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緒
論
　
な
ぜ
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
か

Edoardo G
ERLIN

I

本
書
は
、
日
本
に
お
け
る
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
の
歴
史
と
諸
相
を
、
こ
の
新
し
い
概
念
の
有
効
性
と
と
も
に
描
き
出
し
て
み
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
緒
論
で
は
、「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
視
角
と
背
景
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
古
典
文
学
研
究

に
適
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
可
能
性
を
示
し
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
五
十
年
に
わ
た
る
遺
産
／
ヘ
リ
テ
ー
ジ
と
い
う
概
念
の
発
展
を
俯
瞰
し
、
そ
れ
に
応
え
て
生
ま
れ
た
学
際
的
な
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
遺

heritage studies

産
研
究
の
主
な
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
遺
産
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
古
典
文

学
と
文
学
研
究
の
位
置
付
け
を
確
認
し
、
文
学
が
遺
産
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
原
因
を
考
え
る
。
そ
し
て

「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」（
英
文
の
論
文
で
はTextual heritage

）
と
い
う
概
念
を
提
案
し
、
こ
れ
が
古
典
テ
ク
ス
ト
の
利
用
と
再
創
造
と
い
う
過
程
を

理
解
す
る
た
め
に
特
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
最
後
に
、「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
具
体
例
と
し
て
「
古
今
伝
授
」

を
取
り
上
げ
、
テ
ク
ス
ト
の
利
用
と
再
創
造
、
及
び
所
有
性
、
作
者
性
、
真
正
性
と
い
う
諸
概
念
を
問
題
と
し
て
提
起
し
、
考
察
す
る
。

以
下
、
古
典
文
学
を
遺
産
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
の
作
品
に
限
ら
ず
、
よ
り
広
く
日
本
古
典
文
学
の
発
展
と
諸
相

を
把
握
で
き
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

エ
ド
ア
ル
ド
・
ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ

―
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
カ
フ
ォ
ス
カ
リ
大

学
ア
ジ
ア
・
北
ア
フ
リ
カ
学
科
研
究
員
（
兼
：
早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科

学
研
究
セ
ン
タ
ー 

角
田
柳
作
記
念
国
際
日
本
学
研
究
所
招
聘
研
究
員
）。
専

門
は
日
本
中
古
文
学
（
特
に
和
歌
と
漢
詩
）、
比
較
文
学
。
著
書
にH

eian 
Court Poetry as W

orld Literature. From
 the Point of View of Early Italian 

Poetry

（Florence: Firenze U
niversity Press, 2014

）。
注
釈
つ
き
翻
訳
書
に

Sugawara no M
ichizane. Poesie Scelte

（Rom
e: A

racne, 2015

）。
編
集
に

Antologia della Poesia G
iapponese. D

ai canti antichi allo splendore della 
poesia di corte

（viii-xii secolo

）（Venice: M
arsilio, 2021

）
な
ど
が
あ
る
。

一
、
遺
産
の
発
展

序
言
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
、
文
化
遺
産
（C

ultural H
eritage

）
は
ま
す
ま
す
身
近
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
）
1
（

。
博
物
館
や
観
光
業
界

の
み
な
ら
ず
、
メ
デ
ィ
ア
や
政
治
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
研
究
施
設
な
ど
、
多
様
な
場
面
で
頻
繁
に
「
遺
産
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

一
般
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
文
化
と
関
係
の
あ
る
モ
ノ
な
ら
ば
、
す
べ
て
「h

遺

産

eritage

」
と
い
う
付
箋
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な

い
。
万
里
の
長
城
、
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
、
東
大
寺
、
ポ
ン
ペ
イ
の
遺
跡
な
ど
の
壮
大
な
建
造
物
や
発
掘
地
域
だ
け
で
は
な
く
、
廃
墟
に
な
っ

た
工
場
や
鉱
山
、
車
が
通
れ
な
い
険
し
い
巡
礼
道
や
特
急
電
車
が
走
れ
な
い
古
い
線
路
等
、
今
ま
で
「
文
化
」
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
も
、
遺
産
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
今
日
の
人
々
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
始
め
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
ら
の
建
造
物
や
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
な
ど
の
物
体
の
他
に
、
言
語
、
手
工
芸
、
舞
踏
、
演
劇
、
儀
式
、
料
理
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
技
術
と
知
識
も
無

Intangible C
ultural H

eritage

形
文
化
遺
産
と
い
う
名

称
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
は
遺
産
と
い
う
用
語
の
利
用
と
可
能
性
が
拡
が
っ
て
き
た
。

そ
の
妥
当
性
は
さ
て
お
き
、
遺
産
と
い
う
単
語
の
流
行
は
、
相
続
財
産
な
ど
の
金
銭
的
な
範
囲
を
越
え
、
ま
た
審
美
的
な
判
断
も
超
え
、

よ
り
広
い
、
社
会
的
及
び
政
治
的
な
意
味
を
含
む
概
念
に
発
展
し
、
人
権
や
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
討
論
に
も
ま
す
ま
す
登
場
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
奴
隷
貿
易
ル
ー
ト
遺
産
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
遺
産
、
移
民
遺
産
や
植
民
地
遺
産
な
ど
、
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
権
利
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
論
争
は
頻
繁
に
「
遺
産
」
を
戦
場
に
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
遺
産
は
、
捨
て
が
た
い
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
さ

れ
て
い
る
過
去
の
欠
片
そ
の
も
の
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
過
去
の
欠
片
の
保
護
と
伝
承
を
め
ぐ
る
様
々
な
活
動
を
指
し
、
過
去
の

文
化
に
新
し
い
価
値
と
意
味
を
与
え
る
有
力
な
装
置
に
な
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、「
文
化
遺
産
」
と
い
う
単
語
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
ユ
ネ
ス
コ
」
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
。
確
か
に
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
い
わ
ゆ
る
ユ

U
N

E
S

C
O

ネ
ス
コ
と
い
う
国
際
機
関
は
、
一
般
社
会
に
お
け
る
遺
産
の
定
着
と

そ
の
人
気
の
付
与
に
決
定
的
な
役
割
を
担
っ
た
。
し
か
し
遺
産
は
、
ユ
ネ
ス
コ
条
約
な
ど
に
よ
っ
て
結
晶
さ
れ
た
概
念
で
は
な
く
、
よ
り

流
動
的
で
多
面
的
な
概
念
で
あ
る
。
今
日
、
遺
産
と
い
う
言
葉
は
、
ユ
ネ
ス
コ
と
は
無
関
係
に
、
あ
る
い
は
ユ
ネ
ス
コ
と
対
立
し
て
使
わ

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
と
は
い
え
、
世
界
の
文
化
遺
産
を
認
識
し
、
保
護
す
る
た
め
の
基
盤
を
決
め
る
最
も
影
響
力
及
び
権
力
の
あ
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る
組
織
は
ユ
ネ
ス
コ
に
他
な
ら
な
い
。
ユ
ネ
ス
コ
が
発
行
す
る
条
約
や
憲
章
は
、
直
接
に
各
国
で
行
わ
れ
る
遺
産
の
保
存
政
策
を
左
右
し
、

遺
産
の
意
味
と
定
義
を
決
め
る
の
に
、
最
も
権
威
の
あ
る
書
類
と
さ
れ
て
い
る
。

本
書
収
載
の
各
論
文
は
、
直
接
に
ユ
ネ
ス
コ
と
関
わ
る
問
題
は
取
り
上
げ
な
い
。
そ
し
て
、
日
本
古
典
文
学
を
ユ
ネ
ス
コ
の
遺
産
リ
ス

ト
に
登
録
さ
せ
る
方
法
な
ど
を
考
え
る
目
的
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
緒
論
で
は
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
い
う
新
し
い
概
念
の
意
義
を

論
証
す
る
た
め
、
遺
産
の
歴
史
を
俯
瞰
し
な
が
ら
、
ま
ず
や
は
り
ユ
ネ
ス
コ
が
作
り
出
し
た
遺
産
の
概
念
と
そ
の
様
々
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

問
う
こ
と
に
す
る
。

先
行
研
究
が
論
証
し
た
よ
う
に
、
ユ
ネ
ス
コ
が
当
初
か
ら
促
進
し
て
い
る
の
は
、「
遺
産
の
普
遍
的
な
理
解
）
2
（

