
こ
こ
で
の
問
い
は
、
思
想
史
に
し
て
も
哲
学
史
に
し
て
も
、
ま
ず
は
基
本
的
に
は
学
の
理
念
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
主
観
的
な
い
し
恋
意

的
な
位
置
づ
け
に
お
わ
る
お
そ
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
も
あ
り
、
主
題
を
以
下
に
み
る
と
お
り
、
歴
史
的
な
展
開
の
な
か
に
お
い
て

み
る
こ
と
を
最
初
に
こ
こ
ろ
み
て
い
る
の
は
、
問
題
設
定
が
か
な
ら
ず
し
も
恋
意
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
こ
で
の
検
討
自
体
が
、
「
思

想
史
」
的
な
日
本
近
代
の
「
哲
学
」
「
哲
学
史
」
に
関
す
る
問
題
設
定
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
で
あ
る
。

本
稿
の
筆
者
は
、
倫
理
学
を
自
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
な
が
ら
、
近
代
以
前
の
思
想
史
、
と
く
に
近
世
の
国
学
思
想
、
あ
る
い
は
歴
史
意
識

の
研
究
な
ど
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
と
と
も
に
近
代
、
と
く
に
和
辻
哲
郎
な
ど
の
倫
理
学
・
倫
理
思
想
史
を
扱
い
、
近
代
と
近
代
以
前
の
思

想
史
を
い
わ
ば
往
還
的
に
問
題
に
し
て
き
た
。
そ
れ
も
思
想
史
研
究
が
そ
れ
な
り
に
倫
理
学
的
主
題
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、

こ
の
小
論
で
は
、
日
本
「
思
想
史
」
研
究
と
日
本
「
哲
学
」
な
い
し
「
哲
学
史
」
研
究
と
い
う
、
近
接
し
た
二
つ
の
領
域
の
間
に
あ
る
問
題

に
ふ
れ
な
が
ら
、
歴
史
的
に
ふ
り
か
え
り
、
そ
の
問
題
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
し
て
の
和
辻
哲
郎
の
一
端
に
ふ
れ
る
と
い
う
風
に
す
す
め
て

い
き
た
い
。哲

学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究

ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
Ｉ

は
じ
め
に
ｌ
日
本
思
想
史
研
究
の
成
立
と
近
代
日
本
哲
学
史

清
水
正
之

一



か
つ
、
近
代
を
い
わ
ば
併
習
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
方
法
論
的
立
場
が
、
倫
理
学
的
な
も
の
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
出
来
る
と
考
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
思
想
史
研
究
の
な
か
で
の
自
ら
の
位
置
ど
り
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。

個
人
の
問
題
を
は
な
れ
て
問
い
を
た
て
る
な
ら
、
日
本
思
想
史
研
究
と
い
う
近
代
の
学
問
が
、
そ
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
「
哲
学
」
と
い
う

領
域
か
ら
生
成
し
た
と
い
う
事
実
を
強
く
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
研
究
領
域
を
形
作
っ
た
先
駆
者
の
仕
事
は
、
こ
の
『
日
本
哲
学
史

研
究
』
の
含
意
す
る
「
日
本
の
哲
学
史
」
の
形
成
の
な
か
で
さ
さ
や
か
で
あ
れ
、
相
応
の
位
置
を
占
め
る
権
利
を
有
す
る
と
理
解
し
て
い
る
。

副
題
で
、
「
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
が
、
思
想
史
研
究
の
対
象
の
限
定
と
方
法
を
考
え
る
際
に
、

多
く
を
和
辻
の
思
想
史
研
究
の
内
実
と
そ
の
方
法
に
導
か
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
先
駆
的
研
究
群
の
な
か
で
、
和
辻
が

哲
学
と
思
想
史
の
結
合
の
一
つ
の
型
を
示
し
て
お
り
、
問
題
の
所
在
を
、
典
型
的
に
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
な
お
和
辻
に
つ

い
て
は
、
近
代
の
思
想
史
研
究
の
メ
タ
思
想
史
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
の
限
ら
れ
た
言
及
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
前
も
っ
て
お
断
り
し
て
お
き

た
い
。昨

今
、
日
本
の
哲
学
研
究
の
な
か
で
、
「
日
本
哲
学
」
な
い
し
「
日
本
哲
学
史
」
と
い
う
領
域
を
示
す
用
語
が
よ
う
や
く
ご
く
普
通
に
つ
か

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
誰
し
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
国
外
で
は
早
く
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
た
が
、
日
本
で
は
、
「
日
本
哲
学
」
と
い

う
こ
と
が
長
い
間
、
政
治
的
理
由
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
、
忌
避
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
う
し
た
変
化
は
、
「
日
本
思
想
史
」
の
側
に
も
い
え
る
。
日
本
思
想
史
と
い
う
名
称
は
、
日
本
哲
学
と
同
じ
か
そ
れ
以
上
に
忌
避
の
対
象

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
近
の
大
き
な
変
化
の
一
つ
は
、
研
究
の
内
部
の
問
題
と
し
て
、
か
つ
て
日
本
思
想
史
研
究
と
い
え
ば
、
対
象
と
し
て
近

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

一
日
本
思
想
史
研
究
の
現
状

一
一



代
以
前
を
と
る
こ
と
が
、
圧
倒
的
で
あ
り
、
か
つ
学
的
修
練
と
し
て
も
近
代
以
前
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
。

し
か
し
、
学
会
の
現
状
等
の
せ
ま
い
、
い
わ
ば
〈
学
校
概
念
〉
に
添
っ
て
い
う
な
ら
、
い
ま
や
若
い
研
究
者
の
大
半
は
、
近
代
以
降
に
ま
な

ざ
し
を
向
け
、
対
象
を
選
ん
で
い
る
。
第
二
に
、
日
本
思
想
史
研
究
が
、
戦
後
も
一
応
の
学
際
領
域
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
哲
学
倫
理
学
系
、

歴
史
学
系
、
政
治
学
系
、
経
済
史
学
系
と
い
う
あ
た
り
に
限
ら
れ
、
そ
の
出
自
た
る
、
も
と
の
領
域
で
は
、
半
端
物
の
あ
つ
か
い
を
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
は
、
「
哲
学
的
」
思
想
を
あ
つ
か
う
と
い
う
通
有
の
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
文
字
通
り
の
「
学
際
的
」
領
域
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
研
究
の
細
分
化
は
簡
単
に
総
括
す
れ
ば
、
「
歴
史
学
的
」
な
も
の
、
す
な
わ
ち
思
想
〈
史
〉
が
優
勢
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、

こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
る
が
、
中
国
哲
学
系
の
研
究
者
が
、
か
つ
て
は
中
国
哲
学
研
究
か
ら
は
日
本
思
想
史
を
第
二
義
的
な
領
域
、
い

わ
ば
余
技
の
領
域
と
み
な
し
て
き
た
が
、
現
在
は
最
初
か
ら
日
本
儒
学
を
対
象
と
し
て
、
「
日
本
思
想
史
」
に
参
入
し
て
来
る
と
い
う
変
化
も

挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
変
化
を
み
た
と
き
、
き
わ
め
て
お
お
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
い
ま
や
日
本
思
想
史
研
究
は
、

か
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
西
洋
哲
学
分
野
の
ま
な
ざ
し
を
は
な
れ
た
と
い
う
言
い
方
も
出
来
る
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
近
年
の
脱
構
築
的
な

脱
テ
キ
ス
ト
主
義
、
反
哲
学
の
潮
流
が
ま
た
、
〈
歴
史
学
〉
化
を
加
速
し
た
。

こ
の
よ
う
な
現
状
認
識
の
も
と
で
、
な
お
、
伝
統
的
な
テ
キ
ス
ト
の
再
解
釈
、
再
構
成
が
哲
学
領
域
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
分
野

が
な
に
を
な
し
う
る
か
と
い
う
ま
さ
に
理
念
の
問
題
と
な
っ
て
問
い
は
ふ
り
だ
し
に
も
ど
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め

に
ま
ず
は
歴
史
的
に
思
想
史
研
究
を
ふ
り
返
る
こ
と
を
選
ん
で
み
た
い
。

日
本
思
想
史
研
究
が
市
民
権
を
え
始
め
、
同
時
に
そ
の
研
究
領
域
が
、
か
つ
て
そ
の
母
胎
で
あ
っ
た
哲
学
の
埒
を
こ
え
て
い
る
現
況
の
な
か

で
、
学
の
理
念
に
立
ち
返
る
意
味
と
は
な
に
か
。
ち
な
み
に
本
稿
で
は
日
本
思
想
史
研
究
と
い
う
言
い
方
を
一
貫
し
て
使
用
す
る
が
、
「
日
本

思
想
史
学
」
と
い
う
言
い
方
は
村
岡
典
嗣
を
連
想
さ
せ
る
特
定
の
学
問
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
澗
水
〕
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近
代
日
本
で
、
日
本
の
思
想
的
伝
統
、
す
な
わ
ち
西
洋
的
な
意
味
で
の
哲
学
と
い
う
形
式
を
も
た
な
い
日
本
の
思
想
的
伝
統
を
、
哲
学
的
な

視
点
か
ら
ひ
と
つ
の
哲
学
的
言
語
で
あ
り
、
表
現
で
あ
る
と
し
て
、
日
本
思
想
史
の
研
究
を
こ
こ
ろ
み
る
、
と
い
う
も
く
ろ
み
が
成
立
し
た
の
は
、

明
治
期
の
西
洋
の
学
問
方
法
論
、
と
く
に
哲
学
的
な
方
法
の
受
容
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

ド
イ
ツ
の
文
献
学
や
解
釈
学
の
受
容
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

ま
ず
は
、
日
本
の
思
想
の
研
究
は
、
近
代
日
本
の
大
学
の
制
度
の
創
設
の
な
か
、
学
制
の
は
ざ
ま
で
、
正
当
な
位
置
を
も
て
な
い
も
の
と
し

て
始
ま
っ
た
。
本
来
は
、
国
文
学
や
国
史
（
日
本
史
）
学
も
同
様
な
運
命
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
（
‐
）
。
哲
・
史
・
文
と
い

う
今
に
至
る
人
文
系
学
問
の
区
分
の
中
で
、
哲
学
に
だ
け
日
本
思
想
な
い
し
日
本
哲
学
が
お
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
形
で
は
じ
ま
り
、
そ
の
傾

向
は
い
ま
に
い
た
る
。
史
学
お
よ
び
文
学
に
、
国
文
学
研
究
、
お
よ
び
国
史
研
究
が
お
か
れ
た
事
情
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
わ
れ
て
い

る
が
、
と
も
か
く
も
哲
学
だ
け
に
日
本
哲
学
・
思
想
に
属
す
る
科
目
は
お
か
れ
な
い
と
い
う
形
で
、
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
佐
久
間
象
山
流
の
、

東
洋
道
徳
・
西
洋
芸
術
と
い
う
、
技
術
は
西
洋
に
、
「
形
而
上
」
の
問
題
は
東
洋
に
分
が
あ
る
と
い
う
幕
末
の
認
識
か
ら
一
転
し
、
精
神
自
体

