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は

じ

め

に

小
論
は
︑
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
日
︑
京
都
大
学
で
行
わ
れ
た
﹁﹃
史
林
﹄

百
周
年
回
顧
と
展
望
﹂
と
題
す
る
史
学
研
究
会
大
会
で
の
筆
者
の
口
頭
報
告

を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
日
は
︑
史
学
研
究
会
に
と
り
節
目
と
な
る

記
念
講
演
会
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
聴
衆
の
方
々
に
は
︑﹃
史
林
﹄
に
寄
せ

る
お
の
お
の
の
思
い
出
が
強
く
滲
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
た
︒
筆
者
も
そ
の

思
い
に
誘
わ
れ
︑
は
じ
め
に
多
少
の
私
事
を
そ
え
た
︒
文
章
化
に
際
し
︑
そ

の
部
分
も
当
日
の
雰
囲
気
を
残
す
も
の
と
し
て
︑
と
く
に
い
じ
ら
な
か
っ
た
︒

そ
の
点
︑
関
係
の
諸
氏
に
は
あ
ら
か
じ
め
ご
了
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
︒

な
お
︑
小
論
の
後
半
で
触
れ
る
︑
戦
後
日
本
の
歴
史
学
が
た
ど
っ
た
幾
分

か
の
︵
あ
る
い
は
あ
る
部
分
の
︶﹁
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
展
開
﹂
と
い
う
論
点
に

つ
い
て
は
︑
異
論
や
︑
釈
然
と
せ
ぬ
思
い
を
も
た
れ
る
む
き
が
あ
る
や
も
し

れ
な
い
︒
実
際
小
論
は
︑
限
ら
れ
た
時
間
の
制
約
か
ら
︑
こ
の
部
分
は
全
く

の
生
煮
え
の
議
論
で
終
わ
っ
て
お
り
︑
忸
怩
た
る
気
持
が
筆
者
に
も
残
る
︒

そ
の
こ
と
も
あ
り
︑
他
日
を
期
し
て
戦
後
日
本
の
歴
史
学
が
辿
っ
た
足
跡
を

改
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
論
稿
を

ま
っ
て
関
係
諸
氏
の
叱
声
に
応
え
た
い
と
願
っ
て
い
る
︒

以
下
︑
本
論
で
あ
る
︒

ま
ず
﹃
史
林
﹄︵
史
学
研
究
会
︶
の
百
年
の
歩
み
に
敬
意
を
表
し
た
い
︒

そ
の
百
年
︑
様
々
な
困
難
に
直
面
し
な
が
ら
も
︑
膨
大
な
史
料
を
発
掘
し
︑

ま
た
校
訂
し
︑
さ
ら
に
難
解
な
文
字
を
解
読
し
て
き
た
人
々
︒
そ
し
て
昼
夜

を
問
わ
ず
思
索
し
︑
夕
闇
の
中
で
も
原
稿
用
紙
に
一
字
一
句
を
書
き
込
み
︑

推
敲
に
汗
を
流
し
た
人
々
︒
お
よ
そ
千
人
を
超
え
る
だ
ろ
う
そ
う
し
た
人
々

の
懸
命
な
努
力
が
あ
っ
て
︑﹃
史
林
﹄
は
創
刊
以
来
今
日
ま
で
︑
学
術
雑
誌

と
し
て
の
高
い
水
準
を
維
持
し
て
き
た
︒

私
事
で
恐
縮
だ
が
︑
一
九
八
〇
年
代
初
め
︑
故
鎌
田
元
一
氏
か
ら
教
わ
っ
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た
漆
紙
文
書
︑
ま
た
そ
の
後
︑
日
本
史
ば
か
り
か
東
洋
史
の
方
々
か
ら
も
教

わ
っ
た
古
代
史
史
料
に
不
可
欠
な
木
簡
や
竹
簡
の
存
在
︒
さ
ら
に
は
様
々
な

碑
文
︑
拓
本
︒
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
目
を
転
ず
れ
ば
︑
キ
リ
ス
ト
教

修
道
会
が
中
世
を
通
し
て
書
き
綴
っ
た
年
代
記
︑
あ
る
い
は
近
世
の
古
文
書
︑

土
地
登
記
記
録
な
ど
を
必
死
で
読
ん
だ
人
々
を
思
い
出
す
︵
ち
な
み
に
鎌
田

氏
は
筆
者
と
大
学
入
学
が
同
期
で
あ
り
︑
一
九
八
三
年
同
じ
年
に
京
都
大
学

史
学
科
に
助
教
授
と
し
て
転
任
し
た
︑
思
い
出
深
い
人
で
あ
る
︶︒
彼
ら
の

真
摯
な
努
力
に
ひ
た
す
ら
敬
意
を
表
し
た
い
︒

し
か
し
︑
史
学
研
究
会
ま
た
﹃
史
林
﹄
に
と
っ
て
た
し
か
に
記
念
す
べ
き

本
年
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
百
年
を
た
だ
こ
と
さ
ら
に
懐
か
し
み
︑
あ
る
い
は

自
賛
す
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
い
訳
も
な
か
ろ
う
︒
そ
の
間
︑
こ
の
研
究
会

そ
し
て
﹃
史
林
﹄
は
︑
や
は
り
そ
れ
な
り
に
多
く
の
苦
難
に
直
面
し
︑
ま
た

問
題
を
か
か
え
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
主
催
者
が
本
セ
ミ
ナ
ー
に

﹁
回
顧
と
展
望
﹂
と
い
う
表
題
を
掲
げ
ら
れ
た
の
も
︑
そ
の
故
に
違
い
な
い
︒

小
論
も
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
て
進
め
た
い
︒

そ
も
そ
も
こ
の
百
年
と
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
り
︑
わ
が
史
学
研
究
会
は

そ
の
時
代
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
︒
今
日
の
記
念
の
日
か
ら

す
れ
ば
や
や
迂
遠
だ
が
︑
少
し
視
野
を
広
げ
︑
わ
れ
わ
れ
が
身
を
お
い
た
百

年
と
そ
の
間
の
歴
史
学
の
歩
み
を
掘
り
起
こ
し
て
み
た
い
︒
ち
な
み
に
︑

﹃
史
林
﹄
創
刊
の
一
九
一
六
年
は
︑
日
本
に
と
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
下
︑

つ
ま
り
戦
時
下
で
あ
っ
た
︒
青
島
を
占
領
し
︑
中
国
に
対
し
て
対
華
二
一
カ

条
要
求
を
つ
き
つ
け
た
翌
年
で
あ
る
︒
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
で
は
︑
一

日
に
数
千
人
も
が
死
亡
し
た
と
さ
れ
る
あ
の
凄
惨
な
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
そ
し
て
ソ

ン
ム
の
戦
い
が
あ
っ
た
年
な
の
で
あ
る
︒
ま
さ
に
時
代
は
激
動
の
中
に
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
︒

第
二
章

改
め
て
問
わ
れ
て
い
た
﹁
歴
史
と
は
何
か
﹂

﹃
史
林
﹄
が
創
刊
さ
れ
た
︑
そ
う
し
た
激
し
く
揺
れ
動
く
二
〇
世
紀
初
め

の
二
〇
年
ほ
ど
は
︑
日
本
ば
か
り
か
人
類
の
歴
史
に
と
っ
て
も
︑
根
本
的
な

転
換
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
︒
そ
し
て
歴
史
研
究
も
︑
そ
の
社
会
変
化

を
投
影
し
て
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
︵
new
history,la
nouvelle
histoire︶

な
る
も
の
が
主
張
さ
れ
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
︒

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
雑
誌
﹃
ア
ナ
ー
ル
﹄
を
い
ず
れ
創
刊
す
る
︑

リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ブ
ル
︵
L
ucien
P
aul
V
ictor
F
ebvre︶
お
よ
び

マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
︵
M
arc
L
éopold
B
enjam
in
B
loch
︶
が
学
問
的
活

動
を
開
始
し
た
時
期
で
あ
る
︵
ア
ナ
ー
ル
の
創
刊
は
一
九
二
九
年
で
あ
っ

た
︶︒
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
人
ベ
ネ
デ
ィ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
︵
B
e
n
e
d
e
tto

C
roce︶
が
﹃
歴
史
叙
述
の
理
論
と
歴
史
﹄
Z
u
r
T
h
eorie
u
n
d
G
esch
ich
te

d
er
H
istoriograph
ie
を
︑
一
九
一
五
年
に
発
表
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
は

﹁
あ
ら
ゆ
る
歴
史
は
現
代
史
だ
﹂
と
す
る
歴
史
の
新
し
い
見
方
が
︑
語
ら
れ

ニューヒストリー（New History）の百年（紀平）
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は
じ
め
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
同
様
の
主
張
を
や
が
て
と
る
若
き
コ
リ
ン
グ
ウ

ッ
ド
︵
R
obin
C
ollingw
ood
︶
が
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
で
教
鞭
を
執
り
は
じ
め
た
の
も
︑
一
九
一
二
年
な
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
本
日
と
く
に
取
り
上
げ
る
ア
メ
リ
カ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
ジ

ェ
ー
ム
ズ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
︑
文
字
ど
お
り
T
he
N
ew
H
istory
と
題
す

る
論
文
集
を
発
表
し
た
の
が
︑
一
九
一
二
年
で
あ
っ
た①
︒
つ
ま
り
ニ
ュ
ー
ヒ

ス
ト
リ
ー
へ
の
動
き
は
︑
二
〇
世
紀
初
め
の
時
期
︑
目
に
見
え
る
組
織
的
運

動
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
今
日
か
ら
み
れ
ば
明
ら
か
に
連
関
し

た
太
い
世
界
的
思
潮
で
あ
っ
た
︵
少
な
く
と
も
欧
米
文
化
圏
で
は
︶︒

そ
う
し
た
意
味
で
︑
彼
ら
が
唱
え
た
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
ど
の
よ
う

な
内
容
で
あ
っ
た
か
を
︑
一
般
的
な
か
た
ち
で
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

二
〇
世
紀
初
め
の
時
期
に
登
場
し
た
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
歴
史
家
た
ち

は
︑
興
味
を
持
つ
時
代
や
地
域
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
︑
か
な
り
突
き
詰

め
た
根
源
的
問
い
を
共
通
し
て
い
た
︒
自
ら
を
専
門
的
歴
史
家
と
位
置
づ
け

た
う
え
で
︑
歴
史
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︑﹁
歴
史
と
は

何
か
﹂
と
い
う
︑
歴
史
家
と
自
ら
の
存
在
に
対
し
て
投
げ
か
け
た
設
問
で
あ

る
︒彼

ら
は
そ
の
問
い
を
と
お
し
て
︑
先
行
し
た
一
九
世
紀
の
歴
史
家
︑
た
と

え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｔ
・
バ
ッ
ク
ル
︵
H
enry
T
hom
as

B
u
ck
le︶︑
あ
る
い
は
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
帝
政
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
大
ス

ク
ー
ル
を
形
成
し
た
周
知
の
ラ
ン
ケ
学
派
︵
L
eopold
von
R
anke︶
に
む

け
て
︑
強
烈
な
不
満
を
表
明
し
て
い
た
︒
第
一
世
代
の
科
学
的
歴
史
家
と
呼

ば
れ
た
ラ
ン
ケ
へ
の
不
満
と
は
︑
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
︒

確
か
に
︑
第
一
世
代
の
歴
史
家
た
ち
は
歴
史
を
そ
れ
ま
で
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
よ
う
な
も
の
か
ら
︑
厳
密
な
史
料
批
判
に
基
づ
く
も
の
へ
と
変
え
た
︒

さ
ら
に
彼
ら
は
歴
史
に
神
学
的
︑
あ
る
い
は
神
話
的
命
題
が
入
り
こ
む
こ
と

を
峻
拒
し
︑
歴
史
を
あ
く
ま
で
世
俗
的
に
︑
現
実
に
起
こ
っ
た
も
の
と
し
て

捉
え
よ
う
と
し
た
︒
歴
史
叙
述
か
ら
奇
跡
や
神
話
が
消
え
た
こ
と
は
︑
第
一

世
代
の
歴
史
家
の
最
大
の
功
績
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

し
か
し
︑
先
行
す
る
歴
史
家
た
ち
は
︑
そ
の
よ
う
な
転
換
を
進
め
な
が
ら

も
︑
そ
も
そ
も
何
を
歴
史
と
考
え
︑
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
︒
た
と
え
ば

バ
ッ
ク
ル
は
︑
資
料
を
豊
富
に
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
間
が
文
明
的
に

な
る
こ
と
︑
つ
ま
り
人
間
の
発
展
の
法
則
が
実
証
で
き
る
と
し
た
︒
し
か
し
︑

バ
ッ
ク
ル
が
著
作
で
発
展
と
し
て
描
い
た
の
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
明
の
な
か
に
あ
る
︑
あ
る
一
つ
の
道
筋
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
︒
そ
の

道
筋
か
ら
逸
脱
す
る
様
々
な
事
実
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
著
者
は
そ
れ

ら
の
逸
脱
に
は
目
を
つ
ぶ
り
︑
あ
え
て
い
え
ば
人
間
の
あ
る
べ
き
発
展
の
道

＝
法
則
か
ら
み
れ
ば
︑
除
い
て
よ
い
も
の
と
し
て
捉
え
た
︒
そ
の
よ
う
な
視
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野
で
彼
が
描
い
た
歴
史
は
︑
一
面
的
で
あ
り
︑
事
実
の
選
択
も
結
局
の
と
こ

ろ
恣
意
的
か
つ
無
批
判
で
は
な
か
っ
た
か
︒

ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
歴
史
家
た
ち
は
次
の
よ
う
に
小
括
す
る
︒
広
く
現

在
に
ま
で
至
っ
た
人
間
の
歩
み
︑
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
事
象
と
は
︑
わ
れ
わ
れ

の
知
る
能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
無
数
に
︑
あ
え
て
い
え
ば
無
限
な
ま
で
に

存
在
す
る
︒
さ
ら
に
い
え
ば
そ
う
し
た
事
実
の
連
関
さ
え
も
︑
ほ
と
ん
ど
混

沌
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
そ
う
し
た
な
か
に
歴
史
の
発
展
の
法
則
を

見
い
だ
そ
う
と
す
れ
ば
︑
そ
の
企
て
は
初
め
か
ら
虚
妄
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
だ
ろ
う
︑
と
︒

ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
論
者
が
バ
ッ
ク
ル
を
越
え
て
︑
さ
ら
に
ラ
ン
ケ
・

ス
ク
ー
ル
に
投
げ
か
け
た
批
判
は
︑
い
っ
そ
う
辛
辣
で
根
底
的
で
あ
っ
た
︒

な
る
ほ
ど
ラ
ン
ケ
た
ち
は
︑
確
定
で
き
る
史
料
に
依
拠
す
る
と
し
た
し
︑
そ

の
史
料
批
判
は
厳
密
で
あ
っ
た
が
︑
そ
も
そ
も
彼
ら
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
︑

プ
ロ
イ
セ
ン
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
台
頭
を
自
負
し
︑
そ
れ
ら