」
で
あ
る
と
言
え
る
。
ユ

ネ
ス
コ
が
一
九
七
二
年
に
採
択
し
た
「
世
界
遺
産
条
約
」
は
、
遺
産
と
な
る
も
の
に
は
「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
（O

utstanding U
niversal 

Value

）」）
3
（

が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
を
明
記
し
、
そ
の
理
念
を
普
及
さ
せ
、
一
般
的
な
遺
産
の
理
解
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ

の
結
果
、
遺
産
は
「
モ
ノ
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
専
門
家
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
る
べ
き
文
化
財
で
あ
る
物
体
の
類
と
し
て
理
解

さ
れ
た
。
専
門
家
以
外
の
人
々
は
、
そ
れ
を
受
動
的
に
尊
重
し
、
楽
し
む
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
一
般
化
し
た
。

し
か
し
九
〇
年
代
か
ら
、
世
界
遺
産
条
約
で
定
め
ら
れ
た
遺
産
の
定
義
は
、
西
洋
の
文
化
理
論
と
価
値
観
を
反
映
す
る
歪
ん
だ
見
解
に

す
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
石
材
で
作
ら
れ
た
多
く
の
西
洋
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
遺
跡
を
対
象
と
す
る
保
護
及
び
保
存
方

法
は
、
ア
ジ
ア
を
始
め
、
非
西
洋
の
国
々
で
は
必
ず
し
も
通
用
し
な
い
と
指
摘
さ
れ
、「
普
遍
的
な
価
値
」
で
は
な
く
、
西
洋
の
諸
国
に

よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
植
民
地
支
配
の
更
な
る
政
策
と
し
て
す
ら
問
題
視
さ
れ
た
。
ユ
ネ
ス
コ
が
求
め
る
「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
」
は
そ

も
そ
も
「
特
質
」、「
希
少
性
」、「
多
様
性
」
な
ど
、
西
洋
の
価
値
観
に
基
づ
く
抽
象
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
過
ぎ
ず
、「
普
遍
的
な
ス
テ
ー

ジ
に
登
場
さ
せ
た
西
洋
の
審
美
的
な
鑑
賞
の
要
素
で
あ
る
。
社
会
的
な
価
値
観
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
、
反
論
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
）
4
（

」
な
ど

と
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
を
元
に
、
二
〇
〇
三
年
に
ユ
ネ
ス
コ
は
「
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
」
を
作
成
し
、
画
期
的
な
遺
産
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
、
い
わ
ゆ
る
「
無
形
文
化
遺
産
」
を
定
め
た
。
そ
の
後
、
文
化
政
策
と
資
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
倍
増
し
、
た
っ
た
約
二
十
年
の

間
で
、
ユ
ネ
ス
コ
の
リ
ス
ト
）
5
（

に
登
録
さ
れ
て
い
る
無
形
文
化
遺
産
の
数
は
約
六
〇
〇
件
に
ま
で
上
り
、
従
来
の
「
世
界
遺
産
」
の
数
に

迫
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
遺
産
の
焦
点
は
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
か
ら
人
へ
、
モ
ノ
か
ら
機
能
へ
と
移
動
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
）
6
（

、
こ
の

背
景
に
は
遺
産
研
究
と
い
う
学
問
の
貢
献
も
重
要
で
あ
っ
た
。

二
、
遺
産
研
究
の
誕
生

遺
産
研
究
（H

eritage Studies

）
は
、
あ
る
固
定
し
た
学
問
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
学
際
的
な
領
域
、
あ
る
い
は
様
々
な
学
術
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
を
含
む
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
考
え
た
方
が
良
い
。
遺
産
の
価
値
が
普
遍
的
で
モ
ノ
に
内
在
す
る
と
い
う
前
提
が
疑
わ
れ

始
め
る
と
、
そ
れ
ま
で
遺
産
を
独
占
的
に
扱
っ
て
い
た
美
術
史
、
考
古
学
や
建
築
学
な
ど
の
学
問
に
加
え
て
、
社
会
科
学
の
諸
学
問
が
遺

産
研
究
に
参
画
し
た
。

近
年
の
遺
産
研
究
か
ら
み
た
遺
産
は
、
過
去
よ
り
も
、
現
在
と
関
係
の
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
先
駆
的
文
献
と
さ
れ
て

い
る
『The Past is a Foreign C

ountry

（
過
去
は
外
国
で
あ
る
）』（C

am
bridge U

niversity Press, 1985

）
の
冒
頭
部
で
は
、D

avid Low
enthal

氏
が
「
過
去
は
今
日
（
の
人
々
）
に
よ
っ
て
再
形
成
さ
れ
た
外
国
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
名
残
を
保
護
す
る
我
々
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の

違
和
感
が
同

d
o

m
e

s
t

i
c

a
t

e
d

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
7
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
の
講
演
で
、
同
じLow

enthal

氏
は
「
遺
産
は
歴
史
で
は
な
い
。
遺

産
は
、
人
々
が
気
持
ち
良
く
す
る
た
め
に
自
分
の
歴
史
を
も
っ
て
作
る
モ
ノ
で
あ
る
）
8
（

」
と
主
張
し
た
。

誰
が
そ
の
過
去
を
語
る
権
利
が
あ
る
か
、
無
数
の
文
化
的
生
産
物
の
ど
れ
を
評
価
し
保
護
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
、
そ
の

後
の
遺
産
研
究
の
主
題
と
な
っ
た
。Low

enthal

氏
か
ら
始
ま
っ
た
批
判
的
な
姿
勢
は
、
二
〇
一
二
年
に
創
立
さ
れ
た
「A

ssociation of 

C
ritical H

eritage Studies

（
批
判
的
遺
産
研
究
学
会
）」
に
継
承
さ
れ
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
で
積
極
的
な
「
遺
産
」
の

概
念
が
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
り
、
遺
産
の
多
面
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
理
解
を
新
た
な
次
元
に
深
め
た
。

今
日
の
遺
産
研
究
の
主
な
立
場
か
ら
い
う
と
、
遺
産
は
た
だ
過
去
の
名
残
、
つ
ま
り
モ
ノ
で
は
な
く
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
政
治
的
か

つ
社
会
的
な
営
為
及
び
実
践
で
あ
る
。
現
在
の
人
々
が
常
に
行
う
選
抜
過
程
に
よ
っ
て
、
国
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
文
化
遺
産
が
指
名
さ

れ
、
保
護
さ
れ
、
あ
る
い
は
逆
に
放
置
さ
れ
、
壊
さ
れ
る
。
つ
ま
り
遺
産
は
、
不
変
の
モ
ノ
で
は
な
く
、
利
用
さ
れ
な
が
ら
、
常
に
作
り

直
さ
れ
る
文
化
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
批
判
的
遺
産
研
究
学
会
の
創
立
者Laurajane Sm

ith

氏
は
、
遺
産
は
「
モ
ノ
で
は
な
く
、
文
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化
的
か
つ
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
記
憶
活
動
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
を
理
解
す
る
、
現
在
に
取
り
込
む
新
し
い
方
法
を
作

り
出
す
の
だ
）
9
（

」
と
述
べ
る
。
ま
た
他
の
学
者
に
と
っ
て
遺
産
は
「
歴
史
か
ら
形
作
ら
れ
た
現
在
の
生
産
物
）
10
（

」、「
人
間
の
行
為
と
働
き
に

関
係
す
る
過
程
及
び
動
詞
）
11
（

」、「
文
化
的
政
策
）
12
（

」、「
未
来
に
対
す
る
熟
考
）
13
（

」、「
文
化
に
付
加
価
値
を
与
え
る
メ
タ
文
化
的
過
程
）
14
（

」
な
ど
と
、

様
々
に
定
義
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
場
合
は
、
過
去
の
文
化
を
知
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
文
化
が
現
在
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位

置
を
占
め
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
人
々
の
日
常
生
活
に
い
か
な
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
か
、
あ
る
い
は
逆
に
い
か
な

る
制
限
を
加
え
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
重
要
と
な
る
。
文
化
的
現
象
が
遺
産
と
し
て
認
識
さ
れ
る
過
程
は
、
た
だ
技
術
的
及
び
審

美
的
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
に
由
来
す
る
政
治
的
な
意
図
と
期
待
を
含
意
す
る
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

更
に
い
う
と
、
遺
産
は
、
た
だ
の
過
去
の
生
産
物
、
あ
る
い
は
記
録0

で
は
な
く
、
現
在
の
人
々
の
記
憶0

と
価
値
観
に
基
づ
い
て
形
成
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
と
地
域
が
変
わ
る
と
、
同
じ
モ
ノ
で
あ
っ
て
も
そ
の
価
値
と
理
解
は
変
わ
る
こ
と
が
当
然
だ
が
、

