
フ

ン

ス

学

派

と

歴

史

地

理

学

-フ

谷

式

雄

同

偉
大
な
人
文
地
理
学
者
、
グ
ィ
ダ
ル
・
ド
ゥ
・
ラ
・
ブ
ラ
l
シ
ュ
を
祖
と
し
、
そ
の
特
色
が
、
地
誌
研
究
に
お
け
る
輝
か
し
い
諸
業
蹟

と
と
も
に
、
歴
史
的
素
養
の
深
さ
に
あ
る
と
さ
れ
る
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
学
派
①
に
あ
っ
て
、
歴
史
地
理
学
が
さ
ほ
ど
振
っ
て
い
る
よ
う
に

み
え
な
い
の
は
、
筆
者
が
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
に
、
も
っ
と
も
意
外
な
印
象
を
受
け
た
こ
と
が
ら
の
一
つ
で
あ
る
o

海
峡
を
西
へ
越
え
た
白

フランス学派と歴史地学

崖
の
国
で
は
、
ダ
l
ピ
イ
を
始
め
、
多
く
の
学
者
が
輩
出
し
て
、
着
々
と
成
果
を
挙
げ
て
い
る
の
に
ひ
き
か
え
、
か
つ
て
デ
イ
オ
ン
が
、

し、

「
歴
史
の
古
い
フ
ラ
ン
ス
こ
そ
、
文
献
の
豊
富
さ
、
新
し
い
研
究
の
広
汎
な
可
能
性
に
お
い
て
、
歴
史
地
理
学
の
も
っ
と
も
有
用
な
舞
台

で
あ
る
@
と
述
べ
て
い
る
こ
の
固
に
お
い
て
、
歴
史
地
理
学
関
係
の
専
門
書
と
さ
れ
る
も
の
が
、
予
想
外
に
少
な
い
の
は
、
ど
う
い
う
わ

け
で
あ
ろ
う
か
。

ル
グ
ル
ー
プ
マ
ン

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
こ
の
国
特
有
の
教
育
制
度
に
、
も
う
一
つ
は
、
地
理
学
の
再
組
織
に
か
ら
む
事
情
に
、
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思

フ
ラ
ン
ス
の
初
等
教
育
に
お
い
て
は
、

わ
れ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、

一

-
E
I二
時
間
が
、
リ
セ
ー
に
お
い
て
は
三
時
間
が
、
歴
史
と
地
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理
の
学
習
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
日
本
の
よ
う
に
社
会
科
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
、
系
統
学
習
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
の

間
に
密
接
な
連
関
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
大
学
の
リ
サ
ン
ス
の
課
程
に
お
い
て
、
高
等
教
員
の
免
状
わ
〉
句
何
回



を
得
ょ
う
と
す
る
に
は
、
地
理
学
と
同
程
度
に
歴
史
学
の
単
位
を
履
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
理
学
の
講
義
に
お
い
て
、
歴
史
に
誼
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蓄
を
傾
け
る
教
授
が
お
り
、
歴
史
学
の
研
究
所
に
製
図
室
が
附
設
さ
れ
て
い
る
の
も
、
右
の
よ
う
な
教
育
制
度
の
下
に
成
長
し
て
来
た
研

究
者
に
と
っ
て
は
、
至
極
当
然
と
し
て
受
取
ら
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
と
地
理
と
が
何
ら
の
心

い
わ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
に
一
対
を
な
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
来
た
一
般
的
環
境
は
、
両
者
の
境
界
を
不
分
明
の
ま

理
的
抵
抗
も
な
く
、

ま
で
温
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
ぎ
り
ぎ
り
の
線
に
お
い
て
地
理
を
歴
史
に
対
決
さ
せ
、
そ
の
グ
レ
ン
ツ
に
関
す
る
徹
底
し
た
思
索
の
中
か

ら
、
歴
史
地
理
学
の
成
立
根
拠
を
見
出
し
て
く
る
と
い
う
基
本
的
手
続
き
を
、
な
お
ざ
り
に
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
存

在
す
る
の
は
歴
史
か
地
理
か
で
あ
り
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
程
度
に
学
習
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
と
新
し
く
「
歴
史
地
理
」
を
主
張
し
な
く
と

も
:
:
:
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
、
英
・
米
・
独
・
壊
諸
国
の
傾
向
に
反
し
て
、
地
理
掌
科
の
中
に
歴
史
地
理
学
の
講
座
を
設
置
す
る
と

こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
歴
史
地
理
学
の
体
系
樹
立
へ
向
つ
て
の
積
極
的
意
欲
が
少
な
い
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

一
九
二
三
年
は
、
か
つ
て
ヴ
ィ
ダ
ル
が
旧
来
の
地
名
学
的
・
百
科
辞
書
的
傾
向
を
打
破
し
て
、
地
理
学
を
大
転
回
せ
し
め
た
今
世
紀
の

初
頭
に
も
比
す
べ
き
、
ま
さ
に
劃
期
的
な
年
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
地
理
学
研
究
所
が
開
設
さ
れ
、
今
ま
で
地

質
学
・
地
球
物
理
学
・
気
象
学
等
に
分
属
し
て
い
た
自
然
地
理
学
と
、
歴
史
学
の
侍
女
に
甘
ん
じ
て
来
た
人
文
地
理
学
並
び
に
地
誌
は
、

こ
こ
に
再
組
織
さ
れ
、
名
実
と
も
に
ユ
ニ
テ
ー
ル
な
近
代
地
理
学
が
、
文
学
部
の
枠
の
中
で
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

関
す
る
最
大
の
功
績
は
、
文
学
と
理
学
と
の
二
つ
の
タ
イ
ト
ル
を
合
わ
せ
持
つ
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ド
ウ
・
マ
ル
ト
ン
ヌ
に
帰
せ
ら
れ
よ

内
ノ
③

O

い
い
か
え
れ
ば
、

人
文
地
理
学
は
、

自
然
地
理
学
と
合
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

永
い
聞
に
わ
た
る
史
学
へ
の
従
属
か
ら
脱
却

し
、
み
ず
か
ら
の
独
立
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
自
然
地
理
学
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら

が
、
文
学
部
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
際
と
く
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

ひ
と
た
び
独
立
の



味
を
覚
え
た
も
の
は
、
旧
主
か
ら
で
き
う
る
限
り
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
。
専
攻
の
学
者
の
胸
中
深
く
に
潜
む
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
に
対

す
る
無
意
識
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
の
不
振
を
も
た
ら
し
た
、
も
う
一
つ
の
理
由
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

