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歴
史
人
類
学
の
誕
生

西
　
澤
　
治
　
彦

は
じ
め
に

人
類
学
と
歴
史
学
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論

そ
の
後
の
人
類
学
及
び
歴
史
学
の
展
開

人
類
学
及
び
歴
史
学
の
諸
相

人
類
学
が
考
え
る
「
歴
史
人
類
学
」

お
わ
り
には

じ
め
に

一
九
世
紀
的
な
人
類
学
は
、
社
会
進
化
論
的
な
観
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
「
未
開
社
会
」
の
知
見
を
活
用
し
つ
つ
、
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人
類
社
会
の
壮
大
な
歴
史
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
人
類
学
は
、
こ
う
し
た
博
学
で

統
合
的
な
も
の
か
ら
脱
し
、
新
た
な
学
問
体
系
を
打
ち
立
て
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
〇
年
代
に
こ
の
現
代
人
類
学
と
も
い

う
べ
き
も
の
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
の
が
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
や
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
れ

ま
で
の
文
献
に
よ
る
歴
史
的
研
究
に
対
し
、現
地
に
赴
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
う
と
い
う
方
法
を
「
考
案
」
し
た
こ
と
に
あ
る
。

個
人
が
行
な
い
得
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
は
自
ず
と
地
理
的
な
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
。彼
ら
は
こ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
と
呼
ん
だ
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
際
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
個
別
に
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
有
機
的

に
統
合
さ
れ
た
総
体
を
成
し
て
い
る
、
と
い
う
社
会
観
が
背
後
に
あ
る
。
故
に
、
彼
ら
は
、
機
能
主
義
者
と
も
、
構
造
機
能
主
義
者
と
も

呼
ば
れ
た
。
た
と
え
一
～
二
年
に
及
ぶ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
あ
っ
て
も
、
民
族
誌
を
書
く
段
階
に
な
る
と
、
そ
の
間
の
時
間
は
止
ま
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
民
族
誌
的
現
在
」（ethnographic present

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

換
言
す
る
と
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
人
類
学
は
、
通
時
的
研
究
に
対
し
て
、
共
時
的
な
研
究
に
優
位
性
を
与
え
た
と
も
い
え
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
し
い
人
類
学
が
誕
生
し
得
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
後
、
人
類
学
に
と
っ
て
の
歴
史
や
、
人
類
学
と
歴
史

学
と
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
常
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
人
類
学
に
と
っ
て
の
古
く
て
新

し
い
問
題
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
学
と
歴
史
学
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
を
振
り

返
っ
た
上
で
、
そ
の
後
の
展
開
を
簡
潔
に
整
理
す
る
。
そ
の
上
で
、
人
類
学
と
歴
史
学
と
の
間
に
依
然
と
し
て
存
在
す
る
差
異
に
つ
い
て

議
論
を
進
め
る
。
具
体
的
に
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
文
献
研
究
の
違
い
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
根
底
に
あ
る
共
時
的
研
究
と
通
時
的
研

究
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
人
類
学
が
考
え
る
歴
史
人
類
学
と
は
何
か
を
明
確
に
し
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
こ
う
し
た

歴
史
学
と
の
差
異
を
認
識
し
た
上
で
、
人
類
学
と
歴
史
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
新
た
な
枠
組
み
を
提
示
し
て
み
た
い
。
な
お
、
人
類
学

者
が
一
般
に
「
歴
史
学
」
と
い
う
と
、
先
史
考
古
学
を
含
め
た
広
い
意
味
に
捉
え
が
ち
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
「
歴
史
学
」
は
狭
義
の
文
献
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史
学
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

人
類
学
と
歴
史
学
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論

人
類
学
と
歴
史
学
と
の
関
係
は
、
は
す
で
に
一
九
五
〇
年
代
か
ら
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
や
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
ら
に

よ
っ
て
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
即
ち
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
一
九
五
〇
年
に
「
社
会
人
類
学
―
過
去
と
現
在

（
注
１
）」

を
、

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
一
九
五
八
年
に
「
歴
史
学
と
民
族
学

（
注
２
）」

を
刊
行
し
て
い
る
。
両
論
文
は
人
類
学
が
進
む
べ
き
方
向
の
問
題
を
正

面
か
ら
扱
っ
て
お
り
、
平
易
な
言
葉
な
が
ら
知
的
刺
激
に
満
ち
、
人
類
学
と
歴
史
学
と
の
関
係
を
極
め
て
ク
リ
ア
ー
に
整
理
し
て
い
る
。

先
ず
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
見
解
を
簡
潔
に
整
理
し
た
い
。
彼
は
機
能
主
義
者
ら
の
歴
史
を
避
け
る
態
度
を
批
判
し
た
う

え
で
、
そ
の
目
的
と
方
法
に
お
い
て
人
類
学
と
歴
史
学
と
の
間
に
は
基
本
的
な
違
い
は
な
い
、
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
人
類
学
者
の
第
一

の
仕
事
は
、
表
層
に
現
れ
て
い
る
文
化
の
特
色
を
自
分
の
文
化
に
よ
っ
て
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
歴
史
家
が
や
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
そ
の
資
料
の
用
い
方
に
お
い
て
選
択
的
で
あ
る
。
両
者
の
類
似
は
、
人
類
学
者
が
社
会
生
活
を
直
接
研
究

す
る
の
に
対
し
、
歴
史
家
は
文
章
な
ど
残
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
間
接
的
に
研
究
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
ぼ
か
さ
れ
て
き
た
が
、
こ

れ
は
研
究
技
術
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
方
法
論
的
な
も
の
で
は
な
い
。
人
類
学
の
歴
史
性
も
、
歴
史
の
な
い
未
開
民
族
を
扱
っ
て
き

た
こ
と
に
よ
り
ぼ
か
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
歴
史
家
の
問
題
が
一
般
に
通
時
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
類
学
者
の
問
題
は
共
時
的
で
あ
る

と
い
う
事
実
は
、
む
し
ろ
特
殊
な
条
件
に
お
け
る
力
点
の
違
い
で
あ
っ
て
、
両
者
の
実
際
の
関
心
の
違
い
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

歴
史
家
が
限
ら
れ
た
時
期
の
特
定
の
文
化
に
関
心
を
寄
せ
れ
ば
、歴
史
家
の
書
い
た
も
の
は
人
類
学
者
の
書
く
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
相
当
す
る
。



4

武蔵大学人文学会雑誌　第 54 巻第 3・4号

人
類
学
者
の
第
二
の
仕
事
は
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
分
析
を
通
じ
て
あ
る
社
会
な
い
し
文
化
の
背
後
に
横
た
わ
っ
て
い
る
形
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
類
学
者
は
臆
病
で
保
守
的
な
歴
史
家
よ
り
も
い
っ
そ
う
前
に
進
む
が
、
同
じ
よ
う
に
進
ん

で
い
く
歴
史
家
も
い
る
。
人
類
学
者
の
第
三
の
仕
事
は
、
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
社
会
構
造
を
い
く
つ
も
の
社
会
に
わ
た
っ
て
比

較
し
よ
う
と
す
る
が
、
歴
史
家
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
行
う
と
哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
。

最
後
に
彼
は
、
歴
史
家
は
人
類
学
に
、
検
証
と
解
釈
に
よ
る
批
判
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
篩ふ

る
いに
か
け
ら
れ
証
明
さ
れ
た
、
極
め
て
貴
重

な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
類
学
者
は
将
来
の
歴
史
家
に
対
し
て
、
注
意
深
い
綿
密
な
観
察
に
基
づ
い
た
、
最
も
正
確
な
記
録

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
人
類
学
者
は
、
潜
在
し
て
い
る
構
造
的
な
形
態
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍

的
な
も
の
に
つ
い
て
あ
る
種
の
示
唆
を
歴
史
家
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
人
類
学
者
ら
が
い
っ
そ
う
歴
史
的
な
問
題
に
取
り
組

み
始
め
、
い
か
に
人
類
学
の
知
識
が
し
ば
し
ば
歴
史
的
な
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
か
を
示
す
と
き
に
、
人
類
学
と
歴
史
学
の
相
互
の
利
用

価
値
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
結
ん
で
い
る
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
「
歴
史
学
と
民
族
学
」
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
民
族
学
と
歴
史
学
と
の
関
係
も
、
基
本
的
に
は
エ
バ
ン
ズ

＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
と
同
様
で
あ
る
。
以
下
そ
の
論
点
を
整
理
し
て
み
た
い
。
両
学
問
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
研
究
対
象
で
あ
る
社
会
で

起
き
た
こ
と
、
ま
た
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
精
確
に
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
あ
る
特
殊
な
体
験
を
よ
り
一
般
的
な
経
験
の
次

元
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
他
の
国
、
他
の
時
代
の
人
々
に
も
経
験
と
し
て
近
づ
き
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
両
者
に
は
研
究
の
対
象
、
目
標
、
及
び
方
法
に
お
い
て
、
根
本
的
な
差
違
は
な
い
。
両
者
の
違
い
は
、
歴
史
学
が
社
会
生
活
の
意

識
的
な
表
現
と
の
関
係
で
デ
ー
タ
を
整
序
す
る
の
に
対
し
、
民
族
学
は
無
意
識
的
諸
条
件
の
表
現
と
の
関
係
で
デ
ー
タ
を
整
序
す
る
こ
と

に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
進
む
道
は
同
じ
で
あ
る
が
、
方
位
が
異
な
る
わ
け
で
、
民
族
学
者
は
意
識
を
通
っ
て
無
意
識
へ
到
達
す
べ
く
前

進
す
る
が
、
歴
史
家
は
い
わ
ば
後
ろ
向
き
に
前
進
し
、
具
体
的
な
活
動
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
両
方
の
学
問
の
連
携
に
よ
っ
て
始
め
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て
、
こ
の
道
程
の
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
民
族
学
者
が
行
う
共
時
的
構
造
の
分
析
に
お
い
て
も
、
絶
え
ず
歴
史
に
頼
る
必
要

が
あ
る
。
諸
制
度
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
の
み
が
多
様
な
外
部
へ
の
表
れ
の
下
に
あ
る
、
一
連
の
出
来
事
を
通
じ

て
変
わ
ら
ぬ
構
造
と
い
う
も
の
を
取
り
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
今
日
ま
で
古
い
伝
統
に
よ
っ
て
民
族
学
は
不

当
に
歴
史
学
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
き
た
が
、
現
代
の
社
会
の
研
究
に
お
い
て
は
、
歴
史
学
と
民
族
学
は
、
一
方
を
欠
い
て
は
何
事
も
な
し

え
な
い
、
と
両
者
の
協
力
を
唱
え
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
構
造
主
義
を
提
唱
す
る
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
同
様
、
そ
れ
ま
で
の

機
能
主
義
を
批
判
す
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。と
い
っ
て
も
彼
は
機
能
主
義
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
ミ
ク
ロ
な
歴
史
」

を
再
構
成
し
て
も
そ
れ
が
過
去
と
結
び
つ
く
こ
と
も
な
く
、
つ
い
に
は
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
禁
欲
的
に
民
族
誌
の
作
成
に

専
念
し
て
き
た
、
機
能
主
義
の
そ
れ
ま
で
の
歴
史
に
対
す
る
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
対
象
と
す

る
社
会
に
書
か
れ
た
資
料
が
あ
る
か
否
か
は
本
質
的
な
違
い
で
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
民
族
学
者
は
特
に
書
か
れ
て
い
な
い
も

の
に
関
心
を
寄
せ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
関
心
を
寄
せ
る
も
の
が
、
人
々
が
普
通
、
紙
に
記
録
し
よ
う
と
思
う
も
の
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ

る
、
と
。
こ
の
指
摘
は
、
民
族
学
者
が
文
献
資
料
が
豊
富
な
中
国
な
ど
の
社
会
を
研
究
対
象
と
す
る
に
際
し
て
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
豊
富
な
文
献
資
料
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
頼
り
が
ち
と
な
り
、
無
意
識
の
構
造
を
探
る
と
い
う
民
族
学
者
と
し
て

の
嗅
覚
が
鈍
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
一
九
六
一
年
に
も
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
に
て
「
人
類
学
と
歴
史
学
」
と
題
す
る
講
演

を
行
っ
て
い
る

（
注
３
）。

こ
れ
は
一
九
五
〇
年
の
「
社
会
人
類
学
―
過
去
と
現
在
」
に
対
す
る
反
響
を
踏
ま
え
、
持
論
を
よ
り
詳
細
に
展
開
し
た

も
の
で
、
彼
の
再
度
の
提
議
は
、
歴
史
に
対
し
て
冷
淡
で
あ
っ
た
機
能
主
義
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
依
然
と
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
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物
語
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
公
演
緑
は
入
手
が
難
し
く
、
邦
訳
も
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。
彼
は
先
ず
、
人
類
学

が
歴
史
学
と
「
仲
違
い
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
招
い
た
問
題
点
を
反
省
を
込
め
て
六
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。

①
人
類
学
者
は
比
較
研
究
を
行
う
に
は
歴
史
家
と
同
様
に
文
献
に
依
拠
す
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
、
文
献
を
扱
う
際
、
史
料
批

判
に
注
意
を
払
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。
②
人
類
学
者
は
研
究
対
象
の
人
々
の
過
去
を
文
献
資
料
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
を
、
諸
制
度
の
機

能
的
な
研
究
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
、
真
剣
に
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
③
過
去
の
再
構
成
の
欠
如
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
の
接

触
以
前
の
「
未
開
民
族
」
は
静
的
で
あ
っ
た
と
誤
っ
て
考
え
て
し
ま
い
、
な
ぜ
あ
る
民
族
は
歴
史
的
な
伝
統
が
豊
富
で
、
あ
る
民
族
は
そ

う
で
は
な
い
の
か
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
を
自
問
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
。
④
人
類
学
者
は
単
純
な
社
会
の
過
去
に
無
関
心
で
あ
っ
た

た
め
、
歴
史
・
神
話
・
伝
説
・
逸
話
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
の
間
に
明
確
な
区
別
を
せ
ず
、「
伝
統
」
と
い
う
何
で
も
被
っ
て
し
ま
う
便
利

な
語
句
以
外
で
は
、
実
際
に
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
「
歴
史
」
と
し
、
実
際
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
「
神
話
」

と
し
て
扱
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
⑤
人
類
学
者
は
歴
史
に
背
を
向
け
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
社
会
進
化
の
原
理
や
傾
向
を
探
ろ
う
と
し
た

ウ
ェ
ス
タ
マ
ー
ク
に
到
る
ま
で
の
我
々
の
学
問
の
先
人
に
対
し
て
も
背
を
向
け
て
き
た
。
人
類
学
者
が
扱
う「
社
会
変
化
」の
問
題
は「
歴

史
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
⑥
人
類
学
は
未
開
社
会
の
機
能
主
義
的
な
民
族
誌
的
研
究
を
過
大
評
価
し
て
き
た
た
め
、
我
々
の
学
問
が

依
拠
し
て
き
た
仮
説
を
試
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
即
ち
、
社
会
は
自
然
界
の
動
物
と
違
っ
て
、
突
然
に
全
く
違
っ
た
も
の
に
変
化

す
る
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
「
構
造
」
と
い
う
も
の
は
、
長
期
間
に
渡
っ
て
耐
え
続
け
る
関
係
の
束
で
あ
り
、
歴
史
的
に
使
わ
れ
て
初
め

て
意
味
を
な
す
。

エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
続
い
て
人
類
学
と
歴
史
学
の
相
違
点
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
以
下
の
四
つ
に
整
理
し
、

そ
の
実
際
を
考
察
し
、
今
後
の
歴
史
学
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

①
人
類
学
者
が
人
々
の
暮
ら
し
を
参
与
観
察
で
研
究
し
、
歴
史
家
が
文
献
史
料
で
研
究
す
る
と
い
う
の
は
、
技
術
的
な
差
で
あ
り
方
法
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論
的
な
差
で
は
な
い
。
ま
た
人
類
学
的
な
研
究
が
、
人
々
の
暮
ら
し
の
短
期
間
の
研
究
で
あ
る
と
か
、
歴
史
家
よ
り
も
小
さ
な
社
会
を
研

究
す
る
と
い
う
の
も
、
決
定
的
な
差
違
で
は
な
い
。
歴
史
家
で
も
僅
か
数
年
間
だ
け
を
扱
う
こ
と
も
あ
る
し
、
人
類
学
者
が
研
究
す
る
未

