ
ば
と
思
う
。

シ
ャ
ー
シ
ャ
文
学
に
見
ら
れ
る
マ
フ
ィ

―
―
『
単
純
な
話
』
を
め
ぐ
る
考
察
―
―

人
文
総
合
科
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

吉
　
村
　
法
　
子

本
論
文
の
主
題
は
、
作
家
レ
オ
ナ
ル
ド
・
シ
ャ
ー
シ
ャ
が
、
シ
チ
リ
ア
内
部
の
者
と
し
て

マ
フ
ィ
ア
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
シ
チ
リ
ア
社
会
と
マ
フ
ィ
ア

の
共
生
関
係
を
描
い
た
。
こ
の
論
文
で
は
『
真
昼
の
ふ
く
ろ
う
』（
１
９
６
１
）
と
『
単
純
な

話
』（
１
９
８
９
）
を
比
較
し
、
作
品
分
析
を
行
う
。『
真
昼
の
ふ
く
ろ
う
』
は
、
イ
タ
リ
ア
で

マ
フ
ィ
ア
に
つ
い
て
話
す
こ
と
さ
え
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
小
説
の
題
材
に
用
い

て
イ
タ
リ
ア
中
に
衝
撃
を
与
え
、
結
果
、
作
家
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
作
品
だ
。
そ
れ
ま

で
に
も
マ
フ
ィ
ア
に
関
す
る
論
文
や
小
説
な
ど
は
あ
っ
た
が
、
小
説
で
否
定
的
な
立
場
か
ら

マ
フ
ィ
ア
を
描
い
た
の
は
シ
ャ
ー
シ
ャ
が
始
め
て
あ
っ
た
。
シ
ャ
ー
シ
ャ
は
、『
真
昼
の
ふ
く

ろ
う
』
で
始
め
て
マ
フ
ィ
ア
を
書
き
、
最
後
に
マ
フ
ィ
ア
を
書
い
た
の
は
28
年
後
の
『
単
純

な
話
』
で
あ
る
。
こ
の
約
30
年
間
に
マ
フ
ィ
ア
は
農
村
か
ら
都
市
へ
と
進
出
し
、
そ
の
形
態

を
大
き
く
変
え
た
。
シ
ャ
ー
シ
ャ
の
マ
フ
ィ
ア
に
対
す
る
見
方
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
変
化

し
て
い
て
、
小
説
で
の
マ
フ
ィ
ア
の
描
き
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。「
一
見
単
純
だ
が
、

複
雑
な
真
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
シ
ャ
ー
シ
ャ
作
品
の
構
造
は
、『
単
純
な
話
』
で
よ

り
徹
底
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
実
際
の
作
品
分
析
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
次
の
二
点
の
考
察

が
欠
か
せ
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
シ
ャ
ー
シ
ャ
が
イ
タ
リ
ア
文
学
の
潮
流
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ガ
や
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
、
ブ
ラ
ン

カ
ー
テ
ィ
、
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ト
マ
ー
ジ
・
デ
ィ
・
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
な
ど
と
い
っ
た
シ
チ
リ

ア
人
作
家
た
ち
の
存
在
は
シ
ャ
ー
シ
ャ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
彼
ら
の
精
神
は
、

間
違
い
な
く
シ
ャ
ー
シ
ャ
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
。
シ
チ
リ
ア
文
学
は
決
し
て
地
方
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文
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
代
の
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点

で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
シ
ャ
ー
シ
ャ
は
「
推
理
小
説
の
手
法
を
取
っ
た
作
家
」
と
目
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
マ
フ
ィ
ア
を
題
材
と
し
た
小
説
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
な
ぜ
探

偵
小
説
の
手
法
を
用
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
技
法
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
の

か
、
に
つ
い
て
探
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
く
鍵
は
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
純
文
学
の
作

家
が
、
二
流
と
み
な
さ
れ
て
い
た
探
偵
小
説
の
手
法
を
、
高
度
な
芸
術
目
的
の
た
め
に
使
い

始
め
た
こ
と
に
あ
る
。
純
文
学
の
作
家
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
、
探
偵
の
理
性
が
通
用
し
な

い
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
変
化
を
遂
げ
た
探
偵
小
説
は
、
シ
ャ
ー
シ
ャ
が
理
性
の
通
用
し
な
い

