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熈
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史
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ズ
ム
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川
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本
書
は
、
職
人
聴
覚
の
解
体
か
ら
ア
ソ
シ
ア
ニ
ス
ム
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ

ム
へ
と
繋
が
る
一
九
・
二
〇
樵
紀
フ
ラ
ン
ス
社
会
運
動
史
を
跡
づ
け
た
、
著

者
の
一
〇
年
来
の
仕
事
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
論
稿
を
酔
興
く

共
通
の
課
題
は
、
　
「
序
章
」
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
自
前
の
労
働
社
会
」
を

拠
り
ど
こ
ろ
に
そ
の
「
労
働
の
場
に
お
け
る
「
近
代
化
」
」
、
す
な
わ
ち
労
働

者
の
自
律
性
の
喪
失
過
程
に
「
頑
強
に
抵
抗
」
し
続
け
た
職
人
や
労
働
者
の

運
動
と
、
そ
の
な
か
で
育
く
ま
れ
た
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
鷺
か
れ
て
い

る
。　

こ
う
し
た
課
題
設
定
の
狙
い
や
本
書
の
各
論
文
の
依
拠
し
た
資
料
に
つ
い

て
は
、
か
つ
て
著
老
が
喜
安
諸
氏
の
著
作
（
『
民
衆
運
動
と
社
会
主
義
ー

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代
史
研
究
へ
の
一
視
角
ー
ー
』
勤
草
書
房
、
一
九
七
七
年
）

に
対
す
る
書
評
に
書
き
と
め
た
、
次
の
一
文
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
許
さ
れ

よ
う
。
す
な
わ
ち
著
者
は
そ
こ
で
、
　
「
私
た
ち
は
同
時
代
に
生
き
た
人
間
が

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ェ
を
描
く
よ
う
に
歴
史
を
描
く
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
同
時

代
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
や
メ
モ
ワ
ー
ル
、
さ
ら
に
は
諸
々
の
調
査
記
録
・
新

聞
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
類
か
ら
、
あ
る
個
人
や
集
団
、
社
会
、
時
代
な
ど
の

特
質
を
つ
か
み
出
す
醒
め
た
作
業
に
任
務
を
限
定
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
八
七
編
第
七
号
、
昭
和
五
三
年
、
八
○
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
著
者
の
基
本
的
立
場
に
は
、
我
国
の
歴
史
学
会
で
も
布
民
権
を

獲
得
し
た
と
言
わ
れ
る
「
社
会
史
」
研
究
が
、
各
論
者
の
意
図
は
と
も
か
く
、

読
み
手
の
側
の
「
路
地
裏
」
、
「
舞
台
裏
」
へ
の
関
心
を
満
た
す
、
あ
る
い
は

そ
う
し
た
関
心
を
新
た
に
喚
起
す
る
と
い
う
意
味
で
は
成
果
を
挙
げ
な
が
ら
、

舞
台
裏
と
表
舞
台
を
繋
な
ぐ
回
路
を
十
分
解
明
し
え
て
い
な
い
現
状
に
対
す

る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
著
者
の
こ
の
批
判
の
背
後

に
は
、
社
会
史
、
あ
る
い
は
よ
り
限
定
し
て
言
う
な
ら
ば
、
喜
安
氏
を
は
じ

め
と
し
て
、
同
人
誌
的
色
彩
を
強
く
持
つ
雑
誌
『
社
会
運
動
史
』
に
集
ま
っ

た
研
究
者
の
仕
事
へ
の
共
感
と
、
そ
れ
に
同
化
す
る
こ
と
を
た
め
ら
す
著
者

自
身
の
歴
史
感
覚
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
よ
う
な
も
の
が
伏
在
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
一
つ
の
バ
ネ
に
、
著
者
の
歴
史
感

覚
を
対
自
化
す
る
作
業
の
積
み
重
ね
が
本
書
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
フ
ラ
ン
ス
祉
会
運
動
史
に
つ
い
て
は
全
く
門
外
漢
の
私
が
本
書
の
書
評
を

