
書

�

怨
居
洋
子

著

イ
エ
ズ
ス
會
士
と
�
�
の
�
國

︱
︱
在
華
宣
敎
師
に
よ
る
�
�
の
�
譯
︱
︱

隠

岐

さ

や

香

本
書
は
初
�
	
代
の
中
國
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
︑
そ
れ
ぞ
れ
膨
大
な
思
想


硏
究
の
對
象
と
な
っ
て
き
た
二
つ
の
領
域
を
つ
な
い
だ
�
譯

者
の
役
割
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑﹁
思
想
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂
の
可
能
性
を
檢
討
す
る
�
欲
作
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
著
者
が
特
に
�

目
す
る
の
は
︑
中
國
で
活
動
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
會
宣
敎
師

(在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
)
�
後
の
世
代
に
あ
た
る
一
八
世
紀
後
�
を
生
き
た
ジ
ョ
ゼ

フ

=

マ
リ
・
ア
ミ
オ

(
Jo
se
p
h
-
M
a
rie
A
m
io
t,
1
7
1
8
-
1
7
9
3
)
の
業
績
で
あ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
本
書
は
﹁
第
四
〇
囘
サ
ン
ト
リ
ー
學
藝

賞
﹂
を
︑
第
三
五
囘
﹁
澁
澤
・
ク
ロ
ー
デ
ル
賞
本
賞
﹂
を
(
賞
し
︑
大
變
高
い
)
價
を
得
て
い
る
︒
違
*
成
は
,
の
-
り
で
あ
る
︒

序

違

在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
と
�
�
の
�
譯

第
Ⅰ
部

中
國
�
�
と
カ
ト
リ
ッ
ク
・
科
學
と
の
接
續
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第
1
違

.
應
政
策
と
中
國
硏
究
の
展
開

第
2
違

典
禮
論
爭
後
に
お
け
る
孔
子
宴
の
創
/

第
3
違

中
國
0
樂
に
お
け
る
科
學
の
發
見

第
4
違

メ
ス
メ
リ
ズ
ム
と
陰
陽
理
論
の
邂
逅

第
Ⅱ
部

淸
2
と
い
う
�
國
と
�
�

第
5
違

18
世
紀
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
と
北
京
社
會
と
の
接
點

第
6
違

ア
ミ
オ
が
と
ら
え
た
淸
2
の
瓜
治
*
/

第
7
違

｢
�
藝
共
和
國
﹂
の
�
�
語
と
し
て
の
滿
洲
語

第
8
違

淸
2
の
瓜
治
空
閒
を
め
ぐ
る
�
怨
6
報

第
9
違

『中
國
�
國
�
�


槪
說
﹄
と
淸
2
官
修
典
籍

:

違

ア
ミ
オ
の
中
國
宴
と
そ
の
後

本
書
は
;
に
,
の
二
つ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒
第
一
に
先
行
硏
究
の
不
在
を
埋
め
る
こ
と
が
あ
る
︒
周
知
の
-
り
︑
一
六
世
紀
末
か

ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
は
中
國
で
の
宣
敎
が
比
�
=
自
由
に
行
わ
れ
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
敎
や
西
洋
科
學
が
中
國
に
傳
わ
っ
た
經
雲
が

か
な
り
硏
究
さ
れ
て
い
る
︒
一
八
世
紀
>
�
に
つ
い
て
も
︑
典
禮
論
爭
の
激
?
や
︑
雍
正
�
に
よ
る
禁
敎
な
ど
の
重
大
事
件
が
あ
り
︑
や
は
り

硏
究
の
層
は
厚
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
本
土
で
イ
エ
ズ
ス
會
自
體
が
諸
國
で
廢
止
の
憂
き
目
に
B
っ
た
一
八
世
紀
後
�
に
お
け
る

在
華
宣
敎
師
の
活
動
と
な
る
と
硏
究
が
殆
ど
見
當
た
ら
な
い
︒
本
書
は
こ
の
時
�
に
敢
え
て
�
目
す
る
こ
と
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
九

世
紀
初
頭
の
	
代
=
な
﹁
中
國
學
﹂
の
成
立
に
對
し
︑
一
八
世
紀
後
�
の
ア
ミ
オ
ら
に
よ
る
�
譯
活
動
が
果
た
し
た
役
割
を
位
置
附
け
よ
う
と

し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
ア
ミ
オ
と
い
う
精
力
=
な
�
譯
者
の
事
業
に
つ
い
て
︑
儒
敎
と
そ
の
世
界
觀
の
紹
介

(第
2
違
)
︑
中
國
0
樂
の
紹
介
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に
お
け
る
先
驅
性

(第
3
違
)
︑
養
生
D
な
ど
︑
中
國
傳
瓜
醫
療
の
紹
介
に
お
け
る
獨
自
性

(
第
4
違
)
︑
淸
2
の
瓜
治
*
/
分
析
や
地
理
=
な

事
項
の
紹
介

(第
6
違
︑
第
8
違
)
︑
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
滿
洲
語
に
つ
い
て
の
學
D
=
紹
介

