
書

評

指
　
昭
博
編

『

「
イ
ギ
リ
ス
」
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
探
求
の
歴
史

宮
　
　
川

』
剛

　
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
書
か
れ
た
論
集
で
あ
っ
て
、
執
筆

者
九
名
は
金
員
、
大
阪
大
学
文
学
部
西
洋
史
研
究
室
と
か
か
わ
り
を
持
つ
研

究
者
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
本
書
が
目
指
す
の
は
、
「
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
の

黎
明
期
か
ら
「
帝
国
し
に
い
た
る
歴
史
の
な
か
に
、
そ
の
時
代
の
社
会
・
国

家
の
「
ま
と
ま
り
」
を
支
え
た
観
念
1
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
「
イ

ギ
リ
ス
的
な
る
も
の
」
の
意
識
の
変
貌
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
曖
昧

な
観
念
が
そ
の
時
々
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
「
は
じ
め
に
」
よ
り
）
。
論
集
と
い
う
性
格
上
、
各

論
文
の
概
要
は
評
者
の
短
評
を
組
み
込
ん
だ
か
た
ち
で
以
下
に
紹
介
し
た
い
。
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か
つ
て
の
大
英
帝
国
の
解
体
か
ら
E
U
参
加
へ
と
、
世
界
に
お
け
る
イ
ギ

リ
ス
の
位
置
づ
け
は
大
き
く
転
換
し
つ
つ
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
の
主

体
性
が
問
わ
れ
る
現
在
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

期
か
ら
現
代
史
に
い
た
る
ま
で
、
棄
し
い
数
の
研
究
者
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば
わ
が
国
で
は
、
本
国
の
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
化
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
意
識
の
形
成
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
の
「
帝
国
意
識
」
を
扱
っ
た
木
畑
洋
一
編
著

　
『
大
英
帝
国
と
帝
国
意
識
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
）
が
思
い

浮
か
ぶ
。
海
外
で
は
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
、
対
仏
戦
争
と
の
関
わ
り
に
お

　
い
て
一
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
意
識
（
ブ
リ
テ
イ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
）
の

形
成
を
考
察
し
た
じ
ヨ
量
○
＆
Φ
ざ
窃
ミ
§
臼
凄
、
鴫
轟
§
さ
琳
凡
§

N
ミ
箪
N
o
。
Q
。
団
（
H
り
り
ト
。
）
は
、
こ
の
テ
ー
マ
を
論
じ
る
上
で
の
必
読
書
で
あ
る

・
し
、
℃
p
。
率
い
器
σ
Q
8
H
ρ
肉
醤
慧
零
墨
偽
§
畏
ミ
ミ
、
§
、
ミ
恥
誘
§
蹴
○
ぎ
ミ
ら
ミ

殴
綾
や
N
叙
O
の
よ
う
に
本
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
出
た
ば
か
り
の
も
の
に
い

た
る
ま
で
こ
の
分
野
・
テ
ー
マ
の
研
究
は
陸
続
と
し
て
切
れ
目
が
な
い
。

　
第
一
章
「
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
の
成
立
　
　
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
に

お
け
る
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
意
識
」
（
指
珠
恵
）
は
、
～
○
世
紀
の
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
政
治
的
統
一
の
実
現
に
先
行
し
て
現
れ
た
「
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

ネ
ス
」
理
念
や
意
識
の
形
成
過
程
を
考
察
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
統
一
過
程
の
特
色
は
、
統
一
と
い
う
現
実
に
先
立
っ
て
そ
の
理
念

が
形
成
さ
れ
、
現
実
が
理
念
を
後
追
い
し
た
点
に
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

八
世
紀
の
ベ
ー
ダ
の
『
ア
ン
グ
ル
入
の
教
会
史
匝
の
記
述
の
な
か
に
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
教
会
の
統
一
の
理
念
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
諸
国
を
ひ
と
つ
の