の
西
洋
的
な
も
の
の
受
容
に
軸
足
を
移
し
た
近
代
初
頭
の
一
つ
の
選
択
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
長
い
伝
統
を
も
つ
東
洋
哲
学
、

東
洋
史
、
東
洋
文
学
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
か
充
分
な
資
料
や
研
究
が
な
い
が
、
哲
史
文
の
な
か
に
組
み
込

ま
れ
る
事
自
体
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
日
本
思
想
史
研
究
と
い
う
言
葉
を
つ
か
う
に
あ
た
っ
て
、
留
保
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
井
上
哲
次
郎
の
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
（
明
治
三
三
年
）
を
初
め
と
す
る
儒
教
三
部
作
等
の
、
伝
統
儒
学
を
ド
イ

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

二
日
本
思
想
史
の
成
立
ｌ
日
本
近
代
の
哲
学
受
容
の
一
局
面
と
し
て
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シ
流
の
哲
学
的
分
析
の
対
象
と
し
た
動
向
、
あ
る
い
は
仏
教
を
対
象
と
し
た
同
じ
よ
う
な
動
向
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
い
う
と

こ
ろ
の
日
本
思
想
史
研
究
に
は
い
れ
な
い
で
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
日
本
を
東
洋
の
伝
統
か
ら
は
一
応
独
立
の
伝
統
と
と
ら
え
る
志
向
を
蔵
し

て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
日
本
思
想
史
研
究
の
動
向
と
通
底
し
て
い
た
と
は
い
え
る
が
、
一
方
で
、
始
源
か
ら
の
日
本
の
思
想
史
の
性
格
を

問
う
と
い
う
問
題
意
識
と
い
う
点
は
、
む
し
ろ
希
薄
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
近
代
学
制
の
な
か
に
正
当
な
存
在
理
由
を
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
状
況
で
は
じ
ま
っ
た
、
日
本
の
思
想
の
学
的
研
究
の
意
欲
は
、
日

本
思
想
史
の
研
究
を
重
要
で
不
可
欠
と
考
え
た
そ
の
創
始
者
た
ち
に
一
様
の
強
い
方
法
の
意
識
を
も
た
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
日
本

思
想
史
と
い
う
領
域
を
ま
ず
は
理
念
的
に
創
出
し
た
も
の
と
し
て
芳
賀
矢
一
（
一
八
六
七
’
一
九
二
七
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
自
身

は
、
近
代
国
文
学
の
創
設
者
で
あ
り
、
か
れ
の
こ
こ
ろ
み
は
、
文
学
研
究
の
近
代
的
科
学
的
研
究
と
し
て
の
確
立
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
は
、
哲
学
史
な
い
し
思
想
史
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
志
向
は
、
「
国
語
・
国
文
を
基
礎
と
し
て
日
本
国
民
の
性
質

を
研
究
す
る
」
と
い
う
点
に
帰
着
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
渡
独
前
の
『
国
学
史
概
要
』
）
。
後
に
書
い
た
日
本
人
論
『
国
民
性
十
論
』
（
明

治
四
一
年
）
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
志
向
の
な
か
で
描
か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
芳
賀
は
、
国
文
学
を
西
洋
の
文
学
研
究
に
照
ら
し
て
「
科

学
的
」
な
も
の
と
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
含
ん
で
、
ド
イ
ツ
に
留
学
す
る
（
一
九
○
○
’
一
九
○
二
）
。
そ
し
て
、
渡
独
前
か
ら
の
関
心
で
あ
っ
た
、

ベ
ッ
ク
の
文
献
解
釈
学
、
歴
史
学
派
の
精
神
科
学
、
精
神
史
の
概
念
を
学
ん
で
帰
国
す
る
。
帰
国
後
、
多
く
の
論
文
・
講
演
で
ド
イ
ツ
文
献
学

と
り
わ
け
ベ
ッ
ク
の
文
献
学
に
言
及
し
ま
た
研
究
し
て
い
る
。
彼
は
、
『
国
民
性
十
論
』
の
印
象
か
ら
も
、
性
々
に
し
て
粗
野
な
知
性
と
み
な

さ
れ
て
い
る
が
、
伝
統
と
近
代
化
の
方
向
を
見
据
え
た
議
論
は
み
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
単
な
る
一
国
的
近
代
化
論
者
で
な
い
こ
と
は
、

国
文
学
へ
の
漢
文
学
の
影
響
を
鑑
み
れ
ば
、
国
文
学
科
は
、
日
本
文
学
と
中
国
文
学
と
の
併
習
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
な
ど
、
思
想
史

研
究
を
考
え
る
場
合
に
も
、
示
唆
的
な
議
論
が
多
く
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
主
張
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
お
く
。
渡
独
以
前
の
文
章
か
ら
見
る
と
、
文
学
は
「
普
通
識
」
と
「
普
通
情
」
を
示
す
が

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
Ｉ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
消
水
〕

五



故
に
文
明
化
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
（
Ⅱ
．
一
四
）
（
２
）
。
文
献
学
は
近
世
の
「
国
学
」
に
通
ず
る
が
、
①
国
学
は
心
理
学
・
音
韻
論
の
あ
と

お
し
が
な
く
、
「
科
学
的
」
で
な
い
、
②
日
本
を
第
一
と
す
る
国
粋
主
義
の
た
め
、
儒
仏
と
の
比
較
研
究
が
な
い
、
③
対
象
が
上
古
に
偏
し
て
、

古
代
を
理
想
社
会
と
し
た
た
め
歴
史
研
究
が
お
く
れ
た
、
な
ど
の
欠
点
を
も
つ
。
し
か
し
そ
う
し
た
欠
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
学
は
ド
イ
ツ
文

献
学
に
擬
す
こ
と
が
で
き
、
日
本
の
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
て
よ
い
、
と
考
え
て
い
た
（
『
国
学
史
概
要
』
）
。
な
お
帰
国
後
の
講
演
筆
記
、
『
国

学
と
は
何
ぞ
や
』
で
は
ド
イ
ツ
お
よ
び
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
献
学
へ
の
理
解
の
深
ま
り
が
、
国
学
及
び
そ
れ
を
継
承
す
る
国
文
学
の
あ
り
か

た
の
把
握
を
い
っ
そ
う
明
瞭
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
学
の
確
立
の
た
め
に
は
、
多
様
な
文
献
学
の
な
か
で
も
、
ウ
ー
ゼ
ナ
ー
の
よ
う
に
、

美
術
・
法
制
な
ど
の
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
国
際
比
較
を
主
張
し
た
文
献
学
者
の
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
芳
賀
に
よ
れ
ば
「
横
に
つ
い
て
の
論
」
で
は

〔
マ
マ
〕

な
く
、
そ
れ
ら
の
潮
流
と
は
異
な
る
フ
ン
ボ
ル
ト
、
ヘ
ウ
ル
マ
ン
・
パ
ウ
ル
ら
「
縦
に
つ
い
て
の
論
」
（
Ｉ
・
一
五
八
）
あ
る
い
は
二
国
の
学
」

（
１
．
一
六
三
）
、
す
な
わ
ち
一
国
文
献
学
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
立
場
を
採
る
文
献
学
を
、
援
用
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
文

献
学
の
援
用
か
ら
、
文
献
学
と
し
て
の
国
学
は
、
「
範
囲
を
古
代
に
置
」
き
、
「
言
語
、
即
ち
文
学
に
現
れ
た
所
を
材
料
と
し
て
、
国
体
を
知
る
」

（
以
上
一
六
二
’
一
六
三
）
こ
と
に
目
的
を
置
く
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
ク
の
古
代
研
究
の
、
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」
含
房
①
目
ｇ
号
碗
陣
百
．
貝
ｇ
）
と
い
う
標
語
・
精
神
に
導
か
れ
、
国
学
を
ド
イ
ツ

文
献
学
に
比
す
べ
き
も
の
と
し
、
国
語
国
文
す
な
わ
ち
国
文
学
を
、
国
学
を
文
献
学
と
し
て
高
め
彫
琢
す
る
こ
と
で
確
か
な
も
の
と
し
よ
う
と

い
う
芳
賀
の
方
向
は
、
思
想
史
の
構
想
で
も
あ
っ
た
。

「
文
学
は
、
心
性
の
作
用
に
起
因
す
る
も
の
な
る
事
、
既
に
い
へ
る
が
如
く
な
れ
ば
、
文
学
の
沿
革
を
知
る
は
、
こ
れ
実
に
心
性
の
発

達
を
み
る
に
外
な
ら
ず
。
故
に
国
文
学
の
沿
革
を
研
究
す
る
は
、
吾
人
に
於
て
は
、
最
も
興
味
あ
る
べ
き
事
業
な
る
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
、

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

」
（
『
国
文
学
読
本
』
、
Ⅱ
・
一
八
、
傍
線
は
清
水
に
よ
る
。
以
下

一
ハ



さ
て
、
日
本
思
想
史
が
、
よ
り
一
層
学
問
と
し
て
の
基
礎
を
強
固
に
し
た
の
は
、
村
岡
典
嗣
（
一
八
八
四
’
一
九
六
四
）
に
よ
っ
て
で
あ
っ

た
。
彼
の
そ
れ
は
と
く
に
「
日
本
思
想
史
学
」
と
称
さ
れ
る
。
村
岡
は
、
文
献
学
Ⅱ
国
学
と
い
う
観
点
、
ま
た
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ッ
ク
の
文
献

学
へ
の
着
眼
も
芳
賀
矢
一
に
負
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
『
本
居
宣
長
』
）
。
村
岡
の
、
研
究
上
の
出
自
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
哲
学
で
あ
っ

た
。
そ
の
研
究
経
歴
を
、
西
洋
哲
学
時
代
、
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
時
代
、
国
学
を
主
と
す
る
日
本
思
想
史
研
究
時
代
、
日
本
思
想
史
方
法
論
時
代
、

と
分
け
る
見
方
が
あ
る
が
（
３
）
、
西
洋
哲
学
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
精
一
を
師
と
し
て
、
サ
バ
テ
イ
エ
の
『
宗
教
哲
学
概
論
』
、
ヴ
イ
ン
デ
ル
バ

ン
ト
の
『
近
世
哲
学
史
』
の
翻
訳
、
ギ
リ
シ
ャ
研
究
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
と
く
に
横
浜
の
ド
イ
ツ
神
学
校
在
籍
中
は
、
新
カ
ン
ト
派
、
ド
イ
ツ

の
神
学
の
最
新
の
潮
流
を
学
ん
で
い
た
（
４
）
。

こ
の
研
究
史
の
区
分
で
も
、
最
後
の
段
階
に
、
方
法
論
へ
の
言
及
が
集
中
す
る
な
ど
、
生
涯
、
哲
学
的
志
向
を
た
も
ち
、
文
献
学
一
般
へ
の

関
心
を
持
続
し
、
ま
た
日
常
的
に
も
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
読
解
を
弟
子
に
す
す
め
る
な
ど
自
ら
の
思
想
史
研
究
を
、
哲
学
の
一
分
科
と
み
て
い
た