(第
7
違
)
︑
中
國
の
歷


記
営
に
つ

い
て
の
比
�
=
視
點
か
ら
の
紹
介

(第
9
違
)
な
ど
︑
多
G
な
內
容
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
思
想


=
な
I
液
の
言
J
に
留
ま
ら
ず
︑

一
八
世
紀
後
�
に
ア
ミ
オ
ら
宣
敎
師
が
居
K
し
て
い
た
場
L
の
地
理
=
な
6
報
や
社
會
=
な
位
置
附
け
︑
お
よ
び
彼
ら
と
直
接
接
觸
で
き
た
人

の
出
自
や
階
M
な
ど
が
社
會


=
視
點
で
考
察
さ
れ
て
い
る

(第
5
違
)
︒

本
書
が
取
り
組
む
第
二
の
課
題
は
︑
イ
エ
ズ
ス
會
宣
敎
師
の
側
が
N
し
て
い
た
﹁
�
�
﹂
の
槪
念
が
彼
ら
の
中
國
に
關
す
る
�
譯
・
硏
究
活

動
に
與
え
た
影
O
を
捉
え
る
と
い
う
︑
ま
さ
に
﹁
思
想
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂
の
試
み
で
あ
る
︒
本
書
が
�
目
す
る
﹁
�
�
﹂
は
︑
一

神
敎
が
自
�
視
す
る
宗
敎
=
世
界
觀
と
し
て
の
�
�
と
︑
當
時
	
代
?
の
Q
R
に
あ
っ
た
﹁
科
學
﹂
(
scie
n
ce
)
が
體
現
し
よ
う
と
す
る
�
�

の
兩
者
で
あ
る
︒
ま
ず
宗
敎
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
本
書
も
営
べ
る
よ
う
に
︑﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
﹂
自
體
が
�
�
=
︑
世
界
=
を
�
味
す
る
ギ
リ

シ
ア
語
の

k
a
th
o
lik
o
s
に
由
來
し
て
い
る

(一
三
頁
)
︒
無
論
︑
そ
の
﹁
�
�
性
﹂
は
初
�
	
代

(
一
六
-
一
八
世
紀
)
に
入
る
と
︑
ル
ネ
サ
ン
ス

や
宗
敎
改
革
と
い
っ
た
挑
戰
を
經
驗
し
て
い
る
の
だ
が
︑
本
書
で
は
そ
れ
に
對
し
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
自
體
が
自
己
を
改
革

(す
な
わ
ち
對
抗
宗

敎
改
革
)
し
︑
イ
エ
ズ
ス
會
等
を
-
じ
た
海
外
宣
敎
に
力
を
�
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
經
雲
を
﹁
自
ら
の
�
�
性
を
現
實
の
も
の
と
し
︑
世
界
に
擴

張
す
る
と
い
う
動
機
﹂
(一
四
頁
)
に
貫
か
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
︒
そ
し
て
︑
イ
エ
ズ
ス
會
自
體
が
X
滅
の
憂
き
目
に
B
っ
た
一
八
世
紀

後
�
の
特
Y
と
し
て
,
の
二
つ
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
た
ち
が
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
國
の
;
液
=
解

釋
か
ら
離
れ
て
︑
獨
自
に
淸
2
を
あ
る
種
の
﹁
�
�
﹂
の
體
現
者
と
し
て
捉
え
直
し
︑
そ
の
言
語
や
�
?
を
積
極
=
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
す

る
よ
う
に
な
る
Q
R
が
確
Z
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
,
に
︑
そ
れ
と
竝
行
し
て
︑
彼
ら
が
現
地
の
官
僚
機
*
の
中
に
取
り
[
ま
れ
て
い
く
社
會



=
Q
R
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
竝
行
し
て
︑
イ
エ
ズ
ス
會
に
よ
る
中
國
の
﹁
科
學
﹂
の
\
い
に
も
類
似
の
變
?
が
み
ら
れ
る
と
い
う
︒

す
な
わ
ち
︑
當
初
は
西
洋
に
お
け
る
天
�
學
や
醫
學
の
一
部
を
中
國
に
紹
介
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
イ
エ
ズ
ス
會
士
^
が
︑
一
八
世
紀
後

�
に
な
る
と
一
轉
し
て
︑
中
國
の
な
か
に
﹁
科
學
﹂
を
發
見
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
强
め
て
い
く
の
で
あ
る
︒
こ
の
點
は
と
り
わ
け
第
3
違
︑
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第
4
違
お
よ
び
結
論
部
分
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
︒

以
上
が
槪
`
で
あ
る
が
︑
個
別
論
點
に
つ
い
て
の
)
に
入
る
>
に
)
者
の
立
ち
位
置
を
営
べ
て
お
き
た
い
︒
)
者
は
も
と
も
と
一
八
世
紀
フ

