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學
　
界
　
展
　
望

米
國
の
馬
匹
と
哲
學
教
育
、

一

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
　
R
　
ハ
リ
ス

　
近
国
、
ジ
ョ
ン
　
デ
ュ
イ
の
逝
去
に
と
も
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
哲
學
最

初
の
大
喜
榮
玉
代
が
細
り
を
告
げ
た
と
言
わ
れ
て
も
い
い
。
な
る
ほ
ど
、

ア
メ
リ
カ
哲
學
に
は
清
教
主
義
や
ジ
ョ
ナ
サ
ン
　
エ
ド
ワ
ー
ズ
や
啓
蒙
主

義
の
還
産
が
あ
る
。
だ
が
、
ト
マ
ス
　
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
か
ら
ウ
ィ
リ
ア
ム

ジ
ェ
…
ム
ズ
に
至
る
問
は
、
も
し
そ
の
ひ
と
を
哲
漁
者
の
う
ち
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
主
だ
つ
た
哲
筆
者
は
一
人
だ
け
だ
っ
た
し
、
影

響
力
の
あ
る
運
動
と
し
て
も
一
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
エ
マ
ソ

ン
と
超
越
論
で
あ
る
。
近
來
の
四
分
の
三
世
紀
は
、
ロ
イ
ス
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
、
パ
ー
ス
、
デ
ュ
イ
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
お
よ
び
サ
ン
タ
ヤ
ナ
が
優
勢

で
あ
っ
た
暗
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
最
近
出
版
さ
れ
た
こ
れ
ら
六
人
の
有

力
な
思
想
家
の
著
作
の
選
文
集
の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
哲
學
の
古
典
期
と

よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
大
い
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
思
想
家
の
皆
が
、
本
人
が
欧
洲
入
で
な
い
と
き
で
も
ほ
と
ん
ど
暮
ら

欧
洲
の
諸
哲
學
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

は
そ
の
諸
県
想
を
特
別
に
ア
メ
リ
カ
的
な
嚢
想
で
あ
る
と
聡
え
て
き
た
け

れ
ど
、
こ
れ
ま
た
、
殴
洲
の
単
軌
お
よ
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
、
ス
ピ
ノ

ザ
、
へ
；
ゲ
ル
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
よ
う
な
高
名
な
終
期
者
た
ち
の
天
賦
の

米
隅
の
哲
西
と
哲
購
敵
鷲

思
想
に
大
い
に
通
じ
て
い
た
。
現
在
で
も
、
米
國
の
哲
學
が
欧
洲
の
哲
學

蕎
た
ち
に
よ
っ
て
大
き
く
支
配
き
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
當
っ
て
い

る
。
オ
ク
ス
フ
オ
ド
と
ケ
ン
ブ
リ
ヂ
と
欧
洲
大
陸
と
は
米
國
の
知
的
生
活

に
お
け
る
公
式
な
哲
畢
畢
派
と
銘
を
打
つ
こ
と
が
で
き
そ
う
な
學
派
の
大

部
分
に
樹
し
て
感
銘
を
供
給
し
績
け
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
米
國
に
は
費

在
論
者
、
観
念
論
薯
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
並
ん
で
敏
洲
と
同
じ
よ
う

に
、
蟹
由
仔
主
義
瀞
着
、
払
蝦
埋
－
紹
粘
験
主
義
蓄
、
　
ス
コ
ラ
畢
蓄
、
新
｝
止
統
㎜
派
蹴
騨

學
者
も
い
る
こ
と
に
誰
し
も
黛
付
く
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
上
記
の
す
べ
て
の
事
柄
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
哲
學

は
傳
承
物
件
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
的
性
格
そ

の
も
の
の
よ
う
に
、
實
地
馬
験
に
幽
す
る
事
柄
で
あ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ

カ
の
歴
史
家
コ
マ
ヂ
ャ
…
（
O
o
葺
ヨ
9
ぴ
q
⑦
円
）
が
雷
つ
た
通
り
、
「
傳
承
が
明

白
で
あ
る
程
、
維
験
は
一
飯
感
興
深
い
も
の
と
な
る
地
も
つ
と
基
本
的
な

間
題
は
、
多
分
、
ア
メ
リ
カ
人
が
な
し
た
こ
と
を
何
故
取
り
上
げ
た
か
と

い
う
こ
と
と
、
ア
メ
リ
カ
人
が
取
り
上
げ
た
も
の
を
侮
に
し
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
哲
攣
を
諸
學
派
へ
と
誓
え
す
い
た
分
類
を
す
る

こ
と
は
、
今
日
の
米
綿
で
の
哲
學
の
役
割
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

れ
ば
承
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
か
の
同
じ
く
基
本
的
な
分
裂

の
い
く
つ
か
を
晦
ま
せ
る
。
哲
學
に
は
地
方
別
の
違
い
も
あ
れ
ば
、
カ
レ

ッ
ヂ
の
型
の
聞
の
差
異
も
あ
る
。
哲
學
の
本
性
と
役
箭
の
理
解
に
は
、
學

生
が
い
だ
く
も
の
、
學
些
々
局
が
も
つ
も
の
、
教
授
が
も
つ
も
の
と
で
は

大
き
な
差
異
の
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
學
科
の
教

授
、
他
の
耐
曾
集
圃
、
職
業
著
述
家
、
大
難
外
の
個
入
は
暫
學
を
何
に
し

て
い
る
か
、
ま
た
そ
う
い
う
も
の
が
大
學
の
職
業
人
が
す
る
の
と
は
ど
う

違
っ
て
い
る
か
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米
瀦
で
の
書
か
れ
た
哲

山
コ
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哲
嬢
研
究
　
纂
凶
買
瓢
牽
ヨ
號

學
と
い
う
暫
學
は
哲
學
の
教
授
た
ち
に
よ
っ
て
霊
か
れ
て
い
る
と
考
え
る

の
は
誤
り
で
あ
る
。
過
芸
二
、
三
十
奪
に
形
式
論
理
畢
の
強
調
が
多
く
の

實
例
に
わ
た
っ
て
大
攣
（
ア
カ
デ
ミ
ー
）
哲
學
の
地
域
を
猿
め
て
き
た
の

で
、
大
學
哲
學
は
古
來
の
諸
債
値
を
新
し
い
知
識
に
照
し
て
解
繹
す
る
も

の
と
し
て
の
歴
史
的
旧
恩
を
棄
温
し
て
し
ま
っ
た
。
類
化
墜
動
の
知
的
象

面
の
役
を
す
る
の
に
失
格
し
た
が
、
そ
の
役
が
薫
製
の
哲
諸
山
職
分
な
の

で
あ
る
。
論
理
學
看
は
と
か
く
歴
史
感
畳
を
敏
く
こ
と
が
あ
り
、
論
理
學

看
に
は
文
化
に
お
け
る
哲
學
の
役
麟
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
。
論
騨
學

者
は
慰
質
的
な
暇
設
へ
の
興
味
を
縫
い
て
い
る
。
だ
か
ら
暫
躍
的
事
業
の

こ
う
い
う
諸
蘭
語
は
近
頃
は
思
想
史
家
、
文
化
史
類
學
春
、
歴
史
哲
學
春

や
政
治
、
宗
敏
、
藝
術
の
方
颪
の
著
作
家
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
。
思
辮
的
な
数
農
隙
や
物
理
學
者
を
引
き
合
い
に
出
す
に
及
ば
な
い
こ

と
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
の
う
ち
で
も
米
塗
鞘
の
こ
の
時
期
で
哲
學
春
の
役

罰
に
適
格
な
ひ
と
が
い
く
ら
・
も
い
よ
う
。

二

　
こ
う
し
た
定
性
上
の
色
合
い
を
心
に
と
め
た
上
で
、
と
も
か
く
も
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
論
交
で
は
大
學
翼
壁
と
大
學
の
哲
學
科
と
に
話
を
限
る
こ
と

に
す
る
。
わ
た
く
し
は
、
狂
者
は
い
ろ
い
ろ
の
學
澱
が
も
っ
て
い
る
も
っ

と
技
衛
的
な
蜂
鳥
と
方
針
と
に
一
般
的
に
遜
じ
て
居
ら
れ
る
こ
と
と
考
え

る
。
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
は
そ
れ
を
解
開
す
る
に
は
詳
細
で
念
入
り
な
研

