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1	

は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
三
月
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ダ
リ
シ
エ
、
永
井
晋
の
両
氏
と
共

同
で
筆
者
が
編
集
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
日
本
哲
学
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

『Philosophie japonaise. Le néant, le m
onde et le corps

（
日
本
哲

学

―
無
、
世
界
、
身
体
）』
が
、
パ
リ
の
哲
学
専
門
の
老
舗
出
版
社
で
あ

る
ヴ
ラ
ン
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た（

1
）。

幸
い
予
想
以
上
に
売
れ
行
き
が
よ
く
、

早
く
も
重
版
の
話
が
も
ち
あ
が
っ
て
い
る
ら
し
い
。
原
稿
を
出
版
社
に
提

出
し
て
か
ら
、
紆
余
曲
折
が
あ
り
刊
行
ま
で
六
年
近
く
を
費
や
し
た
の
で
、

無
事
こ
こ
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
こ
と
が
ま
だ
半
分
噓
の
よ
う
で
、
大
き
な
感

慨
を
覚
え
て
い
る
。
編
者
が
三
人
と
も
こ
の
宗
教
哲
学
会
の
会
員
だ
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
当
初
は
本
書
を
当
誌
の
書
評
欄
で
と
り
あ
げ
て
い
た
だ

こ
う
か
と
考
え
た
。
し
か
し
、
日
本
思
想
・
哲
学
の
主
た
る
テ
ク
ス
ト
を

フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
出
し
、
紹
介
文
を
つ
け
て
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
形
式
で
編
纂

し
た
こ
の
種
の
本
を
、
学
会
誌
で
の
書
評
と
い
う
枠
組
の
中
で
扱
っ
て
も

ら
う
の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
そ
も
そ
も
こ

の
本
が
第
一
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
日
本
哲
学
に
関
心
を
も
つ
フ
ラ

ン
ス
語
圏
の
読
者
た
ち
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
本
書
を
宗
教
哲
学
会
の
会
員
諸
氏
に
向

け
て
紹
介
す
る
こ
と
に
意
味
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
以
前

の
日
本
思
想
は
も
と
よ
り
、
西
洋
哲
学
の
摂
取
を
通
し
て
生
ま
れ
た
「
日

本
哲
学
」
の
海
外
で
の
紹
介
や
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
英
語
圏
や
ド

イ
ツ
語
圏
を
中
心
に
相
当
の
蓄
積
が
で
き
て
い
る
こ
と
は
わ
が
国
で
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
の
状
況
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
は
、
本
書
の
紹
介
自
体
が
意
味
の
あ

「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」と
い
う
冒
険

杉
村
靖
彦

　
　

研
究
ノ
ー
ト
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る
情
報
提
供
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
自
ら
の
共
編
著

の
紹
介
と
い
う
や
や
変
則
的
な
形
に
は
な
る
が
、
研
究
ノ
ー
ト
の
コ
ー

ナ
ー
を
お
借
り
し
て
、
こ
の
書
に
つ
い
て
語
っ
て
み
た
い
と
考
え
た
次

第
で
あ
る
。

た
だ
し
、
単
な
る
情
報
の
提
供
や
本
の
宣
伝
だ
け
で
は
面
白
く
な
い
。

筆
者
自
身
、
こ
の
書
の
企
画
、
編
集
、
刊
行
を
通
し
て
、
そ
し
て
刊
行
後

の
反
響
の
一
端
を
見
聞
き
し
て
、
題
名
の
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ

ネ
ー
ズ
」
と
い
う
術
語
が
体
現
し
よ
う
と
す
る
事
象
の
一
筋
縄
で
は
い
か

な
い
性
格
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
わ
が
国
に

お
け
る
西
洋
哲
学
の
翻
訳
と
摂
取
を
通
し
て
産
み
出
さ
れ
た
「
日
本
の
／

日
本
的
」
と
い
う
形
容
詞
付
き
の
「
哲
学
」
を
、「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・

ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
と
い
う
旗
印
の
下
で
翻
訳
し
返
し
、
そ
こ
で
育
ま
れ
た

着
想
や
概
念
を
西
洋
哲
学
の
言
説
空
間
へ
と
投
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

こ
の
作
業
に
含
ま
れ
る
奇
妙
な
錯
綜
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
リ
ス
ク
と

