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募
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文
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は
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フ
l

コ
l

の
方
法
は
、
一
九
七
O
年
を
境
に
、
考
古
学
か
ら
系
譜
学
へ

移
行
し
た
と
一
般
に
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
l

コ
l

は
考
古
学
を
「
捨

て
去
っ
た
」
わ
け
で
は
な
く
、
晩
年
に
い
た
っ
て
も
こ
の
二
つ
の
方
法
に

言
及
し
続
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
四
年
の
論
文
「
啓
蒙
と
は
何

か
」
で
は
、
「
［
現
代
に
お
け
る
］
批
判
は
、
目
的
に
お
い
て
系
譜
学
的
で

あ
り
、
方
法
に
お
い
て
考
古
学
的
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
実

際
の
と
こ
ろ
、
両
者
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
は
、

二
つ
の
方
法
論
に
お
け
る
主
体
の
扱
い
の
違
い
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
間

い
に
答
え
た
い
。
そ
の
た
め
、
は
じ
め
に
「
知
の
考
古
学
」
を
参
照
し
な

が
ら
、
考
古
学
の
中
で
、
主
体
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か

本目

j畢

依

伸
(3
} 

を
確
認
す
る
。
次
に
、
論
文
「
ニ
l

チ
ェ
、
系
譜
学
、
歴
史
」
を
参
照
し
、

系
譜
学
に
お
い
て
新
た
に
身
体
が
方
法
論
上
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
「
監
視
と
処
罰
」
に
お
け
る

系
譜
学
の
実
践
の
中
で
、
身
体
へ
の
注
目
と
主
体
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る

か
を
示
す
。
故
後
に
、
主
体
の
位
置
づ
け
の
検
討
を
通
し
て
見
え
て
く
る

考
古
学
と
系
譜
学
の
関
係
を
示
し
た
い
。

考
古
学
と
は
何
か

考
古
学
が
目
指
す
も
の

フ
l

コ
l

は
、
『
知
の
考
古
学
」
の
前
半
で
、
従
来
の
歴
史
学
と
対
比

し
な
が
ら
、
新
た
に
考
古
学
と
い
う
方
法
を
提
案
し
た
目
論
見
を
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
。



126 

「
い
わ
ゆ
る
歴
史
学
、
た
だ
の
歴
史
学
は
、
変
動
し
な
い
構
造
の

た
め
に
出
来
事
の
中
断
（
可
E

℃
号
ロ
）
を
消
去
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
思
考
の
、
認
識
の
、
哲
学
の
、
文
学
の

歴
史
学
は
、
断
絶
（
『
c
u
g
g
）
を
増
大
さ
せ
非
連
続
性
（
島
R
g
z
・

ロ
ロ
志
）
の
充
満
を
探
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
（
〉
∞
－
u
・
5

／
一
一
一
頁
）

公募論文

フ
l

コ
l

は
、
従
来
の
歴
史
学
の
よ
う
に
断
絶
を
無
視
し
て
連
続
的
に

歴
史
を
見
て
い
て
は
、
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ま
ず
は
「
連
続
性
」
と
い
う
概
念
お
よ
び
連
続
性
へ
と
つ
な
が
る
概

念
を
、
方
法
か
ら
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
例
え
ば
、

「
伝
統
」
や
「
発
展
」
と
い
っ
た
概
念
は
、
様
々
な
出
来
事
を
一
つ
の
時

間
の
流
れ
の
も
と
に
把
握
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
、
「
科
学
」
や

「
文
学
」
や
「
哲
学
」
と
い
っ
た
言
説
の
分
類
は
、
一
百
説
に
内
在
的
で
も

普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
一
一
百
説
を
大
雑
把
に
く
く
る
だ
け

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
作
品
」
「
書
物
」
「
作
者
」
の
よ
う
な
言
説
の
ま
と

ま
り
も
、
そ
の
ま
と
ま
り
自
体
が
明
証
性
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
（
〉
伊

問
者
・
2
l
a
／
三
五
｜
四
O
頁
）
。
こ
れ
ら
に
代
表
さ
れ
る
、
一
百
説
を
分
節
化

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
単
位
・
統
一
性
（
Z
E
芯
）
を
宙
づ
り
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
フ

l

コ
l

は
連
続
性
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
。
歴
史
は
連

続
で
は
な
く
、
「
断
絶
」
に
満
ち
て
い
る
。
こ
の
断
絶
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
フ

l

コ
l

が
提
案
す
る
の
は
、
一
百
説
を
出
来
事
と
し
て
捉
え
る
こ

と
で
あ
る
。

「
確
実
性
を
も
っ
て
学
問
や
小
説
や
政
治
的
言
説
ゃ
あ
る
作
家
の

著
作
ゃ
あ
る
本
と
の
関
わ
り
を
持
つ
前
に
、
根
本
的
に
中
立
的
に
取

り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
素
材
と
は
、
一
般
的
な
言
説
空
間
に
お

け
る
出
来
事
の
集
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
言
説
的
出
来

事
の
記
述
の
企
て
が
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
統
一
性
を
研
究
す
る
た

め
の
地
平
と
し
て
現
れ
る
。
」
（
〉
∞
・
宅
・
包

l
u／
四
四
頁
傍
点
部
は

原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。
以
下
同
様
。
）

言
説
的
出
来
事
の
記
述
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
る
言
説
が
現
れ
、

他
の
ど
ん
な
言
説
も
そ
こ
に
は
現
れ
な
か
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
だ
と
さ

れ
る
（
〉
印
・
℃
－
S
／
四
五
頁
）
。
人
は
、
い
つ
で
も
何
に
つ
い
て
も
、
自
由

に
語
り
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
言
説
は
純
粋
な
単
な
る
記
号
の
結
び
つ
き

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ

l

コ
I

は
、
あ
る
言
説
が
出
現
し

え
た
そ
の
条
件
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
記
述
の
方
法
こ
そ
「
考
古