ラ
ン
ス
の
科
學


を
專
門
と
し
て
お
り
中
國


は
專
門
外
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
恐
ら
く
著
者
の
强
み
が
�
も
發
揮
さ
れ
︑
東
洋


硏
究
の
醍

醐
味
と
も
い
え
る
箇
L
に
つ
い
て
=
確
な
)
を
行
う
こ
と
が
難
し
い
︒
た
と
え
ば
本
書
に
お
い
て
は
一
八
世
紀
に
出
版
さ
れ
た
ア
ミ
オ
に
よ
る

フ
ラ
ン
ス
語
の
�
獻
か
ら
︑
嚴
密
な
考
證
に
基
づ
き
︑
そ
の
典
據
と
な
っ
た
中
國
語
や
滿
洲
語
の
一
,
b
料
を
つ
き
と
め
る
作
業
が
數
多
く
行

わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
歷


硏
究
者
と
し
て
�
も
ス
リ
リ
ン
グ
な
營
み
を
十
分
に
)
價
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
實
に
殘
念
で
あ
る
︒

對
し
て
︑
)
者
が
c
分
か
で
も
學
D
=
な
議
論
に
貢
獻
で
き
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
本
書
の
;
題
と
な
る
﹁
科
學
﹂
や
﹁
�
�
﹂
の
槪
念
に

つ
い
て
︑
フ
ラ
ン
ス
科
學


お
よ
び
思
想


の
立
場
か
ら
考
察
を
試
み
る
︑
あ
る
い
は
補
足
=
な
視
點
を
附
け
足
す
こ
と
に
あ
ろ
う
︒
兩
槪
念

は
と
り
わ
け
中
國
0
樂
と
科
學
を
\
っ
た
第
3
違
︑
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
が
言
J
さ
れ
る
第
4
違
︑﹁
�
藝
共
和
國
﹂
を
\
う
第
7
違
︑
そ
し
て
歷



記
営
と
天
�
觀
測
を
\
っ
た
第
9
違
の
一
部
に
關
わ
っ
て
い
る
︒

ま
ず
︑
第
3
違
に
お
け
る
ア
ミ
オ
の
﹁
科
學
﹂
觀
に
つ
い
て
の
記
営
を
確
Z
し
︑
そ
の
內
容
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
︒
本
書
で
も

営
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ア
ミ
オ
は
﹃
古
代
お
よ
び
	
代
の
中
國
0
樂
に
關
す
る
メ
モ
ワ
ー
ル
﹄
(
一
七
七
九
)
に
よ
り
︑
中
國
0
樂
の
理
論

を
初
め
て
詳
細
に
歐
洲
へ
と
傳
え
た
先
驅
者
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
ア
ミ
オ
が
同
書
を
執
筆
し
た
動
機
と
し
て
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
と

は
獨
自
に
古
い
d
源
を
持
つ
中
國
0
樂
の
理
論
に
︑﹁
科
學
﹂
(
scie
n
ce
)
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
︒
こ
の
﹁
科
學
﹂

と
は
當
然
な
が
ら
現
代
の
�
味
の
科
學
で
は
な
い
︒
著
者
は
富
永
茂
樹
の
說
�
に
依
據
し
て(1

)
︑
こ
の
語
の
�
味
が
﹁﹃
科
學
と
呼
ぶ
よ
り
は
む

し
ろ
諸
學
問
一
般
﹄
を
指
し
︑
藝
D
と
技
D
を
未
分
?
の
ま
ま
含
ん
だ

a
rt
の
語
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
﹃
人
閒
の
知
識
の
總
體
﹄
に
對
應
し

た
﹂
と
み
な
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
現
代
=
な
�
味
で
の
﹃
科
學
﹄
と
﹃
藝
D
﹄
と
い
う
�
確
に
區
分
さ
れ
た
範
疇
へ
と
向
か
っ
て
い
く
Q

渡
�
﹂
の
表
現
で
あ
る
と
解
釋
す
る
︒
ま
た
︑
著
者
に
よ
れ
ば
ア
ミ
オ
は
︑
中
國
の
古
代
の
賢
人
の
中
に
︑﹁
他
の
す
べ
て
の
科
學
﹂
の
理
論

の
e
て
を
基
礎
づ
け
て
い
る
源
泉
と
し
て
の
﹁
宇
宙
�
�
の
科
學
﹂
(
scie
n
ce
u
n
iv
e
rse
lle
)
を
捉
え
た
者
が
い
る
と
考
え
て
い
た

(一
〇
四
頁
)
︒
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こ
の
よ
う
な
科
學
觀
は
︑
ケ
プ
ラ
ー
︑
マ
ラ
ン
・
メ
ル
セ
ン
ヌ
や
︑
や
は
り
イ
エ
ズ
ス
會
士
で
あ
っ
た
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
・
キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
(
け