時
に
真
逆
の
意
味
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
記
憶
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
が
共
有
さ
れ
ず
、
調
和
し
な

い
場
合
は
、
困

d
ifficu

lt h
eritag

e

難
な
遺
産
あ
る
い
は
不

dissonant heritage

調
和
遺
産
と
）
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（

称
さ
れ
る
遺
産
の
類
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
際
的
な
認
証
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
、
外
交
的
事
件
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
の
場
合
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
軍
艦
島
」
や
「
南
京
虐
殺
の

資
料
群
」
な
ど
が
こ
の
類
の
分
か
り
や
す
い
例
だ
ろ
う
。
ま
た
、
破
壊
さ
れ
た
遺
産
の
場
合
、
そ
の
原
物
は
不
在
な
が
ら
も
、
人
々
の
記

憶
や
、
写
真
な
ど
の
資
料
に
残
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
不

m
issing heritage

在
遺
産
」
と
し
て
活
躍
し
続
け
る
こ
と
も
推
定
さ
れ
た
。
バ
ー
ミ
ヤ
ン
渓
谷
の

石
仏
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
屋
根
、
首
里
城
の
正
殿
の
再
建
や
修
復
を
め
ぐ
る
論
争
を
見
る
と
、
世
論
に
残
る
不
在
遺
産
の
活
躍
、
つ
ま
り

言
説
と
し
て
の
文
化
的
営
為
の
役
割
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
破
壊
さ
れ
た
遺
産
を
ど
の
よ
う
に
再
建
す
る
か
、
こ
れ
は
た
だ
技
術
的
な
問
題

で
は
な
く
、
人
々
の
記
憶
と
価
値
観
に
関
わ
る
難
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
遺
産
の
保
存
か
破
壊
は
人
々
の
記
憶
と
感
情
、
ま
た
は
信
仰
や
価
値
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
す
例
が
ど
の
国
に

も
、
ど
の
時
代
に
も
多
々
あ
る
。
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
時
代
に
、
帝
国
主
義
の
記
憶
と
し
て
人
間
性
を
汚
す
シ
ン
ボ
ル
だ
と
の
訴
え
の

も
と
で
打
倒
さ
れ
た
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
広
場
の
円
柱
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
崩
壊
し
て
か
ら
、
そ
の
帝
国
の
過
去
を
尊
重
す
る
と
い
う
真
逆
の

価
値
観
の
象
徴
と
し
て
間
も
な
く
再
建
さ
れ
た
。
そ
の
円
柱
に
内
在
す
る
美
術
的
な
価
値
は
と
も
か
く
、
そ
の
打
倒
と
再
建
と
は
パ
リ
と

フ
ラ
ン
ス
の
公
的
な
過
去
の
記
憶
を
形
成
し
、
修
正
し
、
あ
る
い
は
修
復
し
て
結
晶
と
す
る
と
い
う
意
図
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
営
為
の
例

で
あ
る
。
日
本
の
場
合
は
、
の
ち
に
「
原
爆
ド
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
広
島
県
産
業
奨
励
館
の
廃
墟
を
処
理
す
る
か
、
修
復

す
る
か
、
そ
の
ま
ま
残
す
か
と
い
う
議
論
も
、
広
島
と
日
本
の
戦
争
記
憶
に
ど
の
よ
う
な
形
を
与
え
る
べ
き
か
、
つ
ま
り
忘
れ
る
か
、
伝

え
る
か
、
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

以
上
、
遺
産
研
究
の
主
な
焦
点
は
、
過
去
そ
の
も
の
よ
り
、
過
去
を
受
け
継
ぐ
現
在
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
遺
産

を
め
ぐ
る
多
く
の
先
行
研
究
は
、
現
在
に
行
わ
れ
、
あ
る
い
は
現
在
に
最
も
近
い
、
二
十
世
紀
、
早
く
と
も
十
九
世
紀
末
に
行
わ
れ
た

文
化
財
保
護
政
策
な
ど
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
過
去
の
文
化
財
を
保
護
す
る
、
あ
る

い
は
逆
に
意
図
的
に
破
壊
す
る
と
い
う
過
程
は
、
ど
の
時
代
に
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
推
定
に
基
づ
き
、D

avid
C

.H
arvey

氏
は

「
遺

H
istory of H

eritage

産
史
」
と）
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い
う
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
氏
に
よ
る
と
、
遺
産
と
い
う
概
念
は
十
九
世
紀
末
の
西

洋
で
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
確
に
過
去
を
意
識
し
て
、
現
在
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
の
道
具
と
し
て
そ
れ
を
利
用
し
、
再
創

造
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
近
代
に
も
、
そ
し
て
世
界
中
の
ど
の
国
に
も
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
氏
に
よ
れ
ば
、
過
去
を

遺
産
と
し
て
評
価
す
る
プ
ロ
セ
ス
、
い
わ
ゆ
る
遺

heritagisation

産
化
は
、「
資
源
と
し
て
過
去
の
一
つ
の
見
解
を
呼
び
出
す
現
在
中
心
的
な
現
象
と
し

て
、
昔
か
ら
人
間
の
本
質
の
一
部
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
人
間
の
文
化
的
活
動
の
根
本
的
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、「
遺
産
史
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
導
入
は
、
文
献
学
や
歴
史
学
な
ど
過
去
の
文
化
そ
の
も
の
を
主
題
と

す
る
学
問
分
野
に
遺
産
研
究
と
い
う
沃
野
へ
の
扉
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遠
い
過
去
に
行
わ
れ
た
遺
産
化
を
知
る
た
め
に
は
、

史
料
を
解
読
で
き
る
歴
史
学
者
の
業
績
が
有
効
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
当
時
の
人
々
の
考
え
と
動
機
、
あ
る
い
は
そ
の
感
情
と
価
値
観

を
知
る
た
め
に
は
、
文
学
研
究
の
経
験
と
能
力
が
必
要
と
な
る
。「
遺
産
史
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者

は
日
本
古
典
文
学
を
対
象
と
す
る
試
み
を
す
で
に
行
っ
て
き
た
が
）
17
（

、
本
書
も
ま
た
、
こ
の
論
理
的
な
背
景
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
後
程

詳
し
く
述
べ
る
が
、
本
書
は
「
日
本
テ
ク
ス
ト
遺
産
史
」
を
書
く
試
み
と
し
て
考
え
て
も
良
い
。
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三
、
文
学
は
本
当
に
遺
産
な
の
か

上
述
し
た
よ
う
に
、
遺
産
を
検
討
す
る
学
問
分
野
の
数
は
増
え
て
い
る
。
文
化
人
類
学
、
社
会
学
、
地
理
学
、
政
治
学
、
そ
し
て
法
律

学
や
経
済
学
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
や
Ｉ
Ｔ
関
係
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
た
ち
が
異
な
る
視
点
か
ら
遺
産
の
意
味
と
現
在
社
会
に
お
け

る
そ
の
役
割
を
問
う
て
い
る
。
ま
た
、
遺
産
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
を
俯
瞰
す
る
と
、
遺
産
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
遺
産
と
記
憶
、
遺

産
と
環
境
、
遺
産
と
感
情
、
遺
産
と
都
市
計
画
、
遺
産
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
遺
産
と
国
際
法
律
、
遺
産
と
人
権
な
ど
、
幅
広
く
重
要
な

課
題
を
遺
産
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
絡
め
て
検
討
す
る
研
究
者
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
は
い
ず
れ
も
、
遺
産
と
い
う
論
理
的
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
多
様
性
と
可
能
性
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
遺
産
と
文
学
、
ま
た
は
遺
産
と
テ
ク
ス
ト
と
い
う
テ
ー
マ
を
主
題
と
す
る
単
著
や
論
文
な
ど
は
、
遺
産
研
究
の
叢
書
や
雑
誌
に

は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
稀
な
例
を
別
に
し
て
、
文
学
研
究
は
未
だ
こ
の
新
し
い
学
際
的
な
エ
リ
ア
に
参
画
し
て
い
な
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
、
文
学
が
文
化
遺
産
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
常
識
だ
と
言
え
る
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
の
中
心
的
な
人
物