シ
チ
リ
ア
を
描
く
と
き
に
適
し
て
い
た
の
だ
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
と

コ
テ
ー
ジ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

―
―
〈
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ・
ク
ロ
ー
シ
ェ・
レ
ー
ス
〉に
み
る
「
周
縁
」「
女
性
」「
手
仕
事
」
―
―

人
文
総
合
科
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

奥
　
田
　
よ
し
子

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
は
、
際
立
っ
た
特
徴
の
な

い
も
の
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
伝
統
産
業
の
復
興
と
し
て
語
ら
れ
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
で
は
特
に
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
英
国
の
よ
う
な
中
心
的
指
導

者
を
持
た
な
か
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
そ
の
運
動
は
多
く
の
女
性
た
ち
の
手
仕
事

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
手
仕
事
と
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
農
家
や
家

庭
か
ら
生
ま
れ
る
「
コ
テ
ー
ジ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
」
で
あ
る
。
特
に
19
世
紀
に
発
見
さ
れ

た
「
ク
ロ
ー
シ
ェ
・
レ
ー
ス
」
に
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
手
仕
事
性
」
を
語
る
上
で
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
文
は
、
こ
の
レ
ー
ス
の
考
察
を
通
し

て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
新
た
な
側
面
に
光
を
当
て
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
ま
ず
「
ク
ロ
ー
シ
ェ
・
レ
ー
ス
」
の
持
つ
技
法
の
特
性
を
捉
え
、
そ
の
美

的
価
値
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
細
い
鈎
針
を
使
っ
て
編
む
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
特
有
の
こ

の
レ
ー
ス
は
、
19
世
紀
半
ば
か
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
南
部
コ
ー
ク
州
に
あ
る
ウ
ル
ス
ラ
修
道

院
の
修
道
女
に
よ
っ
て
、
農
村
地
域
の
飢
饉
を
救
う
手
段
と
し
て
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
考
察

か
ら
、
こ
の
レ
ー
ス
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
自
に
誕
生
し
た
も
の
で
な
く
、
海
外
の
技
法
・
モ

チ
ー
フ
の
模
倣
、
応
用
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
共
同
制
作
に
よ
り
、
効
率
的
な
生

産
を
可
能
に
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章
で
は
、
そ
の
レ
ー
ス
に
用
意
さ
れ
た
展
示
の
問
題
、
特
に
シ
カ
ゴ
万
博
の
展
示
空

一
八
四
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間
に
目
を
向
け
て
い
る
。
世
界
初
の
万
博
、
一
八
五
一
年
ロ
ン
ド
ン
万
博
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
レ
ー
ス
は
常
に
国
際
的
な
場
で
評
価
を
受
け
て
き
た
が
、
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
博

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
展
示
会
と
は
比
類
な
い
規
模
で
、
展
示
・
販
売
さ
れ
た
。
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
レ
ー
ス
が
展
示
さ
れ
た
、
会
場
中
心
部
か
ら
外
れ
た
娯
楽
地
区
「
ミ
ッ
ド
ウ
ェ

イ
」
の
二
つ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
村
、
そ
し
て
中
心
パ
ビ
リ
オ
ン
の
一
つ
で
あ
る
「
女
性
館
」

を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
空
間
に
提
示
さ
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
周
縁
性
」、「
女
性
性
」

へ
の
貢
献
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
章
で
は
、
本
来
ク
ロ
ー
シ
ェ
・
レ
ー
ス
が
そ
の
管
理
、
教
育
の
も
と
で
制
作
さ
れ
て

い
た
修
道
院
、
そ
し
て
そ
の
閉
鎖
的
な
環
境
を
離
れ
、
そ
れ
が
「
コ
テ
ー
ジ
・
イ
ン
ダ
ス
ト

リ
ー
」
と
し
て
農
家
、
家
庭
の
手
仕
事
に
な
り
、
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
へ
と

影
響
を
及
ぼ
す
過
程
を
考
察
し
て
い
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ク
ロ
ー
シ
ェ
・
レ
ー
ス
は
、
修
道
院
や
コ
テ
ー
ジ
と
い
う
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
前
近
代
的
な
性
格
を
背
負
い
、
家
庭
と
労
働
が
不
可
分
な
領
域
で
制
作
さ
れ
る
、
ま
さ