を
ロ
マ
ン
主
義
的
に
鼓
舞
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
加
え
て
彼
ら
の
歴

史
は
︑
ド
イ
ツ
の
統
一
を
実
現
し
た
エ
リ
ー
ト
の
足
跡
を
正
当
化
し
︑
彼
ら

の
権
力
と
統
治
を
支
援
し
よ
う
と
す
る
保
守
的
な
歴
史
で
は
な
か
っ
た
か
︒

ラ
ン
ケ
史
学
も
ま
た
︑
権
力
に
対
す
る
批
判
力
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
点

で
︑
あ
え
て
い
え
ば
無
批
判
な
権
力
の
歴
史
に
終
始
し
た
︑
と
︒

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
説
こ
う
と
し
た
歴
史
家
た
ち

は
︑
歴
史
に
お
け
る
王
国
や
国
家
の
役
割
を
決
し
て
否
定
す
る
人
び
と
で
は

な
か
っ
た
︒
国
家
は
社
会
の
あ
り
方
が
顕
れ
る
も
の
と
し
て
︑
重
要
な
歴
史

叙
述
の
対
象
た
る
こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
︑
国
家

を
統
べ
る
権
力
者
や
エ
リ
ー
ト
に
寄
り
添
っ
た
歴
史
叙
述
は
一
面
的
で
あ
り
︑

歪
ん
だ
も
の
と
な
る
と
批
判
し
た
︒
歴
史
叙
述
と
は
社
会
を
よ
り
ト
ー
タ
ル

に
︑
そ
こ
に
お
け
る
多
様
な
構
成
要
素
に
関
心
を
払
っ
て
み
る
べ
き
も
の
で

あ
り
︑
さ
ら
に
い
え
ば
そ
こ
に
描
か
れ
る
歴
史
と
は
︑
変
化
す
る
時
代
を
意

識
し
︑
そ
の
変
化
の
あ
り
様
と
意
味
を
多
様
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
努
力
で

も
あ
る
べ
き
だ
︑
と
︒
重
ね
て
言
え
ば
歴
史
と
は
︑
現
状
を
肯
定
す
る
も
の

で
は
な
く
︑
あ
え
て
い
え
ば
い
か
な
る
時
代
に
対
し
て
も
︑
社
会
の
あ
り
方

を
よ
り
多
様
な
も
の
と
し
て
み
て
い
く
努
力
で
あ
ろ
う
︑
と
︒

ま
と
め
て
み
よ
う
︒
二
〇
世
紀
前
半
に
登
場
し
た
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

歴
史
家
た
ち
と
は
︑
系
譜
的
に
は
ラ
ン
ケ
た
ち
に
続
く
︑
近
代
の
第
二
世
代

の
科
学
的
歴
史
家
で
あ
っ
た
と
今
で
は
整
理
し
て
よ
い
︒
た
だ
し
︑
そ
の
科

学
性
に
加
え
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
︑
彼
ら
が
︑
第
一
世
代
の
歴
史
家
に
は

な
い
﹁
生
き
た
﹂
歴
史
を
求
め
た
こ
と
︑
あ
え
て
い
え
ば
自
ら
を
︑
自
立
し

た
﹁
生
き
る
﹂
歴
史
家
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
点
で
あ
っ
た
︒
専
門
的
職
業

人
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
彼
ら
が
目
指
し
た
﹁
生
き
た
﹂
歴
史
と
は
︑

広
く
整
理
す
れ
ば
次
の
三
点
の
方
向
性
を
持
っ
た
︒
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第
一
︒
彼
ら
は
ま
ず
︑
根
本
に
お
い
て
歴
史
家
に
問
わ
れ
る
の
は
︑
職
業

人
ま
た
科
学
者
と
し
て
︑
歴
史
家
が
何
を
描
こ
う
と
す
る
か
を
問
い
詰
め
る

こ
と
だ
と
主
張
し
た
︒
史
料
を
ど
の
よ
う
に
膨
大
に
集
め
た
と
し
て
も
︑
じ

つ
は
史
料
の
膨
大
さ
は
人
間
の
足
跡
の
す
べ
て
に
比
べ
れ
ば
限
ら
れ
た
も
の

で
し
か
な
い
︒
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
科
学
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
歴
史
家

が
史
料
か
ら
知
り
う
る
も
の
に
は
限
界
が
あ
り
︑
結
局
彼
ら
が
描
く
歴
史
と

は
︑
歴
史
家
が
あ
る
関
心
の
も
の
で
選
ん
だ
事
実
と
史
料
を
い
か
に
眺
め
︑

考
え
て
い
く
か
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
歴
史
を

描
く
歴
史
家
の
関
心
の
あ
り
方
こ
そ
が
︑
問
題
な
の
だ
︑
と
︒

第
二
︒
自
ら
が
﹁
生
き
る
﹂
人
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
し
て
時
代
の
変

化
を
感
じ
と
る
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
歴
史
家
が
描
く
歴
史
と
は
︑
現
状

の
世
界
を
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
正
当
化
す
る
だ
け
の
保
守
的
な
歴
史
︑
え

せ
﹁
科
学
﹂
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
む
し
ろ
現
状
に
対
し
て
︑
あ
る
い
は

現
代
を
︑
距
離
を
と
っ
て
眺
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
︑
批
判
的
精

神
を
も
っ
た
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ど
の
時
代
の
あ
り
様
も
︑
常
に

所
与
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
︒
歴
史
家
は
︑
そ
れ
を
人
間
の
歴
史
と
し
て

相
対
化
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
複
雑
な
成
り
立
ち
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
︑

肝
要
な
の
だ
︑
と
︒

第
三
︒
結
び
と
し
て
︑
た
と
え
ば
一
九
一
二
年
︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授

ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
か
く
説
明
し
た
︒

歴
史
家
が
描
く
歴
史
と
は
﹁
あ
る
が
ま
ま
﹂
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
な

く
︑
あ
る
時
代
の
社
会
の
あ
り
様
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
︑

ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
変
化
の
契
機
を
孕
ん
で
い
た
か
を
再
構
成
し
て
い

く
仕
事
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
歴
史
と
は
︑
社
会
の
あ
り
様
︑
そ
の
構
成
に
関

心
を
向
け
︑
長
い
視
野
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
営
み
を
見
つ
め
直
す
こ

と
︑
そ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
社
会
が
﹁
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
た

の
か
﹂
を
問
う
学
問
で
あ
る
︒﹁
い
か
に
し
て
﹂
と
い
う
視
野
か
ら
描
く
歴

史
と
は
︑
ど
の
時
代
あ
る
い
は
社
会
も
が
︑
実
は
多
面
的
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
多
面
性
に
目
を
向
け
る
視
点
は
︑
現
在
を
も

批
判
的
に
み
る
眼
差
し
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
︒
重
ね

て
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
こ
う
も
言
う
︒
歴
史
家
は
社
会
に
︑
ま
た
広
く
人
類
に
対

し
て
職
業
人
と
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
︑
と
︒

歴
史
を
︑
さ
ら
に
は
現
在
を
批
判
的
に
み
よ
う
と
す
る
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト

リ
ー
の
歴
史
家
た
ち
の
視
点
は
︑
な
る
ほ
ど
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
吹
き
荒
れ
︑

さ
ら
に
は
国
家
が
最
大
の
磁
場
で
あ
っ
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
知
的
環
境
の
も

と
で
は
︑
お
よ
そ
衝
撃
的
な
ま
で
に
新
鮮
で
︑
ま
た
状
況
に
よ
っ
て
は
時
代

に
抗
す
る
議
論
で
も
あ
っ
た
︒
事
実
︑
そ
の
激
し
さ
を
秘
め
た
新
鮮
さ
は
︑

彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
具
体
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
た
か
を
み
る
こ
と