試
み
た
の
は
、
同
世
代
に
属
す
る
著
者
の
こ
う
し
た
研
究
の
歩
み
に
大
き
な

関
心
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
本
書
の
た
め
に
新
た
に
書
き

下
さ
れ
た
論
文
（
第
一
章
）
等
を
通
し
て
、
　
「
近
年
「
社
会
史
し
と
い
う
形

で
称
揚
さ
れ
て
い
る
視
座
の
｝
部
と
意
外
に
近
い
」
立
場
に
立
つ
に
至
っ
た

と
い
う
著
者
の
「
中
間
的
総
括
」
（
「
あ
と
が
き
」
三
七
四
頁
）
を
私
な
り
に
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評書

理
解
し
て
み
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
従
っ
て
以
下
で
は
本
書
の
内
容
紹
介
は
極
力
省
略
し
、
ま
た
本
書
の
対
象

領
域
の
個
々
の
事
例
に
即
し
て
の
論
評
は
他
の
専
門
家
に
よ
る
書
評
に
委
ね

る
こ
と
に
し
、
専
ら
私
な
り
の
読
後
感
を
霜
く
形
を
と
る
こ
と
を
予
め
お
断

り
し
て
お
き
た
い
。
な
お
以
下
の
論
評
に
あ
た
っ
て
、
私
は
本
書
を
読
む
作

業
の
力
点
を
、
著
者
が
「
あ
と
が
き
」
に
記
し
て
い
る
「
近
代
の
工
業
化
社

会
の
歴
史
を
ど
う
い
つ
だ
角
度
か
ら
読
み
か
え
て
」
い
く
か
（
三
七
四
頁
）

と
い
う
論
点
に
置
い
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
点
が
現
在
の
歴
画
学
に
課
せ

ら
れ
た
重
要
な
共
通
課
題
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
書
に
収
め
ら
れ
た
九
論
文
は
、
対
象
時
期
・
テ
；
マ
に
よ
り
次
の
四
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
ち
う
る
。

　
e
　
七
月
王
政
期
か
ら
二
月
革
命
期
（
第
一
、
二
章
）
。
こ
の
時
期
の
テ

ー
マ
は
職
人
共
同
体
の
解
体
に
伴
う
職
人
組
合
の
衰
退
過
程
と
、
そ
れ
に
代

る
職
人
的
労
働
者
の
新
た
な
結
会
形
態
と
し
て
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
で
あ
る
。

　
⇔
第
二
帝
政
期
（
第
三
、
四
章
）
。
こ
こ
で
は
二
月
革
命
の
挫
折
後
、

共
和
主
義
的
政
治
へ
の
絶
望
の
な
か
で
模
索
さ
れ
た
「
労
働
者
主
義
」
の

「
対
自
化
」
の
試
み
が
、
ブ
ル
ー
ド
ソ
の
思
想
、
ブ
ル
ー
ド
ソ
主
義
者
の
活

動
と
の
関
連
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
⇔
第
三
共
和
政
期
（
第
五
、
六
、
七
章
）
。
こ
こ
で
の
課
題
は
「
鮭
会

の
あ
ら
ゆ
る
椙
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
統
合
」
が
進
む
な
か
で
、
　
「
労
働

老
主
義
」
に
依
拠
し
独
自
の
「
対
抗
社
会
」
を
形
成
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
身

第
一
次
大
戦
後
の
「
労
働
社
会
の
「
近
代
化
」
し
の
進
展
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ

ズ
ム
の
浸
透
の
な
か
で
動
揺
す
る
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
、
そ
の
理
念
の
解

明
に
あ
る
。

　
㈲
　
第
三
共
和
政
末
期
（
第
八
、
九
章
）
。
こ
の
両
論
文
の
狙
い
は
、
一

九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
の
「
労
働
者
主
義
」

を
支
え
た
「
労
働
社
会
」
の
最
終
的
な
解
体
の
も
た
ら
し
た
も
の
を
、
工
場

占
拠
運
動
と
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
思
想
の
検
討
に
よ
っ
て
掴
み
出
す
作