で
あ
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
も
、
す
で
に
一
九
九
〇
年
の
論
文
に
お
い
て
文
学
は
「
国
家
文
化
遺
産
を
再
構
築
」
す
る
た
め
の
不

可
欠
な
要
素
だ
と
主
張
し
て
い
た
）
18
（

。
し
か
し
文
献
学
者
で
あ
っ
た
サ
イ
ー
ド
氏
自
身
も
、
他
の
文
学
研
究
者
も
、
そ
の
後
、「
文
学
遺
産

（literary heritage

）」
な
ど
の
語
句
を
時
に
使
用
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
文
学
遺
産
と
い
う
概
念
の
意
味
と
役
割
を
あ
ま
り
検
討
し
な
か
っ

た
。
お
そ
ら
く
、
遺
産
と
い
う
課
題
は
文
学
と
は
無
関
係
か
、
あ
る
い
は
文
学
研
究
の
目
標
に
は
無
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
の
懐
疑
は
今
ま
で
続
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
一
旦
、
そ
の
理
由
を
よ
り
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
社
会
科
学
の
理
論
に
基
づ
き
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
に
多
く
拠
る
遺
産
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
文
学
の
研
究
者
に

よ
っ
て
あ
や
し
く
見
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
学
問
の
壁
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
文
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
、

文
学
が
文
化
遺
産
で
あ
る
と
の
連
想
が
あ
ま
り
な
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
や
は
り
、
文
学
と
文
学
作
品
と
い
う
文
化
的
生
産
物
に
は
、

ど
こ
か
で
遺
産
の
概
念
に
う
ま
く
当
て
は
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
遺
産
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
文
学
の
位
置
を
見
て
み
よ
う
。
ユ
ネ
ス
コ
の
様
々
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
は
、
文
学
や
テ
ク
ス
ト
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
ユ
ネ
ス
コ
文
学
の
都
市
」（U

N
ESC

O
 C

ity of Literature

）
や
、

今
は
停
止
さ
れ
た
「
ユ
ネ
ス
コ
代
表
的
作
品
集
」（C

ollection of R
epresentative W

orks

）
な
）
19
（

ど
、
文
学
に
直
接
に
関
わ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
は
文
学
を
遺
産
と
し
て
扱
い
、
あ
る
い
は
文
学
作
品
を
文
化
遺
産
リ
ス
ト
に
登
録
さ
せ
よ
う
と
い
う
目
的
は
全
く

み
ら
れ
な
い
。

ユ
ネ
ス
コ
の
最
も
有
名
な
遺
産
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
い
わ
ゆ
る
「
世
界
遺
産
」
と
「
無
形
文
化
遺
産
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
九
七
二
年
の

「
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
」（
通
称
：
世
界
遺
産
条
約
）
に
よ
る
と
、
文
化
遺
産
は
「
記
念
工
作
物
」、「
建

造
物
群
」、「
遺
跡
」
と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
美
術
作
品
や
文
学
作
品
な
ど
は
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
世
界

遺
産
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
る
た
め
の
「
十
一
項
の
登
録
基
準
」
の
中
に
は
「（
ⅵ
）
顕
著
な
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
出
来
事
（
行
事
）、
生

き
た
伝
統
、
思
想
、
信
仰
、
芸
術
的
作
品
、
あ
る
い
は
文
学
的
作
品
と
直
接
ま
た
は
実
質
的
関
連
が
あ
る
）
20
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」
と
い
う
も
の
も
あ
り
、「
文

学
的
作
品
」（
英
語
版
で
はliterary w

orks

）
と
の
関
係
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
文
学
を
文
化
遺
産
の
一
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
め
、
文
学
作
品
そ
の
も
の
が
登
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の
代
表
的
な
一
覧
表
」（R

epresentative List of the Intangible C
ultural H

eritage of H
um

anity

）
の
中
に
は
、
文
学

に
近
い
文
化
的
現
象
が
見
つ
か
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
歌
舞
伎
、
能
楽
、
浄
瑠
璃
と
い
う
、
古
典
文
学
の
一
部
と
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な

い
伝
統
芸
能
が
早
く
か
ら
登
録
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
登
録
に
関
わ
る
書
類
や
公
式
情
報
を
見
て
み
る
と
、
文
学
お
よ
び
テ

ク
ス
ト
と
の
繋
が
り
、
例
え
ば
謡
本
や
脚
本
の
伝
承
と
役
割
は
重
視
さ
れ
ず
、
演
技
と
い
う
「
生
き
た
伝
統
」
と
そ
の
口
頭
的
な
再
現
と

授
受
、
あ
る
い
は
服
装
や
仮
面
作
り
と
い
う
伝
統
技
術
が
も
っ
ぱ
ら
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

リ
ス
ト
に
も
、
通
常
の
文
学
及
び
文
学
作
品
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

実
は
、「
世
界
遺
産
」
や
「
無
形
文
化
遺
産
」
ほ
ど
有
名
で
は
な
い
が
、
本
や
筆
記
資
料
を
主
な
対
象
と
す
る
も
う
一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
「
世
界
の
記
憶
」（U

N
ESC

O
 M

em
ory of the W

orld

）
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
二
年
に
創
設
さ
れ
た
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
ま
た
、
文

学
及
び
文
学
作
品
で
は
な
く
、
世
界
史
に
特
別
な
役
割
を
果
た
し
た
様
々
な
史
料
だ
け
を
「
資

docum
entary heritage

料
遺
産
」
と
し
て
列
挙
す
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
共
産
党
宣
言
」、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
「
交
響
曲
第
九
番
」、
藤
原
道
長
の
「
御
堂
関
白
記
」
な
ど
が
登
録
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さ
れ
て
い
る
が
、
世
界
文
学
の
傑
作
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
書
類
群
」
と
い
う
登
録
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
脚
本
や
詩
な
ど
の
文
学
作
品
で
は
な
く
、
彼
の
日
常
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
証
明
書
や
書
類
な
ど
を
主
に
集
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
以
上
の
例
で
も
、
作
品
と
し
て
の
内
容
よ
り
も
、
そ
れ
が
綴
ら
れ
て
い
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
媒
体
（
原
稿
、
写

本
、
版
本
な
ど
）
が
資
料
と
し
て
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
し
た
い
。
例
え
ば
、「
世
界
の
記
憶
」
に
登
録
さ
れ
て
い

る
『
御
堂
関
白
記
』
は
、
平
安
中
期
に
道
長
が
自
筆
し
た
巻
子
本
十
四
巻
、
そ
の
物
体
を
は
っ
き
り
と
対
象
と
し
て
示
し
て
い
る
。
一
方
、

日
本
古
典
文
学
の
最
も
重
要
な
作
品
と
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
は
、
作
者
紫
式
部
の
自
筆
本
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、「
世
界
の
記

憶
」
に
推
薦
さ
え
さ
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
ら
か
に
、「
世
界
の
記
憶
」
は
歴
史
的
な
価
値
の
あ
る
資
料
を
保
護
す
る
た

め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、「
文
学
作
品
」
を
「
遺
産
」
と
し
て
捉
え
直
す
と
い
う
意
図
は
全
く
な
い
。

で
は
、
文
学
が
文
化
遺
産
の
一
類
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
今
ま
で
ユ
ネ
ス
コ
の
遺
産
リ
ス
ト

に
も
登
録
さ
れ
ず
、
遺
産
研
究
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
も
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
。
文
学
と
文
学
作
品
、
あ
る
い
は
よ
り
広
く
い

う
と
テ
ク
ス
ト
と
い
う
文
化
的
生
産
物
は
、
他
の
有
形
遺
産
や
無
形
遺
産
と
は
い
か
に
異
な
る
の
か
。

「
世
界
の
記
憶
」
に
関
わ
る
公
式
書
類
を
参
照
す
る
と
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
世
界
の
記
憶
」
で
示
さ
れ
る

「
資
料
（docum

ent

）」
と
は
、
内
容
（contents

）
と
媒
体
（carrier

）
を
合
わ
せ
た
物
体
（object

）
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
）
21
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。
こ
の
内
容

及
び
媒
体
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
例
え
ば
文
献
学
者
が
分
析
す
る
写
本
な
ど
の
資
料
に
は
相
当
す
る
が
、
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
「
文

学
作
品
」
と
は
少
し
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
し
ろ
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
し
ろ
、
時
代
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品

は
必
ず
一
定
の
媒
体
に
付
着
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
文
学
作
品
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
の
筆
記