ち
な
み
に
、
芳
賀
と
同
じ
船
で
、
夏
目
金
之
助
（
漱
石
）
も
渡
欧
し
て
い
る
。
夏
目
は
イ
ギ
リ
ス
で
、
文
学
と
い
う
概
念
の
、
彼
我
の
ち
が

い
に
悩
む
が
、
こ
の
芳
賀
の
揺
る
ぎ
な
い
文
学
観
と
の
ち
が
い
は
、
そ
れ
自
体
思
想
史
的
関
心
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
哲
学
研
究
全
体

に
お
い
て
も
同
様
だ
が
、
芳
賀
以
降
の
日
本
思
想
史
研
究
が
ド
イ
ツ
哲
学
の
圧
倒
的
な
影
響
下
で
、
そ
の
歩
み
を
つ
づ
け
た
こ
と
は
、
近
代
日

本
の
そ
れ
ら
を
運
命
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
印
象
深
い
。

の
引
用
で
も
同
じ
。
）

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕

三
哲
学
と
思
想
史
研
究
ｌ
村
岡
に
お
け
る
哲
学
と
思
想
史
の
分
裂

七



こ
と
、
た
し
か
で
あ
っ
た
。
い
ま
な
お
名
著
と
さ
れ
る
『
本
居
宣
長
』
（
明
治
四
四
年
、
昭
和
三
年
増
訂
）
な
か
で
、
宣
長
学
は
、
欧
州
の
文
献
学
、

古
代
学
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
学
界
に
お
け
る
、
文
献
学
勺
巨
◎
旨
唱
①
、
古
代
学
シ
言
昌
自
切
乏
爵
９
号
島
の
概
念
を
連
想
さ
せ
る
と
し
、
な
か

で
も
、
そ
の
本
質
的
概
念
を
あ
き
ら
か
に
し
た
「
ア
ウ
グ
ス
ト
・
斗
岸
辛
外
」
の
名
を
挙
げ
て
、
そ
の
学
説
を
詳
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
学
を

里
号
さ
四
⑦
に
擬
す
る
こ
と
を
明
治
の
新
し
い
国
学
者
の
ひ
と
り
、
芳
賀
矢
一
に
よ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り

で
あ
る
。
彼
も
、
日
本
の
国
学
の
伝
統
を
評
価
し
、
そ
の
文
献
学
と
し
て
の
彫
琢
を
視
野
に
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
、
芳
賀
、
村
岡
と
、
日
本
思
想
史
研
究
の
歴
史
を
追
う
こ
と
に
い
さ
さ
か
深
入
り
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
背
景
を
理

解
す
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
村
岡
の
、
ま
さ
に
哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
の
間
に
横
た
わ
る
問
題
を
、
あ
ら
た
め
て
概
念
化
す
る
た
め
に
必

須
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
引
く
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
に
は
村
岡
の
「
哲
学
」
へ
の
志
向
と
、
い
わ
ゆ
る
実
証
的
と
さ
れ
る
彼
の
思
想
史
研
究
と
の
微
妙
だ
が
、
考
え
る
べ
き
関
係
の
問
題
が

「
近
年
性
々
に
し
て
、
欧
州
学
問
に
範
鴫
よ
り
独
立
し
て
の
日
本
学
提
唱
の
声
を
聴
く
。
そ
の
志
や
壮
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
前
提

と
し
て
、
そ
の
為
に
は
、
欧
州
が
創
造
し
た
認
識
論
に
対
し
て
、
全
く
新
た
な
る
し
か
も
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
別
種
の
認
識
論
が
樹

立
せ
ら
れ
て
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
吾
人
は
決
し
て
わ
す
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
哲
学
の
根
本
革
新
は
、

或
い
は
我
が
国
の
哲
学
者
に
課
せ
ら
れ
た
、
将
来
の
大
い
な
る
任
務
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
国
学
の
学
的
完
成
は
、
実
際
的
に
そ

れ
と
は
別
に
為
さ
る
べ
く
、
ま
た
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
れ
の
た
め
に
、
折
角
に
明
治
以
来
成
し
遂
げ
来
た
っ
た
国
学
の
、
種
々

の
方
面
に
於
け
る
近
代
学
問
的
発
達
の
途
を
、
阻
止
す
る
お
そ
れ
あ
ら
し
め
る
が
如
き
は
、
我
が
国
の
学
問
、
ま
た
文
化
の
為
に
い
か

ん
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
（
「
国
学
の
性
格
」
昭
和
一
四
年
、
『
増
訂
日
本
思
想
史
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）
二
三
頁
）
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

八



な
が
れ
の
な
か
に
あ
る
。

芳
賀
、
村
岡
の
思
想
史
研
究
の
方
向
を
、
や
や
詳
細
に
み
て
き
た
の
は
、
戦
前
の
思
想
史
研
究
に
、
か
れ
ら
の
ベ
ッ
ク
文
献
学
へ
の
関
心
と
、

そ
れ
に
よ
る
思
想
史
研
究
が
多
大
な
影
響
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
芳
賀
や
村
岡
で
は
、
特
に
言
及
は
な
い
が
、
哲
学
史
上
の
、
ベ
ッ

ク
な
ど
の
文
献
学
と
そ
の
後
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
と
の
連
関
、
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
に
よ
る
文
献
学
の
学
統
の
言
及
・
受
容
な
ど
に
関

す
る
哲
学
専
門
家
の
研
究
が
、
日
本
思
想
史
研
究
に
あ
た
え
た
意
味
は
、
深
く
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
さ
に
和
辻
は
そ
の

え
よ
声
フ
。

芳
賀
、

み
ら
れ
る
。
日
本
思
想
史
の
学
的
（
未
完
〉
性
を
み
す
え
る
と
と
も
に
、
将
来
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
別
種
の
認
識
論
、
す
な

わ
ち
「
哲
学
」
の
樹
立
に
む
す
び
つ
く
も
の
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
、
い
う
「
別
種
の
認
識
論
」
の
樹
立
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
彼
の
新
カ
ン
ト
ヘ
の
親
近
を
考
え
る
な
ら
、
精
神
科
学
の
理
念
的
先
導
と
し
て
の

哲
学
を
想
定
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
が
、
な
お
不
分
明
で
あ
る
。
た
だ
、
初
期
著
作
『
本
居
宣
長
』
で
は
、
宣
長
学
の
性
格
を
論
じ
て
、
宣
長

の
思
想
そ
の
も
の
が
ベ
ッ
ク
流
の
文
献
学
の
埒
を
越
え
て
、
「
絶
対
の
学
」
す
な
わ
ち
「
哲
学
」
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に

そ
の
宣
長
の
性
格
・
資
質
を
「
わ
が
国
民
性
本
来
の
代
表
的
特
質
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
あ
る
程
度
は
読
み
取
れ
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
他
い
く
つ
か
の
箇
所
で
、
哲
学
へ
の
志
向
と
、
そ
れ
を
断
念
し
て
文
献
学
へ
局
限
す
る
こ
と
と
の
間
の
村
岡
の
〈
葛
藤
〉

と
よ
め
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
事
を
念
頭
に
置
く
と
、
そ
の
〈
葛
藤
〉
は
こ
の
後
期
の
昭
和
一
四
年
の
文
章
に
も
ひ
き
つ
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
。

当
然
に
、
時
代
の
日
本
精
神
の
鼓
吹
へ
の
慎
重
な
、
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
と
い
う
面
も
よ
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ま
に
お
い

て
も
、
哲
学
的
な
分
科
で
あ
ろ
う
と
す
る
日
本
思
想
史
研
究
が
抱
え
る
問
題
を
き
わ
め
て
端
的
か
つ
、
鋭
利
に
表
現
し
て
い
る
文
で
あ
る
と
い

こ
こ
で
、
村
岡
の
め
ざ
し
て
い
た
も
の
、
そ
し
て
彼
の
葛
藤
と
跨
曙
を
手
が
か
り
に
、
哲
学
と
思
想
史
の
関
係
を
、
こ
こ
ろ
み
に
概
念
化
し

て
お
き
た
い
。
あ
え
て
そ
れ
を
た
て
て
み
る
な
ら
、
哲
学
の
も
つ
「
体
系
的
全
体
性
」
（
全
体
性
Ａ
）
と
、
文
献
学
の
も
つ
「
文
献
学
的
全
体
性
」

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕
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（
全
体
性
Ｂ
）
と
に
わ
け
て
み
る
こ
と
が
、
で
き
る
だ
ろ
う
。
芳
賀
に
し
て
も
村
岡
に
し
て
も
、
そ
の
思
想
史
へ
の
志
向
は
、
日
本
の
古
代
か

ら
近
代
に
到
る
思
想
の
特
質
の
全
体
性
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
性
は
、
テ
キ
ス
ト
を
、
古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る

通
時
的
な
日
本
思
想
史
の
流
れ
の
中
に
選
択
的
に
な
い
し
網
羅
的
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
志
向
性
を
（
潜
在
的
に
と
ど
ま
っ
た
と
し
て
も
）
蔵

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
文
献
学
的
全
体
性
（
Ｂ
）
、
哲
学
的
・
倫
理
学
的
原
理
性
と
も
い
う
べ
き
、
日
本
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
人
間
一
般
．

人
文
科
学
全
体
を
方
法
的
に
傭
敵
す
る
原
理
性
（
潜
在
的
可
能
性
と
し
て
止
ま
っ
た
場
合
も
ふ
く
む
）
と
い
う
意
味
で
の
哲
学
的
全
体
性
（
Ａ
）

と
の
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
あ
と
の
和
辻
の
問
題
に
は
い
る
と
き
に
、
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
村
岡
に
と
っ
て
は
、
そ
の
全
体
性
Ｂ
は
、
か
な
ら

ず
し
も
全
体
性
Ａ
と
は
一
致
し
な
い
、
と
い
う
彼
の
留
保
的
な
認
識
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
村
岡
の
、
本
居
宣
長
に
向

け
た
真
の
哲
学
者
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
ふ
り
か
え
る
な
ら
、
宣
長
は
、
文
献
学
的
全
体
性
が
、
同
時
に
哲
学
的
な
全
体
性
と
む
す
び
つ
い
た

希
有
な
日
本
の
思
想
家
で
あ
っ
た
と
み
て
い
た
と
い
え
る
か
と
思
う
。
同
時
に
村
岡
自
身
に
は
、
そ
の
二
つ
の
全
体
性
が
必
ず
し
も
結
び
つ
か

な
い
と
い
う
微
妙
な
意
識
が
あ
っ
た
と
い
え
る
（
５
）
。

以
上
の
〈
全
体
性
〉
を
め
ぐ
る
仮
設
的
議
論
は
、
近
代
の
そ
の
他
の
日
本
思
想
史
研
究
の
潮
流
を
み
た
と
き
、
そ
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

お
お
か
た
が
そ
の
哲
学
的
全
体
性
と
文
献
学
的
全
体
性
を
、
一
つ
の
か
な
め
と
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
視
点
で
み
る
こ
と
で
、
戦
前
の
日