究
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
に
渕
り
當
つ
た
こ
の
少
い
空
問
で

は
、
今
臼
の
ア
メ
リ
カ
哲
學
で
の
主
要
な
提
題
と
主
流
と
見
え
る
も
の
を

摺
摘
し
、
そ
れ
と
共
に
讃
者
に
哲
學
敏
育
に
あ
た
っ
て
の
地
理
的
、
お
よ
び

學
絞
別
の
相
異
に
つ
い
て
の
い
く
ら
か
の
考
え
を
傳
え
る
だ
け
に
し
た

六
二

い
。
お
わ
り
に
、
米
國
の
大
歩
数
育
課
程
に
あ
る
い
く
つ
も
の
科
臼
の
一

つ
と
し
て
の
哲
摩
の
役
割
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
論
評
を
加
え
る
こ
と
に

す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
哲
學
の
卸
葺
學
南
天
家
で
あ
る
マ
シ
ス
　
フ
ィ
シ
ュ
教
授
の
言
・
つ

に
は
、
ア
メ
リ
カ
哲
學
は
そ
の
近
臣
の
象
面
で
は
第
一
審
に
〃
デ
カ
ル
ト

の
断
罪
”
を
と
り
あ
げ
て
き
た
（
－
）
。
デ
カ
ル
ト
の
直
願
、
理
性
主
義
、

二
元
論
は
近
代
の
米
麟
の
哲
學
の
大
概
の
も
の
と
不
協
淘
で
あ
っ
た
。
こ

の
状
況
は
ど
の
聖
代
の
醤
學
も
抱
接
の
過
玄
の
優
、
勢
な
立
場
へ
の
反
動
と

し
て
展
翻
す
る
事
情
を
例
解
す
る
の
に
有
盆
で
あ
る
。
ブ
ラ
ト
…
ン
と
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
こ
の
雛
型
の
古
典
的
な
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
夕
立

の
歴
史
的
な
潮
位
は
論
理
的
に
可
能
な
解
答
の
壌
で
鯉
濃
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
一
一
元
論
を
と
り
そ
の
諸
可
能
性
の
海
闘
を
描
く
な
ら

ば
、
精
聯
と
物
質
の
二
つ
と
も
が
窮
極
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
眞

で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
二
元
論
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
粕
．
神
が

慮
儒
で
あ
り
物
質
が
眞
實
な
ら
ば
、
唯
物
論
を
。
精
紳
が
眞
實
で
あ
り
物

質
が
虚
儒
な
ら
ば
、
翻
念
論
を
。
二
つ
と
も
に
虚
総
な
ら
ば
中
立
‡
義
ー

ー
購
な
カ
テ
ゴ
ー
ー
i
の
謹
明
一
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ

リ
カ
哲
學
が
こ
れ
ら
西
つ
の
主
題
曲
の
ど
れ
か
を
と
る
革
嚢
曲
と
考
え
ら

れ
て
よ
い
の
は
、
賞
さ
い
、
す
べ
て
の
管
下
が
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
と
岡
然
で
あ
る
。

　
9
　
き
て
、
こ
れ
ら
の
空
調
を
な
す
ア
メ
リ
カ
哲
學
の
圭
題
曲
が
作
曲

さ
れ
た
文
賑
を
勘
案
す
れ
ば
、
最
近
の
凝
展
で
は
最
も
影
響
力
の
あ
る
理

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
の
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

論
が
有
機
的
進
化
の
理
論
（
2
）
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
な
い
。
こ
の
理
論
が
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説
腸
の
様
式
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
“
目
的
因
”
を
溝
虫
し
た

こ
と
は
、
啓
示
倫
理
畢
と
啓
示
融
學
、
ま
た
経
験
主
義
や
自
然
主
義
の
主

導
的
な
途
に
沿
っ
て
方
向
を
と
っ
た
哲
學
的
思
辮
を
大
歳
の
哲
補
回
た
ち

は
重
観
し
な
い
と
い
う
結
果
を
招
い
た
。

　
進
化
が
暫
學
へ
及
ぼ
し
た
影
響
か
ら
は
三
つ
の
特
徴
あ
る
見
飽
が
寓

た
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
a
　
攣
化
の
重
観
。
わ
れ
わ
れ
は
例
え
ば
、
デ
ュ
イ
に
お
け
る
圭
概
念

で
あ
る
1
1
成
長
”
の
重
醗
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
1
1
實
髄
”
に
代

わ
る
“
過
程
”
の
重
覗
を
撃
げ
て
も
よ
い
。
“
畿
展
観
”
は
哲
學
蕎
ば
か

り
で
な
く
世
評
物
理
學
春
、
地
無
曹
、
文
化
人
類
學
潜
、
思
想
奥
家
の
作

業
概
念
に
な
っ
た
。
饗
化
と
過
程
へ
の
謡
講
は
そ
れ
よ
り
も
大
仕
か
け
な

肚
會
攣
化
そ
の
も
の
を
反
映
し
た
。
手
が
か
り
は
か
っ
て
の
よ
う
に
法
律

や
榊
學
の
な
か
に
は
な
く
て
襟
帯
に
あ
っ
た
。
永
遠
な
も
の
は
遠
ざ
け
ら

れ
時
間
的
な
も
の
が
代
っ
た
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
と
プ
ラ
ト
…
ン
は
へ
…

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
代
る
た
め
見
捨
て
ら
れ
た
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
b
　
意
志
の
重
観
。
繭
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
暫
學
で
の
最
も
顯
著
な
攣
化

の
一
つ
は
理
操
主
義
か
ら
意
志
主
義
へ
の
墾
化
で
あ
る
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ー
ヌ
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
か
ら
、
ま
た
ダ
ー
ウ
ィ

ン
、
フ
ロ
イ
ト
か
ら
、
人
閥
の
動
機
は
専
ら
意
識
的
、
ま
た
は
理
性
的
、

ま
た
は
論
理
的
な
の
で
は
な
い
と
い
う
當
時
高
ま
っ
て
行
っ
た
欝
念
が
鐵

菜
し
た
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
c
　
隈
纏
の
重
親
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
二
値
の
怠
業
的
構
造
を
号
し

た
。
だ
か
ら
贋
値
理
論
は
ひ
と
び
と
の
心
を
、
ハ
き
い
だ
が
、
特
に
、
事
嚢

命
題
と
は
颪
胴
さ
れ
た
等
値
糊
蜥
の
論
理
的
構
造
を
護
漏
し
よ
う
と
欲
し

た
ブ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
達
の
考
慮
を
ふ
さ
い
で
き
た
。
こ
う
し
た
儂
餓
問

米
闘
の
哲
雄
と
哲
學
敷
育

題
へ
の
配
慮
は
今
日
の
米
隣
哲
學
の
輩
出
的
な
強
調
で
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
◎
　
自
然
主
義
と
耀
念
論
。
疑
い
も
な
く
自
然
主
義
は
二
十
世
紀
の
米

國
の
世
俗
的
な
カ
レ
ッ
ヂ
に
い
る
哲
學
者
た
ち
の
主
流
の
立
場
で
あ
る
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
鷲
の
デ
ュ
ィ
や
シ
カ
ゴ
大
蔵
の
ミ
ー
ド
の
よ
う
な
す
ぐ
れ

た
数
師
の
弟
子
た
ち
は
そ
の
學
説
を
隣
中
に
廣
げ
た
。
デ
可
一
イ
は
撹
鋼
的

自
然
主
義
と
唯
物
論
の
間
に
、
ま
た
撹
側
的
自
然
霊
義
と
観
念
論
と
の
聞

に
も
愼
重
な
簸
別
を
し
ょ
う
と
望
ん
だ
（
3
）
。
慧
剣
的
自
然
主
義
者
は
唯

物
論
藩
の
よ
う
に
超
自
然
を
ば
斥
け
た
が
、
縄
念
論
蕾
の
よ
う
に
、
精

聯
、
臼
標
、
偵
値
、
属
的
の
本
當
の
實
在
を
承
認
し
た
。
警
固
的
自
然
主

義
蓄
の
書
風
主
義
は
認
識
論
で
は
、
認
識
さ
れ
た
も
の
、
詑
述
さ
れ
た
も

の
、
論
明
さ
れ
た
も
の
は
五
富
の
普
通
の
過
程
の
こ
と
ば
に
よ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
諸
所
が
優
勢
を
占
め
る
知
的
環
境
を
意
味
し