原
稿
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
媒
体
を
読
む
の
で
は
な
く
、
他
の
媒
体
に
写
さ
れ
た
そ
の
内
容
を
読
む
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
一
次
資
料
を

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
者
以
外
は
、
一
般
的
な
読
者
に
と
っ
て
ど
の
媒
体
で
読
ん
で
も
、
同
じ
内
容
で
あ
れ
ば
変
わ
り
が
な
い
と

言
っ
て
良
い
。
つ
ま
り
、「
資
料
」
と
「
作
品
」
と
は
同
一
で
は
な
い
も
の
の
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
有
す
る
た
め
、
そ

れ
ら
を
遺
産
化
す
る
と
い
う
行
為
の
意
味
も
変
わ
る
。

一
方
、
世
界
遺
産
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
て
い
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
を
作
品
と
し
て
考
え
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
必
ず
一
定
の
媒
体
の
み

に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
完
璧
な
複
製
が
作
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
た
だ
の
模
擬
に
過
ぎ
ず
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
取
り
替
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
文
学
作
品
の
内
容
を
忠
実
に
写
せ
ば
、
紙
で
あ
れ
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
画
面
で
あ
れ
、
読
者
の
好
み
と
便
宜
を
別
に
し

て
、
ど
の
よ
う
な
媒
体
で
読
ん
で
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
「
資
料
」
と
「
作
品
」
の
根
本
的
な
違
い
は
、
ユ
ネ
ス
コ
に
お
け
る
遺
産
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
に
も
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、「
世

界
の
記
憶
」
の
目
的
は
、
重
要
な
筆
記
資
料
の
保
存
（preservation

）
と
ア
ク
セ
ス
可
能
性
（accessibility

）
を
補
助
す
る
こ
と
で
あ
る
と

明
記
さ
れ
て
い
る
）
22
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。
こ
れ
は
、
貴
重
な
写
本
な
ど
の
文
学
資
料
に
も
適
合
で
き
る
が
、
文
学
作
品
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
最
も
代
表

的
な
文
学
作
品
な
ら
ば
、
す
で
に
社
会
に
流
布
し
て
お
り
、
特
別
な
保
護
対
策
な
ど
せ
ず
と
も
、
人
々
に
読
ま
れ
、
存
続
す
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
大
量
に
出
版
さ
れ
る
現
代
の
作
品
の
み
な
ら
ず
、
主
な
古
典
文
学
の
作
品
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
万
が
一
『
源
氏

物
語
』
の
古
写
本
が
今
日
か
明
日
全
滅
し
た
と
し
て
も
、
作
品
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』、
つ
ま
り
そ
の
内
容
は
（
し
か
も
、
様
々
な
現
代

訳
や
翻
訳
も
）
読
め
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
す
で
に
無
数
の
影
印
版
や
活
字
版
な
ど
の
媒
体
に
複
製
さ
れ
た
内
容
が
完

全
に
失
わ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
資
料
館
や
図
書
館
に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
が
推
進
さ
れ
て
い
る
中
、
そ
の
リ
ス
ク
は
さ
ら
に
低
く

な
っ
て
い
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
の
遺
産
と
異
な
っ
て
、
文
学
作
品
の
内
容
は
破
壊
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
状
態
に
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
文
学
作
品
は
、
一
定
の
歴
史
資
料
に
限
ら
な
い
、
よ
り
柔
軟
で
多
面
的
な
存
在
で
あ
る
の
で
、
特
定
の
物
体
の
保
存
を

目
指
す
従
来
の
遺
産
政
策
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
画
期
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
さ
れ
て
い
る
「
無
形
文
化
遺
産
」
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
三
年
に
始
ま
っ
た
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
破
壊
の
危
機
に
直
面
し
て
緊
急
保
護
が
必
要
な
遺
産
の
リ
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
の
多
様
性
を

表
す
「
代
表
的
遺
産
リ
ス
ト
」
も
作
成
さ
れ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
リ
ス
ト
に
は
文
学
的
な
要
素
も
含
む
歌
や
演
劇
な
ど
の
芸
能

が
多
く
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常
の
文
学
作
品
は
見
当
た
ら
な
い
。
世
界
遺
産
と
世
界
の
記
憶
と
異
な
っ
て
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺 

産
の
リ
ス
ト
は
資
料
や
作
品
な
ど
の
モ
ノ
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
作
り
、
ま
た
は
演
技
す
る
た
め
の
伝
統
的
技
術
か
つ
知
識
が
対
象
と

な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
と
二
〇
一
三
年
に
そ
れ
ぞ
れ
登
録
さ
れ
た
「
中
国
の
書
道
」
と
「
モ
ン
ゴ
ル
書
道
」
は
明
瞭
な
例
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
書
道
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
唐
詩
な
ど
の
古
典
文
学
の
作
品
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
が
、
遺
産
と
し
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て
登
録
さ
れ
る
の
は
特
定
の
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
、
そ
の
文
字
を
筆
で
書
く
能
力
と
知
識
で
あ
る
。

以
上
、
ユ
ネ
ス
コ
の
リ
ス
ト
か
ら
見
た
限
り
で
は
、
文
学
、
と
り
わ
け
古
典
文
学
は
、
無
形
文
化
遺
産
の
よ
う
な
「
生
き
た
伝
統
」
と

し
て
み
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
特
別
な
保
護
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
遺
産
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
文
学
と
文

学
作
品
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
と
い
う
の
は
、
遺
産
に
な
る
と
き
は
ど
の
よ
う
に
活
躍
す
る
の
か
。
遺
産
研
究
の
経
験
を
テ
ク
ス
ト
に
及

ぼ
し
た
場
合
、
テ
ク
ス
ト
と
文
学
の
ど
の
よ
う
な
側
面
が
見
え
て
く
る
の
か
。

本
書
が
提
案
す
る
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い
う
概
念
は
、
批
判
的
遺
産
研
究
に
学
ん
で
、
古
典
文
学
を
文
学
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
み

な
ら
ず
、
そ
れ
を
継
承
し
咀
嚼
す
る
た
め
の
文
化
的
・
社
会
的
営
為
も
含
め
、
包
括
的
に
捉
え
直
す
た
め
の
研
究
視
角
で
あ
る
。
本
書
の

各
論
が
論
証
す
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
遺
産
化
は
、
二
十
一
世
紀
の
現
在
だ
け
で
は
な
く
、
前
近
代
に
お
い
て
も
通
時
的
に
行
わ
れ
て

き
た
人
間
の
営
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
書
を
「
日
本
テ
ク
ス
ト
遺
産
史
」
を
綴
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
提
出
し
た
い
。

「
な
ぜ
テ
ク
ス
ト
遺
産
か
」
と
い
う
問
い
、
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
本
質
を
考
察
す
る
こ
と
自
体
に
は
、
二
つ
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

一
つ
目
は
、
テ
ク
ス
ト
と
文
学
が
あ
ま
り
コ
ミ
ッ
ト
し
て
こ
な
か
っ
た
今
日
の
遺
産
概
念
を
改
め
て
見
直
し
、
そ
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
典
文
学
の
研
究
者
に
よ
る
知
見
が
こ
れ
か
ら
の
遺
産
研
究
の
進
展
に
豊
穣
か
つ
広
大
な
沃
野
を
拓
く
こ
と
が
期
待

で
き
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
文
学
研
究
の
成
果
と
知
識
を
遺
産
研
究
と
い
う
領
域
に
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
果
を
よ
り
広
く
社

会
に
届
け
ら
れ
る
副
効
果
を
も
た
ら
す
と
も
期
待
で
き
る
。
近
年
訴
え
ら
れ
る
古
典
文
学
の
無
用
、
つ
ま
り
「
古
典
の
危
機
」
と
い
う
論

争
に
も
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
は
新
し
い
視
点
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
一
つ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
逆
に
、
文
化
の
保
存
と
伝
承
を
主
題
と
す
る
遺
産
研
究
の
成
果
を
古
典
文
学
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
学
を
「
モ
ノ
（
作
品
）」
と
「
人
（
作
者
）」
に
止
ま
ら
ず
、
社
会
に
お
け
る
よ
り
複
雑
な
文
化
的
営
為
と
し
て
理
解
す
る
可
能
性
が
得

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
学
際
的
な
対
話
に
よ
っ
て
、
文
学
研
究
と
遺
産
研
究
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
前
提
を
相
対
化
し
、
更
な
る
発
展