開
社
会
の
中
に
は
、
歴
史
家
が
扱
う
社
会
よ
り
も
大
き
な
も
の
も
あ
る
。
②
歴
史
家
が
主
に
政
治
的
な
出
来
事
を
記
述
し
、
人
類
学
者
が

家
庭
内
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
内
の
諸
関
係
に
関
心
を
示
す
と
い
う
差
違
も
、
後
者
が
歴
史
家
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
て
き
た
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
は
未
開
社
会
で
あ
ろ
う
と
現
代
社
会
で
あ
ろ
う
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
。
③
歴
史
家
は
歴
史
を
過
去
か
ら
現
在
に
向
か
っ
て
記

述
す
る
が
、
人
類
学
者
は
逆
に
現
在
を
研
究
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
過
去
に
向
か
っ
て
歴
史
を
記
述
す
る
傾

向
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
差
違
も
実
は
、
概
し
て
錯
覚
に
基
づ
く
。
歴
史
家
も
、
実
は
現
在
の
自
分
自
身
の
体
験
に
基
づ
い
て

過
去
を
解
釈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
現
在
を
把
握
で
き
る
歴
史
家
の
み
が
過
去
を
理
解
し
得
る

（
注
４
）。

更
に
言
え
ば
、
現
在
の
自

分
自
身
の
文
化
と
他
の
全
て
の
文
化
と
の
間
に
広
範
囲
に
わ
た
る
重
複
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
全
て
の
人
類
に
共
通
す
る
基
本
的
な

心
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
歴
史
家
は
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
人
々
を
、
人
類
学
者
は
未
開
民
族
の
人
々
を
、
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
④
歴
史
家
と
違
っ
て
、
人
類
学
者
が
そ
の
社
会
の
過
去
を
探
る
の
は
、
現
在
の
社
会
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た

知
見
が
、長
期
間
に
渡
っ
て
継
続
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
事
を
確
認
し
、推
論
し
た
相
互
関
係
の
妥
当
性
を
歴
史
的
に
検
証
し
、ど
う
い
っ

た
社
会
運
動
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
か
を
見
極
め
る
た
め
で
あ
り
、逸
話
や
起
源
で
も
っ
て
現
在
を
説
明
す
る
た
め
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

現
在
と
歴
史
の
関
係
は
難
解
な
問
題
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
共
時
的
言
語
と
通
時
的
言
語
と
の
差
違
を
論
じ
る
際
に
も
、
彼
の
前
に
立

ち
は
だ
か
っ
た
し
、
そ
の
概
念
を
受
け
入
れ
た
人
類
学
も
同
様
の
問
題
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
機
能
主
義
的
な
解
釈
（
現
在
の
視
点

か
ら
の
現
在
）
と
歴
史
的
な
解
釈
（
過
去
の
視
点
か
ら
の
現
在
）
と
は
、
ど
う
に
か
し
て
う
ま
く
か
み
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
我
々

は
ま
だ
そ
の
完
璧
な
方
法
を
手
に
入
れ
て
い
な
い
。

近
年
、
人
類
学
者
の
間
で
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
「
単
純
な
社
会
」
の
過
去
に
興
味
を
示
す
人
が
増
え
て
お
り
、
ま
た
近
東
や
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極
東
な
ど
「
複
雑
」
で
発
展
し
て
い
る
社
会
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
益
々
歴
史
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
、
歴
史
の
時
期
に
よ
っ
て
は
、
人
類
学
者
が
同
時
代
で
扱
う
「
未
開
社
会
」
と
近
い
も
の
が
あ
り
、
歴
史
家
の
語
句
や
概
念
を
応

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
史
料
編
纂
自
体
、
重
要
な
社
会
学
的
研
究
の
場
を
提
供
し
て
お
り
、
史
料
編
纂
の
社
会
学
に
お
い
て
は
、

歴
史
家
や
そ
の
著
作
自
体
が
研
究
対
象
と
な
る
。
同
様
に
「
社
会
人
類
学
の
社
会
学
」
も
研
究
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
人
類
学
者
が
何
を
調
査
し
、
ど
ん
な
結
論
を
導
い
て
き
た
か
と
い
う
の
も
、
世
代
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
あ
る
。

メ
ー
ト
ラ
ン
ド
は
か
つ
て
、
人
類
学
は
歴
史
学
の
一
部
と
な
る
か
、
さ
も
な
く
ば
存
在
し
得
な
い
、
と
述
べ
た
。
私
は
、
こ
れ
を
逆
に
で

き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
格
言
を
受
け
入
れ
た
い
。
即
ち
、
歴
史
学
は
社
会
人
類
学
の
一
部
と
な
る
か
、
さ
も
な
く
ば
存
在
し
得
な
い
と

（
注
５
）。

そ
れ
故
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
教
授
が
唱
え
る
、
両
者
の
差
違
は
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
目
的
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
二
つ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
分
離
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
結
論
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
結
ん
で
い
る
。

そ
の
後
の
人
類
学
及
び
歴
史
学
の
展
開  

人
類
学
と
歴
史
学
に
対
す
る
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
と
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
人
類
学
サ
イ
ド
か
ら
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
九
五
〇
年
代
と
い
う
と
、
今
日
に
繫
が
る
人
類
学
が
誕
生
し
て
四
半
世
紀
が
経
ち
、
新
興
の
社
会
科
学

と
し
て
そ
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
、
人
類
学
が
知
の
最
先
端
を
走
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。
人
類
学
の

内
部
事
情
で
い
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
「
発
明
」
に
よ
っ
て
、
共
時
的
な
「
民
族
誌
的
現
在
」
の
研
究
で
一
定
の

成
果
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ま
で
機
能
主
義
的
人
類
学
が
避
け
て
き
た
歴
史
の
問
題
に
真
剣
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
時
代
で
も
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あ
っ
た
。
現
実
的
に
も
、「
未
開
社
会
」
が
消
え
ゆ
く
な
か
で
、
人
類
学
者
ら
は
中
国
な
ど
巨
大
な
文
明
社
会
の
研
究
を
そ
の
前
か
ら
模

索
し
て
い
た

（
注
６
）。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
転
換
は
、
人
類
学
自
身
の
内
的
な
理
由
と
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い
う
外
的
な
理
由
と
に
よ
る
も
の
で
、

起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

人
類
学
に
お
け
る
歴
史
へ
の
回
帰
は
、一
九
八
一
〇
年
代
以
降
に
起
こ
っ
た
学
説
史
的
な
展
開
も
後
押
し
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、

思
想
界
を
席
巻
し
た
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
風
潮
の
な
か
、
構
造
を
静
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
構
造
主
義
に
対
し
て
、
思
想
界
で
は
構
築

主
義
的
な
観
点
が
提
示
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
先
駆
と
な
っ
た
の
が
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
一
連
の
研
究
で
あ
る
。
社
会
の
諸
制
度
や
文
化
的
規
範
は
、
所
与
の
も
の
と
し
て

存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
時
間
を
か
け
て
人
為
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
社
会
観
は
、
人
類

学
者
の
眼
を
否
応
な
く
歴
史
的
な
側
面
に
向
け
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
共
時
的
な
分
析
か
ら
構
造
を
抽
出
す
る
と
い
う
人
類

学
の
研
究
方
法
そ
の
も
の
に
も
疑
念
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、諸
制
度
や
文
化
的
規
範
を
構
築
す
る
「
主
体
」
の
問
題
は
、

社
会
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た
「
支
配
と
従
属
」
と
い
う
視
点
を
も
た
ら
し
、
そ
の
後
の
権
力
論
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
植
民
地
主
義
と
結
び
つ
い
た
人
類
学
の
負
の
側
面
も
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
人
類
学
の
内

省
の
時
代
を
経
て
、
人
類
学
者
が
書
く
民
族
誌
は
共
時
的
な
も
の
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ず
と
歴
史
叙
述
を
含
む
も
の
へ
と

展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
は
、
人
類
学
の
「
再
歴
史
化
」
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
、
構
築
主
義
は
、
人
類
学
が
構
造

主
義
の
陥
穽
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
一
つ
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う

（
注
７
）。

一
方
、
歴
史
学
の
分
野
で
も
、
独
自
の
展
開
を
と
げ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
特
筆
さ
れ
る
べ
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
社

会
史
、
と
り
わ
け
ア
ナ
ー
ル
学
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
史
と
は
異
な
る
、
人
類
学

的
と
も
言
え
る
新
ら
し
い
歴
史
学
を
多
方
面
に
渡
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
日
本
の
歴
史
学
や
民
俗
学
に
も
及



10

武蔵大学人文学会雑誌　第 54 巻第 3・4号

ん
だ
。
こ
の
運
動
に
は
、
歴
史
学
か
ら
人
類
学
に
接
近
し
て
き
た
か
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
今
か
ら
考
え
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
は
、

人
類
学
と
歴
史
学
と
が
最
も
緊
密
な
関
係
を
築
い
た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

実
際
、
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
こ
の
講
演
は
、
同
僚
の
人
類
学
者
よ
り
も
、
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
歴
史
学
者
に
よ
り
多
く

の
知
的
な
刺
激
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
ル
ゴ
フ
も
、「
歴
史
学
と
民
族
学
の
現
在
―
歴
史
学
は

ど
こ
へ
行
く
か

（
注
８
）」（

一
九
七
六
）
に
お
い
て
こ
の
論
文
を
引
用
し
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
歴
史
人
類
学
へ
の
貴
重
な
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

彼
は
、
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
提
言
に
対
し
て
は
全
面
的
に
賛
同
し
て
い
る
が
、
共
時
的
研
究
と
通
時
的
研
究
に
つ
い
て
触
れ
、

構
造
主
義
人
類
学
者
ら
は
歴
史
的
な
分
析
を
通
時
的
な
分
析
と
等
置
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
通
時
的
な
変
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
人
類
学
者

と
歴
史
学
者
と
で
捉
え
方
に
大
き
な
差
違
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
構
造
主
義
者
の
考
え
る
通
時
的
変
化
と
は
、
な
だ
ら
か
な
進
化
、

自
動
的
に
継
続
す
る
変
化
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
歴
史
学
者
の
考
え
る
発
展
と
い
う
の
は
、
外
的
現
象
に
よ
っ
て
も
大
き
く
影

響
さ
れ
、
ま
た
し
ば
し
ば
歴
史
的
偶
然
の
介
入
を
受
け
つ
つ
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
構
造
主
義
者
ら
の
大
き
な
誤
解
が
あ
る
と

し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
も
言
及
し
て
お
り
、
ル
ゴ
フ
の
指
摘
は
構
造
主
義
人
類
学
者
全
般
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
う
と
、
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
早
く
か
ら
歴
史
的
変
化
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
指
摘
に
加
え
て
ル
ゴ
フ
は
、
新
し
い
歴
史
学
の
特
徴
と
し
て
、
①
歴
史
を
「
長
期
的
持
続
」
に
お
い
て
捉

え
る
、
②
日
常
的
物
質
文
化
に
重
点
を
置
い
て
歴
史
を
考
え
る
、
③
歴
史
を
表
面
的
な
現
象
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
深
層
に
お

い
て
捉
え
る
、
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
、
構
造
は
歴
史
的
に
使
わ
れ
て
初
め
て
意
味
を
な
す
と
か
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
、
構
造
の
抽
出

に
は
通
時
的
な
視
点
が
不
可
欠
と
い
う
主
張
は
、
構
造
と
歴
史
の
関
係
性
を
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
。
と
は
い
え
、
現
在
の
学
問
的
知

見
か
ら
言
え
ば
、
構
造
自
体
の
歴
史
的
構
築
性
に
関
す
る
観
点
が
欠
如
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
ル
ゴ
フ
が
指
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摘
す
る
、
通
時
的
変
化
に
対
す
る
人
類
学
者
の
誤
解
は
、
極
め
て
意
味
深
い
。
新
し
い
歴
史
学
の
三
つ
の
特
徴
は
い
ず
れ
も
人
類
学
の
立

場
と
同
じ
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
②
の
日
常
的
物
質
文
化
に
重
点
を
置
く
こ
と
や
、
③
の
深
層
を
捉
え
る
と
い
う
の
は
、
人
類
学
が
得

意
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

人
類
学
に
お
い
て
も
、
自
ら
狭
め
て
し
ま
っ
た
視
野
を
拡
大
す
る
方
策
を
模
索
し
続
け
て
き
た
。
一
つ
は
空
間
的
な
拡
大
、
も
う
一
つ

が
時
間
的
な
拡
大
で
あ
る
。
前
者
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
か
ら
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
（
地
域
研
究
）
や

民
族
や
文
化
、
さ
ら
に
は
国
家
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
問
題
へ
の
発
展
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
次
元
が
、
一
度
は
放
棄

し
た
「
歴
史
」
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

実
際
、
人
類
学
者
の
中
に
は
、
構
造
主
義
の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
、
歴
史
の
次
元
に
も
踏
み
込
ん
だ
研
究
を
行
う
こ
と
を
通
じ
、

新
た
な
領
域
を
開
拓
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
々
が
現
れ
た
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
解
釈
人
類
学
を
提
唱
し
た
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
、

ア
フ
リ
カ
研
究
か
ら
比
較
社
会
学
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
グ
ッ
デ
ィ
ー
、
新
進
化
主
義
の
旗
手
と
さ
れ
た
マ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー

リ
ン
ズ
、
食
文
化
研
究
の
シ
ド
ニ
ー
・
ミ
ン
ツ
な
ど
も
、
そ
う
し
た
試
み
を
行
な
っ
た
人
類
学
者
で
あ
っ
た

（
注
９
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
は
異
な
る
が
、
通
底
す
る
問
題
意
識
は
同
じ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

歴
史
人
類
学
へ
の
傾
斜
は
、
古
い
歴
史
を
誇
る
中
国
を
舞
台
と
し
た
人
類
学
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。
ロ
ン
ド

ン
大
学
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）
に
て
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
後
継
者
と
な
っ
た
モ
ー
リ
ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
一
九
六
二
年
の
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
追

悼
講
演
に
て
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
姿
勢
を
厳
し
く
批
判
し
、「
我
々
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
で
な
か
っ
た
ら
、
一
体
何
者
に
な
れ
る

の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
自
問
を
行
な
っ
た）

（注

（
注

。
こ
れ
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
人
類
学
者
は
歴
史
の
大
海
原
に

勇
気
を
持
っ
て
出
て
い
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
人
類
学
者
に
対
す
る
エ
ー
ル
で
も
あ
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
自
身
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け

る
単
系
親
族
組
織
研
究
の
知
見
を
も
と
に
、
中
国
の
宗
族
に
関
す
る
歴
史
人
類
学
的
な
研
究
を
刊
行
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
、
長
ら
く
フ
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リ
ー
ド
マ
ン
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
中
国
の
宗
族
研
究
の
た
た
き
台
と
な
っ
た）

（（

（
注

。
中
国
研
究
で
言
え
ば
、
大
西
洋
を
挟
ん
だ
ア
メ
リ
カ
で

も
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ス
キ
ナ
ー
に
よ
っ
て
、
村
落
レ
ベ
ル
を
空
間
的
に
拡
大
し
て
い
く
道
筋
が
示
さ
れ
た
。
即
ち
、
従
来
、
完
結
し
た
共

同
体
の
単
位
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
村
落
に
対
し
て
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
タ
ウ
ン
を
中
心
と
し
て
複
数
の
村
か
ら
な
る
市
場
共
同
体
モ
デ

ル
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
散
在
し
て
い
る
か
に
見
え
る
村
落
は
、
市
場
圏
モ
デ
ル
の
も
つ
階
層
性
に
よ
り
、
都
市
を
頂
点
と
す
る

市
場
シ
ス
テ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
中
国
農
村
社
会
、
さ
ら
に
は
そ
の
頂
点
に
立
つ
都
市
の
研
究
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
し
た
。
ス
キ

ナ
ー
の
関
心
は
、
そ
の
後
、
中
国
の
地
域
ご
と
の
発
展
サ
イ
ク
ル
の
歴
史
的
研
究
へ
と
展
開
し
て
い
く）

（注

（
注

。

こ
う
し
て
、
人
類
学
に
お
い
て
は
、
歴
史
を
取
り
戻
す
作
業
は
、
必
然
的
に
「
歴
史
人
類
学
」
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
。
人
類
学
サ

