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現
在
の
日
本
文
化
史
研
究
は
、「
文
化①

」
に
対
す
る
研
究
方
法
の
多
様
化
に
よ
っ

て
、
よ
り
広
範
な
文
化
史
の
叙
述
を
可
能
と
し
て
い
る②

。
そ
れ
は
、
歴
史
上
「
文
化
」

と
見
な
す
対
象
が
、
本
来
、
研
究
対
象
と
し
て
価
値
判
断
を
必
要
と
し
た
も
の
か
ら
、

視
角
に
よ
っ
て
感
知
さ
れ
る
も
の
へ
、
換
言
す
れ
ば
特
権
階
級
的
で
は
な
い
も
の
へ

広
げ
ら
れ
、
最
早
、「
文
化
」
に
成
り
代
わ
ら
な
い
物
質
は
歴
史
上
存
在
し
な
い
よ

う
な
勢
い
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
因
に
は
遠
く
も
近
く
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア

ナ
ー
ル
学
派
に
よ
る
社
会
史
研
究③

、
七
十
代
年
以
降
の
中
世
日
本
史
に
お
け
る
社
会

史
の
隆
盛④

、
九
十
年
代
後
半
、
日
本
に
流
入
し
た
「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ

ー
ズ
」、
最
近
で
は
「
マ
テ
リ
ア
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」「
ヴ
ィ
ジ
ュ

ア
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
の
影
響
が
存
在
し
て
い
る⑤

。
こ
の
よ
う
な

文
化
理
論
を
背
景
と
す
る
「
文
化
」
と
文
化
史
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
点
は
否
め
な

い
が
、「
政
治
・
経
済
史
で
は
な
い
研
究
」
と
い
う
曖
昧
な
位
置
に
存
在
す
る
日
本

文
化
史
研
究
は
、
現
在
も
、「
文
化
」
の
意
味
を
無
自
覚
に
し
た
ま
ま
、
何
で
も

「
文
化
史
」
に
吸
収
さ
せ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
背
景
に
は
、「
文
化
」
の
質
や
そ
の
規
模
が
経
済
力
に
左
右
さ
れ
る
も
の
と

す
る
、
戦
後
日
本
文
化
史
研
究
の
基
本
認
識
が
存
在
す
る⑥

。
こ
れ
は
、
歴
史
の
軸

を
社
会
の
物
質
生
産
力
に
置
く
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
土
台
と
な

る
経
済
力
と
連
動
す
る
「
文
化
」
は
、
社
会
的
な
要
因
の
も
と
下
部
構
造
と
上
部
構

造
と
の
相
互
関
係
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
。
か
か
る
文
脈
に
即
す
と
「
文
化
」
の
存
在

は
上
部
構
造
に
入
る⑦

。
そ
し
て
、
経
済
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
政
治
や
法
制
度
に

対
応
す
る
か
の
如
く
、「
文
化
」
そ
れ
自
体
の
追
究
に
力
点
は
置
か
れ
ず
、「
文
化
」

を
生
み
出
す
生
産
力
の
主
体
者
で
あ
る
担
い
手
に
そ
の
意
義
が
求
め
ら
れ
た
。
い
わ

ば
民
衆
と
い
う
認
識
媒
体
に
「
文
化
」
の
意
味
が
転
嫁
さ
れ
、「
文
化
」
は
民
衆
が

担
っ
た
「
文
化
」
と
し
て
歴
史
の
中
に
存
在
し
、
目
に
見
え
な
い
事
象
や
「
敗
者
の

文
化
」⑧

は
全
て
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

近
年
、
学
際
的
な
手
法
に
よ
る
人
間
の
日
常
社
会
を
分
析
す
る
社
会
史
が
隆
盛
し
、

民
衆
や
文
化
な
ど
を
キ
ー
と
し
た
テ
ー
マ
性
を
も
つ
研
究
が
脚
光
を
浴
び
始
め
、
現

在
の
よ
う
な
文
化
史
的
研
究
が
登
場
し
始
め
た
。
し
か
し
、
文
化
史
研
究
は
、
美
し

く
立
派
な
「
文
化
」
の
存
在
を
前
提
と
し
た
「
文
化
」
の
た
め
の
研
究
で
は
な
く
、

ま
た
、
文
化
理
論
に
よ
っ
て
展
開
す
る
学
問
で
も
な
い
。

立
ち
返
っ
て
、
文
化
史
研
究
と
は
何
を
追
究
す
る
学
問
で
あ
る
の
か
。
特
に
、
経
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一
六

済
の
賜
物
と
し
て
「
文
化
」
を
生
み
出
す
と
い
う
、
社
会
機
関
的
な
文
化
で
は
な
く⑨

、

現
在
の
「
文
化
」
研
究
の
状
況
を
踏
ま
え
た
「
文
化
史
」
の
方
法
に
つ
い
て
そ
の
理

論
と
方
法
を
問
い
た
い⑩

。
特
に
小
稿
で
は
、
歴
史
叙
述
と
「
文
化
」
と
の
関
係
を
中

心
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
テ
キ
ス
ト
と
イ
メ
ー
ジ

現
在
、
代
表
的
な
文
化
理
論
は
、
全
て
物
質
的
・
視
覚
的
な
「
文
化
」
で
あ
り
、

換
言
す
れ
ば
全
て
可
視
的
な
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
文
化
」
と
い
え
る
。

「
マ
テ
リ
ア
ル
」
や
「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
「
文
化
」（
を
意
味
す
る
）
の
形
容

の
背
後
に
は
、
発
掘
や
実
地
調
査
を
実
践
し
て
き
た
美
術
史
学
や
考
古
学
、
広
義
の

文
化
人
類
学
が
蓄
積
し
て
き
た
研
究
手
法
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
担
い
手
で

あ
る
彼
ら
に
は
、
対
象
と
し
て
視
覚
的
な
そ
の
、
、

作
品
や
遺
物
を
選
択
す
る
と
い
う
、

可
視
性
に
対
す
る
認
識
の
鋭
さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
我
々
に
は
そ
れ
、
、

を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
可
視
」
す
る
こ
と
に
際
し
、
敏
感
で
あ
る
べ
き
こ
と

を
惹
起
し
て
く
れ
る
。

し
か
し
、「
文
化
」
は
必
ず
可
視
性
や
可
視
的
な
モ
ノ
を
伴
わ
な
け
れ
ば
成
立
し

な
い
概
念
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
こ
の
認
識
を
反
転
さ
せ
た
「
不
可
視
」
な
「
文

化
」
を
こ
こ
で
提
唱
す
る
つ
も
り
は
な
い⑪

。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
文
献
を

主
体
と
し
て
文
化
を
追
究
す
る
文
化
史
研
究
の
位
相
に
つ
い
て
で
あ
る
⑫

。
こ
の
点

は
、
美
術
史
学
の
方
法
論
と
相
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

絵
画
を
研
究
の
対
象
と
し
て
扱
う
美
術
史
学
と
文
献
史
学
と
の
相
互
補
完
性
が
認

識
さ
れ
て
久
し
い
が
、
近
年
、
文
献
と
関
わ
る
絵
画
研
究
が
活
発
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
、
八
〇
年
代
頃
か
ら
作
品
の
解
釈
学
そ
れ
自
体
が
目
的
化
し
た
絵
画
研

究
を
批
判
継
承
し
、
描
か
れ
た
表
象
や
秩
序
の
固
有
性
を
歴
史
叙
述
と
関
連
さ
せ
て

作
品
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る⑬

。
そ
の
一
つ
が
、
絵
画
に
お
け
る
ダ
ブ

ル
・
イ
メ
ー
ジ
の
仕
掛
け
と
同
様
の
理
論
と
し
て
、
絵
画
と
文
献
が
相
互
に
意
味
を

交
換
し
、
意
味
が
相
互
に
通
過
し
合
う
存
在
と
し
て
理
解
す
る
視
点
で
あ
る
。
絵
画

研
究
に
即
し
て
説
明
す
る
と
、
作
品
の
作
者
自
身
が
仕
掛
け
た
絵
画
の
意
味
や
固
有

性
を
読
み
解
く
こ
と
と
、
読
み
取
っ
た
固
有
の
景
色
や
賛
か
ら
、
今
度
は
作
者
が
絵

画
を
描
く
た
め
に
学
習
し
た
こ
と
や
体
験
し
た
こ
と
を
文
献
か
ら
読
み
解
く
、
と
い

う
二
つ
の
意
味
を
一
枚
の
絵
画
か
ら
読
む
と
い
う
も
の
で
、「
意
味
の
二
重
性
」
と

も
表
現
さ
れ
る⑭

。
か
か
る
研
究
手
法
に
お
け
る
文
献
の
位
相
と
は
、
作
品
が
描
か
れ

る
過
程
に
お
け
る
作
者
の
姿
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
な
も
の
と
な
り
、

