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多
言
語
世
界
と
秩
序

秩
序
を
め
ぐ
る
共
同
的
価
値
幻
想
を
公
共
性
と
よ
ぶ
と
し
て
、
そ
の
公
共
性

が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
で
も
あ
る
言
説
と
相
互
媒
介
的
な
関
係
に
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
共
同
幻
想
と
し
て
の
意
味
場
を
形
成
し
世
界

理
解
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
す
る
公
共
性
は
様
式
化
さ
れ
た
言
説
を
生
む
。
一

方
、
様
式
化
さ
れ
た
言
説
は
秩
序
の
破
壊
要
因
を
巧
妙
に
排
除
し
処
罰
し
っ
つ

公
共
性
を
強
化
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
間
に
は
言
説
を
構
成
す
る
こ
と
ば
や
言

説
を
媒
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
制
度
的
運
用
も
大
き
く
与
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
・

メ
デ
ィ
ア
・
言
説
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
こ
れ
ら
の
制
度
的
運
用
に
よ
る
価
値
観

の
共
同
化
、
構
築
さ
れ
た
共
同
的
価
値
幻
想
の
も
と
で
の
こ
れ
ら
の
制
度
的
運

用
と
い
っ
た
循
環
を
通
じ
て
公
共
性
は
醸
成
強
化
定
着
さ
れ
、
世
界
理
解
を
枠

付
け
経
験
を
組
織
化
し
行
動
を
様
式
化
し
て
い
く
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。

右
の
公
共
性
を
め
ぐ
る
整
理
は
、
常
に
変
化
し
形
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
が

た
い
公
共
性
な
る
も
の
を
、
言
説
と
の
関
係
に
着
目
し
そ
の
機
能
面
を
強
調
し

つ
つ
切
り
取
っ
て
み
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
が
日
ご
ろ

目
に
す
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
理
解
を
い
く
ぶ
ん
か
は
助
け
る
。
た
と
え
ば

信
　
　
治

記
紀
世
界
以
来
ど
の
時
代
に
も
描
か
れ
る
笑
い
。
(
勝
利
の
歌
)
　
(
マ
ル
セ
ル
・

パ
こ
ョ
ル
)
　
で
あ
り
　
(
懲
罰
)
　
(
ベ
ル
ク
ソ
ン
)
　
で
も
あ
る
笑
い
は
、
秩
序
破

壊
の
毒
を
含
み
秩
序
か
ら
の
解
放
を
合
意
し
た
は
ず
の
行
為
が
制
度
化
さ
れ
た

(
笑
い
)
　
の
様
式
を
も
っ
て
秩
序
の
内
に
組
み
込
ま
れ
、
ま
た
　
(
笑
い
)
　
の
批

評
性
の
う
ち
に
排
除
さ
れ
た
姿
に
は
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
公
共
性
の
強
化
に
向

け
た
言
説
に
よ
る
秩
序
統
制
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
い
つ
の

時
代
に
も
表
明
さ
れ
る
下
降
史
観
に
つ
い
て
い
え
ば
、
下
降
史
観
の
具
体
と
し

て
あ
る
伝
統
断
絶
の
嘆
き
と
伝
統
継
承
の
賛
嘆
は
、
素
朴
な
懐
古
趣
味
や
自
己

固
定
の
場
合
も
含
め
て
、
そ
の
現
在
の
排
除
と
秩
序
へ
の
組
み
込
み
の
様
式
化

さ
れ
た
言
説
性
の
う
ち
に
、
世
界
理
解
の
枠
組
み
と
し
て
公
共
化
し
作
用
し
た

尚
古
思
想
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
公
共
性
と
言
説
の
関
係
整
理
は
、
そ
の
相
関
を
明
確
に

す
る
た
め
に
あ
え
て
公
共
性
を
一
元
的
に
と
ら
え
て
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
で
、

そ
の
ま
ま
で
は
現
実
世
界
の
　
(
公
共
性
)
な
る
も
の
の
様
態
を
説
明
す
る
も
の

と
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
公
共
性
が
共
同
的
価
値

幻
想
で
あ
る
か
ぎ
り
別
の
共
同
体
に
は
別
の
共
同
幻
想
が
、
そ
れ
ゆ
え
別
の
公

共
性
が
形
成
さ
れ
る
道
理
で
、
l
世
界
に
は
共
同
体
の
存
立
様
態
に
応
じ
て
多
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義
的
多
元
的
に
公
共
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
の
姿
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
公
共
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
同
定
を
め
ぐ
っ
て
対
立
括
抗
す

る
。
さ
ら
に
こ
の
対
立
括
抗
は
相
互
の
葛
藤
を
へ
て
、
協
調
融
和
、
統
合
止
揚
、

離
反
棲
み
分
け
の
う
ち
に
新
た
な
公
共
性
あ
る
い
は
公
共
性
間
の
新
た
な
構
図

を
生
み
出
し
て
も
い
く
。
現
実
の
　
(
公
共
性
)
　
は
こ
の
よ
う
な
動
態
を
こ
そ
本

性
と
す
る
と
観
察
さ
れ
、
そ
う
し
た
動
態
を
見
通
す
こ
と
な
し
に
は
　
(
公
共

性
)
な
る
も
の
の
本
体
を
見
極
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
よ
う
に
思
う
。
し
か

し
こ
こ
に
お
い
て
も
先
の
公
共
性
と
言
説
と
の
関
係
整
理
は
な
お
有
効
で
あ
ろ

う
。
そ
の
相
互
媒
介
的
な
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
多
元
的
な
公
共
性
の
成
立
は
多

元
的
な
言
説
の
成
立
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
　
(
公
共
性
)
　
の
動
態
は
、
固

有
の
世
界
理
解
の
枠
組
み
の
言
表
と
し
て
共
同
体
の
自
己
同
定
を
支
え
強
化
す

る
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
が
相
互
に
対
立
括
抗
し
て
や
が
て
協
調
融
和
し
統
合
止
揚

さ
れ
て
い
く
、
あ
る
い
は
離
反
し
棲
み
分
け
ら
れ
て
い
く
過
程
、
も
っ
と
い
え

ば
言
説
間
の
対
立
浩
抗
、
協
調
融
和
、
統
合
止
揚
、
離
反
棲
み
分
け
に
媒
介
さ

れ
て
世
界
理
解
の
枠
組
み
を
更
新
し
新
た
な
自
己
同
定
を
言
説
化
し
て
い
く
過

程
と
し
て
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
先
に
み
た
笑
い
や
下
降
史
観

の
例
に
も
指
摘
で
き
よ
う
し
、
諸
氏
族
伝
承
の
解
体
再
構
成
を
も
っ
て
な
っ
た

記
紀
や
こ
れ
を
含
め
た
諸
々
の
歴
史
叙
述
、
文
学
・
芸
能
と
仏
教
と
の
対
立
、

葛
藤
、
協
調
、
統
合
の
過
程
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
狂
言
綺
語
観
の
展
開
な
ど

も
そ
の
例
と
な
ろ
う
。
現
実
世
界
の
　
(
公
共
性
)
な
る
も
の
の
様
態
は
こ
う
し

た
多
元
的
な
一
言
説
が
対
立
葛
藤
の
う
ち
に
綴
り
な
す
動
態
に
こ
そ
よ
く
示
さ
れ
、

逆
に
い
え
ば
多
元
的
な
言
説
の
対
立
葛
藤
の
動
態
を
見
通
す
こ
と
な
し
に
は

(
公
共
性
)
な
る
も
の
の
実
際
に
十
分
迫
り
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
(
公
共
性
)
　
な
る
も
の
の
様
態
と
そ
の
言
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
素