イ
ド
か
ら
み
る
と
、
こ
の
「
歴
史
人
類
学
」
と
い
う
場
に
お
い
て
、
人
類
学
と
歴
史
学
と
が
融
合
す
る
の
で
は
、
と
い
う
期
待
も
あ
っ
た
。

だ
が
、
人
類
学
と
歴
史
学
が
互
い
に
歩
み
寄
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
「
歴
史
人
類
学
」
と
い
う
訳
で
は
な
い
。「
歴
史
人
類
学
」
を
唱
え
る

の
は
人
類
学
者
の
側
で
あ
っ
て
、
歴
史
学
者
は
別
段
、「
歴
史
人
類
学
」
あ
る
い
は
「
人
類
学
的
歴
史
」
を
唱
え
る
こ
と
は
な
い）

（注

（
注

。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
人
類
学
と
歴
史
学
の
提
携
、
協
力
は
唱
え
て
も
、
決
し
て
融
合
を
予
測
し
た
り
、
そ
の
必
要
性
を
説
い
た

わ
け
で
も
な
い
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
も
、
人
類
学
が
歴
史
学
に
一
方
的
に
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
拒
否
し
て
い
る
。
そ
し
て

出
し
た
条
件
は
、
逆
に
歴
史
学
が
人
類
学
の
一
部
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
言
っ
て
い
る
。

人
類
学
者
が
歴
史
学
に
飲
み
込
ま
れ
る
の
を
良
し
と
し
な
い
の
は
、
直
感
的
に
我
々
の
学
問
は
、
現
在
の
歴
史
学
と
は
異
な
る
、
と
い

う
実
感
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
者
も
、
人
類
学
の
貢
献
に
よ
っ
て
歴
史
学
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
歴
史
学

が
人
類
学
に
吸
収
さ
れ
る
べ
き
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
や
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
人
類
学
と
歴
史
学

と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
方
法
論
と
言
う
よ
り
は
理
念
の
話
で
あ
る
。
思
う
に
、
そ
の
理
念
が
通
用
す
る
の
は
、
歴
史
学
や
経
済
学
、

法
学
、
社
会
学
と
い
っ
た
各
デ
シ
プ
リ
ン
が
未
分
化
の
時
代
、
哲
学
が
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
扱
っ
て
い
た
一
九
世
紀
の
時
代
ま
で
で
は
な
い
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か
と
思
わ
れ
る
。
人
類
の
社
会
や
文
化
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
学
問
探
究
の
究
極
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
学
と
人
類
学
の
差

異
も
解
消
す
る
。
あ
る
い
は
、
も
し
歴
史
学
者
が
自
ら
の
領
域
を
人
類
史
ま
で
拡
大
す
る
な
ら
ば
、
人
類
学
と
の
差
異
は
解
消
し
、
両
者

は
自
ず
と
融
合
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
学
問
が
こ
れ
だ
け
分
化
し
て
い
る
現
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
歴
史
学
と
人
類
学
の
間
に

は
や
は
り
傾
向
性
に
お
い
て
顕
著
な
差
異
が
存
在
す
る
。
む
し
ろ
、
差
異
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
名
称
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

人
類
学
及
び
歴
史
学
の
諸
相　

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
や
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
が
提
示
し
た
人
類
学
と
歴
史
学
の
相
違
点
は
、
共
時
時
的
研
究
と
通
時
的
研

究
の
対
比
と
い
う
根
源
的
な
命
題
に
繫
が
る
も
の
で
あ
り
、両
者
は
人
類
学
の
文
脈
で
い
う
と
「
構
造
」
と
「
歴
史
」
に
対
比
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
方
法
論
的
に
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
文
献
研
究
と
の
関
係
と
い
う
問
題
と
な
っ
て
表
面
化
す
る
。

実
際
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
も
、「
現
在
と
歴
史
の
関
係
は
難
解
な
問
題
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
共
時
的
言
語
と
通
時
的

言
語
と
の
差
違
を
論
じ
る
際
に
も
、
彼
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
し
、
そ
の
概
念
を
受
け
入
れ
た
人
類
学
も
同
様
の
問
題
を
抱
え
る
こ
と

と
な
っ
た
。
機
能
主
義
的
な
解
釈
（
現
在
の
視
点
か
ら
の
現
在
）
と
歴
史
的
な
解
釈
（
過
去
の
視
点
か
ら
の
現
在
）
と
は
、
ど
う
に
か
し

て
う
ま
く
か
み
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
我
々
は
ま
だ
そ
の
完
璧
な
方
法
を
手
に
入
れ
て
い
な
い
」
と
正
直
に
問
題
点
を
吐
露
し
て
い

る
。そ

の
後
、
人
類
学
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
内
省
の
時
期
を
経
て
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
時
代
よ
り
は
、
少
し
は
先
に
進

ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
を
一
言
で
表
す
な
ら
、
伝
統
や
構
造
に
対
す
る
本
質
主
義
的
な
見
方
か
ら
構
築
主
義
的
な
見
方
へ
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の
転
換
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
共
時
的
な
研
究
を
通
し
て
社
会
構
造
を
モ
デ
ル
化
す
る
方
法
が
否
定
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
現
在
の
構

造
の
モ
デ
ル
化
に
は
共
時
的
分
析
が
不
可
欠
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
そ
構
築
過
程
の
通
時
的
な
研
究
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
現
在
」
は
、
常
に
前
へ
と
動
い
て
い
る
。
こ
の
絶
え
間
の
な
い
時
間
の
動
き
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
未
来
は
「
現
在
」

を
通
し
て
、過
去
へ
と
連
な
っ
て
い
く
。
こ
の
動
的
な
視
点
は
重
要
で
あ
る）

（注

（
注

。
と
い
う
の
も
、人
類
学
は
こ
の
常
に
前
に
進
ん
で
い
る
「
現

在
」
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
歴
史
家
に
と
っ
て
は
、
時
間
の
経
過
は
、
現
在
と
対
象

と
す
る
時
代
と
の
距
離
が
ほ
ん
の
少
し
開
く
だ
け
で
あ
る
が
、「
現
在
」
に
立
脚
し
て
い
る
人
類
学
者
は
、
い
や
が
上
で
も
、
こ
の
時
間

の
流
れ
を
意
識
し
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
時
間
を
止
め
て
、「
民
族
誌
的
現
在
」
を
発
明
し
た
。
そ
の
こ
と
は
決

し
て
、
人
類
学
の
弱
点
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
類
学
者
は
常
に
動
い
て
い
る
「
現
在
」
を
体
感
し
て
い
る
が
故
に
、
歴
史
に
対
す
る

意
識
も
先
鋭
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間
を
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
類
学
者
は
、
再
び
時
間
を
動
か
す
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る）

（注

（
注

。

対
し
て
、
歴
史
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
う
か
。
一
般
的
な
歴
史
学
は
時
空
の
学
問
で
あ
り
、
研
究
対
象
を
、
あ
る
時
代
、
あ
る
地
域
と

い
う
よ
う
に
限
定
し
な
い
と
、
研
究
が
成
立
し
な
い
。
人
類
学
の
場
合
、
時
代
は
現
代
な
の
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
を
決
め
る
だ
け
で
よ
い
。

実
際
に
は
、
言
語
の
習
得
な
ど
の
壁
が
あ
り
、
複
数
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
通
じ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
自
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
立
脚

点
と
し
な
が
ら
も
、
自
在
に
時
空
を
超
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
自
由
さ
が
人
類
学
者
に
は
あ
る
。
そ
れ
を
し
な
い
の
が
、

歴
史
学
者
の
節
操
と
い
え
ば
節
操
で
あ
る
が
、
人
類
学
者
か
ら
見
る
と
、
歴
史
学
者
は
あ
た
か
も
自
ら
「
檻
」
に
入
っ
て
い
る
か
の
よ
う

で
、
そ
こ
か
ら
出
よ
う
と
は
し
な
い
。
人
類
学
者
も
地
域
研
究
に
専
念
す
る
と
、
同
様
の
「
檻
」
に
入
っ
た
ま
ま
と
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、

そ
こ
か
ら
広
い
世
界
に
出
て
行
く
の
が
、
本
来
の
人
類
学
者
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
ろ
う）

（注

（
注

。

歴
史
学
者
が
専
門
と
す
る
時
代
と
地
域
を
選
ぶ
こ
と
に
も
多
少
の
偶
然
性
が
つ
き
ま
と
う
で
あ
ろ
う
が
、
人
類
学
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
を

選
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
歴
史
学
者
以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
や
偶
然
な
ど
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
但
し
、
た
と
え
希
望
す
る
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調
査
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
人
類
学
者
は
何
と
か
対
応
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
普
遍
的
な
も
の
は
人
類
社
会
が
あ
る
限
り
、

ど
の
地
域
に
も
内
包
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ）

（注

（
注

。

常
に
普
遍
的
な
も
の
、
少
な
く
と
も
普
遍
性
へ
の
糸
口
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
人
類
学
者
は
、
あ
る
意
味
、
一
般
化
の
魔
力
に
囚
わ

れ
て
い
て
、
そ
こ
に
身
を
捧
げ
て
い
る
。
こ
の
普
遍
性
へ
の
強
い
希
求
が
、
人
類
学
者
の
特
徴
と
言
っ
て
も
よ
い
。
歴
史
学
者
か
ら
見
れ

ば
、
歴
史
的
な
事
実
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
普
遍
性
を
求
め
る
の
は
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
哲
学
」
の
領
域
に
踏
み
込
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
普
遍
性
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
特
殊
性
と
表
裏
の
関
係
に
あ

る
。
従
っ
て
、
人
類
学
者
は
最
初
か
ら
普
遍
的
な
側
面
だ
け
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
同
時
並
行
し
て
探
求
さ

れ
る
。
し
か
し
、
普
遍
性
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
特
殊
性
も
分
か
ら
な
い
訳
で
、
ど
ち
ら
が
重
要
か
と
い
え
ば
、
普
遍
性
の
方
な
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
人
類
学
者
の
仕
事
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
人
類
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
つ
け
出
す
と
こ
と
に
あ
る
と
い
う
主

張
に
は
、
実
は
大
き
な
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
時
代
が
現
代
に
限
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
域

も
非
常
に
限
定
さ
れ
る
。
歴
史
学
者
の
扱
う
地
域
に
比
べ
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
「
点
」
で
し
か
な
い
。
そ
ん
な
細
か
な
対
象
を
手
探
り
で
研

究
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
人
類
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
つ
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
あ
る
意
味
、
人
類
学
者
は
、
身
の
丈
に

余
る
大
そ
れ
た
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
他
の
社
会
科
学
は
、
始
め
か
ら
科
学
的
に
や
ろ
う
と
す
る
の
で
、
数
量
化
な

ど
の
方
向
に
向
か
う
。
対
し
て
、
人
類
学
者
は
、
こ
の
ミ
ク
ロ
か
ら
マ
ク
ロ
へ
の
と
て
つ
も
な
い
距
離
を
、
直
感
に
よ
っ
て
縮
め
よ
う
と

し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

人
類
学
と
歴
史
学
の
異
な
る
点
を
も
う
一
つ
挙
げ
る
な
ら
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
位
置
づ
け
が
あ
る
。
思
う
に
、
文
系
の
学
問
は
大
別
す
る
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と
、「
テ
キ
ス
ト
の
あ
る
学
問
」
と
「
テ
キ
ス
ト
の
な
い
学
問
」
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
文
学
や
歴
史
学
は
研
究
対
象
と
す
る

テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
学
問
だ
。
対
し
て
、
人
類
学
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
テ
キ
ス
ト
の
な
い
学

問
」
の
側
に
振
り
分
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
類
学
者
の
仕
事
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
も
と
に

民
族
誌
を
書
く
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
族
誌
（ethnography

）
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
自
ら
作
り
出
す
こ
と
も
す
る
。
そ
の
際
に
は

厳
格
な
方
法
論
が
あ
り
、
こ
れ
が
民
族
誌
学
で
あ
る
。
そ
し
て
民
族
誌
を
資
料
と
し
て
使
う
学
問
が
民
族
学
（ethnology

）
と
い
う
関

係
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
問
の
あ
り
方
が
、
文
学
や
歴
史
学
と
比
べ
、
人
類
学
に
と
っ
て
の
テ
キ
ス
ト
の
特
異
性
を
生
み
出
し
て
い
る）

（注

（
注

。

歴
史
学
者
に
と
っ
て
の
過
去
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
の
は
、
喩
え
て
言
う
な
ら
、
冷
凍
保
存
さ
れ
た
過
去
の
文
献
資
料）

（注

（
注

を
解
凍
し
て
使
う

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
も
、
歴
史
的
な
文
献
と
い
う
の
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
世
界
で
あ
り
、
研
究
者
は
そ
れ
ら
の
文
献
資
料
と
の
対

話
を
通
し
て
研
究
を
よ
り
緻
密
化
し
て
い
く
。
対
し
て
、人
類
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
オ
ー
プ
ン
な
世
界
と
い
え
る
。
対
象
も
ほ
ぼ
無
限
で
、

し
か
も
相
手
は
生
き
た
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
オ
ー
プ
ン
な
世
界
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
民
族
誌
に
は
、
常
に
オ
ー
プ
ン
な
性
格
が

付
き
ま
と
う
。自
ら
も
民
族
誌
を
書
く
人
類
学
者
は
、民
族
誌
の
向
こ
う
側
に
記
述
し
き
れ
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
が
、
他
者
の
書
い
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
文
献
資
料
を
読
む
歴
史
学
者
に
は
、
そ
れ
が
希
薄
に
な
り
が
ち
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

人
類
学
の
こ
う
し
た
特
性
は
、
人
類
学
者
が
参
与
観
察
で
集
め
る
デ
ー
タ
の
本
質
と
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
。
民
族
誌
と
い
う
の
は
、

全
文
を
著
者
の
責
任
に
お
い
て
書
く
も
の
だ
。
良
心
的
な
人
類
学
者
で
あ
れ
ば
、
細
か
な
デ
ー
タ
を
整
理
統
合
し
て
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー

を
作
り
上
げ
る
際
に
、
本
当
に
こ
れ
が
自
分
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
見
た
も
の
を
正
し
く
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
。
デ
ー
タ

の
信
憑
性
に
は
自
信
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
と
め
方
に
は
常
に
多
少
の
不
安
の
よ
う
な
も
の
が
残
る
。
こ
の
過
程
に
お
け
る
葛
藤
を
避
け

る
一
つ
の
方
法
は
、
生
の
素
材
を
そ
の
ま
ま
公
表
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
で
の
農
村
調
査
で
い
え
ば
、『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』（
中
国

農
村
調
査
刊
行
会
編 

一
九
五
二
―
五
八 

全
六
巻 

岩
波
書
店
）
な
ど
が
そ
う
し
た
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
を
公
開
し
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て
く
れ
る
の
は
あ
り
が
た
い
が
、
こ
れ
を
資
料
と
し
て
使
う
と
な
る
と
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
葛
藤
を
避
け
る
も
う
一
つ
の
方
法

は
、
思
い
切
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
書
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
が
資
料
の
で
こ
ぼ
こ
も
補
え
る
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
組
み
立
て
や

す
い
。
実
際
、
社
会
学
的
な
小
説
と
い
う
書
き
方
も
存
在
す
る
し
、
こ
れ
の
方
が
む
し
ろ
読
み
物
と
し
て
も
面
白
く
な
る
こ
と
が
多
い）

注注

（
注

。

歴
史
学
で
い
え
ば
、
歴
史
研
究
に
対
す
る
歴
史
小
説
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

人
類
学
者
が
扱
う
資
料
の
こ
う
し
た
不
確
実
性
こ
そ
が
、
全
て
の
歴
史
学
者
に
公
表
さ
れ
て
い
る
文
献
資
料
に
基
づ
い
て
自
分
な
り
の

分
析
を
進
め
る
歴
史
学
者
や
、デ
ー
タ
の
数
量
化
が
可
能
な
社
会
学
者
か
ら
見
た
ら
、人
類
学
の「
信
用
で
き
な
い
」点
と
し
て
映
る
。
も
っ

と
言
え
ば
、
そ
れ
は
よ
く
言
っ
て
「
文
学
作
品
」、
悪
く
言
え
ば
単
な
る
「
作
り
物
」
で
は
な
い
の
か
と
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
盛
ん