そ
の
叙
述
を
読
む
こ
と
で
見
出
さ
れ
た
作
者
の
「
歴
史
」
が
、
現
存
す
る
絵
画
に
よ

っ
て
相
対
化
さ
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
時
代
に
即
し
た
形
式
や
固
有
性
を
持
っ
た
「
文

化
」
が
確
か
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
文
化
」
と
は
、
各
時
代
の
人
々

が
固
有
の
体
験
に
基
づ
き
結
果
的
に
編
み
出
し
た
形
式
や
固
有
性
で
あ
り
、
そ
れ
ら

は
必
ず
し
も
絵
画
＋
文
献
と
い
う
形
式
に
留
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
現
在

に
見
出
し
、
先
人
の
歴
史
を
「
文
化
」
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
文
化
史

研
究
に
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
項
以
降
で
考
え
て
い
き
た

い
。い

ず
れ
に
し
ろ
、
従
来
の
絵
画
と
文
献
が
、
相
互
補
完
関
係
、
補
助
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
位
相
は
、
絵
画
が
な
け
れ
ば
実
現
し
な
い
文
献
の
読
ま

れ
方
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
絵
画
に
よ
っ
て
文
献
の
新
し
い
読
み
方
が
開
拓
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
的
な
仕
掛
け
は
、
可
視
的
な
も
の
だ
け
に
特
有
な

仕
掛
け
で
は
な
く
、
歴
史
叙
述
そ
れ
自
体
に
も
同
様
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
絵
画
と
同
様
、
歴
史
叙
述
の
固
有
性
を
ま
ず
文
化
的
な

「
仕
掛
け
」
と
し
て
読
み
取
る
文
脈
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
、
歴
史
叙
述
と
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ

歴
史
叙
述
と
い
う
問
題
に
対
峙
し
、
そ
の
意
味
を
現
在
も
な
お
問
い
続
け
ら
れ
て

い
る
桜
井
好
朗
氏
の
歴
史
叙
述
論
は
、
既
に
六
〇
年
代
後
半
か
ら
革
新
的
な
読
み
方

を
我
々
に
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
そ
の
基
本
的
考
え
方
の
一

部
で
あ
り
、
一
九
七
三
年
に
発
表
さ
れ
た⑮

。

中
世
の
人
々
は
彼
ら
に
固
有
の
仕
方
で
歴
史
を
”叙
述
“し
た
。
紀
伝
体
と
か

編
年
体
と
か
、
あ
る
い
は
史
実
と
か
虚
構
と
か
―
―
そ
う
い
う
区
分
に
と
ら
わ

れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
我
々
の
視
野
に
な
か
な
か
入
っ
て
き
て
く
れ
そ
う
に
な
い

よ
う
な
、
固
有
の
仕
方
で
。

「
歴
史
は
現
在
か
ら
そ
の
過
去
に
つ
い
て
解
明
す
る
精
神
的
形
式
で
あ
る
。

（
註
※
ヨ
ー
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
「
歴
史
概
念
の
定
義
に
つ
い
て
」（
兼
岩
正
夫
訳
））」

と
い
う
ヨ
ー
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
有
名
な
定
義
は
、
現
代
に
生
き
る
我
々
に

あ
て
は
ま
る
と
同
時
に
、
我
々
の
国
の
中
世
に
も
ま
た
妥
当
す
る
。
そ
の
よ
う

な
「
精
神
的
形
式
」
を
私
な
り
に
文
化
的
構
造
と
よ
ん
で
お
く
と
、
そ
れ
は
国

家
・
民
族
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
時
代
の
差
異
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
固
有
の
位
相
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
の
中
世
に
お

い
て
も
「
歴
史
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
固
有
な
相
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
は

ず
で
、
そ
の
た
め
に
「
歴
史
」
の
”叙
述
“そ
れ
自
体
が
中
世
固
有
の
文
化
的
構

造
と
な
ら
ね
ば
な
か
っ
た
。

私
は
つ
ね
づ
ね
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
文
字
に
よ
っ
て
か
き
記
さ
れ
た
史

書
・
史
論
は
、
中
世
の
歴
史
叙
述
を
山
な
み
に
た
と
え
た
ば
あ
い
、
尾
根
で
は

あ
っ
て
も
山
な
み
全
体
と
は
い
い
が
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
大
鏡
』
と

か
『
愚
管
抄
』
と
か
『
神
皇
正
統
記
』
と
か
、
あ
る
い
は
『
吾
妻
鏡
』
と
か

『
百
錬
抄
』
と
か
、
そ
れ
ら
文
字
に
よ
る
史
書
・
史
論
の
歴
史
叙
述
を
な
り
た

た
し
め
、
そ
れ
ら
を
包
み
込
ん
で
い
る
全
体
的
な
歴
史
叙
述
が
あ
っ
て
、
一
つ

の
文
化
的
な
構
造
を
な
し
て
い
る
。
か
か
る
歴
史
叙
述
は
文
字
に
よ
る
ば
あ
い

も
か
な
ら
ず
し
も
史
書
・
史
論
の
か
た
ち
を
と
ら
ず
、
さ
ら
に
口
語
り
や
口
承

伝
承
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
、
さ
ら
に
祭
式
・
芸
能
・
民
俗
な
ど
言
語
以
外
の
表

現
と
し
て
も
定
着
せ
し
め
ら
る
。
そ
れ
を
し
も
私
は
”叙
述
“と
見
る
の
で
あ
り
、

そ
の
総
体
を
考
え
て
お
か
な
い
と
個
々
の
史
書
・
史
論
に
見
ら
れ
る
歴
史
叙
述

の
に
な
っ
て
い
た
意
味
性
も
、
ほ
ん
と
う
は
正
し
く
解
読
で
き
ぬ
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

（「
中
世
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
構
造
」
二
五
八
・
二
五
九
ペ
ー
ジ
）

今
、
こ
こ
に
歴
史
叙
述
と
文
化
に
対
す
る
問
題
関
心
に
従
っ
て
ポ
イ
ン
ト
を
抽
出

す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
押
さ
え
る
べ
き
は
、
歴
史
叙
述
の
種
類
と
し
て
、
紀
伝
体
や
編
年
体
の
ス
タ

イ
ル
で
叙
述
さ
れ
た
史
書
・
史
論
だ
け
が
歴
史
叙
述
で
は
な
く
、
史
実
や
虚
構
に
関

係
な
く
口
語
り
や
口
承
伝
承
、
祭
式
・
芸
能
・
民
俗
な
ど
に
よ
る
「
言
語
以
外
の
表

現
」
も
含
む
と
規
定
さ
れ
る
も
の
で
、
現
在
は
定
着
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
し
か

し
、
更
に
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
歴
史
叙
述
を
包
み
込
む
「
全
体
的
な
歴
史
叙
述
」

の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
存
在
を
、
第
一
段
階
と
し
て
、

ホ
イ
ジ
ン
ガ
が
唱
え
た
歴
史
解
明
に
お
け
る
「
精
神
的
形
式
」
と
い
う
器
に
「
中
世

の
人
々
」
を
直
截
的
に
投
げ
込
み
、
第
二
段
階
と
し
て
、
中
世
の
人
々
に
混
じ
り
な

が
ら
彼
ら
に
「
固
有
な
仕
方
」
で
叙
述
さ
れ
た
世
界
を
た
ど
り
、
第
三
段
階
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
脱
し
た
後
、
そ
の
器
そ
の
も
の
に
「
全
体
的
な
歴
史
叙
述
」
を
見
出
す
と

い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
そ
こ
に
国
家
や
民
族
、
時
代
に
固
有
の
位
相
と
し
て
一
つ

の
「
文
化
構
造
」
が
立
ち
現
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
文
化
構
造
」
と
は
、
か
か
る
段
階
的
な
考
察
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
導

か
れ
た
歴
史
的
文
脈
と
不
可
分
に
あ
る
「
文
化
」
の
存
在
形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
氏

は
、
歴
史
叙
述
を
「
全
体
的
な
歴
史
叙
述
」
と
の
構
造
関
係
に
よ
っ
て
読
み
解
い
た

時
に
現
れ
る
と
い
う
固
有
な
位
相
に
、「
文
化
」
生
成
の
契
機
と
そ
の
存
在
意
義
を
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求
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
文
化
」
と
は
独
立
し
た
概
念
で
は
な
く
、