学
」
で
あ
る
。

簡
単
に
考
古
学
の
道
具
立
て
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
フ

l

コ
l

は
言
説

的
出
来
事
を
記
述
す
る
た
め
に
、
言
説
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
最
小
の
要

素
と
し
て
「
言
表
（

2
0
2
b
）
」
を
考
え
る
（
〉
∞
－
U
－
＝
N
ふ
／
一
一
一
八
ー

コ
二
頁
）
。
一
百
表
と
は
、
文
と
も
命
題
と
も
異
な
る
、
実
際
に
存
在
し
意

味
を
な
す
記
号
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
言
表
の
集
合
が
言
説
（
ι
5
2
3
）

と
呼
ば
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
言
説
を
存
在
さ
せ
う
る
か
は
、
各
人
の
好
き

勝
手
に
は
で
き
ず
、
常
に
す
で
に
規
則
に
従
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
さ
れ
、
こ
の
条
件
づ
け
の
こ
と
を
「
言
説
の
編
制
」
と
呼
ぶ
。
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言
説
の
編
制
は
、
次
の
四
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
〉
印
・
℃
－

a
／
六
O
頁
）
。
第
一
に
、
何
に
つ
い
て
諮
り
う
る
か
と
い
う
言

説
の
「
対
象
」
に
つ
い
て
の
規
則
性
で
あ
る
。
第
二
に
、
語
る
主
体
の
あ

り
方
に
関
す
る
規
則
性
で
あ
る
「
言
表
の
様
態

g
a
m
一
志
E
g
g

－

を
め
）
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
次
節
で
扱
う
主
体
の
問
題
と
関
わ
る
。

三
つ
目
が
言
説
の
中
で
用
い
ら
れ
る
「
概
念
」
の
規
則
性
で
あ
る
。
最
後

に
、
テ
l

マ
や
理
論
の
選
択
に
働
く
規
則
性
を
意
味
す
る
「
戦
略
」
で
あ

る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
各
側
面
に
お
い
て
言
説
の
編
制
を
統
御
す
る
規
則
が

存
在
し
、
そ
れ
は
「
言
説
の
編
制
の
規
則
」
と
呼
ば
れ
る
。

非
常
に
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
フ
l

コ
l

が
一
一
員
説
分
析
を
行

う
に
あ
た
っ
て
用
い
る
主
た
る
概
念
で
あ
る
。
7
1

コ
！
は
、
最
小
単
位

の
「
言
表
」
、
そ
の
集
合
と
し
て
の
「
言
説
」
と
規
則
に
従
っ
て
形
成
さ

れ
る
「
言
説
の
編
制
」
を
上
記
の
よ
う
に
定
義
し
た
上
で
、
「
言
説
的
出

来
事
」
を
記
述
す
る
。

考
古
学
に
お
け
る
主
体

考
古
学
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
主
体
の
扱
い
に
つ
い
て
考
え

J
J』
’v。す

で
に
見
た
よ
う
に
、
考
古
学
の
主
眼
は
、
歴
史
に
お
け
る
連
続
性
を

否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
フ

l

コ
l

は
、
連
続
性
を
追
求
す
る
歴
史

学
が
、
主
体
を
歴
史
の
起
源
と
す
る
想
定
と
分
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

2 

127 

「
連
続
し
た
歴
史
は
、
主
体
の
根
底
的
な
機
能
と
不
可
分
な
相
関
項

で
あ
る
。
」
（
〉
∞
・
3

・
阻
ん
／
二
三
頁
）

「
歴
史
の
分
析
か
ら
連
続
に
つ
い
て
の
言
説
を
作
り
出
す
こ
と
と
、

人
間
の
意
識
か
ら
あ
ら
ゆ
る
生
成
と
実
践
の
起
源
と
し
て
の
主
体
を

作
り
出
す
こ
と
と
は
、
お
な
じ
思
考
体
系
の
二
側
面
で
あ
る
。
」

（
〉
∞
・
℃
－

N
N／
二
四
頁
）

連
続
的
な
歴
史
は
、
必
ず
主
体
を
そ
れ
自
体
と
し
て
肯
定
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
連
続
的
な
歴
史
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
起

源
と
し
て
想
定
さ
れ
る
主
体
も
方
法
論
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
フ

l

コ
l

に
と
っ
て
主
体
と
は
、
外
か

ら
の
作
用
の
効
果
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
連
続
的
な
歴
史

を
担
保
す
る
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
フ
l

コ
l

は
、

分
析
を
徹
頭
徹
尾
言
説
の
領
域
に
と
ど
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
を
参

照
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
。

「
言
表
の
分
析
は
、
コ
ギ
ト
へ
の
参
照
な
し
に
実
行
さ
れ
る
。
こ

の
分
析
は
、
語
る
人
、
語
る
こ
と
の
中
で
自
己
を
表
明
し
た
り
隠
し

た
り
す
る
人
、
発
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
至
高
の
自
由
を
行
使
す
る

人
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
。
こ
の
分
析
は
「
言
う
（
O
ロ
色
丹
）
」
の
水

準
に
位
置
し
て
い
る
。
（
：
：
：
）
そ
の
水
準
は
、
言
わ
れ
た
こ
と
の

全
体
、
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
う
る
関
係
、
規
則
性
、
変
化
、
特
定
の

現
れ
や
交
錯
が
、
語
る
主
体
の
単
一
の
立
場
を
示
し
、
ま
た
作
者
の
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名
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
領
域
と
し
て
、
理
解
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
「
誰
で
も
語
る
」
け
れ
ど
も
、
ど
こ
で
も
言
っ
た

り
言
わ
な
か
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
必
然
的
に
、
外
在
性
の

戯
れ
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
〉ω
・
℃
・5
－
／
一

八
八
頁
）

公募論文

こ
こ
に
は
、
「
語
る
主
体
」
や
「
作
者
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
言
説

が
現
れ
た
状
況
や
言
説
の
編
制
と
い
っ
た
発
話
者
の
外
部
に
あ
る
諸
要
素

の
作
用
に
よ
っ
て
現
れ
る
と
い
う
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
一
白
説
の
分
析