不
振
:
:
:
こ
れ
は
他
の
分
野
と
比
較
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
地
理
学
は
、
こ
の
固
に
お
い
て
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
し
、
新
し
い
傾
向
の
芽
生
え
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
以
下
筆
者
は
、
地
理
学
界
・
歴
史
学
界
・
本
来
の
歴
史
地
理
学
界
の
三

つ
に
分
け
て
、
こ
の
方
面
に
つ
い
て
の
諸
業
蹟
や
傾
向
を
辿
る
こ
と
に
し
た
い
。

歴
史
学
な
い
し
は
地
理
学
に
お
け
る
歴
史
的
方
法
に
対
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
学
派
の
中
に
は
、
相
反
す
る
二
つ
の
態
度
が
み
ら
れ
る
。

ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
ゥ
マ
ン
ジ
ョ
ン
、

一
九
四

O
年
に
パ
リ
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
こ
の
ヴ
ィ
ダ
ル
の
高
弟
こ
そ
、
史
学
に
精
通
し
、
人

文
地
理
学
に
お
け
る
歴
史
的
方
法
を
強
調
し
た
傾
向
の
代
表
者
た
る
名
を
、
恥
か
し
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
八
七
二
年
に
東
ノ
ル
マ
ン
デ

フランス学派と歴史地学

ィ
の
一
農
村
に
生
ま
れ
た
彼
は
、
長
ず
る
に
及
び
、

エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ

l
ル
・
シ
ュ
ペ
リ
ュ

l
ル
に
お
い
て
歴
史
と
地
理
と
を
学
び
、

卒
業
後
リ
セ

l
の
教
育
に
従
う
と
と
も
に
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
平
原
の
フ
ィ
ル
ド
ワ

1
ク
に
、
若
い
情
熱
を
傾
け
た
。
そ
の
後
再
び
パ
リ
に
戻

V
ユ
ル
ヴ
エ
イ
ア
ジ

り
、
学
生
監
と
し
て
の
四
年
を
送
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
聞
の
生
活
の
半
ば
は
、
自
然
地
理
の
問
題
の
解
明
に
必
要
な
自
然
科
学
、
と
く

に
地
質
学
の
学
習
に
宛
て
ら
れ
、
他
は
人
文
地
理
学
の
基
礎
的
教
養
を
な
す
歴
史
学
の
知
識
を
補
う
た
め
に
用
い
ら
れ
た
④
O

こ
の
よ
う

に
広
い
教
養
と
綿
密
な
実
態
調
査
が
、
地
誌
の
モ
デ
ル
と
ま
で
い
わ
れ
た
「
ピ
カ
ル
デ
ィ
平
野
@
」
に
結
目
問
す
る
の
で
あ
る
が
、
師
の
ヴ

ィ
ダ
ル
に
捧
げ
ら
れ
た
こ
の
博
士
論
文
が
、
地
理
学
の
立
場
か
ら
古
文
書
を
い
か
に
取
扱
う
べ
き
か
を
考
察
し
た
書
@
を
、
副
論
文
と
し
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て
い
る
こ
と
は
、
甚
だ
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
地
理
学
と
古
文
書
、
地
理
学
的
観
点
か
ら
の
国
立
史
料
館
蔵
諾
文
書
の
検
討
、
古

文
書
の
観
点
か
ら
の
地
理
学
的
諸
問
題
の
検
討
、
以
上
三
部
か
ら
成
る
本
書
は
、
筆
者
も
と
き
お
り
世
話
に
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
ア
ル
シ



り

か

た

l
ヴ
・
ナ
シ
ョ
ナ

l
ル
に
関
す
る
も
の
で
、
地
方
文
書
に
は
触
れ
な
い
が
、
地
理
学
徒
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
古
文
書
が
存
在
し
、
そ
れ
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は
い
か
に
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
れ
の
研
究
か
ら
自
然
の
改
善
・
生
産
活
動
・
人
口
等
の
地
理
学
的
な
諸
問
題
が
、

い
か
に
解

明
さ
れ
る
か
を
示
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
地
理
学
者
に
し
て
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
歴
史
家
に
匹
敵
す
る
能
力
を
も
っ
彼

は
、
本
書
に
よ
っ
て
、
史
家
に
手
慣
れ
た
研
究
方
法
を
、
科
学
的
地
理
学
の
中
に
合
理
的
に
導
入
す
る
道
を
聞
い
た
と
い
え
よ
う
。

ひ
と
た
び
リ
ー
ル
に
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
六
年
間
を
過
し
た
ド
ゥ
マ
ン
ジ
ョ
ン
は
、

一
九
一
一
年
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
迎
え
ら
れ
、
以
後
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
地
誌
、
農
村
集
落
研
究
等
に
精
力
的
な
活
躍
を
示
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
ね
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の

文
章
の
随
所
に
、
深
い
歴
史
的
教
養
を
容
易
に
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
彼
は
フ
ラ
ン
ス
学
派
の
例
に
も
れ
ず
、

理
論
の
構
成

よ
り
も
実
証
的
研
究
を
尊
重
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
理
学
と
歴
史
学
と
の
関
係
と
か
歴
史
地
理
学
の
意
義
と
か
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ

た
見
解
を
、
彼
が
生
前
に
著
わ
し
た
筆
の
あ
と
か
ら
辿
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
幸
い
に
も
遺
稿
と
し
て
後
日
に
発
表
さ
れ
た
「
人
文
地

理
学
の
定
義
」
⑦
の
中
に
は
、
こ
の
方
面
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
知
り
う
る
手
掛
り
が
残
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
人
文
地
理
学
の
方
法
と
し

て
三
つ
の
原
理
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
第
三
が
、
諸
事
実
の
進
化
を
考
究
し
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
、

つ
ま
り
歴
史
に
た
よ
る
方
法
で

あ
る
。
多
く
の
事
実
は
、
現
在
と
と
も
に
過
去
に
機
能
さ
れ
て
い
る
。
年
代
の
概
念
、
進
化
の
概
念
は
、
地
理
学
に
と
っ
て
必
須
の
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
現
に
存
在
す
る
も
の
の
理
由
づ
け
は
不
可
能
で
あ
る
o

地
理
学
者
は
、
観
察
す
る
諸
事
実
を
説
明
す
る
た

め
に
、
そ
れ
ら
を
合
理
的
に
空
間
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
満
足
す
べ
き
で
な
く
、
そ
れ
を
歴
史
の
中
に
投
影
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ

る
と
、
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
地
理
学
に
お
け
る
歴
史
的
方
法
の
重
視
と
そ
の
実
証
は
、
歴
史
地
理
学
の
理
論
づ
け
と
は
直
接
関
係
が
な
い
。
だ
が
そ