歴
史
と
構
造
的
に
結
び
つ
い
た
「
文
化
」
の
形
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
は
、
可
視
的
な
モ
ノ
と
し
て
の
「
文
化
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
視
覚
的
で
は
な
い
文
化
の
位
相

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
中
世
日
本
の
歴
史
叙
述
の
中
に
存
在
し
て
い
た

こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

ま
た
、
史
実
の
記
録
で
は
な
い
歴
史
叙
述
の
性
質
を
、「
歴
史
上
の
出
来
事
は
何

よ
り
も
歴
史
の
基
本
的
で
も
あ
り
全
体
的
で
も
あ
る
相
を
示
し
て
、
い
わ
ば
記
念
碑

的
表
現
と
し
て
”叙
述
“さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
出
来

事
は
現
実
の
諸
関
係
か
ら
き
り
と
ら
れ
、
そ
れ
自
体
と
観
念
的
な
基
点
と
の
直
接
的

な
か
か
わ
り
の
も
と
で
記
述
さ
れ
る
」（
右
同
書
、
二
八
四
ペ
ー
ジ
）
と
端
的
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
桜
井
氏
が
説
く
、
現
実⑯

の
諸
関
係
か
ら
切
り
取
ら
れ
た

記
念
碑
的
「
叙
述
」
は
、
現
実
の
諸
関
係
を
切
り
取
っ
て
描
か
れ
た
（
記
念
碑
的
）

「
絵
画
」
と
見
事
に
一
致
す
る
媒
体
と
な
る
。

絵
画
と
歴
史
叙
述
に
お
け
る
相
互
関
係
の
意
味
が
、
お
互
い
の
空
白
を
埋
め
合
う

補
助
的
関
係
と
し
て
の
も
の
か
ら
、
歴
史
叙
述
と
絵
画
に
お
け
る
意
味
の
共
有
（
ダ

ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
の
成
立
）
関
係
に
発
展
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
桜
井
氏
に
よ
る
歴
史
叙
述
の
読
解
に
よ
っ
て
、
更
に
「
歴
史
」
と
「
文
化
構

造
」
と
の
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
歴
史
叙
述
そ
れ
自
体
に
も

意
味
の
二
重
性
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る⑰

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

分
析
の
対
象
と
す
る
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
そ
の
仕
掛
け
は
、
ダ
ブ
ル
、
ト
リ
プ

ル
に
も
な
り
得
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
分
析
の
か
け
算
的
解
釈
が
可
能
と
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
か
け
算
の
答
え
が
、
例
え
ば
一
〇
〇
通
り
の
問
題
や
派
生
を
生
み

出
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
常
に
構
造
的
な
文
脈
に
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や

は
り
「
構
造
」
と
い
う
一
元
的
な
位
相
に
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま

た
、
そ
れ
が
中
世
に
固
有
な
「
文
化
構
造
」
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
そ
こ
か
ら
一
〇
〇
通
り
の
構
造
が
生
ま
れ
る
か
ら
こ
そ
、
多
元
性
を
も
つ

「
文
化
」
が
歴
史
の
中
に
登
場
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争

を
経
て
残
っ
た
特
別
な
「
文
化
」
と
し
て
で
は
な
く
、
た
だ
存
在
し
て
い
た
「
文
化
」

で
あ
る
点
も
大
切
に
し
た
い⑱

。

三
、
歴
史
学
と
文
化
史
研
究

桜
井
好
朗
氏
は
、
先
に
挙
げ
た
同
論
文
「
中
世
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
構
造
」
で
、

文
化
的
位
相
に
あ
る
「〈
聖
な
る
も
の
〉⑲

」
論
を
展
開
さ
せ
、
在
地
や
国
土
と
の
関

わ
り
で
生
ま
れ
た
教
学
的
な
宗
教
の
枠
を
越
え
た
「
宗
教
」
の
存
在
を
浮
き
彫
り
に

し
た⑳

。
こ
れ
は
、
黒
田
俊
雄
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
顕
密
仏
教
」
と
も
波
長
が

合
う
も
の
で
あ
る@1

。

桜
井
氏
は
本
論
文
の
な
か
で
、
中
世
の
在
地
社
会
に
お
い
て
「
政
治
的
・
社
会
的

行
為
は
根
源
的
な
〈
聖
な
る
も
の
〉
に
結
び
つ
け
る
か
た
ち
で
起
き
る
」（
二
六
五
ペ

ー
ジ
）
こ
と
を
、
一
つ
の
文
化
構
造
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
の
歴
史

叙
述
（
文
献
テ
キ
ス
ト
）
か
ら
「
文
化
」
の
位
相
と
そ
の
次
元
を
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が@2

、
そ
の
中
心
は
「〈
聖
な
る
も
の
〉」
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
＝
紐
帯
）

的
な
も
の
に
近
く
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
で
は
な
い
）、
黒
田
俊
雄
氏
の
「
顕
密

仏
教
」
が
狭
義
の
教
学
的
仏
教
で
は
な
く
、
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ

た
点
で
も
共
通
す
る
認
識
で
あ
る
。
特
に
黒
田
氏
に
よ
る
権
門
体
制
論
に
よ
っ
て
、

中
世
国
家
を
構
造
的
に
支
え
て
い
た
体
制
的
枠
組
み

、
、
、
、
、
、

の
基
本
要
素
が
提
示
さ
れ
、
顕

密
体
制
論
に
よ
っ
て
教
学
を
越
え
て
止
揚
さ
れ
た
体
制
的
国
家
に
お
け
る
宗
教
の
在

り
方
、
こ
れ
ら
に
照
応
す
る
荘
園
制
・
身
分
制
・
共
同
体
・
寺
社
勢
力
論
が
中
世
的

世
界
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
し
て
示
さ
れ
、
こ
の
中
に
文
化
に
対
す
る
歴
史
的
位

置
づ
け
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史
学
を
学
際
的
研
究
に
応
用
す
る

こ
と
の
で
き
る
理
論
と
方
法
を
も
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
歴
史
的
な
意
義
や
射
程
と
す
る
歴
史
範
囲
は
い
ま
だ
に
限
定
さ
れ
て
い

一
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る
。原

田
信
男
氏
は
一
九
九
三
年
、
食
物
生
活
史
研
究
を
行
う
に
際
し
、
次
の
よ
う
な

こ
と
を
書
か
れ
て
い
る@3

。

歴
史
学
界
に
お
け
る
食
物
生
活
史
の
軽
視
と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
。
も
ち

ろ
ん
「
食
」
の
み
な
ら
ず
、
生
活
史
全
般
に
対
し
て
、
日
常
の
「
身
辺
雑
事
」

を
扱
う
よ
り
は
「
天
下
国
家
」
を
論
ず
る
べ
き
だ
、
と
す
る
雰
囲
気
が
非
常
に

強
く
あ
っ
た
。
こ
こ
一
〇
年
来
い
わ
ゆ
る
社
会
史
が
注
目
を
浴
び
、
か
つ
て
の

階
級
闘
争
を
中
心
と
し
た
人
民
闘
争
史
観
は
下
火
と
な
っ
た
。
こ
の
社
会
史
の

流
行
に
呼
応
し
て
、
学
会
誌
な
ど
で
も
社
会
史
特
集
が
盛
ん
に
組
ま
れ
、
賛
否

両
論
が
闘
わ
さ
れ
た
が
、
人
民
闘
争
史
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い

っ
た
議
論
は
あ
ま
り
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
社
会
史
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

批
判
を
浴
び
た
が
、
最
も
代
表
的
な
も
の
に
、
短
文
で
は
あ
る
が
吉
岡
昭
彦
の

文
章
が
あ
り
、「『
身
辺
雑
事
』
の
研
究
を
い
く
ら
積
み
重
ね
て
み
て
も
、『
天

下
国
家
』
の
、
従
っ
て
歴
史
の
把
握
に
当
た
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
結

び
、
社
会
史
に
史
的
な
転
換
を
求
め
て
い
る
（「
今
月
の
言
葉
」『
社
会
科
学
の
方

法
』
一
六
三
号
、
御
茶
の
水
書
房
）。
吉
岡
は
、
社
会
史
が
「
民
衆
の
生
活
と
心

情
を
解
明
し
つ
つ
あ
る
こ
と
」
は
認
め
て
は
い
る
が
、
社
会
史
研
究
に
は
「
問

題
意
識
」
が
乏
し
い
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
押
し
詰
め
て
考
え
れ
ば
、
最
終
的
に
は
、
歴
史
学
に
お
け
る
問
題
意