チ
ャ
ン
ス
こ
そ
が
、
本
書
の
よ
う
な
著
作
の
哲
学
的
な
面
白
さ
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
そ
の
こ
と
が
少
し
で
も
伝
わ
る
よ
う
な
形
で
の

紹
介
を
試
み
て
み
た
い
。

2	

本
書
の
構
成

本
書
は
ヴ
ラ
ン
社
の
手
が
け
る
「Textes clés

（
鍵
と
な
る
テ
ク
ス
ト
）」

叢
書
の
一
冊
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
〇
〇
五
年
に
始
ま
っ
た
シ
リ
ー
ズ
で
、

哲
学
の
特
定
の
分
野
や
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
主
要
テ
ク
ス
ト
を
取
り
集

め
て
そ
れ
ぞ
れ
に
解
説
を
加
え
、
読
者
に
全
体
的
な
知
識
を
提
供
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
言
語
哲
学
、
環
境
倫
理
学
、
現
代
形
而
上
学
、

心
の
哲
学
等
、
す
で
に
二
〇
冊
以
上
が
出
て
い
る
が
、
そ
こ
に
突
如
と
し

て
（
？
）「
日
本
哲
学
」
が
加
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
書
が
こ
の
よ
う

な
枠
組
み
の
下
で
世
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
、
け
っ
し
て
ど
う
で
も
よ
い
こ

と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
京
都
学
派
」
の
哲
学
者
た
ち
が

海
外
に
翻
訳
・
紹
介
さ
れ
る
場
合
、
出
版
元
や
叢
書
は
、
東
洋
思
想
や
仏

教
思
想
、
日
本
学
や
比
較
文
化
論
な
ど
を
主
に
扱
う
所
で
あ
る
こ
と
が
大

半
で
あ
る
。
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
自
身
は
、
そ
の
思
想
の
内
実
は
と

も
あ
れ
、
自
ら
の
思
索
を
西
洋
的
な
意
味
で
の
「
哲
学
」
と
い
う
様
式
に

則
っ
た
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
外
か
ら
の
眼
差

し
の
下
で
は
哲
学
と
は
別
の
も
の
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
が
ち
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
は
、
京
都
学
派
の
哲
学
の
海
外
で

の
受
容
に
お
い
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
注
意

深
く
検
討
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
の
場
合
は
、
そ
う

し
た
趨
勢
と
は
逆
に
、
西
洋
哲
学
の
叢
書
の
一
冊
と
し
て
、
主
に
西
洋

哲
学
の
専
門
書
を
手
が
け
る
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
当
然
本
書
の
受
け
と
め
ら
れ
方
に
も
反
映
し
て
く
る
は
ず

で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
本
書
の
目
次
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
「
日
本
哲
学
」
の
名
の
下

で
、
時
代
面
で
も
性
質
面
で
も
相
当
多
様
な
テ
ク
ス
ト
が
収
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
全
体
は
四
部
に
分
か
れ
、
合
計
十
人
の
思
想
家
の
代

表
的
な
テ
ク
ス
ト
を
選
ん
で
、
思
想
家
の
紹
介
に
続
い
て
そ
の
フ
ラ
ン
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ス
語
訳
（
部
分
訳
）
を
載
せ
て
い
る
。
内
訳
を
記
せ
ば
、
第
一
部
「
日
本

思
想
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
」
は
、
道
元
『
正
法
眼
蔵
』（
宮
川
敬
之
、
ア
ラ

ン
・
ロ
シ
ェ
）、
荻
生
徂
徠
『
弁
明
』（
中
島
隆
博
、
エ
デ
ィ
・
デ
ュ
フ
ル
モ

ン
）、
本
居
宣
長
『
直
毘
霊
』（
キ
ム
・
テ
ホ
、
エ
デ
ィ
・
デ
ュ
フ
ル
モ
ン
）、

第
二
部
「
明
治
期
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
創
造
的
摂
取
」
は
、
西
周
「
知

説
」（
安
孫
子
信
）、
中
江
兆
民
『
三
酔
人
経
綸
問
答
』（
エ
デ
ィ
・
デ
ュ
フ

ル
モ
ン
、
西
山
雄
二
）、
第
三
部
「
京
都
学
派
に
よ
る
哲
学
の
体
系
化
」
は
、

西
田
幾
多
郎
「
働
く
も
の
」（
ミ
シ
ェ
ル
・
ダ
リ
シ
エ
）、
田
辺
元
「
生
の

存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」（
杉
村
靖
彦
）、
戸
坂
潤
「
性
格
と
し
て
の
空