で
︑
一
層
鮮
明
と
な
ろ
う
︒
二
〇
世
紀
の
歴
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
彼
ら
の
歴
史
に
対
す
る
姿
勢
︑
と
く
に
そ
の
分
析
手
法
を
次
に
垣
間
見
て
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み
た
い
︒

第
三
章

ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
具
体
的
に
提
言
し
た

ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー

二
〇
世
紀
の
初
め
︑
歴
史
を
描
く
手
法
と
し
て
具
体
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

議
論
が
登
場
し
た
︒
そ
れ
ら
を
も
れ
な
く
整
理
し
て
い
く
こ
と
は
当
面
の
筆

者
の
能
力
を
超
え
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
一
二
年
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
著
作
﹃
ニ

ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹄
を
手
掛
り
に
︑
彼
が
時
代
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
歴
史

叙
述
を
提
言
し
て
い
た
か
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
︒

ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
生
き
た
二
〇
世
紀
初
頭
は
︑
人
類
の
歴
史
ば
か
り
か
︑
ア

メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
ま
で
の
大
変
動
期
で
あ
っ
た
︒
工
業
化
が
急

速
に
進
み
︑
ま
た
都
市
化
︑
さ
ら
に
は
西
欧
の
膨
張
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

帝
国
主
義
と
い
う
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
地
球
上
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
激
し
い

変
化
を
も
た
ら
し
て
い
た
︒
そ
う
し
た
な
か
で
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
︑
歴
史
が
継

続
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
︑
そ
こ
に
変
化
の
要
因
を
含
ん
で
い
る
と
い

う
︑
い
わ
ば
歴
史
を
長
い
視
野
で
み
る
必
要
性
を
強
調
し
て
止
ま
な
か
っ
た
︒

と
く
に
︑
そ
の
長
い
持
続
的
視
野
で
み
る
場
合
︑
個
別
の
対
象
が
政
治
で

あ
れ
︑
社
会
の
あ
り
方
で
あ
れ
︑
彼
は
次
の
よ
う
な
要
因
を
考
え
る
こ
と
が

根
本
的
に
重
要
だ
と
強
調
し
た
︒︵
8
︶
社
会
の
展
開
を
み
る
場
合
に
︑
経

済
的
要
因
が
果
た
す
役
割
に
充
分
な
関
心
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒︵
9
︶

政
治
の
あ
り
方
を
論
じ
る
と
き
に
も
︑
そ
れ
ら
を
事
件
史
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

し
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
︑
あ
る
社
会
の
政
治
現
象
と
し
て
︑
た
と
え
ば
そ

こ
で
の
権
力
の
あ
り
方
︑
性
格
︑
さ
ら
に
は
社
会
内
部
に
お
い
て
の
権
力
の

分
配
の
あ
り
方
に
関
心
を
持
ち
︑
そ
れ
ら
を
構
造
的
に
眺
め
る
視
点
が
重
要

な
の
だ
︑
と
︒

く
わ
え
て
今
一
点
︑
歴
史
家
は
︑
一
般
民
衆
︵
com
m
on
people︶
と
よ

ん
で
よ
い
︑
社
会
の
中
間
に
あ
る
人
び
と
あ
る
い
は
下
層
の
人
々
に
も
深
い

関
心
を
寄
せ
る
べ
き
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
人
び
と
を
中
心
と
し
た
社
会
の
日

常
の
あ
り
方
を
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
も
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史

を
専
門
と
し
な
が
ら
も
現
代
に
強
い
関
心
を
持
ち
︑
リ
ベ
ラ
ル
で
革
新
的
で

あ
っ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
︑
社
会
科
学
さ
ら
に
は
自
然
科
学
の
進
展
に
強
い
関

心
を
よ
せ
て
︑
歴
史
研
究
は
そ
う
し
た
総
合
的
科
学
の
支
援
を
受
け
る
べ
き

だ
と
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
現
代
社
会
が
大
衆
の
登
場
の
時
代
で
あ
る
以
上
︑

こ
れ
か
ら
の
歴
史
は
︑
庶
民
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
の
視
野
の
拡
大
こ
そ
が
︑
歴
史
を
総
合
的
と
す
る
︑
と
︒

経
済
活
動
に
関
心
を
払
い
︑
ま
た
そ
れ
ま
で
政
治
権
力
か
ら
除
外
さ
れ
て

き
た
庶
民
︑
と
く
に
彼
ら
の
生
活
の
日
常
に
も
関
心
を
払
う
歴
史

ロ
ビ

ン
ソ
ン
が
提
唱
し
た
新
し
い
歴
史
の
骨
格
に
は
︑
そ
の
後
の
二
〇
世
紀
の
歴

史
研
究
に
お
い
て
重
要
な
研
究
手
法
と
な
る
社
会
史
へ
の
展
望
が
あ
っ
た
︒

た
と
え
ば
人
び
と
が
生
き
る
う
え
で
︑
基
本
的
な
縁

よ
す
が

と
し
た
だ
ろ
う
日
常
の
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慣
習
︑
文
化
︑
宗
教
的
思
い
︑
家
族
の
あ
り
様
︑
世
代
構
成
︑
さ
ら
に
は
社

会
環
境
の
変
化
へ
の
関
心
が
︑
叙
述
の
対
象
と
し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要

で
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
歴
史
は
︑
単
に
視
野
を
よ

り
広
く
と
る
ば
か
り
か
︑
歴
史
を
長
期
に
亘
っ
て
観
察
す
る
︑
時
間
幅
の
長

い
も
の
で
も
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
長
い
タ
イ
ム
・
ス
パ
ー
ン

で
み
て
社
会
の
構
成
が
︑
さ
ら
に
は
社
会
に
お
け
る
人
び
と
の
生
き
よ
う
が
︑

そ
し
て
そ
こ
で
の
政
治
権
力
が
ど
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
︑
さ
ら
に
変
化
し
て

い
く
か
が
︑
わ
れ
わ
れ
が
描
こ
う
と
す
る
新
し
い
歴
史
の
骨
格
と
な
る
で
あ

ろ
う
︑
と
︒

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
結
ん
で
い

た
︒人

類
の
歴
史
は
︑
プ
レ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
も
含
め
れ
ば
お
そ
ら
く
二
〇
万
年

も
の
長
さ
を
も
つ
こ
と
を
︑
近
年
の
人
類
学
ま
た
生
物
科
学
は
教
え
て
い
る
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
今
わ
れ
わ
れ
が
重
視
す
る
世
界
で
の
い
わ
ゆ
る
﹁
人
種
﹂
の

違
い
な
ど
は
︑
人
類
の
歴
史
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
︒
そ
れ
以

前
に
人
び
と
の
多
く
は
混
血
し
︑
い
わ
れ
る
﹁
純
粋
﹂
な
る
も
の
は
︑
近
年

作
ら
れ
た
神
話
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
何
よ

り
︑
世
界
を
普
遍
的
に
み
る
べ
き
だ
︑
と
︒

歴
史
家
は
︑
そ
の
普
遍
性
を
基
礎
に
お
い
て
現
実
を
相
対
化
し
︑
さ
ら
に

は
批
判
的
に
み
て
い
く
べ
き
な
の
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
歴
史