識
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
認
識
に
は
や
は
り
疑
問
が

あ
る
。
ま
た
佐
々
木
潤
之
介
は
、
吉
岡
に
賛
意
を
表
し
て
、「
ほ
ん
ら
い
、（
原

田
注：

社
会
史
は
）『
経
世
済
民
』
の
気
概
を
も
ち
、『
天
下
国
家
』
へ
の
ト
ー

タ
ル
な
関
心
を
生
命
と
す
る
歴
史
学
の
一
つ
の
あ
り
方
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な

る
ま
い
」（「『
社
会
史
』
と
社
会
史
に
つ
い
て
」『
歴
史
学
研
究
』
一
八
三
号
、
一
九

八
三
、
青
木
書
店
）
と
記
し
、
現
今
の
社
会
史
の
在
り
方
を
強
く
批
判
し
て
い

る
。
私
自
身
も
一
種
の
ブ
ー
ム
と
し
て
の
”社
会
史
現
象
“に
は
問
題
が
あ
り
、

社
会
認
識
の
方
法
論
な
ど
に
つ
い
て
不
充
分
な
点
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
が
、

や
は
り
「
天
下
国
家
」
を
論
ず
る
以
前
に
、
衣
食
住
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
史

の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
必
要
条
件
だ
と
思

わ
れ
る
。

（「「
天
下
国
家
」
と
「
身
辺
雑
事
」、
四
〇
ペ
ー
ジ
）

八
十
年
代
に
「
天
下
国
家
」
や
「
身
辺
雑
事
」
と
い
っ
た
激
し
い
言
葉
に
よ
っ
て

歴
史
研
究
や
歴
史
把
握
の
意
義
が
問
わ
れ
た
頃
か
ら
考
え
る
と
、
現
在
、
こ
れ
ら
は

方
法
論
や
研
究
内
容
の
「
新
し
さ
」、「
古
さ
」
と
い
っ
た
温
和
な
言
葉
に
成
り
代
わ

っ
て
い
る
が
、
同
じ
認
識
が
そ
の
ま
ま
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
て
い
る
点
は
事
実
と
し
て
否

め
な
い
。

原
田
氏
は
生
活
史
の
研
究
意
義
を
唱
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
先
述
し
た
桜
井
好
朗

氏
と
研
究
対
象
は
異
な
る
が
、
両
者
の
問
題
認
識
は
、
七
十
年
代
か
ら
桜
井
氏
が
唱

え
ら
れ
た
「
歴
史
叙
述
」
を
一
つ
の
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
解
釈
を
経
た
「
文
化
構
造
」

と
し
て
読
む
方
法
の
提
示
と
思
想
的
基
盤
や
批
判
を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
一
言
で
「
文
化
」
と
言
っ
て
も
様
々
な
社
会
現
象
と
ク
ロ
ス
し
、
こ
れ
ら
を
包

含
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
中
世
の
文
化
的
世
界
の
探
求
に
は
こ
の
よ
う
な
深
み
が

常
に
存
在
す
る
。

中
世
は
「
宗
教
の
時
代
」
と
も
換
言
で
き
る
が
、
そ
こ
に
中
世
文
化
の
特
質
ま
で

も
を
読
み
解
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
、
桜
井
氏
は
文
献
ス
タ
イ
ル
を
と

る
歴
史
叙
述
か
ら
、「
文
化
構
造
」
の
読
み
取
り
を
可
能
と
し
、
国
家
や
社
会
と
の

関
わ
る
教
学
的
で
は
な
い
宗
教
的
世
界
「〈
聖
な
る
も
の
〉」
の
文
脈
を
見
出
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
現
在
で
は
、
在
地
社
会
に
お
け
る
行
為
の
根
源
的
意
味
を
「〈
聖
な
る
も

の
〉」
と
し
て
含
む
見
方
か
ら
、
議
論
は
更
に
内
実
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ら

の
研
究
状
況
を
例
え
る
な
ら
、
追
究
に
よ
っ
て
一
〇
〇
通
り
生
ま
れ
た
歴
史
的
文
脈
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の
中
に
、
構
造
化
さ
れ
た
「
文
化
」
研
究
へ
と
議
論
の
対
象
が
広
が
っ
た
と
い
え

る
。こ

れ
ら
の
研
究
の
集
積
を
何
ら
か
の
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
捉
え
、
一
つ

の
中
世
的
世
界
を
表
す
の
だ
と
す
る
積
極
的
評
価
が
存
在
す
る
。
確
か
に
、
中
世
と

い
う
時
代
は
、
宗
教
的
、
文
化
的
な
世
界
が
聖
俗
入
り
交
じ
っ
て
存
在
し
、
ま
た
こ

れ
ら
が
中
世
的
な
も
の
と
し
て
分
か
ち
難
く
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方

で
、
一
見
、
個
別
研
究
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
る
。
そ
し
て
、

歴
史
を
上
部
と
下
部
構
造
に
よ
っ
て
捉
え
る
批
判
的
視
点
か
ら
生
ま
れ
た
研
究
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
概
念
を
容
易
に
脱
し
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
の
理
論
的
強
さ
が

そ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
に
当
て
は
ま
ら
な
い
「
文
化
」
の
歴
史
的
文
脈
は
、
何
ら
か

の
方
法
に
よ
っ
て
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
文
化
」
は
そ
れ
自
体
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
生
活
様
式
、
社
会
的
行
為
、

社
会
集
団
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
は
「
文
化
」

の
担
い
手
が
明
確
で
あ
り
、
歴
史
を
経
た
も
の
だ
け
が
「
文
化
」
で
は
な
い
。
ま
た
、

担
い
手
に
よ
っ
て
「
文
化
」
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
と
、「
文
化
」
を
維
持
し
て
い

く
こ
と
、
維
持
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
も
意
味
は
異
な
る
。
そ
し
て
、「
文
化
」
を
過

去
か
ら
現
在
に
見
る
過
程
的
な
も
の
か
、
現
在
か
ら
過
去
に
見
る
評
価
的
な
も
の
に

価
値
を
見
出
す
か
に
よ
っ
て
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

し
か
し
、
物
質
で
あ
れ
、
可
視
的
な
も
の
で
あ
れ
、
史
料
で
あ
れ
叙
述
で
あ
れ
、

現
在
の
視
点
か
ら
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
「
文
化
」
と
は
、
そ
れ
が
「
文
化
」
で
あ

る
と
い
う
解
釈
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
判
断
は
一
見
恣
意
的
で
あ
る
が
、

歴
史
上
、
偶
然
に
見
つ
か
る
「
文
化
」
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
全
て
の
物
事
は
歴

史
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
現
在
に
連
続
し
た
文
脈
を
持
ち
得
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
歴

史
を
証
明
す
る
証
拠
と
し
て
の
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
そ
れ
以
上
の
追
究
は
不
可

能
、
あ
る
い
は
終
了
と
す
る
、「
史
料
」
の
残
存
状
況
に
規
制
さ
れ
る
歴
史
学
の
次

元
と
、
連
綿
と
存
在
し
て
い
た
歴
史
的
文
脈
の
次
元
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
意
味
は

違
う
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る@4

。
そ
し
て
、
過
去
の
史
実
で
あ
る
と
い
う

証
明
は
必
要
で
あ
る
が
、偽
文
書
の
歴
史
的
意
義
や
偽
書
の
問
題
を
考
え
て
み
れ
ば@5

、

歴
史
的
な
史
実
と
事
実
が
異
な
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
差
異
は
、
自
ら

が
依
っ
て
立
つ
「
歴
史
」
の
次
元
に
基
づ
き
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
歴
史
的
文
脈
と
は
、
構
造
や
史
実
を
筋
道
と
し
て
連
結
す
る
バ
イ
ア
ス

と
し
て
、
史
実
と
事
実
の
間
に
あ
る
実
証
的
限
界
に
よ
る
溝
の
架
け
橋
と
な
る
存
在

と
し
て
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
時
代
を
越
え
て
歴
史
叙
述
に
お
け
る
「
叙
述
」
を
構

造
的
に
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
と
現
在
に
お
け
る
二
重
の
歴
史
を
並
行
し
て
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、「
歴
史
」
の
過
程
と
「
歴
史
」
の

評
価
の
間
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
そ
の
も
の
を
証
明
す
る
文
脈
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
稿
者
の
従
来
の
言
葉
で
言
う
と
、
歴
史
の
「
実
体
、
、

」
と、
「
架
空
、
、

」
の
間
に

、
、
、

あ
る
も
の

、
、
、
、

が
、
そ
の
文
脈
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
文
脈
に
お
け
る
歴
史
の
位
相