間

―
理
論
の
輪
郭
」（
望
月
太
郎
、
津
崎
良
典
）、
第
四
部
「
日
本
哲
学

の
新
た
な
相
貌
」
は
、
井
筒
俊
彦
『
意
識
と
本
質
』（
永
井
晋
）、
大
森
正

蔵
「
言
語
的
制
作
（
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
）
と
し
て
の
過
去
と
夢
」（
金
森
修
）

と
な
っ
て
い
る
（
カ
ッ
コ
内
は
紹
介
・
翻
訳
の
担
当
者
）。
ま
た
、
全
体
を

通
覧
す
る
た
め
の
思
想
史
的
な
見
取
図
と
し
て
、
編
者
三
人
の
手
に
よ
る

七
〇
頁
近
く
の
「
総
説
」
を
冒
頭
に
配
し
た
。

率
直
に
言
っ
て
、
筆
者
は
こ
の
構
成
に
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
当
初
の
編
者
た
ち
の
計
画
で
は
、
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
を
核
に

し
て
、
そ
の
前
後
に
明
治
期
の
西
洋
哲
学
受
容
と
、
戦
後
の
独
創
的
な
日

本
人
哲
学
者
の
成
果
を
配
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
明
治
以

降
、
西
洋
の
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
」
が
日
本
と
い
う
非
西
洋
の
地
に
組

織
的
に
移
入
さ
れ
た
結
果
遂
げ
た
創
造
的
変
容
に
的
を
絞
っ
た
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
を
思
い
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の
時
期
ま
で

組
み
入
れ
る
と
、「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
と
い
う
名
称

の
外
延
が
曖
昧
化
し
て
「
日
本
思
想
史
」
一
般
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
り

か
ね
ず
、
哲
学
専
門
の
ヴ
ラ
ン
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
強
み
も
薄
れ

て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
危
惧
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
出
版
社
側
は
、

「
総
説
」
で
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
日
本
思
想
史
の
流
れ
を
通
覧
し
た
上

で
、
明
治
以
前
、
明
治
期
、
京
都
学
派
、
戦
後
思
想
の
四
つ
の
局
面
に
つ

い
て
均
等
に
思
想
家
を
配
分
す
る
よ
う
求
め
て
き
た
。
こ
の
条
件
を
受
け

入
れ
て
、
な
お
か
つ
西
洋
哲
学
の
非
西
洋
に
お
け
る
創
造
的
変
容
と
し
て

の
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
の
全
貌
を
紹
介
し
よ
う
と
思

え
ば
、
本
書
の
サ
イ
ズ
の
本
（
総
頁
数
四
七
一
頁
）
な
ら
ば
二
巻
か
三
巻

は
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
せ
め
て
二
巻
本
に
で
き
な
い
か
と
交
渉
し
て
み

た
が
、
予
算
の
関
係
上
無
理
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
経

緯
か
ら
、
本
書
は
上
に
示
し
た
よ
う
な
や
や
焦
点
の
ぼ
や
け
た
構
成
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
制
約
の
下
で
、
ど
の
思
想
家
の
ど
の
テ
ク
ス
ト
を
訳
し
て

紹
介
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
適
任
の
担
当
者
を
見
つ
け
る
難
し
さ
も

あ
り
、
な
か
な
か
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
出
版
社
か
ら
は
、
な

る
べ
く
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
で
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
思
想
家
を
入
れ
、
す
で
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
思
想
家
に
つ
い
て
も
ま
だ
仏
語
訳
の
な
い
テ
ク
ス
ト
を

選
ん
で
ほ
し
い
と
の
要
望
も
あ
り
、
こ
の
点
も
調
整
に
苦
労
し
た
。
た
と

え
ば
、
京
都
学
派
の
哲
学
を
扱
う
第
三
部
で
、
西
田
と
田
辺
に
並
ん
で
和

辻
で
も
九
鬼
で
も
三
木
で
も
な
く
戸
坂
を
取
り
上
げ
、
西
田
と
田
辺
に
つ

い
て
も
か
な
ら
ず
し
も
彼
ら
の
代
表
作
と
は
い
え
な
い
テ
ク
ス
ト
を
選
ん

だ
こ
と
に
は
、
こ
う
し
た
事
情
も
関
わ
っ
て
い
る
。
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3	
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
読
者
に
と
っ
て
の
本
書