れ
の
有
用
性
を
示
す
一
つ
の
証
拠
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

フ
ラ
ン
ス
学
派
の
中
で
も
、
と
く
に
人
文



地
理
学
を
専
攻
す
る
学
者
の
聞
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ド
ウ
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
女

婿
ペ
ル
ピ
ィ
ユ
教
授
の
著
書
に
お
い
て
、
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
o
同
教
授
の
歴
史
的
知
識
の
豊
富
な
こ
と
は
、
定
評
の
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
リ
ム

l
ザ
ン
地
方
を
取
扱
っ
た
博
士
論
文
が
、
自
然
地
理
書
で
あ
り
な
が
ら
、
最
後
の
一
章
は
リ
ム

l
ザ
ン
の
概
念
の
歴

史
的
発
展
に
関
す
る
考
察
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
@
o
同
時
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
地
方
の
農
村
景
観
に
関
す
る
研
究
@
は
、
土
地

台
帳
の
分
析
に
基
い
て
、
現
在
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
土
地
刺
用
の
発
達
に
つ
い
て
の
労
作
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
至

れ
ば
、
も
は
や
完
全
な
歴
史
地
理
学
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
同
じ
傾
向
を
農
村
集
落
並
び
に
農
地
構
造
の
研
究
で
知
ら

れ
た

A
・
メ
イ
ニ
エ
や
E
・
ジ
ュ
イ
ア

1
ル
の
中
に
み
い
だ
し
う
る
し
、
ま
た
若
い
自
然
地
理
学
者
に
し
て
、
古
文
書
の
利
用
に
優
れ
た

才
能
を
持
つ
も
の
さ
え
筆
者
は
知
っ
て
い
る
。

フランス学派と歴史地学

地
理
学
に
お
け
る
歴
史
的
方
法
を
尊
重
す
る
、

い
わ
ば
伝
統
的
な
立
場
に
対
し
、
地
理
学
か
ら
で
き
る
だ
け
歴
史
的
な
も
の
を
排
除
し

ょ
う
と
す
る
傾
向
も
、

一
つ
の
流
れ
を
形
成
し
て
い
る
。
前
者
が
人
文
地
理
学
の
畑
の
主
流
を
な
す
と
す
れ
ば
、
後
者
は
自
然
地
理
学
者

の
中
に
往
々
み
ら
れ
る
態
度
で
あ
る
。
現
存
の
地
形
学
者
の
総
帥
と
で
も
い
っ
た
地
位
を
占
め
る
ア
ン
ド
レ
・
シ
ョ
レ
ー
こ
そ
、
そ
の
代

表
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
主
張
し
て
お
り
、
そ
れ
が
た
と
え
ば
農
地
構
造
と
農
村
経
済
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ

イ
の
中
に
、
極
端
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
⑬
O

彼
は
そ
の
中
で
、
農
地
構
造
と
農
村
集
落
と
は
必
ら
ず
し
も
対
応
せ
ず
、

し
か
も
そ
の

背
後
に
は
常
に
自
然
が
控
え
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
か
つ
て
の
ド
ゥ
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
主
張
@
に
対
し
、
暗
に
否
定
的
な
見
解
を
ほ
の
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め
か
し
た
の
ち
、
大
要
っ
さ
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
農
業
活
動
な
る
も
の
は
、
自
然
・
生
物
的
・
人
文
的
・
政
治
・
経
済
的
な
諸
条
件
に

定
規
さ
れ
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
外
部
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
が
、
地
表
空
間
の
占
居
・
力
動
的
な



空
間
的
拡
大
・
そ
れ
の
循
環
的
あ
る
い
は
非
循
環
的
進
化
と
な
る
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
事
実
を
解
明
す
る
方
法
と
し
て
は
、
歴
史
学
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的
方
法
と
生
物
学
的
方
法
と
が
あ
る
。
今
ま
で
地
理
学
で
は
、
社
会
経
済
史
家
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
強
い
影
響
を
受
け
て
、
歴
史
的
方

法
の
み
が
用
い
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
料
と
す
る
文
献
の
所
在
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
全
地
表
を
お
お

う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
対
象
を
空
間
的
に
調
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
が
空
間
的
に
制
限
さ
れ
て
い
な
い
も

の
を
対
象
と
す
る
生
物
学
的
方
法
こ
そ
、
全
世
界
に
豆
る
地
理
的
研
究
を
可
能
に
す
る
正
当
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
右
の
よ
う
な
説
の
当

否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
学
派
に
と
っ
て
必
ら
ず
し
も
明
確
に
定
義
づ
け
ら
れ
ず
、

い
わ
ば
惰
性
的
に
用
い
ら
れ
来
っ
た
歴

史
的
方
法
は
、

シ
ョ
レ

l
の
投
じ
た
一
石
に
よ
っ
て
、
深
い
反
省
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
う
。

地
理
学
界
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
と
も
い
う
べ
き
歴
史
的
素
養
の
要
求
と
歴
史
的
方
法
の
尊
重
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
の
意
識

的
な
離
脱
が
根
強
く
試
み
ら
れ
て
い
る
の
に
反
し
、
歴
史
学
界
の
側
で
は
、
地
理
学
へ
の
接
近
あ
る
い
は
そ
れ
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
傾

向
さ
え
み
ら
れ
る
の
は
、

日
本
の
現
状
に
顧
み
て
、
筆
者
が
多
少
と
も
驚
き
と
羨
望
を
感
じ
た
と
と
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
社
会
経
済
史
学

界
に
お
い
て
、
こ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。

マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
農
村
史
に
関
す
る
名
著
@
が
、

シ
オ
ン
、

ア
リ

ス
、
ア
ル
ボ
ス
、
"
フ
ラ
ン
シ
ャ

l
ル
、
ド
ゥ
マ
ン
ラ
ヨ
ン
、

フ
ォ

1
シ
ェ
等
地
理
学
者
に
よ
る
詳
細
な
地
誌
研
究
を
、
充
分
に
そ
し
ゃ
く

し
、
自
己
の
血
肉
と
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
な
お
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
ま
た
ル
シ
ア
ン
・
フ
ェ

l
ヴ
ル
が
、
地
理
学
に
対

し
て
な
み
な
み
な
ら
ぬ
理
解
を
示
し
て
い
る
の
は
、
「
大
地
と
人
類
の
進
化
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
証
拠
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
⑬
。
す
で

に
他
界
し
た
こ
の
二
人
の
碩
学
(
げ
パ
門
川
一
.
一
布
団
畑
梓
)
が
、
一
九
二
九
年
に
始
め
た
〉
ロ
ロ

m
u
m
-
gロ。
Egtlm。
己
主

l
c
i
-

U
釦
昨
日
。
ロ
叩
は
、
社
会
経
済
史
関
係
の
雑
誌

ω従
刊
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
し
ば
し
ば
地
理
学
関
係
の
論
文
が
収
載
さ
れ
、