は
、
歴
史
的
に
固
有
な
「
実
体
」
や
「
架
空
」
の
概
念
で
さ
え
形
骸
化
す
る
普
遍
的

方
向
に
向
か
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
意
義
を
並
行
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
が

文
化
史
研
究
の
手
法
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、「
実
体
」
と
「
架
空
」
に
お
け
る

「
文
化
」
の
意
義
の
重
き
を
、
歴
史
的
文
脈
や
蓋
然
性
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
た
「
文

化
」
の
意
義
に
置
く
も
の
で
あ
る
。

特
に
、
中
世
日
本
文
化
史
は
、
史
料
で
実
証
し
切
れ
な
い
事
象
に
満
ち
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
一
つ
の
宗
教
観
や
世
界
観
な
ど
に
捉
え
、
さ
ら
に
歴
史
的
実
体
と
し
て
政

治
史
、
経
済
史
な
ど
に
映
し
出
し
、
そ
の
次
元
で
「
文
化
」
を
対
象
化
す
る
こ
と
は
、

現
在
の
多
様
化
し
た
「
文
化
」
研
究
の
状
況
が
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
や
経

済
史
に
付
随
し
た
「
文
化
」
だ
け
で
は
な
く
、
史
料
に
よ
る
「
実
証
」
と
い
う
枠
に

あ
て
は
ま
ら
な
い
「
事
実
」
を
も
拾
い
、
中
世
的
世
界
に
位
置
付
け
る
視
点
も
歴
史

学
の
手
法
と
し
て
有
効
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
方
法
論
や
視
点
の

回
転
に
よ
っ
て
、
従
来
、
限
界
と
さ
れ
て
い
た
追
究
世
界
を
広
げ
る
学
問
分
野
と
し

て
、
日
本
中
世
文
化
史
研
究
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

二
〇
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お
わ
り
に

現
在
に
お
け
る
「
文
化
」
研
究
で
は
、
歴
史
と
文
化
が
相
対
性
を
持
つ
概
念
と
し

て
存
在
す
る
。
し
か
し
、「
歴
史
」
に
お
け
る
「
文
化
」
は
、
現
在
に
歴
史
的
文
脈

が
連
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
文
化
史
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
歴
史
的
文
脈
の
過
程
に
お
け
る
「
文
化
」
と
そ
こ
に
構
造
化
さ
れ
た
「
文
化
」

は
、
歴
史
的
な
時
間
と
空
間
が
ク
ロ
ス
す
る
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。「
ヴ
ィ

ジ
ュ
ア
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
や
「
マ
テ
リ
ア
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
に
よ
る
方
法
論
は
、

主
に
可
視
的
な
も
の
を
対
象
に
し
た
研
究
手
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
映
し
出
す
も

の
と
し
て
の
歴
史
叙
述
や
、
そ
れ
ら
を
読
み
取
る
時
代
特
徴
的
な
構
造
を
研
究
対
象

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
叙
述
さ
れ
た
「
中
世
的
世
界
」
を
「
文
化
史
」
の
範
疇
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
歴
史
叙
述
に
は
、
常
に
書
き
手
や
読
み
手
の
間
に
あ
る
何
ら
か
の
空
間
と

時
間
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
を
「
文
化
」
と
し
て
読
み
解
く
た
め
の
第
一
段
階
は
、

「
史
実
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
書
か
れ
た
歴
史
叙
述
自
体

に
も
、
叙
述
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
空
間
と
時
間
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
空
間
と

時
間
は
、
内
容
の
真
偽
に
関
わ
ら
ず
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
が
第
二
段

階
と
し
て
読
み
解
く
「
文
化
」
で
あ
る
。
こ
の
二
段
階
を
経
て
見
出
さ
れ
る
「
文
化

史
」
の
大
枠
を
仮
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
史
実
と
事
実
に
よ
っ
て

段
階
的
に
重
層
化
し
た
時
間
と
空
間
の
上
に
あ
る
「
文
化
」
の
道
筋
を
、
更
に
時
間

と
空
間
を
重
ね
る
現
在
の
私
（
つ
ま
り
稿
者
）
が
読
み
解
く
行
為
で
あ
る
、
と
理
解

し
て
お
き
た
い
。
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
る
稿
者
の
立
場
は
、
叙
述
の
始
原
を
時
間
と
空

間
の
中
に
探
す
行
為
と
並
行
し
て
、
複
数
の
空
間
と
時
間
が
絡
み
合
う
も
の
と
な

る
。桜

井
好
朗
氏
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
に
お
け
る

文
化
構
造
を
「
精
神
史
的
景
観
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
観
念
的

で
理
念
的
な
世
界
を
、
時
空
間
の
問
題
と
し
て
解
釈
し
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
生
成
プ

ロ
セ
ス
を
「
事
実
」
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
叙
述
を
中
世
日
本
文

化
史
上
に
お
け
る
一
つ
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

従
来
、
観
念
的
・
理
念
的
な
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
位
相
に
歴
史
構
造
上
の
「
文

化
」
が
見
出
さ
れ
た
が
、
歴
史
叙
述
か
ら
読
み
取
っ
た
可
視
的
な
「
文
化
」
と
は
、

在
地
社
会
や
体
制
の
内
外
を
逆
照
射
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
こ
れ
と
は
表
裏
の
関
係

と
な
る
。
同
時
に
、
歴
史
叙
述
に
は
、「
文
化
」
の
特
質
や
理
念
が
映
し
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
文
化
」
と
は
「
中
世
的
世
界
」
に
換
言
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
始
原
を
求
め
、
歴
史
的
文
脈
に
構
造
化
さ
せ
る
作
業
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
文
化
」
と
し
て
の
構
造
的
な
空
間
と
時
間
を
獲
得
し
、
現
在
に
連
続
す
る
時
間
と

歴
史
的
時
間
に
ク
ロ
ス
さ
せ
た
「
文
化
」
と
し
て
の
実
体
を
、「
文
化
史
」
と
し
て

提
示
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
小
稿
で
提
示
し
た
文
化
史
研
究
の
方
法
は
、
社
会
構
造
化
さ
れ
「
伝
統
」

と
な
っ
た
「
文
化
」
の
み
を
「
文
化
史
」
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
だ
け
の
も
の
で
は

な
く
、
こ
れ
ら
の
可
視
的
な
限
界
を
歴
史
的
文
脈
が
架
け
橋
と
な
っ
て
読
み
解
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
主
に
中
世
的、
世
界
観
の
始
原
や
特
質
か
ら
生
ま
れ

た
中
世
日
本
文
化
史
の
姿
を
捉
え
る
試
み
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、「
京
都
」
を
中
心
と
す
る

文
化
史
研
究
に
つ
い
て
も
、
別
稿
で
そ
の
中
華
型
と
地
域
性
の
論
理
を
考
え
る
と
共

に
、
研
究
の
意
義
と
方
法
を
追
究
し
た
い@6

。

注①

こ
こ
で
の
「
文
化
」
は
「C

u
ltu

re

」
の
翻
訳
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、「「
文
化

（cu
ltu

re

）」
は
一
方
に
お
い
て
初
期
の
語
法
の
よ
う
に
、
土
壌
や
穀
物
の
有
機
的

な
耕
作
を
指
し
た
り
、
あ
る
い
は
実
験
室
で
な
さ
れ
る
生
物
の
「
培
養
」、
そ
し
て

そ
の
派
生
的
な
意
味
と
し
て
の
個
人
の
た
し
な
み
を
（「
教
養
人
」（cu

ltu
red

gen
tlem

an
）
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
）
意
味
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、
文

二
一

中
世
日
本
文
化
史
研
究
の
覚
え
書
き
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化
は
知
的
・
芸
術
的
な
作
品
や
実
践
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
用

い
ら
れ
る
と
き
、
人
間
社
会
は
自
然
な
も
の
で
な
く
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の

と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
時
と
し
て
の
後
者
の
意
味
は
一
般
化
さ
れ
、
あ
る
社
会
集

団
や
社
会
全
体
、
あ
る
時
代
や
国
家
が
も
つ
傾
向
や
「
精
神
」
に
つ
い
て
の
様
々

な
記
述
を
生
み
出
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
「
文
化
」
は
個
人
の
ス
タ
イ
ル
や
個

性
か
ら
、
芸
術
的
・
知
的
発
展
の
段
階
、
あ
る
社
会
集
団
の
生
活
表
現
や
伝
統
、

あ
る
社
会
的
・
歴
史
的
時
期
や
一
つ
の
大
き
な
時
代
区
分
ま
で
を
示
す
の
に
用
い

ら
れ
て
い
る
」（
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ガ
ー
著
、
有
本
健
・
橋
本
哲
也
訳
『
文
化
理