繼
が
れ
た
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
學
h
=
宇
宙
觀

(數
祕
D
=
な
發
想
が
あ
る
)
を
>
提
と
し
て
い
る
と
い
え
る

(一
〇
五
頁
)
︒

以
上
の
分
析
は
=
確
で
あ
り
︑
と
り
わ
け
ア
ミ
オ
が
中
國
の
賢
人
と
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
學
h
の
宇
宙
觀
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
と
て
も
興
味
深

い
︒
た
だ
︑
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
思
想


硏
究
の
觀
點
か
ら
す
る
と
︑
ア
ミ
オ
の
科
學
觀
は
も
う
一
段
階
掘
り
下
げ
て
論
じ
る
こ
と
も
可
能
な

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
︑
一
八
世
紀
と
い
う
の
は
複
數
の
科
學
觀
が
競
合
し
た
時
代
で
あ
り
︑
そ
の
對
立
は
宗
敎
=
信
仰
を
め
ぐ
る
根
本
=

な
も
の
か
ら
︑
よ
り
具
體
=
な
科
學
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
も
の
ま
で
多
岐
に
亙
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
を
考
慮
し
た
上
で
︑
イ
エ
ズ
ス
會
士
で
あ

る
ア
ミ
オ
が
い
か
な
る
思
想
=
立
ち
位
置
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
詳
細
に
檢
證
す
る
こ
と
は
思
想


=
に
重
`
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(2

)
︒

そ
し
て
管
見
の
限
り
︑
一
八
世
紀
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
科
學
觀
と
い
う
の
は
未
だ
十
分
に
は
吟
味
さ
れ
盡
く
さ
れ
て
い
な
い
鑛
i
で
あ

る
︒一

七
世
紀
に
關
し
て
な
ら
ば
︑
イ
エ
ズ
ス
會
の
科
學


上
の
貢
獻
が
︑
そ
の
獨
特
な
數
學
敎
育
と
中
國
な
ど
各
地
で
行
っ
た
天
體
觀
測
事
業

に
よ
り
知
ら
れ
て
い
る(3

)
︒
だ
が
︑
一
八
世
紀
後
�
︑
そ
れ
も
イ
エ
ズ
ス
會
が
廢
止
さ
れ
た
一
七
七
〇
年
代
以
影
と
な
る
と
そ
の
影
は
j
く
︑
本

書
お
よ
び
他
の
º
か
な
先
行
硏
究
の
他
は
斷
片
=
な
記
営
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
彼
ら
は
)
者
が
關
わ
る
﹃
百
科
e
書
﹄
硏
究
の
�

i
で
は
﹁
反
k
蒙
﹂
の
保
守
h
と
し
て
記
営
さ
れ
が
ち
で
あ
る(4

)
︒
ま
た
︑
同
時
代
の
證
言
と
し
て
は
イ
エ
ズ
ス
會
の
歌
劇
上
演
を
目
擊
し
た

ゲ
ー
テ
の
よ
う
に
︑
人
閒
の
愛
や
世
俗
=
關
心
に
訴
え
て
惹
き
つ
け
る
技
巧
を
持
ち
あ
わ
せ
た
集
團
と
し
て
の
描
寫
も
あ
る(5

)
︒
だ
が
︑
い
ず
れ

に
せ
よ
︑
會
の
廢
止
後
は
多
く
の
會
士
が
複
數
の
國
で
悲
劇
=
な
窮
乏
狀
態
に
置
か
れ
た
た
め(6

)
︑
瓜
一
し
た
宴
を
描
き
出
す
の
は
困
難
な
の
か

も
し
れ
な
い
︒

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
︑﹁
宇
宙
�
�
の
科
學
﹂
を
営
べ
た
ア
ミ
オ
の
科
學
觀
が
い
か
な
る
系
�
に
屬
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
い
く
つ
か

の
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
︒
一
つ
目
と
し
て
は
︑
彼
の
立
場
を
考
え
れ
ば
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
が
︑
正
瓜
h
=
キ
リ
ス
ト
敎
理
を
引
き
繼
い
だ

學
問
觀
に
由
來
す
る
`
素
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
諸
科
學
の
分
類
を
論
じ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
︑
自
然
と
人
閒
に
つ
い
て
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の
知
を
瓜
合
す
る
た
っ
た
一
つ
の
﹁
�
�
=
な
學
﹂
(
u
n
iv
e
rsa
l
scie
n
ce
)
あ
る
い
は
﹁
第
一
の
學
﹂
(
P
h
ilo
so
p
h
ia
P
rim
a
)
が
あ
る
と
考
え
て