と
な
っ
た
、「
言
語
論
的
転
回
」（linguistic turn

）
の
人
文
学
へ
の
波
及
も
、
こ
う
し
た
批
判
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

他
方
、
人
類
学
側
の
「
開
き
直
り
」
を
も
後
押
し
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
確
か
に
、
同
じ
調
査
地
を
同
時
期
に
異
な
る
人
類
学
者
が
調
査

を
し
て
も
、
全
く
同
じ
民
族
誌
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
曖
昧
さ
」
を
四
捨
五
入
せ
ず
、
あ
り
の
ま
ま
に
受
止
め
よ
う
と
す
る

の
が
人
類
学
者
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
事
象
の
数
量
化
を
指
向
し
て
ば
か
り
い
る
社
会
学
者
と
同
じ
に
な
っ

て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
書
か
れ
て
い
る
「
史
料
」
か
ら
し
か
も
の
を
言
わ
な
い
歴
史
学
者
の
限
定
さ
れ
た
社
会
の
見
方
と
同
じ
に
な
っ

て
し
ま
う
。

社
会
学
者
が
分
析
の
際
の
資
料
と
す
る
統
計
資
料
は
、
あ
る
意
味
、
没
個
性
的
で
非
人
格
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
科
学

的
な
説
得
力
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
対
し
て
、人
類
学
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
集
め
る
デ
ー
タ
と
い
う
の
は
、特
定
の
個
人
（
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
）
の
個
性
や
そ
の
逸
話
を
語
っ
た
文
脈
と
い
う
の
が
付
随
し
て
お
り
、
極
め
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
が
社
会
学

と
人
類
学
の
決
定
的
な
違
い
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
人
類
学
者
は
自
分
の
集
め
た
デ
ー
タ
が
個
別
的
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で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
を
基
に
論
文
を
書
い
て
普
遍
化
す
る
際
に
、
個
別
の
デ
ー
タ
が
持
つ
個
性
を
極
力
目
立
た
な
い

よ
う
に
操
作
し
て
し
ま
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
個
性
に
積
極
的
な
意
味
を
持
た
せ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

取
っ
て
い
る
デ
ー
タ
は
極
め
て
個
人
的
な
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
類
学
者
が
一
般
化
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
個
人
は
消
え
て
い
っ

て
し
ま
う
。
個
人
を
語
ろ
う
と
思
え
ば
、
い
く
ら
で
も
語
れ
る
の
に
、
そ
れ
を
社
会
に
還
元
し
て
し
ま
う
。
こ
の
意
識
的
あ
る
い
は
無
意

識
裏
の
社
会
へ
の
還
元
の
操
作
が
、
か
え
っ
て
人
類
学
者
を
し
て
個
人
の
個
性
と
い
っ
た
も
の
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
、
人
類
学
者
が
民
族
誌
に
お
い
て
個
人
を
消
し
て
い
く
の
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
も
あ
る
。

こ
れ
は
同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
て
も
、
日
本
民
俗
学
と
異
な
る
点
で
、
従
来
の
民
俗
誌
の
場
合
は
、
む
し
ろ
話
者
の
実
名

を
謝
辞
と
と
も
に
公
表
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
根
底
に
お
い
て
は
、
民
俗
学
も
人
類
学
も
同
じ
で
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
民

芸
と
芸
術
の
違
い
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
ろ
う
。
民
俗
学
や
人
類
学
は
、
作
者
の
分
か
る
芸
術
作
品
に
対
し
、
作
っ
た

個
人
名
が
分
か
ら
な
い
民
具
、誰
が
語
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
民
話
や
神
話
と
い
う
匿
名
性
の
も
の
に
価
値
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
き
た
。

加
え
て
、
社
会
集
団
の
構
造
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
、
個
人
の
実
名
性
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
。

た
と
え
、
人
類
学
者
が
民
族
誌
に
お
い
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
と
実
名
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
本
質
は

変
わ
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
人
類
学
者
が
実
名
を
挙
げ
た
と
し
て
も
、
他
の
人
は
誰
も
知
ら
な
い
市
井
の
人
で
あ
り
、
決
し
て
有
名
人

で
は
な
い
。
有
名
人
で
な
い
人
の
名
前
は
、
読
者
に
と
っ
て
は
、
実
名
で
あ
ろ
う
が
仮
名
で
あ
ろ
う
が
、
全
く
等
価
な
の
で
あ
る
。
問
題

は
、
名
前
と
と
も
に
、
文
学
的
な
意
味
で
の
そ
の
個
人
の
感
慨
と
か
感
性
ま
で
を
含
む
情
報
群
を
ま
と
っ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
そ
う

い
う
も
の
を
切
り
取
っ
て
い
る
限
り
、
実
名
も
仮
名
も
違
わ
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
文
学
と
い
う
の
は
、
我
々
が
論
文
で
書
く
こ
と
よ

り
も
、
一
つ
二
つ
描
写
が
多
く
、
こ
の
描
写
が
な
い
と
文
学
に
は
な
ら
な
い
。
対
し
て
、
民
族
誌
の
中
で
は
、
登
場
人
物
の
容
姿
や
性
格

な
ど
を
細
か
く
描
写
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
人
間
の
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
風
景
や
季
節
の
描
写
な
ど
も
あ
ま
り
な
い
。
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こ
の
点
は
歴
史
学
と
対
比
し
て
み
る
と
、
よ
り
明
確
と
な
る
。
歴
史
学
の
場
合
、
マ
ク
ロ
な
社
会
経
済
史
や
文
明
史
な
ど
を
別
と
す
れ

ば
、
時
代
と
場
所
だ
け
で
な
く
、
誰
そ
れ
と
い
う
人
物
の
顕
名
性
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
人
物
の
名
前
だ
け
で
な
く
、
分
か
る

こ
と
全
て
の
属
性
を
も
記
述
す
る
。
同
時
代
の
同
業
者
が
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、
後
の
歴
史
家
が
そ
の
研
究
を
引
き
継
ぐ
際
に
、
こ

う
し
た
情
報
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
も
、
歴
史
家
が
取
り
上
げ
る
人
物
は
有
名
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る
い
は
、
歴
史
家

が
あ
る
人
物
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
が
有
名
人
化
さ
れ
る
。
政
治
史
や
中
国
の
正
史
の
「
列
伝
」
な
ど
は
そ
の
好

例
で
あ
る
。
こ
れ
が
歴
史
家
に
と
っ
て
の
「
史
料
」
と
民
族
誌
の
違
い
で
あ
り
、
ま
た
資
料
と
し
て
の
民
族
誌
の
限
界
で
も
あ
る
。
歴
史

学
と
人
類
学
の
違
い
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
こ
の
「
個
」
の
問
題
に
行
き
着
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い）

注（

（
注

。

一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
人
類
学
や
民
族
誌
が
様
々
な
側
面
か
ら
批
判
さ
れ
る
と
い
う
、
内
省
の
時
代
に
入
る
が
、
人

類
学
に
お
け
る
こ
の
匿
名
性
の
問
題
、
さ
ら
に
は
そ
の
背
後
に
あ
る
個
人
の
扱
い
方
が
俎
上
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
類
学

が
顕
名
性
に
シ
フ
ト
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
個
人
情
報
の
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
根
底
に
は
、
社
会
科
学
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
意
思

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

人
類
学
も
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
手
法
を
用
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
出
よ
う
。
確
か
に
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
一
見
、

個
人
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
個
人
を
語
っ
て
い
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
個
人
の
人
生
を
語
る
に
し
て
も
、

時
代
背
景
や
社
会
構
造
な
ど
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
語
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
個
人
に
そ
れ
を
語
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
個
人
が
そ
の

時
々
に
思
っ
た
感
情
な
ど
は
、
適
度
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
く
言
え
ば
、
こ
れ
が
人
類
学
が
社
会
科
学
と
し
て
踏
み
と
ど
ま
る
節
操
と

い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
を
超
え
る
と
、
学
問
で
は
な
く
、
限
り
な
く
文
学
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
の
点
、
歴
史
学
は
、
そ
の
誕
生
か
ら
、
狭
義
の
社
会
科
学
を
越
え
た
領
域
を
も
記
述
や
分
析
の
対
象
に
含
ん
で
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。



20

武蔵大学人文学会雑誌　第 54 巻第 3・4号

人
類
学
が
考
え
る
「
歴
史
人
類
学
」

こ
う
し
た
情
況
に
あ
っ
て
、
人
類
学
者
は
、
で
は
我
々
が
目
指
す
べ
き
「
歴
史
人
類
学
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
歴
史
学
と
ど
こ

が
違
う
の
か
、
と
自
問
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
自
身
、
一
九
七
〇
年
代
に
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主
義
か
ら
人
類
学
の
世
界
に
入

り
、
研
究
対
象
を
、
長
い
歴
史
が
あ
り
豊
富
な
文
献
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
中
国
社
会
に
選
ん
だ
。
文
化
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
歴
史
的
に
見
て
い
か
な
い
と
、
本
当
の
理
解
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
強
く
し
、
構
造
主
義
の
限
界
を
超
え

る
に
は
、
歴
史
人
類
学
し
か
な
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
加
え
て
、
大
学
院
時
代
は
日
本
で
も
盛
ん
に
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
著
作
が
紹
介
さ

れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、
歴
史
学
へ
の
関
心
は
嫌
が
上
で
も
高
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上
で
博
士
論
文
も
書
き
、
そ
れ
を
『
中
国
食
事
文
化
の
研
究
―
食
を
め
ぐ
る
家
族
と
社
会
の
歴
史
人
類
学
』

（
二
〇
〇
九
）
と
し
て
刊
行
し
た
。
本
書
で
議
論
し
て
い
る
こ
と
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
全
体
を
通
し
て
貫
か
れ
て
い
る
主
題
は
、
平
座

か
ら
椅
子
座
へ
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
中
国
に
お
け
る
食
事
方
法
が
今
日
の
様
式
に
組
み
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
か
、

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
書
い
た
当
時
は
、
自
分
な
り
の
答
え
を
出
し
た
つ
も
り
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
こ

れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
は
本
当
に
歴
史
人
類
学
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
自
問
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
歴
史
人
類
学
的
な
研

究
は
、
民
族
誌
で
は
な
い
の
で
人
類
学
者
か
ら
は
人
類
学
の
著
作
と
は
見
な
さ
れ
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
、
時
代
は
い
い
と
し
て
も
、
地

域
の
限
定
が
甘
い
研
究
は
、
歴
史
学
者
か
ら
は
歴
史
学
の
研
究
と
も
思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
時
空
を
限
定
し
た
と
し
て
も
、
史
料
批
判
の

弱
い
歴
史
的
研
究
、
と
見
な
さ
れ
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
歴
史
学
者
か
ら
見
れ
ば
、
歴
史
文
献
に
手
を
出
す
人
類
学

者
は
み
な
そ
う
見
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自
分
と
し
て
は
、
新
た
な
境
地
を
多
少
な
り
と
も
開
拓
し
た
つ
も
り
で
は
い
る
。
そ
こ

で
、
人
類
学
と
歴
史
学
の
双
方
か
ら
の
批
判
（
あ
る
い
は
不
認
知
）
に
対
し
て
反
論
す
る
に
は
、「
こ
こ
が
こ
う
い
う
理
由
で
人
類
学
な
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ん
だ
」
と
い
う
点
を
明
確
に
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
時

空
が
曖
昧
な
、
史
料
批
判
の
弱
い
歴
史
的
研
究
扱
い
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
私
な
り
に
考
え
た
、
歴
史
人
類
学
の
定
義
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
歴
史
人
類
学
を
英
訳
す
れ
ば
、H

istorical A
ntholopology　

で
あ
っ
て
、Antholopological H

istory

（
人
類
学
的
な
歴
史
学
）
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、歴
史
人
類
学
は
あ
く
ま
で
、人
類
学
か
ら
「
展

開
」
し
て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
「
再
認
識
」
さ
れ
た
分
野
で
あ
り
、
人
類
学
の
一
部
な
の
だ
。
歴
史
学
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、

ま
し
て
や
歴
史
学
の
一
部
で
も
な
い
。

こ
こ
で
「
再
認
識
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
の
は
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
人
類
学
の
中
に
す
で
に
歴
史
人
類
学
的
な
思
考
が
内
包
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
現
代
に
繫
が
る
人
類
学
の
創
始
者
ら
は
、た
ま
た
ま
調
査
し
た
の
が
「
未
開
社
会
」
で
、

過
去
も
こ
れ
か
ら
も
動
か
な
い
も
の
と
し
て
見
え
た
か
ら
、
共
時
的
な
研
究
で
も
十
分
に
威
力
を
発
揮
で
き
た
。
そ
し
て
「
人
類
学
的
調

査
＝
共
時
的
研
究
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
未
開
社
会
」
と
い
う
の
は
、
人
類
社
会
と
し
て
は

極
め
て
特
殊
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
っ
た
の
だ
。
実
際
、
中
国
な
ど
の
文
明
社
会
に
目
を
転
じ
る
と
、
対
象
は
刻
々
と
動
い
て
い
る
。
調
査

は
一
日
で
済
む
も
の
で
は
な
く
、
民
族
誌
の
執
筆
も
数
年
を
か
け
る
が
、
そ
の
間
に
変
化
も
起
こ
る
。
こ
の
意
味
で
人
類
学
者
が
記
述
し

た
「
民
族
誌
的
現
在
」
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
自
動
的
に
「
民
族
誌
的
過
去
」
と
な
っ
て
い
く
宿
命
に
あ
る
。
ま
た
、
研
究
者
の

側
に
お
い
て
も
、調
査
時
で
時
間
を
止
め
た
と
し
て
も
、変
化
し
て
い
く
「
面
」
の
研
究
を
何
十
年
と
積
み
重
ね
て
い
く
と
、自
ず
と
「
体
」

を
な
し
、
い
つ
の
間
に
か
歴
史
的
研
究
と
な
っ
て
い
く
。
こ
う
考
え
る
と
、「
歴
史
人
類
学
」
は
人
類
学
か
ら
派
生
し
た
「
新
ジ
ャ
ン
ル
」

で
は
な
く
、
人
類
学
の
研
究
そ
の
も
の
が
既
に
歴
史
人
類
学
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
、「
民
族
誌
的
現
在
」
は
人
類
学
が
編
み
出
し
た
一

つ
の
方
法
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
造
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
共
時
的
研
究
の
最
終
目
的
で
は
な
く
、
そ

の
構
造
モ
デ
ル
を
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
先
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
構
造
が
通
時
的
に
見
た
場
合
に
ど
う
変
化
し
た
の
か
を
考
え
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た
瞬
間
に
、
人
類
学
は
「
歴
史
人
類
学
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
類
文
化
の
多
様
性
と
普
遍
性
を
追
求
す
る
の
が
人
類
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
人
類
学
が
得
意
と
す
る
こ
と
を
存
分
に
発
揮
し
た

け
れ
ば
、
研
究
対
象
を
何
も
現
在
に
限
る
必
要
は
な
い
。
人
類
学
が
研
究
対
象
を
現
代
に
限
っ
て
し
ま
え
ば
、
研
究
対
象
の
九
割
以
上
を

捨
て
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
と
並
ん
で
過
去
も
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
テ
ー
マ
は
無
限
に
広
が
る
。
過
去
を
歴
史
学
者
だ
け

に
任
せ
て
お
く
の
は
あ
ま
り
に
惜
し
い
。
人
類
学
者
も
過
去
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
文
献
も
今
と
は
違
っ
た
価
値
が
生
ま
れ
る

で
あ
ろ
う）

注注

（
注

。
し
か
も
、
過
去
の
出
来
事
に
対
し
て
は
、
現
代
的
事
象
に
付
き
ま
と
う
倫
理
の
問
題
か
ら
相
対
的
に
自
由
で
あ
る
し
、
ま
た

特
定
の
史
観
に
縛
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
人
類
学
の
醍
醐
味
が
あ
る
。
人
類
学
者
が
過
去
を
研
究
対
象
と
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
は
決
し
て
過
去
へ
の
「
退
避
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
来
の
研
究
対
象
ま
で
視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

振
り
返
る
な
ら
、
一
九
世
紀
の
進
化
主
義
的
な
人
類
学
の
時
代
か
ら
、
常
に
過
去
に
遡
る
こ
と
を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
二
〇
年