描
を
試
み
た
。
共
同
体
の
多
元
的
成
立
に
応
じ
た
公
共
性
と
そ
れ
を
支
え
る
言

説
の
多
元
的
成
立
、
そ
し
て
言
説
相
互
の
対
立
、
葛
藤
、
協
調
、
統
合
、
離
反

に
媒
介
さ
れ
た
世
界
理
解
の
枠
組
み
の
更
新
と
新
た
な
言
説
の
創
造
、
さ
ら
に

は
そ
れ
を
通
じ
た
公
共
性
の
再
創
造
あ
る
い
は
公
共
性
間
の
新
た
な
構
図
の
形

成
。
公
共
性
が
秩
序
を
め
ぐ
る
共
同
的
価
値
幻
想
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
秩
序
も

ま
た
こ
う
し
た
動
態
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

理
解
に
は
な
お
吟
味
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
が
、
共
同
体
の
多
元
的
成

立
の
も
と
諸
言
説
が
並
び
立
っ
て
多
言
語
化
し
そ
れ
ら
が
流
通
交
錯
し
て
い
っ

た
と
見
ら
れ
る
中
世
日
本
の
　
(
公
共
性
)
、
ひ
い
て
は
秩
序
の
様
態
を
窺
う
本

稿
の
足
場
を
ひ
と
ま
ず
こ
こ
に
定
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

か
く
し
て
現
実
の
　
(
公
共
性
)
　
な
る
も
の
の
様
態
は
多
元
的
な
言
説
の
対
立

葛
藤
の
動
態
に
よ
く
示
さ
れ
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
多
元
的
な
言
説
の
対

立
葛
藤
に
中
世
の
　
(
公
共
性
)
、
つ
ま
り
は
秩
序
を
め
ぐ
る
共
同
的
価
値
幻
想

の
様
相
を
見
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
観
察
対
象
と
し
て
は
た
と
え
ば
中
世
日
本

紀
や
中
世
王
権
の
言
説
が
創
造
さ
れ
る
現
場
な
ど
も
そ
の
一
つ
と
な
ろ
う
が
、

公
共
性
の
形
成
を
固
有
の
意
味
場
の
共
同
化
、
そ
の
も
と
で
の
人
々
の
経
験
の

組
織
化
や
行
動
の
株
式
化
に
お
い
て
認
め
る
な
ら
ば
、
秩
序
を
創
出
し
公
共
性

を
操
る
か
に
み
え
る
作
為
的
戦
略
的
な
言
説
創
造
の
場
よ
り
も
、
む
し
ろ
公
共

性
の
受
容
者
と
し
て
言
説
に
自
己
同
定
を
果
た
す
主
体
が
多
言
語
空
間
に
生
き

つ
つ
世
界
理
解
の
枠
組
み
を
更
新
し
て
い
く
姿
を
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
こ
そ
が
観

察
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
べ
く
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
条
件
を
満
た

す
と
判
断
さ
れ
る
　
r
徒
然
草
」
　
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、

「
徒
然
草
」
　
が
そ
う
し
た
条
件
を
み
た
す
テ
キ
ス
ト
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議

論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
長
い
享
受
史
の
間
に
古
典
化
さ
れ
さ
ま
ざ
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ま
な
言
説
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
こ
の
よ
う
な
視
点
に
た
っ

て
扱
う
に
つ
い
て
は
い
く
ら
か
の
説
明
を
必
要
と
も
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
疑
念

に
つ
い
て
は
以
下
の
行
論
の
な
か
で
順
次
答
え
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
無

常
観
の
展
開
に
表
現
主
体
の
思
索
の
動
態
を
窺
う
西
尾
実
氏
以
来
の
論
が
あ
り
、

さ
ら
に
「
若
年
時
代
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
　
r
徒
然
草
」
　
は
お
そ
ら
く
兼
好

の
晩
年
に
い
た
る
ま
で
折
に
ふ
れ
て
記
し
と
ど
め
ら
れ
た
」
と
し
て
「
そ
の
長

い
執
筆
期
間
に
わ
た
っ
て
の
状
況
の
激
変
、
あ
る
い
は
境
遇
の
転
変
に
対
応
し

な
が
ら
、
兼
好
は
試
行
錯
誤
を
く
り
か
え
す
と
と
も
に
体
験
を
積
み
か
さ
ね
思

索
を
深
め
て
い
っ
た
」
と
考
え
る
永
積
安
明
氏
　
「
徒
然
草
を
読
む
し
　
(
八
二
3

岩
波
書
店
刊
)
　
の
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
注
記
し
、
本
稿
が
こ
う
し

た
テ
キ
ス
ト
分
析
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
、
r
徒
然
草
」
　
に
「
公
共
性
の
受
容
者
と
し
て
言
説
に
自
己
同
定
を
果

た
す
主
体
が
多
言
語
空
間
に
生
き
つ
つ
世
界
理
解
の
枠
組
み
を
更
新
し
て
い
く

姿
」
を
窺
う
と
し
て
、
そ
の
更
新
の
中
身
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
の
超
脱
孤
高

の
人
と
目
さ
れ
て
き
た
表
現
主
体
が
「
公
共
性
の
受
容
者
と
し
て
言
説
に
自
己

同
定
を
果
た
す
主
体
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
の
検
証
が
ま
ず
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
れ
は
そ
う
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
四
段
に
「
後
の

世
の
事
、
心
に
忘
れ
ず
、
仏
の
遣
う
と
か
ら
ぬ
、
心
に
く
し
」
と
し
て
、
「
忘

れ
ず
」
「
う
と
か
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
〓
疋
の
距
離
を
保
つ
態
度
で
仏
教
に
向
か

う
姿
勢
を
「
心
に
く
し
」
と
す
る
点
や
、
続
く
第
五
段
に
、

不
幸
に
愁
へ
に
沈
め
る
人
の
、
頭
お
ろ
し
な
ど
ふ
つ
つ
か
に
思
ひ
と
り
た

る
に
は
あ
ら
で
、
あ
る
か
な
き
か
に
門
さ
し
こ
め
て
、
待
つ
こ
と
も
な
く

明
か
し
暮
し
た
る
、
さ
る
か
た
に
あ
ら
ま
ほ
し
。
顕
基
中
納
言
の
い
ひ
け

ん
、
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
こ
と
、
さ
も
覚
え
ぬ
べ
し
。

と
憂
愁
沈
漁
の
風
情
を
「
あ
ら
ま
ほ
し
」
と
す
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
r
源
氏
物

語
」
薫
君
や
　
「
狭
衣
物
語
」
狭
衣
大
将
い
ら
い
の
物
語
文
学
の
男
主
人
公
像
、

風
流
の
数
奇
者
の
心
の
持
ち
方
や
行
動
様
式
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
王

朝
的
風
雅
世
界
に
心
惹
か
れ
て
自
己
同
定
を
果
た
し
中
世
に
王
朝
を
生
き
よ
う

と
す
る
か
の
ご
と
き
姿
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
「
ひ

と
り
燈
火
の
も
と
に
文
を
広
げ
て
見
ぬ
世
の
人
を
友
と
す
る
ぞ
こ
よ
な
う
慰
む

わ
ざ
な
る
」
　
(
第
一
三
段
)
　
と
述
べ
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
表
現
主
体
に
「
飯
喰

し
て
後
に
東
関
に
入
り
、
書
巻
を
開
き
、
古
賢
に
逢
ふ
」
　
r
他
事
記
」
　
の
慶
滋

保
胤
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
四
三

(
「
春
の
暮
つ
か
た
、
の
ど
や
か
に
艶
な
る
空
に
」
)
・
四
四
　
(
あ
や
し
の
竹
の

宿
戸
の
う
ち
よ
り
い
と
若
き
男
の
」
)
・
一
〇
四
　
(
「
荒
れ
た
る
宿
の
人
目
な
き

に
、
女
の
」
)
・
一
〇
五
　
(
「
北
の
屋
か
げ
に
消
え
残
り
た
る
雪
の
」
)
　
に
物
語

の
一
場
面
を
切
り
取
っ
た
か
の
よ
う
な
ス
ケ
ッ
チ
が
点
描
さ
れ
、
「
和
歌
こ
そ

な
は
を
か
し
き
も
の
な
れ
」
　
(
第
一
四
段
)
　
と
い
い
　
「
折
節
の
移
り
か
は
る
こ

そ
も
の
ご
と
に
あ
は
れ
な
れ
」
　
(
第
一
九
段
)
　
と
し
て
古
歌
の
一
節
や
物
語
叙

述
を
編
み
合
わ
せ
四
季
の
風
物
誌
が
点
綴
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
こ
う
し
た