ま
た
こ
の
方
面
の
学
界
動
向
が
、

フ
ェ

l
ヴ
ル
そ
の
他
に
よ
っ
て
概
観
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
人
の
創
立
者
に
指
導
さ
れ
た
史
学
界
全
体

の
地
理
学
に
対
す
る
深
い
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

時
代
は
移
っ
た
。
し
か
し
ア
ナ

1
ル
は
続
き
、

フ
ェ

l
ヴ
ル
の
精
神
は
常
に
生
き
て
い
る
⑬
O

創
始
者
な
、
き
跡
を
受
け
つ
ぎ
、
広
汎
な

活
動
に
よ
っ
て
、
こ
の
雑
誌
を
し
て
、
学
界
に
不
動
の
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
主
宰
者
の
一
人
が
、
ォ
l
ト
・
エ
チ
ュ
ー
ド
の
エ
コ
ー
ル

歴
史
地
理
学

プ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
所
長
を
勤
め
る
、

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ

l
デ
ル
で
あ
る
。

こ
の
白
髪
温
容
な
教
授
の
芳
え
に
よ
れ
ば
、

は
、
歴
史
・
経
済
・
社
会
・
地
理
の
す
べ
て
を
包
含
し
た
よ
う
な
、
ま
こ
と
に
幅
の
広
い
も
の
で
あ
る
。
彼
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
二
世
時
代
の

地
中
海
世
界
を
取
扱
っ
た
名
著
⑮
の
中
で
、
格
調
の
高
い
筆
を
も
っ
て
、

ジ
ェ
オ
イ
ヌ
ト
ア
ー
ル
(
地
歴
史
学
)
を
主
張
す
る
。
彼
の
述

べ
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
と
の
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な
い
科
学
は
、
歴
史
の
決
定
論
的
な
解
釈
で
も
な
け
れ
ば
、
ゲ
オ
ポ
リ
テ
ィ

l
ク
を
ま

ね
た
も
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
今
ま
で
の
伝
統
的
な
歴
史
地
理
学
が
、
単
に
国
境
や
行
政
区
劃
の
変
遷
な
ど
を
問
題
と
す
る
に
留
ま
っ

フランス学派と歴史地学

た
の
に
反
し
、
新
し
い
ジ
ェ
オ
イ
ス
ト
ア
ー
ル
は
、
気
候
か
ら
、
土
壊
・
植
物
・
動
物
・
生
活
様
式
等
に
至
る
ま
で
の
万
般
を
取
扱
う
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
本
当
の
人
文
地
理
学
で
あ
る
。
地
理
学
者
は
も
っ
と
時
聞
を
、
歴
史
学
者
は
も
っ
と
空
聞
を
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
両
科
学
は
一
点
に
集
中
の
。
ロ
4
R
m
oロ
の
ゆ
き
る
べ
き
で
あ
る
。
時
間
と
い
い
、
空
間
と
い
う
も
、
そ

れ
ら
は
単
に
認
識
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
目
標
は
人
間
に
あ
っ
て
、
空
間
も
時
間
も
、
入
聞
の
属

性
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
が
、

フ
ェ

l
ヴ
ル
に
捧
げ
ら
れ
た
大
著
の
主
張
で
あ
る
。
。
フ
ロ

I
デ
ル
は
、
そ
れ
を
実
証
す
る
た
め
に
地
中
、
海
を
選
ん
だ
。
そ
う
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し
て
か
か
る
見
解
は
、
あ
た
か
も
離
れ
よ
う
と
す
る
地
理
学
の
上
に
大
き
い
網
を
か
ぶ
せ
て
、
手
元
に
た
ぐ
ろ
う
と
す
る
感
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
に
対
し
て
、
歴
史
の
方
か
ら
も
、
地
理
の
方
か
ら
も
、
永
い
間
ほ
と
ん
ど
反
響
ら
し
い
も
の
は
あ
ら
わ
れ
な
か

っ
た
。
よ
う
や
く
一
九
五
六
年
に
至
っ
て
、

ア
ル
ザ
ス
の
地
理
学
者
エ
チ
ア
ン
・
ジ
ュ
イ
ア

l
ル
が
、

フ
ラ
ン
ス
学
派
の
最
大
公
約
数
的

な
批
判
的
見
解
を
、
表
明
す
る
め
ぐ
り
と
な
っ
た
⑮
。

彼
は
ま
ず
、

ツ
ェ
オ
イ
ス
ト
ア
ー
ル
の
主
張
に
対
す
る
反
響
が
、
あ
ま
り
無
か
っ
た
こ
と
を
確
か
め
、
歴
史
と
地
理
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
ダ
l
ビ
イ
が
い
う
ご
と
く
、
付
歴
史
学
に
役
立
て
ら
れ
る
地
理
学
、
同
過
去
の
地
理
学
、
同
地
理
学
に
役
立
て
ら
れ
る
歴
史
学
、
制
現

在
の
地
理
学
に
役
立
て
ら
れ
る
過
去
の
地
理
学
:
:
:
の
四
つ
の
ケ
I
ス
を
挙
げ
た
の
ち
、
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

す
な
わ
ち
、
ブ
ロ

l
デ
ル
の
「
人
間
」
に
せ
よ
、

ル
ラ
ヌ

l
の
「
社
会
」
に
せ
よ
、
そ
れ
を
綜
合
的
に
把
握
し
、
高
度
の
研
究
を
な
す

よ
う
な
、

「
一
種
の
ス
ー
パ
ー
社
会
科
学
」
の
樹
立
は
、
個
人
の
能
力
で
は
と
う
て
い
で
き
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
な
ブ

ロ
l
デ
ル
は
、
ま
れ
な
例
外
中
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

「
人
間
」
は
、
選
択
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
取
扱
い
え
な
い
0

フ
ラ
ン
ス
学
派
の
始

担
ヴ
ィ
ダ
ル
は
、
歴
史
学
か
ら
来
た
人
で
あ
る
が
、
彼
は
史
学
と
地
理
学
と
を
明
確
に
区
別
し
、
地
理
学
は
場
所
に
関
す
る
限
り
に
お
い

て
歴
史
的
事
件
を
と
り
あ
っ
か
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
言
し
て
い
る
@
o
ピ
エ

l
ル
・
グ
l
ル
ー
も
述
べ
る
如
く
、
人
聞
は
特
定
の

文
明
の
仲
介
に
よ
っ
て
自
然
環
境
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
理
学
者
は
人
聞
に
よ
る
空
間
経
営
の
諸
段
階
を
説
明
す
る
た
め
に