た
。
　
“
知
識
の
傍
観
瑚
論
”
を
排
斥
す
る
　
　
知
識
は
行
い
で
あ
る
。
傳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

統
的
な
縄
験
主
義
は
親
念
を
生
み
だ
し
た
維
瞼
に
ま
で
観
念
を
遡
及
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
。
新
し
い
終
験
主
義
は
黒
鳥
を
検
拝
す
る
纏
雛
へ
と
推
進
し
た
。
そ
こ

か
ら
、
ま
た
、
二
十
世
紀
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
牲
論
お
よ
び
槻
念
論

へ
の
反
動
が
あ
る
。
ジ
ョ
サ
イ
ア
　
ロ
イ
ス
の
よ
う
な
、
親
念
論
の
上
げ

潮
の
水
位
を
記
し
そ
し
ザ
＼
モ
リ
ス
　
コ
ー
ン
に
よ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
哲
學

の
中
で
克
服
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
締
き
れ
た
形
蒲
王
都
を
代
表
ナ
る
ひ
と

で
さ
え
、
そ
の
反
動
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
南
カ
リ
フ
す

ル
ニ
脚
，
大
學
の
フ
ル
ウ
ェ
リ
ン
ヴ
や
ボ
ス
ト
ン
大
學
の
ブ
ラ
．
イ
ト
マ
ン
の

よ
う
な
へ
格
主
義
者
や
、
コ
ー
ネ
ル
索
學
　
（
㏄
£
o
ω
塾
o
o
｝
◎
h
罷
臨
。
－

乙陰

B
℃
げ
矯
）
の
心
隔
馬
跳
醐
一
壷
オ
訟
」
は
ハ
…
ヴ
一
・
拭
↓
八
愚
Ψ
の
ホ
ツ
キ
ン
グ
や
イ
エ
ー

ル
大
難
の
ブ
ラ
ン
シ
詣
、
ー
ド
の
よ
う
な
級
念
論
者
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
哲
學

六
三



54・S

哲
學
研
究
　
第
四
蓉
五
十
ヨ
號

に
影
響
を
及
ぼ
し
績
け
た
が
、
か
れ
ら
の
立
場
は
も
は
や
主
流
で
な
い
。

し
か
し
見
落
し
て
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
手
短
か
に
詑
す
こ
と
に
す
る

が
、
プ
ラ
ゲ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
擬
念
論
の
群
を
ば
な
れ
た
こ
と
は
決
し
て
な

い
こ
と
、
綱
え
ば
そ
の
探
究
論
理
學
は
本
質
的
に
へ
…
ゲ
ル
流
で
あ
り
、

近
年
の
二
念
論
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
共
通
な
協
同
就
愈
の
理
論
へ
の

優
勢
な
興
．
駿
は
、
観
愈
論
的
思
想
に
共
有
な
感
銘
の
側
か
ら
ア
メ
リ
カ
馳

會
學
と
紅
會
知
事
へ
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
満
足
な
道
徳
理
論
へ
の
關

心
は
、
同
檬
に
、
観
念
論
へ
の
興
味
の
再
起
の
故
で
あ
り
、
こ
れ
は
最
近

の
C
・
Σ
・
ル
イ
ス
の
論
交
『
正
と
善
』
に
見
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
影
響
に

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
通
り
で
あ
る
。

　
国
　
だ
が
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
な
い
し
自
然
圭
義
が
観
念
論
へ
の
反

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

動
と
す
る
な
ら
ば
、
實
在
論
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
へ
の
反
動
で
あ
る
。

毛
ン
タ
ー
ギ
ュ
や
サ
ン
タ
ヤ
ナ
の
よ
う
な
哲
學
薯
た
ち
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
新
馬
在
論
お
よ
び
黒
砂
的
實
在
論
は
認
識
論
を
哲
學
の
申
心
問
題
と

し
て
国
軍
へ
お
し
庚
そ
う
と
欲
し
た
し
、
ま
た
か
れ
ら
は
常
識
が
も
っ
て

い
る
普
通
の
存
在
主
張
を
す
る
實
詫
論
、
つ
ま
り
特
殊
存
在
論
的
蟹
在
論

と
ブ
ラ
ト
ー
ン
流
の
存
立
（
持
績
）
閥
實
在
論
と
の
爾
方
を
強
調
し
た
。

新
蜜
在
論
着
は
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
・
も
の
と
の
闘
に
直
接
の
醐
係
が
あ

る
と
信
じ
、
そ
の
關
係
が
ロ
ッ
ク
の
閾
題
を
漕
心
し
た
の
に
算
し
て
、
批

判
的
實
在
論
者
は
ロ
ッ
ク
お
よ
び
デ
カ
ル
ト
の
爾
蓉
の
認
識
論
的
二
元
論

へ
立
ち
簾
え
っ
た
と
思
わ
れ
た
（
4
）
。
大
概
の
場
含
、
賢
在
論
的
認
識
論

は
喉
物
論
的
存
在
論
に
抑
盤
的
で
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
新
－
ス
コ
ラ
畢

の
も
っ
て
い
る
墾
様
さ
れ
た
蟹
在
論
は
目
立
つ
た
例
外
を
な
す
も
の
で
あ

る
が
。

大
四

　
㈱
　
論
理
－
経
験
主
義
は
デ
ヴ
ィ
ド
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響
を
代
表
す
る

も
の
で
あ
り
、
多
分
ヒ
ュ
ー
ム
は
英
國
お
よ
び
落
毛
の
現
代
哲
潮
合
の
思

鷺
を
他
の
ど
の
近
世
哲
畢
者
よ
り
も
支
配
し
て
き
た
。
観
念
櫓
互
の
關
係

と
事
蜜
の
知
識
と
の
間
に
か
れ
が
な
し
た
厩
別
は
デ
ュ
イ
に
よ
っ
て
慶
棄

さ
れ
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
・
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
綴
贋
、

哲
學
を
分
析
的
な
道
異
と
す
る
考
え
、
特
に
そ
の
含
意
が
後
客
引
き
矯
き

れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
科
學
の
諸
概
念
の
解
明
の
た
め
の
道
具
と
す
る
考

え
、
は
近
世
の
哲
學
上
の
最
も
有
力
な
諸
概
念
の
う
ち
に
入
っ
て
き
た
。

そ
こ
か
ら
結
果
し
た
蜜
誰
主
義
と
ま
た
形
式
－
ま
た
は
、
工
期
－
論
理
學

へ
の
興
味
へ
の
支
持
と
し
て
、
デ
ュ
イ
の
探
究
理
論
が
パ
ー
ス
に
よ
っ
て

箪
に
〃
思
考
の
自
然
史
”
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
撲
斥
さ
れ
た
こ
と
を

記
し
て
も
よ
い
。
プ
ロ
ド
ベ
ッ
ク
は
“
一
つ
の
新
理
性
論
”
で
あ
り
、
ひ

っ
く
る
め
て
み
て
減
り
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
も
の
と
思
っ
た
。
デ
ュ
イ
の

探
究
心
墨
膿
は
客
凝
主
義
潮
念
論
に
お
け
る
心
と
自
然
と
他
室
の
心
と
の

連
績
膿
へ
驚
く
ほ
ど
の
相
似
を
も
つ
て
い
る
と
見
え
る
。
デ
ュ
イ
に
あ
っ

て
心
が
翼
然
化
さ
れ
た
と
す
れ
ば
自
然
は
精
榊
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
っ

た
。
わ
た
く
し
の
自
分
の
感
じ
で
は
、
デ
ュ
イ
は
か
れ
の
天
才
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
欝
然
、
こ
と
に
入
間
性
と
纒
験
を
道
徳
、
藝
術
、
宗
義
に
お
け

る
理
想
的
便
値
と
綜
合
す
る
こ
と
に
か
け
て
十
分
に
成
功
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
、
と
思
う
。
か
れ
が
そ
れ
を
行
っ
た
眼
り
で
は
わ
れ
わ
れ
は
『
臼

然
と
維
験
』
で
解
設
さ
れ
た
か
れ
の
基
本
的
諸
概
念
の
完
成
と
し
て
『
経

験
と
し
て
の
藝
術
撫
に
お
け
る
か
れ
の
結
論
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
要
撃
巻
た
ち
が
今
日
綜
合
の
新
し
い
企
て
を
手
が
け
る
こ