し
か
し
、
編
者
側
か
ら
す
れ
ば
不
満
の
残
る
こ
う
し
た
構
成
に
も
、
フ

ラ
ン
ス
語
圏
の
読
み
手
の
側
に
身
を
置
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
な
る
ほ
ど

そ
う
だ
っ
た
の
か
、
と
思
え
る
よ
う
な
面
も
あ
る
。
本
が
で
き
て
か
ら
海

外
で
の
紹
介
の
た
め
に
全
体
を
あ
ら
た
め
て
通
読
し
て
み
た
り
、
海
外
の

知
人
た
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
感
想
を
聞
い
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の

点
が
少
し
ず
つ
飲
み
込
め
て
き
た
。

こ
ち
ら
が
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
研
究
者
と
し
て
（
こ
れ
に
つ
い

て
は
編
者
三
人
の
間
に
も
す
で
に
ズ
レ
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
筆
者
の
立
ち
位

置
の
一
面
と
し
て
こ
う
述
べ
て
お
く
）、「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー

ズ
」
の
魅
力
を
西
洋
哲
学
の
創
造
的
変
容
と
し
て
「
哲
学
」
の
側
か
ら
語

ろ
う
と
す
る
時
、
こ
の
「
変
容
」
の
要
因
た
る
「
日
本
」
の
方
に
つ
い
て

直
接
論
じ
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
難
し
く
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
「
哲
学
」
と
し
て
の
特
異
性
が
、
た
だ
ち
に
「
日
本
的
な
も

の
」
の
特
異
性
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
私
た
ち
自
身
が
、
ど
れ
ほ
ど
一
面
的
な
仕
方
で
あ
れ
、
経
験
や

知
識
を
通
し
て
「
日
本
」
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
と
見
識
を
も
っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
こ
の
書
の
読
者
た
ち
は
そ
う
で
な
い
場
合
の
方
が
圧
倒
的

に
多
い
。
だ
と
す
る
と
、
彼
ら
が
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー

ズ
」
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
、
そ
こ
で
「
哲
学
」
に
加
え
ら
れ
た
独
特
の

変
容
に
興
味
を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
、
こ
の
変
容
の
要
因
た
る
「
日
本
」
に

つ
い
て
少
し
で
も
多
く
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
う
は
ず
で
あ
る
。
今
か

ら
考
え
れ
ば
、
ヴ
ラ
ン
社
の
編
集
部
か
ら
編
者
た
ち
に
出
さ
れ
た
数
々
の

注
文
は
、
そ
う
し
た
読
者
た
ち
の
立
場
に
立
っ
て
、
彼
ら
の
要
求
を
先

取
り
す
る
よ
う
な
形
で
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・

ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
を
は
さ
ん
で
、
執
筆
者
た
ち
が
そ
こ
に
息
づ
く
「
哲

学
」
へ
と
読
者
を
誘
お
う
と
し
、
そ
し
て
そ
の
試
み
が
上
手
く
行
け
ば
い

く
ほ
ど
、
読
者
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
索
を
産
み
だ
し
た

「
日
本
」
へ
と
興
味
を
引
か
れ
て
い
く
。「
日
本
」
か
ら
「
哲
学
」
へ
と
い

う
ベ
ク
ト
ル
と
、「
哲
学
」
か
ら
「
日
本
」
へ
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
。
相
反

す
る
こ
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
し
か
る
べ
き
出
会
い
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
は
た
が
い
を
刺
激
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
良
い
循
環

が
形
成
さ
れ
、
両
方
向
の
理
解
が
相
関
的
に
深
ま
っ
て
行
く
と
い
う
幸
福

な
関
係
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
構
成
は
、
理
想
的
に
は
そ
の
よ