隣
接
科
学
と
く
に
歴
史
学
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
、
当
然
選
択
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
立

地
と
か
拡
が
り
と
か
の
観
点
、
局
所
的
・
地
域
的
差
違
の
研
究
の
面
か
ら
行
わ
れ
る
。
地
理
学
者
が
過
去
を
追
及
し
て
も
、
過
去
そ
れ
自

身
の
た
め
に
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
事
件
の
継
起
を
調
べ
る
わ
け
で
も
な
い
。

他
方
、
歴
史
学
者
は
、
今
ま
で
地
理
的
環
境
を
忘
れ
が
ち
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
不
変
の
枠
と
し
て
考
え
て
来
た
。
し
か
し
、
地
理



的
環
境
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
要
素
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
て
、

か
っ
そ
れ
は
不
変
で
は
な
い
。
歴
史
の
研
究
は
、
こ
の
点
を
考
慮
の
外

に
置
い
て
は
、
全
き
を
期
し
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
ブ
ロ

l
デ
ル
の
主
張
は
確
か
に
傾
聴
に
価
す
る
も
の
を
持
つ
て
は
い
る
。
け

ア
テ
イ
チ
ユ

I
ド
ロ
コ

γ
プ
レ
マ
シ
テ

l
ル
プ
レ
ブ
エ
ラ
ン
ス

れ
ど
も
史
学
と
地
理
学
と
は
、
た
と
え
同
一
の
対
象
に
関
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
異
な
っ
た
二
つ
の
態
度
、
相
補
い
合
う
二
つ
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
ち
、

ジ
ュ
イ
ア
!
ル
は
、
再
び
先
述
の
ダ
l
ピ
イ
の
説
に
戻
る
。

さ
き
ほ
ど
の
四
つ
の
組
合
わ
せ
の
中
で
、
付
の
「
枠
の
中
の
歴
史
」
と
悼
の
「
枠
の
歴
史
」
と
は
、
歴
史
学
に
属
す
る
。
そ
う
し
て
、

そ
の
方
法
の
あ
る
も
の
は
、
地
理
学
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
同
と
偶
と
は
、

ひ
と
し
く
地
理
学
の
中
で
結
び
合
わ
さ
る

も
の
で
あ
る
。
対
象
が
現
在
に
あ
ろ
う
と
、
人
類
史
の
い
か
な
る
時
期
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
地
理
的
事
象
の
説
明
の
た
め
に
は
、

過
去
に
さ
か
の
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
遡
及
的
な
時
間
の
永
い
地
理
学
と
、
現
在
の
短
か
い
瞬
間
に
限
ら
れ
る
地
理
学
と

の
、
二
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
す
べ
て
の
時
代
に
適
用
さ
れ
う
る
唯
一
の
地
理
学
的
観
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

フランス学派と歴史地学

意
味
に
お
い
て
、
地
理
学
は
歴
史
学
の
研
究
成
果
を
大
い
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
社
会
史
と
人
文
地
理
学

と
の
境
界
論
争
な
ど
は
、
無
意
味
と
な
っ
て
く
る
。
お
互
に
助
け
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
史
学
と
地
理
学
と
は
、

お
の
お
の
そ
の
独
自
性
を

持
っ
て
お
り
、
同
じ
レ
ア
リ
テ
の
上
に
、
各
自
個
有
の
照
明
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

ジ
ュ
イ
ア
ー
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
右
の
よ
う
な
反
論
を
始
め
、
他
の
地
理
学
者
た
ち
と
の
対
話
の
際
に
え
ら
れ
た
諸
批
判
は
、

p 

コ二

オ
イ
ス
ト
ア
ー
ル
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
念
を
い
だ
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
エ
コ
ー
ル
・
プ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
の
業
蹟
の
現
状

ゃ
、
ブ
ロ

l
デ
ル
教
授
の
最
近
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
は
、
充
分
に
興
味
を
そ
そ
る
。
か
く
て
予
期
し
な
い
こ
と
か
ら
、

ア
ン
ヴ
ァ
リ
ッ
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ド
に
近
く
、
ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
通
り
に
面
す
る
彼
の
研
究
所
に
招
れ
る
機
会
を
も
っ
た
筆
者
は
、
そ
の
後
数
度
に
亘
っ
て
、
こ
こ
を
訪
問
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
ビ
ュ

I
ロ
1
の
上
に
は
三
つ
の
製
図
室
が
あ
り
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
の
歴
史
地
図
を
作
製
し
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
な



刺
戟
を
受
け
た
こ
と
が
ら
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

一
日
、
意
を
決
し
て
、
ブ
ロ

1
デ
ル
教
授
が
、
今
も
な
お
一
九
四
九
年
当
時
と
同
じ
見
解
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を
保
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
た
ず
ね
て
み
た
。
た
し
か
に
史
学
と
地
理
学
と
を
合
す
る
よ
う
な
研
究
は
、
容
易
な
わ
ざ
で
は
な
い
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
荒
々
と
実
行
し
て
い
る
と
の
答
え
で
あ
る
。
そ
う
し
て
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、

ア
ル
ブ
ロ

l
等
に
よ

っ
て
、
十
六
・
七
世
紀
に
お
け
る
セ
、
ヴ
ィ
ラ
の
状
況
を
、
多
く
の
地
図
と
、
グ
ラ
フ
と
で
示
し
た
著
書
そ
の
他
で
あ
っ
た
@
o
地
理
学
者
の

批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ジ
ェ
オ
イ
ス
ト
ア
ー
ル
は
、
今
や
単
な
る
主
張
の
段
階
か
ら
一
歩
を
進
め
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
個
人
よ
り
も

グ
ル
ー
プ
の
研
究
に
お
け
る
指
導
理
念
に
ま
で
、
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

回

し
か
ら
ば
、
個
有
の
歴
史
地
理
学
界
の
動
向
は
如
何
。
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
ま
え
に
、
何
を
以
っ
て
個
有
の
歴
史
地
理
学
界
と
す
る
か

が
、
ま
ず
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
方
面
で
は
唯
一
と
も
い
う
べ
き
雑
誌
と
し
て
は
、
切
己

-
2百
円
ぽ
一
関
宮
・

m
g日u
E
o
v
u
zユ門戸ロ
σ
旦
号
m
n氏
。

24σ

が
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
九
一
二
年
に
冨

Z
U
5
5
仏

σ
2
5片

gmv

t
。
ロ
切
口
在
日
ρロ
σ
立
門
戸
g
σ
g
C
M
-
R
Z
の
中
に
、
打
。
H
E広
島

何

回

R
2
E
M
F
-
m
Z三門戸ロ
2

2

2
日g
z
m
A
g
g
が
組
織
さ
れ
、
そ
の

編
集
に
よ
っ
て
、
パ
リ
の
国
立
印
刷
所
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
委
員
会
は
、