叙
述
は
︑
歴
史
家
が
常
に
主
体
的
で
あ
る
こ
と
を
な
に
よ
り
求
め
る
︒
歴
史

研
究
と
は
あ
え
て
い
え
ば
︑
現
代
に
生
き
る
一
人
の
知
識
人
︑
歴
史
家
の
主

体
性
の
上
に
成
り
立
つ
学
問
で
あ
る
と
考
え
た
い
︑
と
︒
彼
の
議
論
は
︑
お

そ
ら
く
や
や
遅
れ
て
︑
す
べ
て
の
歴
史
は
現
代
史
だ
と
か
た
っ
た
イ
タ
リ
ア

人
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
主
張
と
も
︑
深
い
部
分
で
通
底
す
る
議
論
で
あ
っ
た
と
言

っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
︒

第
四
章

日
本
の
歴
史
学
︑
そ
し
て
﹃
史
林
﹄
の
百
年
と

ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー

二
〇
世
紀
初
頭
︑
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ら
が
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
称
し
て
展
開

し
た
以
上
の
提
言
は
︑
お
よ
そ
歴
史
学
の
み
に
留
ま
る
議
論
で
は
な
か
っ
た
︒

広
く
み
れ
ば
彼
ら
の
主
張
は
︑
激
し
い
社
会
変
化
を
経
験
し
て
い
た
ア
メ
リ

カ
社
会
︑
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
孕
ん
だ
新
し
い
時
代
へ
の
関
心
か

ら
発
し
て
お
り
︑
現
代
を
よ
り
客
観
的
に
み
よ
う
と
す
る
知
的
努
力
の
一
環

で
あ
っ
た
︒
彼
ら
の
主
張
が
︑
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
顧
み
て
も
多
く
の
興
味

深
い
論
点
を
持
つ
所
以
で
あ
る
が
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
同
時
期
に
急
速
な
近
代

化
を
進
め
て
い
た
日
本
の
歴
史
家
た
ち
は
︑
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
提
言
を

い
か
に
受
け
止
め
て
い
た
の
か
︒
そ
の
こ
と
に
最
後
に
触
れ
て
︑
日
本
の
歴

史
学
そ
し
て
﹃
史
林
﹄
の
二
〇
世
紀
を
振
り
か
え
る
︑
ひ
と
つ
の
手
掛
り
と

し
て
み
た
い
︒
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も
と
よ
り
そ
の
立
論
に
あ
た
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ら
の
歴
史

学
を
こ
と
さ
ら
に
規
範
的
な
歴
史
論
で
あ
っ
た
と
聖
域
化
す
る
つ
も
り
は
な

い
︒
そ
う
し
た
規
範
化
は
︑
歴
史
研
究
を
結
局
は
歪
め
て
し
ま
う
偏
り
と
し

て
︑
い
か
な
る
場
合
に
も
峻
拒
し
た
い
姿
勢
で
あ
り
︑
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は

ロ
ビ
ン
ソ
ン
ら
の
議
論
を
︑
日
本
の
知
識
人
が
そ
の
間
︑
無
関
心
で
は
な
か

っ
た
世
界
の
動
き
と
し
て
︑
あ
る
い
は
同
時
代
に
晒
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
知
的

環
境
と
し
て
考
え
て
み
た
い
︒
二
〇
世
紀
の
日
本
の
歴
史
学
は
︑
そ
の
よ
う

な
環
境
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
提
言
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た

の
か
︒
あ
る
い
は
︑
そ
れ
か
ら
は
独
立
し
て
︑
自
ら
の
道
を
模
索
し
て
い
た

の
か
︒
本
日
の
報
告
の
要
と
な
る
問
題
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
を
十
分
に
展

開
す
る
準
備
も
な
い
こ
と
か
ら
︑
以
下
で
は
さ
し
あ
た
り
思
い
当
た
る
二
点

を
要
約
的
に
指
摘
し
て
い
き
た
い
︒

一
︒
一
九
一
六
年
以
降
︑
あ
る
時
期
ま
で
日
本
の
歴
史
学
は
︑
ロ
ビ
ン
ソ

ン
ら
が
掲
げ
た
普
遍
的
で
多
元
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
二
〇
世
紀
ニ
ュ
ー
ヒ
ス

ト
リ
ー
か
ら
み
れ
ば
︑
か
な
り
異
質
な
︑
極
端
に
言
え
ば
閉
鎖
的
な
環
境
の

な
か
で
展
開
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
と
く
に
戦
前
の
場
合
︑
政
治
環
境

か
ら
み
て
も
そ
の
事
情
は
や
む
を
得
な
い
側
面
を
持
っ
た
︒
し
か
し
︑
環
境

が
大
き
く
変
わ
り
︑
よ
り
自
由
な
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
た
と
さ
れ
る
戦
後

の
歴
史
学
︑
い
わ
ゆ
る
戦
後
史
学
の
場
合
に
も
︑
実
は
戦
前
を
裏
返
し
た
よ

う
な
特
異
な
日
本
的
枠
組
み
︵
あ
る
種
の
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
枠
組
み
︶︑
も
し

く
は
心
性
が
一
部
に
存
続
し
て
い
な
か
っ
た
か
︒
あ
え
て
問
う
の
で
あ
れ
ば
︑

そ
の
よ
う
な
状
況
と
︑
そ
う
し
た
状
況
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
と
い
う
問
題
で

あ
ろ
う
︒
当
面
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒

戦
後
に
も
残
っ
た
日
本
的
枠
組
み
は
︑
も
と
よ
り
大
半
は
︑
こ
と
の
善
し

悪
し
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
︒
ど
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
も
そ
れ
ぞ
れ
に
関

心
の
枠
組
み
を
持
ち
︑
た
と
え
ど
の
よ
う
に
普
遍
的
と
言
っ
て
も
︑
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
社
会
を
分
析
す
る
の
に
独
自
の
姿
勢
を
も
つ
こ
と
は
︑
自
然
の
成
行

き
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
う
し
た
意
味
で
の
善
し
悪
し
と
は
別

に
︑
た
と
え
ば
戦
後
︑
異
常
な
ま
で
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
発
展
段
階
論
が
強

く
意
識
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
立
場
を
異
に
す
る
歴
史
的
議
論
を
否
定
す
る
よ

う
な
態
度
が
一
部
に
あ
っ
た
こ
と
は
︑
や
は
り
き
わ
め
て
日
本
的
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
︒

少
な
く
と
も
そ
の
一
部
の
研
究
は
︑
き
わ
め
て
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
﹁
神

話
﹂
的
理
念
を
歴
史
学
に
再
び
も
ち
こ
み
︑
す
こ
ぶ
る
権
威
主
義
的
な
姿
勢

を
と
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
こ
に
は
よ
り
多
様
で
あ
り
︑
批
判
的
で
あ
ろ

う
と
す
る
歴
史
研
究
の
あ
り
方
を
否
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
さ
え
見

ら
れ
た
︒
さ
ら
に
そ
の
否
定
が
︑
逆
の
立
場
の
人
び
と
に
も
︑
反
動
と
し
て

頑
な
な
権
威
主
義
を
生
み
か
ね
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
た
競
合
的
権
威
主
義
が
︑

戦
後
の
日
本
の
歴
史
学
に
一
時
期
に
せ
よ
な
ぜ
残
存
し
た
の
か
︒
改
め
て
検

討
し
て
み
た
い
問
題
は
そ
れ
で
あ
る
︵
た
だ
し
以
上
の
議
論
の
半
ば
は
ほ
と
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ん
ど
具
体
性
を
伴
わ
な
い
︑
た
だ
の
印
象
論
で
あ
る
︒
筆
者
が
生
煮
え
と
冒

頭
で
書
い
た
理
由
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
︑
機
会
を

み
て
改
め
て
再
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︶︒

二
︒
た
だ
そ
の
よ
う
に
一
部
で
権
威
主
義
的
傾
向
が
残
っ
た
一
方
で
︑
二

〇
世
紀
半
ば
か
ら
今
日
ま
で
︑
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
学
︑
そ
し
て
﹃
史
林
﹄
は
︑