と
に
熱
心
な
こ
と
は
論
理
－
経
験
主
義
へ
の
現
在
の
反
動
に
よ
っ
て
例
澄

さ
れ
る
。
エ
ヤ
…
が
『
言
語
、
翼
理
、
論
理
』
で
走
っ
た
極
端
と
、
数
學
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と
物
理
學
の
言
語
を
吟
味
し
た
場
合
を
除
い
て
傳
統
的
な
意
味
で
の
哲
學

の
徹
底
的
な
排
斥
…
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
立
場
一
と
は
、
大
聖
哲
憂
身
た

ち
の
氣
性
に
念
う
も
の
で
な
か
っ
た
。
大
聖
の
哲
學
者
た
ち
は
我
知
ら
ず

槻
念
論
看
た
ち
の
聖
堂
的
な
興
味
と
諺
贋
億
の
検
誰
へ
の
閥
心
を
な
お
保

持
し
て
い
た
こ
と
は
現
在
で
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
反
動
は
二
通
り
で
あ

る
。
第
一
に
、
も
っ
と
氣
に
台
つ
た
蜜
識
主
義
を
、
特
に
〃
言
語
哲
學
”

運
動
の
形
で
、
堅
気
す
る
企
て
。
第
二
に
、
自
我
と
人
闘
の
運
命
と
の
本

性
へ
の
異
心
の
復
活
に
感
銘
を
受
け
た
新
羅
双
方
の
宗
敏
的
正
統
に
よ
る

實
誰
主
義
の
全
く
の
排
斥
で
あ
り
、
こ
れ
は
特
に
蜜
存
集
義
に
反
映
さ
れ

た
贈
り
で
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
縫
欝
　
喬
譲
暫
學
は
最
廣
義
で
は
雷
語
上
の
帽
異
が
知
識
に
差
異
を
生
ず

る
か
と
い
う
間
い
を
提
出
す
る
（
5
）
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
れ
は
礒
本
人

に
も
閥
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
語
は
㎎
か
に
呉
禮
的
、
質
的
な
印
象
を

特
に
疸
畳
的
あ
る
い
は
美
的
な
輿
件
に
つ
い
て
表
現
で
き
る
言
語
で
あ
り

な
が
ら
、
禽
獣
的
な
概
括
ま
た
は
概
念
化
が
と
り
わ
け
量
的
攣
異
に
わ
た

る
と
き
に
不
十
分
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
こ
と
が
科
學
的
思
考
の
要

求
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
特
ウ
ー
4
の
言
語
で
も
許
す
よ
う
な
極
類

の
思
霧
を
統
制
す
る
文
法
的
お
よ
び
論
理
的
焼
則
は
今
世
紀
の
英
國
お
よ

び
米
國
義
歯
巻
の
多
く
の
ひ
と
に
と
っ
て
唯
～
と
は
言
え
な
い
が
す
べ
て

の
興
味
に
な
っ
て
き
た
。
　
1
1
論
理
的
分
析
”
と
し
て
は
そ
の
澱
初
の
大
き

な
感
銘
を
G
・
8
。
モ
ー
ア
の
～
九
〇
三
年
の
有
名
な
論
文
－
－
観
念
論
の

論
駁
”
の
痛
烈
な
論
理
的
分
析
か
ら
ひ
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
更

に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
ラ
ッ
セ
ル
の
『
数
學
原
理
』
　
（
一
九
一
〇
一
三
）

に
よ
っ
て
進
め
・
1
繋
れ
た
。
こ
の
書
物
の
な
か
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
…
ス
の
簿

米
閃
の
誓
畢
と
哲
鰹
教
育

統
的
主
語
－
発
語
論
理
學
は
新
し
い
嬢
好
き
れ
た
關
係
論
理
攣
に
含
み
こ

ま
れ
た
が
、
こ
の
も
の
は
先
立
つ
形
藺
上
平
諸
腱
系
の
斑
濃
的
臨
終
に
使

わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
局
の
結
果
は
“
認
識
的
意
味
”
を
“
鷹

擾
に
観
察
さ
れ
る
特
殊
”
へ
還
元
す
る
こ
と
、
奔
た
い
言
葉
で
は
、
い
か

な
る
雷
明
も
そ
れ
が
感
官
知
魔
に
よ
っ
て
豪
雄
さ
れ
な
い
限
り
は
有
意
味

で
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
ろ
く
ノ
イ
ラ
ー
ト
、
カ

ル
ナ
ッ
プ
、
シ
噌
一
リ
ッ
ク
、
エ
ヤ
ー
な
ど
の
立
場
と
な
る
結
果
と
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
“
論
理
－
蜜
謹
主
義
”
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
た
ひ
と
び
と

は
、
次
ぎ
に
す
べ
て
の
倫
理
的
、
美
的
お
よ
び
形
而
上
學
的
言
開
、
つ
ま

り
普
通
は
“
感
情
的
”
と
標
示
き
れ
る
需
開
を
認
識
的
欝
明
か
ら
濾
去
す

る
こ
と
へ
進
ん
だ
。
こ
の
立
場
は
チ
あ
，
i
ル
ズ
　
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ソ
ン
の
著

書
『
倫
理
學
と
言
語
』
（
一
九
四
四
）
に
よ
っ
て
例
詮
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
に
か
け
て
は
、
デ
ュ
イ
の
道
艮
主
義
と
チ
両
、
ー
ル
ズ
　
モ
リ

ス
が
か
れ
の
書
物
の
『
記
號
、
言
語
お
よ
び
行
動
』
　
（
一
九
餌
六
）
の
な

か
で
銀
器
の
“
用
語
論
的
”
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
）
、
〃
構
文
法
的
”
お
よ

び
“
意
味
論
的
μ
次
元
を
も
つ
て
お
し
進
め
た
“
意
昧
影
響
”
と
は
費
澄

主
義
へ
の
密
封
な
反
動
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
表
現
の
も

つ
認
識
的
以
外
の
機
能
に
も
、
だ
か
ら
ま
た
慣
値
の
領
域
に
眞
理
を
見
付

け
る
と
い
う
機
能
に
も
こ
こ
ろ
よ
く
關
心
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
エ
ル
ン
ス
ト
　
カ
ッ
シ
ラ
ー
と
そ
の
弟
子
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
　
ラ

ン
ガ
ー
も
ま
た
、
言
語
分
析
の
立
場
か
ら
の
代
策
と
カ
ン
ト
の
範
疇
論
の

鑛
張
、
つ
ま
り
入
間
精
淋
が
も
つ
神
話
的
、
宗
敦
的
お
よ
び
参
観
的
表
現

を
壮
蚕
的
表
現
と
並
ん
で
そ
れ
に
地
位
を
見
出
す
こ
と
、
を
例
謹
し
て
い

る
。　

オ
ク
ス
フ
津
ド
の
言
語
哲
學
運
動
は
最
近
日
本
で
詳
細
に
そ
の
ア
メ
リ

六
鉱



550

哲
墨
研
究
　
第
圏
百
五
十
三
號

カ
に
お
け
る
骨
導
的
観
菊
蕎
の
一
入
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
ひ
と

は
オ
ハ
イ
オ
州
ケ
ニ
ヨ
ン
大
攣
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ル
オ
ル
ド
リ
ッ
チ
潮
懸
で
、

か
れ
は
一
九
五
五
黛
の
後
牟
六
ケ
月
聞
京
都
ア
メ
リ
カ
研
究
セ
ミ
ナ
ー
の

部
長
の
職
を
執
ろ
た
。
野
関
教
授
は
オ
ル
ド
リ
ッ
チ
壁
芯
が
一
九
五
五
隼

十
一
月
に
京
都
誓
學
會
で
し
た
講
演
を
醜
慰
し
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は

讃
者
が
そ
れ
を
讃
む
こ
と
を
期
糊
し
ま
す
。
こ
の
講
演
で
言
う
の
に
は

“
哲
學
は
新
し
い
雷
語
言
學
の
罵
言
春
た
ち
に
よ
っ
て
言
語
の
用
を
解
き

明
か
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
て
、
言
語
そ
の
も
の
が
多
く

の
種
類
の
活
動
あ
る
い
は
“
行
い
”
の
一
周
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い