本
思
想
史
研
究
の
流
れ
を
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
の
足
下
の
問
題
に
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
簡
単
に
、
哲
学
と
し
て
の
日
本
思
想
史
を
構
想
し
た
い
く
つ
か
の
流
れ
に
つ
い
て
の
私
見
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
き
わ
め
て
荒
い

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

四
日
本
思
想
史
研
究
の
諸
潮
流

一

○



さ
ら
に
あ
え
て
比
較
的
検
討
の
た
め
に
挙
げ
る
な
ら
、

⑥
濃
厚
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
気
風
の
な
か
で
の
戦
後
近
代
主
義
の
萌
芽
と
し
て
の
丸
山
真
男
ら
と
そ
の
周
辺
。

⑦
日
本
の
思
想
、
文
化
に
言
及
す
る
場
合
の
京
都
学
派
の
哲
学
。

な
ど
も
そ
の
中
に
い
れ
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
を
詳
し
く
論
じ
る
の
は
、
別
の
機
会
に
し
た
い
が
、
た
と
え
ば
、
津
田
左
右
吉
は
、
本
稿
で
い
う
哲
学
、
す
な
わ
ち
西
洋
哲
学
を
ひ

と
つ
の
規
範
と
し
て
思
想
史
を
構
想
し
た
と
は
言
い
難
い
、
む
し
ろ
漢
学
・
儒
教
哲
学
の
流
れ
に
入
れ
る
べ
き
で
な
い
か
と
い
う
印
象
も
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
ラ
ン
ケ
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
文
化
史
へ
の
関
心
は
、
そ
の
口
ぶ
り
は
淡
々
と
し
て
い
る
が
、
あ
き
ら
か
に

深
い
も
の
が
あ
り
、
広
い
意
味
で
の
西
洋
学
の
影
響
下
に
あ
る
と
見
な
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
中
に
入
れ
た
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
潮
流
は
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
、
神
話
よ
り
近
代
に
到
る
ま
で
の
、
日
本
の
思
想
の
流
れ
を
、
研
究
の
対
象
と
み
た
と
い

う
意
味
で
、
全
体
性
（
Ｂ
）
を
志
向
す
る
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
解
釈
学
で
あ
れ
、
唯
物
論
で
あ
れ
、
近
代
主
義
で
あ
れ
、
そ
の
原
理
的
全

体
性
（
Ａ
）
を
他
方
で
、
考
え
、
か
つ
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
原
理
性
の
う
え
に
、
西
洋
的
な
意
味
で
の
「
哲

わ
け
か
た
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ひ
き
つ
づ
き
仮
設
的
な
議
論
を
た
て
て
問
題
の
所
在
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
た
め
で
あ
る
。

①
ベ
ッ
ク
ら
の
ド
イ
ツ
文
献
学
を
方
法
と
す
る
芳
賀
矢
一
、
国
学
を
文
献
学
に
擬
す
る
こ
と
を
芳
賀
か
ら
学
ん
だ
と
す
る
村
岡
典
嗣
。

②
ド
イ
ツ
文
献
学
か
ら
解
釈
学
へ
の
展
開
、
さ
ら
に
現
象
学
の
摂
取
と
批
判
を
背
景
に
し
た
和
辻
哲
郎
。

③
現
象
学
的
。
全
面
的
に
は
展
開
さ
せ
な
か
っ
た
が
日
本
精
神
史
へ
の
志
向
を
あ
き
ら
か
に
有
し
た
土
田
杏
村
。

④
漢
学
の
伝
統
に
よ
り
な
が
ら
、
他
方
で
、
西
洋
文
化
史
等
の
知
識
を
背
景
と
す
る
津
田
左
右
吉
。

⑤
マ
ル
ク
ス
主
義
・
唯
物
論
哲
学
に
た
つ
永
田
広
志
、
三
枝
博
音
。

等
に
分
類
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕
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学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
な
い
日
本
の
思
想
史
を
、
対
象
を
文
学
や
歴
史
思
想
に
と
り
な
が
ら
、
学
派
史
、
教
派
史
や
宗
派
史
で
な
い
、
全
体

的
な
思
想
史
を
え
が
こ
う
と
し
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
特
徴
で
あ
る
。

近
年
の
脱
構
築
的
な
思
想
史
研
究
の
な
か
で
、
中
で
も
ド
イ
ツ
文
献
学
・
解
釈
学
の
流
れ
に
属
す
る
思
想
史
研
究
が
、
そ
の
描
い
た
日
本
思

想
史
像
ゆ
え
に
批
判
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
ま
た
丸
山
真
男
の
「
古
層
論
」
を
端
緒
と
す
る
、
彼
の
方
法
論
・
思
想
像
へ
の
激
烈
な
批
判
は
、
前

述
の
思
想
史
研
究
の
分
類
の
ど
れ
へ
も
投
げ
か
け
ら
れ
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
、
一
国
的
思
想
史
、
国
民
国
家
の
創
出
に
手
を
貸

し
た
思
想
史
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
深
入
り
は
こ
こ
で
は
し
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
端
的
に
い
っ
て
近

代
日
本
の
学
術
の
形
成
の
な
か
で
、
こ
う
し
た
思
想
史
研
究
を
も
ち
え
た
こ
と
を
そ
の
こ
と
自
体
は
幸
運
だ
っ
た
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
形
で
日
本
像
を
も
ち
え
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
東
ア
ジ
ア
の
学
術
の
近
代
的
展
開
の
中
で
も
独
特
で
あ
り
（
伝
統
思
想
を
、
文
学
な

ど
過
去
の
感
性
的
な
実
質
を
ふ
く
め
て
、
内
在
的
に
再
解
釈
し
一
個
の
哲
学
的
言
説
と
し
て
仮
構
し
な
お
す
と
い
う
こ
こ
ろ
み
）
、
最
近
に
な
り
、

他
の
東
ア
ジ
ア
地
域
で
も
そ
う
し
た
方
法
（
解
釈
学
の
摂
取
と
そ
れ
に
よ
る
儒
教
思
想
研
究
な
ど
）
に
よ
る
自
文
化
の
思
想
史
の
再
考
が
は
じ

ま
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
（
６
）
。
日
本
の
近
代
化
が
内
発
的
で
な
い
、
と
い
う
夏
目
の
批
判
も
、
日
本
思
想
史
研
究
の
近
代
日
本
で
の
展
開
を

ふ
り
か
え
る
と
、
一
表
象
と
し
て
は
「
内
発
的
」
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
い
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
く
な
く
と
も
、
批
判
し
克
服
す
る

思
想
史
像
を
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
残
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
世
に
と
っ
て
僥
倖
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
思
想
史
研
究
の
潮
流
が
、
古
来
の
日
本
の
知
（
対
象
は
仏
教
・
儒
教
を
扱
い
な
が
ら
教
派
思
想
史
や
学
派
思
想
史
で
な
い

と
す
れ
ば
、
文
芸
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
）
を
考
察
の
素
材
と
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
そ
の
日
本
の
知
に
む
か
う
知
は
、
〈
外
部
的
知
〉
〈
西

洋
哲
学
的
知
〉
で
あ
り
、
〈
全
体
的
知
〉
で
あ
り
、
端
的
に
〈
近
代
的
知
〉
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号
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和
辻
の
哲
学
的
倫
理
学
的
著
作
と
、
彼
の
思
想
史
的
叙
述
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
、
こ
こ

ま
で
概
観
し
た
思
想
史
研
究
と
の
関
係
に
し
ぼ
っ
て
論
じ
た
い
。
和
辻
は
、
芳
賀
矢
一
や
村
岡
典
嗣
と
は
こ
と
な
り
、
思
想
史
研
究
者
で
あ
る

と
と
も
に
、
他
方
で
、
哲
学
・
倫
理
学
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
で
、
文
献
学
や
解
釈
学
自
体
を
語
り
、
そ
の
こ
と
が
仕
事
と
な
り
う
る
立
場
に
い
た
。

そ
の
点
で
は
芳
賀
や
村
岡
ら
の
ア
イ
デ
ア
は
、
講
演
録
、
未
整
理
の
講
義
ノ
ー
ト
な
ど
に
多
く
密
や
か
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
は
日
本

の
哲
学
史
と
し
て
は
明
瞭
に
は
浮
き
出
し
て
こ
な
い
。

そ
の
和
辻
の
立
場
は
、
前
述
の
分
け
方
に
あ
て
は
め
る
な
ら
、
原
理
的
全
体
性
（
Ａ
）
が
同
時
に
テ
キ
ス
ト
の
全
体
性
（
Ｂ
）
と
か
さ
な
る

と
い
う
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
和
辻
を
め
ぐ
る
賛
否
の
議
論
も
ま
さ
に
そ
の
点
に
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
『
日

本
倫
理
思
想
史
』
、
そ
し
て
そ
の
祖
型
と
も
い
う
べ
き
『
尊
皇
思
想
の
伝
統
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
（
当
然
に
選
択
的
で
は
あ
る
が
）
き
わ
め

て
網
羅
的
に
示
さ
れ
た
日
本
思
想
史
の
テ
キ
ス
ト
が
、
古
代
神
話
の
清
明
心
か
ら
は
じ
め
、
正
直
、
誠
実
に
い
た
る
無
私
の
伝
統
を
示
し
て
い

る
と
い
っ
た
思
想
史
の
構
図
は
、
そ
の
和
辻
的
全
体
性
が
、
典
型
的
に
し
め
さ
れ
た
一
つ
の
例
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
和
辻
の
思
想
的
展
開
の
な
か
で
、
そ
の
初
期
中
期
に
は
、
倫
理
学
と
倫
理
思
想
史
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
自
覚
的
な
意
識
は
な

日
本
思
想
史
研
究
の
展
開
を
、
日
本
近
代
の
思
想
史
、
あ
る
い
は
広
義
の
哲
学
史
の
ひ
と
つ
と
し
て
描
く
と
い
う
企
図
の
一
端
を
し
め
し
た

く
、
い
さ
さ
か
迂
遠
な
道
を
た
ど
っ
て
き
た
。
文
献
学
・
解
釈
学
を
背
景
と
す
る
潮
流
と
は
異
な
る
も
の
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
主
義
、
近
代
主
義
、

あ
る
い
は
京
都
学
派
の
日
本
の
思
想
史
研
究
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
、
論
じ
る
こ
と
と
し
て
、
最
後
に
和
辻
哲
郎
に
ふ
れ
る
こ
と

と
し
た
い
。哲

学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕

五
和
辻
に
お
け
る
『
倫
理
学
』
と
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
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か
つ
た
、
と
い
う
見
解
は
、
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
吉
田
真
樹
の
、
『
日
本
精
神
史
研
究
』
の
段
階
で
は
、
「
未
だ
方
法
的

な
模
索
の
途
上
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
む
し
ろ
歴
史
の
中
に
原
理
を
見
出
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
傾
向
を
顕
著
に
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
は

そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
７
）
。
吉
田
に
よ
れ
ば
、
倫
理
思
想
史
研
究
と
倫
理
学
研
究
を
わ
け
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
大
正
期
の
和
辻
の
特
徴
が
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
和
辻
の
そ
の
後
の
変
化
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
京
都
赴
任
、
そ
し
て
倫
理
学
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で
の
自
己
の
位

置
づ
け
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
倫
理
学
を
担
う
も
の
と
し
て
、
全
体
性
（
Ａ
）
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
立
場
に
つ
く
こ
と
に
な
っ

た
和
辻
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
下
は
、
こ
う
し
た
変
化
の
な
か
で
、
和
辻
の
牢
固
に
み
え
る
構
築
の
中
に
、
か
す
か
な
方
法
的
揺
ら
ぎ
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
指
摘
し
、

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
と
の
関
係
と
い
う
主
題
の
考
察
に
資
す
る
も
の
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。

さ
て
、
当
初
、
和
辻
の
中
で
、
倫
理
学
、
倫
理
思
想
史
と
の
関
係
が
か
な
ら
ず
し
も
自
覚
的
に
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、
別
の

面
か
ら
証
左
と
な
る
よ
う
な
和
辻
の
文
章
が
あ
る
。

古
い
講
義
草
案
を
お
こ
し
て
出
版
し
た
『
ホ
メ
ロ
ス
批
判
』
に
つ
け
た
序
言
（
一
九
四
六
）
に
お
い
て
、
自
ら
の
文
化
史
の
仕
事
（
『
原
始

キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
史
的
意
義
』
『
日
本
精
神
史
研
究
』
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
『
孔
子
』
な
ど
）
の
段
階
を
回
顧
し
て
和
辻
は
い
う
。
す

な
わ
ち
、
故
ケ
ー
ベ
ル
の
古
典
フ
イ
ロ
ロ
ギ
ー
ヘ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
言
葉
を
、
自
分
は
、
ケ
ー
ベ
ル
の
死
の
二
十
四
年
後
の
今
に
し
て
「
初

め
て
」
そ
の
意
味
を
わ
か
り
か
け
た
よ
う
に
感
ず
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
出
版
に
あ
た
っ
て
の
、
ケ
ー
ベ
ル
ヘ
の
オ
マ
ー

ジ
ュ
と
い
う
面
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
和
辻
は
、
「
文
献
批
判
が
国
文
学
や
漢
文
学
の
発
達
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
」
、
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
文
学
と
哲
学
の
あ
い
だ
の
親
密
な
連
関
に
留
意
す
る
よ
う
」
注
意
す
る
よ
う
若
い
学
徒
に
む
け
語
り
、
「
在
来
の
よ
う

な
ち
ぐ
は
ぐ
な
歩
き
方
に
甘
ん
ぜ
ら
れ
な
い
こ
と
」
を
希
望
す
る
と
書
い
て
い
る
。
戦
前
に
か
か
れ
た
『
倫
理
学
』
上
の
な
か
で
も
す
で
に
ベ
ッ

ク
等
に
か
な
り
の
部
分
ふ
れ
て
お
り
、
文
献
学
へ
の
言
及
が
、
こ
の
時
点
で
は
じ
め
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
自
ら
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文
献
学
・
解
釈
学
へ
の
言
及
は
、
『
倫
理
学
』
上
巻
に
集
中
し
て
出
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
文
献
学
・
解
釈
学
へ
の
関
心
と
、
ホ
ー
メ
ロ
ス

批
判
の
序
言
の
趣
と
は
、
若
干
の
齪
儲
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
『
倫
理
学
』
で
の
文
献
学
・
解
釈
学
へ
の
関
心

を
周
知
の
こ
と
を
ふ
く
め
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

和
辻
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
学
と
し
て
の
学
た
る
倫
理
学
に
は
、
「
有
の
学
」
や
個
人
の
「
当
為
意
識
の
学
」
で
は
な
く
、
「
人
間
的
地
盤
の
解
明
」

こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
。
人
間
の
「
主
体
性
的
存
在
の
解
明
」
は
「
方
法
」
の
問
題
で
解
け
る
が
、
倫
理
学
の
要
件
と
し
て
、
ま
ず
は
「
人
間
存

在
の
固
有
の
輪
郭
」
を
示
す
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
輪
郭
」
と
は
和
辻
に
よ
れ
ば
四
点
で
あ
る
。

①
ま
ず
は
、
「
人
間
」
の
二
重
構
造
。
個
人
は
全
体
の
否
定
と
し
て
の
み
存
在
し
、
個
人
を
否
定
的
に
含
む
の
で
は
な
い
全
体
者
と
い
う

も
の
も
仮
構
物
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
二
重
の
否
定
性
が
人
間
の
二
重
性
を
構
成
す
る
。

②
主
体
的
な
人
間
存
在
は
い
か
に
自
他
の
個
人
に
分
裂
す
る
か
と
い
う
問
題
。
分
裂
と
合
一
自
体
が
根
源
的
に
空
間
的
時
間
的
で
あ
り
、

形
式
的
時
間
空
間
は
、
人
間
存
在
か
ら
出
て
く
る
こ
と

③
存
在
は
共
同
の
階
層
性
を
も
つ
こ
と
。
階
層
性
を
も
つ
ム
ラ
に
は
じ
ま
り
、
連
帯
性
の
自
覚
と
共
に
緊
密
な
組
織
Ⅱ
国
家
が
成
立
す
る

と
こ
ろ
の

’
四
四
頁
）

の
『
倫
理
学
』
の
努
力
が
、
他
方
で
、
あ
ら
た
め
て
人
文
学
の
基
礎
付
け
へ
の
和
辻
の
関
心
を
一
層
呼
び
起
こ
し
た
こ
と
も
ま
た
こ
の
序
文
か

ら
う
か
が
わ
れ
る
。
ケ
ー
ベ
ル
の
思
い
出
に
戻
っ
て
和
辻
は
言
う
。
「
著
者
が
倫
理
学
の
体
系
的
思
索
を
試
み
る
に
当
た
っ
て
、
解
釈
学
的
現

象
学
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も
」
間
接
的
に
故
ケ
ー
ベ
ル
の
い
う
と
こ
ろ
の
ヲ
イ
ロ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
文
学
の
発
達
が
、
「
哲
学
の

発
達
に
と
っ
て
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
考
え
た
か
ら
だ
と
い
う
部
分
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
芳
賀
や
村
岡
の
日
本
思
想
史
へ
の

志
向
を
和
辻
が
ど
う
評
価
し
て
い
た
か
は
、
文
献
的
に
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
の
だ
が
、
文
献
学
か
ら
解
釈
学
、
さ
ら
に
は
和
辻
の
い
う

と
こ
ろ
の
「
解
釈
学
的
現
象
学
」
と
い
う
方
法
が
、
和
辻
の
た
ど
っ
た
あ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
以
上
全
集
六
・
四
三

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕
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和
辻
は
こ
う
ま
と
め
た
あ
と
、
こ
の
四
点
か
ら
の
当
然
の
帰
結
は
、
「
表
現
を
つ
う
じ
て
の
主
体
的
な
る
者
を
理
解
し
出
す
と
こ
ろ
の
解
釈

さ
き
超

学
的
方
法
で
あ
る
」
と
す
る
。
解
釈
学
は
「
直
接
に
概
念
を
扱
う
の
で
は
な
く
」
「
表
現
の
理
解
を
先
た
」
せ
る
が
、
「
理
解
」
は
も
と
も
と
は
「
文

こ
と

④
連
帯
の
結
合
そ
の
も
の
が
歴
史
的
で
あ
り
、
風
土
的
歴
史
的
構
造
に
お
い
て
の
み
人
間
は
具
体
的
存
在
と
な
る
こ
と
。
そ
う
し
て
特
殊

的
存
在
を
通
じ
て
の
み
普
遍
的
人
間
存
在
と
な
る
こ
と

示
し
て
い
る
。
前
述
の
「
全
皿

学
的
な
全
体
性
は
、
倫
理
学
坐

で
は
「
方
法
」
は
ど
う
か
。

第
一
章
・
第
二
節
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
の
方
法
」
の
骨
子
は
や
は
り
四
点
で
あ
る
。

①
倫
理
学
は
人
間
の
問
い
と
し
て
問
う
人
間
自
身
に
帰
る
と
い
う
こ
と

②
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
主
体
的
人
間
を
主
体
的
に
把
捉
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と

③
し
か
も
学
の
連
関
は
意
味
連
関
で
あ
る
こ
と

④
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
主
体
的
人
間
を
意
味
連
関
に
転
換
す
る
溶
炉
、
す
な
わ
ち
「
人
間
存
在
の
表
現
」
を
媒
介
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

和
辻
は
こ
の
④
か
ら
、
「
原
理
的
歴
史
的
両
面
で
の
国
民
道
徳
論
」
を
よ
ぶ
こ
と
に
な
る
と
い
い
、
原
理
研
究
は
体
系
の
一
部
門
と
し
て

国
民
道
徳
論
と
な
り
、
歴
史
研
究
は
国
民
の
道
徳
史
に
な
る
、
と
倫
理
学
研
究
と
思
想
史
研
究
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
述
べ
る
こ

と
で
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
原
理
性
の
解
明
が
、
歴
史
、
歴
史
的
文
献
を
対
象
と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
思
想
史
と
も
な
り
う
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
前
述
の
「
全
体
性
」
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
こ
こ
に
芳
賀
八
一
、
村
岡
典
嗣
と
の
連
関
で
の
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
文
献

学
的
な
全
体
性
は
、
倫
理
学
的
な
全
体
性
と
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
和
辻
の
立
場
で
あ
っ
た
。

の
四
点
で
あ
る
。

こ
と
、
で
あ
る
。
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和
辻
の
定
式
化
に
よ
れ
ば
、
こ
の
解
釈
学
的
方
法
は
、
表
現
か
ら
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
Ⅱ
人
間
存
在
に
か
え
る
「
解
釈
学
的
還
元
」
に
は
じ

ま
り
、
人
間
存
在
の
動
的
構
造
ゆ
え
に
離
脱
の
方
向
で
実
践
的
な
表
現
・
了
解
の
連
関
を
自
ら
生
き
る
「
解
釈
学
的
構
成
」
を
と
り
、
さ
ら
に
は
、

表
現
は
歴
史
的
風
土
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
根
源
的
で
あ
る
た
め
に
歴
史
的
風
土
的
限
定
を
破
壊
し
、
「
日
常
的
に
お
け
る
伝

承
な
る
も
の
」
を
源
泉
に
返
し
批
判
的
に
掘
り
起
こ
し
、
特
殊
性
を
自
覚
す
る
こ
と
こ
そ
特
殊
性
を
超
え
る
と
い
う
「
解
釈
学
的
破
壊
」
を
お

こ
な
う
こ
と
と
な
る
。

学
の
国
の
方
法
」
で
あ
り
、
「
哲
学
の
国
に
お
い
て
新
し
い
市
民
で
あ
っ
た
」
と
し
、
ベ
ッ
ク
に
ふ
れ
、
彼
に
お
い
て
、
文
学
的
認
識
は
「
理
解
」

