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は
じ
め
に

　
　

あ
る
近
代
的
研
究
者
の
誕
生
とThe View

 of the W
orld

　

漱
石
の
作
品
を
読
む
際
、
つ
い
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
彼
が

近
代
に
お
け
る
人
文
系
学
問
に
従
事
し
た
も
っ
と
も
初
期
の
研
究
者
の
ひ
と
り

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
等
教
育
機
関
と
の
関
わ
り
を
持
っ
た
と
い

う
こ
と
以
上
に
、
根
本
的
な
人
文
系
学
問
の
変
容
を
経
験
し
た
と
い
う
意
味
で

だ
。
漱
石
こ
と
夏
目
金
之
助
は
、
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
、
官
命
を
帯
び

て
他
動
的
に
イ
ギ
リ
ス
へ
留
学
し
た
が
、
そ
こ
で
彼
は
従
来
の
東
洋
的
な
学
者

と
は
異
な
る
志
向
と
態
度
を
も
つ
研
究
者
に
変
貌
す
る
。そ
の
プ
ロ
セ
ス
は『
文

学
論
』（
明
治
四
〇
）「
序
」
に
詳
し
い
。
留
学
直
後
の
彼
は
語
学
の
上
達
を
目

指
し
つ
つ
「
文
学
の
研
究
に
従
事
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
が
そ
の
「
方
法
」

と
「
部
門
」
と
を
決
定
し
得
ず
、ひ
と
ま
ず
大
学
の
講
義
や
個
人
教
師
に
頼
る
が
、

期
待
す
る
も
の
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
続
い
て
「
英
文
学
に
関
す
る
書
籍
を
手

に
任
せ
て
読
破
」
し
よ
う
と
し
て
一
年
あ
ま
り
が
経
過
し
た
と
き
、
こ
の
「
検

束
な
き
読
書
法
」
が
結
果
、
彼
を
し
て
「
茫
然
と
自
失
さ
せ
る
」
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、「
漢
学
」
に
お
け
る
「
文
学
」
を
理
解
す
る
の
に
成
功
し
た
「
読
書

法
」の
は
ず
だ
っ
た
。「
文
学
は
斯
く
の
如
き
者
な
り
と
の
定
義
を
漠
然
と
冥
々

裏
に
左
国
史
漢
よ
り
得
た
り
」
と
い
う
実
感
が
短
期
間
で
も
た
ら
さ
れ
た
東
洋

的
な
学
問
の
方
法
が
、
英
文
学
に
は
ま
っ
た
く
通
じ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、

「
倫
敦
の
孤
燈
の
下
」、つ
い
に
「
漢
学
に
所
謂
文
学
と
、英
語
に
所
謂
文
学
と
は
、

到
底
同
定
義
の
下
に
一
括
し
得
べ
か
ら
ざ
る
異
種
類
の
も
の
」
と
い
う
認
識
を

得
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
「
根
本
的
に
文
学
と
は
如
何
な
る
も
の
ぞ
と
云
へ
る
問

題
を
解
釈
せ
ん
と
決
心
」
す
る
。
こ
う
し
て
、
問
題
の
在
処
を
自
覚
し
、
そ
の

分
析
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
を
見
出
し
、
目
的
を
も
っ
て
研
究
対
象
に
向
か
う
近

代
的
な
身
振
り
を
も
つ
研
究
者
が
誕
生
し
た
。

　

彼
の
研
究
の
目
的
は
、「
心
理
的
」「
社
会
的
」と
い
う
観
点
か
ら「
文
学
」を「
解

釈
」
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
注
が
れ
た
情
熱
は
、「
問
題
が
頗
る

大
に
し
て
且
つ
新
し
き
が
故
」
に
、「
尤
も
鋭
意
に
最
も
誠
実
に
研
究
を
持
続
」

さ
せ
た
。
問
題
解
決
の
た
め
の
目
的
を
持
っ
た
読
書
は
「
蠅
頭
の
細
字
に
し
て

五
六
寸
の
高
さ
」
に
も
な
る
『
ノ
ー
ト
』
に
な
っ
た
と
い
う
。
以
上
の
『
文
学

論
』「
序
」
の
叙
述
は
、
留
学
中
の
書
簡
（
中
根
重
一
宛
、
明
治
三
五
年
三
月

一
五
日
付
）
を
読
む
限
り
、
実
際
に
近
い
体
験
を
率
直
に
記
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

私
も
当
地
着
後
（
去
年
八
九
月
頃
よ
り
〔
留
学
開
始
か
ら
約
一
年
後
を
指

す
：
引
用
者
注
〕）
よ
り
一
著
述
を
思
ひ
立
ち
、
目
下
、
日
夜
読
書
と
ノ

ー
ト
を
と
る
と
自
己
の
考
を
少
し
宛
か
く
の
と
を
商
売
に
致
候
。
同
じ
書

　
　

戦
死
者
よ
、
個
人
に
帰
れ

―
―
夏
目
漱
石
「
趣
味
の
遺
伝
」
とT

he V
iew

 of the W
orld

―
―

馬　

場　

美　

佳
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を
著
は
す
な
ら
西
洋
人
の
糟
粕
で
は
詰
ら
な
い
、
人
に
見
せ
て
も
一
通
は

づ
か
し
か
ら
ぬ
者
を
と
存
じ
励
精
致
居
候〔
中
略
〕小
生
の
考
に
て
は「
世

界
を
如
何
に
観
る
べ
き
や
と
云
ふ
論
よ
り
始
め
、
夫
よ
り
人
生
を
如
何
に

解
釈
す
べ
き
や
の
問
題
に
移
り
、
夫
よ
り
人
生
の
意
義
目
的
及
び
其
活
力

の
変
化
を
論
じ
、
次
に
開
化
の
如
何
な
る
者
な
る
や
を
論
じ
、
開
化
を
構

造
す
る
諸
原
素
を
解
剖
し
、
其
聯
合
し
て
発
展
す
る
方
向
よ
り
し
て
文
芸

の
開
化
に
及
す
影
響
及
其
何
物
な
る
か
を
論
ず
」
る
積
り
に
候

〔
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
〕

　

同
じ
読
書
で
も
、「
ノ
ー
ト
を
と
」
り
つ
つ
、「
自
己
の
考
を
少
し
宛
か
く
」

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
問
題
意
識
が
明
確
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
書
簡
の

続
き
に
は
、
自
ら
の
課
題
設
定
に
つ
い
て
、「
大
き
な
事
故
、
哲
学
に
も
歴
史

に
も
政
治
に
も
心
理
に
も
生
物
学
に
も
進
化
論
に
も
関
係
致
候
故
、
自
分
な
が

ら
其
大
胆
な
る
に
あ
き
れ
候
」
と
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
ー
マ
を
発
見
し
た

ひ
と
り
の
研
究
者
の
嬉
々
と
し
た
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。『
ノ
ー
ト
』
を
調
査
し

た
岡
三
郎
が
、
そ
こ
に
「
神
経
衰
弱
と
は
無
縁
」
な
「
精
神
の
高
揚
が
端
的
に

表
現
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
首
肯
で
き
る
。
ま
た
、「
引
用
の
正
確
さ
は

も
と
よ
り
、
多
様
な
情
報
か
ら
な
る
ノ
ー
ト
の
整
合
性
は
見
事
な
も
の
」
で
あ

り
、「
さ
ら
に
当
代
一
流
の
著
者
た
ち
の
論
説
に
つ
い
て
も
、
言
説
の
根
拠
や

細
部
に
わ
た
っ
て
〈
余
云
フ
〉
と
い
う
形
式
で
機
敏
に
批
判
的
修
正
や
独
自
の

見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う）

1
（

。
必
要
と
す
る
情
報
を
収
集
・
選
択
し
、
批

評
的
に
判
断
す
る
研
究
主
体
が
確
か
に
生
成
し
て
い
る
。

　

先
に
引
用
し
た
書
簡
の
二
つ
目
の
傍
線
部
に
、
研
究
す
べ
き
最
初
の
課
題
と

し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
世
界
を
如
何
に
観
る
べ
き
や
」
と
は
、『
ノ
ー
ト
』

の
内
「T

he V
iew

 of the W
orld

」（「
世
界
観
」、
三
枚
四
頁
）
で
検
討
さ
れ

て
い
る
も
の
だ
。
心
理
学
、
文
明
論
と
い
っ
た
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
て
い
た

当
時
最
新
の
専
門
書
を
は
じ
め
文
学
作
品
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
書
物
を
参
照
し
、

各
書
が
も
つ
哲
学
的
思
考
に
ア
ク
セ
ス
し
、
と
き
に
は
鏡
と
し
な
が
ら
、
ど
の

よ
う
な
「T
he V

iew
 of the W

orld

」
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
著
者
た
ち

が
前
提
に
し
て
い
る
か
が
サ
ン
プ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。
Ｔ
・
リ
ボ
ー
の『T

he 
Psychology of the Em

otions

（
感
情
の
心
理
学
）』（1897

現
代
科
学
叢
書
）

か
ら
の
「psychological

―no subject no object

」（
心
理
学
的
に
は
―
主

観
な
け
れ
ば
客
観
な
し
）
と
い
う
メ
モ
に
は
じ
ま
り
、
た
と
え
ば
Ｊ
・
ミ
ル
ト

ン
『Paradise Lost

（
失
楽
園
）』（1667

）
に
つ
い
て
「M

ilton

曰
クm

an

ハgod

ノim
age

ナ
リ
ト
」
と
メ
モ
し
た
直
後
、「
余
云
フgod

ハm
an

ノ

im
age

ナ
リ
」
と
の
考
え
を
記
す
よ
う
に
、「
己
」
こ
そ
が
「
世
界
」
の
「
観
方
」

を
生
み
出
す
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
（
こ
の
議
論
は
『
文
学
論
』「
第
一
編
第
三
章　

文
学
的
内
容
の
分
類
及

び
其
価
値
的
等
級
」
で
聖
書
や
ミ
ル
ト
ン
を
用
い
つ
つ
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
）。

　
『
ノ
ー
ト
』
は
、
帰
国
後
、
東
京
帝
国
大
学
に
お
け
る
講
義
「
英
文
学
概
説
」、

さ
ら
に
『
文
学
論
』
に
結
実
し
、彼
の
最
初
の
文
学
研
究
の
成
果
と
な
る
の
だ
が
、

そ
の
研
究
の
起
点
と
な
っ
た
「T

he V
iew

 of the W
orld

」
と
い
う
問
題
が
、

小
説
の
テ
ー
マ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
作
が
あ
る
。
日
露
戦
争
終
結
直
後
を
舞

台
に
、「
学
問
読
書
を
専
一
に
す
る
身
分
」
に
あ
る
若
い
学
者
の
一
人
称
と
い

う
形
式
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
趣
味
の
遺
伝
」（『
帝
国
文
学
』
明
治
三
九
年
一

月
号
）
で
あ
る
。
以
下
、「T

he V
iew

 of the W
orld

」
を
研
究
し
た
成
果
の

上
に
漱
石
が
本
作
を
構
想
し
た
と
考
え
る
根
拠
を
、
小
説
の
解
釈
と
と
も
に
詳

述
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
終
戦
直
後
の
社
会
に
お
け
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る
独
自
性
を
評
価
し
て
い
く
。

一　

神
学
的
、
形
而
上
学
的
、
そ
し
て
実
証
的
な
る
思
索
へ

　
　
　
　

―
Ａ
・
コ
ン
ト
「
三
段
階
の
法
則
」
に
そ
っ
て

　
「
趣
味
の
遺
伝
」
は
、「
余
」
と
い
う
一
人
称
で
語
る
若
い
学
者
の
行
動
に

と
も
な
っ
て
継
起
す
る
思
索
の
あ
と
を
順
番
に
追
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、

そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
に
し
て
社
会
学
の
祖
と
も
さ
れ
る
オ
ー
ギ
ュ
ス

ト
・
コ
ン
ト
の
著
『Cours de Philosophie Positive

（
実
証
哲
学
講
義
）』

（1830-1842

）
の
い
う
「
三
段
階
の
法
則
」
と
同
じ
過
程
を
辿
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
西
洋
哲
学
を
受
容
す
る
上
で
、
明
治
も
は
や
い
時
期
か
ら
そ
の

思
想
は
日
本
に
お
い
て
知
ら
れ（

２
）、『

ノ
ー
ト
』
に
も
コ
ン
ト
へ
の
言
及
は
多
い
。

二
〇
世
紀
は
じ
め
、
コ
ン
ト
は
西
洋
哲
学
に
お
い
て
カ
ン
ト
と
並
び
ま
ず
検
証

さ
れ
る
対
象
で
も
あ
っ
た
。

　

コ
ン
ト
の
「
三
段
階
の
法
則
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
社
会
に
お
い
て
、

宗
教
と
形
而
上
学
的
哲
学
に
よ
る
思
考
か
ら
脱
却
し
、
共
同
体
を
再
構
築
す
る

こ
と
を
め
ざ
す
な
か
で
提
唱
さ
れ
た
。
そ
の
主
張
は
、
人
類
の
思
考
の
す
べ
て

が
「
神
学
的
」「
形
而
上
学
的
」「
実
証
的
」
の
三
つ
の
段
階
を
順
に
通
過
す
る

と
い
う
も
の
で
、
人
間
知
識
の
歴
史
的
な
発
展
法
則
と
し
て
発
見
・
提
示
さ
れ

た
。
コ
ン
ト
は
、
近
代
化
す
る
社
会
が
、「
実
証
的
」
段
階
へ
と
す
み
や
か
に

移
行
す
る
必
然
を
説
い
た
。
そ
し
て
「
実
証
」
の
目
的
と
意
義
は
、
す
べ
て
の

事
象
を
そ
の
あ
ら
わ
れ
た
姿
の
ま
ま
に
認
め
、
背
後
に
い
か
な
る
因
果
関
係
も

な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
も
っ
ぱ
ら
あ
ら
わ
れ
た
現
象
同
士
の
相
関
関
係
の