二
〇
世
紀
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
提
言
を
受
け
止
め
︑
そ
れ
ら
を
必
死
で
吸

収
し
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
︒
あ
え
て
い
え
ば
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
で

普
遍
的
な
歴
史
研
究
へ
の
努
力
が
︑
今
日
の
﹃
史
林
﹄
を
支
え
て
い
る
︒
そ

れ
こ
そ
が
︑
本
日
是
非
と
も
強
調
し
た
い
事
実
な
の
で
あ
る
︒

二
〇
世
紀
の
半
ば
か
ら
︑
わ
れ
わ
れ
の
先
輩
た
ち
の
歴
史
研
究
の
視
野
に

は
い
く
つ
も
の
新
し
い
側
面
が
現
れ
た
︒
た
と
え
ば
︵
8
︶︑
政
治
社
会
を

長
期
の
視
野
で
構
造
的
に
捉
え
る
社
会
構
成
体
的
視
点
を
持
っ
た
こ
と
は
︑

そ
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
︒
そ
の
社
会
構
成
体
的
視
点
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴

史
学
の
刺
激
を
受
け
つ
つ
︑
他
方
で
は
ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
提
言
も
受
け

て
︑
歴
史
を
長
期
の
視
野
で
︑
そ
し
て
何
よ
り
全
体
史
と
し
て
捉
え
よ
う
と

す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
と
思
う
︒
わ
れ
わ
れ
が
今
日
継
承
す
べ
き
︑
基
本
的
な

態
度
の
ひ
と
つ
と
考
え
た
い
︒

さ
ら
に
︵
9
︶︑
一
九
八
〇
年
代
か
ら
強
調
さ
れ
は
じ
め
た
社
会
史
︑
あ

る
い
は
︑
民
衆
の
日
常
生
活
へ
の
関
心
︑
文
化
へ
の
関
心
︑
さ
ら
に
は
二
〇

世
紀
末
か
ら
登
場
し
始
め
た
世
界
史
を
普
遍
的
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
見
る
視
点

な
ど
も
︑
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
一
九
一
二
年
に
先
駆
的
に
提
言
し
た
展
望
を
戦
後

の
欧
米
学
界
の
動
向
に
も
刺
激
さ
れ
て
︑
わ
れ
わ
れ
な
り
に
内
実
化
し
た
も

の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ら
に
も
︑
今
後
さ
ら
に
引
き
継
ぐ
べ
き
多
く
の
視
点
が

含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒

右
を
ふ
ま
え
て
現
状
と
近
未
来
へ
の
若
干
の
展
望
を
記
し
て
み
た
い
︒

本
日
筆
者
が
紹
介
し
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
議
論
は
︑
二
〇
世
紀
前
半
の
も
の

で
あ
り
︑
そ
の
す
べ
て
を
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
鵜
呑
み
に
す
る
必
要
は
︑
も

う
と
う
な
い
︒
む
し
ろ
相
当
の
時
間
が
経
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
彼
ら
の

意
識
し
な
か
っ
た
問
題
に
も
目
を
向
け
︑
あ
え
て
い
え
ば
さ
ら
に
ニ
ュ
ー
・

ニ
ュ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
構
想
し
て
い
く
こ
と
が
︑
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
課
題

で
こ
そ
あ
ろ
う
︒
歴
史
の
理
解
と
手
法
は
そ
れ
な
り
に
変
化
す
る
は
ず
の
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
そ
う
し
た
構
想
は
こ
こ
で
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
に

は
い
か
に
も
大
き
な
問
題
で
あ
り
︑
ま
た
私
に
そ
の
力
も
な
い
︒
今
は
そ
の

よ
う
な
課
題
に
向
け
て
私
な
り
に
思
う
二
点
を
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
︒

一
︒
二
〇
世
紀
初
め
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
︑
お
そ
ら
く
は
多
く
の
国
で
横
行

し
た
︑
国
家
を
称
揚
し
︑
ま
た
自
ら
の
文
明
を
よ
り
高
い
も
の
と
捉
え
︑
さ

ら
に
は
民
族
的
精
神
を
鼓
舞
す
る
意
識
を
暗
黙
の
前
提
と
し
た
よ
う
な
伝
統

的
歴
史
叙
述
に
か
え
て
︑
ひ
ろ
く
人
間
の
未
来
の
た
め
に
行
う
知
的
営
為
と

し
て
歴
史
学
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
議
論
に
は
い
ま
も
聞
く
べ
き
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多
く
が
あ
る
が
︑
他
方
で
二
〇
世
紀
人
と
し
て
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
と
っ
て
︑

人
類
は
あ
く
ま
で
進
歩
し
︑
ま
た
よ
り
科
学
的
に
な
る
も
の
と
見
做
さ
れ
て

い
た
︒
人
間
さ
ら
に
社
会
は
進
歩
す
る
と
捉
え
た
点
で
︑
彼
は
ま
さ
に
二
〇

世
紀
人
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

し
か
し
︑
二
一
世
紀
に
入
っ
た
わ
れ
わ
れ
は
︑
い
ま
彼
ほ
ど
に
進
歩
の
理

念
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
な
る
ほ
ど
︑
ロ
ビ

ン
ソ
ン
は
︑
二
〇
世
紀
の
歴
史
家
と
し
て
優
れ
た
展
望
を
持
ち
︑
多
く
の
問

題
を
予
見
し
た
︒
国
民
国
家
へ
の
展
開
︑
民
主
主
義
の
時
代
︑
そ
し
て
大
衆

の
登
場
と
呼
ぶ
よ
う
な
状
況
を
想
像
し
︑
さ
ら
に
そ
の
裏
で
一
部
に
せ
よ
︑

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
さ
え
も
感
じ
取
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
︒

し
か
し
︑
そ
う
し
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
全
く
予
想
し
な
か
っ
た
事
態
が
そ
の

後
に
展
開
し
た
︒
た
と
え
ば
そ
れ
が
︑
人
類
の
消
滅
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ

な
い
核
兵
器
も
し
く
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
登
場
で
あ
り
︑
ま
た
世
界
人
口
の

爆
発
的
増
加
の
問
題
で
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
途
方
も
な
い
ま
で
に
進
ん
だ
︑
自

然
環
境
の
破
壊
と
い
う
現
代
工
業
化
社
会
が
行
き
着
い
た
問
題
群
で
あ
る
︒

二
︒
そ
の
他
に
も
︑
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
は
多
く
の
人
類
的
問
題
が
︑
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
一
層
の
進
展
で
堆
積
し
て
い
る
︒
地
球
環
境
の
変
化
の
問
題
︑

さ
ら
に
は
人
類
が
競
っ
て
貪
り
と
る
よ
う
な
地
球
資
源
の
浪
費
を
み
る
と
き
︑

わ
れ
わ
れ
は
二
一
世
紀
が
ど
の
よ
う
な
未
来
に
繫
が
る
か
を
予
想
で
き
な
い

ば
か
り
か
︑
む
し
ろ
そ
の
将
来
に
厳
し
い
眼
差
し
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
状

況
だ
と
さ
え
思
う
︒
価
値
観
の
多
様
化
と
︑
分
断
も
ま
た
深
刻
で
あ
ろ
う
︒

か
り
に
そ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
も
︑
い
た
ず
ら
に
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

に
な
ら
ず
︑
歴
史
研
究
が
あ
く
ま
で
現
代
を
相
対
化
し
︑
さ
ら
に
は
批
判
的

に
み
る
視
点
を
与
え
る
も
の
と
す
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
指
摘
を
受
け
と
め
る
の