表
現
主
体
の
教
養
の
位
相
、
し
た
が
っ
て
世
界
理
解
の
意
味
地
平
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
自
ら
の
体
験
と
し
て
記
さ
れ
る
第
三
一
(
「
雪
の
お
も

し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝
」
)
・
三
二
　
(
「
九
月
廿
日
の
こ
ろ
あ
る
人
に
さ
そ
は
れ

奉
り
て
」
)
　
な
ど
に
は
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
も
っ
て
現
実
を
迎
え
取
り
つ
つ

経
験
を
組
織
化
し
、
様
式
化
さ
れ
た
言
説
に
よ
っ
て
言
表
す
る
こ
と
で
自
己
同

定
を
果
た
す
主
体
の
あ
り
よ
う
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
和
歌

四
天
王
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
兼
好
と
結
べ
ば
事
態
は
よ
く
呑
み
込
め
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
実
体
的
作
者
へ
の
還
元
に
よ
ら
ず
と
も
、
た
と
え
ば

こ
の
表
現
主
体
の
　
〝
も
の
の
見
方
・
考
え
方
〟
を
伝
え
る
と
し
て
古
来
喧
伝
さ

れ
る
第
一
三
七
段
冒
頭
「
花
は
さ
か
り
に
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
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は
。
雨
に
む
か
ひ
て
月
を
恋
ひ
、
た
れ
こ
め
て
春
の
ゆ
く
へ
を
知
ら
ぬ
も
、
な

は
あ
は
れ
に
情
け
ふ
か
し
。
」
が
、
r
千
五
百
番
歌
合
j
　
二
七
一
番
の
左
歌
「
風

吹
け
ば
花
の
白
雲
や
や
消
え
て
夜
な
夜
な
晴
る
る
三
吉
野
の
月
」
　
(
後
鳥
羽

院
)
　
へ
の
俊
成
判
、

左
歌
「
夜
な
夜
な
暗
る
る
三
吉
野
の
月
」
秋
の
空
ひ
と
へ
に
隅
な
か
ら
ん

よ
り
も
艶
に
侍
ら
ん
か
と
、
面
影
見
る
や
う
に
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ
。
…
…

歌
の
道
「
夜
な
夜
な
晴
る
る
二
三
日
野
の
月
」
な
ど
、
幽
玄
に
及
び
が
た
き

様
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍
る
こ
と
也
。

な
ど
御
子
左
家
(
二
条
家
)
流
の
幽
玄
論
余
情
論
を
承
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
こ
の
主
体
の
世
界
理
解
の
枠
組
み
の
素
性
は

明
ら
か
で
、
そ
れ
ゆ
え
彼
が
そ
う
し
た
和
歌
世
界
の
共
同
的
価
値
幻
想
に
身
を

委
ね
そ
の
「
公
共
性
の
受
容
者
と
し
て
言
説
に
自
己
同
定
を
果
た
す
主
体
」
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
和
歌
世
界
の
共
同
的
価
値
幻
想
の
体

現
者
は
「
歌
の
道
の
み
い
に
L
へ
に
変
ら
ぬ
な
ど
い
ふ
事
も
あ
れ
ど
、
い
さ
や
。

今
も
詠
み
あ
へ
る
お
な
じ
詞
・
歌
枕
も
、
昔
の
人
の
詠
め
る
は
さ
ら
に
同
じ
も

の
に
あ
ら
ず
、
や
す
く
す
な
は
に
し
て
姿
も
き
よ
げ
に
、
あ
は
れ
も
深
く
見

ゆ
」
　
(
第
一
四
段
)
　
と
述
べ
る
尚
古
思
想
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
て
、
「
何
事
も
古

き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
。
今
様
は
無
下
に
い
や
し
く
こ
そ
な
り
ゆ
く
め
れ
。
」

(
第
二
二
段
)
　
と
嘆
き
、
「
お
と
ろ
へ
た
る
未
の
世
と
は
い
ヘ
ビ
、
な
は
九
重

の
神
さ
び
た
る
有
様
こ
そ
、
世
づ
か
ず
め
で
た
き
も
の
な
れ
。
」
　
(
第
二
三
段
)

と
賛
嘆
す
る
人
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
歌
世
界
の
公
共
性
を
生
き
る
こ
と

で
尚
古
思
想
を
生
き
、
さ
ら
に
は
天
皇
シ
ス
テ
ム
を
内
容
と
す
る
律
令
的
=
公

家
的
秩
序
を
生
き
る
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
　
「
徒
然
草
』
　
の
表
現
主
体
が
住
ま
う
公
共
性
は
和
歌
世
界
を
窓
口

と
す
る
公
家
的
秩
序
だ
け
で
は
な
い
。
法
然
上
人
の
「
目
の
さ
め
た
ら
ん
ほ
ど
、

念
仏
し
た
ま
へ
。
」
な
ど
の
言
説
を
「
い
と
尊
か
り
け
れ
」
と
受
け
入
れ
　
(
第

三
九
段
)
、
「
摩
詞
止
観
」
　
の
「
生
活
・
人
事
・
伎
能
・
学
問
等
の
諸
緑
を
止
め

よ
」
を
引
い
て
「
縁
を
離
れ
て
身
を
閃
か
に
し
、
事
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心
を

安
く
せ
ん
」
　
こ
と
を
説
く
と
こ
ろ
　
(
第
七
五
段
)
　
に
は
仏
教
言
説
へ
の
親
梶
が

窺
え
、
ま
た
「
人
と
生
ま
れ
た
ら
ん
し
る
L
に
は
い
か
に
も
し
て
世
を
遮
れ
ん

こ
と
こ
そ
あ
ら
ま
は
し
け
れ
。
ひ
と
へ
に
貪
る
事
を
つ
と
め
て
菩
提
に
お
も
む

か
ざ
ら
ん
は
、
よ
ろ
づ
の
畜
類
に
か
は
る
所
あ
る
ま
じ
く
や
。
」
　
(
第
五
八
段
)
、

「
大
事
を
思
ひ
立
た
ん
人
は
去
り
が
た
く
心
に
か
か
ら
ん
事
の
本
意
を
遂
げ
ず

し
て
さ
な
が
ら
捨
つ
べ
き
な
り
。
」
と
し
て
激
し
く
出
家
を
迫
る
言
表
が
　
r
発

心
集
」
　
「
撰
集
抄
」
　
の
話
末
評
論
部
分
や
諸
注
の
指
摘
す
る
　
「
正
法
眼
蔵
随
開

記
し
　
(
六
)
　
な
ど
の
仏
教
言
説
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教

的
秩
序
も
ま
た
彼
の
世
界
理
解
の
枠
組
み
と
し
て
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が

思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
二
言
芳
談
」
を
抜
き
書

い
た
第
九
八
段
に
は
「
た
だ
仏
道
を
願
ふ
と
い
ふ
は
別
に
や
う
や
う
し
き
事
な

し
。
ひ
ま
あ
る
身
と
な
り
て
道
を
先
と
し
て
創
刺
に
心
を
か
け
ぬ
を
第
一
の
道

と
す
。
」
と
あ
る
行
仙
房
の
こ
と
ば
を
「
仏
道
を
願
ふ
と
い
ふ
は
別
の
事
な
し
。

暇
あ
る
身
に
な
り
て
矧
叫
利
を
心
に
か
け
ぬ
を
第
一
の
道
と
す
。
」
と
翻
案
し

て
引
く
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
仏
教
言
説
を
自
己
同
定
の
場
と
し
て
そ
れ
を

自
己
化
し
っ
つ
言
表
す
る
姿
が
露
わ
で
あ
ろ
う
。

r
徒
然
草
」
　
に
見
出
さ
れ
る
秩
序
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
第
九
七
段
「
そ