経
験
を
基
礎
に
、
未
来
を
「
予
測
」
す
る
こ
と
だ
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現

象
の
説
明
原
理
が「
原
因
」か
ら「
法
則
」へ
と
か
わ
り
、知
識
に
関
し
て「
真
偽
」

で
は
な
く
、
た
だ
「
神
学
的
」
か
「
形
而
上
学
的
」
か
「
実
証
的
」
か
、
だ
け

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
説
明
の
根
拠
も「
想
像
力
」か
ら「
観

察
」
へ
と
か
わ
り
、「
観
察
」
は
「
理
論
」
な
し
に
は
有
意
味
に
は
行
な
わ
れ

な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
唯
一
絶
対
の
真
実
と
い
っ
た
一
元
的

な
「
世
界
観
」
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
趣
味
の

遺
伝
」
の
「
余
」
の
思
索
の
展
開
は
、
ま
さ
に
「
三
段
階
の
法
則
」
そ
の
も
の

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ま
ず
は
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
し

て
い
く
。

　
「
趣
味
の
遺
伝
」
は
三
章
構
成
に
な
っ
て
お
り
、「
一
」
は
「
陽
気
の
所せ

為い

で

神
も
気
違
に
な
る
」
と
い
う
「
余
」
の
言
葉
で
は
じ
ま
る
。「
神
」
の
「
人
を

屠
り
て
飢
え
た
る
犬
を
救
へ
」
と
「
雲
の
裡
よ
り
叫
ぶ
声
」
が
響
き
渡
り
「
日

人
と
露
人
は
は
つ
と
応
へ
て
百
里
に
余
る
一
大
屠
場
を
朔
北
の
野
に
開
い
た
」。

狂
っ
た
神
に
よ
っ
て
戦
場
で
犬
が
人
を
屠
る
と
い
う
大
殺
戮
が
展
開
す
る
の
で

あ
る
。
日
露
戦
争
終
結
直
後
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
時
期
に
発
表
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
本
作
の
研
究
史
の
は
や
く
か
ら
漱
石
の
厭
戦
思
想
の
強
度
を
は
か
る

部
分
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　

だ
が
問
題
は
、
こ
う
し
た
神
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
、「
怖
い
事
だ
と
例
の
通
り
空

想
に
耽
り
な
が
ら
い
つ
し
か
新
橋
へ
来
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
余
」
の
「
空
想
」

だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
三
段
階
の
法
則
」
に
お
い
て
、
第
一
の
「
神
学
的
」

段
階
で
は
観
察
よ
り
も
想
像
力
が
支
配
し
、
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
れ

を
生
み
出
し
て
い
る
人
格
化
さ
れ
た
原
因
、
つ
ま
り
神
々
あ
る
い
は
神
が
持
ち

出
さ
れ
る
と
い
う
。「
余
」
は
こ
の
戦
争
を
神
の
所
業
と
し
て
想
像
し
、
日
露

戦
争
を
「
神
学
的
」
に
解
釈
し
て
み
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
本
作
が
は
じ
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ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

続
い
て
「
余
」
は
凱
旋
に
遭
遇
す
る
。
先
頭
に
将
軍
が
現
れ
る
と
、
周
囲
に

万
歳
の
声
が
あ
が
る
。
生
ま
れ
て
こ
の
方
万
歳
を
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う

「
余
」
も
、
今
回
こ
そ
は
大
声
を
発
し
よ
う
と
す
る
が
声
が
で
な
い
。「
余
」
は

「
何
故
？
」
と
自
問
し
、
即
座
に
次
の
よ
う
に
言
い
訳
を
す
る
。

　

何
故
か
分
か
る
も
の
か
。
何
故
と
か
此
故
と
か
云
ふ
の
は
事
件
が
過
ぎ

て
か
ら
冷
静
な
頭
脳
に
復
し
た
と
き
当
時
を
回
想
し
て
始
め
て
分
解
し
得

た
智
識
に
す
ぎ
ん
。〔
中
略
〕
予
期
出
来
ん
咄
嗟
の
働
き
に
分
別
が
出
る

も
の
な
ら
人
間
の
歴
史
は
無
事
な
も
の
で
あ
る
。
余
の
万
歳
は
余
の
支
配

権
以
外
に
超
然
と
し
て
止
ま
つ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

万
歳
が
と
ま
る

と
共
に
胸
の
中
に
名
状
し
が
た
い
波
動
が
込
み
上
げ
て
来
て
、
両
眼
か
ら

二
雫
ば
か
り
涙
が
落
ち
た
。

　

万
歳
の
声
の
か
わ
り
に
こ
ぼ
れ
た
涙
の
理
由
に
つ
い
て
「
余
」
は
思
索
を
め

ぐ
ら
せ
る
。
戦
争
を
新
聞
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
自
分
の
目
に
、
出
征
前
と
は

大
き
く
変
貌
し
た
で
あ
ろ
う
「
将
軍
」
と
い
う
生
き
た
「
戦
争
」
の
「
結
果
の

一
片
」
が
写
っ
た
こ
と
で
、「
此
一
片
に
誘
は
れ
て
満
州
の
大
野
を
蔽
ふ
大
戦

争
の
光
景
が
あ
り
あ
り
と
脳
裏
に
描
出
せ
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
「
万
歳

と
云
ふ
歓
呼
の
声
」
に
「
満
州
の
野
に
起
つ
た
吶
喊
の
反
響
」
を
幻
聴
さ
せ
、

万
歳
は
万
歳
の
意
義
で
し
か
な
い
の
に
対
し
、
吶
喊
は
「
意
味
の
な
い
所
に
大

変
な
深
い
情
が
籠
つ
て
居
る
」と
考
え
る（

３
）。「

ワ
ー
其
者
が
直
ち
に
精
神
で
あ
る
。

霊
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
。
誠
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
う
し
た
「
人
界
崇
高
の

感
」
に
つ
い
て
、「
数
十
人
、
数
百
人
、
数
千
数
万
人
の
誠
を
一
度
に
聴
き
得

た
る
時
に
」、「
始
め
て
無
上
絶
大
の
玄
境
に
入
る
」
と
し
、将
軍
に
対
す
る
「
涼

し
い
涙
」
は
「
此
玄
境
の
反
応
」
だ
っ
た
と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。
将
軍
の

姿
に
表
象
さ
れ
た
集
団
の
誠
に
ふ
れ
て
し
ま
っ
た
「
余
」
に
、
も
は
や
万
歳
は

で
き
な
い
。
こ
れ
が
「
余
の
支
配
権
以
外
に
超
然
」
と
し
た
も
の
の
正
体
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば
批
判
的
思
考
の
停
止
を
も
た
ら
す
よ
う
な
涙
を
流
さ
せ
た
も
の

で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
思
索
は
、戦
場
の
吶
喊
と
い
う
現
象
の
内
実
が
「
精
神
」
に
あ
る
と
「
形

而
上
学
的
」
に
解
釈
し
た
も
の
と
い
え
る
。
コ
ン
ト
の
言
う
第
二
の
「
形
而
上

学
的
」
段
階
と
は
、
第
一
の
「
神
学
的
」
段
階
に
比
し
て
、
想
像
力
の
支
配
は

減
少
す
る
が
、
観
察
も
ま
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
、
現
象
の
背
後
に
原
因
が
存
在

の
か
た
ち
で
求
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
抽
象
概
念
や
観
念
に

原
因
を
求
め
現
象
を
説
明
す
る
行
為
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
見
出
し
た
戦
争

の
論
理
を
駆
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
余
」
は
、
将
軍
の
後
に
現
れ
た
帰
還
兵

た
ち
の
姿
の
凄
ま
じ
さ
を
目
に
し
た
と
き
、
重
ね
て
「
形
而
上
学
的
」
に
解
釈

す
る
の
で
あ
る
。

い
づ
れ
も
あ
ら
ん
限
り
の
髯
を
生
や
し
て
、
出
来
る
丈
色
を
黒
く
し
て
居

る
。
是
等
も
戦
争
の
片
破
れ
で
あ
る
。
大
和
魂
を
鋳
固
め
た
製
作
品
で
あ

る
。〔
中
略
〕
只
髯
茫
々
と
し
て
、
む
さ
く
る
し
き
事
乞
食
を
去
る
遠
か

ら
ざ
る
紀
念
物
の
み
は
な
く
て
叶
は
ぬ
。
彼
等
は
日
本
の
精
神
を
代
表
す

る
の
み
な
ら
ず
、
広
く
人
類
一
般
の
精
神
を
代
表
し
て
居
る
。
人
類
の
精

神
は
算
盤
で
弾
け
ず
、
三
味
線
に
乗
ら
ず
、
三
頁
に
も
書
け
ず
、
百
科
全

書
中
に
も
見
当
ら
ぬ
。
只
此
兵
士
等
の
色
の
黒
い
、
み
す
ぼ
ら
し
い
所
に

髣
髴
と
し
て
揺
曳
し
て
居
る
。

　

将
軍
の
と
き
に
続
き「
余
」は
兵
士
た
ち
を「
戦
争
の
片
破
れ
」と
み
な
し
、「
大

和
魂
」「
日
本
の
精
神
」「
人
類
の
精
神
」と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
も「
余
」

の
場
合
、
国
家
が
さ
ら
に
一
般
化
・
抽
象
化
さ
れ
人
類
に
と
っ
て
の
戦
争
と
し
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て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
「
余
」
は
、
戦
争
の
論
理
で
思
索
す
る
の
だ
が
、
最
後
に
目
に
し

た
帰
還
兵
の
軍
曹
と
、
一
年
余
り
も
前
に
志
願
兵
と
し
て
旅
順
で
亡
く
な
っ
た

親
友
の
河
上
浩
一
（
浩
さ
ん
）
と
が
兄
弟
と
見
紛
う
ば
か
り
に
似
て
お
り
、
出

迎
え
た
老
母
が
軍
曹
に
し
が
み
つ
く
姿
に
、
亡
友
と
残
さ
れ
た
母
親
と
を
生
々

し
く
思
い
出
し
て
し
ま
う
。（
作
中
「
新
橋
事
件
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。
ゆ
え

に
次
章
「
二
」
で
は
、
亡
友
の
こ
と
を
思
い
、
弔
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
久
し
ぶ
り

に
墓
参
り
に
出
か
け
る
が
、
そ
こ
で
先
に
手
を
合
わ
せ
る
見
知
ら
ぬ
女
に
遭
遇

す
る
「
寂
光
院
事
件
」
が
起
る
。
最
終
章
「
三
」
で
は
こ
の
謎
の
女
の
こ
と
が

気
に
か
か
り
、
亡
友
の
従
軍
中
の
日
記
を
母
親
か
ら
借
り
出
し
、
そ
こ
に
一
目

会
っ
て
以
来
夢
に
ま
で
見
る
と
記
さ
れ
て
い
た
郵
便
局
の
女
と
寂
光
院
の
女
が

同
じ
人
物
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
る
。
あ
ま
り
に
非
現
実
的
な
事
件
の
「
真

相
」
を
極
め
て
、「
全
体
の
成
行
」
を
「
明
瞭
」
に
し
た
く
な
る
。

　

こ
の
謎
が
気
に
か
か
る
あ
ま
り
、
学
校
の
講
義
に
も
身
が
入
ら
な
く
な
り
、

す
こ
し
落
ち
着
い
て
「
探
究
」
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
反
省
し
、
謎
か
ら
距
離
を
置

い
て
、
自
身
の
最
近
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
「
遺
伝
」
に
関
す
る
読
書
を
は
じ

め
た
と
こ
ろ
、
突
如
、
謎
を
「
遺
伝
」
で
説
明
で
き
な
い
か
と
思
い
つ
く
の
で

あ
る
。当

人
か
ら
聞
き
得
る
事
実
其
物
が
不
思
議
で
あ
る
以
上
は
余
の
疑
惑
は
落

ち
付
き
様
が
な
い
。
昔
は
こ
ん
な
現
象
を
因
果
と
称
へ
て
居
た
。
因
果
は

諦
ら
め
る
者
、
泣
く
子
と
地
頭
に
は
勝
た
れ
ぬ
者
と
相
場
が
極
つ
て
居
た
。

成
程
因
果
と
言
い
放
て
ば
因
果
で
済
む
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
二
十
世
紀

の
文
明
は
此
因
を
極
め
な
け
れ
ば
承
知
し
な
い
。
し
か
も
こ
ん
な
芝
居
的

夢
幻
的
現
象
の
因
を
極
め
る
の
は
遺
伝
に
よ
る
よ
り
外
に
仕
様
は
な
か
ら

う
と
思
ふ
。

　
「
芝
居
的
無
限
的
現
象
の
因
」
を
極
め
る
た
め
の
方
法
と
し
て
「
遺
伝
」
と

い
う
概
念
を
用
い
、「
趣
味
」
も
ま
た
「
遺
伝
」
す
る
と
い
う
「
理
論
」
に
よ

っ
て
仮
説
す
る（

４
）。

そ
し
て
亡
友
と
寂
光
院
の
女
（
小
野
田
の
お
嬢
さ
ん
）
の
先

祖
に
詳
し
い
者
に
話
を
聞
き
、
実
は
二
人
の
先
祖
が
想
い
あ
っ
て
も
結
ば
れ
な

か
っ
た
と
い
う
過
去
を
引
き
出
し
、
先
祖
の
想
い
が
遺
伝
し
、
子
孫
が
惹
か
れ

あ
っ
た
と
い
う
「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
」
を
検
証
・
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　