一
九
一
四
年
に
わ
。
B
Z
仏

gRmH'

J-ω
ロM
円宮山田一一。円山ρロ⑦由
"
m
O
の
昨
日
。
ロ
品
。

mA山。ぬ吋釦同)げ目。

と
改
称
さ
れ
て
い
る
、

と
こ
ろ
で
、
そ
の
内
容
た
る
や
、

会
報
・
書
評
お
よ
び
例

会
記
事
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
、
ち
ょ
う
ど
官
庁
の
委
員
会
報
告
書
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
大
部
で
は
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
味
気
な
い

感
じ
が
す
る
。
例
会
報
の
中
に
は
、

た
と
え
ば
オ
ル
レ
ア
ン
に
お
け
る
ケ
ル
ト
起
源
の
地
名
と
か
、
仏
西
国
境
の
問
題
と
か
、
あ
る
い
は

十
世
紀
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
と
か
の
如
く
、
本
来
の
歴
史
地
理
的
な
研
究
が
み
ら
れ
る
が
、
地
誌
も
自
然
地
理
も
含
ま
れ
、
そ
の
た
め
に
地

理
・
歴
史
未
分
化
の
ま
ま
の
公
式
報
告
書
と
い
う
印
象
が
避
け
難
い
の
で
あ
る
。



さ
き
に
あ
げ
た
ド
ゥ
マ
ン
ジ
ョ
ン
や
ペ
ル
ピ
ィ
ユ
の
副
論
文
を
、
歴
史
地
理
学
の
業
蹟
に
数
え
入
れ
て
も
、
さ
ほ
ど
異
論
は
な
か
ろ
う

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
、
ど
の
よ
う
な
専
門
書
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
議
論
の
公
平
を
期
す
る
た
め
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
地
理

学
研
究
所
に
お
い
て
、
ピ
ブ
リ
オ
テ
ッ
ク
の
中
で
、
歴
史
地
理
学
の
部
類
に
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
書
物
の
す
べ
て
を
、

メ
モ
に
と
る
こ

と
と
し
た
。
こ
れ
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
常
識
を
、
曲
げ
て
伝
え
る
恐
れ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
直
に
言
っ
て
、

筆
者
は
、
そ
の
数
の
少
な
い
こ
と
に
、
驚
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
め
ぼ
し
い
も
の
と
し
て
は
、

シ
オ
ン
の
東
ノ
ル
マ

ン
デ
イ
の
農
民
に
関
す
る
研
究
⑬
、
ブ
リ
ュ
ン
ヌ
と
ヴ
ア
ロ
ー
と
の
共
著
@
、
先
述
の
フ
ェ

l
ヴ
ル
の
批
判
的
な
著
書
、
再
版
さ
れ
た
ミ

ロ
1
の
概
書
ゅ
、
ド
ゥ
マ
ン
ジ
ョ
ン
・
フ
ェ

l
ヴ
ル
そ
の
他
の
協
力
に
よ
る
ラ
イ
ン
の
歴
史
と
経
済
を
取
扱
っ
た
も
の
@
、

ロ
ツ
ェ
・
一
ア

イ
オ
ン
に
よ
る
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
景
観
形
成
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
⑫
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
国
境
を
論
じ
た
小
著
@
等
が
、
あ
げ
ら

れ
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
。

フランス学派と歴史地学

こ
こ
で
は
、
地
域
的
な
研
究
に
触
れ
な
い
で
お
こ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
ブ
ワ
ュ
ン
ヌ
と
ヴ
ア
ロ
ー
に
よ
る
「
歴
史
の
地
理
学
」
が
、
ま

ず
問
題
と
な
る
。
本
書
は
、
歴
史
が
地
理
の
中
に
あ
ら
わ
れ
、
地
理
が
歴
史
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
事
実
を
背
景
と
し
て
、
歴
史
的

事
件
の
地
理
的
因
子
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
若
干
ジ
ェ
オ
イ
ス
ト
ア
ー
ル
の
考
え
方
に
通
、
ず
る
が
、
全
体
と
し
て
地
理
的
歴

史
学
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
ブ
ワ
ュ
ン
ヌ
は
後
に
、
地
理
の
歴
史
と
歴
史
地
理
学
と
を
明
確
に
区
別
し
、
前
者
は
歴
史
学
に
属
す
る
の

に
対
し
、
後
者
は
「
歴
史
的
発
展
に
お
い
て
研
究
さ
れ
る
地
理
学
:
:
:
各
年
代
を
追
う
て
の
土
地
の
記
述
:
:
:
地
表
の
部
分
の
地
域
的
発
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展
の
研
究
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
し
命
、
ヴ
ア
ロ
ー
も
ま
た
の
ち
に
、
地
理
学
の
補
助
科
学
と
し
て
の
歴
史
地
理
学
に
説
き
及
ん
で
い

る
働
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
論
の
点
で
は
と
も
か
く
、
実
際
の
研
究
面
に
お
い
て
は
、
歴
史
地
理
学
を
し
て
、
戦
争
や
政
治
や
地
図
の
麗
史

に
関
す
る
研
究
の
偏
重
に
向
わ
し
め
て
い
る
嫌
い
は
、
拭
い
き
れ
な
い
。
フ
ェ

l
ヴ
ル
に
つ
い
て
は
、
歴
史
地
理
学
の
問
題
は
、
人
文
地



理
学
全
体
の
一
般
的
な
問
題
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
す
る
、
優
れ
た
見
解
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
が
@
、
彼
が
こ
の
方
面
に
お
い
て
は
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批
評
者
も
し
く
は
紹
介
者
の
立
場
に
あ
っ
た
故
、
こ
こ
に
改
め
て
論
ず
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
ミ
ロ
ー
は
、
地
理
学
界
に
お
い
て
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
人
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
立
場
上
、
利
用
し
易
い
国
立
史
料
館
蔵
の
諸
史
料
を
駆
使
し
て
、

一
書
を
仕
上
げ
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
境
界
・
地
名
等
を
取
あ
げ
る
旧
式
の
歴
史
地
理
学
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
最
後
に
デ
イ
オ
ン
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
彼
こ
そ
、
地
理
的
歴
史
学
へ
も
走
ら
ず
、
政
治
や
地
名
に
限
ら