業
を
通
じ
て
、
　
「
労
働
者
主
義
」
の
歴
史
的
、
現
代
的
意
味
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
各
グ
ル
ー
プ
の
論
文
は
、
そ
の
執
筆
時
期
か
ら
言
う
と
⇔
、
⇔
、

㈲
、
e
の
順
序
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
て
改
め
て
時
代
順
に
並
べ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
著
者
な
り
の
一
貫
し
た
視
角
か
ら
切
り
込
ん
だ
フ
ラ
ン

ス
近
代
史
の
一
断
面
を
鮮
明
に
呈
示
し
え
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
こ
の
点
を

確
認
し
た
う
え
で
、
以
下
本
書
の
各
論
文
を
執
筆
順
に
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と

に
す
る
。

　
ま
ず
一
九
世
紀
末
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

の
生
成
、
展
開
過
程
を
分
析
対
象
と
し
た
⇔
の
議
論
文
を
み
よ
う
。
こ
れ
ら

の
論
文
を
貫
く
著
者
の
基
本
的
視
点
は
、
　
「
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
い
う
運

動
に
体
現
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
」
を
「
思
想
態
と
し
て
把
握
」
す
る
こ

と
（
一
七
五
頁
）
に
置
か
れ
て
い
る
。
著
者
の
こ
う
し
た
視
座
設
定
に
は
、

「
レ
ー
ニ
ン
や
マ
ル
ク
ス
と
の
野
離
に
よ
っ
て
社
会
運
動
の
革
命
性
を
測
ろ

う
と
す
る
従
来
の
史
観
」
　
（
一
二
一
頁
）
へ
の
、
さ
ら
に
は
そ
の
結
果
サ
ン

デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
「
思
想
史
の
裏
街
道
を
歩
み
つ
づ
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
」

（
二
＝
二
頁
）
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

こ
れ
ら
の
論
文
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
良
知
力
氏
が
『
マ
ル
ク
ス
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と
批
判
者
群
像
』
　
（
平
凡
准
、
昭
和
四
三
年
）
の
「
あ
と
が
き
」
で
用
い
た

表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
様
々
な
思
想
、
運

動
の
〈
図
。
簿
窪
α
q
＞
（
救
出
）
作
業
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
す
る
と
直
ち
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
救
出
」
作
業
が
著
者
の
目

指
す
近
代
工
業
化
史
の
再
解
釈
作
業
に
ど
の
よ
う
に
繋
っ
て
ゆ
く
の
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
い
う
と
、
著
者
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
論

は
概
し
て
、
現
在
の
思
想
・
社
会
運
動
状
況
へ
の
著
者
の
批
判
を
歴
史
分
析

の
対
象
に
仮
託
し
語
ら
せ
る
と
い
う
側
面
が
強
い
と
の
印
象
を
受
け
る
。

「
少
な
く
と
も
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
的
契
機
を
欠
い
た
社
会
主
義
や
革
命
運

動
は
、
今
以
上
に
抑
圧
的
な
社
会
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
」
　
（
二
三
六
頁
）
と

い
っ
た
文
章
で
表
現
さ
れ
て
い
る
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
自
体
の
当
否
が
問

題
な
の
で
は
な
い
。
問
題
は
こ
う
し
た
一
定
の
視
角
か
ら
の
「
救
出
」
作
業

と
い
う
面
が
強
く
出
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
が
最
終
的
に
目
指
そ
う

と
す
る
「
近
代
の
工
業
化
社
会
の
歴
史
の
読
み
か
え
」
作
業
と
の
繋
が
り
が

不
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
、
著
者
の
サ
ン

デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
分
析
の
「
思
想
構
造
論
的
な
視
座
」
　
（
二
四
〇
頁
）
と
い
う

表
現
に
対
比
し
て
い
え
ば
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
社
会
構
造
、

雷
葉
を
か
え
れ
ば
ア
ル
マ
ン
ス
ト
や
サ
ソ
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
の
生
き
た
世
界
、

と
り
わ
け
彼
ら
の
「
自
前
の
労
働
社
会
」
の
具
体
像
の
解
明
作
業
の
稀
薄
さ

と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
著
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
無
自
覚
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の