代
に
誕
生
し
た
機
能
主
義
的
な
人
類
学
の
誕
生
と
引
き
替
え
に
、
人
類
学
は
共
時
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
特
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
そ
の
後
も
「
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
呪
縛
」
と
な
っ
て
、
続
く
人
類
学
者
を
縛
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
般
に
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
愛
弟
子
と
見
な
さ
れ
て
い
る
費
孝
通
で
あ
る
が
、
一
九
四
八
年
に
書
い
た
『
郷
土
中
国
』
の
「
後
記
」
に

て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
析
の
第
一
歩
は
、
一
定
の
時
間
と
空
間
の
中
に
赴
き
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
が
生
活
の

拠
り
所
と
し
て
い
る
、
社
会
構
造
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
歴
史
学
の
仕
事
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
言
え
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
析
は
目
下
の
と
こ
ろ
、
目
の
前
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
単
に
そ
の

方
が
や
り
易
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
歴
史
的
な
材
料
が
十
分
に
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
時
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
れ
、
同
じ
よ
う
な
分

析
が
可
能
で
あ
る）

注注

（
注

」。
今
か
ら
七
〇
年
前
の
文
章
で
あ
る
が
、
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
中
国
の
社
会
と
歴
史
を
深

く
探
求
し
た
費
孝
通
に
と
っ
て
、
現
代
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
歴
史
的
な
研
究
は
等
価
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
相
互
に
置
き
換
え
が
可
能
で
あ
る
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こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
。

歴
史
人
類
学
は
、
構
造
主
義
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が
提
唱
し
、
研
究
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
何
を
も
っ
て
歴
史
人
類
学
と
呼

ぶ
か
の
定
義
に
関
し
て
は
、
明
確
に
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
加
え
て
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
と
の
接
近
も
あ
り
、
歴
史
人
類
学
と
ア

ナ
ー
ル
学
派
歴
史
学
と
の
境
も
曖
昧
に
な
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
広
義
に
は
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
が
批
判
し
た
い
わ
ゆ
る
「
事
件
史
」
以
外

の
事
象
を
扱
え
ば
、
歴
史
人
類
学
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
家
族
史
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
る
が
、
か
と
い
っ

て
、
こ
れ
が
歴
史
人
類
学
の
典
型
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
な
る
社
会
史
、
文
化
史
を
扱
え
ば

歴
史
人
類
学
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
な
ら
伝
統
的
な
歴
史
学
の
中
に
も
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
現

在
で
は
か
つ
て
ほ
ど
、
歴
史
人
類
学
と
い
う
言
葉
も
多
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
定
義
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
人
類
学
が
考
え
る
歴
史
人
類
学
の
要
件
は
、
ま
ず
第
一
に
、
同
時
代
の
共
時
的
な

研
究
か
ら
出
発
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
過
去
に
研
究
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
、
と
言
え
よ
う
。
そ
の

目
的
は
、
過
去
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
構
造
に
変
化
の
跡
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
組
み
替
え
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
原
因
で

な
さ
れ
た
の
か
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
為
に
は
、
伝
播
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
じ
め
、
人
類
学
が
得
意
と
す
る
地
理
的
な
視
野
の
広
さ

が
大
き
な
武
器
と
な
ろ
う
。

時
間
的
な
ベ
ク
ト
ル
で
い
う
と
、
あ
く
ま
で
現
代
か
ら
過
去
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
過
去
か
ら
現
代
を
見
る
の
で
は
な
い
。
但
し
、
記

述
す
る
際
に
は
、
歴
史
学
同
様
、
過
去
か
ら
現
代
に
向
っ
て
書
く
が
、
こ
れ
は
書
き
や
す
さ
と
い
う
極
め
て
技
術
的
な
理
由
に
過
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
、
人
類
学
が
目
指
す
歴
史
人
類
学
の
姿
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
、
歴
史
学
と
の
関
係
か
ら
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
私

は
か
つ
て
、
人
類
学
と
歴
史
学
の
関
係
を
巡
っ
て
、「
歴
史
学
の
最
前
線
と
し
て
の
人
類
学
」
と
い
う
短
い
論
考
を
書
い
た）

注注

（
注

。
そ
れ
は
、



24

武蔵大学人文学会雑誌　第 54 巻第 3・4号

歴
史
学
と
人
類
学
の
関
係
を
、レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
唱
え
た
よ
う
な
「
表
裏
の
関
係
」
で
は
な
く
、最
前
線
と
後
方
基
地
と
い
う
、「
前

後
の
関
係
」
と
し
て
捉
え
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
人
類
学
が
現
代
を
舞
台
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
い
、
新

た
な
境
地
を
開
拓
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
を
、
ど
っ
し
り
と
腰
を
構
え
る
歴
史
学
者
が
、
後
か
ら
「
地
な
ら
し
」
し
て
い
く
と
い
う
関
係
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
最
前
線
に
い
る
人
間
と
後
方
基
地
に
い
る
人
間
の
優
劣
を
言
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
時
間
差
の
分
業
の
提
案
で
あ

る
。
人
類
学
者
が
行
な
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
は
、
民
族
誌
と
い
う
形
で
後
世
に
残
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
後
世
の
歴
史
家
に

と
っ
て
綿
密
な
歴
史
資
料
を
残
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
類
学
者
は
、
得
意
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
で
存
分
に
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
学
問
的
な
立
脚
点
で
あ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
「
放
棄
」
す
る
必
要
も
な
く
な

る
。
実
際
、
新
た
な
普
遍
的
な
問
題
の
発
見
や
、
理
論
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
上
で
の
ヒ
ン
ト
は
、
往
々
に
し
て
既
存
の
文
献
か
ら
で
は
な

く
、
未
知
な
る
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
発
想
は
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
「
人
類
学
者
は
将
来
の
歴
史
家
に
対
し
て
、
注
意
深
い
綿
密
な
観
察
に
基
づ
い
た
、

最
も
正
確
な
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
発
言
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
は
古
典
的
な
民
族
誌
の
場
合
に

し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
前
段
で
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
自
身
、「
歴
史
家
は
人
類
学
に
、
検
証
と
解
釈
に
よ
る

批
判
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
篩ふ

る
いに
か
け
ら
れ
証
明
さ
れ
た
、
極
め
て
貴
重
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
や
や
一
方
的
な
見
解
に
過
ぎ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
こ
の
発
想
は
、
補
足
修
正
が
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
、

歴
史
家
も
新
た
な
文
献
の
発
掘
や
史
料
編
纂
を
行
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、歴
史
家
も
最
前
線
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
。
但
し
、

歴
史
家
の
最
前
線
は
、
人
類
学
者
と
は
逆
に
、
過
去
に
あ
る
。
同
様
に
、
人
類
学
者
が
後
方
基
地
に
か
ま
え
、
人
類
学
者
の
書
い
た
民
族

誌
や
歴
史
学
者
の
残
し
た
資
料
を
使
っ
て
、
普
遍
化
を
試
み
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
類
学
者
も
歴
史
学
者
も
共
に
最
前
線
に
立
つ

こ
と
も
あ
れ
ば
、
共
に
後
方
基
地
で
仕
事
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
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従
っ
て
、「
時
間
差
の
分
業
」
と
い
う
発
想
は
そ
の
ま
ま
で
も
い
い
が
、
人
類
学
者
と
歴
史
学
者
は
双
方
向
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
人
類
学
者
が
後
方
基
地
に
て
、
普
遍
化
を
試
み
よ
う
と
す
る
営
為
こ
そ
が
、
即
ち
「
歴
史
人
類
学
」
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
歴
史

学
者
が
後
方
基
地
に
て
普
遍
化
の
試
み
を
す
る
と
、「
歴
史
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
に
入
る
。
従
っ
て
、
人
類
学
者
が
唱
え
る
歴
史
人

類
学
は
、
歴
史
学
で
い
う
歴
史
哲
学
と
「
対
」
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
既
存
の
歴
史
哲
学
に
対
し
、
歴
史
人
類
学
は
新
興
の
分
野
で

あ
る
。
歴
史
人
類
学
は
歴
史
哲
学
と
ど
こ
が
違
う
の
か
、
そ
の
存
在
価
値
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
将
来
的
に
両
者
が

統
合
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
真
の
意
味
で
、
歴
史
学
と
人
類
学
と
が
融
合
を
成
し
遂
げ
た
時
と
言
え
よ
う
。
両
者
の

相
違
点
や
展
開
に
つ
い
て
は
後
世
の
思
想
史
家
に
ま
か
せ
る
こ
と
と
し
、
人
類
学
者
は
人
類
学
の
立
場
か
ら
、
歴
史
人
類
学
の
研
究
を
蓄

積
し
て
い
け
ば
い
い
。

人
類
学
者
が
現
代
の
共
時
的
な
構
造
を
理
解
し
た
上
で
、
過
去
に
遡
る
に
は
、
文
献
を
読
む
し
か
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
人

類
学
者
は
歴
史
学
者
と
同
じ
こ
と
を
す
る
。
但
し
、
読
み
方
が
違
う
。
人
類
学
者
は
、
歴
史
文
献
を
読
む
際
に
、
人
類
学
の
手
法
で
読
む
。

歴
史
学
者
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
に
、
同
時
代
の
他
の
「
史
料
」
を
も
読
み
込
み
、
比
較
検
討
や
言
説
分
析
を
行
い
な
が
ら
、

自
分
が
「
史
料
」
か
ら
引
き
出
し
た
も
の
を
徹
底
的
に
精
査
す
る
。
歴
史
学
者
に
と
っ
て
は
そ
の
「
史
料
」
の
外
に
あ
る
歴
史
的
情
況
と

い
う
の
が
常
に
頭
に
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
そ
の
「
史
料
」
を
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
も
歴
史
学
者
は
、
単
線
的
な
歴
史
過
程

を
復
元
す
る
上
で
、
次
々
に
起
っ
た
こ
と
を
追
っ
て
い
く
わ
け
だ
か
ら
、
時
間
を
止
め
な
い
。
し
か
し
、
人
類
学
者
は
入
手
し
た
文
献
資

料
を
深
く
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
事
象
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
に
あ
る
構
造
や
規
範
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
。
だ

か
ら
、
時
制
は
往
々
に
し
て
単
一
と
な
り
、
そ
こ
に
は
前
の
時
代
、
後
の
時
代
の
知
識
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
歴
史
学

者
の
「
史
料
」
読
解
は
継
起
す
る
事
象
の
因
果
関
係
を
探
る
こ
と
に
力
点
が
あ
る
の
に
対
し
、
人
類
学
者
は
文
献
を
読
む
際
に
も
、
そ
こ
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に
持
続
的
な
構
造
を
含
め
た
何
ら
か
の
普
遍
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
歴
史
学
者
か
ら
は
、
こ
う
し
た
文
献
資
料
の
読
み
方
は
、
コ
ン

テ
キ
ス
ト
の
理
解
が
「
浅
く
な
る
」
と
批
判
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
定
義
や
文
献
の
読
み
方
の
違

い
で
あ
っ
て
、あ
る
意
味
、人
類
学
者
の
方
が
「
深
読
み
」
し
て
い
る
と
も
言
え
る）

注注

（
注

。
こ
の
点
で
は
、人
類
学
者
の
文
献
の
読
み
方
は
、「
史

料
」
が
比
較
的
に
少
な
い
古
代
史
の
研
究
者
や
、
普
遍
的
な
思
想
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
思
想
史
家
の
営
為
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
人
類
学
者
の
こ
う
し
た
文
献
の
読
み
方
は
、
文
献
の
あ
る
べ
き
読
み
方
を
巡
っ
て
歴
史
学
者
か
ら
異
論
も
出
さ
れ
よ
う
。

両
者
は
相
克
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
相
互
補
完
の
関
係
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
人
類
学
者
は
我
々
が
や
り
た
い
よ
う

に
、
過
去
の
資
料
を
読
め
ば
い
い
。
我
々
は
、
歴
史
学
者
ほ
ど
過
去
に
つ
い
て
博
学
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
は
こ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
と

い
う
知
識
も
乏
し
い
が
、
そ
こ
は
自
分
が
見
た
い
資
料
だ
け
を
見
て
い
け
ば
い
い
。
そ
の
代
わ
り
、
歴
史
学
者
が
あ
ま
り
見
向
き
も
し
な

い
よ
う
な
事
象
を
、
丹
念
に
そ
の
相
関
関
係
を
探
り
な
が
ら
、
地
道
に
読
ん
で
い
く
。
こ
う
し
た
手
探
り
の
作
業
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

で
も
や
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
文
献
を
読
む
際
に
も
応
用
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。

文
献
の
読
み
方
は
学
問
分
野
に
よ
っ
て
異
な
る
。
文
献
を
「
史
料
」
と
し
て
読
む
歴
史
学
者
に
対
し
、
文
学
者
は
文
章
を
読
む
際
に
、

美
学
な
ど
価
値
判
断
が
入
る
。
両
者
は
同
じ
文
章
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
読
み
方
が
微
妙
に
異
な
る
。
同
様
に
、
人
類
学
者
な
り
の
文
書

の
読
み
方
が
あ
っ
て
何
の
不
思
議
も
な
い
。
文
献
を
読
ん
で
い
く
際
に
人
類
学
の
特
性
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
人
類
学
者
は

歴
史
学
者
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
過
去
の
事
象
を
捉
え
直
す
契
機
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
歴
史
人
類
学
が
秘
め
て
い

る
無
限
の
可
能
性
が
あ
る）

注注

（
注

。

と
こ
ろ
で
、
人
類
学
者
が
考
え
る
「
歴
史
人
類
学
」
も
、
歴
史
学
同
様
、「
断
代
史
的
」
な
も
の
と
「
通
史
的
」
な
も
の
と
に
二
分
さ

れ
る
。
前
者
を
「
断
代
史
的
歴
史
人
類
学
」
と
名
付
け
る
な
ら
、後
者
は
「
通
史
的
歴
史
人
類
学
」
と
な
ろ
う
。「
断
代
史
的
歴
史
人
類
学
」
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と
は
、
あ
る
特
定
の
時
代
の
文
献
を
使
っ
て
、
そ
の
時
代
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
「
通
史
的
歴
史
人

類
学
」
は
、
複
数
の
時
代
を
扱
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
資
料
が
書
か
れ
た
時
代
と
現
代
と
の
比
較
だ
け
で
は
、
二
点
間
の
対
照
研
究
に
し

か
な
ら
ず
、
通
史
に
は
な
ら
な
い
。
理
想
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
を
通
史
的
に
扱
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
通
史
的
歴
史
人
類
学
」
が
目
指
す
も
の
は
、「
構
造
は
変
化
す
る
時
に
初
め
て
そ
の
姿
を
現
わ
す
」
と
い
う
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の

主
張
を
踏
ま
え
、
共
時
的
な
構
造
分
析
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
、
構
造
の
変
化
の
問
題
を
あ
ぶ
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
は

い
え
、「
断
代
史
的
歴
史
人
類
学
」
を
単
純
に
積
み
重
ね
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
通
史
的
歴
史
人
類
学
」
に
な
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
も
、「
通

史
的
歴
史
人
類
学
」
を
完
成
さ
せ
る
に
は
、
時
代
を
遡
る
ほ
ど
、
人
類
学
者
が
求
め
る
よ
う
な
資
料
が
な
く
な
っ
て
く
る
。
歴
史
学
者
は
、

「
史
料
」
が
な
い
な
ら
研
究
を
諦
め
る
。
人
類
学
者
の
場
合
、
資
料
が
な
く
て
も
、
構
造
の
持
続
性
を
援
用
し
な
が
ら
、
な
ん
と
か
欠
け

て
い
る
部
分
を
推
測
し
な
が
ら
紡
い
で
い
き
、
通
史
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
を
や
り
過
ぎ
る
と
、
信
頼
性
を
損
な
う
。

従
っ
て
、「
通
史
的
歴
史
人
類
学
」
は
あ
く
ま
で
目
指
す
べ
き
理
想
型
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う）

注注

（
注

。

先
に
、
歴
史
哲
学
と
歴
史
人
類
学
と
が
全
く
同
じ
も
の
に
な
っ
た
時
が
、
歴
史
学
と
人
類
学
が
融
合
す
る
時
で
あ
る
、
と
書
い
た
。
こ