現
象
を
観
察
し
、
仮
説
し
、
検
証
し
て
、
そ
こ
に
横
た
わ
る
法
則
を
発
見
す

る
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
哲
学
の
第
一
と
し
た
の
が
コ
ン
ト
が
第
三
段
階

と
し
て
主
張
し
た
「
実
証
的
」
段
階
で
あ
り
、実
証
哲
学
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

観
察
し
た
事
実
の
秩
序
付
け
と
い
う
科
学
の
態
度
に
留
ま
り
、
社
会
の
諸
現
象

に
つ
い
て
研
究
す
る
。
先
に
引
用
し
た
部
分
の「
余
」の
関
心
を
見
る
限
り
、「
因

果
」
の
「
因
」
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
つ
ま
り
事

実
の
観
察
と
仮
説
お
よ
び
理
論
化
い
う
実
証
的
な
態
度
に
よ
っ
て
（
そ
れ
は
個

人
的
な
好
奇
心
を
満
た
す
だ
け
の
「
下
品
」
な
も
の
で
は
な
く
、
学
究
を
目
的

と
し
た
「
高
尚
」
な
も
の
と
な
り
）、「
芝
居
的
無
限
的
現
象
の
因
」
そ
の
も
の

が
研
究
対
象
と
な
り
、「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
」
に
よ
る
秩
序
付
け
と
い

う
法
則
化
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
「
世
界
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
作
で
は
、
コ
ン
ト
に
よ
っ
て
人
間
知
識
の
発
展
法
則
と
し

て
示
さ
れ
て
い
た
三
つ
の
世
界
解
釈
の
方
法
が
、
一
人
の
人
間
の
頭
の
な
か
で

展
開
し
て
い
る
。
続
い
て
こ
の
こ
と
の
意
味
を
論
じ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
前
に
、

「
余
」
の
い
う
「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
」
が
、
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
趣
味
の
遺
伝
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と
い
ふ
此
神
秘
的
な
物
語
も
、
別
に
不
思
議
と
も
思
は
な
い
で
、
浮
か
浮
か
と

読
む
で
仕
舞
ふ（

５
）」
と
感
じ
ら
れ
る
理
由
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で

あ
る
。

二　
「
世
界
」
は
「
仮
説
」
で
で
き
て
い
る

　
　
　
　

―
研
究
の
た
め
の
読
書
行
為
と
Ｃ
・
リ
ー
ド
の
意
味

　

本
作
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、「
余
」
が
持
ち
得
た
知
識
や
同
時
代
の
遺

伝
学
説
の
日
本
へ
の
紹
介
時
期
が
勘
案
さ
れ
な
が
ら
、「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ

理
論
」
の
真
偽
が
検
討
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
だ
が
こ
れ
は
、総
じ
て
「
余
」

の
信
頼
度
を
下
げ
、
そ
の
批
評
眼
を
疑
わ
し
い
も
の
と
み
な
す
論
の
傾
向
を
生

ん
で
き
た
。
一
方
、
男
女
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
惹
か
れ
あ
う
と
い
う
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
で
神
秘
的
な
出
来
事
を
描
く
こ
と
に
漱
石
の
関
心
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
遺

伝
そ
の
も
の
に
意
味
は
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
だ
が
こ
れ
だ
と
、
途
中
に

複
数
挟
ま
れ
る
思
索
は
水
を
差
し
て
い
る
だ
け
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
前
節
で
分
析
し
た
よ
う
に
「
世
界
観
」
を
問
題
に
し
た
小
説
と
い

う
観
点
か
ら
改
め
て
読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
た
だ
で
さ

え
探
求
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
若
い
研
究
領
域
で
あ
っ
た
遺
伝
に
お
い
て
、「
趣

味
」
が
「
遺
伝
」
す
る
と
い
う
考
え
の
真
偽
が
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
あ
る
こ
と
こ

そ
が
気
に
か
か
る
。
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
、
数
十
年
埋
も
れ
て
い
た
メ

ン
デ
ル
の
遺
伝
の
法
則
が
再
発
見
さ
れ
、
隔
世
遺
伝
と
い
う
現
象
が
起
き
る
仕

組
み
も
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
何
が
遺
伝
す
る
か
の
全
貌
は
い

ま
だ
見
え
て
い
な
か
っ
た
（
遺
伝
情
報
の
問
題
は
、
現
代
で
も
未
知
数
だ
が
）。

す
く
な
く
と
も
「
趣
味
の
遺
伝
」
が
書
か
れ
た
段
階
で
は
、
何
が
遺
伝
す
る
の

か
は
未
来
に
持
ち
越
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
問
題
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ

で
真
偽
で
は
な
く
、「
余
」
が
「
実
証
的
」
な
謎
の
解
決
方
法
と
し
て
「
遺
伝
」

を
見
出
す
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
て
み
た
い
。

　
「
余
」
は
、
亡
友
と
寂
光
院
の
女
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
が
な
か
な

か
見
つ
か
ら
ず
窮
し
て
し
ま
い
、
気
分
を
変
え
て
「
先
達
中
か
ら
の
取
調
物
を

引
き
続
い
て
や
る
事
」
に
す
る
。「
近
頃
余
の
調
べ
て
居
る
事
項
は
遺
伝
と
云

ふ
大
問
題
で
あ
る
」
と
い
い
、「
メ
ン
デ
リ
ズ
ム
だ
の
、
ワ
イ
ス
マ
ン
の
理
論

だ
の
、
ヘ
ツ
ケ
ル
の
議
論
だ
の
、
其
弟
子
の
ヘ
ル
ト
ウ
イ
ツ
ヒ
の
研
究
だ
の
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
心
理
説
だ
の
と
色
々
の
人
が
色
々
の
事
を
云
ふ
て
居
る
」

と
生
物
学
者
や
社
会
進
化
論
者
の
名
を
列
挙
す
る
が
、
実
際
に
手
に
し
て
読
み
、

「
寂
光
院
事
件
」
以
来
の
謎
を
「
遺
伝
」
で
解
決
す
る
と
い
う
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
得
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
近
頃
出
版
に
な
つ
た
英
吉
利

の
リ
ー
ド
と
云
ふ
人
の
著
述
」
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
実
は
遺
伝
学
で
も
進
化

論
の
本
で
も
な
い
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
先
行
論
で
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
に

等
し
い
。
リ
ー
ド
に
つ
い
て
『
漱
石
全
集
』
第
二
巻
（
平
成
六
・
一　

岩
波
書

店
）
の
注
（
松
村
昌
家
担
当
）
に
は
「Read, Carveth

（1848-1931

）
イ
ギ

リ
ス
の
哲
学
者
。
経
験
主
義
的
認
識
論
に
立
ち
つ
つ
、
汎
心
論
的
世
界
観
を
い

だ
く
」
と
あ
る
。
な
ぜ
遺
伝
の
研
究
を
し
て
い
る
「
余
」
が
こ
の
リ
ー
ド
の
本

を
読
ん
で
い
る
の
か
。「
余
」
が
遺
伝
学
を
科
学
者
の
よ
う
に
実
践
す
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
た
い
な
ら
ば
、
列
挙
し
た
遺
伝
論
者
た
ち
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

「
元
来
余
は
医
者
で
も
な
い
、
生
物
学
者
で
も
な
い
。
だ
か
ら
遺
伝
と
云
ふ
問

題
に
関
し
て
専
門
上
の
智
識
は
無
論
有
し
て
居
ら
ぬ
」
と
断
言
し
て
お
り
、「
好

奇
心
が
挑
発
」
さ
れ
て
い
る
の
は
「
其
起
原
発
達
の
歴
史
や
ら
最
近
の
新
説
や

ら
を
一
通
り
承
知
し
た
い
と
い
う
希
望
」
ゆ
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
余
」
は
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遺
伝
の
学
説
と
と
も
に
、
遺
伝
が
も
た
ら
す
「
世
界
観
」
に
興
味
関
心
が
あ
り
、

そ
の
学
究
た
め
に
読
書
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
「
余
」
の
読
書
シ
ー
ン
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
リ
ー
ド
の
著
述
が
、
ほ
と

0

0

ん
ど
読
ま
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
謎
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
本

を
読
も
う
と
す
る
と
、目
の
前
に
亡
友
の
日
記
や
寂
光
院
の
女
な
ど
の
「
狂
言
」

が
次
々
と
現
れ
る
。
そ
れ
で
も
読
み
続
け
る
と
「
此
狂
言
と
本
文
の
間
が
次
第

次
第
に
接
近
し
て
く
る
。
仕
舞
に
は
ど
こ
か
ら
が
狂
言
で
ど
こ
迄
が
本
文
か
分

か
ら
な
い
様
に
ぼ
う
つ
と
し
て
」
し
ま
う
。
こ
の
状
態
を
「
五
六
分
」
続
け
た

と
こ
ろ
「
忽
ち
頭
の
中
に
電
流
を
通
じ
た
感
じ
」
が
し
、「
さ
う
だ
、
此
の
問

題
は
遺
伝
で
解
け
る
問
題
だ
。
遺
伝
で
解
け
ば
屹
度
解
け
る
」
と
い
う
確
信
が

突
如
と
し
て
芽
生
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
余
」
の
読
書
行
為
は
、
頭
の

中
に
あ
る
別
々
の
ふ
た
つ
の
関
心
が
結
び
つ
き
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
る
契
機

と
な
る
、
い
か
に
も
研
究
者
ら
し
い
も
の
と
い
え
る
。

　

漱
石
は
作
中
人
物
に
読
書
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
を
、
人
物
造
形
の
方
法
と
し

て
よ
く
用
い
る
。
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
「
三
四
郎
」（
明
治
四
一
）
で
主
人

公
の
大
学
生
に
読
ま
せ
て
い
る
ベ
ー
コ
ン
が
あ
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、「
趣

味
の
遺
伝
」
執
筆
直
後
、
森
田
草
平
の
短
篇
小
説
「
病
葉
」
に
つ
い
て
、
主
人

公
に
難
し
い
本
を
読
ま
せ
て
い
る
こ
と
に
辛
辣
な
批
評
を
加
え
つ
つ
、
読
書
と

い
う
趣
向
が
果
た
す
役
割
を
明
確
に
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

主
人
公
が
何
だ
か
六
づ
か
し
い
本
を
読
ん
で
居
る
。
あ
れ
は
必
要
が
あ
る

の
で
す
か
。
突
然
あ
れ
を
読
む
と
。
故
意
に
あ
ん
な
本
を
読
ま
せ
て
居
る

様
な
、
初
心
な
気
障
な
感
じ
が
す
る
。
も
っ
と
長
い
も
の
で
主
人
公
が
一

種
の
人
物
で
あ
ん
な
も
の
を
読
む
べ
き
傾
向
を
有
し
て
居
る
か
、
又
は
あ

の
本
が
あ
の
短
篇
中
に
一
種
の
関
係
を
有
し
て
居
る
な
ら
故
意
と
は
思
わ

れ
な
か
つ
た
ら
う
。
尤
も
後
段
に
一
寸
関
係
が
出
る
が
あ
れ
丈
で
は
、
あ

ん
な
本
を
よ
ま
す
必
用
は
な
い
と
思
ふ

（
森
田
草
平
宛
書
簡
、
明
治
三
九
年
一
月
七
日
付
）

　

漱
石
に
と
っ
て
、
小
説
に
お
け
る
読
書
の
趣
向
と
は
、「
主
人
公
が
一
種
の

人
物
」
で
「
読
む
べ
き
傾
向
を
有
し
て
居
る
」
と
い
う
人
物
由
来
の
必
然
性
か
、

あ
る
い
は
「
短
篇
中
に
一
種
の
関
係
を
有
し
て
居
る
」
と
い
っ
た
プ
ロ
ッ
ト
の

必
然
性
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
趣
味
の
遺
伝
」
の
「
余
」
は
若
い
学

者
と
い
う
「
一
種
の
人
物
」
で
あ
り
、
そ
の
実
践
が
、
漱
石
自
身
が
留
学
中
に

獲
得
し
た
研
究
の
た
め
の
読
書
法
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ま
す

ま
す
重
要
な
意
味
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
読
書
シ
ー
ン
は
、

問
題
解
決
の
た
め
の
近
代
的
研
究
者
に
よ
る
読
書
行
為
を
意
味
し
、読
書
を「
遺

伝
」
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
に
集
中
し
て
行
っ
て
い
た
「
余
」
が
、
亡
友
と
女
の

謎
を
、
同
じ
観
点
か
ら
ま
な
ざ
す
契
機
と
な
る
の
で
、「
短
篇
中
に
一
種
の
関

係
を
有
し
て
居
る
」
も
の
で
も
あ
る
。
作
中
に
リ
ー
ド
に
関
す
る
情
報
が
全
く

な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
読
書
に
集
中
し
よ
う
と
す
る
行
為
が
、
無
意
識
に
作

用
し
、
思
わ
ぬ
発
想
や
ひ
ら
め
き
を
も
た
ら
す
さ
ま
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
。
ゆ

え
に
、
極
論
す
れ
ば
、
こ
こ
で
「
余
」
が
読
む
本
は
リ
ー
ド
で
な
く
て
も
構
わ

な
い
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
研
究
の
た
め
の
読
書
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
リ
ー
ド
の
名

前
が
示
さ
れ
た
事
実
も
見
過
ご
せ
な
い
。
作
中
に
情
報
が
な
い
の
は
、
本
作
が

『
帝
国
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
た
め
に
許
容
さ
れ
る
情
報
の
高
度
さ
だ
ろ
う
か（

６
）。

だ
と
し
た
ら
、
ま
す
ま
す
そ
こ
に
何
ら
か
の
主
張
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性

を
一
度
考
え
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

漱
石
が
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
執
筆
し
て
い
た
頃
、
リ
ー
ド
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
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の
心
理
学
・
論
理
学
担
当
の
教
授
で
あ
っ
た
。
明
治
二
〇
年
代
、
イ
ギ
リ
ス
の

連
合
心
理
学
が
受
容
さ
れ
た
と
き
、
も
っ
と
も
日
本
の
心
理
学
教
科
書
と
し
て

採
用
さ
れ
た
Ｊ
・
サ
リ
ー
が
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
自
ら
の
後
任
と
し
て
呼
ん
だ

の
が
リ
ー
ド
で
あ
る
。
時
期
的
に
見
て
、
漱
石
は
リ
ー
ド
と
は
直
接
面
識
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
『
ノ
ー
ト
』
に
サ
リ
ー
が
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
、帰
国
後
、

ロ
ン
ド
ン
大
学
に
着
任
し
た
リ
ー
ド
に
も
注
目
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
以

下
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
リ
ー
ド
の
後
を
襲
っ
た
Ｃ
・
ス
ピ
ア
マ
ン
に
よ
る
追
悼

文「T
H

E LIFE-W
O

RK
 O

F CA
RV

ET
H

 REA
D

. 1848-1931.