へ
と
成
長
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
筆
者
の
一
つ
の
望
み
で
あ
る
。

四
、
日
本
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
利
用
と
再
創
造

遺
産
研
究
の
最
も
重
要
な
成
果
は
、
遺
産
の
本
当
の
意
味
が
過
去
の
保
存
で
は
な
く
、
現
在
に
行
わ
れ
て
い
る
過
去
の
利
用
と
再
創
造

に
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
た
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
着
想
を
得
て
、
本
書
収
載
の
各
論
文
を
貫
く
糸
は
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ

る
利
用
と
再
創
造
の
諸
相
に
し
た
。
こ
れ
は
、
過
去
の
テ
ク
ス
ト
の
利
用
と
、
代
々
続
く
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
再
創
造
と
い
っ
た
実
践
を
よ

り
総
合
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
典
作
品
は
、
単
独
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
テ
ク
ス
ト

か
ら
の
引
用
や
典
拠
な
ど
と
い
う
間
テ
ク
ス
ト
性
の
下
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
書
写
さ
れ
、
注
釈
さ
れ
、
多
く
の
人
々
の

異
な
る
理
解
あ
る
い
は
誤
解
に
よ
っ
て
、
多
様
な
形
を
と
る
不
思
議
な
実
在
で
あ
る
。
そ
し
て
読
み
続
け
ら
れ
、
朗
詠
さ
れ
、
演
奏
さ
れ
、

翻
訳
さ
れ
、
訓
読
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
代
々
異
な
る
人
々
の
記
憶
と
意
識
に
生
き
残
る
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
利
用
と
再
創
造
無
し
に
は
、
次
世
代
の
人
々
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
知
る
こ
と
も
、
評
価
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
記
録
し

た
「
過
去
」
と
接
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

古
典
テ
ク
ス
ト
は
、
何
ら
か
の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
伝
え
ら
れ
続
け
、
教
え
ら
れ
続
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

は
堂
々
と
「
遺
産
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
い
う
語
は
未
だ
明
瞭
に
定
義
さ
れ
ず
、
十

分
に
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。

文
学
関
係
の
学
術
出
版
物
な
ど
に
テ
ク
ス
ト
遺
産
や
文
学
遺
産
と
い
う
単
語
は
散
見
さ
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
漠
然
と
し
た
使

い
方
で
、
あ
る
い
は
古
文
書
な
ど
の
資
料
を
文
化
財
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
る
な
ど
、
い
ず
れ
に
せ
よ
近
年
遺
産
研
究
が
提
案
し
て
き
た

論
考
と
研
究
成
果
を
参
考
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
）
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。
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
、
理
論
的
な
考
察
を
深
め
、
決
定
的
な
定
義
に
固
定
し
て
い
く

こ
と
は
避
け
る
が
、「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い
う
問
題
と
刺
激
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
典
文
学
に
対
す
る
再
考
を
促
し
た

い
。
ま
た
、
古
典
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
多
様
な
利
用
と
再
創
造
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
有
性
、
作
者
性
、
真
正
性
と
い
う
論
理

的
な
概
念
を
再
考
し
、
古
典
文
学
に
対
す
る
通
時
的
な
理
解
を
深
め
た
い
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
日
本
文
学
研
究
で
は
も
ち
ろ
ん
、
お

そ
ら
く
海
外
の
文
学
研
究
で
も
未
だ
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
を
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
、
そ
し
て
日
本
文
学
ほ
ど
相
応
し
い
出
発
点
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
は
、
無
形
文
化
遺
産
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
定
着
と
、
ユ
ネ
ス
コ
に
お
け
る
そ
の
正
式
な
認
証
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
）
24
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。
特
に
、
日
本
に
強
く
求
め
ら
れ
た
「
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
奈
良
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
）
25
（

」
で
は
、

文
化
遺
産
に
対
す
る
保
護
方
法
が
多
様
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
社
会
的
な
価
値
観
に
適
合
し
た
方
法
が
望
ま
し
く
、
遺
産
の
真
正
性
と

い
う
概
念
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
文
化
に
は
西
洋
中
心
の
文
化
論
と
価
値
観
を
相
対
化
し
、
批
判
す
る
潜
在
力

が
あ
る
証
拠
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
日
本
列
島
各
地
に
存
在
す
る
資
料
館
、
文
庫
、
図
書
館
の
棚
に
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
で
作
ら
れ
た
貴
重
な
古

典
籍
と
珍
し
い
古
文
書
な
ど
の
資
料
が
大
量
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
の
国
よ
り
も
、
日
本
は
、
東
ア
ジ
ア
の
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
宝
庫
だ

と
言
っ
て
良
い
。
た
と
え
ば
、
大
陸
で
は
失
わ
れ
、
日
本
に
だ
け
伝
存
し
た
漢
籍
、
い
わ
ゆ
る
佚
存
書
は
、
日
本
人
の
み
な
ら
ず
、
東
ア

ジ
ア
の
人
々
が
自
分
の
過
去
を
理
解
し
、
語
る
こ
と
、
つ
ま
り
遺
産
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
た
よ
う
に
）
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、
漢
字
漢
文
を
基
盤
に
成
長
し
た
日
本
の
「
文
」
の
世
界
は
、
大
陸
の
古
典

籍
を
保
存
し
、
真
似
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
新
し
い
解
釈
、
注
釈
、
読
み
方
、
翻
訳
な
ど
を
作
り
続
け
、
東
ア
ジ
ア
の
思
想
と

文
化
の
発
展
に
重
要
な
貢
献
を
果
た
し
た
。

五
、
日
本
の
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
一
例
　「
古
今
伝
授
」

本
書
収
載
の
各
論
文
で
は
、
数
々
の
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
ケ
ー
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
日
本
古
典
文
学
の
利
用
と
再
創
造
、
い
わ
ゆ
る
テ

ク
ス
ト
遺
産
の
諸
相
が
細
か
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
古
今
伝
授
」
と
い
う
一
例
を
取
り
上
げ
、
本
書
の
部
立
て
を
な
す
三
つ

の
観
点
で
あ
る
所
有
性
、
作
者
性
、
真
正
性
、
そ
し
て
、
本
書
の
核
と
な
る
利
用
と
再
創
造
と
い
う
問
題
を
簡
単
に
提
示
し
、
説
明
し
て

お
き
た
い
。

「
古
今
伝
授
」
と
は
、
日
本
文
学
の
重
要
な
古
典
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
に
関
す
る
秘
説
の
授
受
、
い
わ
ゆ
る
秘
伝
の
こ
と
で
あ
る
。

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
）
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』
に
よ
る
と
、
古
今
伝
授
の
授
受
過
程
は
次
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
四
〇
〇
年
の
間
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。

古
今
伝
授
に
先
立
ち
、
弟
子
は
秘
説
を
他
に
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
神
に
か
け
て
誓
う
誓
約
書
を
提
出
し
た
。
そ
の
上
で
師
は
『
古
今

和
歌
集
』
全
般
に
つ
い
て
故
実
に
倣
っ
て
講
釈
を
し
、
講
釈
の
終
了
を
示
す
証
明
書
を
与
え
る
。
弟
子
は
講
釈
の
聞
書
き
を
清
書
し

て
提
出
し
、
合
わ
せ
て
不
審
を
問
う
。
師
は
聞
書
き
を
点
検
し
て
詞
を
加
え
、
講
釈
聞
書
き
で
あ
る
こ
と
を
示
す
加
証
奥
書
を
記
し

て
返
却
す
る
。

つ
ま
り
、
古
今
伝
授
は
、
一
つ
の
作
品
あ
る
い
は
一
定
の
資
料
で
は
な
く
、『
古
今
集
』
と
い
う
古
典
テ
ク
ス
ト
の
理
解
に
関
わ
る
知
識

が
師
か
ら
弟
子
へ
伝
わ
る
と
い
う
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
遺
産
研
究
が
提
案
す
る
社
会
的
及
び
文
化
的
営
為
と
し

て
の
遺
産
の
定
義
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
過
去
の
文
化
を
利
用
し
て
、
現
在
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
次

の
世
代
に
伝
え
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
古
今
伝
授
を
受
け
る
こ
と
は
、
平
安
朝
の
貴
族
文
化
を
代
表
す
る
和
歌
、
そ
の
最
も
権
威