問
題
点
は
、
　
「
従
来
の
史
観
か
ら
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
解
き
放
つ
た
め
に

は
、
同
時
代
の
横
軸
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
縦
輔
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
フ
ラ
ン

ス
社
会
運
動
の
「
土
着
的
基
層
」
を
貫
く
「
通
奏
底
音
」
の
史
的
解
明
に
照

準
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
」
　
（
ご
二
頁
）
と
い
う
積
極
的
な
主
張
の
、

い
わ
ば
メ
ダ
ル
の
裏
面
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時

期
の
英
独
仏
三
国
の
労
働
運
動
の
あ
ま
り
に
も
類
型
的
な
把
握
、
つ
ま
り
イ

ギ
リ
ス
罰
ト
レ
ー
ド
・
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
、
ド
イ
ツ
ー
「
政
党
に
主
導
さ
れ
る

労
働
立
法
志
向
型
の
運
動
」
、
フ
ラ
ン
ス
艮
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
（
九
一
頁
、

二
二
四
頁
、
他
に
二
三
二
頁
の
記
述
）
と
い
う
把
握
に
た
び
た
び
出
会
う
と
、

や
は
り
社
会
運
動
史
・
思
想
史
の
分
析
に
は
「
縦
勅
」
の
み
な
ら
ず
「
横
軸
脇

の
分
析
も
不
可
欠
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
薯
者
自
身
が
こ
の
「
横

軸
」
と
い
う
表
現
で
何
を
考
え
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
一
九
世
紀
宋
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
何
れ
も
大
き
な
転
換
点
に
あ

っ
た
こ
れ
ら
三
国
の
労
働
運
動
（
ホ
ブ
ス
ボ
…
ム
の
言
う
イ
ギ
リ
ス
の
「
レ

ー
バ
ー
ズ
・
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
、
ド
イ
ツ
に
お
け
、
る
ベ
ル
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
問
題
や
大
衆
ス
ト
ラ
イ
キ
論
争
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
デ
ィ
カ

リ
ズ
ム
）
を
横
の
連
関
で
考
え
て
み
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
問
題
意

識
を
持
っ
て
各
国
の
事
例
を
め
ぐ
る
「
横
軸
」
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
は
、

社
会
運
動
史
の
分
析
か
ら
近
代
史
像
の
再
検
討
に
進
む
た
め
の
一
つ
の
重
要

な
基
礎
作
業
と
な
ろ
う
。

　
さ
て
次
に
著
者
の
「
縦
軸
」
を
湖
っ
て
上
述
の
⇔
に
あ
た
る
論
文
を
み
る

こ
と
に
す
る
。
　
こ
こ
で
は
、
　
一
八
四
八
年
革
命
の
挫
折
に
よ
り
「
ア
ソ
シ

ア
シ
ナ
ン
と
ネ
オ
・
ジ
ャ
コ
バ
ソ
主
義
的
な
政
治
革
命
と
の
安
易
な
結
合
」

（一

Z
二
頁
）
の
は
ら
む
矛
盾
に
つ
き
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
の
運
動

の
「
再
生
過
程
」
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
産
業
帝
政
」
下
の
ア
パ
シ
ー
状
況
の
下
で
、
「
政
治
的
代
行
主
義
し
を
拒

否
し
、
　
「
現
在
の
抵
抗
手
段
で
あ
る
労
働
組
合
が
未
来
社
会
の
核
と
な
る
」

（
＝
二
一
二
頁
）
と
す
る
ヴ
ァ
ル
ラ
ソ
の
「
社
会
革
命
論
」
が
い
か
に
し
て
生

ま
れ
た
か
、
後
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
「
下
地
」
を
作
っ
た
こ
の
時
期
の
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評書

運
動
と
ブ
ル
ー
ド
ソ
主
義
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
間
題

で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
鱒
の
論
文
に
つ
い
て
の
論
評
と
の
関
連
で
、
こ
の
時
期
の
思
想