れ
た
伝
統
的
研
究
方
法
か
ら
脱
却
し
、
歴
史
と
地
理
と
の
未
分
化
な
方
法
論
的
あ
い
ま
い
さ
を
許
さ
な
い
、
正
妻
正
銘
の
歴
史
地
理
学
者

で
あ
ろ
う
。
コ
レ

I
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
科
に
お
い
て
、
歴
史
地
理
学
の
講
座
を
担
当
す
る
の
も
彼
で
あ
る
。

ロ
ア
ー
ル
谷
の
詳
細
な
地
誌
的
研
究
@
に
よ
っ
て
、
す
で
に
広
く
そ
の
名
が
知
れ

E
っ
て
い
た
デ
イ
オ
ン
は
、

一
九
四
八
年
十
月
四
日

コ
レ

1
ジ
ュ
・
ド
ウ
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
開
講
講
義
に
際
し
て
、
歴
史
地
理
学
に
対
す
る
自
己
の
見
解
を
、
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
で

表
明
し
た
明
。
そ
れ
は
、
歴
史
学
と
の
関
係
が
明
瞭
で
な
く
、
政
治
も
し
く
は
地
名
地
理
学
と
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
歴

史
地
理
学
界
に
、
全
く
の
新
風
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
地
理
を
歴
史
に
結
び
付
け
な
い
と
、
根
本
的
に
人
文
化
さ
れ
た
景
観
を
説
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え

は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
今
か
ら
一
世
紀
以
上
も
音
の
ミ
シ
ュ
レ
ー
に
始
ま
っ
て
い
る
。
ミ
シ
ュ
レ
ー
は
か
か
る
立
場
か
ら
、

一
八
三
三
年

に
、
H
，mwzom芦田
i
a
m
F
司
片
山
口

nゆ
を
発
表
し
、

五
年
後
に
、

コ
レ

l
ジ
ュ
・
ド
ヴ
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
れ
は
歴
史
お

よ
び
モ
ラ
ル
の
講
座
を
担
当
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
当
時
は
ま
だ
地
理
学
の
講
義
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

八

ル
ヴ
ァ
セ

l
ル
が
地
理
・
歴
史
お
よ
び
経
済
統
計
の
教
授
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
き
わ
め
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

学
園
に
、
始
め
て
地
理
学
の
名
が
正
式
に
登
場
す
る
わ
け
で
、
そ
の
ほ
か
今
世
紀
の
初
頭
に
古
代
史
の
講
座
の
中
で
、
ガ
リ
ア
史
の
地
理

八
五
年
に
、



的
諸
条
件
を
講
じ
て
い
た
ジ
ュ
リ
ア
ン
も
、
地
理
的
歴
史
学
な
が
ら
、
こ
の
方
面
の
研
究
の
発
展
に
、
相
当
の
寄
与
を
な
し
た
も
の
と
い

え
よ
う
。
さ
ら
に
、

一
九
一
二
年
に
は
、
ブ
リ
ュ
ン
ヌ
の
た
め
に
、
新
し
く
人
文
地
理
学
の
講
座
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
三
三
年

に
、
シ

l
グ
フ
リ
ー
ド
の
た
め
の
経
済
お
よ
び
政
治
地
理
学
の
講
座
に
引
き
つ
が
れ
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、

コ
レ

I
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ

ラ
ン
ス
で
は
、

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
並
ん
で
、
そ
の
地
浬
的
研
究
が
、
世
界
的
な
盛
名
を
う
る
ま
で
の
飛
躍
を
と
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ

リ
ュ
ン
ヌ
は
、
人
文
地
理
学
と
歴
史
地
理
学
と
を
明
確
に
区
別
し
た
が
、
そ
の
歴
史
地
理
学
な
る
も
の
は
先
述
の
如
く
で
あ
っ
て
、
さ
ら

に
彼
は
純
粋
の
人
文
地
理
学
的
研
究
に
と
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
は
あ
ま
り
適
当
で
は
な
い
と
さ
え
考
え
て
い
た
。
ま
た
シ

l
グ

フ

リ

ー

ド

が
、
政
治
的
意
見
の
地
理
的
研
究
に
没
頭
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
多
く
の
先
駆
者
の
諸
業

蹟
を
部
分
的
に
引
っ
ぐ
と
は
い
う
も
の
の
、
デ
イ
オ
ン
の
た
め
の
新
し
い
講
座
の
開
講
は
、
こ
の
国
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
の
発
展
に
と

っ
て
、
ま
こ
と
に
大
き
い
現
実
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
、
彼
の
お
か
げ
で
、
歴
史
地
理
学
は
、

一
応
の
理
論
的
体

フランス学派と歴史地学

系
さ
え
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
デ
イ
オ
ン
は
抽
象
的
理
論
を
好
ま
な
い
な
が
ら
も
、
歴
史
地
理
学
は
、
第
一
に
考
古
学
、
第
二
に
土
地
占
居
の
歴
史
学
、
第
三

に
人
文
景
観
の
解
釈
を
も
っ
て
、
主
内
容
と
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

彼
の
い
う
考
古
学
と
は
、
か
な
り
広
義
の
も
の
で
、
遺
跡
の
復
原
や
栽
培
作
物
の
歴
史
ま
で
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
う
い
う
考
え
か
ら

彼
は
別
の
箇
所
で
、
こ
の
固
に
お
け
る
腫
史
地
理
学
の
起
源
を
先
史
学
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
遺
跡
の
問
題
に
関
し
て
は
、
彼
自
身

北
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ロ

l
マ
軍
道
を
復
原
し
て
お
り
@
、
栽
培
作
物
に
関
し
て
は
、
古
代
・
中
世
に
お
け
る
ぶ
ど
う
お
よ
び
ぶ
ど
う
酒
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製
造
分
の
布
や
輸
送
を
論
じ
た
、
ぶ
ど
う
の
歴
史
地
理
と
で
も
い
う
べ
き
論
文
@
、
さ
ら
に
そ
れ
が
発
展
し
た
近
@
著
が
み
ら
れ
る
。
日

本
に
お
い
て
盛
ん
な
条
旦
制
研
究
に
対
比
さ
れ
る
の
が
、
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
の
復
原
で
あ
る
が
、
と
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
主
に
考
古
学
者
の



仕
事
に
委
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
最
近
で
は
、
地
理
学
界
か
ら
も
、

ジ
ュ
イ
ア
ー
ル
の
ア
ル
ザ
ス
に
関
す
る
@
、

フ
ァ
コ
ン
の
シ
ャ
日
フ
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ン
ト
河
流
域
の
一
部
@
に
関
す
る
研
究
等
が
あ
ら
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
デ
イ
オ
ン
の
主
張
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
立
場
を
固
め
る
に