に
こ
の
時
代
に
求
め
ら
れ
た
手
仕
事
の
理
想
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
家
庭
の
延
長
と
い
う
形
で
は
あ
っ
た
が
、
孤
立
し
た
地
域
の
女
性
た
ち
の
自
立
に
貢
献
す

る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
手
先
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
レ
ー
ス
の
持
つ
可
能
性
も
開
放
さ
せ
た
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
コ
テ
ー
ジ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
に
は
、
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運

動
の
文
脈
で
は
語
ら
れ
な
い
、
手
仕
事
の
美
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

南
京
事
件
を
め
ぐ
る
論
争
の
構
造
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て

―
―
論
争
の
文
脈
的
理
解
の
試
み
―
―

人
文
総
合
科
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

大
　
西
　
健
　
吾

本
論
文
で
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
南
京
事
件
を
め
ぐ
る
論
争
を
扱
っ
て
い
る
。
日
中
戦

争
初
期
の
一
九
三
七
年
十
二
月
、
南
京
を
攻
略
し
た
日
本
軍
は
大
規
模
な
残
虐
行
為
を
犯
し
、

多
数
の
中
国
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
南
京
事
件
（
南
京
大
虐
殺
）
で
あ

る
。
こ
の
南
京
事
件
に
関
し
て
は
、
そ
の
実
態
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
あ
り
、
国
内
に

お
け
る
論
争
は
開
始
以
来
数
十
年
が
経
過
し
た
現
在
に
お
い
て
も
激
し
い
対
立
が
続
い
て
い

る
。
様
々
な
方
面
に
お
い
て
研
究
が
進
展
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
否
定
派
、
虐
殺
派
な

ど
各
論
説
の
間
の
対
立
は
収
ま
る
気
配
を
見
せ
な
い
。
本
論
文
の
目
的
は
、
南
京
事
件
の
論

争
に
お
け
る
対
立
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
現
在
に
至
る
ま
で
解
決
に

向
か
わ
な
い
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

客
観
的
に
論
争
を
分
析
し
、
論
争
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を

考
察
す
る
こ
と
は
、
南
京
事
件
と
そ
の
論
争
を
理
解
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
南
京
事
件
に
関
し
て
行
わ
れ
る
研
究
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
件
に
対
す
る
認
識
を

固
め
、
対
立
す
る
論
説
を
批
判
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
場
合
も
多
く
、
論
争
を
客
観
的
に
考

察
し
た
も
の
は
少
な
い
。
ま
た
、
論
争
の
内
容
や
そ
の
経
緯
を
考
察
す
る
場
合
も
、
肯
定
と

否
定
の
ど
ち
ら
か
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
客
観
的
な
立
場
か
ら
論
争

の
背
景
や
原
因
に
迫
る
こ
と
は
、
論
争
の
解
決
の
可
能
性
を
探
る
上
で
も
意
義
が
あ
る
こ
と

で
あ
る
と
い
え
る
。

本
論
文
で
は
、
主
に
三
つ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
第
１
章
で
は
、
各
研
究
者
の
南

京
事
件
に
対
す
る
具
体
的
な
認
識
を
比
較
検
討
す
る
。
論
争
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
単
に

一
八
五

立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
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旨
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激
し
い
対
立
が
あ
る
と
い
う
認
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
論
者
の
間
で
事
実
認
識
の
ど
の
部
分

が
共
有
さ
れ
、
ど
の
部
分
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
の
か
を
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
共
有
さ
れ
る
事
実
認
識
に
注
目
し
、
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
得
る
「
南
京
事
件
」
像

を
描
き
出
す
こ
と
で
、
事
実
認
識
の
相
違
が
各
論
者
の
対
立
の
根
本
的
な
原
因
で
は
な
い
こ

と
を
論
じ
て
い
る
。
第
２
章
で
は
、
事
件
を
め
ぐ
る
対
立
が
生
じ
る
理
由
を
探
る
た
め
、
虐

殺
派
、
否
定
派
に
分
類
さ
れ
る
論
者
が
持
つ
問
題
意
識
、
双
方
の
論
説
が
唱
え
ら
れ
る
そ
の

背
景
を
分
析
す
る
。
各
派
に
よ
っ
て
南
京
事
件
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
そ
の
文
脈
を
読
み
解
く