の
物
に
つ
き
て
そ
の
物
を
費
や
し
そ
こ
な
ふ
物
、
数
を
し
ら
ず
あ
り
。
身
に
軋

あ
り
。
家
に
鼠
あ
り
。
国
に
賊
あ
り
。
小
人
の
財
あ
り
。
君
子
に
仁
義
あ
り
。

僧
に
法
あ
り
。
」
は
背
景
に
　
r
荘
子
」
　
研
拇
篤
を
も
ち
、
第
一
五
五
段
「
春
暮

れ
て
後
夏
に
な
り
、
夏
果
て
て
秋
の
来
る
に
は
あ
ら
ず
。
春
は
や
が
て
夏
の
気

を
も
よ
ほ
し
、
…
…
」
　
の
四
季
変
遷
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
　
r
末
文
公
易
説
」
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『
朱
子
語
類
』
　
に
見
ら
れ
る
宋
学
の
四
時
循
環
説
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
(
中

川
徳
之
助
氏
r
兼
好
の
人
と
思
想
し
七
五
1
1
、
古
川
書
房
刊
)
。
第
九
七
段
は

君
子
と
仁
義
に
つ
い
て
の
　
r
荘
子
」
言
説
を
援
用
し
っ
つ
「
そ
の
物
に
つ
き
て

そ
の
物
を
費
や
し
そ
こ
な
ふ
」
あ
り
よ
う
を
憎
と
仏
法
と
の
関
係
に
も
み
と
め

た
も
の
、
第
一
五
五
段
の
四
時
循
環
説
は
死
を
内
在
さ
せ
つ
つ
生
き
る
存
在
の

あ
り
よ
う
に
論
及
す
る
前
段
と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
世

に
あ
る
人
の
現
実
を
対
象
に
こ
れ
を
　
『
荘
子
」
・
宋
学
の
言
説
に
よ
っ
て
言
表

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
「
文
は
文
選
の
あ
は
れ
な
る
巻
々
、
白
氏

文
集
、
老
子
の
こ
と
ば
、
南
華
の
筋
。
」
　
(
第
一
三
段
)
　
と
述
べ
て
「
見
ぬ
世
の

人
を
友
と
す
る
」
こ
の
主
体
は
老
荘
家
、
朱
子
学
家
の
言
説
が
か
た
ど
る
意
味

地
平
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
世
界
と
向
き
合
う
人
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

こ
う
し
て
r
徒
然
草
』
　
の
表
現
主
体
は
「
公
共
性
の
受
容
者
と
し
て
言
説
に

自
己
同
定
を
果
た
す
」
主
体
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
公
家
的

秩
序
、
仏
教
的
秩
序
、
老
荘
的
秩
序
、
朱
子
学
的
秩
序
…
…
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら

は
こ
の
作
品
の
表
現
主
体
に
だ
け
関
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
中
世
と
い

う
時
代
に
流
通
し
た
秩
序
の
具
体
と
し
て
そ
れ
ら
は
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
は
そ
う

し
た
諸
秩
序
の
交
錯
、
ま
た
そ
の
交
錯
を
生
き
た
一
主
体
の
秩
序
と
の
関
わ
り

方
を
伝
え
る
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
　
『
徒
然
草
』
　
が
交
錯
す
る
諸
秩
序
と
関
わ
り
つ
つ
生
き
た
中
世
の

一
主
体
の
姿
を
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
秩
序
が
相
互

に
ど
う
い
う
関
係
を
も
っ
て
位
置
を
し
め
た
の
か
は
中
世
の
秩
序
の
様
態
を
考

え
る
上
で
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
和
歌

世
界
で
育
ま
れ
た
価
値
観
(
公
家
的
秩
序
)
　
や
仏
教
的
秩
序
が
テ
キ
ス
ト
の
全

股
に
ほ
ぼ
偏
り
な
く
見
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
者
を
ふ
た
つ
な
が
ら
価
値

幻
想
の
基
底
を
な
し
た
も
の
と
す
る
判
断
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
析
出
さ
れ
た
諸
秩
序
が
相
互
に
他
を
排
除
し
合
う
関
係
に
あ
る
点
か
ら
し

て
展
開
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

諸
秩
序
が
相
互
に
他
を
排
除
し
合
う
点
は
、
た
と
え
ば
公
家
的
秩
序
と
仏
教

的
秩
序
と
の
場
合
で
、
先
に
み
た
第
四
・
五
段
と
第
五
八
・
五
九
段
と
を
比
較

す
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。
在
俗
の
仏
道
帰
依
を
よ
し
と
す
る
前
者
と
諸
縁
放
下

の
出
家
を
勧
め
る
後
者
。
ま
た
仏
教
的
秩
序
の
老
荘
的
秩
序
と
の
間
に
は
第
九

七
段
が
「
そ
の
物
に
つ
き
て
そ
の
物
を
費
や
し
そ
こ
な
ふ
物
」
　
の
例
と
し
て

「
僧
に
法
あ
り
」
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
に
対
立
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
対
立

は
諸
秩
序
を
併
せ
も
ち
つ
つ
生
き
る
主
体
が
折
々
の
出
来
事
に
お
う
じ
て
見
せ

る
言
説
の
揺
れ
あ
る
い
は
振
幅
と
い
っ
た
範
囲
を
越
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、

そ
れ
は
お
の
ず
と
表
現
主
体
の
内
側
で
起
こ
っ
た
世
界
理
解
の
枠
組
み
の
対
立
、

葛
藤
、
更
新
を
思
わ
せ
る
。
公
家
的
秩
序
の
否
定
と
し
て
の
仏
教
的
秩
序
、
仏

教
的
秩
序
の
否
定
と
し
て
の
老
荘
的
秩
序
、
朱
子
学
的
秩
序
…
…
。
こ
の
対
立
、

葛
藤
、
更
新
の
過
程
は
、
従
来
も
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
の

動
態
分
析
、
と
り
わ
け
無
常
観
の
展
開
を
勘
案
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま

少
し
明
瞭
に
辿
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
徒
然
草
」
　
の
無
常
観
に
つ
い
て
は
第
三
〇
段
前
後
を
境
に
　
(
詠
嘆
的
無
常

観
)
　
(
=
無
常
感
)
　
か
ら
　
(
自
覚
的
　
(
諦
観
的
)
無
常
観
)
　
(
=
無
常
観
)
　
へ
の

展
開
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
ふ
つ
う
説
明
さ
れ
る
。
無
常
で
あ
る
現
実
に
詠
嘆

を
も
っ
て
向
か
う
無
常
感
か
ら
そ
の
現
実
を
諦
観
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
無
常

観
へ
の
展
開
。
こ
の
展
開
は
大
枠
と
し
て
納
得
の
い
く
も
の
だ
が
、
(
自
覚
的

無
常
観
)
と
し
て
一
括
さ
れ
る
第
三
〇
段
前
後
以
降
の
章
段
に
は
さ
ら
に
無
常

(
=
死
)
　
の
と
ら
え
方
に
微
細
な
異
な
り
が
見
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
も
う
す
こ
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し
詔
分
化
し
た
展
開
相
を
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば

第
一
五
五
段
の
次
の
記
述
。

死
は
前
よ
り
L
も
来
た
ら
ず
、
か
ね
て
後
ろ
に
迫
れ
り
。

こ
れ
は
第
一
六
六
段
の
　
「
人
の
命
あ
り
と
見
る
ほ
ど
も
、
下
よ
り
消
ゆ
る
こ
と
、

雪
の
ご
と
く
な
る
う
ち
に
、
営
み
待
つ
こ
と
甚
だ
多
し
。
」
、
第
二
四
一
段
の

「
望
月
の
ま
ど
か
な
る
事
は
し
ば
ら
く
も
住
せ
ず
や
が
て
欠
け
ぬ
。
」
と
と
も

に
、
人
間
の
存
在
を
お
の
ず
か
ら
死
を
運
命
付
け
ら
れ
た
も
の
と
捉
え
、
生
の

歩
み
が
死
へ
の
道
行
き
に
は
か
な
ら
な
い
こ
と
を
言
い
当
て
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
第
一
五
五
段
以
降
の
無
常
の
捉
え
方
は
、
た
と
え
ば
第
五
九
段
の
次