る
。
言
語
を
、
欝
鯨
幕
系
の
外
に
あ
る
存
在
ま
た
は
も
の
に
封
懸
す
る
語

（
要
素
）
か
ら
な
る
静
態
的
膿
系
と
想
像
す
る
代
り
に
、
言
語
は
“
特
素
的

に
人
聞
の
活
動
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
媒
膿
”
と
考
想
さ
れ
て
い
る
。
”
維

験
は
科
學
の
欝
語
よ
り
廣
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
欝
語
だ
け
を
使
う

よ
う
に
事
理
の
属
望
で
強
制
き
れ
て
い
る
の
で
な
い
。
こ
う
し
て
形
浦
上

篤
き
え
も
が
再
び
可
能
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
内
　
形
而
上
畢
は
蟹
際
に
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
一
つ
の

“
哲
學
の
畢
派
”
の
輪
郭
を
示
し
て
い
る
一
つ
と
し
て
述
べ
よ
う
と
す
る

米
國
管
簾
の
形
勢
の
宿
営
に
述
べ
る
も
の
の
う
ち
に
例
澄
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
れ
は
蟹
存
主
義
、
實
離
並
義
ま
た
實
際
ど
の
科
學
的
合
理
主
義
に
聾
し

て
も
極
端
な
反
動
、
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
磐
學
上
の
徴
候
で
あ
る
“
疎
き

氣
”
が
、
は
じ
め
て
、
實
在
的
な
も
の
の
雰
合
理
髭
を
賞
揚
す
る
存
在
論

的
範
疇
の
品
絡
に
上
っ
た
！
　
サ
ル
ト
ル
に
よ
っ
て
代
表
き
れ
る
型
の
野

畑
主
義
が
ア
メ
二
二
で
幽
い
遽
瞳
着
た
ち
を
得
て
い
る
と
は
わ
た
く
し
は

考
え
な
い
が
、
他
方
｛
貰
存
主
義
で
も
特
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
よ
う
な
著

六
六

奮
た
ち
の
も
の
は
多
数
の
優
れ
た
哲
學
的
紳
學
蔭
た
ち
、
属
立
っ
て
新
正

統
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
ラ
イ
ン
ホ
ー

ド
　
ニ
：
バ
ー
や
パ
ウ
ル
　
テ
イ
リ
ッ
ヒ
は
有
力
な
逡
灘
著
た
ち
を
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
涙
學
校
の
な
か
に
も
っ
て
い
る
。
今
ま
で
侮
十
卑
か
を

臼
出
主
義
的
で
ほ
と
ん
ど
膚
然
主
義
的
な
下
毛
に
馴
れ
て
き
た
多
く
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
各
派
大
曾
に
ど
ん
な
衝
盤
を
こ
れ
ら
の
新
し
い
調
練
を
受

け
た
若
い
“
正
統
浜
”
読
敦
藩
た
ち
が
興
え
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
っ
て

み
る
程
で
あ
る
。
漸
正
統
派
融
畢
は
一
方
で
ア
メ
リ
カ
の
生
活
の
う
ち
の

現
在
の
一
般
的
な
保
守
的
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
間
も
な

く
、
一
世
紀
雨
に
ア
メ
リ
カ
人
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
學
説
が
導
入
き
れ
て
以
來

の
ど
れ
よ
り
も
大
き
な
聯
學
上
の
諭
禦
を
生
む
か
も
し
れ
な
い
。
面
白
い

こ
と
に
、
戦
後
に
軍
隊
に
勤
務
中
厭
洲
で
學
ん
だ
G
・
1
・
た
ち
は
蜜
存

主
義
に
出
曾
っ
て
、
米
國
の
カ
レ
ッ
ヂ
に
お
け
る
蜜
存
主
義
の
勉
學
の
濡

要
を
生
み
だ
す
の
に
力
が
あ
っ
た
。
今
は
掌
の
大
き
さ
よ
り
も
大
き
く
は

な
い
影
で
あ
る
が
今
よ
り
も
も
っ
と
影
響
を
も
つ
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
筆
者
の
意
見
で
は
宗
数
的
蟹
存
主
義
は
、
人
問
の
漿
落
の

教
読
と
入
闘
を
と
る
に
足
ら
な
い
と
す
る
数
説
を
承
諾
す
る
こ
と
に
か
け

て
、
ア
メ
リ
カ
人
は
榊
の
剛
志
と
主
樒
を
認
め
る
の
に
は
悟
り
が
早
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
代
の
ア
メ
リ
カ
人
の
拒
否
と
は
背
馳
す
る
と
考

え
る
の
で
は
あ
る
が
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
有
紳
論
的
な
形
に
で
も
あ

れ
、
無
榊
論
的
な
形
に
で
も
あ
れ
、
賞
存
主
義
は
腹
の
底
で
は
同
じ
心

理
、
彼
岸
一
そ
れ
が
“
紳
”
と
よ
ば
れ
る
に
も
せ
よ
“
無
”
と
よ
ば
れ
る

に
せ
よ
…
と
生
き
て
い
る
人
賦
を
彼
岸
か
ら
編
離
す
る
溝
と
へ
の
盤
倒
的

な
醗
慮
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
蔽
え
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

ル
ク
レ
…
テ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
に
實
存
主
義
看
た
ち
は
死
と
い
う
事
實
へ
の
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璽
倒
的
な
配
慮
を
見
窮
す
が
、
ま
た
か
れ
の
よ
う
に
自
宙
と
責
任
の
倫
理

學
へ
の
礎
石
と
な
る
熱
意
を
論
い
て
い
る
。

　
㈲
　
哲
學
と
宗
数
と
を
語
る
に
當
っ
て
は
、
米
國
近
世
史
の
主
流
を
な

す
獲
開
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
も
の
、
ロ
ー
マ
公
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
の

、
彪
大
な
成
畏
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
大
學
や

カ
レ
ッ
ヂ
で
の
一
つ
の
主
流
の
影
響
力
と
し
て
の
新
－
ス
コ
ラ
躍
を
晃
落

し
て
は
な
ら
な
い
。
マ
リ
テ
ン
と
ジ
ル
ソ
ン
の
、
特
に
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
派

カ
レ
ッ
ヂ
で
の
、
普
及
は
註
詑
に
便
い
す
る
。
ま
た
動
眼
の
託
言
が
カ
ト

リ
ッ
ク
派
の
カ
レ
ッ
ヂ
で
人
交
科
の
學
生
た
ち
に
は
他
の
學
生
た
ち
に
比

べ
て
か
な
り
多
く
要
講
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
厳
守
の
高
等
数
育
案
で
は
意

味
深
い
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
的
　
交
化
と
歴
史
の
哲
學
へ
の
高
ま
っ
て
ゆ
く
興
昧
も
ま
た
愚
説
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
…
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
や
ト

イ
ン
ビ
ー
の
よ
う
な
著
者
た
ち
の
目
立
つ
た
、
ま
た
高
ま
っ
て
ゆ
く
影
響

は
、
ク
ロ
ォ
チ
ェ
の
よ
う
な
著
者
た
ち
が
護
晃
し
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち

哲
學
は
結
局
の
と
こ
ろ
は
本
當
は
歴
史
の
一
灘
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
、

を
見
過
さ
な
い
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
せ
ま
る
。
も
う
一
つ
、
首
部
課
程
の

教
科
目
で
は
實
際
に
そ
う
な
っ
て
い
る
が
、
米
剛
の
哲
玉
壷
で
、
わ
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
非
常
に
意
味
の
あ
る
新
し
い
毅
展
は
、
東
洋
學

へ
の
多
大
の
新
し
い
翼
昧
で
あ
る
。
西
洋
的
な
も
の
と
東
洋
的
な
も
の
と

の
間
の
接
近
に
は
非
常
に
如
蟹
な
關
心
が
あ
る
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
町
、
東

洋
と
西
洋
の
曾
合
』
の
よ
う
な
研
究
が
普
及
し
て
き
た
。
か
れ
ら
の
分
析

は
批
判
さ
れ
る
べ
き
多
く
を
残
し
ま
た
金
く
の
誤
っ
た
省
思
に
よ
っ
て
勲

米
國
の
誓
畢
と
暫
墨
教
育

え
き
れ
ぬ
わ
ぎ
わ
い
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
、
情
報
に
封
ず

る
驚
く
ほ
ど
の
讃
者
の
需
用
を
ま
き
お
こ
し
た
し
、
東
洋
に
つ
い
て
の
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
講
義
題
属
が
若
賢
に
増
蜘
し
て
い
る
。