論
用
語
集
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
三
初
出
、
二
〇
一
・
二
〇
二
ペ
ー
ジ
）
を
基
本
と

す
る
翻
訳
で
あ
る
。

②

今
、
即
座
に
考
え
ら
れ
る
文
化
研
究
に
対
す
る
代
表
的
な
領
域
を
列
挙
す
る
と
、

ま
ず
日
本
で
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
流
行
し
た
「C

u
ltu

ral
S

tu
dies

」
が
挙
げ

ら
れ
る
が
、
最
近
で
は
「M

aterial
C

u
ltu

re
S

tu
dies

」、「V
isu

al
C

u
ltu

re

S
tu

dies

」
の
影
響
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
「C

u
ltu

re

」
に
関
す
る
研
究
領

域
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
密
接
に
関
連
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
と
せ
め
ぎ
あ
い
な

が
ら
意
味
を
発
信
し
続
け
て
い
る
理
論
で
あ
る
。

③

必
ず
し
も
日
本
史
学
で
自
覚
的
な
影
響
を
受
け
た
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
、
研
究

の
方
法
論
を
別
に
し
て
、
日
本
文
化
研
究
が
「
日
本
」
だ
け
で
は
な
く
世
界
中

（
こ
こ
で
「
海
外
」
と
表
現
す
る
の
は
日
本
を
疎
外
／
特
別
視
し
た
考
え
方
）
で
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
認
識
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
い
。
特
に
、
問

題
認
識
の
論
理
性
を
欠
い
た
「
文
化
」
研
究
は
、
確
か
に
一
見
、「M

aterials

」

や
「V

isu
al

」
に
適
合
す
る
対
象
で
あ
っ
て
も
、
即
座
に
「C

u
ltu

re

」
に
は
な
り

得
な
い
。

④

網
野
善
彦
氏
の
業
績
が
社
会
史
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

⑤

人
類
の
歴
史
に
沿
っ
て
完
璧
な
歴
史
理
論
が
留
ま
っ
て
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
マ

テ
リ
ア
ル
や
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
ど
の
視
角
を
主
体
と
し
た
文
化
理
論
は
、
言
葉
を

換
え
て
「
○
○
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
の
増
幅
を
予
期
さ
せ
る
。
し

か
し
、
稿
者
が
考
え
る
文
化
史
は
、「
文
化
」
の
た
め
の
研
究
で
は
な
く
、
文
化
理

論
に
よ
っ
て
展
開
す
る
も
の
で
も
な
い
。
歴
史
の
蓄
積
を
前
提
と
し
、
そ
こ
に
バ

イ
ア
ス
と
し
て
見
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
視
角
表
象
的
な
文
化
の
次
元
と
同
一
に

捉
え
て
い
な
い
。

⑥
　
主
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
唯
物
史
観
に
も
と
づ
く
。
唯
物
史
観
は
、
歴
史
学
会

に
お
け
る
歴
史
観
の
み
な
ら
ず
様
々
な
研
究
分
野
に
影
響
し
続
け
て
お
り
、
い
わ

ゆ
る
ポ
ス
ト
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
を
経
て
も
、
さ
ら
に
批
判
継
承
さ
れ
深
化
を
続

け
る
歴
史
理
論
。
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
桜
井
好
朗
氏
の

『
中
世
日
本
人
の
思
惟
と
表
現
』（
未
来
社
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、「
例
え
ば
人

間
の
精
神
的
活
動
と
そ
の
所
産
が
物
質
的
社
会
的
基
盤
か
ら
規
制
さ
れ
る
と
い
う

一
面
を
歴
史
の
基
本
的
な
原
理
と
し
、
精
神
的
諸
活
動
の
自
律
性
を
認
め
る
と
い

い
な
が
ら
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
法
則
性
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
か
に

つ
い
て
貧
困
な
説
明
し
た
あ
た
え
な
い
俗
流
反
映
論
の
域
を
脱
す
る
こ
と
が
、
た

だ
ち
に
精
神
的
活
動
が
歴
史
の
す
べ
て
に
先
行
す
る
と
い
っ
た
裏
返
さ
れ
た
一
元

論
に
お
ち
い
ら
ぬ
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
分
析
視
角
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。（
中
略
）
中
世
に
お
い
て
は
多
様
な
階
級
的
利
害
へ
の
関
心

が
身
分
観
念
に
包
み
こ
ま
れ
て
発
現
す
る
。
身
分
秩
序
の
強
固
な
社
会
に
お
い
て

そ
れ
ら
は
相
互
に
断
絶
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
断
絶
す
る
一
方
で
牽
制
し
あ
い

相
剋
し
あ
い
な
が
ら
、
い
わ
ば
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
を
と
お
し
て
、
総
体
と
し

て
の
歴
史
的
な
精
神
構
造
の
位
相
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
た

精
神
構
造
の
位
相
は
現
実
の
政
治
的
・
法
的
・
経
済
的
・
社
会
的
生
活
諸
過
程
に

お
け
る
認
識
・
思
考
・
判
断
や
そ
れ
に
つ
な
が
る
行
動
の
諸
類
型
を
定
着
も
し
く

は
変
革
し
て
ゆ
く
」（
三
六
一
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
問
題
が
鋭
く
認
識
さ
れ
な
が
ら
、

時
代
的
背
景
に
よ
っ
て
黙
殺
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。

⑦

こ
の
考
え
方
は
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
レ
イ
モ

ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
「
文
化
の
分
析
」（
若
松
繁
信
・
妹
尾
剛
光
・
長
谷
川
光
昭

訳
『
長
い
革
命
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
三
、
原
文
英
語
、
初
出
一
九
六
一
）

な
ど
が
批
判
し
た
。

⑧
「
勝
者
の
歴
史
」
と
同
様
の
論
理
で
、
遺
産
的
・
指
定
価
値
の
あ
る
文
化
に
こ
そ

歴
史
が
あ
る
と
す
る
考
え
方
。
特
に
、
観
光
学
（T

ou
rism

S
tu

dy

やT
ou

rism

R
esearch

）
が
果
た
す
べ
き
問
題
は
多
い
。
ま
た
、
文
化
を
「
高
級
文
化
（
ハ
イ

カ
ル
チ
ャ
ー
）」
と
「
大
衆
文
化
（
マ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
）」
と
し
て
捉
え
る
古
典
的

な
視
点
と
も
ク
ロ
ス
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
れ
を
「
文
化
」
と
す
る
集
団
や
社

会
の
存
在
と
、
そ
れ
を
「
文
化
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
意
味
を
共
有
し
た
彼
ら

の
生
き
た
軌
跡
と
そ
の
過
程
に
こ
そ
、
文
化
史
研
究
の
本
質
の
一
つ
が
存
在
し
て

二
二
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い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨

従
来
に
お
け
る
文
化
史
は
、
基
本
的
に
社
会
の
「
上
部
構
造
」
と
「
下
部
構
造
」

に
消
化
さ
れ
る
側
面
を
持
ち
あ
わ
せ
た
概
念
で
あ
る
が
、
稿
者
は
そ
こ
か
ら
対
象

を
転
回
さ
せ
、
新
た
な
対
象
と
し
て
読
む
た
め
に
敢
え
て
使
用
す
る
の
で
あ
る
。

⑩

拙
著
『
中
世
王
権
と
即
位
灌
頂
』（
二
〇
〇
五
、
森
話
社
）
を
刊
行
し
た
前
後
、
自

ら
の
研
究
意
義
や
姿
勢
を
問
う
機
会
に
恵
ま
れ
、
本
書
「
序
章
」
の
「
中
世
即
位

灌
頂
研
究
の
展
開
―
聖
教
の
な
か
の
歴
史
叙
述
―
」
を
補
う
意
味
も
あ
る
。
ま
た
、

本
問
題
意
識
は
、
一
九
六
一
年
に
『
歴
史
学
研
究
』
に
発
表
さ
れ
た
桜
井
好
朗
氏

「
中
世
人
の
思
惟
と
表
現
―
中
世
文
化
史
研
究
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
―
」（『
神
話

と
歴
史
叙
述
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
、
初
出
一
九
六
一
、
※
本
書
の
最
終
章
と

し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
）
で
「
伝
統
的
否
定
の
方
法
（
決
し
て
切
り
す
て
で
は
な

い
）
を
確
立
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
場
合
、（
中
略
）
次
の
ご
と
き
作
業
が
必