の
記
述
と
対
照
的
な
も
の
だ
ろ
う
。

無
常
の
来
た
る
事
は
水
火
の
攻
め
む
る
よ
り
も
す
み
や
か
に
逃
れ
が
た
き

も
の
を
。

こ
こ
で
は
死
が
生
と
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
生
を
犯
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
の
が
わ
か
る
。
同
様
の
捉
え
方
は
第
七
四
段
の
「
身
を
養
ひ
て
何
事
を
か

は
待
つ
。
期
す
る
と
こ
ろ
た
だ
老
と
死
と
に
あ
り
。
そ
の
来
た
る
こ
と
速
や
か

に
し
て
、
念
々
の
間
も
止
ま
ら
ず
。
」
、
第
一
三
七
段
「
し
つ
か
な
る
山
の
奥
、

無
常
の
か
た
き
、
競
ひ
来
た
ら
ざ
ら
ん
や
。
そ
の
死
に
の
ぞ
め
る
事
、
軍
の
陣

に
進
め
る
に
同
じ
。
」
　
に
も
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
前
よ
り
」
「
来
」
　
て
生

を
犯
し
攻
め
る
敵
　
(
=
剃
鬼
)
　
と
し
て
の
無
常
。
こ
れ
に
対
す
る
先
の
、
「
か

ね
て
後
に
」
迫
り
生
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
の
無
常
。
後
者
こ
そ
が
　
(
自
覚

的
無
常
観
〉
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
前
者
に

お
い
て
無
常
を
生
と
対
立
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
点
は
、
第
三
〇
段
前
後
以

前
の
も
の
と
さ
れ
る
　
(
詠
嘆
的
無
常
観
)
　
が
無
常
を
忌
避
す
べ
き
も
の
と
捉
え

て
い
た
と
こ
ろ
と
通
底
し
て
も
い
よ
う
。

無
常
の
捉
え
方
に
着
目
し
て
の
テ
キ
ス
ト
の
動
態
分
析
は
、
こ
う
し
て
第
三

○
段
前
後
よ
り
も
第
一
五
五
段
前
後
を
境
と
す
る
変
化
の
方
を
よ
り
大
き
な
こ

と
と
し
て
考
え
さ
せ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
第
三
〇
段
前
後
を
画
期
と
す
る
理
解
はこ

と

な
お
有
効
で
、
無
常
に
つ
い
て
も
、
r
古
今
集
」
　
の
小
町
歌
「
あ
ほ
れ
て
ふ
言

こ
そ
う
た
て
世
の
中
を
思
ひ
離
れ
ぬ
は
だ
し
な
り
け
れ
」
　
(
雑
歌
下
)
　
の
逆
説

的
表
現
を
数
行
し
て
「
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」
と
　
(
も
の
の
あ
は

れ
)
　
に
よ
っ
て
無
常
の
嘆
き
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
第
七
段
と
、
右
に
見
た
無

常
を
　
(
敵
)
と
捉
え
て
対
暗
す
る
第
五
九
段
以
降
の
諸
段
と
の
間
に
は
大
き
な

隔
た
り
が
あ
る
。
ま
た
先
に
見
た
と
お
り
両
者
の
間
に
は
出
家
を
め
ぐ
る
見
解

の
相
違
が
際
立
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
　
「
徒
然
草
」
　
は
第
三
〇
段
前
後
、
第

一
五
五
段
前
後
の
二
つ
の
画
期
を
も
つ
と
考
え
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
r
徒
然
草
」
　
の
展
開
相
に
つ
い
て
は
い
ま
一
つ
出
家
を
め
ぐ
る

見
解
に
章
段
間
の
異
な
り
が
見
出
せ
る
。
第
三
〇
段
前
後
を
境
と
す
る
異
な
り

は
い
ま
述
べ
た
通
り
だ
が
、
さ
ら
に
先
に
引
い
た
第
一
三
七
段
の
　
「
し
づ
か
な

る
山
の
奥
、
無
常
の
か
た
き
、
競
ひ
来
た
ら
ざ
ら
ん
や
。
そ
の
死
に
の
ぞ
め
る

事
、
軍
の
陣
に
進
め
る
に
同
じ
。
」
が
ま
た
も
う
一
つ
の
画
期
を
示
し
て
い
る

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
し
づ
か
な
る
山
の
奥
」
　
は
出
家
草
庵
の
境
涯
を
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
第
五
八
・
五
九
段
に
お
い
て
激
し
い
口
調
で
勧
め

ら
れ
た
境
涯
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
境
涯
が
「
無
常
の
か
た
き
、
競

ひ
来
た
ら
ざ
ら
ん
や
。
そ
の
死
に
の
ぞ
め
る
事
、
軍
の
陣
に
進
め
る
に
同

じ
。
」
と
し
て
無
常
感
の
切
迫
の
前
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
変

化
は
　
『
兼
好
法
師
集
』
　
に
見
る
、

逃
れ
来
し
身
に
ぞ
知
ら
る
る
う
き
世
に
も
心
に
も
の
の
か
な
ふ
た
め
し
は

(
五
一
)

い
か
に
し
て
慰
む
も
の
ぞ
世
の
中
を
そ
む
か
で
す
ぐ
す
人
に
問
は
ば
や

(
五
三
)
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と
い
っ
た
感
懐
か
ら
、

住
め
ば
ま
た
う
き
世
な
り
け
り
よ
そ
な
が
ら
恩
ひ
し
ま
ま
の
山
里
も
が
な

(
七
九
)

な
に
と
な
く
あ
ま
の
捨
て
舟
す
て
な
が
ら
う
き
世
を
わ
た
る
わ
が
身
な
る

ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
八
〇
)

へ
の
変
化
に
通
う
も
の
が
あ
っ
て
興
味
深
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
こ
の
よ
う

な
出
家
の
境
涯
へ
の
疑
念
は
、
や
が
て
「
外
相
も
し
背
か
ざ
れ
ば
内
証
必
ず
熟

す
。
強
ひ
て
不
信
を
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
仰
ぎ
て
こ
れ
を
尊
ぶ
べ
し
。
」
　
(
第
一
五

七
段
。
r
兼
好
法
師
集
」
　
二
三
二
　
「
背
く
身
は
さ
す
が
に
や
す
き
あ
ら
ま
し
に

な
は
山
探
き
宿
も
い
そ
が
ず
」
)
　
と
し
て
環
境
論
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
て
い
く

と
し
て
も
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
動
態
を
窺
う
上
で
は
見
逃
し
が
た
い
も
の
が
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
無
常
を
生
と
対
立
し
忌
避
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ

れ
を
　
(
も
の
の
あ
は
れ
)
　
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
無
常

感
の
切
迫
の
う
ち
に
出
家
を
果
た
し
無
常
を
　
(
敵
)
と
見
撤
し
て
こ
れ
に
対
時

す
る
と
こ
ろ
へ
変
転
を
と
げ
る
こ
の
表
現
主
体
が
、
第
一
三
七
段
に
お
い
て
そ

の
よ
う
な
出
家
に
よ
る
無
常
感
の
克
服
に
疑
念
を
抱
き
、
や
が
て
第
一
五
五
段

以
降
の
死
を
生
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
へ
い
た
る
、
そ

う
し
た
無
常
観
を
め
ぐ
る
展
開
相
を
そ
れ
は
教
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四

さ
て
　
「
徒
然
草
」
　
の
動
態
を
右
の
よ
う
に
窺
う
と
し
て
、
そ
こ
に
こ
の
テ
キ

ス
ト
の
表
現
主
体
が
世
界
理
解
の
枠
組
み
と
し
て
も
っ
た
と
見
ら
れ
る
諸
秩
序

を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ま
ず
第
三
〇
段
前
後
以
前
の
　
(
詠
嘆
的
無
常
観
)
は
、
無
常
で
あ
る
現
実
を