」（『British 
Journal of Psychology

』V
ol.23. 1932-7

）
よ
り
、
そ
の
業
績
を
紹
介
し
て

み
た
い
。

　

リ
ー
ド
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
、
さ
ら
に
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
学
び
、
レ
ン
の
教
育
機
関
で
論
理
学
・
認
識
論
・

存
在
論
・
倫
理
学
・
経
済
学
・
心
理
学
を
教
え
て
い
た
。
一
九
〇
三
（
明
治

三
六
）
年
、
サ
リ
ー
の
後
任
と
し
て
「Psychology of M

ind and Logic

」

の
教
授
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
着
任
し
、
一
九
一
一
（
同
四
四
）
年
ま
で
つ

と
め
、
そ
の
後
も
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
ま
で
大
学
で
「Com

parative 
Psychology

」
の
講
義
を
続
け
た
と
い
う
。

　

リ
ー
ド
の
著
作
は
『T

heory in Logic

』（1878

）・『T
he M

etaphysics 
of N

ature

』（1905

）・『N
atural and Social M

orals

』（1909

）・『T
he 

O
rigin of M

an and of H
is Superstitions

』（1920

）
の
全
四
冊
。
追
悼
文

自
体
が
心
理
学
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
リ
ー
ド
の
心
理
学
者
と
し
て

の
業
績
を
紹
介
し
よ
う
と
し
て
る
の
だ
が
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、

四
冊
と
も
に
心
理
学
色
が
薄
い
と
い
う
こ
と
が
ス
ピ
ア
マ
ン
の
文
章
か
ら
も
如

実
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
し
て
や
遺
伝
を
重
視
し
た
研
究
書
で
も
な
い
。
と
な

る
と
、
前
任
の
サ
リ
ー
が
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
実
験
心
理
学
教
室
を
開
い
た
実
験

系
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
リ
ー
ド
は
実
験
を
せ
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
哲
学

的
考
察
（
と
論
理
学
）
を
専
門
と
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
的
だ
。

　
「
趣
味
の
遺
伝
」
で
「
余
」
が
手
に
し
て
い
る
の
は
、
刊
行
時
期
か
ら
推
し

て
、
リ
ー
ド
が
大
学
に
着
任
し
て
最
初
に
刊
行
し
た
『T

he M
etaphysics 

of N
ature

（
自
然
の
形
而
上
学
）』
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
本
は
、
リ
ー
ド

が
自
己
の
思
想
を
表
明
し
た
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
成
功
し
た
著
述
だ
と
い

う（
７
）。「N

ature

」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
政
治
や
宗
教
と
い
っ
た
人
間
が
つ
く
り
だ

し
た
観
念
以
外
を
扱
う
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
、「M

etaphysics

」
と
は

「know
ledge

（
知
）
とbelief

（
信
）
の
正
当
性
と
適
切
性
の
研
究
」
の
謂
い

だ
と
あ
る
。

　

本
書
の
観
点
の
特
徴
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
物
質
主
義
も
心
霊

主
義
も
真
実
主
義
で
あ
っ
て
、
知
覚
に
つ
い
て
も
意
志
作
用
に
つ
い
て
も
な
ん

ら
解
決
に
な
ら
ず
、
物
質
と
精
神
と
に
実
質
を
分
け
て
つ
な
が
り
を
断
っ
て
し

ま
う
。
ゆ
え
に
、
一
貫
し
た
筋
の
通
っ
た
説
明
を
可
能
に
す
る
た
め
に
以
下
の

よ
う
に
仮
説
す
る
」
と
い
う
。

…this hypothesis that the W
orld is essentially a conscious 

thing; that in conscious w
e have im

m
ediate know

ledge of 
Reality, but not of the w

hole of Being; that the rest of Being 
is m

ade know
n to us by phenom

ena; that it is everyw
here 

conscious, but in various degree are know
n to us by the 

phenom
ena of organization

　

リ
ー
ド
は
、「『
世
界
』
は
本
質
的
に
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と

し
、
そ
こ
で
重
要
な
の
が
「
知
覚
」
や
「
意
志
作
用
」
に
よ
る
「im

m
ediate 
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know
ledge of Reality

」（『
現
実
』
の
直
接
的
な
知
）
で
あ
る
と
い
い
、「
実

在
」
や
「
現
象
」
に
つ
い
て
も
「
意
識
」
と
の
関
係
に
お
い
て
解
釈
す
る
。

「
余
」
が
読
ん
で
い
る
冒
頭
の
数
ペ
ー
ジ
は
「
序
」
に
相
当
す
る
と
い
え
る

が
、
こ
れ
は
「Belief and K

now
ledge

」
と
「Reality and T

ruth

」
の

全
二
章
か
ら
成
る
。
そ
こ
に
は
、Reality

（
現
実
）
か
ら
す
れ
ば
、Belief

（
信
）
もK

now
ledge

（
知
）
もScience

（
科
学
）
も
相
互
に
補
完
し
あ
う

関
係
に
あ
る
形
而
上
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
もReality

を
主
観
的
に

受
容
し
意
識
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
し
、
事
実
か
ど
う
か
の
問
題
で
は
な

い
と
書
か
れ
て
あ
る
。
漱
石
も
ま
た
『
文
学
論
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
意

識
」
の
役
割
を
も
と
に
文
学
を
研
究
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
ま
た
『
ノ
ー

ト
』「
大
要
」（
二
枚
二
頁
）
は
研
究
書
の
構
想
メ
モ
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
だ

が
、
そ
の
「
１
」
と
し
て
「T

he view
 of the w

orld
」
が
立
項
さ
れ
、「N

o 
objective existence except phenom

ena

」（
現
象
以
外
に
客
観
的
存
在

は
な
い
）、「A

nything w
hich is not phenom

ena is either hypothesis 
or dogm

atic assum
ption or an ideal

」（
現
象
で
は
な
い
も
の
と
は
、
仮

説
や
教
義
上
の
仮
定
や
観
念
で
あ
る
）
と
記
し
て
い
た
。
哲
学
・
心
理
学
と
文

学
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
研
究
の
方
向
性
が
リ
ー
ド
と
同
じ
だ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
リ
ー
ド
が
「
余
」
の
読
む
本
と
し
て
選
ば
れ
た
意
味
も
納
得
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

そ
も
本
作
で
「
遺
伝
」
に
関
す
る
「
理
論
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、『
ノ
ー
ト
』「T

he view
 of the w

orld

」
に
お
け
る
Ａ
・
ワ
イ
ス
マ
ン

『Germ
-Plasm

: A
 T

heory of H
eredity

（
生
殖
細
胞
質
：
遺
伝
の
理
論
）』

（1893

現
代
科
学
叢
書
）
の
「
序
」
に
関
す
る
メ
モ
に
思
い
当
た
る
。
ま
ず
ワ

イ
ス
マ
ン
の
「
序
」
と
は
、
遺
伝
と
い
う
科
学
の
若
さ
を
十
分
承
知
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
だ
か
ら
こ
そ
仮
説
と
し
て
理
論
を
提
示
し
、
未
来
に
投
機
す
る
と

訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
遺
伝
の
理
論
と
は
そ
う
し
た
未
知
の
可
能
性
を
含
ん

だ
上
で
の
「
仮
説
」
と
し
て
提
示
さ
れ
得
る
、
科
学
の
論
理
的
推
論
の
原
則
を

も
っ
と
も
必
要
と
す
る
研
究
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ワ
イ
ス
マ
ン
が
「
偽

り
の
原
則
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
現
象
が
そ
れ
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
、
事
象
は
も
は
や
疑
い
な
い
も
の
に
な
る
」
と
懸
念
を
示
す
部

分
に
対
し
、
漱
石
は
『
ノ
ー
ト
』
に
「m

etaphysicians

ノassum
ption

是

ナ
リ
」（
形
而
上
学
者
の
仮
説
は
こ
れ
で
あ
る
）
と
、
よ
り
大
き
な
ロ
ジ
ッ
ク

の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
自
身
の
見
解
を
記
し
て
い
た
。

余
云
。change

ヲassum
e

ス
レ
バchange

ニ
テ
何
事
モ
ト
ケ

absolute

ヲassum
e

ス
レ
バabsolute

ニ
テ
何
事
モ
ト
ケ
ル
、
若
キ
恋

人
ヨ
リ
見
レ
バ
宇
宙
ハ
恋
ナ
リ
、
鳥
ノ
声
モ
恋
ナ
リ
、
鹿
ノ
声
モ
恋
ナ
リ
、

花
モ
月
モ
恋
ナ
ラ
ヌ
ハ
ナ
シ
。
コ
ハ
何
故
ト
問
フ
迄
モ
ナ
シ
、
宇
宙
ハ
即

チ
己
ニ
シ
テ
、
己
ト
ハ
即
チ
宇
宙
ナ
レ
バ
ナ
リ
。
己
ヲproject

ス
ル
ガ

故
ナ
リ
。
宇
宙
赤
キ
ハ
己
レ
ノ
赤
キ
ナ
リ
。
宇
宙
狭
キ
ハ
己
レ
ノ
狭
キ
ナ

リ

　
「
宇
宙
」
と
は
「
己
ヲproject

（
投
影
）」
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
自
己
の

主
観
が
そ
の
よ
う
に
観
た
い
も
の
と
し
て
観
る
も
の
が
「
宇
宙
」
す
な
わ
ち

「
世
界
」
に
し
て
「
現
実
」
で
あ
る
。
ワ
イ
ス
マ
ン
が
懸
念
し
た
科
学
の
問
題
は
、

漱
石
に
と
っ
て
「
世
界
観
」
の
形
成
に
深
く
か
か
わ
る
形
而
上
的
様
相
を
呈
す
。

そ
し
て
主
観
や
意
識
を
根
本
に
据
え
た
と
き
、「
世
界
」
は
「
現
象
」
に
対
す

る
「
仮
説
」
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

　

学
説
と
し
て
は
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
あ
っ
た
遺
伝
と
は
、「
仮
説
」
が
ひ
と
つ

の
「
世
界
」
と
し
て
の
「
現
実
」
を
創
造
す
る
と
い
う
、
こ
の
時
期
の
漱
石
が
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獲
得
し
て
い
た
考
え
を
象
徴
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り「
余
」は
、

不
可
思
議
な
「
現
象
」
に
対
し
「
浩
さ
ん
」
と
女
を
結
び
つ
け
た
い
と
い
う
欲

求
を
「
投
影
」
さ
せ
、
そ
れ
を
「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
」
と
い
う
「
実
証

的
」
な
論
理
的
推
論
の
手
続
き
に
よ
り
、自
身
に
と
っ
て
の
ひ
と
つ
の
「
現
実
」

と
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
本
作
の
説
得
力
は
、
真
偽
を
問
う
真
実
主
義
で
は

な
く
、「
世
界
観
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
意
識
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。三　

「
情
緒
」
と
「
惰
性
」
の
力
に
導
か
れ
て
―
「
余
」
の
成
長
物
語

　

こ
こ
ま
で
「
余
」
の
「
世
界
観
」
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
改
め

て
こ
う
し
た
問
題
が
主
人
公
で
あ
る
「
余
」
の
一
人
称
で
書
か
れ
、
さ
ら
に
は

三
つ
の
章
に
分
け
ら
れ
、
章
ご
と
に
見
て
も
場
面
転
換
も
扱
っ
て
い
る
要
素
も

多
く
、
か
な
り
綿
密
に
組
み
立
て
ら
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
意

味
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　
「
一
」
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
「
余
」
の
戦
争
に
対
す
る
「
神
学
的
」