三

　
米
國
に
お
け
る
學
問
的
な
仕
事
の
一
段
と
し
て
の
暴
富
に
つ
い
て
一
言

す
る
の
に
わ
ず
か
ば
か
り
の
立
地
が
あ
る
。
暫
學
が
ア
メ
リ
カ
の
カ
レ
ッ

ヂ
や
大
話
で
十
九
世
紀
の
最
後
四
宝
期
に
、
大
部
分
は
ド
イ
ツ
の
影
響
に

よ
っ
て
、
携
側
の
豊
科
に
な
っ
た
と
き
に
、
哲
學
が
大
學
の
耐
忍
課
程
で

喰
止
し
統
一
す
る
要
因
と
し
て
西
瞭
の
教
育
で
演
じ
て
き
た
役
割
を
失
っ

た
。
そ
れ
と
と
も
に
誓
學
は
文
化
そ
の
も
の
に
わ
け
る
春
画
に
及
ぶ
影
響

を
失
っ
た
。
前
期
の
脚
畢
上
、
政
治
學
上
の
怒
想
や
履
會
思
想
が
哲
學
上

の
患
索
や
害
物
を
前
提
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
へ
、
專
門
化
し
た
醤
學
が
、

學
校
當
豊
春
、
教
師
、
學
雄
に
よ
っ
て
ひ
と
し
く
、
カ
レ
ッ
ヂ
の
撰
擢
講

義
題
目
の
六
二
主
義
の
堆
積
の
な
か
で
の
一
，
町
別
な
亜
門
と
見
な
さ
れ
る

結
果
に
な
っ
た
。
心
当
學
が
護
達
し
て
別
摘
の
登
科
に
な
っ
た
の
に
俘
っ

て
哲
學
は
勢
定
さ
れ
て
、
多
数
の
機
關
か
ら
消
え
虫
つ
た
の
が
落
ち
で
あ

っ
た
。
哲
畢
に
と
っ
て
残
っ
た
も
の
は
形
弼
上
子
の
一
般
的
諸
藩
題
、
す

な
わ
ち
存
在
論
、
宇
宙
論
お
よ
び
認
識
論
の
世
心
か
ら
な
る
漠
然
と
し
た

混
合
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
關
題
が
雷
語
お
よ
び
科
學
的
方
法
の
分
析
の

論
題
へ
と
饗
託
す
る
と
と
も
に
、
哲
學
は
正
気
な
職
筋
を
も
う
一
度
見
つ

け
た
よ
う
に
み
え
た
が
、
ご
く
少
数
の
興
暖
「
を
・
も
っ
た
専
門
家
以
外
に
は

扉
を
閉
ざ
す
ほ
ど
に
狡
い
職
労
な
の
で
あ
る
。
こ
の
勲
で
は
米
麟
の
大
學

融
會
で
の
哲
學
は
日
本
に
お
け
る
そ
の
掘
當
物
よ
り
も
も
っ
と
撃
払
き
れ

て
い
る
。
臼
本
の
は
形
而
上
誤
長
、
大
部
労
は
ド
イ
ツ
翻
念
論
的
の
、
趣

六
七

●
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哲
攣
研
寵
　
錦
燭
百
五
十
三
號

瞭
が
舐
徳
し
て
わ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
米
園
で
哲
學
プ
ロ
パ
ー
と
見
な
す
に

至
っ
た
も
の
と
並
ん
で
教
育
學
、
縫
歯
黒
、
心
理
學
、
教
養
科
用
を
含
む

よ
う
な
い
ま
だ
に
通
有
な
露
分
を
も
つ
て
い
る
。

　
第
二
次
世
界
載
男
前
の
哲
雄
の
職
の
多
く
は
一
般
的
早
撃
に
劉
す
る
專

門
教
育
の
彊
調
と
い
う
職
業
教
育
の
強
謁
の
増
大
の
結
果
で
あ
っ
た
。
三

十
薙
代
の
不
況
に
左
右
さ
れ
た
た
め
の
今
際
的
訓
練
へ
の
要
豊
、
大
規
模

な
州
立
大
學
の
難
頭
、
新
し
い
所
得
税
制
慶
は
聯
合
し
て
多
激
の
小
さ
な

濁
立
お
よ
び
馬
鎧
別
の
人
文
科
の
カ
レ
ッ
ヂ
を
滅
亡
の
縁
に
お
い
や
っ

た
。
こ
の
時
期
に
は
哲
學
科
は
何
か
遅
駆
な
も
の
に
思
え
、
敦
授
定
員
一

名
に
切
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
往
々
あ
っ
た
。
聖
戦
基
層
避
難
兵
奨
學
金
と

一
般
的
な
人
口
増
加
が
こ
れ
ら
の
小
規
模
の
機
關
を
ま
た
そ
う
し
て
哲
學

巻
と
い
う
も
の
を
救
っ
た
。
ま
た
野
虫
十
年
間
に
、
人
文
科
数
科
痛
の
再

評
贋
も
ほ
と
ん
ど
ど
の
カ
レ
ッ
ヂ
に
も
超
つ
た
。
教
科
目
再
編
成
と
搬
充

の
要
望
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
総
長
の
名
句
〃
キ
ャ
ブ
テ
リ
ヤ
風
1
1
　
（
セ
ル
フ

サ
ー
ヴ
ィ
ス
式
の
撰
揮
）
教
育
の
學
生
に
よ
る
講
義
羅
馬
の
議
自
撰
揮
に

封
ず
る
反
動
と
し
て
起
り
、
ま
た
一
般
科
目
教
育
が
新
し
い
地
位
を
も
つ

た
こ
と
は
學
部
課
程
の
教
育
案
で
の
哲
學
の
役
割
の
再
評
償
を
ひ
き
お
こ

し
た
。
戦
磐
の
衝
撃
と
、
近
代
生
活
に
封
ず
る
科
學
と
里
数
南
方
の
も
つ

含
意
へ
の
高
ま
る
興
昧
と
は
、
置
生
と
學
校
當
周
へ
大
學
哲
學
へ
の
興
味

を
復
活
さ
せ
た
。

　
米
國
で
の
最
大
の
哲
學
科
は
少
数
の
大
き
な
東
部
の
大
賢
と
州
立
の
大

難
と
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
例
え
ば
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
學

の
よ
う
に
文
學
士
（
B
・
A
）
で
の
卒
業
に
は
哲
學
の
講
義
題
目
を
と
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
當
て
は
ま
る
。
一
般
に
東
都
の

カ
レ
ッ
ヂ
と
中
西
部
の
大
き
な
大
野
は
提
供
科
目
で
は
多
様
で
あ
る
が
、

六
八

普
通
は
あ
る
特
定
の
“
學
派
”
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
燕
合

に
、
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
大
學
は
デ
ュ
イ
に
な
わ
強
く
影
響
き
れ
て
い
る
。
こ
の

機
關
だ
け
で
講
練
を
受
け
た
多
数
の
哲
蟹
江
師
た
ち
は
デ
．
一
イ
の
影
響
を

生
め
る
有
力
な
因
子
の
一
つ
で
あ
っ
た
し
、
な
お
そ
の
因
子
は
強
い
。
そ

れ
は
コ
ロ
ラ
ド
や
ユ
タ
の
よ
う
な
山
岳
部
の
州
で
は
主
導
的
な
よ
う
で
あ

る
し
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
い
ず
れ
も
の
緬
範
カ
レ
ツ
ヂ
の
特
徴
で
あ
り
、
ま

た
哲
學
の
敏
授
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
學
で
調
練
を
受
け
た
こ
と
の
わ
か
る
よ

う
な
場
所
で
は
ど
こ
で
も
統
充
填
學
説
と
し
て
働
い
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
直
接
の
弟
子
た
ち
は
急
速
に
清
失
し
つ
つ
あ
り
、
い
ま
は

“
改
革
論
者
”
た
ち
が
㎎
か
に
先
頭
に
繊
て
い
る
。
形
式
論
理
學
は
、
ミ

ネ
ソ
タ
、
ヴ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ミ
シ
ガ
ン
や
ア
イ
オ
ワ
な
ど
の
中
西
部
の

州
で
強
い
。
そ
れ
が
東
部
の
カ
レ
ッ
ヂ
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
ア
メ
リ