は
、
語
る
主
体
で
は
な
く
、
「
言
う
」
の
水
準
に
位
置
す
る
。
こ
の
「
言

う
」
の
水
準
と
は
、
「
実
定
性
（
句
。
ω
E
i
$
こ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

主
体
と
い
う
想
定
で
は
な
く
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
実
定
的
な
言
説
と

そ
れ
を
条
件
づ
け
る
編
制
の
規
則
の
み
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
、
言
説
の

自
律
性
と
い
う
考
え
方
が
導
か
れ
る
。

「
我
々
は
言
表
の
領
域
を
、
他
の
も
の
（
人
間
の
意
識
・
無
意
識
や

超
越
論
的
な
何
か
）
の
帰
結
と
か
軌
跡
と
し
て
で
は
な
く
、
（
依
存
し

て
い
る
け
れ
ど
も
）
自
律
的
で
（
他
の
も
の
に
接
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

が
）
そ
れ
自
体
の
水
準
で
記
述
す
る
こ
と
の
で
き
る
実
践
的
な
領
域

と
し
て
取
り
扱
う
己
主
的
・
℃
・50
／
一
八
七
頁
）

フ
l

コ
l

は
言
説
を
何
か
他
の
も
の
に
依
拠
し
て
説
明
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
内
部
で
自
律
的
に
変
化
す
る
も
の
と
し
て
説
明
で
き
る
と
考
え

る
。
一
一
首
説
の
領
域
は
集
合
的
意
識
や
各
主
体
の
意
識
か
ら
規
定
さ
れ
る
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
語
る
人
の
主
体
性
こ
そ
が
、
一
百
説
の
働
き
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
。

「
言
説
の
中
に
、
表
現
現
象
、
す
な
わ
ち
別
の
場
所
で
操
作
さ
れ

た
ま
と
ま
り
が
口
頭
で
発
言
さ
れ
て
い
る
の
を
見
ょ
う
と
す
る
こ
と

は
あ
き
ら
め
よ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
我
々
は
言
説
の
中
に
、
主

体
性
の
様
々
な
立
場
に
対
す
る
規
則
性
の
領
域
を
探
そ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
言
説
は
、
思
考
し
、
知
識
を
得
、

発
言
す
る
主
体
が
厳
か
に
行
う
表
明
で
は
な
い
。
逆
に
、
そ
れ
は
、

主
体
の
拡
散
や
主
体
自
身
の
非
連
続
性
が
決
定
さ
れ
う
る
よ
う
な
総

体
で
あ
る
。
」
（
〉ω
・
℃
・2
／
八
五
頁
）

「
こ
の
試
み
［
考
古
学
］
は
、
言
表
の
領
域
が
個
別
の
主
体
に
も

集
合
的
意
識
に
も
超
越
論
的
な
主
体
性
に
も
従
わ
な
い
と
想
定
す
る
。

我
々
は
、
言
説
の
領
域
を
、
あ
る
匿
名
の
領
域
と
し
て
描
き
出
す
。

そ
の
配
置
が
、
語
る
主
体
の
取
り
う
る
位
置
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

言
表
を
至
高
の
主
体
性
と
の
関
係
で
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
言

表
の
領
域
に
固
有
な
効
果
を
、
語
る
主
体
性
の
様
々
な
形
式
の
う
ち

に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
〉ω－u
・
5
0
／
一
八
七
頁
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
私
た
ち
の
日
常
を

思
い
出
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
あ
る
意
図
を
持
っ
て
発
し
た
言
説
が
、
そ
の

意
図
通
り
に
解
釈
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
ま
た
、

そ
の
言
説
を
通
し
て
他
者
が
私
を
理
解
す
る
仕
方
は
私
の
意
図
通
り
で
あ



フーコーの方法論における主体の位置づけ129 

る
と
は
限
ら
な
い
。
自
分
が
意
図
し
た
通
り
に
、
自
分
が
他
者
に
現
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
フ
l

コ
l

が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
の
意
図
と

は
関
係
な
く
、
発
せ
ら
れ
た
言
説
そ
の
も
の
か
ら
私
た
ち
の
主
体
と
し
て

の
あ
り
方
が
規
定
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、7
1

コ
l

は
歴
史
を

解
釈
す
る
際
に
も
、
言
説
の
背
後
に
あ
る
意
図
で
は
な
く
、
存
在
す
る
言

説
の
み
を
考
慮
す
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
言
説
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
「
話
す
主
体

（ω
ε
2
3
E
E
こ
も
存
在
す
る
。
人
は
実
際
に
主
体
と
し
て
言
葉
を
発

し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
の
実
感
と
反
す
る
考
え
方
に
批
判
が
向

け
ら
れ
る
こ
と
を
フ
！
コ
！
は
当
然
予
期
し
、
『
知
の
考
古
学
」
の
結
論

部
分
で
、
「
主
体
の
問
題
を
排
除
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
言
説
の
多

様
性
の
中
で
主
体
が
占
め
う
る
位
置
と
機
能
を
定
義
し
た
か
っ
た
」
と
説

明
し
て
い
る
（
〉
∞
－
U
－N
E
／
三
O

一
頁
）
。
フl
コ
l

は
、
言
説
の
編
制
と

い
う
考
え
方
を
も
と
に
、
あ
る
時
代
に
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
同
じ
こ
と
を
話

し
て
い
た
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
々
の
語
る
こ
と
が

ど
の
よ
う
に
異
な
り
う
る
の
か
と
い
う
条
件
や
、
語
ら
れ
た
言
説
が
様
々

に
区
別
さ
れ
う
る
の
は
い
か
な
る
条
件
に
よ
る
の
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
す
べ
て
を
主
体
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め
て
お
こ
う
。
考
古
学
と
は
、
あ
る
時
代
に
あ
る
言
説
が
出
現
し