で
あ
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
は
現
代
に
対
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
歴
史
研
究
を
提
供

で
き
る
の
か
︒
自
然
と
人
間
と
の
数
万
年
に
も
の
ぼ
る
関
係
は
今
日
︑
従
来

に
も
増
し
て
大
き
な
歴
史
的
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
︒
い
な
現
代
に
生
き
る
人
類

と
し
て
︑
掛
替
え
の
な
い
問
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

さ
ら
に
︑
今
日
の
深
ま
る
分
断
を
よ
り
広
い
視
野
で
み
る
た
め
に
は
︑
た

と
え
ば
排
他
や
利
他
の
思
想
な
ど
と
い
う
︑
歴
史
的
で
あ
る
人
間
的
価
値
観

や
社
会
意
識
の
再
検
討
が
︑
必
要
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ

よ
︑
今
日
の
歴
史
研
究
が
抱
え
る
問
題
は
︑
わ
れ
わ
れ
歴
史
家
が
現
代
に
︑

そ
し
て
未
来
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
な
が
ら
過
去
を
眺
め
て
い
く
の
か
に

あ
る
︒
そ
こ
で
は
世
界
観
が
問
わ
れ
︑
さ
ら
に
は
人
類
観
が
問
わ
れ
て
い
る
︒

あ
え
て
結
べ
ば
︑
科
学
者
と
し
て
ま
た
専
門
家
と
し
て
幾
分
か
の
意
味
を

も
っ
て
生
き
る
以
上
︑
わ
れ
わ
れ
は
時
代
に
対
し
て
さ
ら
に
鋭
い
︑
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
眼
差
し
を
持
た
ね
ば
な
る
ま
い
︒
ど
の
角
度
か
ら
み
て
も
楽
観
的

あ
る
い
は
希
望
的
観
測
が
許
さ
れ
な
い
状
況
の
な
か
で
︑
人
類
の
歴
史
を
よ

り
長
期
に
眺
め
︑
し
か
も
そ
の
共
生
を
求
め
る
視
野
を
持
と
う
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
歴
史
家
と
し
て
相
応
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

ニューヒストリー（New History）の百年（紀平）
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表� 創刊ならびに戦後直後の

『史林』の発行状況

史林

（1916年、1945 50年）

1916年 第8巻 :冊

1945年 第30巻 :冊

1946年 第31巻 8冊

1947年 31巻 9冊

1948年 第32巻 8冊

1949年 32巻 8冊

1950年 第33巻 ;冊

﹃
史
林
﹄
の
百
年
に
あ
た
り
︑
と
く
に
︑
こ
れ
か
ら
も
長
く
歴
史
研
究
に

携
わ
ろ
う
と
す
る
若
い
研
究
者
の
方
々
に
対
し
て
は
︑
歴
史
学
の
今
︑
そ
し

て
人
類
の
今
と
未
来
に
つ
い
て
た
え
ず
真
剣
に
考
え
な
が
ら
︑
過
去
に
向
き

合
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
っ
て
い
る
︒

①

Jam
es
H
arvey
R
obinson
(1863-1936)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
イ
リ
ノ
イ
州

生
ま
れ
︑
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
卒
︒
ド
イ
ツ
に
留
学
︑
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
学
位

︵
憲
法
史
を
専
攻
︶︒
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
︵
1895

1919︶︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思

想
史
を
担
当
︒
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
協
会

A
m
erican
H
istorical
A
ssociation

会
長
︵
1928

29︶︒
論
文
︑
著
書
に
︑
“T
he
N
ew
H
istory,”
P
roceed
in
gs

of
A
m
erican
P
h
ilosoph
ical
S
ociety,
vol.
50
(A
pril
1911).
T
h
e
N
ew

H
istory:
E
ssays
Illu
stratin
g
th
e
M
od
ern
H
istorical
O
u
tlook

(M
acm
illan,
1912).
他
に

T
h
e
M
in
d
in
th
e
M
akin
g:
th
e
R
elation
of

In
telligen
ce
to
S
ocial
R
eform
(H
arper,1921)
な
ど
が
あ
る
︒

追

記

当
日
︑
筆
者
は
以
上
の
報
告
の
後
に
予
定
さ
れ
た
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
で
の
話
題
提
供
の
た
め
︑
若
干
の
デ
ー
タ
を
用
意
し
た
︒
報
告
本
論

と
は
関
係
し
な
い
議
論
だ
が
︑﹃
史
林
﹄
の
最
も
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た

敗
戦
か
ら
戦
後
直
後
に
か
か
わ
る
デ
ー
タ
で
あ
り
︑
こ
こ
に
追
記
と
し
て
紹

介
す
る
︒
ま
ず
表
�

を
み
て
い
た
だ
き
た
い
︒

こ
の
表
を
み
る
と
︑
一
九
四
五
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
の
﹃
史
林
﹄
が

き
わ
め
て
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
が
痛
ま
し
い
ま
で
に
了
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
史
学
研
究
会
と
い
わ
ず
︑
日
本
の
歴
史
学
に
と

っ
て
ま
さ
に
最
も
困
難
な
試
練
の
時
期
で
あ
っ
た
︒

単
純
に
数
字
を
な
ぞ
れ
ば
︑﹃
史
林
﹄
は
敗
戦
の
四
五
年
こ
そ
創
刊
以
来

の
四
冊
︵
第
三
〇
巻
︶
の
発
行
が
な
さ
れ
た
が
︑
四
六
年
以
降
ま
さ
に
気
息

奄
々
の
状
態
へ
と
陥
る
︒
四
六
︑
四
七
年
の
二
年
を
か
け
て
第
三
一
巻
︑
三

冊
が
発
行
さ
れ
︑
そ
の
後
も
︑
第
三
二
巻
が
二
年
が
か
り
で
発
行
さ
れ
た
︒

冊
数
は
︑
わ
ず
か
二
冊
で
あ
る
︒
多
く
の
研
究
者
が
食
糧
事
情
か
ら
研
究
も

ま
ま
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
は
紙
の
調
達
さ
え
で
き
な
い
時
期
で
あ
っ
た
が
︑
そ

れ
ば
か
り
か
︑
な
に
よ
り
厳
し
い
試
練
が
執
筆
者
に
降
り
か
か
っ
て
い
た
︒

知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
で
は
そ
の
間
に
数
名
の
教
授

が
﹁
追
放
﹂
処
分
を
受
け
て
教
壇
を
去
っ
て
い
る
︒

94 (734)



表� 1945年�月から1947年12月の『史林』

○
第
三
〇
巻

第
三
号
︵
一
九
四
五
年
九
月
︶

原

随
園
﹁
ギ
リ
シ
ア
に
於
け
る
歴
史
学
の
展
開
﹂

梅
原
末
治
﹁
本
邦
古
墳
出
土
の
同
范
鏡
に
就
い
て
の
一
二
の
考
察
﹂

林
屋
辰
三
郎
﹁
平
安
京
に
於
け
る
受
領
の
生
活
﹂

那
波
利
貞
﹁
晩
唐
時
代
の
撰
述
と
考
察
せ
ら
る
る
茶
に
関
す
る
通
俗
的
滑

稽
文
学
作
品
﹂

○
第
三
〇
巻

第
四
号
︵
一
九
四
五
年
一
一
月
︶

梅
原
末
治
﹁
銅
鐸
考
﹂

愛
宕
松
男
﹁
蒙
古
史
の
一
側
面
と
し
て
の
ロ
シ
ア
史

モ
ス
ク
ワ
王
国
の

成
立
過
程
へ
の
考
察

﹂

藤
谷
俊
雄
﹁
日
本
儒
学
独
立
の
地
盤
﹂

○
第
三
一
巻

第
一
号
︵
一
九
四
六
年
一
月
︶

宮
崎
市
定
﹁
清
談
﹂

原

随
園
﹁
ツ
ク
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
古
代
史
に
就
い
て
﹂

村
山
修
一
﹁
日
本
中
世
に
於
け
る
歴
史
記
念
物
の
発
生
と
そ
の
意
義
﹂

○
第
三
一
巻

第
二
号
︵
一
九
四
七
年
五
月
︶

曾
我
部
静
雄
﹁
徭
役
と
課
役
と
復
除
﹂

井
上
智
勇
﹁
所
謂
﹁
民
族
移
動
﹂
の
歴
史
的
意
義
﹂

○
第
三
一
巻

第
三
・
四
号
︵
一
九
四
七
年
一
二
月
︶

浅
野

清
﹁
法
隆
寺
の
金
堂
と
塔
﹂

織
田
武
雄
﹁
農
業
地
域
に
関
す
る
エ
ン
ゲ
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
業
績
﹂