う
な
関
係
を
志
向
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

4	

「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」	

と
い
う
危
う
い
合
成
体

だ
が
、
少
な
く
と
も
筆
者
自
身
は
、
本
書
の
準
備
中
に
、
本
書
が
内
包

し
て
い
る
は
ず
の
こ
の
よ
う
な
理
想
を
十
分
に
自
覚
化
し
て
仕
事
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
出
版
社
と
の
交
渉
を
一
手
に
引
き
受
け
て
く

れ
た
ダ
リ
シ
エ
氏
か
ら
刻
々
と
伝
え
ら
れ
る
先
方
の
要
望
に
対
応
し
て
い

る
う
ち
に
、
ひ
と
り
で
に
現
在
の
形
に
収
ま
っ
た
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
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本
書
の
こ
の
よ
う
な
構
成
が
も
ち
う
る
積
極
的
な
意
味
を
も
う
少
し
早
く

理
解
し
、
読
者
に
本
書
の
読
み
方
を
伝
え
る
よ
う
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
指
示

を
組
み
こ
め
て
お
れ
ば
、
本
書
は
読
者
に
と
っ
て
な
お
一
層
意
義
深
い
書

物
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
と
残
念
で
な
ら
な
い
。

た
だ
、
自
己
弁
護
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
書
を
出
会
い
の
場
と

す
る
上
記
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
間
に
今
述
べ
た
よ
う
な
幸
福
な
関
係
が

で
き
あ
が
る
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
口
で
い
う
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は

な
い
。
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
た
が
い
に
正
反
対
の
方
向
へ
と
向
か
う
も
の

で
あ
る
か
ぎ
り
、
両
者
が
す
れ
違
っ
た
ま
ま
に
終
わ
っ
た
り
、
た
が
い
を

誤
解
し
て
出
会
い
損
ね
た
り
す
る
こ
と
は
つ
ね
に
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ

る
。
本
書
が
「
日
本
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
分
厚
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

本
書
で
紹
介
さ
れ
る
諸
テ
ク
ス
ト
が
担
う
「
哲
学
」
の
普
遍
性
志
向
を
足

早
に
通
り
過
ぎ
て
、「
日
本
的
な
も
の
」
の
本
質
主
義
に
か
ら
め
と
ら
れ

て
し
ま
う
読
者
が
増
え
ざ
る
を
え
な
い
（
こ
れ
が
本
書
の
構
成
に
対
し
て
筆

者
が
懸
念
を
抱
い
た
理
由
で
あ
る
）。
ま
た
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
ヴ
ラ
ン
社

の
出
版
物
に
親
し
む
西
洋
哲
学
に
造
詣
の
深
い
読
者
た
ち
ほ
ど
、
自
ら
の

な
じ
ん
だ
哲
学
的
概
念
や
問
題
が
新
奇
な
変
容
を
被
っ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
違
和
感
に
妨
げ
ら
れ
て
、
そ
も
そ
も
こ
れ
を
「
哲
学
」
と
し
て
読
む
と

い
う
段
階
に
進
め
な
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
（
筆
者
の
経
験
で
は
、
こ
れ

は
海
外
の
哲
学
研
究
者
た
ち
に
対
し
て
「
日
本
哲
学
」
に
つ
い
て
語
る
者
が
ま

ず
最
初
に
出
会
う
抵
抗
で
あ
る
）。
こ
の
両
極
端
の
間
に
は
、
無
数
の
様
態

の
す
れ
違
い
や
出
会
い
損
な
い
が
あ
り
う
る
に
ち
が
い
な
い
。

「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ

の
よ
う
に
散
乱
と
混
沌
を
内
蔵
し
た
合
成
体
で
あ
り
、
容
易
に
統
一
像
を

結
べ
な
い
危
う
い
存
在
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
種
々
の
誤
解

や
無
理
解
が
誘
発
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
筆
者
た
ち
の
よ

う
に
「
日
本
哲
学
」
を
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
と
し
て

発
信
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
然
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を
事
前
に
察
知
し

て
計
算
し
、
可
能
な
か
ぎ
り
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
最
終
的
に
は
、
誤
解
や
無
理
解
の
リ
ス
ク
を
と
っ
て
あ
え
て
大
胆
に

語
り
、
そ
れ
に
対
す
る
反
応
を
受
け
て
ま
た
新
た
に
語
り
直
す
、
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
へ
と
身
を
投
じ
て
い
く
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
そ
れ
と
引
き
換
え