カ
哲
學
會
東
部
部
會
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
讃
め
ば
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
極
端
な
實
誰
主
義
か
ら
の
推
移
の
し
る
し
は
麗
か
で
あ
り
、
オ
ク

ス
フ
ォ
ド
9
難
語
暫
學
が
主
な
童
心
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
競
念
論
は
、

ブ
ラ
ン
ド
　
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ド
が
主
任
を
し
て
い
る
イ
ェ
…
ル
大
學
や
ボ

ー
ド
ン
　
パ
ー
カ
ー
　
バ
ウ
ン
や
エ
ド
ガ
ー
　
シ
ェ
フ
ィ
…
ル
ド
　
プ
ラ

イ
ト
マ
ソ
の
影
響
が
未
だ
に
優
勢
な
ボ
ス
ト
ン
大
饗
の
よ
う
な
所
で
は
、

ま
だ
強
い
。
バ
ウ
ン
は
メ
ソ
ヂ
ス
ト
派
に
乱
騰
的
言
語
を
輿
え
た
ひ
と
で

あ
り
、
メ
ソ
ヂ
ス
ト
の
人
文
科
カ
レ
ッ
ヂ
で
は
哲
學
蓉
が
観
念
論
者
で
あ

る
こ
と
は
普
通
で
あ
る
。
こ
う
い
う
線
で
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ド
大
壁
の
ホ
ッ

キ
ン
グ
も
影
響
力
が
あ
る
。
温
存
主
義
は
そ
の
影
響
の
黙
で
は
散
在
的
で

あ
る
が
、
ハ
！
ヴ
ァ
ド
大
學
の
よ
う
な
菓
部
の
下
校
や
蟹
讃
主
義
の
要

塞
、
ミ
ネ
ソ
タ
大
旨
、
で
き
え
も
そ
の
代
表
者
た
ち
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
西
海
岸
で
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
黒
で
の
よ
う
に
至
公
の
影
響
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が
あ
る
。
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
學
で
は
人
格
主
義
や
ラ
ル
フ
　
タ
イ
ラ

ー
　
フ
ル
ウ
ェ
リ
ン
グ
が
未
だ
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
し
か
し
大
學

院
の
あ
る
と
こ
ろ
を
除
い
て
は
ど
の
“
學
派
”
の
基
調
と
い
う
よ
う
な
も

の
も
ほ
と
ん
ど
影
響
を
も
つ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
州
立
の
機

關
の
よ
う
に
、
學
生
が
學
思
事
絡
に
哲
學
の
講
義
題
目
を
一
つ
か
二
つ
し

か
と
ら
な
い
と
こ
ろ
に
は
當
っ
て
い
る
。
し
か
し
面
白
い
こ
と
に
、
こ
う

し
た
ま
だ
表
面
的
な
駅
況
で
で
も
、
親
た
ち
は
、
　
－
－
非
宗
派
の
”
哲
學
は

〃
聖
俗
”
哲
學
、
す
な
わ
ち
唯
物
論
的
哲
學
を
意
味
す
る
と
い
う
危
惧
を

表
明
し
、
暫
學
の
勉
強
が
宗
教
に
卜
し
て
及
ぼ
す
家
庭
教
育
へ
の
影
響
に

つ
い
て
の
荒
凶
を
口
に
す
る
。

　
現
在
、
學
部
課
程
で
の
普
遜
の
哲
學
教
育
案
は
四
つ
の
基
本
的
講
義
題

目
、
哲
學
の
諸
問
題
、
論
理
學
、
倫
理
學
、
西
洋
哲
學
史
か
ら
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
大
抵
は
孚
學
館
學
鵜
の
も
の
ま
た
は
そ
れ
準
ず
る
も
の

で
“
三
軍
位
”
に
な
る
。
こ
こ
十
奪
闘
に
カ
レ
ッ
ヂ
が
卒
業
に
こ
れ
ら
の

図
心
の
う
ち
の
一
つ
を
要
求
す
る
こ
と
が
極
め
て
一
般
に
な
っ
て
き
た
。

入
交
科
カ
レ
ッ
ヂ
で
は
掻
畢
科
が
他
の
學
科
へ
の
〃
奉
仕
學
科
－
－
と
し
て

活
動
す
る
こ
と
も
普
通
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
“
…
…
の
哲
學
”
、
敦

育
哲
畢
、
政
治
哲
學
、
宗
教
哲
學
、
科
學
哲
學
、
と
か
藝
術
哲
學
の
よ
う

な
、
講
義
題
臼
が
見
當
る
こ
と
が
多
く
な
ろ
う
。
隠
に
は
、
数
育
哲
學
と

政
治
哲
畢
と
の
場
合
に
は
特
に
、
こ
れ
ら
は
哲
學
科
で
は
な
く
て
数
育
學

部
と
か
政
治
學
科
と
か
で
唄
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
多
く
の
機
關
に

お
け
る
哲
學
の
数
授
た
ち
の
興
味
が
形
式
論
理
學
と
か
意
味
論
と
か
科
學

哲
學
へ
狡
ま
っ
た
結
果
が
、
　
“
…
…
の
哲
學
”
と
い
う
よ
う
な
各
種
の
傳

統
的
な
型
の
哲
學
の
講
義
田
田
が
他
の
い
く
つ
も
の
學
科
に
繊
現
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ま
た
し
ば
し
ば
、
そ
う
し
た
も
の
が
儒
乏
し
て
、
あ
ら
わ

米
図
の
暫
雛
と
暫
畢
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
ビ
ヨ
チ

れ
る
。
例
え
ば
初
等
論
理
躍
が
圃
語
志
科
”
で
論
畢
の
要
黙
”
（
閃
。
・
。
。
鶏
費
『

鼠
U
Φ
げ
障
。
）
と
し
て
開
講
さ
れ
る
と
い
う
風
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
か

ら
趨
っ
た
〃
灌
限
論
霜
月
は
こ
こ
二
、
心
配
の
聞
に
、
こ
れ
ら
の
講
義
題

目
は
哲
學
科
へ
と
り
思
え
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
要
求
を
ひ
き
起
し
た
。
他

の
極
端
で
は
、
ケ
ニ
ヨ
ン
　
カ
レ
ッ
ヂ
の
チ
あ
、
ー
マ
ー
悠
長
は
、
暫
學
科

は
論
理
學
の
教
授
よ
り
も
少
し
し
か
出
ず
、
す
べ
て
の
教
授
た
ち
は
ほ
か

の
な
に
が
專
攻
で
あ
る
か
に
叢
り
な
く
古
墨
を
特
定
的
に
修
め
る
こ
と
、

ま
た
、
す
べ
て
の
授
業
が
〃
爆
殺
的
－
－
で
あ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
問
題

は
教
育
學
榔
が
今
日
教
育
哲
學
に
驕
心
し
て
い
る
こ
と
に
認
識
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
題
臼
を
撚
當
し
て
敏
え
て
い
る
ひ
と
の
幾
人
も
が
訓
練
を
経
な

い
哲
學
着
で
あ
る
。
他
方
、
修
練
し
た
哲
聖
者
は
も
っ
と
妓
衛
的
な
哲
學

的
分
析
に
興
味
を
も
ち
、
数
育
畢
部
の
あ
か
ら
さ
ま
に
淺
薄
な
水
準
を
輕

蔑
し
て
自
分
ら
を
活
用
さ
せ
る
こ
と
を
挺
聾
し
て
き
た
。

　
全
般
的
に
は
哲
學
で
の
無
職
の
数
は
増
加
し
て
い
る
。
費
際
の
数
は
、

例
え
ば
英
語
の
教
師
や
心
理
學
の
敢
師
に
較
べ
て
、
少
な
い
。
ア
メ
リ
カ

下
馬
會
は
東
部
、
西
部
、
お
よ
び
碧
潭
洋
部
會
か
ら
拘
束
的
で
な
い
仕
方

で
組
織
さ
れ
た
連
舎
灘
で
あ
る
が
、
忌
避
名
簿
に
の
っ
て
い
る
曾
員
は
一

五
〇
〇
人
を
超
え
な
い
。

　
哲
學
の
教
育
は
セ
ミ
ナ
ー
の
型
を
と
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
大