こ
と
で
、
事
件
を
め
ぐ
る
対
立
の
背
後
に
あ
る
、
よ
り
根
源
的
な
対
立
を
把
握
す
る
こ
と
を

試
み
る
。
そ
し
て
第
３
章
で
は
双
方
の
論
説
が
持
つ
問
題
点
、
限
界
点
を
考
察
し
、
対
立
を

前
提
と
し
た
各
派
の
論
説
の
性
質
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
論
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
南
京
事
件
の
言
説
が
日
本
国
内
独
特
の
文
脈
の
中
に

囚
わ
れ
て
い
る
そ
の
様
態
を
描
き
出
し
、
な
ぜ
論
争
が
収
束
し
な
い
の
か
、
国
内
に
お
け
る

南
京
事
件
論
争
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
少
し
で
も
迫
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

満
洲
国
の
「
回
教
徒
問
題
」

人
文
総
合
科
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

田
　
島
　
大
　
輔

東
ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
に
お
け
る
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
一
九
三
三
年
に
現
在
の

中
華
人
民
共
和
国
東
北
部
に
「
成
立
」
し
た
満
洲
国
の
存
在
が
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
満

洲
国
に
関
し
て
は
、
現
在
ま
で
に
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
地
に
お
け
る
多

数
の
ム
ス
リ
ム
住
民
、
及
び
彼
ら
に
対
す
る
日
本
・
満
洲
国
当
局
関
係
者
に
よ
る
一
連
の
文

化
・
政
治
工
作
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
本

論
は
、
満
洲
国
建
国
前
夜
か
ら
そ
の
崩
壊
ま
で
の
時
期
を
中
心
に
、
当
地
に
お
け
る
ム
ス
リ

ム
住
民
に
対
す
る
組
織
化
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
Ⅰ
章
・
Ⅱ
章
に
お
い

て
上
記
の
問
題
の
概
略
・
先
行
研
究
に
つ
い
て
触
れ
た
上
で
、
以
下
の
様
に
考
察
を
行
っ
た
。

先
ず
Ⅲ
章
に
お
い
て
、「
日
本
進
出
以
前
の
近
現
代
満
洲
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
社
会
」
と
題

し
、
満
洲
（
満
洲
国
及
び
関
東
州
に
該
当
す
る
地
域
。
現
在
の
東
北
三
省
）
へ
の
ム
ス
リ
ム
住
民
の

定
住
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
過
程
に
関
し
、
当
地
へ
の
人
口
流
入
・
定
着
化
は
清
朝
初

期
の
移
民
政
策
に
促
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
当
地
に
定
着
化
し
た
ム
ス
リ
ム
た
ち

の
中
に
は
社
会
的
に
高
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
た
が
、
彼
ら
も
民
国
成
立
時

の
社
会
変
動
の
中
で
没
落
し
、
満
洲
国
成
立
前
に
は
自
己
の
権
利
等
を
保
障
す
る
大
規
模
な

組
織
を
構
成
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

次
い
で
Ⅳ
章
に
お
い
て
は
、「
日
本
進
出
後
の
満
洲
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
組
織
化
運
動
と
関

連
組
織
の
変
遷
」
と
題
し
て
、
満
洲
国
建
国
以
前
の
事
例
と
し
て
大
連
に
お
け
る
「
光
社
」

の
活
動
を
、
建
国
後
の
事
例
と
し
て
満
洲
全
土
に
支
部
・
分
会
を
置
い
た
満
洲
伊
斯
蘭
協

会
／
満
洲
回
教
協
会
、
ハ
ル
ビ
ン
の
モ
ス
ク
に
拠
点
を
置
く
回
教
協
進
会
の
成
立
・
変
遷
を

考
察
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
化
に
関
わ
っ
た
日
系
官
吏
・
日
本
人
ム
ス
リ
ム
の
存
在
に
も
言
及

し
つ
つ
、
事
業
・
活
動
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
。
特
に
満
洲
国
建
国
後
の
組
織
化
に
つ
い

一
八
六
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て
は
、
ム
ス
リ
ム
側
か
ら
の
積
極
的
参
加
も
伺
え
る
当
初
の
事
例
と
、
日
中
戦
争
開
始
後
の