知
識
に
よ
る
解
釈
が
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
戦
争
に
関
与
し
て
い
な
い

か
ら
で
き
る
「
空
想
」
と
も
い
え
る
。『
ノ
ー
ト
』「Religion

」（
七
枚
七
頁
）

に
「Com

te

ノ
説
参
考
」
と
し
つ
つ
、「God

ハintellect

ヲsatisfy
ス
ル

タ
メ
ノ
仮
定
ナ
リ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
こ
の
「
神
学
的
」
な
解
釈
が
「
余
」

の
知
的
満
足
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
凱
旋

当
日
だ
と
気
づ
い
た
と
た
ん
歓
迎
の
人
々
に
対
し
、「
戦
争
を
狂
神
の
所
為
の

様
に
考
へ
た
り
、
軍
人
を
犬
に
食
は
れ
に
戦
地
へ
行
く
様
に
想
像
し
た
の
が
急

に
気
の
毒
に
な
つ
て
来
た
」
と
後
ろ
め
た
く
な
り
、
駅
へ
と
抜
け
る
た
め
に
群

集
の
い
な
い
真
ん
中
を
き
ま
り
悪
げ
に
通
る
と
き
も
、「
犬
に
喰
ひ
残
さ
れ
た

者
の
家
族
と
聞
い
た
ら
定
め
し
怒
る
事
で
あ
ら
う
」
と
内
心
恐
々
と
し
て
し
ま

う
の
だ（

８
）。

　

だ
が
停
車
場
に
着
き
、
凱
旋
が
は
じ
ま
る
と
、「
余
」
に
変
化
が
起
き
る
。

ま
ず
将
軍
が
あ
ら
わ
れ
、
周
囲
の
万
歳
の
声
に
戦
場
の
吶
喊
を
連
想
し
、
そ
の

戦
場
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
々
し
く
脳
裏
に
描
き
だ
さ
れ
て
し
ま
う
。
少
な
く
と
も

こ
の
日
に
万
歳
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
厭
戦
や
反
戦
思
想
の
た
め
で
は
な

い
。
戦
争
と
い
う
現
実
の
生
々
し
い
衝
撃
を
感
じ
取
っ
て
し
ま
っ
た
ゆ
え
で
あ

る（
９
）。
そ
の
衝
撃
を
確
認
す
る
か
の
ご
と
く
、
去
っ
て
し
ま
っ
た
将
軍
を
再
び
見

よ
う
と
「
高
飛
び
」
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、「
滑
稽
と
か
真
面
目
と
か
云
ふ

の
は
相
手
と
場
合
に
よ
つ
て
変
化
す
る
事
で
、
高
飛
び
其
物
が
滑
稽
と
は
理
由

の
な
い
言
草
で
あ
る
」
と
い
う
持
論
を
語
り
出
す
。
い
わ
ば
、「
高
飛
び
」
と

い
う
現
象
を
、
ど
の
よ
う
に
観
る
か
、
す
な
わ
ち
解
釈
す
る
か
は
、「
高
飛
び
」

そ
の
も
の
と
は
何
ら
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の

は
、
観
方
を
構
成
す
る
要
素
が
「
相
手
と
場
合
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ

ま
り
「
余
」
は
見
ら
れ
る
客
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
高
飛
び
」
を
し

て
一
瞬
間
将
軍
を
み
る
こ
と
に
成
功
し
た
「
余
」
は
、「
茫
然
と
し
て
地
に
下

り
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
茫
然
」
状
態
は
、
将
軍
が
も
た
ら
し
た
「
世

界
観
」、
す
な
わ
ち
戦
争
の
論
理
に
完
全
に
侵
さ
れ
た
事
態
を
意
味
す
る
。
こ

の
あ
と
、
兵
士
た
ち
の
登
場
の
番
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
「
余
」
は
彼
ら
を

戦
争
の
論
理
の
ま
ま
に
「
大
和
魂
」
と
し
か
見
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
亡
友
に
似
た
軍
曹
と
そ
の
老
い
た
母
親
の
再
会
を
目
に
し
感
動
す
る
一

方
で
、「
此
軍
曹
が
浩
さ
ん
の
代
り
に
旅
順
で
戦
死
し
て
浩
さ
ん
が
此
軍
曹
の

代
り
に
無
事
で
還
つ
て
来
た
ら
嘸
結
構
で
あ
ら
う
。
御
母
さ
ん
も
定
め
し
喜
ば
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れ
る
で
あ
ら
う
」
と
「
勝
手
な
事
を
考
へ
」
る
。
大
事
な
人
を
亡
く
し
た
悲
し

み
や
く
や
し
さ
が
あ
る
と
し
て
も
、
軍
曹
と
亡
友
を
代
替
可
能
に
思
え
て
し
ま

う
と
こ
ろ
も
ま
た
、
個
で
は
な
く
数
百
数
千
と
い
う
単
位
で
人
間
を
と
ら
え
る

戦
争
の
論
理
に
侵
さ
れ
て
い
る
危
う
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
「
余
」
は

「
浩
さ
ん
の
事
を
思
い
出
し
て
悵
然
」と
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。以
上
、「
一
」

で
は
、
終
戦
を
象
徴
す
る
凱
旋
を
扱
い
な
が
ら
、
む
し
ろ
逆
に
「
余
」
の
「
世

界
観
」
が
戦
争
の
論
理
に
侵
さ
れ
て
い
く
事
態
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
「
二
」
は
、
前
半
と
後
半
と
で
対
に
な
っ
て
い
る
。「
黒
」
と
「
白
」
の
世
界

の
対
比
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
前
半
だ
が
、冒
頭
で
、「
余
」
は
、「
浩

さ
ん
！
」
と
亡
友
に
届
か
ぬ
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の
生
前
の
姿
を
描
き
出
す
。

場
所
は
旅
順
、
時
は
一
年
前
の
一
一
月
二
六
日
、「
浩
さ
ん
」
が
戦
死
し
た
「
松

樹
山
の
突
撃
」
が
開
始
さ
れ
る
「
午
後
一
時
」
だ
。
こ
れ
は
第
三
回
旅
順
総
攻

撃
で
あ
り
、
敵
軍
の
要
塞
化
が
ま
す
ま
す
進
ん
だ
松
樹
山
堡
塁
に
正
面
攻
撃
し

凄
惨
な
犠
牲
を
出
し
た
作
戦
で
あ
る
。「
黒
い
日
」
を
吹
き
落
と
さ
ん
ば
か
り

の
「
野
分
」
が
吹
い
て
い
る
。
味
方
の
大
砲
の
合
図
で
散
兵
壕
か
ら
「
幾
百
か

知
ら
ぬ
」
兵
士
が
飛
び
出
す
。
敵
の
弾
丸
も
相
ま
っ
て
「
烟
」
が
覆
い
、「
浩

さ
ん
」
の
姿
は
「
黒
い
者
」
と
ひ
と
塊
り
に
な
っ
て
「
蠢
め
い
て
居
る
も
の
」

で
し
か
な
い
。「
余
」
は
、
亡
友
が
本
来
「
大
き
な
男
」「
立
派
な
男
」「
偉
大

な
男
」
だ
と
褒
め
称
え
る
。
た
し
か
に
そ
の
人
物
像
は
魅
力
的
だ
。「
浩
さ
ん
」

の
興
に
乗
っ
た
話
を
き
く
と
、
誰
も
が
夢
中
に
な
り
、「
自
分
の
事
も
忘
れ
て

浩
さ
ん
丈
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
」
ほ
ど
に
聞
き
惚
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
ど
こ

へ
出
し
て
も
浩
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
人
の
目
に
着
く
に
極
つ
て
居
る
」
と
信
じ
て

い
た
。
だ
が
、や
は
り
想
像
が
戦
場
に
戻
る
と
「
蠢
め
い
て
居
る
」
と
い
う
「
下

等
な
動
詞
」
で
し
か
説
明
で
き
な
い
。

　
「
余
」
は
弾
丸
飛
び
交
う
激
し
い
戦
場
で
は
「
如
何
な
る
人
間
」「
如
何
な
る

偉
人
」
も
「
無
意
味
」
に
見
え
て
し
ま
う
と
嘆
く
。
そ
れ
で
も
「
余
」
は
納
得

で
き
ず
、「
嗚
呼
浩
さ
ん
！
一
体
ど
こ
で
何
を
し
て
居
る
の
だ
？
」
と
、
と
う

と
う
「
浩
さ
ん
」
が
活
躍
す
る
戦
場
を
想
像
し
は
じ
め
る
。
そ
の
虚
構
の
方
向

性
は
み
や
す
い
。「
多
人
数
」
の
な
か
で
も
「
も
し
一
人
で
も
人
の
目
に
つ
く

も
の
が
あ
れ
ば
浩
さ
ん
に
違
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
戦
場
で
失
わ
れ
た
個
性

を
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
ど
こ
へ
出
し
て
も
平
生
の
浩
さ
ん
ら
し

く
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、「
余
の
浩
さ
ん
」
を
見
出
し
た

い
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
だ
が
結
局
は
、
塹
壕
の
な
か
に
飛
び
込
ん
だ
と
こ
ろ

に
、
敵
の
攻
撃
が
山
を
切
り
崩
し
「
砂
烟
」
を
あ
げ
、「
初
冬
の
日
蔭
を
籠
め
」

る
ご
と
く
亡
友
を
も
塹
壕
の
な
か
に
「
封
じ
」
て
し
ま
う
。
戦
場
を
舞
台
に
繰

り
広
げ
ら
れ
た
「
浩
さ
ん
」
の
個
性
回
復
劇
は
、
想
像
の
中
で
さ
え
「
浩
さ
ん

が
し
き
り
に
旗
を
振
っ
た
と
こ
ろ
は
よ
か
っ
た
が
、
壕
の
底
で
は
、
ほ
か
の
兵

士
と
同
じ
よ
う
に
冷
た
く
な
っ
て
死
ん
で
い
た
そ
う
だ
」
と
不
成
功
に
終
わ
る
。

戦
争
の
論
理
に
侵
さ
れ
た
「
余
」
に
は
、「
浩
さ
ん
」
の
個
性
を
回
復
さ
せ
よ

う
と
し
て
成
し
得
な
い
。
こ
の
状
態
で
は
、
母
親
も
慰
め
ら
れ
ず
、
亡
友
が
残

し
た
戦
場
で
の
日
記
に
も
積
極
的
に
食
指
が
動
か
な
い
。
た
だ
、「
何
等
か
の

手
段
で
親
友
を
弔
つ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ん
」
と
い
う
思
い
は
つ
の
り
、
し
か
も

「
文
才
が
あ
れ
ば
平
生
の
交
際
を
其
儘
記
述
し
て
雑
誌
に
で
も
投
稿
す
る
が
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
余
」
の
望
み
は
「
平
生
」
の
「
浩
さ
ん
」
あ
り
の
ま
ま
を

生
か
す
こ
と
だ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
、
か

わ
り
に
生
前
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
「
紀
念
の
遺
髪
」
が
埋
葬
さ
れ
た
墓
へ
参

り
に
で
か
け
る
の
で
あ
る
。

　
「
二
」
の
後
半
は
亡
友
の
墓
が
あ
る
寂
光
院
が
舞
台
と
な
る
。
小
春
日
和
の
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暖
か
さ
に
、「
軽
々
と
し
た
快
い
感
じ
」
を
抱
き
な
が
ら
「
広
々
と
し
た
境
内
」

に
入
る
と
あ
り
、「
余
」
の
気
分
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。「
学
者
町
」

の
な
か
の
奥
、「
坊
主
の
生
活
」
の
あ
る
場
所
へ
と
入
り
込
む
。
ま
ず
、
本
堂

の
「
八
寸
角
の
欅
柱
」
の
「
の
た
く
つ
た
草
書
の
聯
」
を
め
ぐ
っ
て
の
王
羲
之
論
、

さ
ら
に
は
墓
場
の
入
り
口
に
あ
る
化
銀
杏
を
め
ぐ
っ
て
の
落
葉
論
が
続
く
。
前

者
は
「
え
ら
さ
う
で
読
め
な
い
字
を
見
る
と
余
は
必
ず
王
羲
之
に
し
た
く
な
る
。

王
羲
之
に
し
な
い
と
古
い
妙
な
感
じ
が
起
ら
な
い
」
と
い
う
議
論
で
、
目
の
前

の
情
報
を
既
知
の
知
識
に
す
り
あ
わ
せ
て
満
足
す
る
と
い
う
解
釈
の
欲
求
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
り
「
古
い
妙
」
を
意
識
化
し
て
い
る
。
後
者
の
落
葉
論
は
、「
見

て
居
る
と
〔
葉
が
：
引
用
者
注
〕
落
つ
る
の
で
は
な
い
、
空
中
を
揺
曳
し
て
遊

ん
で
居
る
様
に
思
は
れ
る
。
閑
静
で
あ
る
」、「
動
か
な
い
大
面
積
の
中
に
一
点

が
動
く
か
ら
一
点
以
外
の
静
か
さ
が
理
解
出
来
る
」
と
い
い
、「
一
点
」
の
動

き
が
「
自
ら
定
寂
」
を
お
び
、「
他
の
部
分
の
静
粛
な
有
様
」
を
か
え
っ
て
意

識
さ
せ
る
と
い
う
「
閑
静
の
感
」
の
最
高
潮
を
分
析
す
る
。
こ
れ
も
「
世
界
」

の
「
観
方
」
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
余
裕
の
あ
る
態
度
は
い
わ
ゆ
る
漱
石
好
み