忌
避
し
慨
嘆
を
も
っ
て
応
じ
っ
つ
も
そ
れ
を
　
(
も
の
の
あ
は
れ
)
　
の
美
意
識
に

よ
っ
て
政
い
と
っ
て
自
己
同
定
を
果
た
す
あ
り
よ
う
か
ら
見
て
、
王
朝
以
来
の

公
家
的
秩
序
に
か
か
わ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
表
現
主
体
は
和
歌
世
界
に
そ

の
共
同
的
価
値
幻
想
を
学
び
こ
れ
を
も
っ
て
自
ら
の
現
実
を
理
解
し
無
常
感
の

様
式
化
さ
れ
た
言
説
を
再
生
産
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
次
の
第
五
八
・
五
九

段
の
中
心
と
す
る
章
段
群
は
、
忌
避
す
べ
き
無
常
か
ら
の
救
い
と
し
て
出
家
を

考
え
そ
れ
を
勧
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
仏
教
言
説
の
意
味
地
平
に
即
し

て
行
動
を
様
式
化
し
ょ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
こ
に
仏
教
的
秩
序
と

の
か
か
わ
り
が
指
摘
で
き
る
。
表
現
主
体
は
生
に
対
立
す
る
無
常
を
仏
教
的
秩

序
に
就
く
こ
と
で
超
克
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
く
第
一
三
七
段
前
後
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
出
家
の
境
涯
に
よ
る
無
常

の
克
服
に
疑
念
を
挿
ん
だ
様
相
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
と
お
り

だ
が
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
　
(
出
家
の
境
涯
に
よ
る
無
常
の
克

服
)
　
の
言
説
の
位
相
を
視
野
に
い
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

r
万
葉
集
-
の
　
「
生
死
の
二
つ
の
海
を
厭
は
し
み
潮
干
の
山
を
し
ぬ
び
つ
る
か

も
」
　
(
巻
一
六
)
　
「
現
身
は
数
な
き
身
な
り
山
河
の
活
け
き
見
つ
つ
道
を
尋
ね

な
」
　
(
巻
二
〇
)
　
以
来
く
り
か
え
し
喧
伝
さ
れ
て
き
た
仏
教
言
説
だ
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
文
学
テ
キ
ス
ト
は
「
し
か
り
と
て
背
か
れ
な
く
に
事
し
あ
れ
ば
ま
ず
嘆

か
れ
ぬ
あ
な
憂
世
の
中
」
　
(
「
古
今
集
」
雑
歌
下
)
　
と
こ
れ
に
身
を
委
ね
る
こ
と

の
で
き
な
い
人
の
あ
り
よ
う
を
見
つ
め
続
け
て
き
た
が
、
中
世
初
頭
に
い
た
っ

て
そ
れ
が
著
し
い
公
共
化
を
果
た
し
た
事
は
そ
の
期
の
仏
教
説
話
集
の
族
出
が

よ
く
示
し
、
(
草
庵
の
栄
華
)
　
を
謳
歌
す
る
　
「
方
丈
記
」
　
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る
と
お
り
で
あ
る
。
「
た
だ
仮
の
庵
の
み
の
ど
け
く
し
て
恐
れ
な
し
」
、
し
か
し

r
徒
然
草
」
　
の
主
体
は
「
世
を
そ
む
け
る
革
の
庵
に
は
し
ず
か
に
水
石
を
も
て

あ
そ
び
て
こ
れ
　
(
=
無
常
)
　
を
余
所
に
聞
く
と
思
へ
る
は
い
と
は
か
な
し
」
と

し
て
無
常
の
剃
鬼
の
足
音
に
脅
え
る
。
こ
こ
に
は
　
(
出
家
の
境
涯
に
よ
る
無
常
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の
克
服
)
　
の
言
説
、
言
い
換
え
れ
ば
仏
教
的
秩
序
に
よ
っ
て
は
も
は
や
救
わ
れ

な
く
な
っ
た
主
体
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
草
庵
の
栄
華
)
　
へ
の
疑
念

は
　
『
方
丈
記
」
　
末
段
の
表
現
主
体
に
も
兆
す
も
の
と
し
て
あ
る
が
、
『
徒
然

草
し
　
の
主
体
の
そ
れ
は
言
説
そ
の
も
の
の
否
定
に
向
か
っ
て
い
る
点
で
比
較
に

な
ら
な
い
絶
望
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
第
一
三
七
段
に
み
る
　
(
出
家
の
境
涯
に
よ
る
無
常
の
克

服
)
　
へ
の
疑
念
は
公
共
化
し
た
仏
教
言
説
、
つ
ま
り
は
仏
教
的
秩
序
自
体
へ
の

疑
念
に
根
差
す
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
第
五
八
・

五
九
段
の
主
体
の
あ
り
よ
う
を
自
ら
否
定
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、

こ
う
し
た
仏
教
言
説
、
ひ
い
て
は
仏
教
的
秩
序
へ
の
疑
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て

導
か
れ
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
な
判
断
を
示
し
が
た
い
。
言
説
に

ょ
っ
て
は
覆
え
な
い
無
常
感
の
切
迫
、
そ
れ
を
導
い
た
中
世
の
世
の
無
常
の
現

実
な
ど
は
さ
し
あ
た
り
思
い
つ
か
れ
る
状
況
論
的
解
説
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で

は
な
く
、
多
言
語
化
し
た
中
世
の
諸
言
説
流
通
の
世
に
お
け
る
仏
教
言
説
を
含

め
た
言
説
、
あ
る
い
は
公
共
化
さ
れ
た
秩
序
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
と
い
っ
た
こ

と
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
徒
然
草
」
　
の

第
一
三
七
段
前
後
に
は
人
の
言
説
を
め
ぐ
る
話
題
が
多
い
が
、
た
と
え
ば
第
一

四
三
段
(
「
人
の
終
焉
の
有
り
様
の
い
み
じ
か
り
し
事
な
ど
」
)
　
に
は
「
愚
か
な

る
人
は
あ
や
し
く
異
な
る
相
を
語
り
つ
け
、
い
ひ
し
言
葉
も
振
る
舞
ひ
も
、
お

の
れ
が
好
む
方
に
は
め
な
す
こ
そ
、
そ
の
人
の
日
頃
の
本
意
に
も
あ
ら
ず
や
と

覚
ゆ
れ
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
往
生
伝
の
言
説
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
し
、

つ
づ
く
第
一
四
四
段
　
(
「
栂
尾
の
上
人
、
道
を
過
ぎ
給
ひ
け
る
に
」
)
　
で
　
「
あ
し

あ
し
」
「
府
生
殿
の
御
馬
」
を
「
阿
字
不
本
生
」
と
聞
き
な
し
て
感
涙
を
の
ご

う
明
恵
を
語
る
な
ど
は
前
段
の
　
「
い
ひ
し
言
葉
も
振
る
舞
ひ
も
、
お
の
れ
が
好

む
方
に
ほ
め
な
す
」
事
例
と
し
て
引
か
れ
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
れ
ら
に
仏

教
言
説
へ
の
不
信
を
見
出
す
の
は
簡
単
な
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
第
七
三
段

(
「
世
に
語
り
伝
ふ
る
事
、
ま
こ
と
は
あ
い
な
き
に
や
」
)
　
に
は
「
仏
神
の
奇
特
、

権
者
の
伝
記
、
さ
の
み
信
ぜ
ざ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
…
…
大
方
は
ま
こ
と
し

く
あ
ひ
し
ら
ひ
て
、
ひ
と
へ
に
信
ぜ
ず
ま
た
疑
ひ
嘲
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
あ
り
、

第
九
一
段
　
(
「
赤
舌
日
と
い
ふ
事
」
)
　
に
は
　
「
吉
凶
は
人
に
よ
り
て
日
に
よ
ら

ず
」
と
も
み
え
る
。
こ
れ
に
先
に
み
た
第
九
七
段
を
加
え
れ
ば
、
「
そ
の
物
に

つ
き
て
そ
の
物
を
費
や
し
そ
こ
な
ふ
物
」
と
し
て
の
「
仁
義
」
　
(
=
儒
教
言
説
)