民
族
と
み
な
す
意
識
、
政
治
的
統
一
に
関
す
る
展
望
と
い
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
統
一
の
理
念
が
現
実
を
先
取
り
す
る
形
で
現
れ
た
。
九
世
紀
後
半
の
ア
ル

フ
レ
ッ
ド
大
王
の
時
代
に
、
デ
ー
ン
人
の
侵
入
と
い
う
外
圧
を
契
機
に
、
ア

ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
内
部
の
対
立
、
お
よ
び
、
八
世
紀
マ
ー
シ
ャ
の
オ
フ
ァ

王
の
時
代
以
来
、
王
権
の
干
渉
に
対
し
て
警
戒
し
て
い
た
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司

教
と
王
権
と
の
対
立
が
宥
和
さ
れ
、
ベ
ー
ダ
の
示
し
た
理
念
が
現
実
化
し
は

じ
め
る
。
さ
ら
に
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
の
下
で
の
学
芸
復
興
、
ラ
テ
ン
語
の
著



評書

作
の
英
訳
を
通
じ
て
共
通
の
文
化
と
い
う
要
素
が
加
わ
り
、
「
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
ネ
ス
」
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
。
そ
の
後
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を

核
と
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
ら
し
さ
」
が
展
開
し
て
い
く
出
発
点
が
こ
こ
に
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
他
者
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
（
山
本
正
）
は
、
中
世
か
ら

｝
六
世
紀
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な
か
の
辺
境
の
二
流
国
で
あ
っ
た
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
と
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
劣
等
感
を
補
償

す
る
劣
っ
た
他
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
、
｝
二

世
紀
の
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
誌
撫
と

～
六
世
紀
後
半
の
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
状

に
つ
い
て
の
一
見
解
』
と
い
う
中
近
世
に
ま
た
が
る
二
つ
の
史
料
を
用
い
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
対
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
意
識
の
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

従
来
の
時
代
区
分
を
越
え
て
、
一
六
世
紀
末
ま
で
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
考
察

対
象
と
す
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ジ
ェ
ラ
ル
ド
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
両
者
と

も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
社
会
の
違
い
を
発
展
段
階
の
差
と
解

釈
し
、
農
耕
的
・
都
市
社
会
的
で
「
文
明
」
的
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
、
牧
畜

的
で
「
野
蛮
」
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
対
立
図
式
を
提
示
し
て
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
優
秀
さ
を
主
張
す
る
。
他
方
、
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
入
植

者
が
現
地
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
化
に
染
ま
っ
て
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
化
」
す

る
と
い
う
現
象
、
す
な
わ
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
「
堕
落
」
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
優
越
感
に
は
常
に
隠
微
な
影
が
さ
し
て
い
た
の

だ
。
著
者
は
、
こ
の
こ
と
は
、
所
詮
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な
か
の
工
流
国
に
す

ぎ
な
い
｝
六
世
紀
末
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
宿
命
的
な
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス

で
あ
ろ
う
と
示
唆
し
て
い
る
。
従
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
対
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

蔑
視
の
要
因
と
し
て
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

蔑
視
が
上
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
こ
と
が
史
料
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
点
は
示
唆
に
富
む
。

　
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
接
触
を
通
じ
て
の
自
己
認
識
、
他
者
認
識
の
背
後

の
自
己
認
識
と
い
う
興
味
深
い
テ
ー
マ
は
、
第
三
章
「
外
国
人
を
見
る
眼
差

し
一
近
世
演
劇
に
お
け
る
外
国
人
観
」
（
中
川
順
子
）
に
お
い
て
薪
た
な

展
開
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

ま
で
の
時
期
の
多
数
の
演
劇
作
品
に
現
れ
た
外
国
人
の
描
き
方
の
検
討
を
通

じ
て
、
当
時
の
外
国
人
イ
メ
ー
ジ
お
よ
び
そ
れ
と
裏
腹
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
入

意
識
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
一
六
世
紀
に
は
、
大
陸
の
外
国
人
に

対
し
て
劣
等
感
を
抱
い
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た

め
に
か
え
っ
て
外
国
人
を
疑
め
る
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
化
し
た
外
国