の
俳
味
ひ
い
て
は
低
徊
趣
味

0

0

に
合
致
し
て
い
る
部
分
で
も
あ
ろ
う
。「
化
銀
杏

の
下
に
立
つ
て
、
上
を
見
た
り
下
を
見
た
り
」
す
る
こ
と
が
、
戦
争
の
論
理
に

侵
さ
れ
て
い
た
「
余
」
が
現
象
を
意
識
化
し
、「
世
界
」
と
し
て
「
観
る
」
た

め
の
主
観
を
準
備
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

ひ
と
し
き
り
化
銀
杏
に
見
入
っ
た
後
、「
余
」
は
よ
う
や
く
墓
地
の
中
に
入

り
込
む
。
歩
く
に
つ
れ
て
古
い
墓
の
数
々
が
目
に
入
り「
先
祖
代
々
の
墓
の
中
」

に
「
祭
り
込
ま
れ
た
一
人
」、つ
ま
り
「
古
る
仏
」
な
か
の
「
新
仏
」
と
し
て
「
浩

さ
ん
」
を
ま
な
ざ
す
。
塹
壕
の
下
に
埋
ま
っ
た
の
で
は
な
い
、
墓
の
下
の
も
う

ひ
と
り
の
「
浩
さ
ん
」
で
あ
る
。

　

そ
し
て「
浩
さ
ん
」の
墓
の
前
で
熱
心
に
手
を
合
わ
せ
る
見
知
ら
ぬ「
若
い
女
」

に
驚
く
。
女
の
「
白
い
顔
と
白
い
ハ
ン
ケ
チ
」
の
印
象
の
強
さ
に
「
あ
つ
と
思

っ
た
瞬
間
に
余
の
眼
に
は
何
も
映
ら
な
か
つ
た
」
と
い
い
、
戦
争
で
黒
く
な
っ

た
将
軍
を
み
た
「
高
飛
び
」
以
来
の
「
茫
然
」
状
態
に
な
る
。
と
く
に
二
度
目

に
女
と
「
眼
と
眼
が
行
き
合
」
っ
た
と
き
、「
化
銀
杏
の
下
」
か
ら
女
が
見
上

げ
る
構
図
を
目
に
し
、
そ
の
と
た
ん
「
余
」
に
希
望
の
光
が
さ
す
様
が
、
前
半

で
「
余
」
が
想
像
し
た
「
松
樹
山
の
攻
撃
」
の
要
素
を
反
転
さ
せ
、
は
っ
き
り

と
し
た
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
な
が
ら
描
か
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ま
ず

戦
場
の
「
野
分
」
に
対
し
、
寂
光
院
は
「
風
な
き
」
状
態
で
あ
り
、「
時
刻
は

一
時
か
一
時
半
頃
」「
丁
度
去
年
の
冬
浩
さ
ん
が
大
風
の
中
を
旗
を
持
つ
て
散

兵
壕
か
ら
飛
び
出
し
た
時
」と
あ
る
。
戦
場
で
は「
烟
」に
覆
わ
れ
て
い
た
空
が
、

寂
光
院
で
は
眼
に
映
る
ほ
ど
の
雲
も
な
く
晴
れ
渡
り
「
羽
が
あ
つ
て
飛
び
登
れ

は
ど
こ
迄
も
飛
び
登
れ
る
」
ほ
ど
の
「
無
限
と
云
ふ
感
じ
」
を
醸
す
。
こ
の
「
無

限
」
の
上
昇
性
は
、
亡
友
が
塹
壕
か
ら
出
ら
れ
な
い
戦
場
で
の
永
遠
の
下
降
性

と
は
真
逆
で
あ
る
。
そ
の
空
に
は
「
烟
」
に
か
わ
り
「
化
銀
杏
の
黄
金
の
雲
」

が
あ
る
。
ま
た
戦
場
で
は
二
龍
山
の
敵
の
「
穹
窖
」（
弓
形
の
穴
倉
）
か
ら
攻

撃
の
丸
が
降
り
注
ぎ
、「
此
烟
が
晴
れ
た
ら
―
若
し
此
烟
り
が
散
り
尽
し
た
ら
」、

「
浩
さ
ん
の
旗
が
壕
の
向
側
に
日
を
射
返
し
て
耀
き
渡
つ
て
見
え
る
に
違
な
い
」

と
虚
し
い
願
い
を
抱
く
し
か
な
か
っ
た
が
、
寂
光
院
の
屋
根
瓦
は
「
蒼
穹
」
に

対
し
ま
さ
に
「
暖
か
き
日
影
を
射
返
し
て
居
る
」。
戦
場
の
想
像
で
は
「
封
じ
」

ら
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
「
浩
さ
ん
」
が
、
穏
や
か
な
「
世
界
」
へ
と
解
放
さ
れ
る

予
兆
が
こ
こ
に
は
あ
る）

10
（

。

　

そ
し
て「
余
」は
、自
分
の
な
か
に
起
き
た
こ
と
を
説
明
し
始
め
る
。「
古
き
空
、

古
き
銀
杏
、
古
き
伽
藍
と
古
き
墳
墓
が
寂
寞
と
し
て
存
在
す
る
間
に
、
美
く
し
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い
若
い
女
が
立
つ
て
居
る
」
と
い
う
「
非
常
な
対
照
」
を
感
じ
た
と
あ
り
、
こ

こ
に
「
矛
盾
」
は
な
く
、
む
し
ろ
「
融
和
」
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
理
由
は

「
余
」
の
「
情
緒
」
に
あ
っ
た
。

余
が
寂
光
院
の
門
を
潜
つ
て
得
た
情
緒
は
、
浮
世
を
歩
む
年
齢
が
逆
行
し

て
父
母
未
生
以
前
に
遡
つ
た
と
思
ふ
位
、
古
い
、
物
寂
び
た
、
憐
れ
の
多

い
、
補
へ
る
程
確
と
し
た
痕
迹
も
な
き
迄
、
淡
く
消
極
的
な
情
緒
で
あ
る
。

　

こ
の
「
情
緒
」
が
物
寂
び
た
寂
光
院
に
「
若
い
女
」
が
い
て
も
「
矛
盾
」
を

起
こ
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、「
円
熟
無
礙
の
一
種
の
感
動
を
余
の
神
経
に

伝
へ
た
」。
こ
れ
こ
そ
「
余
」
を
変
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
る
な

ら
、
こ
れ
は
「
古
る
仏
」
の
な
か
の
「
新
仏
」
と
し
て
「
浩
さ
ん
」
を
ま
な
ざ

し
て
い
た
事
態
と
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
淡
く
消
極
的
」
な
「
情

緒
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
よ
り
意
識
化
し
、
自
ら
の
主
観
を
た
よ
り
に
つ
な
ぎ
と

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
あ
と「
余
」は
、「
情
緒
」が
も
た
ら
し
た
も
の
に
つ
い
て「
読
者
」に「
学

者
的
に
説
明
」
す
る
た
め
に
長
大
な
議
論
を
展
開
す
る
。

吾
人
が
事
物
に
対
す
る
観
察
点
が
従
来
の
経
験
で
支
配
せ
ら
る
る
の
は
言

を
待
た
ず
し
て
明
瞭
な
事
実
で
あ
る
。
経
験
の
勢
力
は
度
数
と
単
独
な
場

合
に
受
け
た
感
動
の
量
に
因
つ
て
高
下
増
減
す
る
の
も
争
は
れ
ぬ
事
実
で

あ
ら
う
〔
中
略
〕
つ
ま
る
所
吾
々
の
観
察
点
と
云
ふ
も
の
は
従
来
の
惰
性

で
解
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る

　

も
の
を
「
観
る
」
際
、「
吾
々
の
観
察
点
と
云
ふ
も
の
は
従
来
の
惰
性
で
解

決
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
（
の
ち
の
「
遺
伝
」
を
観
察
点
に
す
る
話
へ
の
伏
線
で

も
あ
る
）。
こ
の
「
惰
性
」
こ
そ
が
、「
表
裏
二
面
」
の
意
味
を
有
す
る
「
諷
語
」

の
「
裏
」
の
意
味
を
、
よ
り
「
深
刻
で
猛
烈
な
も
の
」
と
し
て
感
得
す
る
の
に

役
に
立
つ
。「
吾
々
が
使
用
す
る
大
抵
の
命
題
は
反
対
の
意
味
に
解
釈
が
出
来

る
」
の
で
あ
り
、「
表
裏
二
面
」
ど
ち
ら
か
ら
「
観
察
」
し
、
ど
う
「
解
釈
」

す
る
か
に
つ
い
て
、「
マ
ク
ベ
ス
」
の
妖
婆
と
門
番
の
関
係
を
例
に
解
説
す
る
。

冒
頭
の
妖
婆
に
抱
く
「
怖
」
と
い
う
「
惰
性
」
に
よ
っ
て
「
門
番
の
狂
言
」
を

見
た
と
き
、
も
は
や
そ
れ
は
普
通
の
「
滑
稽
諧
謔
」
と
だ
け
は
見
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
効
果
だ
。
つ
ま
り
、「
表
」
で
見
れ
ば
、
見
知
ら
ぬ
女
が
亡

友
の
墓
参
り
を
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、「
余
」
が
寂
光
院
に

入
っ
て
か
ら
形
成
し
た
「
情
緒
」
は
「
惰
性
」
と
な
っ
て
「
円
熟
無
礙
の
一
種

の
感
動
」
を
も
っ
て
女
を
そ
こ
に
と
ら
え
さ
せ
た
。
そ
れ
は
「
諷
語
」
で
い
う

「
裏
」
が
あ
る
可
能
性
を
「
余
」
に
感
得
さ
せ
、「
マ
ク
ベ
ス
の
門
番
が
解
け
た

ら
寂
光
院
の
美
人
も
解
け
る
筈
だ
」
と
、「
深
刻
で
猛
烈
な
」
謎
と
な
り
「
解
釈
」

を
要
請
し
て
く
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
「
三
」
で
は
、「
余
」
が
「
寂
光
院
の
女
」
と
い
う
謎
を
と
く
た
め
の
「
理
論
」

を
発
見
し
、
そ
れ
に
よ
る
「
世
界
観
」
を
創
造
す
る
た
め
に
悪
戦
苦
闘
す
る
姿

が
描
か
れ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
ま
で
な
ぐ
さ
め
る
方
便
が
な
く
訪
問
で
き
ず
に
い

た
「
浩
さ
ん
」
の
母
親
に
話
を
聞
き
に
い
く
。
だ
が
そ
う
簡
単
に
は
成
果
は
得

ら
れ
な
い
。
こ
の
と
き
庭
の
「
白
菊
」
が
目
に
入
り
、「
其
時
不
図
思
ひ
出
た

の
は
先
日
の
日
記
の
事
」
と
あ
っ
て
、「
手
懸
り
」
と
し
て
借
り
受
け
る
の
で

あ
る
。「
白
菊
」
は
寂
光
院
の
女
が
手
向
け
て
い
た
花
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ

の
章
の
冒
頭
で
「
浩
さ
ん
」
が
好
き
だ
っ
た
花
で
あ
る
こ
と
が
「
余
」
と
母
親

と
の
会
話
で
示
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の「
白
菊
」は
、試
行
錯
誤
す
る「
余
」

を
最
後
ま
で
導
き
、
見
守
る
役
所
を
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
余
」
の
「
探
究
」
だ
が
、「
浩
さ
ん
」
と
女
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、「
諷
語
」
で
い
う
「
裏
」
に
た
ど
り
着
か
ね
ば
意
味
が
な
い
の
で
、
直
接
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確
か
め
る
と
い
っ
た
安
易
な
方
法
（「
下
品
」
な
「
探
偵
的
態
度
」）
は
と
ら
れ

ず
、
か
わ
り
に
「
浩
さ
ん
」
の
戦
場
で
の
日
記
を
目
的
を
も
っ
て
調
べ
始
め
る
。

「
余
」
は
日
記
の
書
き
ぶ
り
に
つ
い
て
、「
有
の
儘
を
有
の
儘
に
写
し
て
居
」
り
、

ま
た
「
壮
士
的
口
吻
が
な
い
」
と
喜
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
「
二
」
で
「
余
」

が
目
論
ん
だ
戦
争
の
論
理
で
の
「
浩
さ
ん
」
の
個
性
回
復
劇
を
完
全
に
相
対
化

す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
日
記
に「
郵
便
局
で
逢
つ
た
女
の
夢
」

を
「
三
度
」
も
見
て
い
る
と
い
う
記
述
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

前
節
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
読
書
行
為
を
契
機
に
、「
遺
伝
」
を
使
っ
て
「
仮

説
」
を
つ
く
り
、
謎
を
解
く
こ
と
を
思
い
つ
く
。「
惰
性
」
の
力
は
こ
こ
に
も

作
用
し
て
お
り
、「
余
」
は
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
研
究
し
て
い
た
「
遺
伝
」
に
よ

っ
て
謎
を
考
え
始
め
る
の
で
あ
る
。「
両
人
の
血
統
」
を
ど
う
調
べ
る
か
と
い

っ
た
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
す
る
な
か
で
、「
余
」
の
「
仮
定
」
が
形
作

ら
れ
て
い
く
。「
余
」
は
「
浩
さ
ん
」
の
代
々
の
話
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
両