「
法
」
　
(
=
仏
教
言
説
)
、
つ
ま
り
は
言
説
へ
の
警
戒
は
こ
の
表
現
主
体
に
と
っ

て
か
な
り
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
三
七
段
に

み
る
　
(
出
家
の
境
涯
に
よ
る
無
常
の
克
服
)
　
へ
の
疑
念
は
こ
う
し
た
言
説
へ
の

警
戒
に
こ
そ
根
差
し
、
そ
れ
が
公
共
化
し
た
仏
教
言
説
、
仏
教
的
秩
序
へ
の
疑

念
ひ
い
て
は
自
己
解
体
を
も
導
い
た
も
の
と
見
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
第
二
二
七
段
に
み
る
仏
教
的
秩
序
へ
の
懐
疑
が
言
説
へ
の
警
戒
に

根
差
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
警
戒
を
促
す
言
表
に
第
九
七
段
の
ご
と

き
老
荘
的
秩
序
に
か
か
わ
る
言
説
を
見
出
す
点
は
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ

う
。
言
説
へ
の
警
戒
が
老
荘
的
秩
序
に
基
づ
く
世
界
理
解
の
枠
組
み
か
ら
導
か

れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
主
体
の
言
説
依
存
の
病
は
か
な
り
重
い
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
見
た
よ
う
に
他
の
章
段
に
も
こ
れ
に
類
す
る
言
表
が

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
一
元
的
な
関
係
を
い
う
必
要
は
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
第
九
一
段
の
　
「
吉
凶
は
人
に
よ
り
て
日
に
よ
ら
ず
」
は
諸
注

の
指
摘
す
る
よ
う
に
　
『
事
文
類
宋
前
集
」
一
二
　
「
吉
凶
由
し
人
。
焉
繋
二
時

日
ご
　
に
も
見
え
る
。
言
説
へ
の
警
戒
は
そ
う
し
た
諸
文
献
と
の
出
合
い
を
通

じ
て
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
そ
う
し
た
諸
文
献
の
言
述
に
日
が
と
ま
る
主
体
の

形
成
を
通
じ
て
育
ま
れ
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
「
荘
子
」
　
の
一
節
も
そ
の
一
つ

と
し
て
視
野
に
入
り
、
さ
ら
に
は
言
表
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
第
一
五
五
段
以
降
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
こ
れ
が
本
来
的
な
(
諦

観
的
無
常
観
)
　
を
示
す
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

無
常
を
生
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
の
無
常
観
が
ど
の
よ
う
に
し
て

形
成
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
に
L
が
た
い
が
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
仏
教
言
説
に

な
ら
う
も
の
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
先
に
み
た
主
体
の
仏
教
言
説
へ
の
警

戒
の
態
度
か
ら
み
て
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
推
測
は
何
よ
り
も
最

終
段
の
著
名
な
(
仏
間
答
)
が
よ
く
支
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
八
歳
時
の
父
子

問
答
と
の
設
定
は
も
と
よ
り
虚
構
に
相
違
な
い
。
「
仏
は
い
か
な
る
も
の
に
か

候
ら
ん
。
」
「
仏
に
は
人
の
成
り
た
る
な
り
。
」
「
人
は
何
と
し
て
仏
に
は
成
り
候

ふ
や
ら
ん
」
「
仏
の
教
へ
に
よ
り
て
成
る
な
り
」
…
…
、
そ
し
て
最
後
は
「
そ

の
教
へ
候
ひ
け
る
第
一
の
仏
は
い
か
な
る
仏
に
か
候
ひ
け
る
」
「
空
よ
り
や
降

り
け
ん
、
土
よ
り
や
湧
き
け
ん
」
。
こ
の
間
答
は
　
(
仏
)
　
な
る
も
の
の
非
実
体

性
を
明
か
す
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
仏
教
な
る
も
の
が
絶
対
悟
性
の
体
現
者
た

る
　
(
仏
)
を
仮
構
す
る
と
こ
ろ
に
構
築
さ
れ
た
一
つ
の
言
語
宇
宙
、
あ
る
い
は

世
界
像
に
は
か
な
ら
ず
、
い
わ
ば
言
説
戦
略
を
も
っ
て
編
み
上
げ
ら
れ
た
虚
構

作
品
で
あ
る
こ
と
を
合
意
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
答
を
末
尾
に

置
く
表
現
主
体
に
仏
教
的
秩
序
へ
の
帰
順
、
仏
教
言
説
の
様
式
的
再
生
産
が

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
も
ち
ろ
ん
第
一
五
七
段
末
尾
に
「
強
ひ
て
不
信
を

言
ふ
べ
か
ら
ず
。
仰
ぎ
て
こ
れ
を
尊
む
べ
し
。
」
と
あ
り
、
第
二
四
一
段
末
尾

に
も
「
直
ち
に
万
事
を
放
下
し
て
道
に
む
か
ふ
時
、
さ
は
り
な
く
、
所
作
な
く

て
、
心
身
な
が
く
静
か
な
り
。
」
と
あ
る
な
ど
、
第
一
五
五
段
以
降
に
も
仏
教

に
か
か
わ
る
言
表
は
多
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
言
表
は
第
五
八
・
五
九
段
前
後

の
よ
う
な
仏
教
的
秩
序
を
自
己
化
し
た
様
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
己
解
体

の
後
に
「
禅
定
」
「
心
身
な
が
く
静
か
」
な
る
境
涯
を
求
め
そ
う
し
た
境
涯
の

称
揚
に
仏
教
言
説
を
取
り
込
ん
だ
も
の
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
仏
教
的

秩
序
の
他
者
化
　
(
外
在
化
)
　
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

仏
教
的
秩
序
の
他
者
化
の
う
ち
に
見
通
さ
れ
る
　
(
自
覚
的
無
常
観
)
。
そ
の

達
成
の
秘
密
は
不
明
と
い
う
は
か
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
死
を
生
に
内
在
す

る
も
の
と
し
て
捉
え
る
無
常
観
が
、
忌
避
す
べ
き
死
を
仏
教
的
秩
序
に
従
う
こ

と
で
超
克
し
よ
う
と
し
た
主
体
の
心
と
日
に
よ
っ
て
は
見
通
し
が
た
か
っ
た
も

の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
先
に
見
た
言
説
へ
の
疑
念
が
何
ら
か

の
か
た
ち
で
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
、

第
一
五
五
段
直
前
の
三
段
が
語
る
日
野
資
朝
の
逸
話
に
は
、
第
一
五
二
段
の

「
腰
か
が
ま
り
眉
目
く
ま
こ
と
に
徳
た
け
た
る
有
り
様
に
て
内
裏
へ
参
」
る
静

然
上
人
を
西
園
寺
公
衝
が
「
あ
な
尊
と
の
け
し
き
や
」
と
い
っ
た
の
に
対
し
て

資
朝
が
囚
わ
れ
な
く
「
年
の
寄
り
た
る
に
候
」
と
い
っ
て
の
け
た
話
題
、
第
一

五
四
段
の
　
「
た
だ
素
直
に
珍
し
か
ら
ぬ
物
に
は
し
か
ず
」
と
し
て
「
異
様
に
曲

折
あ
る
」
植
木
を
「
皆
掘
り
捨
て
ら
れ
に
け
り
」
と
の
話
題
が
含
ま
れ
る
。
言

説
は
秩
序
を
め
ぐ
る
価
値
幻
想
の
具
体
と
し
て
世
界
理
解
の
枠
組
み
や
現
実
を

見
る
視
線
を
提
供
す
る
が
、
一
方
、
枠
組
み
や
視
線
は
世
界
を
そ
の
形
に
即
し

て
見
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
る
。
「
あ
な
尊
と
の
け
し
き
や
」
は
そ
の
例

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
枠
組
み
を
と
お
し
て
世
界
に
向
か
う
主
体
は
や
が
て
枠
組
み