お
り
︑
そ
こ
か
ら
諸
科
學
が
h
生
し
た
と
の
考
え
を
N
し
て
い
た(7

)
︒
そ
の
原
イ
メ
ー
ジ
は
︑
人
閒
の
墮
落

(
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
樂
園
o
放
)
に

よ
っ
て
失
わ
れ
た
と
さ
れ
る
純
粹
で
完
e
な
知
識
︑
完
e
な
言
語
︑
完
e
な
p
德
と
い
っ
た
槪
念
に
あ
る
︒
無
論
︑
イ
エ
ズ
ス
會
關
係
者
と

r
っ
て
ベ
ー
コ
ン
は
怨
敎
徒
で
あ
り
︑
や
は
り
怨
敎
に
轉
向
し
た
人
�
;
義
者
ペ
ト
ル
ス
・
ラ
ム
ス
の
影
O
を
强
く
(
け
て
は
い
る
︒
そ
れ
で

も
﹁
�
�
=
な
學
﹂
の
考
え
方
自
體
は
ス
コ
ラ
;
義
哲
學
に
お
け
る
﹁
形
而
上
學
﹂
に
お
お
よ
そ
ð
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
︑
決
し
て
ベ
ー
コ

ン
だ
け
の
も
の
で
は
な
い(8

)
︒

な
お
︑
參
考
ま
で
に
営
べ
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
科
學
觀
と
對
照
=
な
の
が
︑
ア
ミ
オ
と
同
年
代
で
あ
っ
た
﹃
百
科
e
書
﹄
の
二
人
の
著
者
︑

ド
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
と
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
そ
れ
で
あ
る
︒
世
俗
;
義
と
反
敎
權
;
義
を
共
N
す
る
二
人
に
と
っ
て
︑
諸
科
學
を
つ
な
ぐ
根
幹
と
な

る
の
は
も
は
や
神
に
由
來
す
る
何
か
で
は
な
く
︑﹁
理
性
﹂
以
外
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
︒
た
だ
し
︑
彼
ら
に
お
い
て
も
﹁
�
�
=
な
學
﹂
と

い
う
槪
念
自
體
は
完
e
に
X
え
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
數
學
が
�
も
知
識
を
確
實
に
す
る
�
�
=
な
營
み
と
考
え
て
い
た
︒
他

方
︑
デ
ィ
ド
ロ
は
そ
の
考
え
に
s
得
せ
ず
︑
各
分
野
が
そ
れ
ぞ
れ
固
N
の
方
法
論
を
持
つ
と
考
え
て
い
た(9

)
︒

二
つ
目
の
方
向
性
と
し
て
︑
ア
ミ
オ
の
科
學
觀
に
は
一
八
世
紀
=
な
實
用
;
義
の
特
Y
も
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
著
者
も
旣
に
指
摘
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
の
補
足
と
な
り
う
る
內
容
を
営
べ
て
お
き
た
い
︒
第
3
違
の
記
営
に
あ
る
よ
う
に
︑
ア
ミ
オ
は
﹁
科
學
の
N
用
性
﹂
に
着

目
し
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
ア
ミ
オ
は
﹃
中
國
0
樂
に
關
す
る
メ
モ
ワ
ー
ル
﹄
に
お
い
て
﹁
も
し
中
國
人
た
ち
が
圓
積
問
題
に
つ
い
て
硏
究
し

て
い
た
な
ら(10

)
﹂
と
の
議
論
を
﹁
い
さ
さ
か
u
突
に
﹂
始
め
て
い
る
︒
そ
し
て
ア
ミ
オ
は
そ
こ
で
︑﹁
不
毛
な
好
奇
心

(
cu
rio
sité
)
﹂
の
た
め
に

數
學
の
問
題
に
取
り
組
む
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
と
︑﹁
N
用
性

(
u
tilité
)
の
觀
點
か
ら
﹂
問
題
に
取
り
組
む
中
國
人
と
い
う
對
比
を
行
っ
た
上
で

後
者
を
)
價
し
て
い
る

(一
二
〇
-
一
二
一
頁
)
︒
な
お
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
を
抽
象
=
な
哲
學
あ
る
い
は
數
學
理
論
に
專
心
し
た
人
び
と
と
み

な
し
︑
よ
り
實
利
=
な
傾
向
の
あ
っ
た
他
民
族

(
)
者
の
知
る
範
圍
で
は
古
代
ロ
ー
マ
人
が
多
い
)
を
そ
れ
と
對
比
さ
せ
る
話
法
は
︑
一
八
世
紀
�

ば
の
知
=
な
著
名
人
の
議
論
に
は
よ
く
み
ら
れ
る(11

)
︒
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ア
ミ
オ
の
�
-
相
手
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
政
府
高
官
︑
ア
ン
リ
・
ベ
ル
タ
ン
も
︑
別
の
�
i
で
﹁
純
粹
な
好
奇
心
﹂
へ
の
反
感
を
表
�
す

る
な
ど
實
用
;
義
=
な
價
値
觀
を
共
N
し
て
い
る

(一
二
一
頁
)
︒
事
實
關
係
を
こ
こ
で
補
足
す
る
と
︑
フ
ラ
ン
ス
政
治


に
お
け
る
ベ
ル
タ
ン

は
︑
陶
藝
の
產
業
振
興
や
︑
獸
醫
や
農
學
や
鑛
物
學
な
ど
︑
實
學
=
な
科
學
・
技
D
敎
育
組
織
の
發
展
に
盡
く
し
た
事
で
N
名
で
あ
る
︒
そ
し