れ
に
付
記
す
る
な
ら
、「
通
史
的
歴
史
人
類
学
」
の
研
究
が
完
成
し
た
暁
こ
そ
、歴
史
学
と
人
類
学
と
の
壁
が
完
全
に
消
滅
す
る
時
で
あ
り
、

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
や
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
説
く
理
想
が
実
現
し
た
時
で
も
あ
る
。
そ
の
為
に
も
、
人
類
学
者
は
同
時
代

の
地
域
研
究
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
勇
気
を
持
っ
て
時
空
を
超
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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お
わ
り
に

人
類
学
者
の
中
に
も
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
が
一
九
八
二
年
に
刊
行
し
たSocial A

ntholopology

の
中
で
述
べ
た
如
く
、
異
文
化

を
理
解
す
る
の
は
理
屈
で
は
な
く
、
感
性
で
あ
り
、
我
々
は
社
会
科
学
者
で
は
な
く
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

主
張
を
し
て
い
る
人
も
い
る
。
私
自
身
、大
学
院
生
の
頃
に
こ
の
本
を
読
み
、大
い
に
共
感
し
、そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
気
持
ち
が
楽
に
な
っ

た
し
、
そ
の
方
向
を
目
指
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
も
の
を
振
り
返
る
と
、
や

は
り
本
人
の
意
思
と
は
裏
腹
に
、
人
類
学
の
枠
の
中
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
私
が
一
九
九
九
年
に
刊
行
し
た
『
中

国
映
画
の
文
化
人
類
学
』
は
、
自
分
と
し
て
は
感
性
の
世
界
の
作
品
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
文
学
の
人
に
言
わ
せ
れ
ば
、
芸
術
論
に
必
要

な
の
は
美
学
で
あ
り
、
映
画
の
美
学
を
論
じ
る
の
に
民
俗
事
象
の
人
類
学
的
な
解
説
は
む
し
ろ
余
計
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

言
い
換
え
る
と
、
人
類
学
が
社
会
科
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
文
学
に
お
け
る
美
学
、
あ
る
い
は
個
人
の
問
題
は
、
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
扱
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
類
学
に
お
け
る
こ
の
個
人
の
問
題
は
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
い
く
価
値
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
、
そ
れ
が
、
新
た
な
人
類
学
の
創
生
に
繋
が
る
の
か
、
も
し
く
は
人
類
学
の
解
体
に
繋
が
る
の
か
、
そ
れ
は
今
は
分
か
ら
な
い
。

二
〇
世
紀
に
勃
興
し
た
人
類
学
の
歴
史
は
、
ま
だ
一
〇
〇
年
ほ
ど
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
歴
史
学
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
司
馬
遷
の

時
代
ま
で
遡
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ
る
。
文
学
と
な
る
と
、
さ
ら
に
そ
の
起
源
は
深
く
な
る
。
私
個
人
的
に
は
、
学
問
と
し
て

は
、
よ
り
長
い
蓄
積
の
あ
る
も
の
に
意
味
が
あ
り
、
敬
意
を
表
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
、
二
〇
歳
の
時
に
人
類
学
に

魅
せ
ら
れ
て
以
降
、
こ
れ
ま
で
半
世
紀
近
く
人
類
学
の
世
界
で
生
き
て
き
た
も
の
の
、
年
齢
を
重
ね
た
せ
い
な
の
か
、
や
は
り
感
性
の
世

界
で
勝
負
し
た
い
、
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
「
現
在
の
自
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分
自
身
の
文
化
と
他
の
全
て
の
文
化
と
の
間
に
広
範
囲
に
わ
た
る
重
複
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
全
て
の
人
類
に
共
通
す
る
基
本
的
な

心
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
歴
史
家
は
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
人
々
を
、
人
類
学
者
は
未
開
民
族
の
人
々
を
、
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
人
類
の
歴
史
と
文
化
を
研
究
し
て
い
く
う
え
で
、
小
手
先
の
分
析
ス
キ
ル
よ
り
も
、
も
っ

と
大
切
な
も
の
が
あ
る
こ
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
芸
術
や
文
学
と
も
親
和
性
の
あ
る
ギ
ア
ツ
の
「
文
化
の
解
釈
学
」
や
、

さ
ら
に
は
リ
ー
チ
の
先
の
主
張
に
も
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る）

注注

（
注

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
人
類
学
は
、
数
量
化
さ
れ
た
社
会
学
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て

も
、
明
ら
か
に
社
会
科
学
の
領
域
に
踏
み
留
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
文
学
と
親
和
性
が
あ
る
の
は
、
人
類
学
よ
り
も
む
し
ろ
歴
史
学
の
方

で
あ
る
。
と
な
る
と
、
も
し
人
類
学
が
将
来
的
に
よ
り
根
源
的
な
文
学
の
世
界
に
回
帰
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
歴
史
学

と
の
融
合
が
近
道
で
あ
り
、
且
つ
、
不
可
避
な
方
法
か
も
し
れ
な
い
。

注
（
１
） 

エ
ヴ
ァ
ン
ズ=

プ
リ
ッ
チ
ャ
ー
ド
（Edw

ard E. Evans-Prithard

）1950 Social A
nthropology : Past and Present

（T
he M

arett Lecture

）, 
M

an no.198

＼in  1962 E
ssays in Social A

nthropology. 
（
吉
田
禎
吾
訳 

一
九
七
〇
「
社
会
人
類
学
―
過
去
と
現
在
」
エ
ヴ
ァ
ン
ス=

プ
リ
ッ 

チ
ャ
ー
ド
ほ
か
著
『
人
類
学
入
門
』
弘
文
堂
に
収
録
）。

（
２
） 

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（Claude Levi-Strauss

）
の
「
歴
史
学
と
民
族
学
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、R

evue de M
etaphysique et  de M

orale,54 
annee, 3-4　

紙
上
で
あ
り
、
正
確
に
は
一
九
四
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
論
文
は
一
九
五
八
年
刊
のA

nthropologie Structurale.

（
荒

川
幾
男
・
生
松
敬
三
・
川
田
順
造
・
佐
々
木
明
・
田
島
節
夫
共
訳 

一
九
七
二
『
構
造
人
類
学
』
み
す
ず
書
房
）
の
巻
頭
に
収
め
ら
れ
た
。

（
３
） Edw

ard E. Evans-Prithard 1961  A
nthropology and H

istory. M
anchester U

niversity Press

。
こ
れ
は
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
が
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一
九
六
一
年
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
で
行
っ
た
講
演
録
で
、
同
年
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
と
い
っ
て
も
二
二
頁

ほ
ど
の
小
冊
子
で
、
日
本
の
図
書
館
で
も
所
蔵
し
て
る
と
こ
ろ
は
非
常
に
少
な
く
、
日
本
で
は
あ
ま
り
読
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
４
） 

宮
崎
市
定
も
、
一
九
七
七
年
に
出
版
し
た
『
中
国
史
』
の
「
総
論
」
に
収
め
ら
れ
た
「
歴
史
と
は
何
か
」
に
て
、
現
代
を
し
っ
か
り
と
認
識
す
る
こ
と
の

必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
即
ち
、「
歴
史
学
を
志
す
者
は
、
他
の
人
よ
り
も
一
層
、
現
実
の
社
会
の
動
き
に
鋭
く
対
応
し
、
観
察
し
て
、
印
象
を
深
め
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（『
中
国
史
』
上
下 

岩
波
全
書
、『
宮
崎
市
定
全
集
』
１ 

中
国
史 

岩
波
書
店 

所
収
）。

（
５
） 

エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
こ
の
強
気
の
発
言
の
背
後
に
は
、
彼
自
身
、
一
九
四
九
年
にT

he Sanusi of Cyrenaica

を
刊
行
し
、
北
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
サ
ヌ
ー
シ
ー
教
団
に
関
す
る
歴
史
的
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
が
、
あ
る
種
の
自
信
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
法
制

史
家
で
あ
る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
（
一
八
五
〇
―
一
九
〇
六
）
と
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ=

プ
リ
ッ
チ
ャ
ー
ド
（
一
九
〇
二
―
一
九
七
三
）
と
の

接
点
は
不
詳
で
あ
る
が
、
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
の
社
会
構
造
観
が
社
会
人
類
学
者
の
そ
れ
と
近
く
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ=

プ
リ
ッ
チ
ャ
ー
ド
も
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
の

研
究
を
読
み
、
一
定
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
発
言
か
ら
、
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
が
人
類
学
の
持
つ

可
能
性
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
６
） 

例
え
ば
、
早
く
も
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
ら
は
、
燕
京
大
学
の
呉
文
藻
を
介
し
て
中
国
で
の
調
査
を
模
索
す
る
よ
う
に

な
る
。
実
際
、
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
は
呉
文
藻
の
招
き
に
応
じ
て
一
九
三
五
年
に
中
国
を
訪
問
し
、
燕
京
大
学
に
て
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
燕

京
大
学
で
行
っ
た
講
演
「
中
国
郷
村
生
活
の
社
会
学
的
調
査
に
対
す
る
建
議
」（
一
九
三
六
）
の
中
で
、
中
国
の
よ
う
な
複
合
社
会
に
お
い
て
社
会
学
的

調
査
を
す
る
に
は
、
郷
村
レ
ベ
ル
か
ら
始
め
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
と
し
、
そ
の
際
に
個
々
の
社
会
生
活
と
社
会
構
造
全
体
と
の
関
係
に
対
し
て
注
意
す

る
よ
う
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
完
全
な
る
研
究
に
は
、
共
時
的
な
研
究
の
ほ
か
、
外
部
世
界
と
の
関
係
、
及
び
通
時
的
な
研

究
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
中
国
の
よ
う
な
社
会
が
綿
々
と
数
千
年
も
続
い
て
い
る
国
で
は
、
社
会
学
は
、
歴
史
学
と
は
逆
に
、
現
在
を
も
っ
て
過
去
を
理

解
す
る
手
助
け
に
な
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。

　

 　

 　

一
九
三
八
年
に
は
、レ
イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
ス
が
「
中
国
農
村
社
会
の
団
結
性
の
研
究
―
一
つ
の
方
法
論
の
建
議
」
と
題
す
る
一
文
を
燕
京
大
学
の
『
社

会
学
界
』
に
寄
稿
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
彼
は
、
西
洋
文
化
の
影
響
を
受
け
社
会
変
化
の
過
程
に
あ
る
中
国
農
村
社
会
を
研
究
す
る
際
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ス
タ
デ
ィ
は
そ
の
基
礎
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
中
心
と
し
て
親
族
関
係
、
経
済
活
動
、
社
会
合
作
な
ど
の
回
路
を
通
じ
て
、
研
究
範
囲
を
近
郊
の
村
落
や

市
鎮
に
拡
大
し
て
い
け
ば
い
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
複
合
社
会
で
あ
る
中
国
で
こ
の
方
法
を
用
い
、
単
に
地
域
差
し
か
出
せ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ

は
そ
れ
で
意
義
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
い
く
た
め
に
は
、m

icro-sociological

な
方
法
論
で
も
っ
て
、
す
で
に
あ
るm

acro-sociological

な
研
究
を
補
充
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
歴
史
の
問
題
に
対
し
て
は
、
歴
史
文
献
は
規
範
的
で
あ
る
点
を
注
意
し
た
う
え

で
で
き
る
限
り
活
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
文
献
資
料
が
豊
富
ゆ
え
に
、
過
去
で
も
っ
て
現
在
を
解
釈
し
が
ち
で
、
そ
の
逆
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
し

て
い
る
（
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
及
び
フ
ァ
ー
ス
の
建
議
は
、
瀬
川
昌
久
・
西
澤
治
彦
共
編 

二
〇
〇
六
『
文
化
人
類
学
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
』
風
響
社 
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に
収
録
）。

　

 　

 　

呉
文
藻
は
レ
イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
ス
や
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
招
聘
も
計
画
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
日
中
戦
争
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
彼
ら
の
建
議
が
十
分
に
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
中
国
研
究
に
と
っ
て
も
、
人
類
学
に
と
っ
て
も
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
忘
れ
て
な

ら
な
い
の
は
、
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
や
フ
ァ
ー
ス
に
し
て
も
、
決
し
て
村
レ
ベ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
村
レ
ベ
ル
を
超
え
る
研
究
、
及
び
歴
史
的
な
研
究
へ
の
展
開
は
、
未
始
動
な
が
ら
も
、
人
類
学
が
中
国
を
研
究
対
象
と
し
た
当
初
か
ら
す
で

に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。      

（
７
） 

な
お
、
こ
う
し
た
動
向
の
中
で
生
ま
れ
た
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
と
テ
レ
ン
ス
・
レ
ン
ジ
ャ
ー
編
のT

he 
Invention of T

raditoin

（1983

）（
Ｅ
．ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、 

Ｔ
．レ
ン
ジ
ャ
ー
編 

前
川
啓
治
・
梶
原
景
昭
他
訳 

一
九
九
二
『
創
ら
れ
た
伝
統
』
紀
伊
國
屋

書
店
）
で
あ
る
。
歴
史
学
者
と
人
類
学
者
ら
の
協
力
で
生
ま
れ
た
本
書
は
、「
創
ら
れ
た
伝
統
」
と
い
う
観
点
を
世
に
広
め
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、

過
去
の
諸
制
度
や
文
化
的
規
範
を
「
伝
統
」
と
い
う
便
利
な
一
言
で
片
づ
け
て
い
た
人
々
に
猛
省
を
迫
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
伝
統
」
を
「
近
代
」
の
所

産
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
、
近
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
「
国
民
」
や
「
国
民
国
家
」
の
大
部
分
は
、
新
し
く
創
ら
れ
た
構
築

物
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
国
家
的
現
象
を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
説
く
。
こ
の
発
想
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
言
うIm

agined Com
m

unities

（
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著　

白
石
隆
・
白
石
さ
や
訳　

二
〇
〇
七
『
定
本 

想
像
の

共
同
体
』
書
籍
工
房
早
山
））
と
も
相
通
じ
る
観
点
で
も
あ
る
。

（
８
） Jack Le Goff, 1973  L'historien et <I'hom

m
e quotidien>, in M

elanges en l'honneur de Fernand Braudel, t II, Edouard Privat （
福
井

憲
彦
訳 

一
九
八
三
「
歴
史
家
と
『
日
常
的
人
間
』
―
歴
史
学
と
民
族
学
的
ま
な
ざ
し
」『
現
代
思
想
』
一
九
八
三
年
一
〇
月
号
）、1976  H

istorie et 
Ethnologie A

ujourd'hui 

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ゴ
フ
著 

二
宮
宏
之
訳 

一
九
七
六
「
歴
史
学
と
民
族
学
の
現
在
」『
思
想
』
六
三
〇
号
）（
そ
の
後
、
本
論
文

を
含
め
、
歴
史
人
類
学
に
関
す
る
方
法
論
を
論
じ
た
論
集
が
日
本
に
お
い
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ゴ
フ
ほ
か
著 

二
宮
宏
之
編
訳 

一
九
九
二
『
歴
史
・
文
化
・
表
象
―
ア
ナ
ー
ル
学
派
と
歴
史
人
類
学
』
岩
波
書
店
）。

（
９
） 

以
下
、
代
表
作
を
挙
げ
て
お
く
。Clifford Geertz 1973 T

he Interpretation of Culture. Basic Books

（
吉
田
禎
吾
・
柳
川
啓
一
・
中
牧
弘
允
・

板
橋
作
美
訳 

一
九
八
七 『
文
化
の
解
釈
学
』
Ⅰ
、
Ⅱ 

岩
波
書
店
）、Jack Goody 1982  Cooking, Cuisine and Class : a Study in Com

 parative 
Sociology. Cam

bridge U
niversity Press

、Marshall Sahlins 1985 Island of H
istory. U

niversity of Chicago （
山
本
真
鳥
訳 

一
九
九
三 『
歴

史
の
島
々
』
法
政
大
学
出
版
局
）、Sidney M

intz 1985 Sw
eetness and Pow

er :T
he Place of Sugar in M

odern H
istory. V

iking. 1986 
Penguin Bools

（
シ
ド
ニ
ー
・
Ｗ
・
ミ
ン
ツ
著 

川
北
稔
・
和
田
光
弘
訳 
一
九
八
八 『
甘
さ
と
権
力
―
砂
糖
が
語
る
近
代
史 

』
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
）
収
録 

筑
摩
書
房
。

　

 　

 　

な
お
、Goody 

の Cooking, Cuisine and Class

、
及
び
ミ
ン
ツ
の
『
甘
さ
と
権
力
』
に
関
し
て
は
、
拙
者
に
よ
る
書
評
が
あ
る
（
一
九
八
六
「
書
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評Jack Goody: Cooking,Cuisine and Class: A
 Com

parative Sociology｣

『
史
境
』
一
三
号  

歴
史
人
類
学
会
、
二
〇
二
一
「
食
文
化
論
と
し
て

の
『
甘
さ
と
権
力
』
―
シ
ド
ニ
ー
・
ミ
ン
ツ
の
古
典
を
読
む
」『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
五
二
巻
三
・
四
号
）。

（
10
） 

モ
ー
リ
ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（M

aurice Freedm
an

） 1963 “A
 Chinese Phase in Social A

nthropology,” British Journal of Sociology,14

（1

） 
（
末
成
道
男
・
西
澤
治
彦
・
小
熊
誠
共
訳
訳 

一
九
九
一 

『
東
南
中
国
の
宗
族
組
織
』
弘
文
堂 

に
付
篇
「
社
会
人
類
学
に
お
け
る
中
国
研
究
の
位
置
」
と
し

て
収
録
さ
れ
た
ほ
か
、
瀬
川
昌
久
・
西
澤
治
彦
共
編 

二
〇
〇
六
『
文
化
人
類
学
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
』
風
響
社 

に
収
録
）。
本
稿
は
フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
ロ

ン
ド
ン
大
学
に
お
い
て
一
九
六
二
年
に
行
っ
た
、
第
三
回
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
追
悼
講
演
に
基
づ
く
。  

（
11
） 

モ
ー
リ
ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（M

aurice Freedm
an

）1958 Lineage O
rganization in Southeastern China. 