き
な
数
室
、
特
に
學
部
課
程
の
算
当
の
必
修
科
属
で
は
講
義
の
方
法
が
ま

だ
一
般
で
は
あ
る
が
。
誓
學
で
講
義
の
方
法
を
と
る
の
は
駆
馳
か
ら
な
る

〃
ソ
～
ク
ラ
テ
ー
ス
流
の
方
法
”
や
白
由
討
議
よ
り
も
は
る
が
に
劣
っ

た
、
軍
に
受
動
的
な
だ
け
の
教
育
法
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
懇
學
教
師
の

真
誠
は
一
般
酌
に
言
っ
て
學
生
と
の
臨
調
だ
が
し
か
し
枇
鋼
的
な
討
諭
に

入
る
こ
と
で
あ
る
。
早
生
の
見
解
の
濁
自
性
は
徹
底
し
て
漿
鋤
さ
れ
て
い

六
九
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哲
穆
研
究
　
第
四
百
五
十
三
號

て
教
材
の
曜
紀
は
一
驚
界
の
幾
多
の
場
所
、
そ
れ
に
日
本
を
舶
え
て
も
い

い
か
と
思
う
が
、
そ
う
い
う
所
で
の
哲
學
や
宗
国
の
教
育
と
は
違
っ
て
一

耳
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
研
究
方
釘
は
一
般
に
、
パ
ー
ス
の
標
示
に
よ
れ

　
　
セ
ミ
ナ
リ

ば
“
養
成
所
哲
學
”
に
代
る
”
研
究
所
哲
學
”
の
方
針
で
あ
り
、
パ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
リ
ロ
ヴ
ア
シ
テ
イ

は
『
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
紀
要
』
へ
“
大
　
學
”
の
定
義
を
求
め
ら
れ
た
と
き

に
こ
の
標
示
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
ス
が
言
う
に
は
、
研
究
所
、
從

っ
て
、
大
學
、
は
研
究
の
た
め
の
場
所
で
あ
り
、
養
成
所
は
“
敦
化
”
の

た
め
の
場
所
で
あ
る
。
學
習
は
協
同
的
で
白
由
な
探
究
で
あ
り
、
結
局
の

と
こ
ろ
學
生
は
愈
際
す
る
の
で
あ
る
。
學
生
は
農
己
が
毅
興
す
る
全
く
自

由
な
環
境
を
舞
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
最
後
に
一
つ
だ
け
“
大
作
”
（
O
誘
箕
じ
ご
o
o
訂
）
運
動
家
た
ち
に
つ
い
て

註
謬
を
加
…
え
よ
努
つ
。
こ
れ
は
モ
ー
テ
ィ
マ
ー
　
ア
ド
ラ
ー
や
シ
カ
ゴ
大
學

の
ハ
ッ
チ
ン
ズ
総
長
の
著
作
か
ら
感
銘
を
受
け
た
も
の
で
、
現
在
フ
ォ
ー

ド
財
田
の
支
持
を
得
て
い
る
。
米
國
中
の
多
数
の
圓
諜
館
で
は
成
人
た
ち

が
毎
月
二
同
集
っ
て
、
前
以
て
蟹
成
を
得
て
あ
っ
た
哲
塗
上
の
古
典
を
論

議
す
る
。
“
大
作
運
動
“
が
も
っ
て
い
る
“
基
礎
科
臼
主
義
”
（
①
り
。
①
Φ
】
P
骨
岡
㊤
一
圃
o
q
5
P
）

と
か
〃
不
易
主
義
1
1
（
℃
o
お
二
巴
鋤
蔚
｝
5
）
や
ま
た
は
1
1
新
ト
マ
ス
派
思
想
”

す
ら
へ
の
、
明
か
な
關
連
に
歯
す
る
哲
無
上
お
よ
び
敏
育
上
の
論
事
に
ま

き
こ
ま
れ
る
こ
と
は
公
立
圃
書
館
は
避
け
て
き
た
。
館
員
た
ち
は
か
れ
ら

の
企
画
を
濁
臼
的
に
修
行
し
て
い
て
、
成
人
教
育
の
こ
の
賞
詞
は
、
ア
メ

リ
カ
の
諸
縫
會
集
圏
の
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
方
の
ひ
と
び
と
の
聞
に

多
数
の
異
っ
た
型
の
哲
學
へ
の
多
大
の
新
し
い
興
味
と
影
響
を
も
た
ら
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
（
謬
　
武
田
弘
道
）

七
〇

　
あ
る
。
警
世
に
至
る
二
年
間
ハ
リ
ス
致
授
は
オ
ハ
イ
オ
州
ク
リ
ー
ヴ
ラ

　
ン
ド
市
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
リ
ザ
…
ヴ
大
學
哲
學
科
の
圭
任
の
職
の
賜
暇
を

　
と
っ
て
、
京
都
大
學
騎
士
學
部
で
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
招
鰐
教
授
と
し
て
教

　
育
薫
習
の
教
授
で
あ
っ
た
。
咋
隼
七
月
に
、
東
京
都
上
臼
黒
の
日
本
駐

　
在
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
校
長
と
な
っ
た
。

〔
註
〕
1
、
9
環
象
ω
0
7
国
爵
。
μ
9
翁
蓑
亀
N
》
ミ
ミ
爵
§
N
竈
亀
象
§
ξ
．

　
2
、
西
部
に
お
け
る
こ
れ
と
ま
た
そ
れ
以
外
の
近
無
の
思
想
傾
向
は
概

　
　
論
的
な
論
文
“
現
在
の
哲
學
と
そ
の
過
去
の
近
葎
1
1
に
啓
避
的
な
論

　
　
述
が
あ
る
。
　
．
、
O
o
艮
①
ヨ
℃
○
舜
蔓
　
℃
げ
一
一
〇
ω
o
覧
・
《
　
⇔
づ
幽
岡
露
膨
Φ
8
無

　
　
娼
霧
『
．
．
ぎ
9
ミ
§
懸
ミ
，
ミ
矯
ミ
ミ
象
ミ
v
、
蔓
“
＆
課
a
げ
鴫
》
ヨ
⑦
ω
じ

　
　
智
羅
。
怠
⇔
ゆ
島
ω
8
岳
コ
ぼ
q
寓
．
一
≦
o
鼠
舞
江
詳
鵠
⑦
づ
蔓
鵠
◎
需
鋤
爵
餌
O
o
こ

　
　
2
●
照
；
お
窃
鼻
・

　
3
、
批
鯛
的
超
然
主
義
の
明
解
で
簡
明
な
読
明
が
次
の
教
科
害
に
あ

　
　
る
。
寒
篭
象
愚
ξ
h
　
》
謡
辱
、
隠
，
o
ミ
ミ
脳
§
”
げ
矯
冒
ω
窪
ω
導
ご
鐸
。
｝
臨
。
吋

　
　
勉
高
下
回
口
。
多
昌
伽
巴
押
b
d
⇔
ヨ
①
。
・
節
麟
鎚
累
。
ぴ
｝
ρ
巳
も
。
メ

　
4
、
参
照
、
、
、
舅
冨
ω
δ
田
無
〉
日
夕
。
弩
殉
①
跳
ω
ヨ
”
、
ξ
≦
．
口

　
　
認
〇
三
二
磐
ρ
§
馬
一
§
黛
妬
ミ
§
砦
陰
堕
頃
搬
§
号
①
駁
豊
い
δ
き
。

　
　
ま
た
、
》
．
ρ
H
o
〈
Φ
ざ
ざ
§
Q
肉
Q
§
警
匙
磯
ミ
、
、
急
b
～
ミ
駐
ミ
頃
○
℃
魯

　
　
6
霊
旨
℃
自
げ
冴
三
二
σ
q
O
O
■
》
同
8
0
．

　
5
、
参
照
、
二
巻
か
ら
な
る
論
招
集
　
ト
。
讐
冥
感
、
軋
卜
§
聴
ミ
鷺
9

　
　
＆
ぽ
鎚
び
《
｝
φ
累
歪
。
牽
し
ご
．
b
ご
貯
。
げ
≦
亀
層
○
嫁
。
益
闇
一
譲
ど

　
　
琿
づ
鳥
円
⑩
α
Q
Q
。

　
　
　
　
　
　
（
課
者
　
大
阪
市
立
大
學
文
學
部
〔
哲
學
〕
助
敦
授
）

＊
附
記
　
こ
れ
は
も
と
一
九
五
六
年
に
慶
島
大
學
で
行
わ
れ
た
講
演
で