て
東
洋


と
の
接
點
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
は
︑
彼
が
穀
物
の
自
由
液
-
な
ど
を
行
お
う
と
し
た
改
革
h
の
人
物
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
一
定
度
以
上
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー

(重
農
;
義
)
の
理
論
に
-
じ
て
い
た
人
物
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
は
彼
が
中
國

に
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
整
合
=
で
あ
る(12

)
︒
何
故
な
ら
︑
周
知
の
よ
う
に
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
の
論
者
^
は
一
般
=
に
﹁
中
國
愛
好
熱

(
S
in
o
p
h
ilie
)
﹂
の
持
ち
;
で
あ
り
︑
瓜
制
經
濟
が
一
般
=
で
あ
っ
た
當
時
の
フ
ラ
ン
ス
と
は
衣
な
る
中
國
の
瓜
治
制
度
を
稱
贊
し
︑
時
に
自
由

市
場
を
荏
持
す
る
事
例
と
し
て
そ
れ
を
用
い
も
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
か
ら
だ(13

)
︒
そ
し
て
︑
當
然
な
が
ら
こ
れ
ら
の
知
見
の
提
供
元
と
な
っ
て

き
た
の
は
在
華
宣
敎
師
^
で
あ
っ
た
︒
以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
ア
ミ
オ
と
ベ
ル
タ
ン
の
共
N
し
た
實
學
=
な
學
D
觀
自
體
が
︑
宣
敎
師
^
の

擔
っ
て
き
た
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
﹂
な
知
と
�
物
の
液
-
か
ら
必
然
=
に
生
ま
れ
た
何
か
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒
{
な
る
詳
細
の

解
�
が
待
た
れ
る
︒

ア
ミ
オ
の
科
學
觀
が
|
含
す
る
三
つ
目
の
も
の
と
し
て
示
唆
さ
れ
る
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
屬
す
る
知
=

水
i
で
あ
る
︒
第
4
違
で
言
J
さ
れ
る
よ
う
に
︑
ア
ミ
オ
が
中
國
の
陰
陽
理
論
に
-
じ
た
上
で
︑
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
へ
の
親
	
感
を
表
�
す
る
の

は
そ
の
�
味
で
示
唆
=
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
﹁
オ
カ
ル
ト
﹂
と
は
自
然
界
に
あ
る
目
に
見
え
な
い
﹁
隱
れ
た

(
o
ccu
lt)
﹂
性
質
か
ら
樣
々
な
現

象
を
說
�
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
︒
本
書
で
言
J
の
あ
っ
た
ヘ
ル
メ
ス
�
書
や
︑
そ
れ
が
傳
え
た
怨
プ
ラ
ト
ン
;
義
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
を

用
い
つ
つ
も
ビ
ザ
ン
ツ
・
イ
ス
ラ
ム
圈
で
發
展
し
た
}
D
︑
鍊
金
D
︑
占
星
D
は
非
常
に
大
ま
か
に
言
え
ば
こ
の
液
れ
に
屬
し
て
い
る
︒
こ
れ

ら
の
諸
D
に
は
基
本
=
に
︑
空
閒
=
に
離
れ
た
複
數
の
對
象
同
士
が
︑
觀
測
す
る
こ
と
も
數
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
關
係
で
呼
應
し
あ
っ
て
い

る
と
み
な
す
發
想
が
あ
る
︒
な
お
︑
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
キ
リ
ス
ト
敎
の
敎
理
と
の
關
係
に
は
複
雜
な
緊
張
感
が
あ
り
︑
そ
れ
を
詳
細
に
論
じ

る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
︒
ひ
と
ま
ず
言
え
る
の
は
︑
少
な
く
と
も
自
然
の
﹁
隱
れ
た
﹂
力
を
自
分
の
た
め
に
操
作
し
よ
う
と
す
る
︑

― 165 ―

573



あ
る
い
は
そ
こ
に
神
以
外
の
權
威
を
Z
め
よ
う
と
す
る
の
は
衣
端
視
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る(14

)
︒

一
七
世
紀
>
�
ま
で
で
あ
れ
ば
︑
磁
石
や
電
氣
も
そ
の
類
の
﹁
隱
れ
た
﹂
力
に
よ
る
D
め
い
た
對
象
に
留
ま
っ
て
お
り
︑
自
然
科
學
硏
究
と

鍊
金
D
︑
}
D
硏
究
な
ど
の
閒
に
そ
れ
ぞ
れ
�
確
な
境
界
線
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
︒
天
體
觀
測
の
際
に
數
字
と
惑
星
の
呼
應
關
係
を
�
識

し
た
ケ
プ
ラ
ー
や
︑
磁
石
と
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
神
�
な
�
字
の
雙
方
に
關
心
を
持
っ
た
キ
ル
ヒ
ャ
ー
は
そ
の
例
と
い
え
る(