え
た
条
件
を
探
る
た
め
の
、
フ
l

コ
l

独
自
の
哲
学
的
方
法
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
言
説
が
ど
の
よ
う
に
編
制
さ
れ
て
い
る
か
（
言
説
の
編

制
）
を
記
述
し
分
析
す
る
作
業
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
作
業
の
前
提
と
し

て
フ
l

コ
l

が
強
調
す
る
の
は
、
「
連
続
性
」
と
い
う
考
え
方
を
放
棄
し
、

主
体
を
参
照
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
分
析
は
言
説
を

発
す
る
主
体
の
水
準
で
は
な
く
、
あ
る
言
説
が
書
か
れ
る
ま
た
は
言
わ
れ

る
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
事
実
の
水
準
、
す
な
わ
ち
実
定
性
の
水
準

で
行
わ
れ
る
。
「
言
表
の
分
析
は
コ
ギ
ト
へ
の
参
照
な
し
に
実
行
さ
れ
る
」

と
フ

l

コ
l

は
明
確
に
述
べ
、
言
説
を
発
す
る
主
体
を
方
法
か
ら
除
外
す

る
。

系
譜
学
と
い
う
方
法
と
そ
の
実
践

系
館
学
と
身
体

前
節
で
見
た
仕
方
で
考
古
学
を
定
式
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
知

の
考
古
学
」
出
版
後
の
フ
l

コ
l

は
、
「
考
古
学
」
に
代
え
て
「
系
譜
学
」

と
い
う
用
語
を
使
い
始
め
る
。
フ
l

コ
l

が
、
自
分
の
方
法
と
し
て
「
系

譜
学
」
に
言
及
す
る
の
は
、
コ
レ
l

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
就
任
講

演
録
『
言
説
の
秩
序
』
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
「
系
譜
学
」
に
つ
い
て
よ

り
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
論
文
「
ニ
l

チ
ェ
、
系
譜
学
、
歴
史
」
を
参

照
し
、
系
譜
学
の
内
容
を
概
観
し
よ
う
。
同
論
文
で
も
7
1

コ
！
は
通
常

の
歴
史
学
と
対
比
し
な
が
ら
系
譜
学
の
特
徴
を
描
き
出
す
。

フ
l

コ
ー
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
歴
史
学
は
本
質
的
な
も
の
や
完
壁
な
形

の
存
在
を
想
定
し
、
そ
の
起
源
を
探
求
す
る
が
、
系
譜
学
は
そ
う
で
は
な

い
。
実
際
に
歴
史
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
様
々
な
葛
藤
や
不
調
和
状

態
で
あ
り
、
決
し
て
完
全
な
何
か
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ

ら
に
、
起
源
を
想
定
し
知
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
起
源
を
誤
っ
て
作
り
出
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す
こ
と
に
な
る
の
で
、
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
起
源
と
い
う
統
一
性

を
拒
否
す
る
態
度
は
、
作
品
や
作
者
と
い
っ
た
統
一
性
の
も
と
に
言
説
を

回
収
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
「
考
古
学
」
と
共
通
し
て
い
る
。

で
は
、
起
源
で
な
い
と
す
れ
ば
、
何
を
系
譜
学
は
明
ら
か
に
す
る
の
か
。

系
譜
学
が
探
求
す
る
の
は
「
由
来
」
と
「
現
出
」
だ
と
さ
れ
る
。
フ
l

コ

ー
が
こ
の
ご
つ
の
言
葉
で
表
そ
う
と
す
る
の
は
、
出
来
事
を
散
逸
の
ま
ま

に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

「
由
来
の
探
求
は
何
か
を
築
く
も
の
で
は
な
く
、
（
：
：
：
）
不
動
だ

と
知
覚
さ
れ
て
い
た
も
の
を
動
揺
さ
せ
、
統
合
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
た
も
の
を
ば
ら
ば
ら
に
す
る
。
」
（zo
z
・
℃
－E
N
／
一
九
頁
）
。

「
歴
史
の
中
で
働
く
力
は
、
あ
る
目
標
や
仕
組
み
で
は
な
く
、
闘

争
の
偶
然
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
力
は
、
何
ら
か
の
原
初

的
な
意
図
の
絶
え
間
な
い
形
式
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
力
は
一
つ
の
結
果
と
い
う
外
観
を
取
る
の
で
も
な

い
。
そ
れ
ら
は
常
に
出
来
事
と
い
う
単
一
の
偶
然
性
の
う
ち
に
現
れ

る
の
で
あ
る
。
」
（z
o
z・
。
・E
∞
／
二
七
頁
）

系
譜
学
は
、
出
来
事
を
ば
ら
ば
ら
な
も
の
と
し
て
記
述
し
、
そ
れ
に
よ

り
歴
史
を
何
ら
か
の
目
標
や
仕
組
み
か
ら
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
偶
然

の
連
な
り
と
し
て
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
を
非
連
続
的
な
も
の
と
み

な
す
点
で
、
系
譜
学
は
通
常
の
歴
史
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
同
時
に
、
考

古
学
と
共
通
し
て
い
る
。
一
方
で
、
系
譜
学
と
考
古
学
の
違
い
を
考
え
る

時
も
先
の
文
章
は
興
味
深
い
。
考
古
学
の
目
標
は
、
各
時
代
の
一
言
説
の
出

現
を
可
能
な
ら
し
め
る
言
説
の
編
制
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
出
来
事
の
偶
然
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

偶
然
性
へ
の
注
目
こ
そ
、
系
譜
学
と
批
判
を
結
び
つ
け
る
鍵
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
系
譜
学
が
批
判
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
の
は
、
歴
史
が
必
然

で
は
な
く
偶
然
の
産
物
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
系
譜
学
と
は
、
現
在
の
あ

り
方
が
必
然
性
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
歴
史
調
査
で

あ
り
、
か
っ
そ
の
調
査
を
も
と
に
現
在
と
は
異
な
っ
て
あ
り
得
る
可
能
性

を
示
す
と
い
う
意
味
で
「
批
判
」
の
方
法
た
り
え
る
の
で
あ
る
。

系
譜
学
の
定
式
化
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
フ

l

コ
l

が
、
「
身
体
」

を
歴
史
の
現
れ
る
場
と
し
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
由
来
の
分
析
と
し
て
の
系
譜
学
は
、
身
体
と
歴
史
の
結
節
点
に

あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
が
す
っ
か
り
刻
み
込
ま
れ
た
身
体
と
身
体
を

痛
め
つ
け
る
歴
史
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
2
0
出
－u
－
E
ω
／

二
O
｜
一
頁
）

普
通
、
身
体
自
体
は
生
理
学
的
な
法
則
に
の
み
従
う
も
の
で
あ
っ
て
歴

史
と
は
関
わ
り
の
な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
！
コ
！
に
言

わ
せ
れ
ば
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
っ
て
「
身
体
は
そ
れ
を
加
工
す
る
一
連
の

体
制
（
芯
恩
自
己
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
（
Z
の
戸
。
・E
吋
／
二
六
頁
）
。

身
体
も
そ
れ
を
取
り
巻
く
外
部
と
の
関
わ
り
で
歴
史
性
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ

え
系
譜
学
は
、
身
体
に
刻
ま
れ
る
歴
史
性
と
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
条

件
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。



歴
史
調
査
で
あ
る
以
上
、
資
料
と
し
て
の
言
説
を
分
析
す
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
考
古
学
は
相
変
わ
ら
ず
フ
l

コ
l

の
方
法
で
あ
り
続
け
て
い

る
。
し
か
し
、
フ

l

コ
！
の
分
析
の
中
心
は
言
説
自
体
の
編
制
で
は
な
く
、

身
体
の
扱
い
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
の
背
景
に
は
、
次
節
で
見

る
よ
う
に
、
フ

l

コ
！
の
扱
う
問
題
関
心
の
転
換
が
あ
る
。

フーコーの方法諸における主体の位置づけ

系
踏
学
の
実
践
に
お
け
る
主
体
と
身
体

フ
l

コ
l

は
一
九
七
五
年
に
、
「
知
の
考
古
学
」
以
来
の
新
著
「
監
視

と
処
罰
」
を
刊
行
す
る
。
「
知
の
考
古
学
」
ま
で
人
文
科
学
の
言
説
を
研

究
対
象
と
し
て
い
た
フ
l

コ
！
は
、
こ
の
書
で
対
象
を
大
き
く
変
更
す
る
。

『
監
視
と
処
罰
」
は
、
副
題
に
「
監
獄
の
誕
生
」
と
あ
る
よ
う
に
、
監
獄

が
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
を
示
す
。
フ
l

コ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八
世

紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
刑
罰
の
形
態
が
身
体
刑
か
ら
監
禁
へ
と
劇
的

に
変
化
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
身
体
刑
を
基
礎
づ
け
て
い
た
思
考
と
は
ま
っ

た
く
相
容
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
監
禁
は
瞬
く
聞
に
刑
罰
制
度
の
一
般

的
な
形
態
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
を
可
能
に
し
た
条
件
が
刑
罰
制

度
の
歴
史
を
通
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
歴
史
を
書
く
に
あ
た
っ
て
フ

l

コ

l

は
、
先
の
ニ
l

チ
ェ
論
文
で
提
示
し
た
系
譜
学
と
い
う
方
法
を
採
用
す

る
。

2 
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「
こ
の
新
し
い
政
治
解
剖
学
の
「
発
明
」
を
、
突
然
の
発
見
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
し
ば
し
ば
細

か
な
過
程
を
持
ち
、
起
源
も
様
々
で
、
ば
ら
ば
ら
の
位
置
に
あ
る
も

の
の
複
合
体
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
分
断
さ
れ
、

繰
り
返
さ
れ
、
模
倣
し
合
い
、
た
が
い
に
支
え
合
い
、
適
用
さ
れ
る

領
域
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
徐
々
に
収
散
し
、
一
般
的

な
方
法
の
青
写
真
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
。
」
G
T
－U
－
E
C
／
一
四
四

頁
）

こ
こ
で
は
（
「
起
源
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
）
ば
ら
ば

ら
な
出
来
事
を
描
き
、
そ
れ
が
収
赦
し
て
行
く
過
程
を
描
く
と
い
う
系
譜

学
の
方
法
論
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
「
監
獄
の
誕
生
」
と
銘
打
た
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
フ
！
コ

！
の
目
論
見
は
、
刑
罰
制
度
に
関
す
る
歴
史
を
書
く
こ
と
だ
け
に
で
は
な

く
、
そ
れ
を
通
し
て
近
代
社
会
に
お
け
る
「
規
律
・
訓
練
（
色
色
Z
5
）
」

の
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
同
書
の
第
三
章
は

「
規
律
・
訓
練
」
と
題
さ
れ
、
他
の
章
で
書
か
れ
る
刑
罰
制
度
の
歴
史
か

ら
は
浮
く
形
で
、
監
獄
に
限
ら
ず
学
校
や
軍
隊
な
ど
に
も
共
通
す
る
一
般

性
を
持
っ
た
技
術
と
し
て
、
規
律
・
訓
練
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
詳

述
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
人
間
の
身
体
は
、
そ
れ
を
調
べ
、
分
解
し
、
再
構
築
す
る
権
力

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
入
る
。
一
つ
の
「
政
治
解
剖
学
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
権
力
の
力
学
」
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
が
、
生
ま
れ
つ
つ

あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
こ
ち
ら
の
欲
す
る
こ
と
を
他
者
に
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
こ
ち
ら
が
決
定
し
た
速
度
と
有
効
性
に
従
っ
て
、
こ
ち

ら
の
望
む
よ
う
に
技
術
を
も
っ
て
振
る
舞
わ
せ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
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う
に
他
者
の
身
体
に
作
用
す
れ
ば
よ
い
か
を
定
義
す
る
。
規
律
・
訓

練
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
服
従
さ
せ
ら
れ
訓
練
さ
れ
た
身
体
、
す