と
な
づ
け
ら
れ
、
理
解
の
理
論
の
解
釈
学
が
成
立
し
た
と
す
る
。
解
釈
学
は
歴
史
的
認
識
の
基
礎
理
論
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ベ
ッ
ク

の
文
献
学
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
に
途
を
ひ
ら
い
た
。
そ
れ
は
「
歴
史
的
現
実
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
は
思
惟
は
理
解
に
そ
の
場
所
を

譲
り
、
論
理
的
方
法
は
解
釈
学
に
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
が
、
和
辻
に
よ
れ
ば
倫
理
学
が
主
体
的
人
間
を
主
体
的
に
把
捉

し
う
る
た
め
に
表
現
を
媒
介
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
解
釈
学
が
選
ば
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、

倫
理
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
的
現
実
の
問
題
」
が
視
野
に
入
っ
た
と
き
、
倫
理
学
は
、
す
で
に
デ
イ
ル
タ
イ
か
ら
は
な
れ
る
こ
と
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
欠
点
は
、
「
生
が
倒
川
剥
淵
鬮
習
叫
刊
引
例
で
あ
り
、
い
ま
だ
充
分
に
人
間
存
在
と
し
て
把
捉
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
点
」
に
あ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
的
な
生
・
表
現
・
了
解
の
連
関
は
、
「
人
間
存
在
」
が
「
根
源
的
に
実
践
的
行
為
的
連
関
」
で
あ
る
と
い
う
事

態
を
と
ら
え
き
っ
て
い
な
か
ら
で
あ
る
。

新
た
に
構
想
さ
れ
る
倫
理
学
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
日
常
生
活
は
、
間
柄
の
表
現
と
し
て
豊
富
な
材
料
を
、
言
葉
、

も
の
を
媒
介
に
提
供
し
て
く
れ
る
。
倫
理
学
は
こ
れ
ら
の
日
常
的
事
実
を
一
定
の
意
味
に
転
換
す
る
、
す
な
わ
ち
事
実
の
内
に
表
現
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
了
解
し
、
歴
史
的
風
土
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
実
践
的
連
関
か
ら
離
脱
し
批
判
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
人
間
存
在
の
真
相
へ
と
還
元
す

る
。

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕
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と
こ
ろ
で
、
『
倫
理
学
』
の
全
体
的
構
造
と
方
法
が
、
こ
の
冒
頭
部
分
の
和
辻
の
議
論
と
か
み
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
和
辻
が
解
釈
学
的
現
象
学
と
い
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
と
し
て
は
明
確
で
も
、
用
語
そ
れ
自
体
と
し
て
は
暖
昧
な
規
定

を
し
て
い
る
こ
と
に
関
わ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
『
倫
理
学
』
の
随
所
で
お
こ
な
わ
れ
る
、
日
常
性
の
分
析
を
細
か
く
検
討
す
る
必
要
が
出
て

解
釈
学
の
「
離
脱
」
は
認
識
論
的
に
実
践
を
は
な
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
常
性
の
実
践
的
連
関
を
そ
の
只
中
で
、
自
覚
的
に
な
ぞ

り
返
す
呈
の
も
の
で
あ
っ
た
。

和
辻
は
こ
う
描
き
な
が
ら
、
再
三
、
現
象
学
へ
の
距
離
感
を
か
た
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
部
分
は
、
「
現
存
在
」
の
一
種
の
解
釈
学
を
、
師
フ
ッ
サ
ー

ル
の
影
響
下
に
現
象
学
的
に
展
開
し
た
⑱
、
と
さ
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
添
い
つ
つ
そ
れ
を
批
判
す
る
と
い
う
意
図
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
和
辻
の
論
理
展
開
に
限
定
し
て
見
て
お
き
た
い
。

和
辻
は
い
う
。
現
象
学
は
、
現
象
は
日
常
性
の
離
脱
に
よ
っ
て
初
め
て
見
え
出
す
と
い
う
立
場
を
と
る
も
の
だ
が
、

し
の
行
動
は
、
哲
学
的
行
動
と
し
て
、
直
接
の
実
践
的
関
心
か
ら
離
脱
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
離
脱
の
立
場
に
お
い
て

自
由
に
そ
の
繰
り
返
す
べ
き
実
践
的
連
関
を
生
き
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
全
集
一
○
・
一
八
四
頁
）

「
…
…
し
か
し
我
々
は

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

六
『
倫
理
学
』
に
お
け
る
解
釈
学
と
現
象
学

２
９
１
弓
を
閲

。
こ
の
自
覚
的
な
繰
り
返
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私
見
で
は
、
日
常
性
に
か
か
わ
る
和
辻
の
分
析
に
は
、
ほ
ぼ
三
様
あ
る
と
い
え
る
。

ひ
と
つ
は
そ
の
家
族
論
、
と
り
わ
け
そ
の
冒
頭
に
位
置
す
る
三
人
共
同
体
」
を
め
ぐ
る
〈
理
念
型
〉
の
提
示
と
も
い
う
べ
き
議
論
。
第
二
に
、

親
族
以
降
の
む
し
ろ
因
習
や
習
俗
の
解
釈
学
と
い
う
べ
き
部
分
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
と
く
に
〈
誠
実
〉
と
〈
虚
偽
〉
を
論
じ
た
、
個
人
主
義

的
な
局
面
に
踏
み
込
み
か
ね
な
い
部
分
で
の
、
解
釈
学
的
と
い
う
よ
り
は
、
現
象
学
的
分
析
の
場
面
で
あ
る
。

と
り
わ
け
『
倫
理
学
』
の
他
の
部
分
と
異
な
る
質
を
も
っ
た
部
分
が
、
誠
実
と
信
頼
、
良
心
論
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
。
和
辻
は
、
こ
れ
ら

を
論
ず
る
こ
と
が
、
彼
の
否
定
す
る
個
人
主
義
的
結
構
を
た
て
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
あ
る
種
の
決
疑
論
を
く
り
か
え
し
つ
つ
、
き
わ
め

て
現
象
学
に
近
似
し
た
分
析
を
し
つ
つ
、
現
象
学
を
批
判
す
る
。

た
と
え
ば
「
信
頼
と
真
実
」
に
つ
い
て
で
は
、
和
辻
は
、
ま
こ
と
あ
る
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
論
じ
る
こ
と
を
、
複
層
的
な
人

間
の
深
部
、
す
な
わ
ち
「
虚
偽
」
に
目
を
向
け
な
が
ら
論
じ
て
い
る
．
「
信
頼
に
応
え
る
態
度
」
は
「
機
に
応
じ
て
故
意
に
そ
れ
を
合
致
せ
し

め
な
い
と
い
う
権
威
さ
え
も
持
っ
て
い
る
：
．
…
」
等
の
議
論
で
は
、
日
常
的
生
の
場
面
で
お
こ
る
様
々
の
事
例
、
あ
え
て
真
相
を
か
く
す
行
為

の
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
個
人
意
識
に
照
準
を
あ
て
て
誠
実
を
考
察
は
で
き
る
が
、
「
信
頼
関
係
の
外
」
で
生
起
す
る
こ
と
は
な
い

等
と
、
そ
の
都
度
、
修
正
を
く
わ
え
な
が
ら
、
論
じ
て
い
く
（
二
九
○
、
二
九
三
頁
）
。
自
他
の
間
の
「
虚
構
」
に
着
目
す
る
議
論
は
、
『
日
本

倫
理
思
想
史
』
に
お
け
る
日
本
の
思
想
史
を
つ
ら
ぬ
く
視
点
と
し
て
清
明
心
ｌ
正
直
Ｉ
誠
実
の
伝
統
に
ふ
れ
る
和
辻
と
は
趣
を
異
に
す
る
議
論

で
あ
る
。
こ
の
『
倫
理
学
』
の
行
論
は
、
倫
理
学
の
方
法
と
し
て
の
文
献
的
な
解
釈
学
が
、
そ
の
埒
を
こ
え
、
現
象
学
的
方
法
に
限
り
な
く
接

近
す
る
場
面
と
い
え
る
が
、
和
辻
は
意
識
し
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
歴
史
的
社
会
で
は
な
く
、
共
同
社
会
が
、
近
代
の
利
益
社
会
へ
と
変
質

い
く
場
面
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
利
益
社
会
の
形
成
を
も
っ
て
日
常
性
の
解
釈
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
あ
る
だ
ろ
う
（
Ⅶ
）
。
信
頼
、

こ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
記
述
の
精
査
は
、
別
に
ゆ
ず
り
、
『
倫
理
学
』
の
行
論
の
日
常
的
生
の
把
握
の
仕
方
に
み
る
大
き
な
枠
組
み
、
傾

向
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
（
９
）
。

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕

－

九



誠
実
、
奉
仕
、
責
任
、
義
務
を
め
ぐ
っ
て
決
疑
論
的
に
遂
行
さ
れ
る
議
論
は
お
お
く
の
現
象
学
の
成
果
を
引
証
す
る
が
、
結
局
は
そ
れ
ら
も
個

人
意
識
へ
の
還
元
ゆ
え
に
否
定
さ
れ
、
和
辻
の
人
間
存
在
の
結
果
的
に
「
存
在
共
同
」
か
ら
裁
断
さ
れ
る
。
ゆ
た
か
な
関
係
論
あ
る
い
は
他
者

論
と
し
て
展
開
す
る
可
能
性
は
そ
の
萌
芽
を
み
せ
な
が
ら
中
絶
す
る
。
そ
の
結
果
、
和
辻
の
解
釈
は
い
わ
ば
〈
シ
ス
テ
ム
〉
の
解
釈
と
い
う
色

合
い
を
帯
び
、
結
果
的
に
市
民
社
会
の
鰯
束
原
理
た
る
「
法
的
」
な
色
合
い
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
は
「
国
家
、
法
的
人
倫
組
織
で
は
、
そ
の
連
帯
性
の
構
造
」
が
「
法
律
的
に
表
現
せ
ら
れ
」
の
で
あ
り
、
し
か
し
、
「
法
律
的
に
表
現

せ
ら
れ
た
連
帯
性
」
は
そ
の
裏
に
「
存
在
共
同
と
し
て
の
連
帯
性
」
を
控
え
て
い
な
け
れ
ば
、
人
間
の
道
の
表
現
と
は
な
ら
な
い
と
和
辻
が
強

調
す
る
と
こ
ろ
に
よ
く
示
さ
れ
る
。
上
述
の
、
誠
実
の
「
解
釈
」
が
、
（
私
的
場
面
の
）
存
在
共
同
と
し
て
の
連
帯
性
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
を

第
一
義
と
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
公
的
な
存
在
共
同
に
お
い
て
え
が
こ
う
と
し
た
内
容
は
、
和
辻
の
「
倫
理
」
と
、
い
わ

ゆ
る
「
法
律
的
表
現
」
と
の
き
わ
め
て
近
し
い
関
係
を
暗
示
す
る
。

和
辻
に
お
け
る
解
釈
学
と
現
象
学
は
、
解
釈
学
的
現
象
学
と
い
う
自
己
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
倫
理
学
』
の
道
程
で
は
、
必
ず
し
も
安