・
運
動
の
展
開
の
な
か
で
「
パ
リ
の
労
働
者
の
ミ
リ
ェ
ー
」
の
果
し
た
役
割

が
強
調
（
一
〇
九
頁
以
下
）
さ
れ
て
い
る
点
に
注
口
し
て
お
き
た
い
。
そ
の

ミ
リ
ュ
ー
は
、
四
八
年
か
ら
第
二
帝
政
下
の
時
期
の
大
工
場
と
小
ア
ト
リ
エ

や
家
内
工
業
の
並
存
、
多
様
な
労
働
者
類
型
の
「
混
在
」
に
も
拘
ら
ず
存
在

し
た
、
　
「
都
市
独
得
の
一
体
式
に
も
と
つ
く
意
識
の
近
似
性
」
（
＝
○
頁
）

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
　
「
ブ
ル
ー
ド
ソ
と
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

と
の
思
想
的
位
相
の
へ
だ
た
り
」
　
（
一
七
一
頁
）
の
論
証
に
際
し
て
は
、
こ

の
「
へ
だ
た
り
」
を
埋
め
た
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、
第
一
イ
ン
タ
ー
・
パ
リ

支
部
に
結
集
し
た
ミ
リ
タ
ソ
ら
ブ
ル
ー
ド
ソ
主
義
者
の
運
動
と
並
び
、
　
「
ブ

ル
ー
ド
ソ
の
生
き
た
世
界
」
と
「
世
紀
末
の
労
働
者
を
取
り
ま
く
ミ
リ
ュ

ー
」
の
共
通
性
（
一
七
二
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
と
な
る
と
こ
こ
で
生
じ
る
疑
問
は
、
以
上
の
引
用
は
著
者
が
一
九
世
紀
半

ば
か
ら
世
紀
末
に
い
た
る
「
労
働
者
の
ミ
リ
ュ
ー
」
の
同
質
牲
を
頭
に
描
い

て
い
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
が
、
果
し
て
こ
の
間
題
に
判
断
を
下
す
予
備
作

業
な
し
に
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
著

者
自
身
は
こ
れ
ら
の
論
文
で
は
「
社
会
史
的
分
析
」
そ
の
も
の
は
主
題
で
は

な
い
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
詳
し
く
は
論
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
労
働
者

の
ミ
リ
ュ
ー
」
を
論
ず
る
に
は
、
労
働
者
類
型
の
問
題
に
即
し
て
い
え
ば
、

少
く
と
も
異
っ
た
労
働
者
類
型
の
混
在
の
仕
方
、
そ
の
歴
史
的
変
化
と
い
っ

た
点
に
も
っ
と
注
意
を
向
け
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
疑
問
は
、
本
書
全
体
を
通
じ
て
「
労
働
の
場
に
お
け
る
「
近
代
化
」
の
プ

ロ
セ
ス
」
が
「
序
章
」
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
労
働
老
の
「
生
産
工
程
の
主

体
か
ら
労
務
管
理
の
客
体
へ
の
」
転
落
過
程
、
「
「
市
人
主
義
」
が
「
労
働
者

主
義
」
を
駆
逐
し
て
ゆ
く
過
程
」
、
「
社
団
的
も
し
く
は
身
分
制
的
価
値
体
系

に
市
民
法
的
価
値
体
系
が
と
っ
て
か
わ
る
過
程
」
と
し
て
い
わ
ば
二
分
法
的

に
捉
え
ら
れ
、
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
が
、
一
九

三
〇
年
代
に
こ
の
「
近
代
化
」
の
最
終
的
に
勝
利
す
る
ま
で
の
過
渡
期
と
し

て
一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
是
非
と
も
繋
が
っ
て
く
る
。

　
以
上
で
指
摘
し
た
署
内
の
方
法
へ
の
疑
問
は
、
　
一
九
三
〇
年
代
の
サ
ン
デ

ィ
カ
リ
ズ
ム
の
解
体
を
扱
っ
た
㈲
の
二
論
文
か
ら
は
余
り
感
じ
と
れ
な
い
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
こ
れ
ら
の
論
文
が
、
　
「
生
産
者
意
識
に
も
と
づ
い
た
労
働