な
わ
ち
「
従
順
」
な
身
体
を
作
り
出
す
。
」
（
ω
司
・8
・
5
？
ち
／
一
四

三
頁
）

公募論文

フ
l

コ
l

は
、
こ
の
身
体
に
働
き
か
け
る
技
術
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
叙
述
が
費
や
さ
れ

る
の
は
、
受
刑
者
の
身
体
が
い
か
に
扱
わ
れ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ

l

コ
l

は
、
身
体
に
歴
史
が
刻
み
込
ま
れ
る
と
い
う
先
の
論
文
で
示
し
た

テ
！
ゼ
に
も
忠
実
に
従
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
規
律
・
訓
練
と
は
、
「
身
体
の
働
き
を
注
意
深
く
管
理
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
、
身
体
の
力
の
恒
常
的
な
主
体
化
・
従
属
化
を
保
証
し
、

身
体
に
従
順
さ
と
有
用
さ
の
結
び
つ
き
を
課
す
」
方
法
だ
と
さ
れ
る

（ω
司
－
u
・5
由
／
一
四
三
頁
）
。
こ
の
定
義
に
主
体
（
主
体
化

g
m
ε包
留
守

g
g
C

と
い
う
語
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
そ
れ
は
『
知

の
考
古
学
」
に
お
け
る
扱
い
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
。
「
知
の
考

古
学
」
に
お
い
て
、
語
る
主
体
は
分
析
か
ら
除
外
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

考
古
学
の
対
象
は
あ
く
ま
で
言
説
の
実
定
性
の
水
準
に
あ
り
、
言
説
の
領

域
は
主
体
と
関
わ
り
な
く
自
律
的
に
機
能
す
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
監
視
と
処
罰
」
に
お
い
て
は
、
主
体
は
規
律
・
訓

練
を
通
し
て
権
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
だ
と
明
確
に
考
え
ら
れ
て
お

り
、
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
の
か
が
議
論
の
大
き
な
テ
l

マ
に
な
る
。

主
体
の
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
「
知
の
考
古
学
」
と
『
監
視
と
処
罰
」

を
比
較
す
る
冨
巴
巴
2
3

門
店
1
回
O
ロ
ロ
ゆ
〈
E
o
は
、
7
1

コ
l

が
「
知
の
考

古
学
」
に
お
い
て
主
体
の
問
題
を
大
々
的
に
提
起
し
つ
つ
も
掘
り
下
げ
き

れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
『
知
の
考
古
学
」

に
お
い
て
主
体
は
、
「
歴
史
と
言
説
の
効
果
（
O
B
Z
）
」
で
し
か
な
い
か

{5
) 

ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
監
視
と
処
罰
』
で
は
、
主
体
抜
き
の
言

説
の
自
律
性
と
い
う
考
え
は
影
を
潜
め
、
主
体
と
権
力
と
の
関
わ
り
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て

T
0
2
0
1
回
O
ロ
5
i
r

は
、
『
知
の

考
古
学
」
と
「
監
視
と
処
罰
」
の
違
い
が
、
主
体
の
問
題
を
コ
歴
史
と

言
説
の
］
効
果
の
次
元
か
ら
［
権
力
の
装
置
の
］
目
的

z
a
o
Z）
の
次
元

(6
) 

へ
と
移
行
し
た
」
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
の
引
用
を
見
て

み
よ
う
。「

規
律
・
訓
練
は
、
個
人
を
「
作
り
出
す
」
。
規
律
・
訓
練
は
、
権

力
行
使
の
対
象
・
客
体
（

o
z
o乙
で
あ
る
と
同
時
に
道
具
で
あ
る
よ

う
な
個
人
を
権
力
自
ら
に
も
た
ら
す
特
殊
な
技
術
で
あ
る
。
」
（
匂
－

U
・
ロ
N
／
一
七
五
頁
）

先
の
引
用
と
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
個

人
」
と
は
「
主
体
」
と
も
読
み
替
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
規

律
・
訓
練
を
通
じ
て
人
に
働
き
か
け
、
主
体
・
個
人
を
作
り
出
す
権
力
は

「
規
律
権
力
（
℃OE
O
－
『
在ω
n
e－
－
ロ
包
詰
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
受
刑
者
の
身
体

の
扱
い
を
通
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
は
、
規
律
・
訓
練
と
い
う
形
で
権
力

が
可
視
化
さ
れ
る
場
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
。
系
譜
学
と
い
う
方
法
論
の

中
に
身
体
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
フ

l

コ
l

は
、
主
体
を
作
り
出
す
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権
力
の
働
き
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

考
古
学
と
系
譜
学

フーコーの方法論における主体の位置づけ

以
上
二
節
を
通
じ
て
、
主
体
の
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
考
古
学
と
系

譜
学
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
、
冒
頭
の
問
い
に
戻
っ
て
、

両
者
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
示
し
た
い
。

ま
ず
主
体
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
「
知
の
考
古
学
」

で
は
、
主
体
が
言
説
の
効
果
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
主
体
観
を
前
提
し
て

い
た
。
し
か
し
、
考
古
学
は
言
説
を
そ
の
実
証
性
の
水
準
で
分
析
す
る
た

め
、
主
体
を
言
説
分
析
の
方
法
か
ら
は
除
外
す
る
。
さ
ら
に
、
記
述
の
理

論
に
と
ど
ま
る
考
古
学
は
、
言
説
が
ど
の
よ
う
に
主
体
を
作
り
あ
げ
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
も
不
問
に
付
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

言
説
そ
れ
自
体
の
存
在
の
み
を
対
象
と
す
る
考
古
学
に
対
し
て
、
系
譜

学
は
一
一
百
説
だ
け
で
な
く
、
言
説
の
実
践
や
非
言
説
的
実
践
が
影
響
を
与
え

影
響
を
刻
む
対
象
と
し
て
身
体
も
分
析
の
対
象
と
す
る
。
身
体
は
権
力
が

作
用
し
、
主
体
が
作
ら
れ
る
場
と
捉
え
ら
れ
、
権
力
の
働
き
お
よ
び
権
力

に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
主
体
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
具
体
的