再
組
織
化
以
降
の
業
務
・
活
動
内
容
の
変
質
を
論
じ
る
こ
と
で
、
組
織
化
運
動
が
時
局
の
変

動
に
伴
い
当
局
側
の
意
向
を
強
く
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
Ⅴ
章
に
お
い
て
は
、
前
章
に
て
論
及
さ
れ
た
組
織
事
業
の
変
遷
に
伴
っ
て
生
じ
た

「
回
教
徒
反
共
運
動
」
と
「
回
教
徒
墓
地
移
転
問
題
」
と
い
う
ム
ス
リ
ム
を
め
ぐ
る
二
つ
の

「
問
題
」
を
取
り
上
げ
、
前
者
に
お
い
て
は
当
時
の
日
本
本
国
に
お
け
る
大
陸
の
ム
ス
リ
ム
に

対
す
る
興
味
・
関
心
の
在
り
方
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
後
者
に
お
い
て
は
満
洲
に

お
け
る
ム
ス
リ
ム
組
織
化
運
動
の
契
機
と
な
っ
た
と
見
做
し
得
る
幾
つ
か
の
要
素
が
見
ら
れ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

上
記
三
章
の
考
察
を
受
け
、
最
終
章
に
お
い
て
は
、
満
洲
国
に
お
け
る
日
本
人
の
関
与
し

た
ム
ス
リ
ム
住
民
の
組
織
化
は
、
当
初
ム
ス
リ
ム
住
民
側
か
ら
も
積
極
的
な
動
き
が
見
ら
れ

た
も
の
の
、
時
局
の
変
化
に
よ
っ
て
統
制
・
動
員
組
織
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
し
て
い
っ

た
が
、
そ
の
様
な
ム
ス
リ
ム
住
民
側
の
自
立
性→

他
律
性
へ
の
移
行
を
伺
え
る
具
体
的
な
事

例
と
し
て
、
当
地
に
お
け
る
二
つ
の
「
回
教
徒
問
題
」
は
、「
満
洲
国
の
ム
ス
リ
ム
住
民
の
存

在
」
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。

戴
季
陶
『
日
本
論
』
再
考

―
―
「
信
仰
」
と
「
美
の
観
念
」
を
中
心
に
―
―

人
文
総
合
科
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

于
　
　
　
坤

現
在
の
中
日
関
係
は
、「
政
凍
経
暖
文
熱
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
中
国
は
近
年
、
日
本
の
文

化
や
社
会
に
注
目
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
中
国
人
に
よ
る
日
本
文
化
へ
の
関
心
は
、
今
に

始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
凡
そ
一
世
紀
も
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
列
強
の
蹂
躙
を
受

け
る
清
朝
末
期
の
大
陸
に
お
い
て
、
い
ち
早
く
近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
隣
国
日
本
へ
の
留
学

ブ
ー
ム
が
、
そ
の
魁
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
五
年
、
こ
の
本
流
に
乗
り
日
本
へ
と
船
出
し
た
一

人
の
少
年
が
い
た
、
後
、
孫
文
と
と
も
に
中
国
革
命
の
一
翼
を
担
っ
た
戴
季
陶
、
そ
の
人
で

あ
る
。
彼
は
、
十
四
歳
の
若
さ
で
日
本
に
四
年
間
留
学
し
、
革
命
活
動
中
の
一
九
二
七
年

『
日
本
論
』
を
著
し
た
。
本
論
文
は
、
こ
の
戴
季
陶
に
注
目
し
、
こ
れ
ま
で
捨
象
さ
れ
て
き
た

戴
の
少
年
時
代
、
留
学
時
代
の
経
歴
を
射
程
に
入
れ
、
さ
ら
に
そ
の
時
局
性
だ
け
が
繰
り
返

し
論
じ
ら
れ
る
『
日
本
論
』
の
中
の
、
従
来
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
当
時
の
日
本
人
の
精
神
面

に
焦
点
を
絞
っ
て
分
析
を
重
ね
る
。
こ
う
し
た
点
を
以
っ
て
し
て
、
戴
が
当
時
の
中
国
人
・

中
国
社
会
に
何
を
求
め
た
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
本
論
文
の
構