入
像
を
喜
劇
や
幕
間
劇
、
史
劇
に
よ
っ
て
流
布
さ
せ
る
～
方
で
、
多
く
の
美

徳
を
備
え
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
像
が
対
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
五
九
〇
年

代
以
降
、
特
に
一
七
世
紀
の
子
鼠
劇
の
流
行
と
と
も
に
、
風
刺
の
対
象
は
主

に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
自
身
と
な
っ
て
、
外
国
入
観
は
か
つ
て
ほ
ど
悪
意
に
満

ち
た
も
の
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
点
に
著
者
は
、
外
国
人
に
対
す
る
寛
容
さ

を
示
し
う
る
ほ
ど
に
自
信
を
深
め
て
い
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
姿
、
す
な

わ
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
民
意
識
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
見
出
し
て
い
る
。

大
量
の
演
劇
作
品
を
駆
使
し
た
議
論
は
大
い
に
刺
激
的
だ
が
、
こ
の
よ
う
な

形
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
外
国
人
像
と
い
う
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
自

画
像
も
ま
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
域
を
出
な
い
と
い
う
憾
み
が
あ
り
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
第
四
章
「
ブ
ル
ー
タ
ス
伝
説
」
（
指
昭
博
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
着
の

ブ
リ
ト
ン
人
が
ト
ロ
イ
ア
起
源
で
あ
る
と
い
う
「
ブ
ル
ー
タ
ス
」
伝
説
に
対

し
て
、
一
六
世
紀
か
ら
～
八
世
紀
に
か
け
て
な
さ
れ
た
支
持
と
批
判
と
を
検
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討
す
る
。
従
来
、
こ
の
伝
説
は
荒
唐
無
稽
な
伝
説
と
し
て
片
付
け
ら
れ
、
歴

史
研
究
に
お
い
て
あ
ま
り
関
心
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た
が
、
著
者
は
、
こ
の

伝
説
を
支
え
た
歴
史
的
背
崇
に
注
目
し
、
ひ
い
て
は
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

社
会
の
自
己
認
識
の
｝
端
を
垣
間
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
ポ
リ
ド
ー
ル
・
ヴ

ァ
ー
ジ
ル
ら
に
よ
る
伝
説
否
定
論
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
伝
説
は

テ
ユ
ー
ダ
ー
期
に
根
強
い
支
持
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

伝
説
の
支
持
・
利
用
に
は
二
つ
の
背
景
が
あ
る
と
い
う
。
ひ
と
つ
に
は
、
ウ

エ
ー
ル
ズ
出
身
の
新
興
王
朝
で
あ
る
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
の
正
統
性
の
根
拠
と
し

て
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
ア
リ
マ
タ
ヤ
の
ヨ
ゼ
フ
伝
説
と
の
関
連
で
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
が
本
来
ロ
ー
マ
教
会
と
は
別
系
統
の
教
会
で
あ
る
と
強

調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
歴
史
的
正
統
性
を
主
張
す

る
た
め
で
あ
る
。
一
七
世
紀
以
降
に
も
ブ
ル
ー
タ
ス
伝
説
は
根
強
く
影
響
力

を
保
ち
つ
づ
け
る
が
、
や
が
て
テ
ユ
ー
ダ
ー
期
に
始
ま
っ
た
サ
ク
ソ
ン
時
代

の
研
究
の
方
に
重
点
が
移
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
伝
説
に
ま
つ
わ
る
議
論
は
下

火
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
歴
史
研
究
の
欝
外
に
置
か
れ
が
ち
な
伝
説
も
、

人
々
が
す
す
ん
で
そ
れ
を
受
容
し
た
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
歴
史
的
背
景
が

あ
る
筈
と
考
え
、
そ
の
検
討
考
察
を
通
じ
て
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
の
基
盤