（
末
成
道
男
・
西
澤
治
彦
・
小
熊
誠

共
訳
訳 

一
九
九
一 『
東
南
中
国
の
宗
族
組
織
』
弘
文
堂
）、1966 Chinese Lineage and Society : Fukien and K

w
angtung. （

田
村
克
己
・
瀬
川
昌

久
訳 

一
九
八
七 『
中
国
の
社
会
と
宗
族
』
弘
文
堂
）。

（
12
） 

ウ
イ
リ
ア
ム
・
ス
キ
ナ
ー
（G. W

illiam
 Skinner

）1964-65 “M
arketing and Social Structure in Rural China” PartI, II, III, Journal of 

A
sian Studies24

（1

）,（2
）,（3

）.（
中
村
哲
夫
ほ
か
訳 

一
九
七
一 

『
中
国
の
農
村
市
場
・
社
会
構
造
』
法
律
文
化
社
）、1977 “Cities and the 

H
ierarchy of Local System

s” in Skinner, G. W
illiam

  ed. 1977 T
he City in Late Im

perial China Stanford : Stanford U
niversity 

Press

、1985　

“T
he Structure of Chinese H

istory”　

Journal of A
sian Studies44

（2

） （
瀬
川
昌
久
訳
「
中
国
史
の
構
造
」
瀬
川
昌
久
・
西
澤

治
彦
共
編 

二
〇
〇
六
『
文
化
人
類
学
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
』
風
響
社 

に
収
録
）。 

（
13
） 

人
類
学
サ
イ
ド
か
ら
、「
人
類
学
的
歴
史
」
の
議
論
を
行
っ
た
も
の
に
、
関
一
敏
編 

一
九
八
六
『
人
類
学
的
歴
史
と
は
何
か
』
晦
鳴
社 

が
あ
る
。
こ
れ

は
一
九
八
五
年
度
の
日
本
人
類
学
会
・
日
本
民
族
学
会
連
合
大
会
の
小
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
一
つ
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
を
活
字
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

但
し
、
対
象
と
し
て
る
の
は
、
文
字
化
さ
れ
て
い
な
い
身
体
や
音
な
ど
非
文
字
媒
体
に
運
搬
さ
れ
る
歴
史
と
な
っ
て
い
る
。

（
14
） 

本
質
主
義
と
構
築
主
義
と
の
関
係
、
及
び
こ
れ
に
時
間
軸
を
加
え
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
国
民
料
理
の
形
成
を
例
に
、
モ
デ
ル
化
を
試
み
た
こ

と
が
あ
る
。
拙
者
編 

二
〇
一
九
『「
国
民
料
理
」
の
形
成
』（
食
の
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
37
）
ド
メ
ス
出
版
。

（
15
） 

本
稿
の
草
稿
を
、
持
田
洋
平
氏
に
も
目
を
通
し
て
頂
き
、
歴
史
学
の
視
点
か
ら
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
即
ち
、
歴
史
学
と
人
類
学
の
時
間

感
覚
の
違
い
の
一
つ
は
、「
未
来
」
を
見
よ
う
と
す
る
か
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
多
く
の
歴
史
家
は
あ
ま
り
理
論
化
を
好
ま
ず
、
そ
れ
故
に
彼
ら

の
見
る
「
歴
史
」
は
、
過
去
を
進
み
、「
現
在
」
の
前
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
対
し
て
、
人
類
学
者
の
見
る
「
歴
史
」
は
理
論
化
を
通
し
て
、
過
去
か
ら

現
在
を
経
て
、
未
来
に
持
続
的
に
進
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
理
論
化
と
は
即
ち
、
あ
る
程
度
は
未
来
が
予
想
で
き
る
、
歴
史
に
再
現

性
や
法
則
性
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
。

　
　

  　

歴
史
学
者
と
人
類
学
者
の
時
間
感
覚
の
違
い
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
確
か
に
理
論
化
と
い
う
行
為
は
、
結
果
と
し
て
、
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
、
未
来

に
通
じ
る
も
の
を
暗
示
す
る
こ
と
に
繫
が
る
。
但
し
、
人
類
学
者
が
理
論
化
を
行
う
の
は
、
必
ず
し
も
未
来
を
見
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
も
し
人
類
学



33

歴史人類学の誕生　西澤　治彦

が
未
来
に
対
す
る
暗
示
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
未
来
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
変
化
で
は
な
く
、
そ
れ
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
も

知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
類
学
は
歴
史
学
ほ
ど
時
制
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

　
　

  　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
か
つ
て
、
私
が
あ
る
理
系
の
研
究
者
に
言
わ
れ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
即
ち
、
文
系
の
研
究
者
は
過
去
ば
か
り
を

見
て
い
る
が
、
我
々
理
系
の
研
究
者
は
未
来
を
見
て
い
る
、
と
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
の
通
り
で
、
こ
の
時
は
、
軽
い
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
を
記
憶
し
て

い
る
。
思
う
に
、
移
り
ゆ
く
「
現
在
」
を
介
し
た
「
過
去
」
と
「
未
来
」
の
問
題
は
、
学
問
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
、
極
め
て
大
き
な
問
題

で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　

  　

な
お
、
持
田
氏
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
と
コ
メ
ン
ト
を
頂
き
、
歴
史
学
と
人
類
学
の
相
違
点
を
め
ぐ
っ
て
、
論
点
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
こ
に
そ
の
こ
と
を
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
16
） 

例
え
ば
、
拙
稿 
一
九
九
二
「
村
を
出
る
人
・
残
る
人
、
村
に
戻
る
人
・
戻
ら
ぬ
人
―
漢
民
族
の
移
動
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

華
南
―
華
僑
・

華
人
の
故
郷
』 
慶
応
大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー　

慶
応
通
信
（
可
児
弘
明
編 

一
九
九
六
『
僑
郷
・
華
南
―
華
僑
・
華
人
研
究
の
現
在
』
行
路
社
に
再
録
）
は
、

地
域
（
国
境
）
と
時
代
の
枠
を
取
り
払
っ
て
、
漢
族
の
移
住
に
み
ら
れ
る
構
造
の
パ
タ
ー
ン
を
抽
出
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
域
と
時
代
を

限
定
し
な
い
こ
と
に
対
し
、
一
部
の
歴
史
学
者
か
ら
は
批
判
を
受
け
た
。
自
分
で
は
こ
の
論
考
は
、
歴
史
学
と
い
う
よ
り
は
、
人
類
学
が
考
え
る
歴
史
人

類
学
に
属
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
歴
史
学
者
に
は
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
発
想
が
な
い
だ
け
に
、
違
和
感
を
覚
え
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
逆
に

言
う
と
、
こ
う
い
う
研
究
こ
そ
、
人
類
学
者
が
得
意
と
す
る
分
野
で
あ
ろ
う
。

（
17
） 

ち
な
み
に
、
人
類
文
化
の
普
遍
性
を
探
求
し
た
い
と
い
う
強
い
願
望
が
あ
る
故
に
、
人
類
学
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
自
文
化
か
ら
遠
く
か
け
離
れ
て
い
る

ほ
ど
価
値
が
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
。
か
つ
て
の
「
未
開
社
会
」
が
そ
う
で
あ
る
し
、
現
在
で
も
過
酷
な
フ
ィ
ー
ル
ド
環
境
ほ
ど
「
人

類
学
者
ら
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
逆
に
、
自
文
化
を
研
究
対
象
と
す
る
と
、「
安
易
な
道
を
選
ん
だ
」
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
既

成
観
念
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、「
自
文
化
研
究
」
あ
る
い
は
、「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
」（native anthropology

）
や
「
ホ
ー
ム
・

ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
」（hom

e anthropology

）
な
ど
と
い
っ
た
概
念
の
確
立
で
あ
っ
た
。

（
18
） 

人
類
学
に
と
っ
て
の
民
族
誌
や
テ
キ
ス
ト
の
問
題
は
、
学
問
と
し
て
の
人
類
学
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
歴
史
人
類
学
」

の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
、
民
族
誌
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す
る
点
に
こ
そ
人
類
学
の
特
異
性
が
あ
る
と

し
た
が
、
人
類
学
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
特
異
性
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
歴
史
学
者
に
と
っ
て
の
テ
キ
ス
ト
の
特
異
性
で
も
あ
る
。
歴
史
学
者
の
扱
う
文
献

資
料
が
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
性
質
を
帯
び
る
の
は
、
現
場
に
行
っ
て
検
証
し
よ
う
の
な
い
遠
い
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

た
と
え
そ
の
質
量
に
違
い
が
あ
っ
て
も
、
民
族
誌
は
人
類
学
に
と
っ
て
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
。
さ
ら
に
、
歴
史
学
者
も
史
料
編
纂
と

い
う
作
業
を
通
し
て
テ
キ
ス
ト
の
作
成
に
携
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
人
類
学
と
歴
史
学
の
違
い
も
そ
れ
ほ
ど
な
い
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

大
局
的
に
見
れ
ば
、
人
文
学
は
や
は
り
何
ら
か
の
形
で
テ
キ
ス
ト
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
学
問
と
言
え
よ
う
。
テ
キ
ス
ト
に
対
比
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
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し
た
ら
、
そ
れ
は
数
量
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
突
き
詰
め
れ
ば
、
そ
れ
は
文
章
と
数
式
の
違
い
で
あ
る
。

（
19
） 

歴
史
学
者
の
多
く
は
、
広
義
の
「
資
料
」
と
歴
史
文
献
と
し
て
の
「
史
料
」
と
を
使
い
分
け
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
総
称
の
場
合
は
「
文
献
資
料
」

と
表
記
し
、必
要
に
応
じ
て
、歴
史
学
者
が
用
い
る
文
献
を
「
史
料
」、人
類
学
者
が
用
い
る
文
献
を
「
資
料
」
と
使
い
分
け
る
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

人
類
学
者
に
と
っ
て
の
歴
史
文
献
は
、
過
去
を
知
る
た
め
の
「
史
料
」
と
い
う
よ
り
も
、
構
造
や
規
範
を
知
る
た
め
の
「
資
料
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
い
つ

の
時
代
の
文
献
で
あ
れ
、
人
類
学
者
の
読
み
方
は
必
ず
し
も
時
制
に
拘
束
さ
れ
な
い
の
で
、「
史
料
」
と
「
資
料
」
と
を
分
け
る
必
要
も
な
く
な
る
。
こ

の
点
に
こ
そ
、
歴
史
学
と
人
類
学
の
違
い
が
あ
り
、
人
類
学
者
が
用
い
る
「
資
料
」
を
「
史
料
」
と
表
記
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
差
異
が
融
解
し
て
し
ま

う
。
も
ち
ろ
ん
、
人
類
学
者
が
残
し
た
も
の
を
後
世
の
歴
史
家
が
使
え
ば
、
そ
れ
は
「
史
料
」
と
な
ろ
う
が
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
得
ら
れ
た
も
の
は
歴

史
学
の
産
物
で
あ
っ
て
、
人
類
学
の
も
の
で
は
な
い
。

（
20
） 

だ
か
ら
こ
そ
、「
社
会
学
的
小
説
」
と
自
覚
し
て
書
か
れ
た
文
学
的
な
作
品
に
、
民
族
誌
に
は
な
い
面
白
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。
中
国
を
舞
台
に
し

た
小
説
で
い
え
ば
、
林
耀
華
のT

he G
olden W

ing

（
一
九
四
七
）、
マ
ー
ジ
ョ
リ
ー
・
ウ
ル
フ
のT

he H
ouse of Lim

（
一
九
六
八
）（
中
尾
勝
美
訳

一
九
九
八
『
リ
ン
家
の
人
々
―
台
湾
農
村
の
家
庭
生
活
』
風
響
社
）、
ア
ニ
タ
・
チ
ャ
ン
ら
のChen V

illage

（
一
九
八
四
）（
小
林
弘
二
監
訳
一
九
八
九

『
チ
ェ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
』
筑
摩
書
房
）、
ユ
エ
ン
フ
ォ
ン
・
ウ
ー
ン
のT

he E
xcluded W

ife

（
一
九
九
八
）（
吉
原
和
男
監
訳 

二
〇
〇
三
『
生
寡
婦
』
風

響
社
）
な
ど
が
あ
る
。
林
耀
華
の
場
合
は
自
分
の
親
族
、
ウ
ル
フ
の
場
合
は
調
査
余
聞
、
チ
ャ
ン
と
ウ
ー
ン
の
場
合
は
、
国
外
に
逃
れ
た
村
人
ら
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に
、
著
者
ら
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
り
上
げ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
人
類
学
者
が
こ
う
し
た
小
説
を
書
け

る
の
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
な
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
作
家
に
劣
ら
ず
個
人
を
深
く
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
族
誌
で
は
そ
れ
が
活
か

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
ウ
ー
ン
の
『
生
寡
婦
』
を
は
じ
め
、
人
類
学
に
お
け
る
個
人
の
問
題
に
関
し
て
は
、
瀬
川
昌
久
編 

二
〇
一
八
『
越
境
者

の
人
類
学
―
家
族
誌
・
個
人
誌
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
古
今
書
院
）
が
あ
る
。

（
21
） 

拙
稿
の
二
〇
一
四 

「
蘇
北
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
布
教
活
動
―
ア
ブ
サ
ラ
ム
・
サ
イ
デ
ン
ス
ト
リ
ッ
カ
ー
の
中
国
に
お
け
る
軌
跡
を
中
心

に
」（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
四
六
巻
二
号
）
は
、
広
義
に
は
歴
史
学
の
研
究
に
な
ろ
う
が
、
私
と
し
て
は
人
類
学
的
な
関
心
か
ら
書
い
た
も
の
で
、

且
つ
、
個
人
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
新
た
な
試
み
を
し
た
つ
も
り
で
い
る
。
そ
れ
故
に
、
人
類
学
的
な
研
究
に
は
見
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
従
来

の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
に
は
な
い
視
点
の
広
が
り
を
作
り
出
せ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
22
） 

潘
光
旦
は
、
一
九
四
二
年
に
書
い
た
「
中
国
の
社
会
学
を
語
る
」
の
中
で
、
社
会
学
と
歴
史
学
、
あ
る
い
は
現
在
と
歴
史
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
整
理

し
て
い
る
。
蓋
し
、
卓
見
で
あ
る
。

 　
　
　

 　

社
会
現
象
は
平
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、各
社
会
現
象
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
来
歴
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、そ
れ
ぞ
れ
の
「
然
」（
あ

り
よ
う
）
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
「
所
以
然
」（
そ
う
な
る
所ゆ