に
応
じ
て
世
界
像
を
変
形
し
「
異
様
に
曲
折
あ
る
」
像
を
作
る
こ
と
に
熱
中
し

は
じ
め
る
。
し
か
し
そ
の
枠
組
み
や
視
線
を
取
り
払
え
ば
物
の
実
相
が
見
え
て

く
る
。
「
年
の
寄
り
た
る
に
候
」
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
表
現

主
体
は
そ
う
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
た
だ
素
直
に
珍
し
か
ら
ぬ
物

に
は
し
か
ず
」
と
し
て
枠
組
み
を
取
り
払
う
時
、
公
共
化
し
た
分
節
「
春
暮
れ

て
の
ち
夏
に
な
り
、
夏
果
て
て
秋
の
来
る
」
は
「
皆
掘
り
捨
て
ら
れ
」
、
「
春
は

や
が
て
夏
の
気
を
も
よ
ほ
し
、
夏
よ
り
す
で
に
秋
は
か
よ
ひ
…
…
」
　
の
分
節
化

以
前
の
時
の
流
れ
が
実
相
と
し
て
み
え
て
く
る
。
無
常
も
お
な
じ
こ
と
。
仏
教
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的
秩
序
を
捨
て
て
無
常
に
直
に
向
き
合
え
ば
死
を
運
命
付
け
ら
れ
た
生
が
受
け

入
れ
ざ
る
を
え
な
い
実
相
と
し
て
見
え
て
く
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
　
(
言
説
へ
の
偵
疑
)
　
に
こ
だ
わ
っ
た
如
上
の
推
測
は
か
え
っ
て
テ

キ
ス
ト
の
実
相
を
見
失
わ
せ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
枠
組
み
な
し
に
世

界
と
向
き
合
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
っ
た
今
日
の
判
断
と
は
別
に
、

r
徒
然
草
」
　
の
主
体
の
考
え
方
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。
四
時
循

環
説
は
見
た
よ
う
に
宋
儒
言
説
に
か
か
わ
る
が
、
こ
こ
に
見
る
無
常
観
が
第
一

六
六
段
で
「
雪
仏
」
、
第
二
四
一
段
で
「
望
月
」
　
の
例
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
し
て
、
朱
子
学
的
秩
序
は
主
体
の
世
界
理
解
の
枠
組
み
と
し
て
作
用

し
た
の
で
は
な
く
、
老
荘
的
秩
序
同
様
、
主
体
の
思
惟
に
響
い
て
目
に
と
ま
り
、

そ
の
言
表
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秩
序
を
め
ぐ
る
価
値
幻
想
を
言
説
へ

の
懐
疑
を
と
お
し
て
他
者
化
し
た
主
体
に
と
っ
て
、
秩
序
は
自
己
同
定
の
場
で

は
な
く
言
表
の
素
材
に
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

以
上
、
中
世
的
秩
序
の
様
態
を
求
め
て
　
r
徒
然
草
」
　
の
テ
キ
ス
ト
分
析
を
試

み
た
。
和
歌
世
界
を
窓
口
と
し
て
公
家
的
秩
序
を
自
己
化
し
そ
こ
か
ら
世
界
と

向
き
合
う
表
現
主
体
は
、
無
常
感
の
切
迫
す
る
な
か
仏
教
的
秩
序
へ
と
自
己
同

定
の
場
を
移
し
、
や
が
て
言
説
ひ
い
て
は
言
説
と
相
互
媒
介
的
な
関
係
に
あ
る

公
共
性
す
な
わ
ち
秩
序
を
め
ぐ
る
共
同
的
価
値
幻
想
へ
の
懐
疑
を
深
め
、
言

説
・
秩
序
を
他
者
化
す
る
地
平
に
い
た
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
ひ
と
り
こ
の
テ

キ
ス
ト
の
表
現
主
体
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
公
家
的
秩
序
、
仏
教

的
秩
序
あ
る
い
は
ま
た
老
荘
的
秩
序
、
宋
偏
的
秩
序
な
ど
が
多
元
的
に
流
通
し

た
中
世
に
お
け
る
　
(
公
共
性
)
　
の
動
態
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
特
に
言
説
・
秩
序

の
他
者
化
は
諸
言
説
の
、
し
た
が
っ
て
諸
秩
序
の
流
通
交
錯
の
必
然
と
も
見
ら

れ
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
ば
か
り
で
な
く
た
と
え
ば
　
r
宇
治
拾
遺
物
語
」
な
ど
に
も

見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
秩
序
を
め
ぐ
る
共
同
的
価
値
幻
想
の
他
者
化

は
自
己
同
定
の
場
を
自
ら
排
除
し
つ
づ
け
て
い
く
精
神
の
営
み
を
伝
え
る
が
、

そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
精
神
の
開
拓
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
逆
に
他
者
と
の
対
話

を
拒
絶
す
る
自
閉
的
自
足
的
な
主
体
と
そ
の
言
説
、
あ
る
い
は
ま
た
言
説
操
作

を
通
じ
て
新
た
な
秩
序
を
め
ぐ
る
価
値
幻
想
を
作
為
捏
造
す
る
言
説
戦
略
を
も

生
み
出
し
た
と
い
う
べ
く
、
中
世
の
社
会
的
文
化
的
事
象
、
特
に
学
問
注
釈
、

中
世
日
本
紀
や
中
世
王
権
神
話
に
は
そ
う
し
た
位
相
か
ら
捉
え
返
し
て
い
く
べ

き
側
面
が
あ
ろ
う
。
多
言
語
化
し
た
世
界
と
は
耗
々
の
生
き
る
現
代
の
称
で
も

あ
る
。
公
共
性
と
言
説
、
ま
た
秩
序
を
め
ぐ
っ
て
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
い
。

(
付
記
)

本
稿
が
分
析
対
象
と
し
た
　
r
徒
然
草
」
　
に
つ
い
て
の
稿
者
の
理
解
は
、
煩
雑

を
嫌
っ
て
一
々
注
記
し
な
か
っ
た
が
、
行
論
中
で
も
引
い
た
中
川
徳
之
助
氏
の

御
著
書
な
ら
び
に
講
蓮
に
列
し
っ
つ
伺
っ
た
御
説
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
見

解
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
は
今
後
と
も
検
討
を
重
ね
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
に
記

し
て
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(
た
け
む
ら
・
し
ん
じ
/
広
島
大
学
)
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今
月
号
掲
載
の
論
文
要
旨

立
っ
て
多
言
語
化
し
そ
れ
ら
が
流
通
交
錯
し
て
い
っ

た
と
見
ら
れ
る
中
世
日
本
の
　
(
公
共
性
)
、
つ
ま
り

は
秩
序
の
様
態
を
、
「
従
然
草
』
　
に
お
け
る
テ
キ
ス

ト
と
言
説
と
の
関
わ
り
方
の
分
析
を
通
じ
て
窺
っ
た
。

そ
こ
か
ら
は
自
己
同
定
を
果
た
す
価
値
幻
想
が
公
家

的
秩
序
か
ら
仏
教
的
秩
序
に
移
り
、
や
が
て
言
説
へ

の
懐
疑
に
よ
っ
て
秩
序
そ
の
も
の
を
他
者
化
し
て
い

く
様
相
が
見
出
さ
れ
た
。

多
言
語
世
界
と
秩
序竹

　
村
　
信
　
治

共
同
体
の
多
元
的
成
立
の
も
と
諸
言
説
が
並
び
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The Polyphonic World and Order

Shinji Takemura

In this essay I will analyze the interrelation between literary text and discourse in
Tsuretsuregusa so as to make explicit the mode of "public" order in Middle Ages Japan. In
this period so many independent communities were formed that diverse discourses coex-
isted in one nation, and they communicated and mixed up with one another. At the same
time, the dominance of the aristocratic order was supplanted by that of the religious one,
which in turn came to represent the nation's self-identification and maintain its imaginary
unity on the level of discourse. But in the polyphonic world where any kind of unified
discourse was challenged, even this supposed order, as will be seen, was becoming rela-
tivized.