者
主
義
と
で
も
形
容
さ
れ
る
心
性
」
に
支
え
ら
れ
た
「
直
接
行
動
型
の
サ
ン

デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
　
（
三
一
〇
頁
）
が
、
テ
ー
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
象
徴
さ
れ

る
「
工
場
で
進
行
し
て
い
た
生
産
工
程
の
変
化
」
　
（
同
）
の
「
過
程
」
に
お

い
て
で
は
な
く
、
著
着
の
震
え
方
に
よ
る
そ
の
最
終
局
面
で
直
面
し
た
状
況

が
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
、
人
民
戦
線
内
閣
の

誕
生
を
待
つ
政
治
的
空
白
期
に
展
開
さ
れ
た
「
祝
祭
」
と
し
て
の
工
場
占
拠

が
、
結
果
と
し
て
C
G
T
の
「
交
渉
型
の
「
大
衆
的
」
蛍
取
組
合
運
動
へ
の

移
行
を
促
進
」
　
（
三
〇
九
頁
）
し
、
　
「
ヴ
ァ
カ
ン
ス
と
い
う
「
夢
」
が
工
場

占
拠
と
い
う
「
祭
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
し
、
生
産
点
に
お
け
る
課
題
の

追
求
を
阻
害
」
　
（
三
＝
一
頁
）
す
る
こ
と
と
な
っ
た
等
々
の
指
摘
が
、
こ
の

晴
代
の
現
代
と
の
時
間
的
近
さ
も
あ
っ
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
面
白
さ
を
与
え

て
い
る
点
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
と
り
わ
け
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
解
体
の
背
景
と
な
っ
た
「
労
働
社
会
に

お
け
る
「
近
代
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
そ
の
意
味
を
限
り

な
い
哀
惜
を
も
っ
て
考
察
し
つ
づ
け
た
思
想
家
」
　
（
＝
二
頁
）
シ
モ
ー
ヌ
・

ヴ
ェ
イ
ユ
を
扱
っ
た
論
文
は
、
彼
女
を
「
同
時
代
の
諸
相
に
お
い
て
と
ら
え
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返
す
作
業
」
　
（
三
一
九
頁
）
と
、
著
者
自
身
の
現
代
的
問
題
関
心
の
結
合
か

ら
生
ま
れ
た
、
本
書
の
な
か
で
も
読
み
ご
た
え
の
あ
る
論
文
で
あ
っ
た
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
私
の
論
点
を
こ
こ
で
一
端
整
理
し
て
お
こ
う
。
本
書
の

各
論
文
を
そ
の
執
筆
順
に
従
っ
て
読
み
つ
つ
私
が
感
じ
た
問
題
点
は
、
ま
ず

第
一
に
、
思
想
史
・
運
動
史
研
究
に
お
け
る
「
救
出
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
、

一
定
の
歴
史
像
（
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
近
代
の
工
業
化
社
会
像
）
の
再
検

討
は
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
か
と
い
う
問
題
、
第
二
に
、
一
九
世
紀
を
通
じ

て
「
労
働
社
会
の
「
近
代
化
」
」
に
抵
抗
し
続
け
た
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
を

支
え
た
「
労
働
社
会
」
の
実
態
、
そ
の
歴
史
的
変
化
の
解
明
の
必
要
性
、
そ

し
て
第
三
に
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
よ
う
な
一
人
の
思
想
家
で
は
な
く
、
社
会
集
団

あ
る
い
は
社
会
運
動
の
な
か
で
「
生
き
ら
れ
た
思
想
」
を
分
析
す
る
方
法
を

練
り
あ
げ
る
に
は
、
パ
リ
の
よ
う
な
個
別
具
体
的
な
生
活
空
間
に
密
着
し
た

事
例
研
究
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
、
と
い
う
三
点
に
要
約
し
う
る
。

　
最
後
に
取
り
上
げ
る
e
の
二
論
文
は
、
私
に
は
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る