要
で
あ
ろ
う
」（
四
〇
一
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
、
次
に
示
す
四
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。第

一
、
伝
統
と
は
ど
ん
な
時
点
で
、
ど
の
よ
う
に
創
造
力
の
結
晶
た
り
え
た
の

か
の
究
明
。

第
二
、
そ
れ
は
ど
ん
な
時
点
で
、
拘
束
と
し
て
の
伝
統
に
転
じ
た
か
の
追
究
。

第
三
、
拘
束
に
転
じ
た
伝
統
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
累
積
し
、
ど
れ
ほ
ど
の

拘
束
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
の
か
の
測
定
。

第
四
、
そ
れ
は
現
在
我
々
に
ど
ん
な
作
用
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
か
の
把
握
。

第
三
と
第
四
は
中
世
文
化
史
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
全
時
代
に
わ
た
る
日
本
文

化
史
研
究
の
共
同
作
業
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
業
の
背
景
に
は
、「
私
（
引
用
者
注
※
桜
井
好
朗
氏
）
が
中
世
文
化
史

研
究
の
対
象
を
、
私
の
い
わ
ゆ
る
中
世
人
の
「
思
惟
」
と
「
表
現
」
の
把
握
」（
四

〇
一
ペ
ー
ジ
）
と
て
お
り
、
小
稿
と
共
通
す
る
研
究
理
念
で
あ
る
。

⑪

本
文
で
説
明
し
た
よ
う
な
文
脈
と
は
別
に
、
従
来
、
現
象
や
無
意
識
の
レ
ベ
ル
で

片
付
け
ら
れ
て
い
た
問
題
が
研
究
対
象
化
さ
れ
始
め
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と

し
て
、
田
中
貴
子
『
百
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
』（
新
曜
社
、
一
九
九
二
）、『
ア
マ

テ
ラ
ス
の
深
み
へ
』（
新
曜
社
、
一
九
九
六
）
を
は
じ
め
、
最
近
で
は
、
東
ア
ジ
ア

怪
異
学
会
編
『
怪
異
学
の
技
法
』（
臨
川
書
房
、
二
〇
〇
四
）、
仏
教
大
学
文
学
部

編
『
見
え
な
い
世
界
の
覗
き
方
―
文
化
と
し
て
の
怪
異
―
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
六
）

な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
文
献
的
世
界
を
脱
し
、
文
献
を
媒
体
と
し
て
現
象
を

対
象
化
し
て
い
る
点
で
、
稿
者
が
考
え
て
い
る
方
法
論
と
同
じ
指
向
性
に
あ
る
。

⑫

最
近
、
中
世
文
学
会
編
『
日
本
文
化
研
究
は
日
本
文
化
を
解
明
で
き
る
か
』（
笠
間

書
院
、
二
〇
〇
六
）
が
出
版
さ
れ
た
。「
文
化
」
に
た
い
す
る
問
題
認
識
は
「
中
世

文
学
」
と
も
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑬

主
に
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
提
唱
さ
れ
た
「
ニ
ュ
ー
ア
ー
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」

の
流
れ
に
あ
る
美
術
史
研
究
。
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
絵
画
研
究

を
専
門
と
す
る
タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
氏
、
ジ
ョ
ン
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
氏
の
業

績
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑭

こ
の
研
究
手
法
は
、
出
光
佐
千
子
氏
が
二
〇
〇
五
年
に
慶
応
義
塾
大
学
に
提
出
し

た
博
士
論
文
『
池
大
雅
の
真
景
図
論
攷
―
中
国
名
勝
図
に
お
け
る
「
真
景
」
の
分

析
―
』
で
見
事
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。

⑮
『
中
世
日
本
の
精
神
的
景
観
』（
塙
書
房
、
一
九
七
四
）
所
収
。
同
書
に
は
「
歴
史

叙
述
の
な
か
の
応
仁
の
乱
」（
初
出
一
九
七
三
）、「
中
世
精
神
史
に
お
け
る
構
造
と

動
態
」（
初
出
一
九
七
三
）、「
孤
独
な
歴
史
家
の
肖
像
」（
初
出
一
九
七
三
）
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
桜
井
氏
が
論
じ
ら
れ
た
歴
史
叙
述
論
で
、
タ
イ
ト

ル
に
「
歴
史
叙
述
」
や
「
構
造
」「
歴
史
」
の
語
が
登
場
す
る
も
の
と
し
て
次
の
諸

論
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
歴
史
叙
述
に
お
け
る
神
々
と
縁
起
」（『
神
々
の
変
貌
―
寺
社

縁
起
の
世
界
か
ら
―
』
第
四
章
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
）
所
収
、「
神
話

と
歴
史
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
」（
初
出
一
九
八
一
）、「
太
平
記
の
歴
史
叙
述
―
軍

記
の
表
現
構
造
を
さ
ぐ
る
た
め
の
試
み
―
」（
初
出
一
九
七
五
）「
室
町
軍
記
に
お

け
る
歴
史
叙
述
―
『
応
仁
記
』
の
前
田
家
本
と
類
従
本
の
比
較
か
ら
―
」（
初
出
一

九
七
五
）（『
中
世
日
本
文
化
の
形
成
―
神
話
と
歴
史
叙
述
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
一
）
所
収
、「
歴
史
叙
述
に
お
け
る
中
世
と
は
何
か
」（
初
出
一
九
八
二
）、

「
歴
史
叙
述
と
神
話
」（
初
出
一
九
七
九
）「
表
現
に
お
け
る
中
世
―
方
法
に
関
す
る

覚
え
書
き
」（
初
出
一
九
七
九
）、「
一
遍
の
踊
念
仏
―
身
ぶ
り
は
”
歴
史
“
を
演
じ

た
か
」（
初
出
一
九
八
二
）（『
空
よ
り
参
ら
む
―
中
世
論
の
た
め
に
―
』
一
九
八
三
、

人
文
書
院
）
所
収
、「
中
世
の
歴
史
叙
述
―
歴
史
叙
述
の
転
換
の
た
め
の
序
章
」

（
初
出
一
九
八
三
）「
中
世
に
お
け
る
神
話
と
歴
史
叙
述
―
慈
円
の
事
績
を
め
ぐ
っ

て
」（
初
出
一
九
八
〇
）「
鋳
物
師
の
起
源
伝
承
―
説
話
と
歴
史
の
関
係
に
つ
い
て
」

（
初
出
一
九
八
五
）「
芸
能
と
歴
史
叙
述
」（
初
出
一
九
八
五
）（『
中
世
日
本
の
王

二
三

中
世
日
本
文
化
史
研
究
の
覚
え
書
き
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権
・
宗
教
・
芸
能
』
人
文
書
院
、
一
九
八
八
）
所
収
。
ま
た
、
最
近
で
は
「
中
世

王
権
神
話
と
そ
の
対
極
を
な
す
も
の
―
構
造
的
に
、
そ
し
て
歴
史
的
に
―
」（
初
出

二
〇
〇
〇
）、「
亀
裂
か
境
界
か
―
”
日
本
文
化
史
“
と
”
国
文
学
“
の
交
渉
―
」（
初

出
二
〇
〇
四
）、「
高
僧
伝
絵
巻
に
お
け
る
神
話
と
歴
史
叙
述
―
『
一
遍
聖
絵
』
解

読
の
試
み
―
」（
初
出
二
〇
〇
五
）『
中
世
の
神
話
と
歴
史
叙
述
』（
岩
田
書
院
、
二

〇
〇
六
）
が
出
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
動
向
に
も
注
目
し
た
い
。

⑯

こ
の
「
現
実
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
桜
井
氏
が
こ
の
用
語
を
書
か
れ
た
七
〇
年

代
か
ら
随
分
時
を
経
た
今
、
何
を
以
て
そ
う
い
う
の
か
は
改
め
て
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
概
念
で
あ
る
。

⑰
　
こ
の
応
用
に
よ
る
絵
画
分
析
は
桜
井
氏
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。「
遊
行
の

図
像
学
―
『
一
遍
聖
絵
』
巻
四
か
ら
―
」（『
日
本
中
世
の
王
権
・
宗
教
・
芸
能
』

人
文
書
院
、
一
九
八
八
）
で
は
、「
異
時
同
図
法
」
に
よ
る
絵
巻
が
意
図
的
な
選
択

に
よ
っ
て
描
か
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
た
参

考
文
献
は
「
一
遍
に
関
す
る
桜
井
好
朗
論
述
目
録
」（『
中
世
の
神
話
と
歴
史
叙
述
』

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
）
所
収
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑱

林
屋
辰
三
郎
氏
は
『
歌
舞
伎
以
前
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
）
そ
の
他
の
な
か
で
、