定
し
な
い
。

和
辻
の
『
倫
理
学
』
の
方
法
の
揺
ら
ぎ
と
ま
で
、
以
上
の
こ
と
を
い
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
お
ぼ
つ
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
に
出

版
さ
れ
た
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
が
、
『
ホ
メ
ロ
ス
批
判
』
の
序
文
で
の
、
文
献
学
へ
の
あ
ら
た
な
関
心
の
、
最
後
の
結
実
と
し
た
ら
、
そ
の

意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
は
、
『
倫
理
学
』
で
の
揺
ら
ぎ
の
あ
と
は
な
い
。
日
本
の
思
想
史
の
古
来
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、

近
代
に
到
る
ま
で
、
思
想
史
の
文
献
は
、
同
時
に
、
日
本
の
伝
来
の
倫
理
・
道
徳
の
あ
り
か
た
の
、
ゆ
た
か
な
表
現
そ
の
も
の
と
さ
れ
れ
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

お
わ
り
に

二

○



最
後
に
こ
の
こ
と
が
、
私
た
ち
の
日
本
思
想
史
研
究
の
持
つ
意
味
に
ふ
れ
て
、
お
わ
り
た
い
。

思
想
史
研
究
の
文
献
的
な
全
体
性
と
の
整
合
を
と
ろ
う
と
す
る
和
辻
の
倫
理
学
、
と
り
わ
け
間
柄
か
ら
派
生
す
る
共
同
性
は
、
情
意
的
な
存

在
と
し
て
の
個
を
消
去
し
、
「
私
」
を
も
っ
た
個
人
を
消
去
し
、
整
形
さ
れ
た
リ
ジ
ッ
ド
な
共
同
性
を
提
示
す
る
。
そ
の
過
程
は
『
倫
理
学
』
と
『
日

本
倫
理
思
想
史
』
と
の
は
ざ
ま
、
『
倫
理
学
』
を
成
果
と
す
る
倫
理
学
的
体
系
化
と
思
想
史
的
全
体
性
と
の
は
ざ
ま
、
倫
理
学
的
全
体
性
と
文

献
学
的
全
体
性
の
は
ざ
ま
を
ゆ
れ
る
和
辻
を
象
徴
す
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
は
ざ
ま
と
は
、
利
益
社
会
た
る
近
代
市
民
社
会
と
歴
史
的
負
荷
を

お
っ
た
歴
史
的
共
同
性
と
の
あ
い
だ
で
あ
り
、
同
時
に
、
方
法
的
に
は
、
現
象
学
と
解
釈
学
と
の
あ
い
だ
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
『
倫
理
学
』
自
体
は
、
近
代
の
鞁
行
性
に
み
ち
た
道
程
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
今
日
の
批
判
に
耐
え
き
れ
な
い
と
し
て
も
、

近
代
の
歩
み
の
中
で
そ
の
道
程
へ
の
反
省
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
。
今
日
で
も
な
お
、
私
的
存
在
か
ら
人
倫
組

織
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
日
常
的
事
実
か
ら
私
た
ち
な
り
に
構
想
す
る
連
帯
性
な
い
し
公
共
性
で
む
す
ん
で
い
く
可
能
性
が
、
立
ち
上
が
る

余
地
は
な
お
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
可
能
性
を
探
る
に
は
、
和
辻
の
日
本
思
想
史
研
究
、
和
辻
の
い
う
「
日
本
倫
理
思
想
史
」
研
究
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
を
、
和
辻
に
即
し
つ
つ
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
和
辻
を
こ
え
た
問
題
群
と
な
る
だ
ろ
う
。

日
本
思
想
史
研
究
と
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
冒
頭
の
理
念
の
問
題
に
戻
る
。

哲
学
の
領
域
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
日
本
思
想
史
研
究
は
、
文
献
的
全
体
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
い
ま
や
荷
が
重
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
か
も

し
れ
に
な
い
。
今
後
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
選
別
さ
れ
た
哲
学
的
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
近
代
以
前
の
そ
れ
を
ふ
く
ん
だ
、
日
本
の
哲
学
史
を

構
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代
以
降
の
哲
学
史
研
究
を
ゆ
た
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
原
理
的
学
で
あ

る
哲
学
が
、
そ
の
限
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
れ
、
通
時
的
な
日
本
と
い
う
場
を
問
題
に
し
、
始
源
か
ら
の
日
本
哲
学
史
を
構
想
し
た
と
き
、
結

さ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
『
倫
理
学
』
で
踏
み
込
み
か
け
た
、
生
き
生
き
と
し
た
と
見
え
る
、
日
常
性
の
現
象
学
的
分
析
を
、
再
度
、
文
献
の
解
釈
学
に
収
数

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
Ｉ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕

一
一
一



局
は
、
文
献
的
全
体
性
の
方
向
へ
の
志
向
を
完
全
に
は
放
棄
で
き
な
い
。
さ
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
、
興
味
深
い
。

個
人
的
に
は
現
象
学
的
な
態
度
で
日
本
の
思
想
史
に
向
か
っ
た
土
田
杏
村
の
可
能
性
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
彼
の
出
発
も
大
乗
仏
教
、
そ

れ
も
華
厳
経
の
世
界
の
解
釈
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
は
そ
こ
か
ら
日
常
が
は
ら
む
悪
、
あ
る
い
は
個
人
の
情
意
（
欲
動
）
を
含
む
世
界
と
し
て
と

ら
え
、
経
済
的
な
財
へ
の
関
心
を
、
人
間
の
「
薫
習
」
そ
の
も
の
と
み
た
。
そ
の
意
味
で
日
常
は
彼
の
い
う
超
越
で
き
な
い
「
生
活
価
値
」
の

場
で
あ
る
。
土
田
の
足
場
と
な
る
共
同
世
界
は
、
和
辻
の
ご
と
き
リ
ジ
ッ
ド
な
も
の
で
は
な
く
、
自
己
と
他
者
の
変
容
が
そ
の
も
の
と
し
て
包

ま
れ
て
い
る
よ
う
な
、
可
塑
の
共
同
性
で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
Ⅲ
）
。
そ
の
内
容
以
上
に
、
興
味
深
い
の
は
、
土
田
が
、
テ
キ
ス
ト
に
む
か
う
態

度
で
あ
る
。
彼
は
、
か
な
ら
ず
し
も
文
献
の
全
体
性
に
は
向
か
わ
な
い
。
「
す
べ
て
多
物
を
し
め
さ
む
に
は
、
そ
の
中
の
一
く
さ
り
を
ち
り
わ

く
る
に
し
か
ず
」
と
い
う
富
士
谷
御
杖
の
文
章
を
ひ
い
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
ん
の
一
現
象
が
体
系
の
全
体
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
態
度
で
思
想
史

に
む
か
う
。
そ
の
構
想
は
中
途
で
終
わ
っ
た
が
、
土
田
の
思
想
史
の
可
能
性
は
、
和
辻
と
は
、
一
見
相
似
し
た
と
み
え
る
が
、
大
き
く
異
な
る

に
む
か
う
。
そ
の
構
想
は
中
途
で
坐

と
も
あ
れ
、
脱
哲
学
化
し
て
い
る
日
本
思
想
史
研
究
の
現
状
の
中
で
、
な
お
哲
学
的
分
科
た
ら
ん
と
す
る
日
本
思
想
史
研
究
の
存
在
意
義
は

あ
る
だ
ろ
う
。
対
象
を
近
代
以
降
に
限
っ
て
も
、
日
本
思
想
史
研
究
は
、
日
本
哲
学
史
と
重
な
り
合
い
、
問
題
を
提
起
し
あ
う
こ
と
で
、
相
補

的
な
関
係
を
も
っ
て
、
そ
の
哲
学
の
一
分
科
と
し
て
の
内
容
を
豊
か
に
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

主
観
的
な
言
辞
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
い
が
た
め
の
行
論
が
、
結
局
、
主
観
的
な
願
望
を
も
っ
て
お
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

ふ
り
か
え
り
つ
つ
、
本
稿
の
結
論
と
し
た
い
。

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

一
一
一
一
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と
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和
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学
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水
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日

回

日 一
一

Ａ
倫
理
学
的
原
理
的
全
体
性
Ⅱ
人
間
一
般
・
人
文
科

学
全
体
（
関
係
性
の
総
体
）
を
方
法
的
に
傭
鰍
す
る
原

理
性
（
潜
在
的
可
能
性
と
し
て
と
ど
ま
っ
た
場
合
も
ふ

く
む
）

Ｂ
文
献
学
的
全
体
性
Ⅱ
テ
キ
ス
ト
を
、
（
潜
在
的
可

能
性
と
し
て
と
ど
ま
っ
た
場
合
で
も
）
古
代
か
ら
近
代

に
ま
で
亘
り
対
象
化
し
、
通
時
的
日
本
思
想
の
な
が
れ

の
な
か
に
位
腫
づ
け
る
志
向
を
蔵
し
て
い
る
と
い
う
意

味
で
の
全
体
性

芳
賀
矢
一
は
素
朴
な
意
味
で
の
（
ハ
）
で
あ
り
、
村
岡

は
文
献
学
の
完
成
を
第
一
義
と
し
た
点
で
（
巳
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
和
辻
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
は
自
覚

的
に
（
ハ
）
の
立
場
を
と
る
。
京
都
学
派
の
日
本
思
想

へ
の
関
心
は
、
あ
え
て
い
う
な
ら
（
イ
）
と
い
え
る
。

土
田
杏
村
の
日
本
思
想
史
の
構
想
も
、
文
献
的
な
通
史

を
必
要
と
し
な
い
（
一
断
片
が
す
べ
て
を
現
す
と
い
う

立
場
）
こ
と
に
お
い
て
（
イ
）
に
な
ろ
う
か
。

一
一
一
一
一



注（
１
）
東
京
帝
国
大
学
に
関
す
る
年
譜
と
し
て
関
連
す
る
と
こ
ろ
を
あ
げ

》
（
》
○

明
治
一
○
年
東
京
大
学
文
学
部
設
陞

一
五
年
古
典
講
習
科
設
圃

一
九
年
文
学
部
、
文
科
大
学
に
。
哲
学
科
・
和
文
学
科
・
漢
文

学
科
・
博
言
学
科
を
設
慨
。
古
典
講
習
科
廃
止

二
月
行
幸
。
「
治
国
の
道
」
「
国
家
経
総
の
任
」
に

か
か
わ
る
学
問
が
な
い
、
と
い
う
明
治
天
皇
の
感
想
（
第

一
次
資
料
は
不
明
）
。

二
○
年
史
学
科
・
英
文
学
科
・
独
文
学
科
の
増
設

二
二
年
国
史
学
科
の
増
設
。
同
時
に
和
文
学
科
を
国
文
学
科
、

漢
文
学
科
を
漢
学
科
に
改
め
る
。

二
六
年
講
座
制
に
改
編

（
２
）
『
国
文
学
読
本
』
（
明
治
二
三
年
）
を
引
く
。
緒
論
の
冒
頭
で
芳
賀
は
「
国

学
は
如
何
な
る
物
な
る
か
を
弁
じ
、
一
国
文
学
は
何
故
に
必
要
な
る
か
、

如
何
に
し
て
発
達
す
る
か
」
（
Ⅱ
・
二
と
い
う
問
い
で
始
め
、
文
学
を

定
義
し
て
こ
う
述
べ
る
。

「
文
学
と
は
階
級
の
如
何
を
間
は
ず
、
専
門
の
如
何
に
関
ら
ず
、
凡
て

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

渕
副
剤
引
到
詞
。
乃
ち
知
る
、
普
通
は
文
学
の
性
質
に
し
て
、
文
学
は
人
間

〔
マ
マ
〕

の
射
映
（
リ
フ
レ
ッ
ク
ス
）
な
る
こ
と
を
。
」
（
Ⅱ
．
一
四
）
。
以
下
、
芳

賀
矢
一
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
『
芳
賀
矢
一
選
集
』
（
國
學
院
大
學
）
に