に
の
み
、
先
に
示
唆
し
た
よ
う
な
幸
福
な
出
会
い
へ
と
つ
な
が
る
数
々
の

チ
ャ
ン
ス
が
生
ま
れ
出
る
の
を
待
ち
望
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
幸
福
な
出
会
い
を
「
理
想
」
と
表
現
し
た
の
は

適
切
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
本
書
の
執
筆
者
た
ち

の
誰
一
人
と
し
て
、「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
の
理
想
的

な
定
型
を
手
中
に
収
め
た
地
点
か
ら
語
り
え
て
い
る
者
は
い
な
い
。
ま
し

て
や
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・

ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
と
い
う
の
は
、
ま
だ
内
実
の
定
か
な
ら
ぬ
、
言
葉
だ
け

の
約
束
で
し
か
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に

お
い
て
は
、「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
と
は
生
成
途
上
の
、

し
か
も
か
な
り
若
い
出
来
事
で
あ
り
、
本
書
の
刊
行
も
そ
の
一
齣
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
名
称
が
担
う
約
束
が
果
た
さ
れ
る
か
否
か
は
、
今
後
こ
の
出

来
事
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
に
掛
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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5	
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」と
い
う
冒
険

最
後
に
、
本
書
刊
行
後
に
筆
者
が
見
聞
き
し
た
本
書
へ
の
フ
ラ
ン
ス
で

の
反
応
を
少
し
ば
か
り
記
し
、
こ
の
小
文
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
よ
う
。

本
書
の
刊
行
後
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
一
日
の
『
ル
・
モ
ン
ド
』
の
書

評
欄
に
ロ
ジ
ェ
＝
ポ
ー
ル
・
ド
ロ
ワ
氏
に
よ
る
書
評
が
掲
載
さ
れ
た（

2
）。

軽

妙
な
筆
運
び
だ
が
、
要
所
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
た
優
れ
た
紹
介
文
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
本
書
で
紹
介
し
た
日
本
思
想
の
流
れ
が
、
神
道
、
仏

教
、
新
儒
教
と
い
っ
た
歴
史
的
伝
統
の
上
に
、
明
治
期
の
大
変
動
を
は
さ

ん
で
西
洋
哲
学
の
諸
概
念
が
一
挙
に
移
入
さ
れ
た
結
果
、
単
純
に
東
洋
的

と
も
西
洋
的
と
も
い
え
な
い
よ
う
な
、
む
し
ろ
直
接
的
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
主
張
せ
ず
し
て
新
た
な
創
造
の
場
と
な
る
と
い
う
「
逆
説
的
な
固

有
性 

（spécificité paradoxale

）」
に
至
っ
た
こ
と
が
簡
潔
に
確
認
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
本
書
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
し
た
か
ら
こ
そ
、
書
評
の

タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
書
評
者
は
「
哲
学
の
家
族
」
に
「
フ
ィ
ロ

ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
が
加
わ
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
こ
と
へ
の

大
き
な
期
待
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
期
待
が
、
書
評
者
に
と
っ
て
ま
だ
確
固
た
る
裏
づ

け
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。「
日
本
哲
学
の
筆
記

試
験
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
白
紙
答
案
が
続
出
す
る
こ
と
を
恐
れ
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
始
ま
る
こ
の
書
評
は
、
最
後
に
や
や
冗

談
め
か
し
て
、
本
書
を
夏
の
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
お
供
と
し
て
携
行
す
る
こ
と

を
読
者
に
勧
め
て
い
る
。
持
ち
運
び
に
便
利
な
文
庫
サ
イ
ズ
で
、
居
な
が

ら
に
し
て
い
ろ
い
ろ
な
思
考
の
旅
に
い
ざ
な
っ
て
く
れ
る
本
で
あ
る
し
、

お
ま
け
に
こ
れ
を
読
ん
で
お
け
ば
「
万
が
一
将
来
日
本
哲
学
の
筆
記
試
験

が
あ
っ
て
も
安
心
だ
か
ら
」、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
本
書

が
提
示
す
る
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
は
、
彼
ら
の
考
え

る
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
」
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
う
る
興
味
深
い
も

の
と
し
て
予
感
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
思
想
世
界
は
な
お
ヴ
ァ
カ
ン
ス