人
が
紀
州
の
同
藩
で
あ
っ
た
の
で
は
と
第
一
の
「
仮
定
」
す
る
。
次
に
「
余
の

仮
定
が
中
る
と
す
る
と
、
あ
と
は
大
抵
余
の
考
へ
通
り
に
発
展
し
て
来
る
に
相

違
な
い
」
と
し
て
、
両
人
の
「
先
祖
の
間
に
何
事
か
あ
つ
て
、
其
因
果
で
こ
ん

な
現
象
を
生
じ
た
に
違
ひ
な
い
」
と
第
二
の
「
仮
定
」
を
す
る
。「
探
偵
」
に

か
わ
り
「
仮
定
」
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
で
、「
学
問
上
の
研
究
の
領
分
」
と
し
て
、

自
分
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

と
う
と
う
藩
の
家
令
な
る
老
人
の
口
か
ら
実
に
「
余
」
が
「
仮
定
」
し
た
通
り

の
、
二
人
の
先
祖
の
悲
恋
物
語
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
」
の
証
明
は
「
余
」
の
な
か
で
無
事

に
成
立
す
る
。「
実
証
」
の
特
徴
は
、
あ
ら
わ
れ
た
現
象
同
士
の
相
関
関
係
か

ら
発
見
さ
れ
た
「
法
則
」
を
基
に
、
未
来
を
「
予
測
」
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
「
世
界
」
を
ま
な
ざ
す
「
余
」
は
、「
事
情
を
逐
一
打
ち
明
け
て

御
母
さ
ん
に
相
談
」
と
い
う
行
動
に
も
出
る
。
こ
れ
は
母
親
と
寂
光
院
の
女
の

正
体
で
あ
っ
た
小
野
田
の
お
嬢
さ
ん
を
結
び
つ
け
た
。

　

最
後
、「
浩
さ
ん
は
塹
壕
に
飛
び
込
ん
だ
き
り
上
つ
て
来
な
い
。
誰
も
浩
さ

ん
を
迎
に
出
た
も
の
は
な
い
」
と
あ
る
の
と
は
対
比
的
に
、「
天
下
に
浩
さ
ん

を
思
つ
て
居
る
も
の
は
此
御
母
さ
ん
と
此
御
嬢
さ
ん
計
り
」
と
報
告
さ
れ
る
が
、

戦
争
の
論
理
に
よ
る
「
世
界
観
」
に
対
し
、
新
た
な
「
世
界
観
」
の
提
示
で
も

あ
る
。
戦
死
の
事
実
は
変
え
ら
れ
な
い
が
、
だ
と
し
て
も
、
女
た
ち
が
語
り
合

う
「
浩
一
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、「
余
」
が
親
し
み
憧
れ
た
「
浩
さ
ん
」
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
「
余
」
は
、「
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を

見
た
時
よ
り
も
、
清
き
涼
し
き
涙
を
流
す
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
一
片
」

や
「
片
割
れ
」
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
う
「
人
界
崇
高
の
感
」
の
戦
争
の
「
世
界
」

よ
り
も
、
失
わ
れ
た
人
間
の
個
性
を
回
復
し
、
そ
の
人
格
を
愛
し
尊
ぶ
「
世
界
」

に
、
よ
り
高
位
の
理
想
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
は
「
余
」
が
観
る
「
世
界
」
だ
。
一
方
に
は
日
記
の
こ
と
も
白
菊
の
こ
と
も

な
に
も
か
も
承
知
し
て
い
る
よ
う
な
女
が
観
て
い
る
「
世
界
」
も
あ
る
。
ゆ
え

に
末
文
で
、女
の
兄
に
あ
た
る
工
学
士
つ
い
て
「
博
士
は
何
も
知
ら
ぬ
ら
し
い
」

と
ひ
と
こ
と
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
作
の
「
世
界
観
」
を
如
実
に
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
個
人
の
な

か
に
も
複
数
の
「
世
界
観
」
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
「
浩
一
」
を
想
う
こ
と

が
共
有
さ
れ
る
「
世
界
」
を
創
っ
た
の
は
、「
余
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ

理
論
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
余
」
が
学
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。「
二
」
で

「
吾
々
の
生
活
は
千
差
万
別
で
あ
る
か
ら
、
吾
々
の
惰
性
も
商
売
に
よ
り
職
業
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に
よ
り
、
年
齢
に
よ
り
、
気
質
に
よ
り
、
両
性
に
よ
り
て
各
異
な
る
」
と
解
説

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
者
と
し
て
常
日
頃
か
ら
考
え
て
い
る
こ
と
や
感
じ
て

い
る
こ
と
も
含
め
た
「
惰
性
」
の
力
が
、
現
象
を
主
観
に
よ
っ
て
解
釈
し
ひ
と

つ
の
「
世
界
」
を
創
造
す
る
力
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
最
初
こ
そ
戦
争
の
論

理
に
侵
さ
れ
、
戦
死
し
た
親
友
の
個
性
を
回
復
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
「
余
」

だ
が
、
学
者
と
し
て
の
探
究
心
と
知
識
に
よ
っ
て
、「
浩
一
」
と
い
う
一
個
人

と
し
て
愛
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
「
世
界
」、あ
る
い
は
共
同
体
を
創
造
す
る
。「
余
」

こ
そ
が
、「
三
段
階
の
法
則
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
な
が
ら
作
中
で
唯
一
成
長
し

て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、「
余
」
の
転
機
と
し
て
書
き
込

ま
れ
る
「
茫
然
」
状
態
は
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
に
自
ら
の
研
究
テ
ー
マ
に
苦
悩

す
る
か
つ
て
の
夏
目
金
之
助
が
経
験
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に　

脱
戦
後
の
未
来
―
人
が
個
人
で
あ
る
た
め
に

　

明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
の
夏
に
日
露
戦
争
は
停
戦
し
、
八
月
一
日
よ
り

ポ
ー
ツ
マ
ス
に
て
講
和
会
議
開
始
、
九
月
五
日
休
戦
議
定
書
調
印
、
同
日
に
日

比
谷
焼
き
討
ち
事
件
が
起
こ
り
、
一
〇
月
十
五
日
に
講
和
条
約
批
准
、
翌
日
公

布
に
よ
り
終
戦
、
そ
し
て
一
二
月
二
〇
日
に
大
本
営
が
解
散
す
る
。
漱
石
は

一
一
月
下
旬
頃
か
ら
一
二
月
上
旬
に
か
け
て
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
書
い
て
お
り
、

ま
さ
に
戦
後
と
い
う
状
況
に
肉
薄
し
た
作
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
創
作
し
て
い
た

と
い
え
よ
う）

11
（

。

　
「
趣
味
の
遺
伝
」
が
掲
載
さ
れ
た
明
治
三
九
年
一
月
の
『
帝
国
文
学
』
に
は
、

終
戦
・
戦
後
を
意
識
し
た
著
述
が
並
ぶ
。
戸
川
秋
骨
訳
・
ド
ー
デ
著
「
旗
手
軍

曹
」
は
、
普
仏
戦
争
の
終
戦
時
に
軍
旗
を
手
放
す
こ
と
に
納
得
で
き
な
い
老
兵

を
描
く
。
ま
た
、
片
山
正
雄
（
孤
村
）「
霊
魂
と
国
家
」
は
「
日
露
戦
争
は
終

れ
り
。
血
と
鉄
と
の
戦
は
終
を
告
げ
た
り
。」
と
書
き
起
こ
さ
れ
、
戦
争
の
勝

敗
を
正
義
と
す
る
道
義
的
解
釈
を
「
永
遠
経
験
世
界
（
現
実
界
）
に
実
現
せ
ら

れ
ざ
る
理
論
理
想
也
」
と
排
し
、「
戦
争
」
と
い
う
「
現
象
」
に
つ
い
て
「
我

国
精
神
修
養
の
結
果
」
と
「
仮
定
」
し
、「
精
神
と
は
霊
魂
也
。
絶
対
的
自
由

と
独
立
と
を
有
す
る
霊
魂
也
」
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ

の
主
張
を
詳
説
す
る
前
に
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

読
者
は
余
が
議
論
の
少
し
く
独
断
的
な
る
を
怪
む
可
し
。
然
れ
ど
も
余

の
所
説
は
、
余
が
論
述
の
進
行
と
共
に
其
が
證
明
を
得
可
き
が
故
に
、
悉

く
こ
れ
が
真
理
な
る
こ
と
を
仮
定
し
て
更
に
余
が
論
ず
る
所
を
聴
け
。

　

片
山
の
態
度
は
、「
趣
味
の
遺
伝
」
で
寂
光
院
の
女
か
ら
受
け
た
「
感
動
」

に
つ
い
て
記
し
た
「
余
」
が
、「
斯
ん
な
無
理
を
聞
か
さ
れ
る
読
者
は
定
め
て

承
知
す
ま
い
」
と
言
っ
て
「
学
者
的
に
説
明
」
し
は
じ
め
る
姿
や
、「
仮
説
」「
仮

定
」
か
ら
議
論
を
は
じ
め
読
者
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
に
重
な
り
、
い

わ
ば
近
代
的
な
論
文
・
論
述
ス
タ
イ
ル
の
定
着
を
感
じ
さ
せ
る
。
片
山
は
結
論

と
し
て
、
日
露
戦
争
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た
も
の
は
「
哲
学
、
宗
教
、
芸
術
」

を
通
じ
た
「
精
神
修
養
」
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
戦
後
の
国

家
が
「
経
済
の
膨
張
、
科
学
の
発
展
」
の
た
め
に
「
唯
物
論
」「
肉
の
力
」
を

優
先
し
、
国
民
の
「
精
神
」「
霊
魂
」
を
滅
ぼ
し
か
ね
な
い
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

そ
し
て
国
民
に
は
「
心
中
の
賊
を
破
る
の
法
」
す
な
わ
ち
「
修
養
と
悟
道
」
に

つ
と
め
よ
と
説
く
。「
戦
争
」
を
「
現
象
」
と
し
て
と
ら
え
る
片
山
の
主
張
は

「
趣
味
の
遺
伝
」
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
漱
石
の
小
説
の
主

張
の
特
徴
が
よ
く
見
え
て
く
る
。
片
山
は
戦
後
に
生
き
る
国
民

0

0

に
向
け
て
だ

が
、
漱
石
の
場
合
、
戦
後
に
生
き
る
個
人

0

0

に
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
っ
て
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い
る
。
戦
後
に
お
い
て
も
戦
争
の
論
理
に
と
ら
わ
れ
す
ぐ
に
脱
却
し
得
な
い
人

間
の
「
惰
性
」
が
あ
る
、
そ
こ
を
脱
却
す
る
た
め
に
は
別
の
「
惰
性
」
に
よ
っ

て
「
世
界
」
を
観
る
ま
な
ざ
し
そ
の
も
の
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
争

の
論
理
は
国
家
の
論
理
で
あ
り
、
個
人
の
論
理
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
ま
ず

は
戦
死
者
こ
そ
が
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
個
性
を
回
復
し
、
本
当
の
意
味
で

の
戦
争
の
終
わ
り
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

　

日
露
戦
争
は
、
最
終
的
に
日
本
軍
の
死
者
数
が
八
万
四
千
人
に
の
ぼ
っ
た
。

と
く
に
陸
軍
で
は
、
日
清
戦
争
時
の
埋
葬
規
則
で
は
対
応
で
き
ず
、
開
戦
四
ヶ

月
目
に
し
て
「
戦
場
掃
除
及
戦
死
者
埋
葬
規
則
」
を
新
規
に
制
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
戦
没
者
の
遺
髪
や
遺
物
、
火
葬
さ
れ
た
遺
骨
を
内
地

へ
と
還
送
す
る
に
し
て
も
、
遺
族
へ
の
配
慮
が
か
な
り
欠
け
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
な
に
よ
り
、
膨
大
な
死
者
数
に
対
応
し
き
れ
な

い
と
い
う
深
刻
な
事
態
は
、
戦
場
に
仮
葬
さ
れ
た
戦
死
者
た
ち
を
そ
の
ま
ま
置

き
去
り
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。「
趣
味
の
遺
伝
」
が
書
か
れ
て
ほ
ど
な
く
、

明
治
三
九
年
二
月
に
は
、
定
め
で
あ
っ
た
陸
軍
埋
葬
地
に
お
け
る
戦
没
者
の
個

人
墓
標
の
建
設
が
、
そ
の
数
の
異
様
さ
と
予
算
の
問
題
か
ら
合
葬
へ
と
変
更
さ

れ
る
。
結
果
、
合
葬
さ
れ
た
戦
死
者
た
ち
の
氏
名
は
石
碑
か
ら
判
明
し
な
い
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う）

12
（

。
こ
の
国
家
の
判
断
は
、
戦
争
の
論
理
の
ま
ま
に
、
戦
後

も
死
者
を
ま
な
ざ
し
て
い
る
証
左
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
半
世
紀
た

っ
て
も
続
く
政
治
的
混
乱
の
た
め
に
共
同
体
が
解
体
し
た
こ
と
に
危
機
感
を
抱

い
た
コ
ン
ト
は
、
実
証
哲
学
の
主
張
の
先
に
、
生
前
偉
大
だ
っ
た
死
者
を
敬
い
、

彼
ら
と
と
も
に
生
き
る
人
類
教
を
唱
え
た
。「
趣
味
の
遺
伝
」
も
ま
た
、
戦
争

が
終
わ
っ
て
も
な
お
、
戦
争
に
よ
る
世
界
解
釈
が
席
巻
す
る
事
態
を
恐
れ
、
個

人
を
ま
な
ざ
し
た
「
世
界
観
」
を
提
示
し
、
早
々
に
戦
争
の
論
理
か
ら
脱
却
す

る
よ
う
説
く
。
日
露
戦
争
は
、
近
代
国
家
の
国
民
と
し
て
ひ
と
り
ひ
と
り
が
そ

れ
を
内
面
化
し
た
瞬
間
に
、
個
人
と
い
う
近
代
的
理
念
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ゆ
え
に
「
実
証
的
」
な
世
界
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
趣
味
の
遺