15
)

︒
し
か
し
な
が
ら
一

八
世
紀
後
�
に
な
る
と
事
6
は
變
?
し
て
い
た
︒
と
り
わ
け
一
七
七
〇
年
代
以
影
は
︑
發
展
し
つ
つ
あ
っ
た
臨
床
醫
學
や
實
驗
科
學
の
關
係
者

を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
自
然
科
學
硏
究
の
專
門
?
が
�
展
し
︑
量
=
な
計
測
を
重
視
す
る
實
驗
手
法
や
體
系
=
な
學
D
言
語

(代
數
學
や
?
學
命

名
法
の
よ
う
な
)
の
*
築
が
强
く
�
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
J
び
北
米
で
の
大
液
行
と

パ
リ
大
學
醫
學
部
お
よ
び
科
學
ア
カ
デ
ミ
ー
等
に
よ
る
そ
の
否
定
は
︑﹁
專
門
?
﹂
し
た
科
學
が
︑
い
わ
ば
上
で
営
べ
た
オ
カ
ル
ト
=
思
考
樣

式
に
屬
す
る
營
み
を
﹁
い
か
が
わ
し
い
も
の
﹂
と
し
て
あ
ぶ
り
出
す
時
代
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
今
日
で
は
催
眠
療
法
の
は
し
り
と

し
て
知
ら
れ
る
メ
ス
マ
ー
の
動
物
磁
氣
說
に
は
︑
古
代
か
ら
傳
わ
る
不
可
視
の
﹁
�
�
液
體
﹂
の
槪
念
に
磁
力
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
萬
N
引
力
の

說
が
混
ざ
っ
て
お
り

(一
二
六
-一
二
七
頁
︑
一
三
九
-一
四
〇
頁
)
︑
定
量
=
な
證
�
は
ま
さ
に
不
可
能
で
あ
っ
た(16

)
︒

ア
ミ
オ
は
﹁
中
國
の
陰
陽
理
論
が
キ
リ
ス
ト
敎
の
敎
義
と
�
和
可
能
か
否
か
﹂
を
考
察
す
る
に
留
ま
ら
ず
︑
ま
さ
に
﹁
陰
陽
理
論
が
い
か
に

し
て
科
學
と
し
て
N
效
か
﹂
を
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が

(一
四
五
-
一
四
六
頁
)
︑
こ
の
よ
う
な
態
度
は
︑
合
理
;
義
と
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
傳

瓜
と
が
I
錯
し
た
k
蒙
�
の
﹁
も
う
一
つ
の
�
﹂
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
興
味
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
メ
ス
マ
ー
と
そ
の
荏
持
者
も
︑
獨

自
の
基
準
に
よ
り
動
物
磁
氣
を
﹁
科
學
﹂
と
み
な
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
ア
カ
デ
ミ
ー
學
者
か
ら
成
る
�
査
委
員
會
の
裁
決
に
は
s
得
す
る
こ

と
な
く
︑
,
世
紀
に
至
る
ま
で
對
立
が
持
ち
越
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
�
動
の
荏
持
者
に
は
︑
k
蒙
思
想
と
ロ
マ
ン
;
義
を
橋
渡
し
す
る
存
在
と

し
て
知
ら
れ
る
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
荏
持
者
も
少
な
く
な
い

(ル
ソ
ー
の
﹁
自
然
宗
敎
﹂
論
は
し
ば
し
ば
	
代
=
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
傳

瓜
に
位
置
附
け
ら
れ
る
)
︒
そ
し
て
專
門
?
し
た
科
學
の
實
證
;
義
や
合
理
;
義
か
ら
も
︑
旣
存
の
宗
敎
=
敎
理
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
か
た
ち
で
︑

人
閒
の
精
神
世
界
や
自
然
の
﹁
隱
れ
た
﹂
�
に
着
目
す
る
	
代
=
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
傳
瓜

(
た
と
え
ば
心
靈
D
︑
超
心
理
學
硏
究
な
ど
)
が
一
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九
世
紀
に
は
展
開
し
て
い
く(17

)
︒

以
上
︑
ア
ミ
オ
の
科
學
觀
を
*
成
す
る
`
素
に
つ
い
て
︑
フ
ラ
ン
ス
科
學
思
想


の
觀
點
か
ら
假
說
を
�
示
す
る
作
業
で
行
數
を
費
や
し
て

し
ま
っ
た
が
︑
�
後
に
︑
も
う
一
つ
本
書
に
と
っ
て
重
`
な
槪
念
で
あ
る
﹁
�
�
﹂
に
觸
れ
た
い
︒
實
は
︑
こ
れ
を
論
じ
る
に
あ
た
り
︑
)
者

は
困
難
に
突
き
當
た
っ
た
こ
と
を
吿
白
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
本
書
の
;
`
な
讀
者
が
共
N
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
>
提
が
)
者
に
は
缺