で
旅
す
る
遠
い
場
所
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲

学
教
育
で
「
日
本
哲
学
の
筆
記
試
験
」
が
課
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
の
は
現

時
点
で
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
想
定
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
確
な
現
状
認
識
だ
と
い
え
よ
う
。
筆
者
は
先
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
読

者
た
ち
に
と
っ
て
、「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
は
ま
だ
言

葉
だ
け
の
約
束
で
し
か
な
い
と
述
べ
た
が
、
こ
の
書
評
は
ま
さ
に
こ
の
見

立
て
を
裏
書
き
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
書
評
者
は
少
な
く
と

も
、
こ
の
約
束
に
含
ま
れ
る
可
能
性
の
大
き
さ
を
き
ち
ん
と
受
け
と
め
て

く
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
筆
者
と
し
て
は
強
く
勇
気
づ
け
ら
れ
た
。

だ
が
、
約
束
に
は
つ
ね
に
裏
切
り
の
危
険
が
つ
き
ま
と
う
。
フ
ラ
ン
ス

の
リ
ー
ル
市
の
主
催
で
二
〇
年
来
行
わ
れ
て
き
た
シ
テ
フ
ィ
ロ
と
い
う
哲

学
・
文
化
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
が
、
二
〇
一
三
年
の
共
通
テ
ー
マ
の
一
つ

が
「
日
本
」
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
一
月
に
筆
者
も
含
め
た
本
書
の

関
係
者
た
ち
が
招
待
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
企
画
に
参
加
し
て
き
た
。
そ
の

最
初
の
も
の
が
、
ダ
リ
シ
エ
氏
と
筆
者
が
出
演
し
た
フ
ラ
ン
ス
・
キ
ュ
ル

チ
ュ
ー
ル
の
ラ
ジ
オ
哲
学
番
組
の
公
開
録
音
会
で
あ
っ
た
が（

3
）、

こ
れ
は
正
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直
に
い
っ
て
落
胆
の
方
が
大
き
か
っ
た
。
筆
者
は
以
前
か
ら
こ
の
番
組
を

時
々
聴
い
て
お
り
、
専
門
的
な
内
容
を
正
確
に
伝
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
に

好
感
を
抱
い
て
い
た
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
印
象
は
大
き
く
覆
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。「
日
本
哲
学
」
と
い
う
だ
け
で
、
番
組
の
合
間
に
入

れ
る
効
果
音
に
尺
八
の
調
べ
を
用
い
、
い
か
に
も
「
東
洋
的
」
な
詩
句
を

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
挿
入
し
、
大
島
渚
の
映
画
『
愛
の
コ
リ
ー
ダ
』
の
ワ
ン

シ
ー
ン
を
流
す
。
手
練
れ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ア
ー
の
質
問
も
、
こ
の
あ
か
ら

さ
ま
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
引
き
ず
ら
れ
て
か
、
本
書
を
あ
ら
か
じ
め

読
ん
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
的
を
外
し
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

筆
者
と
し
て
は
、
す
れ
違
い
の
出
所
を
明
確
化
し
、
こ
ち
ら
の
い
う
べ
き

こ
と
を
限
ら
れ
た
時
間
で
で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
に
伝
え
る
べ
く
努
め
た

つ
も
り
だ
が
、
う
ま
く
い
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
後
に
続
い
て
行
わ
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
こ
ち
ら
に
進
行
上
の

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
、
か
な
り
取
り
戻
す
こ
と
が
で

き
た
よ
う
に
も
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
リ
ー
ル
で
の
一
連
の
経
験
は
、「
フ
ィ
ロ
ゾ

フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
を
は
さ
ん
で
、
発
信
者
と
受
信
者
の
間
で
ど

の
よ
う
な
力
学
が
働
き
、
何
が
起
こ
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
の
一
端
を
目

に
見
え
る
形
で
理
解
さ
せ
て
く
れ
た
と
い
う
点
で
、
筆
者
に
と
っ
て
は
大

変
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
」
と

い
う
冒
険
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
進
路
は
な
お
不
確

定
で
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
参
与
す
る
者
の
一
人
と

し
て
、
何
が
で
き
る
か
を
探
り
、
何
が
起
こ
る
か
を
見
す
え
な
が
ら
、
自

ら
自
身
の
思
索
の
糧
に
し
て
い
き
た
い
。
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