の
あ
る
古
典
テ
ク
ス
ト
『
古
今
集
』
を
め
ぐ
る
秘
説
を
象
徴
的
資
本
と
し
て
獲
得
す
る
と
い
う
社
会
的
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
古
今
伝
授
の
そ
の
社
会
的
か
つ
政
治
的
な
価
値
は
、
誓
約
書
や
証
明
書
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
存
在
に
よ
っ
て
証
拠
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
秘
説
と
い
う
知
識
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
他
人
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
授
受
方
法
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
加
証
奥
書
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
の
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
弟
子
が
書
き
留
め
る
聞
書
き
の
真
正
性
と
所
有
者

を
確
か
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
写
本
に
綴
ら
れ
た
内
容
と
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
人
が
古
今
伝
授
を
正
当
に
受
け
継
い
だ
こ

と
を
証
明
し
、
そ
の
遺
産
の
正
統
性
を
語
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
奥
書
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
聞
書
き
は
無
許
可
で
書
写
さ
れ
た
写
本

で
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
内
容
が
不
適
切
か
と
疑
わ
れ
た
だ
ろ
う
。
師
の
証
明
書
や
奥
書
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
古
今
伝
授
を
遺
産
化

す
る
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
は
こ
れ
ら
は
ま
る
で
権
力
付
き
の
遺
産
言
説
（authorized heritage 

discourse

、
以
降
は
Ａ
Ｈ
Ｄ
））
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の
よ
う
な
働
き
を
現
し
て
い
る
。
Ａ
Ｈ
Ｄ
は
、
批
判
的
遺
産
研
究
の
最
も
代
表
的
な
論
説
で
あ
り
、
ユ
ネ
ス

コ
を
初
め
、
世
界
の
遺
産
を
管
理
し
て
き
た
諸
組
織
が
、
そ
の
権
力
を
正
統
化
す
る
た
め
に
作
り
出
し
た
言
説
の
こ
と
で
あ
る
。「
国
民

国
家
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
内
か
ら
、
Ａ
Ｈ
Ｄ
は
エ
リ
ー
ト
階
級
の
経
験
と
価
値
観
を
明
白
に
促
進
す
る
。﹇
略
﹈
Ａ
Ｈ
Ｄ
は
、
諸
集
団

の
歴
史
的
、
文
化
的
、
社
会
的
な
経
験
を
排
除
す
る
一
方
、
こ
の
集
団
の
批
判
力
を
束
縛
し
、
制
限
す
る
た
め
に
働
い
て
い
る
）
29
（

」。
古
今

伝
授
に
関
わ
る
証
明
書
や
奥
書
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
は
、
国
家
体
制
や
社
会
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
批
判
力
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
だ
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ろ
う
が
、
古
今
伝
授
と
い
う
遺
産
の
扱
い
方
と
普
及
の
可
能
性
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
的
か
つ
社
会
的
な
エ
リ
ー
ト
の
人
た

ち
に
権
威
を
与
え
る
と
い
う
権
力
を
明
ら
か
に
維
持
し
た
、
文
字
の
形
を
取
る
言
説
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
古
今
伝
授
の
コ
ア
な
部
分
、
つ
ま
り
秘
説
と
い
う
知
識
は
、
主
に
講
釈
と
い
う
口
述
で
授
受
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
う

し
た
意
味
で
は
「
無
形
文
化
遺
産
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
授
受
過
程
の
途
中
に
、
弟
子

の
聞
書
き
、
証
明
書
や
誓
約
書
、
奥
書
な
ど
、
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
古
今
伝
授
は
無
形
文
化
遺
産

と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
テ
ク
ス
ト
と
い
う
存
在
が
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
、
た
だ
の
口
頭
と
い
う
形
の
み
で
は
、
不
可
能
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
師
の
講
釈
か
ら
弟
子
の
聞
書
き
へ
と
、
秘
説
と
い
う
知
識
が
毎
回
新
し
い
媒
体
に
写
さ
れ
た
が
、
そ
の
新
し
く
制
作
さ
れ
た
写

本
を
元
に
、
師
に
な
っ
た
弟
子
が
今
度
、
次
の
世
代
の
弟
子
に
同
じ
知
識
を
伝
え
る
。
こ
の
よ
う
な
無
形
（
講
釈
）
と
有
形
（
聞
書
き
）
の

相
互
関
係
は
、
従
来
の
文
化
遺
産
の
概
念
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
で
は
未
だ
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。
無
形
文
化
が
有
形
文
化
（
つ

ま
り
、
道
具
や
作
品
な
ど
の
物
体
）
に
具

em
bodim

ent
現
化
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
す
で
に
検
討
さ
れ
た
が
）
30
（

、
そ
の
逆
の
方
向
、
つ
ま
り
ど
の
よ
う
に

有
形
遺
産
が
無
形
遺
産
に
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
課
題
に
関
し
て
は
未
だ
検
討
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
。
筆
者
は
別
稿
で
）
31
（

こ
の
有
形
と

無
形
の
相
互
的
な
関
係
に
つ
い
て
論
考
し
、
無
形
と
有
形
と
い
う
厳
し
い
区
別
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
つ
ま
り
テ

ク
ス
ト
遺
産
は
常
に
テ
ク
ス
ト
と
い
う
作
品
（
有
形
）
と
そ
れ
を
作
り
出
す
営
為
（
無
形
）
の
間
に
従
来
の
理
解
に
対
す
る
疑
念
を
挟
む

も
の
と
言
え
る
。
有
形
と
無
形
と
い
う
極
端
な
区
別
を
越
え
る
必
要
は
先
行
研
究
）
32
（

に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
た
が
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
は
ち
ょ

う
ど
こ
の
課
題
を
検
討
す
る
た
め
の
貴
重
な
視
角
を
提
案
す
る
。
古
今
伝
授
が
行
わ
れ
る
た
び
に
、
講
釈
の
聞
書
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

他
の
テ
ク
ス
ト
も
利
用
さ
れ
、
再
創
造
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
利
用
と
再
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
遺
産
化
、
つ
ま
り
テ
ク

ス
ト
遺
産
そ
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。

本
稿
で
は
こ
れ
以
上
細
か
な
検
討
を
行
う
余
地
が
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
古
今
伝
授
が
続
い
た
四
〇
〇
年
の
間
に
は
、

秘
説
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
繰
り
返
し
再
創
造
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
知
識
の
社
会
的
な
価
値
も
改
め
ら
れ
、
確
認
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
も
伴
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
で
は
古
今
伝
授
が
絶
え
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
遺
産
を
支
え

た
価
値
観
が
現
代
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
）
33
（

。

所
有
性
、
作
者
性
、
真
正
性
と
い
う
概
念
に
関
し
て
は
、
い
ま
取
り
上
げ
た
古
今
伝
授
の
例
が
興
味
深
い
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
す
る
。

ま
ず
、
古
今
伝
授
を
所
有
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
た
だ
一
冊
の
写
本
を
持
っ
て
い
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
権
威
の
あ
る
講
釈
を
受
け
て
、
師
の
修
正
を
受
け
、
正
確
に
理
解
し
た
人
だ
け
が
、
古
今
伝
授
を
継
承
し
た
と
言
え
る
。
こ

の
よ
う
な
所
有
性
は
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
著
作
権
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
今
伝
授
と
い
う
知
識
に
認
め
ら
れ
る
社
会
的
な
価
値
を

得
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
独
占
的
な
扱
い
を
証
明
す
る
。

ま
た
、
古
今
伝
授
の
作
者
性
を
定
め
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。『
古
今
集
』
の
歌
を
解
釈
す
る
た
め
の
知
識
と
し
て
は
、
藤
原

俊
成
ま
で
遡
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
俊
成
は
古
今
伝
授
の
作
者
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
。
継
承
さ
れ
る
『
古
今
集
』
の
秘
説
テ

ク
ス
ト
は
、
何
人
の
手
を
経
て
修
正
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
一
人
の
作
者
に
遡
る
こ
と
は
難
し
く
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
追

究
自
体
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
真
正
性
に
関
し
て
、
現
存
し
て
い
る
資
料
か
ら
古
今
伝
授
の
原
型
に
遡
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
講
釈
か
ら
聞
書
き
へ

と
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
た
そ
の
内
容
の
「
真
正
性
」
は
ど
の
よ
う
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、

文
化
的
営
為
と
し
て
の
古
今
伝
授
の
真
正
性
を
考
え
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

以
上
、
古
今
伝
授
と
い
う
秘
伝
は
、『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
重
要
な
テ
ク
ス
ト
に
独
特
な
解
釈
を
与
え
、
秘
密
の
読
み
方
、
つ
ま
り