よ
る
。
数
字
は
、
巻
数
１
引
用
頁
。

（
３
）
梅
沢
伊
勢
三
「
日
本
思
想
史
学
者
と
し
て
の
故
村
岡
典
罰
の
業
紋
』

（
『
神
道
史
研
究
』
一
・
四
、
一
九
五
三
）
の
見
方
。

（
４
）
村
岡
の
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
消
水
「
日
本
思
想
史

と
解
釈
学
（
二
ｌ
芳
賀
矢
一
と
村
岡
典
嗣
ｌ
」
（
『
論
集
』
第
四
号
．

三
重
大
学
）
一
九
八
六
。

（
５
）
村
岡
の
葛
藤
は
、
日
本
思
想
史
学
の
確
立
者
と
し
て
の
最
終
段
階

で
は
、
「
史
学
」
に
定
位
し
て
そ
れ
な
り
の
解
決
を
み
た
と
い
え
よ
う
。

初
期
の
『
本
居
宣
長
』
の
段
階
で
の
「
哲
学
」
の
と
ら
え
か
た
か
ら
、
上

掲
の
昭
和
一
四
年
の
文
章
は
い
さ
さ
か
の
変
化
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の

後
期
に
彼
は
、
日
本
思
想
史
学
の
方
法
を
二
つ
に
分
け
、
第
一
を
文
献
学

的
段
階
と
し
て
第
二
を
史
学
的
段
階
と
す
る
（
『
新
編
日
本
思
想
史
研

究
』
平
凡
社
）
。
日
本
思
想
史
研
究
者
の
前
田
勉
は
そ
こ
を
と
ら
え
（
『
兵

学
と
朱
子
学
・
蘭
学
・
国
学
』
平
凡
社
撰
番
、
二
○
○
六
年
、
あ
と
が
き

ら
ざ
る
可
ら
ず
、

人
と
し
、
人
た
ら
ん
者
に
普
通
な
る
知
識
と
、
普
通
な
る
感
情
と
に
訴
へ

て
多
少
の
興
味
を
有
す
る
も
の
是
な
り
。
か
く
の
如
く
、
文
学
は
普
通
な

四
口
劇
画
剃
詞
閏
１
Ｎ
間
脚
制
割
引
の
人
間
た
ら
ざ
る
べ
か

二

四



二
七
七
頁
）
、
前
者
の
段
階
は
ベ
ッ
ク
流
の
文
献
に
よ
る
思
想
の
再
認
識

を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
段
階
は
そ
れ
ら
再
認
撤
さ
れ
た
思
想
を

歴
史
的
な
「
発
展
」
の
も
と
に
構
成
す
る
こ
と
だ
、
と
す
る
。
さ
ら
に
前

田
は
、
「
村
岡
は
、
本
居
宣
長
は
前
者
の
点
で
は
優
れ
て
い
た
が
、
後
者

の
史
的
な
展
開
と
い
う
側
面
は
、
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
、
「
国
学
が
史

的
文
化
学
と
し
て
完
成
さ
れ
た
時
、
そ
こ
に
日
本
思
想
史
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
」
」
と
村
岡
を
引
き
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
村
岡
の
い
き
つ
い
た

場
所
は
、
あ
と
で
検
討
す
る
た
と
え
ば
和
辻
流
の
哲
学
的
全
体
性
と
は
や

や
異
な
る
〈
歴
史
学
的
な
全
体
性
〉
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
な
り

の
定
位
で
あ
っ
て
、
な
お
葛
藤
の
影
は
、
残
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

（
６
）
日
本
と
比
べ
る
と
中
国
で
は
、
解
釈
学
へ
の
関
心
は
芸
術
理
論
と

い
う
受
け
止
め
方
が
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
解
釈
学
の
儒
教
研
究
へ
の

応
用
と
い
う
香
港
や
台
湾
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
国
①
昌
色
ヨ
ヨ
ン
．
里
ョ
目

邑
白
節
。
国
里
廷
目
§
ご
旨
里
甦
旦
。
亀
ｌ
冒
艮
奇
。
言
里
廼
目
曾
。
貫

委
砦
。
§
ｇ
Ｑ
冒
屑
言
冒
苛
昏
冒
里
童
Ｑ
冒
酌
ご
ｏ
Ｆ
シ
、
等
が
批
判
的

に
紹
介
し
て
い
る
。

（
７
）
『
道
徳
と
教
育
』
三
○
六
・
三
○
七
号
日
本
道
徳
教
育
学
会
。

（
８
）
筆
者
と
し
て
は
、
日
本
思
想
史
研
究
の
成
立
に
大
き
な
意
味
を
も
っ

た
文
献
学
の
摂
取
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
ヘ
の
関
心
、
さ
ら
に
和
辻
の
受
容

し
批
判
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
ま
で
、
と
く
に
ベ
ッ
ク
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
ヘ
の

哲
学
と
日
本
思
想
史
研
究
ｌ
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
と
現
象
学
の
あ
い
だ
ｌ
〔
清
水
〕

勘
向
そ
れ
自
体
を
、
日
本
思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
描
か
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
今
は
、
和
辻
の
表
現
に
限
定
す
る
。
こ
の
部
分
は
、

塚
本
正
明
『
現
代
の
解
釈
学
的
哲
学
』
（
世
界
思
想
社
一
九
九
五
、
四
一
頁
）

の
叙
述
を
借
り
た
。
ま
た
嶺
秀
樹
「
解
釈
学
と
日
本
の
哲
学
」
（
シ
リ
ー
ズ
・

近
代
日
本
の
知
第
一
巻
藤
田
正
勝
編
『
知
の
座
標
軸
ｌ
日
本
に
お
け
る
そ

の
可
能
性
ｌ
』
の
第
四
章
）
も
参
照
し
た
．

（
９
）
拙
稿
「
法
と
倫
理
学
ｌ
『
倫
理
学
』
へ
の
試
論
」
『
理
想
』
六
七
七
号
、

二
○
○
六
、
で
異
な
る
視
角
か
ら
、
論
じ
て
あ
る
。

（
叩
）
倫
理
学
の
「
信
頼
と
真
実
」
は
、
体
系
の
一
つ
の
結
び
目
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
先
立
つ
上
巻
の
序
論
第
一
節
に
お
い
て
、
和
辻
は
い
っ

て
い
た
。
利
益
社
会
あ
る
い
は
利
己
的
利
益
結
合
社
会
の
成
立
を
論
じ
、

そ
れ
を
信
頼
、
誠
実
、
奉
仕
、
責
任
、
義
務
な
ど
が
形
式
に
用
い
ら
れ
な

が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
実
質
を
も
た
な
い
「
人
倫
的
組
織
な
ら
ざ
る
人

倫
的
組
織
」
、
「
人
倫
の
喪
失
態
」
で
あ
る
と
、
へ
ｌ
ゲ
ル
と
援
用
し
つ
つ

論
じ
て
い
た
。
だ
が
欠
如
態
は
か
え
っ
て
つ
よ
く
連
帯
性
を
自
覚
せ
し
め

る
の
で
あ
り
（
同
二
九
）
、
だ
か
ら
こ
そ
、
国
家
、
法
的
人
倫
組
織
で
は
、

そ
の
連
帯
性
の
構
造
が
「
法
律
的
に
表
現
せ
ら
れ
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

「
法
律
的
に
表
現
せ
ら
れ
た
連
帯
性
」
は
そ
の
裏
に
「
存
在
共
同
と
し
て

、
、
、
、

の
連
帯
性
」
を
控
え
て
い
な
け
れ
ば
、
人
間
の
道
の
表
現
と
は
な
ら
な
い

と
和
辻
は
強
調
す
る
。
上
述
の
、
誠
実
の
「
解
釈
」
が
、
私
的
場
面
の
存

在
共
同
と
し
て
の
連
帯
性
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
て
い
る
こ

二

五



と
が
知
ら
れ
る
が
、
存
在
共
同
に
お
い
て
え
が
こ
う
と
し
た
内
容
は
、
和

辻
の
「
倫
理
」
と
、
い
わ
ゆ
る
「
法
律
的
表
現
」
と
の
き
わ
め
て
近
し
い

関
係
を
暗
示
す
る
。
要
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
市
民
社
会
に
関
わ
る
和
辻
の

日
常
性
分
析
は
、
「
法
」
の
解
釈
学
と
い
う
性
格
を
お
び
る
の
で
あ
る
。

（
皿
）
日
常
を
「
生
活
価
値
の
場
」
と
し
て
と
ら
え
る
。
土
田
は
『
我
」

と
客
観
的
「
対
象
」
と
い
う
二
元
論
は
と
ら
な
い
。
何
物
か
を
指
示
す
る

と
い
う
意
織
体
験
に
着
目
し
、
そ
の
「
純
粋
理
想
的
の
意
識
体
験
」
（
『
象

徴
の
哲
学
』
新
泉
社
、
’
九
八
一
年
、
四
○
頁
）
を
た
て
て
、
そ
れ
を
「
指

示
的
体
験
」
あ
る
い
は
「
意
味
的
体
験
」
な
い
し
「
作
用
」
と
な
づ
け
る
。

こ
の
「
作
用
」
に
よ
っ
て
、
「
超
在
す
る
対
象
』
（
同
書
四
三
頁
）
、
は
「
内

容
」
「
意
味
」
と
し
て
内
在
化
さ
れ
る
。
意
味
を
我
々
の
体
験
に
内
在
す

る
と
と
ら
え
、
か
つ
そ
の
内
在
的
「
意
味
」
を
「
価
値
」
と
み
な
す
こ
と

で
あ
る
。
傭
意
は
直
接
的
に
発
現
し
た
「
我
の
作
用
」
で
あ
る
が
、
そ
の

内
容
た
る
意
味
は
「
価
値
」
（
一
四
七
頁
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
拙
稿
「
人

と
人
を
つ
な
ぐ
感
性
哲
学
か
ら
見
た
土
田
杏
村
と
そ
の
華
厳
経
大
乗
理

解
」
感
性
哲
学
第
四
号
五
’
二
○
頁
、
二
○
○
四
、
東
信
堂
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

一
一
一
ハ