に
肉
迫
し
よ
う
と
す
る
研
究
姿
勢
は
、
ひ
と
つ
の
有
効
な
方
法
論
を
提
示
し

て
見
せ
た
も
の
と
し
て
評
価
し
た
い
。

　
第
五
章
「
イ
ギ
リ
ス
風
マ
ナ
ー
の
自
立
i
「
イ
ギ
リ
ス
入
」
ら
し
さ
の

成
立
」
（
川
北
稔
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
風
マ
ナ
ー
の
自
立
と
い
う
現
象
を
通
し

て
、
イ
ギ
リ
ス
人
意
識
、
イ
ギ
リ
ス
人
ら
し
さ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。

従
来
マ
ナ
ー
や
作
法
の
面
で
、
い
わ
ば
後
進
国
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

一
八
世
紀
後
半
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ナ
ー
と

は
異
な
る
、
独
自
の
イ
ギ
リ
ス
風
の
マ
ナ
ー
・
作
法
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
上
蓋
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
風
マ
ナ
ー
成
立
の
基
盤
に

は
、
比
較
的
オ
ー
プ
ン
な
エ
リ
ー
ト
集
団
の
存
在
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
「
個
人

主
義
」
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
一
八
世
紀
に
は
、
血
統
や
土
地
所
有
な
ど
の

伝
統
的
な
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
基
準
に
代
わ
っ
て
、
公
共
へ
の
奉
仕
な
ど
の

行
動
様
式
が
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
資
質
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

新
た
な
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
理
想
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
変
化
は
イ
ギ
リ
ス

の
海
外
植
民
地
の
拡
大
や
商
業
革
命
の
展
開
の
結
果
出
現
し
た
貿
易
商
、
金

融
業
者
な
ど
か
ら
成
る
「
擬
似
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
漏
に
と
っ
て
は
う
っ
て
つ

け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
「
個
人
主
義
」
（
例
え
ば
、
会
話
の

少
な
さ
な
ど
）
は
外
国
人
の
観
察
者
に
は
良
い
印
象
を
与
え
な
か
っ
た
も
の

の
、
私
的
空
間
を
尊
重
す
る
イ
ギ
リ
ス
流
の
作
法
に
お
い
て
は
む
し
ろ
重
要

な
琴
鳥
と
な
っ
た
。
作
法
・
マ
ナ
ー
の
問
題
が
、
帝
国
の
形
成
や
商
業
革
命
、

更
に
は
そ
れ
ら
が
も
た
ら
し
た
イ
ギ
リ
ス
祉
会
の
変
容
と
い
っ
た
大
き
な
文

脈
の
中
に
位
置
付
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
が
誠
に
新
鮮
で
興
味
深
い
。
こ

の
よ
う
な
議
論
に
接
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
「
個
人
主
義
」
の
問
題
の
深

さ
、
微
妙
さ
、
難
し
さ
を
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。

　
第
六
章
「
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
の
黒
人
宣
教
師
」
（
並
河
葉
子
）
は
、
一
八
世

紀
末
に
設
立
さ
れ
た
国
教
会
伝
道
教
会
の
西
ア
フ
リ
カ
で
の
布
教
活
動
を
取

り
上
げ
、
皿
九
世
紀
中
頃
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
化
」
と
「
イ
ギ
リ
ス

化
」
の
関
係
の
認
識
が
、
イ
ギ
リ
ス
入
と
ア
フ
リ
カ
人
の
間
で
は
ど
の
よ
う

に
違
っ
て
い
た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
　
一
九
世
紀
中
頃
の
国
教
会
伝
道
協
会

の
指
寒
湿
ヘ
ン
リ
・
ヴ
ェ
ン
の
書
簡
の
分
析
を
通
じ
て
、
著
者
は
、
伝
道
協

会
本
部
の
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
が
「
文
明
化
」
と
は
「
キ
リ
ス
ト
教
化
」
の
結

果
、
お
の
ず
と
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
現
地
社
会
の
制
度
や
習
慣
の

性
急
な
「
イ
ギ
リ
ス
化
」
に
は
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
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評書

る
。
こ
の
見
解
の
基
礎
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
た
時
間
の
長
さ
に
応
じ
て