政
治
経
済
史
以
外
の
、
地
方
史
、
女
性
史
、
部
落
史
研
究
の
重
要
性
を
比
較
的
早

い
段
階
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
現
在
も
生
き
続
け
て

い
る
枠
組
み
で
あ
る
。

⑲

原
文
は
、〈
聖
な
る
も
の
〉
と
〈

〉
付
き
に
な
っ
て
い
る
。
氏
が
本
書
で
対
象
と

し
て
い
る
内
容
を
、
一
概
に
〈
聖
な
る
も
の
〉
と
認
識
／
表
記
し
た
点
は
、
こ
れ

か
ら
の
議
論
と
関
わ
る
た
め
、「

」
付
き
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
と
表
記
し
た
。

⑳

例
え
ば
、
桜
井
氏
は
、「
史
書
や
史
論
を
か
き
残
さ
な
か
っ
た
中
世
農
民
に
歴
史
意

識
や
そ
の
表
現
と
し
て
の
歴
史
叙
述
が
乏
し
か
っ
た
す
る
の
は
速
断
」
と
し
、
起

請
に
際
し
神
社
で
神
水
を
飲
み
一
味
同
心
す
る
「
行
動
の
観
念
的
基
点
と
し
て
彼

ら
が
在
地
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
を
想
定
」（「
中
世
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
構
造
」

二
六
二
ペ
ー
ジ
）
し
て
い
た
点
を
読
み
取
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
を

「
こ
の
世
界
の
根
源
＝
始
源
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
始
源
性
と
は
、

「
個
々
の
人
間
や
事
物
に
意
味
を
付
与
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
体
系
の
い
ち
ば
ん
も

と
に
あ
る
結
節
点
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
て
も
よ
い
の
だ
が
、
そ
う
い
う
も
の
が

現
実
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
現
実
の
世
界
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
統

一
的
な
世
界
像
の
う
ち
に
収
め
ら
れ
う
る
か
ぎ
り
、
人
々
は
根
源
で
あ
り
始
源
で

も
あ
る
〈
聖
な
る
も
の
〉
を
精
神
的
・
社
会
的
秩
序
の
奥
に
想
定
し
つ
づ
け
て
き

た
（
中
略
）
歴
史
叙
述
に
お
い
て
そ
の
観
念
的
基
点
と
さ
れ
た
〈
聖
な
る
も
の
〉

は
、
現
実
の
状
況
の
進
展
す
る
な
か
で
た
え
ず
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
別
な
い

い
方
を
す
れ
ば
新
し
い
生
命
力
を
吹
き
こ
ま
れ
再
創
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
」（
同
書
、
二
八
八
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
、
歴
史
叙
述
に
お
け
る
観
念

的
基
点
に
〈
聖
な
る
も
の
〉
と
し
、
人
間
に
よ
る
始
源
や
根
源
の
創
造
を
求
め
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
「
現
実
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
点
は
、

解
釈
に
よ
っ
て
可
視
的
な
も
の
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

@1

松
本
郁
代
「
中
世
即
位
灌
頂
研
究
の
展
開
―
聖
教
の
な
か
の
歴
史
叙
述
―
」（『
中

世
王
権
と
即
位
灌
頂
』
前
掲
注
10
書
）
参
照
。

@2

こ
れ
を
端
的
に
示
す
氏
の
考
え
方
は
、
次
に
挙
げ
る
一
文
で
あ
る
。「
近
江
国
の
葛

川
荘
と
伊
香
立
荘
と
の
境
相
論
で
「
普
賢
次
郎
」
・
「
尺
迦
三
郎
」
な
ど
と
い
う
人

物
が
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
の
名
前
に
つ
い
て
、
中
村
直
勝
氏
は
「
近
世
に
表
は
る
ゝ

侠
客
の
下
級
の
も
の
を
連
想
さ
す
」
と
し
て
、「
彼
等
の
住
ん
で
居
た
世
界
の
気
分
は
、

数
万
の
言
葉
を
費
し
て
説
明
す
る
よ
り
も
、
彼
等
の
此
の
名
前
か
ら
感
受
す
る
一
種

の
幻
影
の
方
が
、
何
と
な
し
に
悟
得
す
る
に
便
で
あ
ら
う
。」
と
さ
れ
た
。
同
氏
「
中

世
農
民
の
生
活
」（『
荘
園
の
研
究
』）
参
照
。
領
主
側
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
と
い
え
ど

も
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
普
賢
」
や
「
尺
迦
」
の
よ
う
に
、
在
地
に
お
い
て
は
流
動

的
に
機
能
す
る
」（「
中
世
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
構
造
」
二
六
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
う

一
文
で
あ
る
。

桜
井
氏
は
、
仏
名
を
仮
名
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
聖
な
る
も
の
〉
を
堅
持
す
る

「
領
主
側
」
の
立
場
を
逆
利
用
す
る
意
味
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。〈
聖
な
る
も
の
〉

を
キ
ー
に
し
な
が
ら
も
、
実
は
在
地
に
お
け
る
神
仏
の
流
動
的
な
様
態
を
示
し
て
い

る
。
更
に
積
極
に
評
価
す
る
と
、
教
学
的
で
は
く
地
縁
的
に
成
立
し
て
い
た
仏
教
の

様
態
と
、
そ
の
社
会
的
な
宗
教
の
在
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
顕
密
仏
教
に
よ
る
支

配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
わ
り
の
み
な
ら
ず
、
独
特
な
宗
教
的
文
脈
と
在
り
方
を
教

え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

@3

原
田
信
男
「「
天
下
国
家
」
と
「
身
辺
雑
事
」
―
食
物
生
活
史
研
究
の
視
点
か
ら
―
」

（『
月
刊
百
科
』
三
六
六
、
一
九
九
三
）
所
収
。

@4

例
え
ば
、
史
料
の
現
存
状
況
と
そ
の
選
択
肢
か
ら
考
え
る
と
、
権
力
闘
争
に
よ
っ

二
四
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て
淘
汰
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
、
い
わ
ば
「
勝
者
」
の
歴
史
を
史
料
の
対
象
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
側
面
を
持
つ
。
但
し
「
勝
て
ば
官
軍
、
負
け
れ
ば
賊
軍
」
と
い
っ
た

歴
史
意
識
と
論
理
は
肝
に
命
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
近
年
、

世
界
遺
産
に
原
爆
ド
ー
ム
や
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
な
ど
が
登
録
さ
れ
、

こ
れ
ら
を
「
負
の
遺
産
」
と
表
現
す
る
言
い
方
が
あ
る
よ
う
に
、
稿
者
も
含
め
て
、

歴
史
的
な
評
価
を
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ど
二
項
対

立
に
お
け
る
力
学
的
関
係
に
よ
っ
て
行
う
時
が
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
歴
史
学

が
果
た
す
役
割
は
、
歴
史
的
影
響
の
力
学
関
係
で
は
な
く
、
歴
史
的
文
脈
と
そ
の
意

義
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

@5

松
本
郁
代
『
中
世
王
権
と
即
位
灌
頂
』（
前
掲
注
10
書
）
参
照
。

@6

史
料
の
残
存
状
況
な
ど
か
ら
、
七
十
年
代
か
ら
八
十
年
代
に
お
い
て
は
、「
文
化
」

の
研
究
対
象
地
域
が
「
京
都
」
に
集
中
し
た
。
こ
れ
は
「
京
都
文
化
」
の
研
究
と
し

て
特
化
さ
れ
る
傾
向
を
生
み
出
し
、
現
在
は
「
京
都
学
」
な
ど
と
し
て
、
特
定
の
地

域
史
が
学
問
と
し
て
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。
各
地
域
史
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

る
現
在
、
都
市
の
大
き
さ
と
い
っ
た
物
理
的
問
題
や
史
料
の
残
存
状
況
に
よ
る
偏
差

と
い
っ
た
条
件
的
問
題
か
ら
で
は
な
く
、
な
ぜ
今
も
敢
え
て
「
京
都
」
や
「
京
都
文

化
」
を
特
別
視
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
、
哲
学
的
・
思
想
的
な
根
拠
と
研
究
と
の
連

続
性
を
明
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
立
命
館
大
学
二
十
一
世

紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
京
都
ア
ー
ト
・
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
創
成
研
究
」（
二
〇

〇
二
年
度
〜
二
〇
〇
六
年
度
）
と
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。

﹇
付
記
﹈

小
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
度
科
学
研
究
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｐ
Ｄ
））

二
五

中
世
日
本
文
化
史
研
究
の
覚
え
書
き
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