に
言
え
ば
、
『
監
視
と
処
罰
」
の
場
合
は
、
規
律
・
訓
練
が
身
体
に
働
き

か
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
主
体
が
作
ら
れ
る
の
か
と
い
う
過

程
が
描
か
れ
る
。
こ
う
し
て
系
譜
学
は
『
知
の
考
古
学
」
ま
で
の
考
古
学

が
問
題
に
は
し
え
な
か
っ
た
、
権
力
に
よ
る
主
体
の
作
ら
れ
方
を
明
ら
か

に
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
方
法
に
お
い
て
も
「
作
ら
れ
る
主
体
」
と
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い
う
主
体
観
が
取
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
描
き
う
る
か
否
か
が
両

者
の
大
き
な
違
い
で
あ
っ
た
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
考
古
学
が
あ
る
時
点
に
お
け
る
主
体
を
生
み

出
す
言
説
の
記
述
に
と
ど
ま
る
一
方
で
、
系
譜
学
は
そ
の
主
体
が
生
み
出

さ
れ
る
時
間
の
流
れ
の
中
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
過
程
を
描
き
出
す
。
し
か

し
、
両
者
は
完
全
に
分
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
体
が
ど
の
よ
う

で
あ
る
か
を
記
述
す
る
た
め
に
考
古
学
は
系
譜
学
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
系
譜
学
は
、
方
法
論
の
前
提
と
し
て
考
古
学
を
必
要
と
す

る
。
し
か
し
、
考
古
学
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
、
フ

l

コ
l

が
目
指
す
批

判
に
は
届
か
な
い
。
時
間
の
流
れ
の
中
で
過
程
を
描
き
出
し
て
こ
そ
、
そ

の
過
程
自
体
が
偶
然
の
産
物
で
あ
り
根
拠
を
持
た
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

そ
う
し
て
始
め
て
、
系
譜
学
は
批
判
の
機
能
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
記
述
の
対
象
の
違
い
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
フ
l

コ
l

は

「
考
古
学
が
記
述
し
よ
う
と
試
み
る
の
は
、
特
殊
な
構
造
に
お
け
る
学

（ω
巳
g
g

）
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
知
（

g
〈
0
5

の
領
域
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
〉
ω
－u
・N
g
／
二
九
六
頁
）
。
考
古
学
は
、
一
一
白
説
、

ひ
い
て
は
知
を
記
述
の
対
象
と
す
る
。
フ

l

コ
！
が
実
際
に
記
述
し
た
の

は
人
文
科
学
の
言
説
で
あ
る
が
、
考
古
学
の
対
象
が
学
と
し
て
の
言
説
に

限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
フ
l

コ
l

は
「
精
神
病
理
学
」

や
「
経
済
学
」
と
い
っ
た
既
存
の
学
の
統
一
性
す
ら
宙
づ
り
に
す
る
か
ら

で
あ
る
（
〉
∞
－U
・
お
／
四
三
頁
）
。
他
方
、
系
譜
学
は
、
す
で
に
見
て
き
た

よ
う
に
主
体
を
作
り
出
す
権
力
の
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼

が
あ
っ
た
。
考
古
学
は
知
の
あ
り
方
を
、
系
譜
学
は
権
力
の
働
き
方
を
、
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と
い
う
わ
か
り
や
す
い
対
象
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、

フ
！
コ

l

は
知
と
権
力
を
ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

公募論文

「
要
す
る
に
、
身
体
の
政
治
的
技
術
を
出
発
点
と
し
て
処
罰
の
方

法
の
変
還
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
力
関
係
と
対
象
の
関
連
に

も
共
通
す
る
歴
史
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、

権
力
の
技
術
と
し
て
の
刑
罰
の
緩
和
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
か
に
し
て
人
間
、
精
神
、
正
常
な
個
人
と
異
常
な
個
人
な
ど
が
刑

罰
と
い
う
介
入
の
対
象
と
し
て
、
犯
罪
と
重
な
り
合
う
よ
う
に
な
っ

た
の
か
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
い
か
に
し
て
特
殊
な
主

体
化
・
従
属
化
の
様
式
が
「
学
問
的
」
地
位
を
持
つ
言
説
の
た
め
の

知
の
対
象
と
し
て
の
人
間
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
も
理

解
で
き
る
だ
ろ
う
。
」
G
T・3
・
槌
占
／
二
八
頁
）

こ
こ
で
は
、
知
が
権
力
の
影
響
を
受
け
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
考
古
学
が
記
述
す
る
知
は
権
力
と
結
び
つ
く
。
権
力
の
記
述

を
通
し
て
、
系
譜
学
は
考
古
学
の
記
述
の
対
象
を
も
包
括
す
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。結

論

本
論
で
は
、
考
古
学
と
系
譜
学
の
主
体
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
て
き
た
。

従
来
の
フ
l

コ
l

研
究
の
多
く
は
、
「
知
の
考
古
学
」
か
ら
「
権
力
の
系

諮
学
」
へ
移
行
す
る
と
い
う
、
思
想
上
の
断
絶
を
前
提
と
し
て
い
た
。
し

か
し
、
第
三
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
系
譜
学
は
方
法
の
前
提
と
し
て
考
古

学
を
必
要
と
す
る
。
系
譜
学
は
、
考
古
学
に
よ
る
出
来
事
の
記
述
を
ふ
ま

え
て
、
ど
の
よ
う
に
出
来
事
が
生
み
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
過
程
を
描
き

出
し
、
出
来
事
の
生
成
自
体
が
偶
然
の
産
物
で
あ
り
根
拠
を
持
た
な
い
こ

と
を
示
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
系
譜
学
は
批
判
の
方
法
た
り
得
る
。
国
頭
に