役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
デ
イ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
労
働
の
具
体
的
な
意
義
を
把
握
す
る
に
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
年
代
を
明
確
に
す
る

だ
け
で
は
充
分
で
な
く
、
そ
の
空
聞
に
お
け
る
立
地
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
歴
史
地
理
学
は
、
広
義
の
考
古
学
で
あ

る
と
共
に
、
人
類
が
形
成
し
た
も
の
の
位
置
に
つ
い
て
、
そ
の
選
択
の
理
由
を
追
及
す
る
こ
と
、

い
い
か
え
れ
ば
土
地
占
居
史
で
も
あ
る

わ
け
で
あ
る
。
今
ま
で
こ
の
方
面
の
研
究
は
、
強
い
て
自
然
条
件
と
的
関
連
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
経
済

的
・
歴
史
的
・
政
治
的
事
情
の
方
で
あ
る
。
パ
リ
盆
地
の
集
落
に
例
を
と
る
と
、

一
七
六

O
年
こ
ろ
の
大
地
主
は
、
村
落
協
同
体
は
未
開

時
代
の
名
残
り
と
考
え
て
、
散
居
農
場
の
建
設
に
向
っ
て
い
る
。
同
じ
地
域
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
時
代
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
集

居
へ
の
、
あ
る
い
は
散
居
へ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
つ
い
て
は
、
彼
が
か
つ
て
パ
リ
盆
集
地
の
の
地
落
を

論
ず
る
に
当
り
、
ま
ず
最
初
に
地
理
的
条
件
か
ら
分
析
し
て
行
き
、
地
理
的
説
明
が
可
能
な
限
界
を
明
確
た
に
し
の
た
ち
、
そ
て
単
な
る

域
に
お
け
る
経
済
・
政
治
の
歴
史
的
発
展
か
ら
、
残
り
の
部
分
の
説
明
を
し
て
い
る
の
が
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
ゆ
。
彼
の
す
ぐ
れ
見
解

は
、
決
し
理
論
で
は
な
く
、
実
証
的
研
究
の
聞
に
き
た
え
ら
れ
た
の
ち
、

お
も
む
ろ
に
結
晶
し
て
来
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
国

境
に
関
す
る
彼
の
労
作
も
、
こ
の
部
類
に
属
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
ゥ
マ
ン
ジ
ョ
ン
を
始
め
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
学
派
が
、
農
村

集
落
や
農
地
構
造
の
研
究
に
つ
い
て
行
っ
た
貢
献
は
、
ま
こ
と
に
多
大
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
同
時
に
土
地
占
居
史
に
関
係
し
て

い
る
。
そ
れ
を
こ
こ
に
列
挙
す
る
煩
を
避
け
た
い
が
、

と
く
に
最
近
で
は
、

ア
ン
ド
レ
・
メ
イ
ニ
エ
の
業
蹟
が
め
だ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
国
の
学
者
が
ひ
と
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o

彼
の
農
地
景
観
に
つ
い
て
の
近
著
@
は
、
そ
の
代
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



以
上
の
も
の
を
含
め
て
す
べ
て
の
人
文
景
観
は
歴
史
の
反
映
で
あ
る
考
え
る
交
通
や
工
業
は
、
新
し
い
景
観

の
形
成
に
、
創
造
的
な
働
き
を
示
し
、
い
ろ
い
ろ
の
古
い
条
件
は
今
日
で
は
そ
の
価
値
を
失
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
経

最
後
に
、
デ
イ
オ
ン
は
、

済
は
、
多
く
の
面
で
、
最
近
ま
で
過
去
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
物
質
的
現
実
な
ら
び
に
そ
の
力
を
把
握
す
る

た
め
に
は
、
歴
史
地
理
学
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
デ
イ
オ
ン
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
文
景
観
の
解
釈
は
、
単
に
現
在
の

み
か
ら
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
過
去
に
さ
か
の
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
こ
の
面
を
担
当
す
る
の
が
歴
史
地
理
学
で
あ
る
と
い

う
に
あ
る
。
土
地
占
居
史
を
も
含
め
て
、
こ
の
意
図
の
一
部
は
、
先
述
の
農
村
景
観
の
形
成
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
、
す
で
に
実
現

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
景
観
の
復
原
や
進
化
の
研
究
に
関
し
て
は
、
こ
の
分
野
の
専
門
家
が
多
い
イ
ギ
リ
ス
の
方
が
、

一
歩
進
ん
で
い

る
よ
う
な
印
象
を
禁
じ
え
な
い
。

残
念
な
が
ら
、
彼
が
人
文
景
観
と
い
う
場
合
、
現
在
お
よ
び
歴
史
の
諸
時
代
に
お
け
る
と
い
う
註
釈
を
、

つ
け
加
え
て
お
か
な
か
っ

フランス学派と歴史地学

た
。
だ
が
ひ
ュ
イ
ア
ー
ル
も
述
べ
て
い
た
如
く
、
永
い
歴
史
時
代
の
地
理
学
と
現
在
の
短
か
い
瞬
間
の
地
理
学
と
の
、
二
種
の
地
理
学
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
、

フ
ラ
ン
ス
学
派
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
両
者
を
包
括
さ
せ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
景
観
の
中
に

さ
ま
ざ
ま
の
も
の
が
A
白
ま
て
い
る
。
ブ
ロ

l
デ
ル
は
、

ジ
ェ
オ
イ
ス
ト
ア
ー
ル
を
主
張
す
る
際
に
、
伝
統
的
歴
史
地
理
学
の
狭
い
限
ら
れ

た
も
の
か
ら
、
対
象
を
拡
げ
る
よ
う
に
忠
告
し
た
。
ブ
ロ

l
デ
ル
と
デ
イ
オ
ン
、
と
の
日
頃
か
ら
意
思
疎
通
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
二
人

の
碩
学
は
、
と
も
に
旧
来
の
歴
史
地
理
学
の
欠
陥
を
熟
知
し
、
新
し
い
も
の
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
方
法
論
の
上
で
、

一
方

は
歴
史
と
地
理
と
の
統
合
を
図
り
、
他
方
は
歴
史
地
理
学
の
固
有
の
領
域
を
守
ろ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

い
ず
れ
に
加
担
す
べ
き
で
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あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
後
者
で
あ
り
た
い
と
す
る
筆
者
は
、
そ
の
実
際
の
研
究
の
多
く
は
、

う
印
象
を
懐
い
て
、
パ
リ
を
離
れ
た
次
第
で
あ
る
。
(
一
九
五
九
・
十
二
・
十
八
記
)

フ
ラ
ン
ス
で
は
な
お
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
い
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