外
山
軍
治
﹁
太
平
乱
に
於
け
る
清
朝
の
外
国
に
対
す
る
援
助
要
請
﹂

今
津

晃
﹁
ア
メ
リ
カ
史
学
に
於
け
る
﹁
科
学
学
派
﹂
に
つ
い
て
﹂

表� 1948年10月発行の『史林』

第32巻�号

原

随
園
﹁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
想
国
家
論
に
つ
い
て
﹂

梅
原
末
治
﹁
北
部
仏
印
の
青
銅
器
時
代
に
つ
い
て
﹂

田
村
実
造
﹁
東
方
史
の
構
造
と
そ
の
展
開
﹂

貝
塚
茂
樹
﹁
威
儀

周
代
貴
族
生
活
の
理
念
と
そ
の
儒
教
化

﹂

織
田
武
雄
﹁
ソ
ロ
モ
ン
王
の
オ
フ
ィ
ル
の
航
海
に
つ
い
て
﹂

柴
田

実
﹁
平
安
京
の
経
済
﹂

中
山
治
一
﹁
三
国
干
渉
と
英
独
関
係
﹂

藤

直
幹
︑
直
木
孝
次
郎
︑
三
吉

希
︑
高
尾
一
彦
︑
柴
田

実

﹁
最
近
国
史
学
界
の
動
向
﹂

﹃
史
林
﹄
が
敗
戦
後
︑
よ
う
や
く
立
ち
直
り
︑
現
在
に
繫
が
る
発
行
体
制

を
整
え
始
め
た
の
は
一
九
五
〇
年
で
あ
っ
た
︒
興
味
を
引
く
の
は
︑
そ
の
年

の
﹃
史
林
﹄
が
︑
創
刊
以
来
続
い
た
年
四
冊
で
は
な
く
︑
六
冊
の
隔
月
発
行

を
目
指
し
た
点
で
あ
る
︒
厳
し
い
試
練
を
耐
え
た
人
び
と
が
再
建
に
向
け
た

熱
い
思
い
が
伝
わ
る
︑
新
機
軸
で
あ
ろ
う
︒

も
と
よ
り
再
建
に
む
け
て
の
始
動
は
︑
急
に
五
〇
年
に
始
ま
っ
た
わ
け
で

は
な
い
︒
そ
の
間
の
﹃
史
林
﹄
を
め
く
る
と
︑
四
八
年
頃
が
ひ
と
つ
の
転
機

で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
︒

表
�

な
ら
び
に
表
�

は
︑
前
者
が
四
五
年
後
半
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
発

行
さ
れ
た
五
冊
の
﹃
史
林
﹄
の
執
筆
者
な
ら
び
に
論
文
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
︑

後
者
は
そ
の
あ
と
の
四
八
年
一
〇
月
に
発
行
さ
れ
た
︑
第
三
二
巻
第
一
号
の

ニューヒストリー（New History）の百年（紀平）
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そ
れ
で
あ
る
︒

第
三
二
巻
第
一
号
の
特
徴
は
︑
前
号
の
第
三
一
巻
第
三
・
四
号
か
ら
あ
え

て
一
年
の
間
を
と
り
︑
戦
後
の
混
乱
を
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
受
け
止

め
た
上
で
︑
歴
史
学
の
再
建
に
向
け
て
一
歩
を
踏
み
出
す
強
い
決
意
を
示
そ

う
と
し
た
点
で
あ
る
︒
七
篇
と
い
う
戦
後
最
大
数
の
論
説
を
掲
げ
た
こ
と
が

そ
の
意
欲
を
示
す
一
方
︑
巻
末
に
お
か
れ
た
五
名
の
日
本
史
研
究
者
に
よ
る

﹁
最
近
国
史
学
界
の
動
向
﹂
は
︑
そ
の
新
し
い
展
望
を
牽
引
し
よ
う
と
し
た

労
作
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
︒
そ
の
学
界
動
向
の
中
で
︑
五
人
の
執
筆
者

は
戦
後
二
年
半
が
過
ぎ
た
歴
史
学
の
動
向
に
ふ
れ
︑
新
し
い
学
会
誌
の
発
行

か
ら
さ
ら
に
歴
史
研
究
の
あ
り
方
に
ま
で
言
及
し
て
︑
多
く
の
論
説
の
意
義

を
紹
介
し
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑
二
五
頁
ほ
ど
の
論
文
な
の
で
︑
各
自
お
読

み
い
た
だ
く
ほ
か
な
い
が
︑
以
下
で
は
︑
そ
の
学
界
動
向
の
冒
頭
の
一
文
の

み
を
剔
出
し
た
い
︒
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
学
は
︑
た
し
か
に
こ
の
一
文
か
ら
始

ま
っ
た
︑
そ
の
よ
う
な
思
い
さ
え
抱
く
雄
筆
で
あ
る
︒
当
該
誌
︑
一
三
〇
頁

上
段
の
一
文
で
あ
る
︵
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
置
き
換
え
︑
ま
た
ひ
ら
が
な
に

変
え
て
い
る
︶︒

戦
後
数
年
の
間
︑
相
つ
ぐ
変
革
の
過
程
に
あ
っ
て
学
問
研
究
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
生
じ
た
厳
し
い
自
己
変
革
の
現
象
は
︑
国
史
学
に
お
い
て
は
︑

そ
れ
が
戦
時
中
極
度
の
政
治
的
支
配
の
下
に
歪
曲
化
せ
ら
れ
た
と
い
う

特
殊
状
況
に
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
最
近
に

お
け
る
国
史
研
究
の
動
向
を
概
観
す
る
と
き
主
と
し
て
採
り
あ
げ
る
べ

き
は
︑
こ
の
最
も
困
難
な
時
代
を
生
き
抜
く
学
徒
が
い
か
に
し
て
自
己

の
課
題
を
遂
行
し
つ
つ
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
︒

文
中
に
あ
る
﹁
学
問
研
究
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
生
じ
た
厳
し
い
自
己
変
革

の
現
象
﹂

そ
れ
は
︑
巨
大
な
戦
争
の
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
︑
他
方
で
︑
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
人
類
規
模
と
も
み
え
る
大
き
な
社
会
変

化
の
な
か
で
︑
現
代
を
改
め
て
見
直
す
と
い
う
︑
そ
の
意
味
で
の
自
己
変
革

も
し
く
は
自
己
確
認
と
い
う
課
題
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
い
わ

ば
歴
史
研
究
は
た
え
ず
そ
う
し
た
自
己
を
見
つ
め
直
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
こ

と
を
︑
こ
の
学
界
動
向
は
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒︵
了
︶
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