著
者
の
一
つ
の
解
答
と
し
て
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
「
二

月
革
命
期
の
ア
ソ
シ
ア
ニ
ス
ム
」
を
扱
っ
た
論
文
で
は
、
著
老
の
社
会
運
動

史
・
思
想
史
の
基
礎
視
角
が
、
「
何
ら
か
の
社
会
理
論
が
時
代
を
規
定
す
る

に
は
、
二
次
的
な
集
団
や
個
人
に
媒
介
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
む

し
ろ
そ
う
し
た
マ
イ
ナ
ー
な
担
い
手
た
ち
の
試
行
錯
誤
の
中
に
こ
そ
、
晴
代

の
直
面
し
た
課
題
が
な
ま
の
形
で
現
わ
れ
る
」
　
（
五
九
頁
）
と
い
う
文
章
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
論
文
に
即
し
て
具
体
的
に
い
う
と
、
　
「
マ
イ

ナ
ー
な
担
い
手
の
試
行
錯
誤
」
と
は
ロ
ル
ボ
ソ
や
ア
ト
リ
エ
派
の
ア
ソ
シ
ア

シ
オ
ン
を
め
ぐ
る
そ
れ
で
あ
り
、
モ
ロ
ー
や
ペ
ル
デ
ィ
ギ
エ
に
よ
る
「
職
人

組
合
改
革
論
争
」
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
七
月
王
政
期
か
ら
二
月
革
命
期
の

フ
ラ
ン
ス
の
「
直
面
し
た
課
題
」
と
は
、
　
「
産
業
革
命
の
本
格
的
進
行
」
に

伴
う
、
「
既
存
の
労
働
の
世
界
、
民
衆
の
世
界
を
構
成
す
る
枠
組
み
」
の
「
根

底
か
ら
」
の
動
揺
、
　
「
職
人
的
労
働
を
軸
と
し
た
人
的
結
合
関
係
の
組
み
替

え
」
、
「
家
族
関
係
の
根
本
的
改
変
」
、
「
公
教
育
の
再
編
」
な
ど
の
問
題
（
六

八
頁
以
下
）
で
あ
る
。

　
自
ら
「
労
働
の
世
界
」
に
生
き
た
ペ
ル
デ
ィ
ギ
エ
や
コ
ル
ボ
ソ
ら
の
筆
を

借
り
て
描
き
畠
さ
れ
た
職
人
組
合
の
実
態
や
「
パ
リ
民
衆
の
マ
ソ
タ
リ
テ
」

は
、
本
書
の
他
の
論
文
に
比
し
て
よ
り
具
体
性
を
帯
び
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
た
だ
あ
え
て
注
文
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
同
聴
代
人
の
残
し
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
印
刷
資
料
の
資
料
と
し
て
の
限
界
に
つ
い
て
の
配
慮
が

十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
ペ
ル
デ
ィ
ギ
エ
や
コ

ル
ボ
ン
が
経
験
し
叙
述
し
た
「
労
働
の
世
界
」
が
ど
こ
ま
で
一
殻
斗
を
持
つ

も
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
本
稿

の
留
頭
に
引
用
し
た
㎝
文
で
著
者
自
身
が
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
幅
広
い
資
料
、

と
り
わ
け
本
書
の
四
八
頁
に
注
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
同
時
代
の

社
会
統
計
資
料
の
よ
り
緻
密
な
検
討
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
八
四
八
年
革
命
前
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
、
よ
り
正
確
に

は
諸
都
市
の
労
働
者
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に

か
か
わ
る
著
者
へ
の
こ
う
し
た
疑
問
は
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
史
に
独
自

の
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
る
最
近
の
諸
著
作
に

つ
い
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
感
じ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
ご
く
大
雑
把
に
言

う
と
、
喜
安
氏
の
著
作
（
『
パ
リ
の
聖
月
華
日
一
一
九
世
紀
都
市
騒
乱
の

舞
台
裏
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
）
に
つ
い
て
は
、
都
市
の
病
理
現
象
を
描

く
際
に
用
い
ら
れ
る
「
労
働
者
や
貧
民
層
」
、
「
都
市
貧
民
層
」
と
い
っ
た
タ
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i
ム
と
、
酒
場
や
ス
ト
ラ
イ
キ
を
論
じ
る
際
の
「
手
工
業
的
熟
練
を
持
っ
た