成
は
、
序
章
（
問
題
提
起
）、
第
１
章
〜
第
３
章
、
終
章
と
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に
第
１
章
に
お
い
て
、『
日
本
論
』
の
基
礎
的
な
研
究
を
行
い
、
当
時
の
戴
と
日
本

と
の
関
係
を
考
察
し
、『
日
本
論
』
上
梓
ま
で
の
歴
史
的
な
背
景
を
明
確
に
し
た
。
こ
こ
で
は
、

彼
の
日
本
理
解
の
形
成
を
、
少
年
時
代
の
胎
動
期
、
日
本
留
学
時
代
の
形
成
期
、
更
に
留
学

か
ら
帰
国
後
の
熟
成
期
の
三
段
階
に
分
け
論
じ
た
。
次
に
、
第
２
章
に
お
い
て
、『
日
本
論
』

の
位
置
付
け
を
行
っ
た
。『
日
本
論
』
執
筆
当
時
、
中
国
は
国
内
外
の
勢
力
に
よ
り
混
乱
し
た

状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
亡
国
の
危
機
に
面
し
た
際
、
当
時
活
動
家
・
文
筆
家
で
あ
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っ
た
戴
季
陶
は
、
こ
れ
か
ら
の
行
く
べ
き
道
を
同
胞
に
見
せ
る
べ
く
『
日
本
論
』
を
出
版
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
『
日
本
論
』
は
、
同
じ
く
日
本
を
題
材
に
し
た
黄
遵

の
『
日
本
国

志
』
や
周
作
人
の
『
日
本
管
窺
』
と
異
な
り
、
日
本
の
分
析
の
み
な
ら
ず
、
中
国
の
発
展
の

た
め
に
す
べ
き
こ
と
を
読
者
に
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
続
い
て
第
３
章
は
、『
日
本
論
』

に
お
け
る
日
本
人
の
「
信
仰
」
と
「
美
の
観
念
」
に
注
目
し
考
察
を
行
な
っ
た
。
戴
季
陶
は
、

『
日
本
論
』
の
な
か
で
、
日
本
民
族
が
有
す
る
内
在
的
な
動
力
と
し
て
「
信
仰
」
と
「
美
」
を

挙
げ
、
こ
の
二
つ
の
有
機
的
な
調
和
こ
そ
が
日
本
の
近
代
化
の
原
因
で
あ
る
、
と
高
く
評
価

し
て
い
る
。
強
い
「
信
仰
」
心
と
「
美
」
を
好
む
性
格
を
兼
ね
備
え
る
社
会
こ
そ
が
、
理
想

的
な
国
民
国
家
で
あ
る
、
と
お
そ
ら
く
戴
は
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
て
戴
は
、
元
来
着
目
さ

れ
て
い
た
軍
事
や
政
治
・
産
業
体
制
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
な
側
面
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
を

試
み
、
日
本
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
日
本
論
』
の
意
義
の
一
つ
と
し
て
、
中

国
の
若
い
世
代
に
期
待
を
寄
せ
、
早
く
目
覚
め
よ
う
と
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
た
点
も
見
の
が

せ
な
い
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
ハ
ー
ド
面
の
み
か
ら
の
脱
却
を
果
た
し
、
精
神
的
恒
常
観

や
犠
牲
精
神
、
ま
た
美
的
情
緒
を
視
座
に
入
れ
、
こ
の
日
本
の
内
的
特
質
を
描
き
出
す
こ
と

に
よ
り
、
逆
説
的
に
当
時
の
中
国
社
会
へ
異
議
申
し
立
て
を
行
な
っ
た
点
、
こ
れ
こ
そ
が
本

書
の
根
幹
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
戴
季
陶
は
『
日
本
論
』
の
終
章
に
お
い
て
、
日
本
社
会
の
マ
イ
ナ
ス
的

な
変
化
に
言
及
し
て
お
り
、
さ
ら
に
本
書
の
日
本
語
訳
が
わ
ず
か
半
年
後
に
出
版
さ
れ
た
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
中
国
の
み
な
ら
ず
当
時
の
日
本
に
対
し
て
も
、
滅
び
の
憂
を
訴
え
た
か

っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
日
本
を
学
ぼ
う
と
提
唱
す
る
戴
季
陶
は
、
日
本
も
以
前
と
比
べ

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
変
化
を
蒙
っ
て
き
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
本
書
は
、

中
国
社
会
な
ら
び
に
日
本
社
会
へ
の
異
議
申
し
立
て
、
と
い
っ
た
ふ
た
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
有

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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A Lexical Semantic Approach to the Locative Alternation

英米文学専攻 工　藤　和　也

This thesis explores an alternative approach in terms of lexical semantics that proves more

successful in explaining the semantic and syntactic properties of the locative alternation between

the theme construction, as in John sprayed paint on the wall, and the locative construction, as in

John sprayed the wall with paint. Contrary to previous researches which assume twofold lexical

conceptual structures for the locative alternation verbs, such as Rappaport and Levin (1988), who

derive via “lexical subordination” a secondary conceptual structure of the locative alternation verbs,

or Jackendoff (1990), who assigns an independent conceptual structure to each predicate in the

alternation according to its distinct semantic features, I propose that any locative alternation verb

only lexicalizes one base lexical conceptual structure as its core meaning and the locative

alternation is triggered by the speaker’s subjective way of actual locative event construal.

The necessary properties of the locative alternation verbs are to lexicalize as their lexical items

three conceptually separate subevents, namely <an action by agent>, <a change of location in

theme> and <a change of state in locative>, which are causally interrelated to denote a locative

event. The locative alternation can be considered as an instance of “gestalt shift” (i.e. a shift of

cognitively foregrounded/backgrounded parts of event structure) of cognitive focus conceptualized in

the speaker’s mind. In fact, of the two possible results of the action <a change of location in theme>

is focused in the theme constructions, whereas <a change of state in locative> is focused in the

locative constructions. The cognitive focus affects the meaning and form of a construction at the

same time. In the realm of semantics, the cognitive focus contributes to dominance of interpretation,

which often produces “holistic effect” on the locative argument in the locative construction. In the

realm of syntax, on the other hand, the cognitive focus prescribes relative salience of event

participants which then maps into the grammatical relation of the construction. In short, other than

agent as the subject, the more salient participant between theme and locative must be realized as

the direct object of the verb, along with particular semantic importance (e.g. affectedness), while the

other less salient participant may be realized as the oblique object.

In this manner, language is viewed as a symbolic unit between meaning and form, and lexicon

is acquired in our grammatical knowledge as a fundamental element to support this

interrelationship. The approach presented in this thesis gives us an explanatorily adequate solution

to the joint association between meaning and form of a language, without introducing an overly

complicated lexical representation of verbs, and has good prospects to apply to many different

construction alternations in many different languages.
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William Blake’s Angry Voice in
Songs of Innocence and of Experience

英米文学専攻 山　崎　あゆみ

This thesis explores William Blake’s criticism based on his anger as expressed in Songs of

Innocence and of Experience (1794). Especially, we focus on fourteen poems from the Songs, and

occasionally mention several other poems by Blake.

In the first chapter, Blake’s criticism of the oppressive stratification of eighteenth-century Britain

is discussed. The major poems examined are such as “The Chimney Sweeper” and “Holy Thursday” from

both Innocence and Experience, and “London” from Experience. While the author shows us sickened

London and its citizens, he also presents possibilities to overcome this sorrowful world. It is because

that Blake believed that his country was shaped by both disillusionment and hope.

In the second chapter, Blake’s attacks against religious hypocrisy are examined. The targeted texts

are “The Divine Image,” “The Human Abstract,” “The Garden of Love” and “A Little Boy Lost.” From a

close reading of those poems, we learn that natural desires and honest enquirers are destroyed by

religious hypocrisies. Yet Blake also instructs us that divinity is always beside and inside us. That is to

say, Blake tells us that our sanctity is decided by ourselves.

In the last chapter, Blake’s philosophy and critique of conventional education are studied. The

chosen poems are “The School Boy” “Infant Sorrow” and the set of “Nurse’s Song.” Those poems reveal

that adults can ruin children by enforcing oppressive education, yet they can simultaneously protect

children.

As conclusion, the Songs is a mirror of Blake’s philosophy of society, religion, education and, as the

subtitle articulates, “the Two Contrary States of the Human Soul.”