文
明
の
高
低
が
決
ま
る
と
す
る
一
種
の
発
展
段
階
論
的
な
文
明
観
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
式
の
教
育
を
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
価
値
観
、
習

慣
を
身
に
つ
け
た
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
た
る
ア
フ
リ
カ
人
宣

教
師
た
ち
は
「
イ
ギ
リ
ス
的
な
も
の
」
に
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
の
普
逓
性
を

認
め
、
現
地
社
会
の
「
イ
ギ
リ
ス
化
」
の
促
進
に
む
し
ろ
積
極
的
で
あ
っ
た

と
い
う
。
「
イ
ギ
リ
ス
的
な
も
の
」
が
ア
フ
リ
カ
の
よ
う
な
植
民
地
へ
出
か

け
て
い
く
と
き
、
そ
れ
は
結
局
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
」
と
い
う
普
遍
性
を
装

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
な
お
そ
こ
に
残
る
「
イ
ギ

リ
ス
的
な
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
こ
の
興
味
深
い
論
考
の

な
か
で
論
じ
残
さ
れ
て
い
る
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
こ
の
点
で
あ
ろ
う
。

　
第
七
章
「
「
最
も
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
な
も
の
、
そ
れ
は
最
も
美
し
い
」

一
一
九
世
紀
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
」
（
藤
川
隆
男
）
は
、
白
人
植
民
地
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
か
か
わ
り
に

お
い
て
明
ら
か
と
な
る
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
（
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
）
・
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
に
つ
い
て
著
述
す
る
さ
い
、
い
か
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
で
あ
る
か
が

価
値
基
準
と
な
る
た
め
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
描
写
と
同
時
に
著
者
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
観
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
。
藤
川
氏
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
出
身
の
ル

イ
ザ
・
ア
ン
・
メ
レ
デ
ィ
ス
の
著
作
を
題
材
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
景
観

や
社
会
に
対
す
る
メ
レ
デ
イ
ス
の
評
舳
が
は
か
ら
ず
も
明
ら
か
に
し
て
し
ま

う
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
な
も
の
の
内
容
を
考
察
す
る
。
と
く
に
、
メ
レ
デ
イ

ス
が
植
民
地
の
社
会
に
つ
い
て
叙
述
す
る
場
合
、
彼
女
の
階
級
・
ス
テ
イ
タ

ス
意
識
に
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
を
「
ア
ン
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
で
あ
る
と
非

難
す
る
な
ど
、
彼
女
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
と
考
え
る
も
の
は
、
彼
女
の
階
級

意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
藤

潤
氏
は
、
聖
バ
ト
リ
ッ
ク
の
日
の
行
事
を
て
が
か
り
に
、
メ
レ
デ
イ
ス
の
よ

う
な
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
階
級
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
と
は
異
な
る
、
植
民
地

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
入
植
者
の
意
識
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
変
化
を
分
析
す
る
。
一
九
世
紀
後
半
以
後
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
カ
ト
リ

ッ
ク
が
行
事
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
る
よ
う
に
な
り
、
世
紀
転
換
期
に
は
、

ま
す
ま
す
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
も
の
の
、
そ
の
実
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
帝
国
の
存
在
を
前
提
と
し
て
受
け

入
れ
た
上
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
張
で
あ
っ
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
植
民
地
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ブ
リ
テ

ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
よ
り
多
角
的
な
考
察
が
可
能
と
な
る
わ

け
で
あ
る
。
示
唆
に
冨
む
刺
激
的
な
論
文
で
あ
る
が
、
で
き
れ
ば
後
半
で
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
目
か
ら
み
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
観
と
そ
こ
か
ら
窺
え
る
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
意
識
の
問
題
に
ま
で
論
が
及
ん
で
い
れ
ば
と
惜
し
ま
れ
る
。

そ
の
と
き
前
半
の
論
と
の
整
合
性
が
成
立
し
て
よ
り
興
味
深
い
研
究
に
な
っ

た
筈
だ
が
、
史
料
の
制
約
か
ら
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
第
八
章
＝
九
二
四
年
大
英
帝
国
博
覧
会
一
博
覧
会
に
み
る
帝
国
と
ブ

リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
」
（
川
本
真
浩
）
は
、
　
　
O
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
諸
島
に

お
け
る
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
の
形
成
と
変
容
に
対
し
て
海
外
植
民
地
が
与

え
た
影
響
を
、
一
九
世
紀
末
か
ら
点
間
期
の
博
覧
会
、
と
く
に
一
九
二
四
年

の
帝
国
博
覧
会
に
注
目
し
て
考
察
し
て
い
る
。
川
本
氏
に
よ
れ
ば
、
帝
国
内

諸
地
域
の
自
立
化
傾
向
が
強
ま
る
な
か
で
、
帝
国
の
一
体
性
を
強
化
・
顕
示

す
る
目
的
で
～
九
二
四
年
の
帝
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
実
際
に
博
覧

会
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
本
国
と
海
外
植
民
地
の
問
の
隔
た
り
の
方
で
あ

っ
た
と
い
う
。
川
本
氏
は
、
海
外
植
民
地
、
本
国
双
方
に
よ
る
展
示
の
内
容

（927）201



の
分
析
を
通
じ
て
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
海

外
植
民
地
の
側
の
展
示
で
は
、
各
地
の
社
会
的
・
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
次
産
立
供
給
地
と
い
う
海
外
植
民
地
の
経

済
的
性
格
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
国
側
の
展
示

で
は
、
多
様
な
地
域
か
ら
な
る
帝
国
を
支
配
し
て
き
た
歴
史
が
強
調
さ
れ
、

そ
れ
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
工
業
生
産
地
と
し
て
の
特
色
が
誇
示
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
あ
る
微
妙
な
そ
し
て
一
見
奇
妙
と
も
思
え
る
心
理
的
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
が
生
み
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
間
期
に
は
イ
ギ
リ
ス
諸
島
内

の
地
域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
他
者
」
で
あ
る
海
外
植
民
地
が
ひ
と
た
び
集
義
に
対
置
さ
れ
て
み
る
と
、

諸
島
内
の
各
地
域
が
改
め
て
本
国
の
一
員
と
し
て
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ネ
ス

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
博
覧
会

の
意
図
し
た
「
帝
国
の
一
体
化
」
の
失
敗
が
、
は
か
ら
ず
も
足
元
の
　
体
化

を
促
進
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
は
興
味
深
い
指
摘
で
は
あ
る
が
、
今

後
こ
れ
に
は
よ
り
実
証
的
な
検
証
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
第
九
章
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
　
　
最
勝
地
保
護
と
国
民
統
合
」

（
水
野
祥
子
）
で
は
、
歴
史
的
建
造
物
や
景
勝
地
を
国
民
の
遺
産
と
し
て
保

護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
九
世
紀
末
に
設
立
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト

ラ
ス
ト
の
活
動
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
・
強
化
に

お
い
て
果
た
し
た
役
割
が
考
察
さ
れ
る
。
水
野
氏
は
、
こ
の
運
動
に
参
加
し

た
世
紀
転
換
期
の
エ
リ
ー
ト
届
が
抱
い
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
重
層
性
に
注
目
し
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
ト

ラ
ス
ト
が
保
護
の
対
象
と
し
た
の
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
を
す
ら
含
ん
だ
連
合
王
国
全
体
の
歴
史
建
造
物
・
景
勝
地
で
あ
り
、

そ
の
な
か
に
は
ケ
ル
ト
人
や
ロ
ー
マ
人
の
遺
跡
も
含
ま
れ
る
。
こ
こ
か
ら
ト

ラ
ス
ト
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
偏
ら
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
諸
島
全
体
に
わ
た
る
集

合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
を
目
指
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

連
合
王
国
共
通
の
過
去
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
り
ブ
リ
テ
イ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
の