労
働
者
」
な
ど
の
タ
ー
ム
の
ず
れ
が
気
に
な
る
。
ま
た
良
知
氏
が
『
向
う
岸

か
ら
の
世
界
史
i
一
つ
の
四
八
年
革
命
史
論
』
（
未
来
社
、
一
九
七
八
年
）

で
取
り
あ
げ
た
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
は
、
当
時
の
少
数
民
族
問
題
と
重

ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
社
会
に
い
わ
ば
外
か
ら
批

判
を
つ
き
つ
け
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
我
々
の
近
代
ヨ
ー
冒
ッ
パ

史
像
に
再
検
討
を
迫
る
一
つ
の
有
効
な
作
業
仮
説
概
念
と
な
っ
て
い
る
が
、

当
の
ウ
ィ
ー
ン
内
の
職
人
や
労
働
老
は
、
こ
れ
ら
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」

と
の
対
比
で
「
特
権
的
労
働
者
」
と
し
て
描
か
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
あ
げ
た
問
題
を
考
え
、
さ
ら
に
は
社
会
史
、
社
会
運
動
史
の
領
域

か
ら
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
像
の
再
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
に
は
、
最
近
の
柴
田

三
千
雄
氏
の
無
作
（
『
近
代
世
界
と
民
衆
運
動
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）

が
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
に
つ
い
て
指
摘
す
る
、
産
業
革
命
前
夜
の
「
都
市
民

衆
」
の
「
多
様
性
」
、
産
業
革
命
に
よ
る
「
「
民
衆
世
界
」
の
変
容
」
過
程
の

中
に
現
わ
れ
る
「
昆
衆
膳
労
働
者
」
の
「
非
均
質
」
性
、
さ
ら
に
は
そ
の
非

均
質
的
な
諸
事
の
絡
み
合
い
方
を
、
各
国
レ
ベ
ル
の
「
発
展
段
階
」
の
ず
れ

の
例
証
と
し
て
で
は
な
く
、
パ
リ
、
ロ
ソ
ド
ソ
、
ウ
ィ
ー
ン
、
ベ
ル
リ
ン
と

い
っ
た
首
都
や
他
の
諸
都
市
の
レ
ベ
ル
で
ひ
と
ま
ず
共
時
的
に
比
較
す
る
作

業
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

V

　
以
上
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
史
に
は
全
く
門
外
漢
の
一
読
者
と
し
て
本
書
と
の

対
話
か
ら
得
た
感
想
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
書
い
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
　
「
フ

ラ
ン
ス
社
会
運
動
の
思
想
史
的
考
察
」
を
目
指
し
た
著
者
の
意
図
か
ら
ず
れ

た
所
で
の
な
い
も
の
ね
だ
り
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
私
が
本
書
か
ら
受
け
た
刺
激
の
大
き
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

最
後
に
蛇
足
な
が
ら
付
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
の
「
労
働
の
場
に
お
け
る
「
近
代
化
し
」
　
へ
の
抵
抗

の
軌
跡
を
「
縦
軸
」
に
沿
っ
て
追
っ
た
著
者
の
視
野
は
、
著
者
の
い
う
「
中

間
的
総
括
」
の
地
点
に
向
け
そ
の
編
を
着
実
に
広
げ
て
き
た
。
だ
が
そ
こ
か

ら
「
近
代
の
工
業
社
会
の
歴
史
の
読
み
か
え
」
に
進
む
に
は
、
す
で
に
指
摘

し
た
問
題
の
他
に
も
、
例
え
ば
労
働
老
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
」
へ
の
統
合
、

そ
れ
も
単
に
と
り
込
ま
れ
る
と
い
う
意
味
に
止
ま
ら
ず
、
自
ら
入
り
込
ん
で

ゆ
く
と
い
う
意
味
で
の
統
合
の
問
題
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
著

老
の
「
中
問
的
総
括
」
地
点
か
ら
の
更
な
る
前
進
を
期
待
し
た
い
。
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