『
古
今
集
』
の
特
別
な
利
用
を
伝
え
続
け
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
途
中
で
聞
書
き
、
誓
約
書
、
奥
書
な
ど
の
他
の
テ
ク
ス
ト
な
ど
も
再
創
造

す
る
複
雑
な
社
会
的
か
つ
文
化
的
営
為
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
今
伝
授
が
行
わ
れ
る
た
び
に
、
そ
の
知
識
に
新
た
な
価
値
と
意
味
を
与
え

ら
れ
続
け
た
。
前
近
代
日
本
に
出
現
し
た
テ
ク
ス
ト
遺
産
を
検
討
す
る
に
は
、
古
今
伝
授
が
特
に
有
意
義
な
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
古
今
伝
授
と
い
う
伝
統
は
断
絶
し
た
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
遺
産
化
の
過
程
は
完
全
に
止
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

静
岡
県
三
島
市
の
市
内
に
は
「
古
今
伝
授
の
ま
ち
三
島
」
と
い
う
標
柱
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
）
34
（

、
こ
れ
に
よ
っ
て
街
と
そ
の
古
典
テ
ク
ス

ト
と
の
関
係
が
確
か
め
ら
れ
、
古
今
伝
授
の
権
威
が
市
民
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
古
典
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籍
が
現
在
社
会
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
な
ど
の
目
的
で
文
化
的

な
営
為
に
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
遺
産

と
呼
ぶ
べ
き
現
象
だ
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
近
年
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
、
図
書
館
・
博
物
館
が
所
蔵
す

る
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
世
界
の
人
々
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
こ
と
も
、
遺
産
化
の
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
は
、
源
可
道
と
い
う
人
物
が
書
写
し
た
と
さ

れ
て
い
る
『
古
今
伝
授
書
』（
一
七
七
三
年
）
と
い
う
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
古
今
伝
授
が
行
わ
れ
続
け
た
四
〇
〇
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た

テ
ク
ス
ト
の
一
つ
で
あ
り
、
つ
ま
り
無
形
遺
産
と
し
て
の
古
今
伝
授
の
有
形

的
な
具

em
bodim

ent

現
化
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
図
書
館
の
文
献
情
報
に
よ
る
と
、

こ
の
写
本
は
伊
地
知
鉄
男
旧
蔵
の
一
冊
で
あ
り
、
他
の
一
一
二
二
点
と
と
も

に
昭
和
六
十
三
年
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
全
丁
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
い
う
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
現
在
こ
の
古
典
籍
の
所
有
者

は
間
違
い
な
く
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
あ
る
が
、
デ
ジ
タ
ル
版
と
し
て
、
誰

も
が
閲
覧
可
能
で
、
ペ
ー
ジ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
、
デ
ジ
タ
ル
な
形
で

あ
り
な
が
ら
無
数
の
複
製
を
簡
単
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
今
伝
授
と
い
う
秘
伝
は
、
今
や
世
界
中
の
人
々
に
公

開
さ
れ
、
人
類
が
共
有
す
る
文
化
遺
産
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
。

当
然
、
以
上
の
よ
う
な
「
遺
産
化
」
の
過
程
は
、
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化

図1　『古今伝授書』（早稲田大学図書館蔵）
一丁表 表紙

が
始
ま
る
前
か
ら
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
そ
の
「
知
」
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
公
立
図
書
館
な
ど
の
施
設
が
設
立
さ
れ
る
と
同
時
に
始

ま
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
古
典
籍
や
歴
史
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
加
速
し
た
今
日
で
は
、
地
理
的
か
つ
物

理
的
な
障
害
や
制
限
な
ど
が
急
激
に
な
く
な
っ
て
お
り
、
空
前
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

状
況
は
、
図
書
館
に
と
っ
て
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
一
方
、
社
会
に
対
す
る
所
蔵
者
の
責
任
と
義
務
、
つ
ま
り
遺
産
研
究
で
は

「
スs　

t　
e　

w　
a　

r　
d　

s　
h　

i　
p

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
」
と
呼
ば
れ
る
役
割
を
い
か
に
負
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
現
在
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
た
遺
産
の
所
有
性
、
作
者
性
、
真
正
性
の
あ
り
か
を

い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
新
し
い
課
題
に
も
直
面
し
て
い
る
。
そ
の
検
討
は
本
稿
の
目
的
に
余
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
考
を
期
し
た
い
。

お
わ
り
に

本
書
が
提
案
す
る
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
本
当
に
必
要
な
の
か
。
古
典
や
伝
統
な
ど
の
用
語
で
は
前
近
代

文
学
を
十
分
に
把
握
で
き
な
い
か
。
遺
産
と
は
そ
れ
ら
に
何
を
加
え
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
決
定
的
な
答
え
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、
文

学
研
究
が
遺
産
と
い
う
課
題
を
取
り
込
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
、
そ
の
研
究
の
可
能
性
を
論
証
し
て
み
た
。
お
そ
ら
く
、
狭
義
の
古

典
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
遺
産
と
い
う
概
念
で
は
、
文
学
作
品
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
古
典
の
教
育
は
無
用
で
あ
る
と
言
い
、
そ
の
価
値
を
認
め
な
い
言
論
が
増
え
て
い
る
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
、
古
典
文
学
に
新
た

な
意
味
を
引
き
出
し
、
専
門
家
以
外
の
人
々
の
興
味
を
引
く
た
め
に
は
、
文
化
遺
産
と
い
う
概
念
は
特
に
効
果
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
古
典
文
学
を
「
遺
産
」
と
い
う
枠
組
み
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
や
政
界
に
お
け
る
文
学
研
究
へ
の
認
識
が
高
ま

る
か
も
し
れ
な
い
。
経
済
的
な
利
益
を
持
た
な
い
文
化
財
は
無
駄
で
あ
る
と
い
う
立
場
は
稀
で
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
で
、
国
際
的

な
組
織
や
各
国
政
府
に
お
い
て
も
、
平
等
で
豊
か
な
社
会
を
創
る
の
に
文
化
遺
産
は
重
要
な
役
割
を
は
た
し
う
る
と
い
う
確
信
が
強
く

な
っ
て
い
る
。
ユ
ネ
ス
コ
の
「
文
化
的
表
現
の
多
様
性
の
保
護
及
び
促
進
に
関
す
る
条
約
」（
二
〇
〇
五
年
）
や
欧
州
評
議
会
の
「
社
会
に

お
け
る
文
化
遺
産
の
価
値
に
つ
い
て
の
基
盤
条
約
（Faro C

onvention

）」（
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
、
国
際
法
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
条

約
の
背
景
に
は
、
文
化
の
価
値
に
対
す
る
新
た
な
意
識
の
誕
生
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
は
、
学
問
の
活
動
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
欧

E
uropean C

om
m

ission

州
委
員
会
が
執
行
す
るH

ホ
ラ
イ
ゾ
ン
・
ユ
ー
ロ
ッ
プ

orizon
Europe

と
い
う
大
規

模
な
研
究
支
援
政
策
が
今
年
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
中
で
人
文
社
会
科
学
に
対
象
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
「
民

d
e

m
o

c
r

a
c

y

主
主
義
」、「
文

cultural heritage

化
遺
産
」、

「
社

social and econom
ic trasform

ation

会
的
経
済
的
変
更
」
と）

35
（

い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
方
針
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
文
学
の
研
究
者
が
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

応
募
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
た
だ
「
〇
〇
文
化
」
で
は
な
く
、「
〇
〇
文
化
遺
産

0

0

」
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
自
分
の
研
究
企
画
を
位
置
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
文
化
と
そ
の
遺
産
は
た
だ
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
で
は
な
く
、
景
気
や
福
祉
と
同
じ
よ
う
に
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
社
会
の

改
善
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
始
め
た
。
国
際
社
会
の
平
和
な
共
存
の
た
め
に
言
語
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
的
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
（
多
様
性
）
が
こ
れ
か
ら
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
文
化
遺
産
と
い
う
課
題
も
ま
た
こ
れ
か
ら
一
層
重
視
さ
れ
て
い

く
だ
ろ
う
。
二
十
一
世
紀
の
文
学
研
究
は
、
遺
産
の
概
念
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
役
割
を
狙
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、

文
学
研
究
を
そ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
受
け
取
る
た
め
の
初
め
て
の
試
み
だ
と
言
え
る
。
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