え
ん以
）
が
あ
る
。
近
年
な
さ
れ
て
い
る
調
査
が
発
見
で
き
る
の
は
、せ
い
ぜ
い
一
つ
の
「
然
」
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に
過
ぎ
ず
、
そ
の
「
所
以
然
」
と
な
る
と
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
誰
も
問
題
に
し
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
を
研
究
す
る
人
は
大
部
分
が
歴

史
に
疎
く
、
歴
史
を
研
究
す
る
人
は
ま
た
往
々
に
し
て
社
会
に
疎
い
。
歴
史
を
研
究
す
る
人
が
社
会
に
疎
い
の
は
ま
だ
い
い
が
、
社
会
を
研
究
す
る
人

が
歴
史
に
疎
い
の
は
、
大
変
に
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
医
者
が
症
状
だ
け
を
看
て
、
病
原
を
突
き
止
め
な
い
の
と
同
じ
で
あ
り
、
全

て
の
解
決
方
法
が
現
実
離
れ
し
て
い
る
の
も
無
理
も
な
い
。
…
…
…
上
述
の
話
は
妥
当
で
は
な
い
、
と
言
う
人
も
い
よ
う
。
近
年
来
、
少
な
く
と
も
二

つ
の
学
問
が
、
社
会
現
象
の
経
緯
と
「
所
以
然
」（
そ
う
な
る
所ゆ

え
ん以
）
の
了
解
を
目
的
と
し
て
い
る
。
一
つ
は
考
古
学
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
民
族
学

で
あ
る
。
考
古
学
は
中
国
の
社
会
現
象
の
原
始
に
対
し
て
、
少
し
ず
つ
発
見
を
積
み
重
ね
て
き
た
し
、
民
族
学
は
苗
夷
の
文
化
を
研
究
し
、
こ
の
方
面

に
お
い
て
少
し
ず
つ
貢
献
し
て
い
る
。
…
…
…
先
人
が
「
礼
が
失
わ
れ
ば
之
を
野
に
求
む
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
も
し
我
々
が
「
礼
」
を
「
文
化
」
の

代
名
詞
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
前
途
に
お
い
て
探
し
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
ま
た
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
間
違
っ
て
お
ら
ず
、
考
古
学
と
民
族
学

の
貢
献
は
、
将
来
、
益
々
大
と
な
り
、
我
々
が
比
較
的
完
全
な
中
国
社
会
史
を
書
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
両
学
問
が
陸
続
と
し
て
発
見
す
る
資
料
に
仰

が
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
我
々
は
同
時
に
、
以
下
の
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
両
学
問
が
提
供
で
き
る
も

の
は
、
多
く
と
も
こ
の
社
会
史
の
小
さ
な
部
分
に
過
ぎ
ず
、
最
大
で
も
十
分
の
一
、二
に
達
せ
ず
、
残
り
の
十
分
の
八
、九
は
、
二
三
千
年
来
の
文
献
の

中
か
ら
入
手
す
る
必
要
が
あ
る
（「
談
中
国
的
社
会
学
」『
潘
光
旦
選
集
』
光
明
日
報
出
版
社 

一
九
九
九 

第
三
巻
に
、『
潘
光
旦
文
集
』
北
京
大
学
出

版
社 

二
〇
〇
〇 

第
五
巻
に
再
録
）。

 　
　

 　

な
お
、
こ
こ
に
訳
出
し
た
「
中
国
の
社
会
学
を
語
る
」
を
は
じ
め
と
し
た
、
潘
光
旦
の
社
会
学
、
人
文
学
に
関
す
る
論
考
を
『
潘
光
旦
社
会
学
人
文
学

論
文
選
』
と
題
し
て
、
風
響
社
か
ら
出
版
す
べ
く
、
目
下
、
翻
訳
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
23
） 

費
孝
通 

一
九
四
八
『
郷
土
中
国
』（
西
澤
治
彦
訳 
二
〇
一
九
『
郷
土
中
国
』
風
響
社
）。

（
24
） 

西
澤
治
彦 

二
〇
一
四
「
作
為
歴
史
学
之
前
沿
的
人
類
学
（
歴
史
学
の
最
前
線
と
し
て
の
人
類
学
）」
末
成
道
男
編
『
人
類
学
與
歴
史
―
第
一
届
東
亜
人
類

学
論
壇
報
告
集
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
（
北
京
）。

（
25
） 

も
ち
ろ
ん
、
歴
史
学
者
で
も
「
史
料
」
を
深
く
読
む
こ
と
は
す
る
し
、
人
類
学
者
で
も
関
連
す
る
文
献
に
当
た
り
、
歴
史
学
者
の
よ
う
に
コ
ン
テ
キ
ス
ト

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
従
っ
て
、
違
い
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
入
手
し
た
資
料
か
ら
、
事
象
の
因
果
関
係
を
探
る
こ
と
に

力
点
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
事
象
に
持
続
的
な
構
造
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
の
か
、
に
あ
る
。

　
　

  　

こ
の
違
い
を
、
本
稿
の
草
稿
に
目
を
通
し
て
頂
い
た
瀬
川
昌
久
氏
か
ら
、
次
の
よ
う
な
比
喩
で
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
提
案
が
あ
っ
た
。

即
ち
、
歴
史
学
者
が
読
む
「
史
料
」
を
、
縦
糸
と
横
糸
の
織
り
な
す
一
枚
の
布
に
喩
え
る
な
ら
、
歴
史
学
者
は
交
叉
す
る
糸
を
丁
寧
に
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
「
過
去
」
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
。
対
し
て
、
人
類
学
者
の
関
心
は
、「
過
去
」
よ
り
も
、
喩
え
て
言
え
ば
、
そ

の
布
が
織
ら
れ
た
「
織
機
」
の
方
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
布
が
織
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
換
言
す
れ
ば
当
時
の
社
会
の
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構
造
や
規
範
を
見
つ
け
出
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
際
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
他
の
関
連
文
献
と
い
う
よ
り
は
、
現
代
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
得
ら
れ
た
知

見
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
織
機
の
仕
組
み
が
分
か
れ
ば
、
同
じ
布
を
織
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
織
機
の
構
造
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
時
代
が
変
わ
っ

て
も
、
同
じ
よ
う
な
布
が
織
り
続
け
ら
れ
る
、
と
人
類
学
者
は
考
え
る
。

（
26
） 
こ
の
点
に
関
し
て
、
瀬
川
昌
久
氏
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
の
で
付
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
、
人
間
の
社
会
活
動
に
は
、「
構
造
」
と

し
て
捉
え
得
る
だ
け
の
安
定
し
た
文
化
的
規
範
が
存
在
す
る
一
方
、
そ
れ
を
無
効
化
さ
せ
、
止
め
ど
な
い
変
化
を
生
み
出
す
偶
然
性
が
介
在
し
、
両
者
の

相
克
が
常
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
後
者
が
前
者
を
上
回
っ
た
瞬
間
に
、
線
形
的
に
移
ろ
い
ゆ
く
時
間
が
認
識
さ
れ
、
歴
史
叙
述
が
成
立
す
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
過
去
の
事
実
の
継
起
と
し
て
の
「
歴
史
」
は
存
在
せ
ず
、
過
去
の
事
実
の
叙
述
と
し
て
の
「
歴
史
」
も
不
可
能
と
な
る
。
こ
れ
が
自
分
に
と
っ

て
本
格
的
な
歴
史
人
類
学
の
試
み
で
あ
る
『
連
続
性
へ
の
希
求
』
の
到
達
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
歴
史
学
者
は
近
代
的
時
間
（
歴
史
的
時
間
）
の
中

で
歴
史
文
献
を
読
む
こ
と
に
終
始
す
る
が
、
人
類
学
者
は
人
類
に
と
っ
て
の
時
間
に
は
歴
史
的
時
間
以
外
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
歴

史
を
歴
史
的
時
間
の
「
外
」
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
権
を
有
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
サ
ー
リ
ン
ズ
が
目
指
し
た
の
は

こ
れ
で
あ
っ
た
。

　

 　

 　

瀬
川
氏
は
続
け
て
、
安
定
し
た
文
化
的
規
範
に
立
脚
し
た
生
と
、
止
め
ど
な
く
移
ろ
う
時
間
の
中
の
生
と
の
間
の
対
比
は
、
未
開
社
会
／
文
明
社
会
、

無
文
字
社
会
／
歴
史
の
あ
る
社
会
、
な
ど
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
異
な
る
社
会
間
に
存
在
す
る
対
比
で
は
な
く
、
如
何
な
る
社
会
に
お
い
て
も
、
個
人
の
生

の
中
に
両
者
の
相
克
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
文
書
記
録
に
溢
れ
た
歴
史
あ
る
社
会
と
い
え
る
前
近
代
中
国
社
会
に

お
い
て
も
、
人
々
は
父
系
出
自
の
価
値
規
範
や
儀
礼
モ
デ
ル
と
、
現
実
社
会
の
不
条
理
性
と
の
間
の
相
克
の
う
ち
に
生
き
て
い
た
。
こ
の
こ
と
も
『
連
続

性
へ
の
希
求
』
の
中
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

（
27
） 

拙
著
の
『
中
国
食
事
文
化
の
研
究
―
食
を
め
ぐ
る
家
族
と
社
会
の
歴
史
人
類
学
』（
二
〇
〇
九
）
は
、
こ
の
分
類
で
い
う
と
、「
通
史
的
歴
史
人
類
学
」
の

試
み
で
あ
る
が
、
や
は
り
資
料
の
制
約
は
大
き
く
、
完
璧
な
も
の
と
は
ほ
ど
遠
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
挑
戦
は
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
28
） 

人
類
学
と
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
瀬
川
昌
久
氏
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
の
で
付
し
て
お
き
た
い
。

　

 　

 　

人
類
学
に
お
け
る
「
個
人
」
の
扱
い
の
問
題
や
、
人
類
学
と
文
学
と
の
関
係
の
問
題
も
、
そ
れ
自
体
歴
史
学
と
の
関
係
と
は
別
個
に
扱
う
べ
き
大
き
な

テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
は
人
類
学
の
特
性
・
利
点
と
し
て
展
開
で
き
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
人
類
学
者
は
社
会
事
象
の
分
析
と
し
て
の
一
般
化
・
普

遍
化
を
目
指
す
が
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
個
別
事
象
（
個
別
の
ア
ク
タ
ー
が
関
わ
る
行
為
と
そ
の
文
脈
）
の
分
析
を
通
じ
て
行
お
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
特

殊
と
普
遍
の
両
極
の
間
を
直
接
行
き
来
す
る
と
い
う
実
に
大
そ
れ
た
作
業
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
も
そ
も
人
類
学
は
、
他
の
社
会
科
学
の
よ
う
に
普
遍

化
を
志
向
し
つ
つ
、
同
時
に
文
学
の
よ
う
に
個
別
事
例
（
個
人
的
体
験
の
領
域
）
と
も
向
き
合
う
と
い
う
一
種
矛
盾
し
た
営
為
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人

類
学
が
そ
の
形
成
初
期
以
来
、ethnography

とethnology

と
い
う
両
面
と
し
て
保
持
し
て
き
た
特
性
で
も
あ
る
。
そ
の
矛
盾
す
る
両
面
性
の
ど
ち
ら

か
一
方
を
捨
て
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
回
帰
す
べ
き
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
正
し
く
な
く
、
矛
盾
と
格
闘
し
な
が
ら
両
面
を
保
持
し
、
葛
藤
し
続
け
る
と
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い
う
の
が
人
類
学
の
本
質
、
あ
る
い
は
宿
命
で
は
な
い
か
と
思
う
。
喩
え
て
言
え
ば
、
人
類
学
は
「
割
算
」
で
あ
る
。
10
÷
３
＝
３
余
り
１
。「
３
」
と

い
う
割
算
の
答
え
（
商
）
を
求
め
る
こ
と
が
社
会
科
学
と
し
て
の
合
理
性
追
求
の
営
為
だ
と
す
る
と
、
余
り
の
「
１
」
の
部
分
を
記
述
す
る
こ
と
は
文
学

に
通
じ
る
人
間
性
の
割
り
切
れ
な
い
部
分
を
探
究
す
る
営
為
に
他
な
ら
な
い
。
人
類
学
者
は
、「
３
」
と
い
う
商
も
求
め
る
が
、
そ
こ
に
「
１
」
と
い
う

余
り
が
あ
る
こ
と
も
無
視
し
な
い
。
そ
の
整
序
し
き
れ
な
い
余
分
な
部
分
を
も
含
め
て
、
過
剰
に
、「
厚
く
」
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
人
類
学
な
の

で
は
な
い
か
。

 　
　

 　

こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
私
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
発
想
を
、
よ
り
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
に
昇
華
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
割
り
算
の
比
喩
も
分
か
り
や
す
い
。

な
お
、「
厚
い
記
述
」
と
は
、
ギ
ア
ツ
の
言
うthick discliption

を
指
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
が
常
日
頃
考
え
る
、
文
系
の
研
究
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
み

な
ら
ず
、
そ
れ
を
支
え
る
デ
ィ
テ
ェ
ー
ル
に
こ
そ
意
味
が
あ
り
、
ま
た
面
白
い
部
分
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。 

付
記

人
類
学
と
歴
史
学
の
関
係
、
さ
ら
に
は
歴
史
人
類
学
に
関
し
て
は
、
長
年
に
渡
っ
て
瀬
川
昌
久
氏
と
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
瀬
川
氏

と
は
大
学
院
生
の
時
に
「
仙
人
の
会
」
を
通
し
て
知
り
合
い
、
そ
の
後
、『
ア
ジ
ア
読
本 

中
国
』（
一
九
九
五
）
を
は
じ
め
と
し
て
、『
中

国
文
化
人
類
学
リ
ー
デ
ン
グ
ス
』（
二
〇
〇
六
）
や
『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
―
中
国
と
い
う
現
場
、
人
類
学
と
い
う
実
践
』（
二
〇
一
七
）

の
編
集
で
一
緒
に
仕
事
を
し
て
き
た
仲
で
あ
っ
た
。
大
学
院
生
の
頃
か
ら
歴
史
人
類
学
を
模
索
し
て
い
た
私
は
、
五
〇
代
半
ば
に
な
っ

て
博
士
論
文
を
ま
と
め
た
『
中
国
食
事
文
化
の
研
究
―
食
を
め
ぐ
る
家
族
と
社
会
の
歴
史
人
類
学
』（
二
〇
〇
九
）
を
刊
行
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
一
方
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
瀬
川
氏
も
退
職
間
際
に
な
っ
て
『
連
続
性
へ
の
希
求
―
族
譜
を
通
じ
て
み
た
「
家

族
」
の
歴
史
人
類
学
』（
二
〇
二
一
）
を
刊
行
し
た
。
近
年
の
瀬
川
氏
も
歴
史
人
類
学
に
傾
斜
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
二
人
の
議
論

は
い
つ
も
白
熱
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
時
に
は
、
瀬
川
氏
の
故
郷
で
あ
る
岩
手
の
花
巻
温
泉
で
夜
が
更
け
る
ま
で
語
り
合
っ
た
こ
と
も
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あ
る
。

二
〇
二
〇
年
の
六
月
、
私
が
二
度
目
の
長
期
入
院
か
ら
帰
宅
し
て
か
ら
も
、
毎
週
の
よ
う
に
電
話
を
か
け
て
く
れ
、
近
況
報
告
か
ら

始
ま
る
会
話
は
、
い
つ
も
最
後
は
人
類
学
や
歴
史
学
、
文
学
の
議
論
に
な
る
の
だ
っ
た
。
先
に
大
学
を
退
職
し
た
私
に
と
っ
て
、
瀬
川

氏
と
の
会
話
は
知
的
興
奮
を
呼
び
覚
ま
し
て
く
れ
る
数
少
な
い
機
会
で
あ
り
、
長
期
の
療
養
生
活
を
送
る
私
に
と
っ
て
は
、
何
よ
り
の

生
き
甲
斐
で
も
あ
っ
た
。

本
稿
は
私
の
責
任
で
文
章
化
し
た
が
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
瀬
川
氏
と
の
議
論
で
触
発
さ
れ
た
こ
と
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
は
瀬
川
氏
と
の
共
著
と
し
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、
瀬
川
氏
に
は
草
稿
に
対
し
て
も
貴
重
な
コ
メ
ン

ト
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
こ
の
こ
と
を
記
し
て
、
長
年
の
友
情
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
と
し
た
い
。二

〇
二
三
年
二
月
六
日