挙
げ
た
、
「
批
判
は
、
目
的
性
に
お
い
て
系
譜
学
的
で
あ
り
、
方
法
に
お

い
て
考
古
学
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
系
譜
学
と
考
古

学
の
補
完
関
係
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
フ
l

コ
l

の
方
法
論
の
展

開
は
連
続
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
二
O

一
二
年
に
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出

し
た
博
士
論
文
「
ミ
・
ン
エ
ル
・
フl
コ
l

の
方
法
論
の
研
究
」
の
一
部
を
改

編
し
た
も
の
で
あ
る
。

注（l
）
冨
・
司o
c
s
c

－
円
・20
z

．

2

マ
B
o
z
o
－g
F
Z
E
一
骨g
z
E
b
凡
な
え
品
川
町
、
凡
な
・

同
・
円
〈
・
ロ
－

u
o向
。
コ2

『
・
何
者ω
E
（
包ω
）
・
の
と
一
一
ヨ

m
a
・
邑
宏
－U
・
印
吋
一
・
邦

訳
一
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
、
石
田
英
敬
訳
、
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

コ
l

思

考
集
成
」
第
十
巻
、
筑
摩
書
房
、
二
O
O
二
年
所
収
、
二
O
頁
。
引
用

の
際
は
原
典
の
ペ
ー
ジ
数
と
邦
訳
の
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
。
な
お
、
本
論

文
内
の
引
用
は
す
べ
て
、
邦
訳
を
適
宜
参
照
し
つ
つ
相
揮
が
翻
訳
し
た

も
の
で
、
〔
］
内
は
相
津
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

（2
）
冨
・
司
o
c
s
c
－
？
ト
ザ
耳
、wE
3
hた
え
た
包
S
R

の
ω
＝g
R
色
－E
a
u－
邦



フーコーの方法論における主体の位置づけ135 

訳
一
『
知
の
考
古
学
』
（
新
装
新
版
）
、
中
村
雄
二
郎
訳
、
河
出
書
房
新

社
、
二
O
O
六
年
。
以
下
、
A
S

と
略
記
す
る
。

（3
）
玄
・
司
o
z
g
c
F
s
Z
O
R
R
E
O
－
－ω
R
E
E
Z
E
o
－
－
．
E
巳
包
括
s
E
b
E

ミ

号
』
‘
凡
な
・
円
・
口
・
ロ
・
ロ

0
向
。2
2

司
・
何
毛
色
向
田
（
邑
ω
）
・U
円V－
E
－
ー
－8

・

の
包
－g
R
色
・5
宏
・
邦
訳
一
「
ニl
チ
ェ
、
歴
史
、
系
譜
学
」
、
伊
藤
晃

訳
、
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フl
コ
l

思
考
集
成
』
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一

九
九
九
年
、
一
一
｜
三
八
頁
。
以
下
、
本
文
中
で
は
「
ニ
l

チ
ェ
論

文
」
、
脚
注
で
は
N
G
H

と
略
記
す
る
。

（4
）
玄
・
3
z
g
z
F
M山
同
町
、
足
止
な
ミ
ミ
ミ
ミ
『
・
の
住
吉
向
島
・

5
a
・
邦
訳
一
「
監

獄
の
誕
生
｜
｜
監
視
と
処
前
｜
｜
」
、
田
村
侃
訳
、
新
潮
社
、
一
九
九

七
年
。
以
下
、
S
P

と
略
記
す
る
。

（5
）
玄
．
目
》
。
門
円
巾

l

回
。
ロ
ロ
。
〈
－
＝
一
伶
．
〉
向
凡
内
訟
内
～
可
。

H
h門
ぬ
弐
～
町
．
～
〈
ミ
弐
』
．

～
話
町
．
M
句
。
凡
可
偽
．
－

M
B
E
g
s
－g

門
店
一
『
g

号
日
J
8
8
・
N
g
品
・
℃
・
5
吋
・

（6
）
目
u
O円
円
。l回
0
3
5

〈
＝
芯
（N
g
s－u
・
日
記
・

（7
）
フ
l

コ
l

の
権
力
概
念
自
体
が
伝
統
的
な
「
権
力
」
概
念
へ
の
ア
ン

チ
テ
l

ゼ
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
。
国
内
の
研
究

と
し
て
、
閑
良
徳
「
フ
l

コ
l

の
権
力
論
と
自
由
論
」
、
勤
草
啓
一
防
、

二
O
O

一
年
も
参
照
せ
よ
。
な
お
、
権
力
論
と
方
法
論
の
連
関
に
つ
い

て
は
拙
稿
「
フ
l

コ
l

『
知
へ
の
意
志
」
に
お
け
る
方
法
」
、
「
倫
理
学

研
究
』
第
三
七
号
、
二
O
O

七
年
、
一
二
ハ
｜
二
二
六
頁
に
て
論
じ
た
。

（8
）
「
知
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
る
一
百
説
的
実
践
に
よ

っ
て
規
則
的
な
仕
方
で
形
成
さ
れ
、
学
を
構
成
す
る
の
に
不
可
欠
で
あ

る
よ
う
な
要
素
の
総
体
は
、
｜
｜
た
と
え
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
学
を
生

じ
さ
せ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
も
｜
｜
我
々
が
知

と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
知
は
、
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
と
し

て
見
出
さ
れ
る
言
説
的
実
践
の
う
ち
で
語
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
」

（
〉
∞
・
℃
－

N
ω∞
／
二
七
六
頁
）

（9
）
Z
S

は
、
「
規
律
・
訓
練
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、

知
と
権
力
の
結
び
つ
き
を
描
く
た
め
に
不
可
欠
な
「
主
体
化
・
従
属

化
」
と
「
客
体
化
」
と
い
う
考
え
が
可
能
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

回
・z
s
・
トJ
C
H
M
句
。
～
。
h
N
K
M
W
N
S
Q

た
岳
民
間
き
．
与
え
3
R
S
F
E

・
』
身
。
ョ
。

玄
＝
一oロ
・
5
8
・

あ
い
ざ
わ

の
ぷ
よ
・
東
京
経
済
大
学
）