伝
と
云
ふ
理
論
」
は
、
日
露
戦
争
の
は
じ
ま
り
か
ら
生
じ
て
い
た
戦
死
者
と
遺

族
の
現
状
を
見
据
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
実
現
す
べ
き
未
来
を
描
き
出
す
た
め
の

「
理
論
」
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
だ
が
「
趣
味
の
遺
伝
」
と
い
う
作
品
の
鋭
敏

さ
は
、
死
し
て
も
個
人
に
戻
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
無
数
の
人
々
の
存
在
が
容

認
さ
れ
て
し
ま
う
戦
後
の
現
実
を
、
逆
説
的
に
予
言
し
て
し
ま
っ
た
。

　
「
浩
さ
ん
」
が
戦
死
し
た
第
三
回
旅
順
総
攻
撃
か
ら
丸
九
年
が
経
と
う
と
し

て
い
た
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
一
一
月
二
五
日
、
漱
石
は
学
習
院
輔
人
会
と

い
う
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
場
に
お
い
て
「
私
の
個
人
主
義
」
と
い
う
講
演
を
行
い
、

自
己
と
他
人
の
個
性
の
尊
重
の
意
義
を
説
い
て
い
る
が
、
戦
争
と
個
人
を
論
じ

る
最
後
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
と
同
趣
旨
に
な
っ
て
い
る
。
戦
争
や
危
急
の
と
き

に
は
、「
考
へ
ら
れ
る
頭
の
人
、
考
へ
な
く
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
人
格
の
修
養
の

積
ん
だ
人
は
、
自
然
そ
ち
ら
へ
向
い
て
行
く
訳
で
、
個
人
の
自
由
を
束
縛
し
個

人
の
活
動
を
切
り
詰
め
て
も
、
国
家
の
為
に
尽
す
や
う
に
な
る
の
は
天
然
自
然

と
云
つ
て
も
い
い
位
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
「
浩
さ
ん
」
が
志
願
兵
と
い
う
設
定

の
所
以
だ
と
す
れ
ば
、「
私
の
い
ふ
個
人
主
義
の
う
ち
に
は
、
火
事
が
済
ん
で

も
ま
だ
火
事
頭
巾
が
必
要
だ
と
云
つ
て
、
用
も
な
い
の
に
窮
屈
が
る
人
に
対
す

る
忠
告
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
て
下
さ
い
」
と
戦
争
が
済
ん
だ
あ
と
の
戦
争

の
論
理
か
ら
の
脱
却
を
説
く
漱
石
は
、
日
露
戦
後
に
戦
死
者
が
個
人
に
帰
る
こ

と
を
強
く
願
っ
た
「
余
」
に
重
な
る
。
と
は
い
え
実
際
は
、
こ
の
講
演
の
数
ヶ

月
前
に
欧
州
大
戦
が
勃
発
し
、
漱
石
が
「
予
測
」
し
た
よ
う
な
、
人
間
が
自
然

に
志
向
す
べ
き
個
人
が
生
き
る
未
来
は
、
ま
す
ま
す
遠
の
い
て
い
た
。
―
そ
し
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て
、
こ
の
論
を
擱
筆
す
る
い
ま
も
、
戦
争
の
論
理
は
繰
り
返
さ
れ
、
脱
戦
後
の

「
世
界
」
は
遠
い
未
来
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
だ
と
切
に
思
う
。

注（
１
）  

岡
三
郎
「『
ノ
ー
ト
』
が
語
る
も
の
」（『
漱
石
全
集
』
第
二
一
巻
「
月
報

二
七
」
平
成
九
・
六　

岩
波
書
店
）

（
２
）  

宮
永
孝
「
日
本
に
於
け
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
」（『
社
会
志
林
』
平

成
二
二
・
三
）
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ト
は
、
明
治
初
年
代
後
半
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
名
前
が
諸
文
献
に
現
れ
は
じ
め
る
と
い
う
。
こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る

多
く
の
文
献
か
ら
は
、「
三
段
階
の
法
則
」
や
「
人
類
教
」
と
い
っ
た
思
想
的
特
徴
、

社
会
学
の
祖
で
あ
る
こ
と
、
カ
ン
ト
と
な
ら
ぶ
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
、
ス
ペ
ン
サ
ー

が
コ
ン
ト
に
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、
基
本
情
報
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
３
）  

「
趣
味
の
遺
伝
」
で
は
、
万
歳
と
吶
喊
が
、
意
義
と
音
声
の
観
点
か
ら
議
論

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
凱
旋
を
前
に
し
た
万
歳
論
争
を
諷
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
明
治
三
八
年
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
を
参
照
す
る
と
、
雑
報
「『
万
歳
』

の
元
祖
争
ひ
（
大
学
と
高
師
）」（
一
〇
月
二
一
日
）、
久
米
邦
武
投
書
「
万
歳
の
祝

声
の
起
り
に
つ
い
て
」（
同
二
三
日
）、谷
中
・
台
西
投
書「
万
歳
の
成
語
に
就
き
て
」（
同

二
六
日
）、
時
事
小
言
「
万
歳
と
奉
賀
」（
一
一
月
六
日
）
と
あ
り
、
憲
法
発
布
の
と

き
に
「
万
歳
（
バ
ン
ザ
イ
）」
を
発
明
し
た
の
は
帝
大
と
高
等
師
範
の
ど
ち
ら
か
と

い
う
議
論
を
皮
切
り
に
、
漢
音
か
呉
音
か
、
語
勢
は
ど
う
か
、
歓
呼
の
声
と
し
て
適

当
か
ど
う
か
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
。

（
４
） 

森
田
草
平
が
「
新
年
の
小
説
」（『
芸
苑
』
明
治
三
九
・
二
）
で
「
趣
味
の
遺
伝
」

を
評
し
て
、
冬
枯
れ
の
墓
場
に
美
人
が
菊
の
花
を
供
え
て
い
る
の
が
「
趣
味
」
な
の

か
と
書
い
た
こ
と
に
対
し
、
漱
石
が
「
趣
味
の
遺
伝
と
い
ふ
趣
味
は
男
女
相
愛
す
る

と
い
ふ
趣
味
の
意
味
で
す
」（
草
平
宛
書
簡
、
二
月
一
三
日
付
）
と
教
示
し
て
い
る
。

（
５
）  

注
（
４
）
の
森
田
草
平
評
よ
り
。
草
平
は
ま
た
「
こ
ん
な
自
由
な
叙
事
の

形
式
は
世
界
無
類
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
自
由
」
さ
は
、
漱
石
独
自
の

問
題
意
識
を
小
説
化
す
る
上
で
必
然
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
） 

『T
he M

etaphysics of N
ature

』
は
、
刊
行
直
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
学
術
雑

誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
前
提
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
管
見
に
入
る
限
り
、『T

he A
thenaeum

』1905-7, 

『T
he A

cadem
y

』

1905-8,

『T
he Speaker

』1905-10,

『Saturday review
 of politics, science, 

and art

』1905-10

に
書
評
が
確
認
で
き
る
。
と
く
に
最
初
の
二
雑
誌
は
『
ノ
ー
ト
』

を
は
じ
め
、
各
種
文
章
に
て
漱
石
が
頻
繁
に
参
照
し
て
い
た
学
術
雑
誌
で
あ
る
。

（
７
）  

東
北
大
学
附
属
図
書
館
の
現
存
す
る
漱
石
文
庫
リ
ス
ト
に
、
リ
ー
ド
の

『T
he M

etaphysics of N
ature

』
は
な
く
、
次
に
刊
行
さ
れ
た
『N

atural and 

Social M
orals

』
が
確
認
さ
れ
る
の
で
、
前
者
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
も
高
い
だ
ろ

う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
扉
に
「
此
書
を
読
ん
で
一
〇
〇
頁
位
に
至
り
不
得
已
中
絶
。

何
等
得
る
所
な
き
故
な
り
」
と
メ
モ
さ
れ
、
意
識
を
め
ぐ
る
議
論
で
納
得
の
い
か
な

い
箇
所
に
書
き
込
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ア
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
ド
が
ロ
ン

ド
ン
大
学
着
任
以
前
の
仕
事
を
ま
と
め
た
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。

（
８
）  

大
岡
昇
平
「
漱
石
と
国
家
意
識
―
『
趣
味
の
遺
伝
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
世

界
』昭
和
四
八
・
一
、引
用
は『
小
説
家
夏
目
漱
石
』昭
和
六
三
・
五　

筑
摩
書
房
よ
り
）

も
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、「
一
種
の
高
み
か
ら
見
た
よ
う
な
見
方
」
で
、「
戦
争
を
国

家
権
力
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
と
見
る
現
実
的
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
少
し
う
か
つ
」
と

し
、
書
斎
に
こ
も
る
学
者
と
い
う
設
定
の
た
め
に
「
呑
気
な
空
想
に
ふ
け
」
っ
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
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（
９
）  

注
（
８
）
の
大
岡
も
ま
た
、「
呑
気
に
空
想
し
て
い
た
『
余
』」
は
、こ
こ
で
「
戦

争
」
と
い
う
「
一
つ
の
現
実
に
触
れ
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
10
）  

越
智
治
雄
「『
漾
虚
集
』
一
面
」（『
漱
石
私
論
』
昭
和
四
六
・
六　

角
川
書
店
）

は
、
凱
旋
で
の
「
玄
境
」
と
寂
光
院
で
の
「
化
銀
杏
」
の
体
験
が
「
一
筋
の
糸
」
で

結
ば
れ
、
と
く
に
「
木
は
生
と
死
の
境
界
」
に
あ
り
、「
父
母
未
生
以
前
」
に
通
じ

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、駒
尺
喜
美
「
漱
石
に
お
け
る
厭
戦
文
学
―
『
趣

味
の
遺
伝
』
―
」（『
日
本
文
学
』
昭
和
四
七
・
六
）
が
非
現
実
的
な
読
み
取
り
と
し

て
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
プ
ロ
ッ
ト
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
限
り
、
越
智
が

指
摘
す
る
「
玄
境
」
を
始
点
に
し
て
伸
ば
さ
れ
た
「
一
筋
の
糸
」
は
「
二
」
の
前
半

で
「
余
」
の
戦
場
の
想
像
を
織
り
上
げ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
よ
り
分
析
的
に
見
れ

ば
「
二
」
の
後
半
の
寂
光
院
で
の
出
来
事
と
明
確
な
対
照
性
を
も
っ
て
描
き
こ
ま
れ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
11
） 

一
一
月
二
四
日
付
の
高
浜
虚
子
宛
書
簡
に
「
帝
国
文
学
は
十
五
日
迄
に
草
稿

が
入
用
の
よ
し
」
と
あ
り
、締
め
切
り
が
差
し
迫
っ
て
い
た
が
、「
腹
案
」
が
複
数
あ
り
、

ま
た
そ
の
た
め
の
「
趣
向
」
が
ま
と
ま
ら
ず
苦
心
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
し

て
一
二
月
一
一
日
付
の
虚
子
宛
書
簡
に
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
書
き
上
げ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。

（
12
） 

原
田
敬
一
「
慰
霊
の
政
治
学
」（
小
森
陽
一
・
成
田
龍
一
編
『
日
露
戦
争
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
』
平
成
一
二
・
二　

紀
伊
国
屋
書
店
）
参
照
。

参
考
文
献

　

日
本
に
お
け
る
コ
ン
ト
受
容
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
の
宮
永
論
に
多
く
を
学
び
、

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
諸
文
献
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
コ
ン
ト
の
思

想
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
し
た
。

清
水
幾
太
郎
責
任
編
集
『
世
界
の
名
著
三
六　

コ
ン
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
』（
昭

和
四
五
・
二　

中
央
公
論
社
）、
清
水
幾
太
郎
『
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト

―
社
会
学
と
は
何
か
』（
昭
和
四
八
・
九　

岩
波
新
書
）、
伊
藤
邦
武
責
任
編

集
『
哲
学
の
歴
史
・
第
八
巻　

社
会
の
哲
学
〈
１
８
―
２
０
世
紀
〉』（
平
成

一
九
・
一
一　

中
央
公
論
新
社
）、
伊
達
聖
伸
「
死
者
を
い
か
に
生
か
し
続
け
る

か
―
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
に
お
け
る
死
者
崇
拝
の
構
造
」（『
死
生
学
研
究
』

平
成
二
〇
・
九
）、
コ
ン
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
／
杉
本
隆
司
訳
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ー

の
起
源
へ
』（
平
成
二
五
・
三　

白
水
社
）、同
『
科
学
＝
宗
教
と
い
う
地
平
』（
平

成
二
五
・
九　

白
水
社
）

＊
漱
石
の
引
用
に
つ
い
て
初
出
が
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
底
本
と
し
、
明
ら
か
な
誤
字

等
を
修
正
し
た
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は『
漱
石
全
集
』（
平
成
五
～
一
一　

岩
波
書
店
）

を
底
本
と
し
た
。
ま
た
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
て
い
る
。

（
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
５
５
８
０
０
５
７
の
助
成
を
受
け
た
も
の
の
一

部
で
あ
る
。）