強
化
が
図
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
戦
間
期
に
な
る
と
、

ロ
ン
ド
ン
の
本
部
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
な
ど
各
地
域
の
ト
ラ
ス
ト
と
の
交
流

が
途
絶
え
て
い
っ
た
結
果
、
た
と
え
ば
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
が
設
立
さ
れ
る
な
ど
、
各
地
域
の
独
自
性

が
強
ま
っ
た
。
し
か
し
、
水
野
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
分
離
傾
向
は
、
既
に
確

固
た
る
も
の
と
な
っ
た
ブ
リ
テ
イ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
の
運
動
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
絡
め
て
論
じ
て
い
る
点
に
新
鮮
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

各
地
域
の
融
合
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ユ
ネ
ス
と
は
別
に
、

各
地
域
が
独
自
性
を
保
持
し
た
ま
ま
ブ
リ
テ
イ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
の
も
と
に
統
合

さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
コ
　
重
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
問
題
を
考
え
さ
せ

る
論
考
で
あ
る
。

　
以
上
、
評
者
の
短
評
を
交
え
な
が
ら
各
論
文
の
概
要
を
紹
介
し
た
。
こ
こ

か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
本
書
の
大
き
な
特
色
を
一
口
で
言
う
な
ら
「
バ

ラ
ン
ス
配
置
の
良
さ
」
で
あ
ろ
う
。
直
接
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ

を
扱
っ
た
論
考
を
欠
く
と
い
う
憾
み
は
残
る
も
の
の
、
時
間
（
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
期
か
ら
中
世
、
近
世
、
近
代
、
二
〇
世
紀
）
と
空
間
（
本
国
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
フ
リ
カ
）
、
更
に
は
テ
ー
マ
（
演
劇
、

伝
説
、
マ
ナ
ー
、
祭
日
行
事
、
博
覧
会
、
環
境
保
護
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
こ
れ
ほ
ど
行
き
届
い
た
目
配
り
を
施
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、

そ
れ
を
為
し
得
た
の
は
編
者
の
大
き
な
功
績
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
研
究
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グ
ル
ー
プ
の
学
問
の
幅
と
力
量
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
、
イ
ン
グ

リ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
／
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
と
い
う
極
め
て
よ
く
論
じ
ら
れ
る

わ
り
に
は
全
体
像
の
把
握
が
意
外
に
困
難
な
テ
ー
マ
を
、
そ
の
複
雑
さ
、
重

層
性
を
安
易
に
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く
、
生
き
た
形
で
提
示
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
所
以
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
の
特
色
は
、
多
く
の
論
考
が
「
イ
ギ

リ
ス
ら
し
さ
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
主
観
的
な
記
述
に
堕
し
か
ね
な
い

テ
ー
マ
を
扱
う
に
あ
た
り
、
「
他
者
」
と
い
う
鏡
を
極
め
て
意
識
的
に
か
つ

有
効
に
活
用
し
て
、
概
ね
そ
の
危
う
さ
を
圓
避
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
鏡
は
常
に
正
確
な
自
画
像
を
映
し
返
し
て
く
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
時

に
は
鏡
の
不
完
全
さ
の
故
に
、
却
っ
て
像
を
歪
め
た
り
曇
ら
せ
る
こ
と
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
内
の
様
々
な
階
層
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
イ
ギ
リ
ス
人
意
識
」
が
あ
る
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
本
論
集
で
は
目
配
り
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う

憾
み
が
残
る
。
故
に
、
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
帝
国
意
識
と
階
級
意
識
の
問
題

な
ど
も
、
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
は
抜
け
落
ち
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

最
後
に
、
近
年
、
旧
植
民
地
か
ら
イ
ギ
リ
ス
本
国
へ
と
移
り
住
ん
で
き
た

人
々
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
の
意
識
形
成
の
実
態
と
い
う
今
日
的
な
問
題
な

ど
も
、
本
論
集
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
将
来
新
た
に
考
察
が
為
さ
れ
る
こ
と

を
望
み
た
い
。（
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（
京
都
市
立
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大
学
非
常
勤
講
師
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