け
て
お
り
︑
結
果
と
し
て
﹁
�
�
﹂
の
問
題
に
つ
い
て
本
書
が
営
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
本
質
=
な
理
解
に
到
^
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

と
り
わ
け
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
は
:
違
の
議
論
に
お
い
て
︑
ア
ミ
オ
ら
が
自
�
視
す
る
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
の
�
�
﹂
に
對
し
︑
淸
2
の
態
度

は
﹁
自
ら
の
�
�
性
を
積
極
=
に
鼓
舞
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
對
比
=
に
描
寫
さ
れ
て
い
る
箇
L
で
あ
る

(三
〇
三
頁
)
︒
そ

れ
は
具
體
=
に
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
の
側
が
衣
�
?
で
あ
る
淸
2
に
對
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
實
行
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
キ
リ
ス
ト
敎
を
廣

め
よ
う
と
し
た
の
に
對
し
︑
淸
2
の
側
が
內
外
の
區
別
を
�
確
に
し
︑
中
國
の
p
理
に
�
さ
な
い
者
は
o
い
出
す
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
と
い

う
事
例
に
よ
り
說
�
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
淸
2
の
�
�
の
�
�
性
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
向
か
っ
て
打
ち
出
そ
う
と
し
た
﹂
(三
〇
三
頁
)
こ
と
は

ア
ミ
オ
の
獨
自
解
釋
で
あ
っ
た
と
の
記
営
に
つ
な
が
る
︒
)
者
に
と
っ
て
理
解
が
難
し
か
っ
た
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
2
貢
體
制
の
よ
う
な
淸
2
も

踏
襲
し
た
中
華
�
�
の
あ
り
方
と
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
の
一
神
敎
=
な
發
想
と
が
ど
の
よ
う
に
衣
な
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
門

外
漢
か
ら
す
る
と
︑
兩
方
と
も
各
地
に
存
在
し
た
自
�
?
中
心
;
義
=
な
態
度
の
事
例
と
し
て
說
�
出
來
そ
う
に
み
え
て
し
ま
う
︒
ア
ミ
オ
の

解
釋
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
﹁
�
�
﹂
の
�
國
と
し
て
の
中
國
が
︑
實
際
の
淸
2
の
�
お
よ
び
彼
ら
の
自
己
Z
識
の
あ
り
方
と
ど
の
よ
う
に
r
っ

た
の
か
に
つ
い
て
補
足
=
な
記
営
が
あ
れ
ば
あ
り
が
た
か
っ
た
︒

知
識
不
足
の
責
は
)
者
が
�
う
べ
き
も
の
と
承
知
し
つ
つ
も
︑
こ
の
よ
う
な
問
い
が
生
じ
る
背
景
に
つ
い
て
說
�
し
て
お
き
た
い
︒
一
般
に

一
八
世
紀
k
蒙
思
想
を
專
門
と
す
る
者
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
の
揭
げ
る
一
神
敎
=
な
世
界
觀
を
直
接
に
﹁
�
�
﹂
�
識
と
結
び
つ
け
る
議
論

に
馴
染
み
が
j
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
何
故
な
ら
一
八
世
紀
後
�
は
︑
ま
さ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
敎
が
複
數
あ
る
信
仰
の
一

つ
で
し
か
な
い
と
い
う
Z
識
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
�
~
し
た
時
代
で
あ
る
︒
そ
の
�
i
か
ら
す
る
と
︑﹁
�
�
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
)
者
が
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聯
想
す
る
の
は
︑
諸
宗
敎
や
一
つ
の
�
?
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
一
般
性
の
槪
念
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
﹃
百
科
e
書
﹄
に
象
Y

さ
れ
る
よ
う
な
反
敎
會
權
力
の
た
め
の
思
想
鬭
爭
が
展
開
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
は
宗
敎
=
�
容
と
言
論
の
自
由
が
實
現
し
た
怨
敎
諸
國
に
竝
ぼ
う

と
す
る
動
き
で
も
あ
っ
た
︒
無
論
︑
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
別
の
段
階
に
突
き
拔
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
周
知
の
-
り
で
あ
る
︒
敎

會
組
織
は
封
円
=
諸
特
權
と
し
て
解
體
さ
れ
︑﹁
理
性
﹂
や
﹁
�
高
存
在
﹂
な
ど
︑
旣
存
の
神
に
變
わ
る
代
替
宗
敎
が
摸
索
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒

そ
の
後
︑
長
い
鬭
爭
を
經
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
國
家
と
宗
敎
が
分
離
さ
れ
て
い
く
が
︑
初
�
の
段
階
で
は
﹁
孔
子
︑
モ
ー
セ
︑
キ
リ
ス
ト
︑

ム
ハ
ン
マ
ド
﹂
等
を
總
合
し
た
國
家
宗
敎
を
作
る
と
い
う
案
も
含
め
試
行
錯
�
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る(

18
)

︒

無
論
︑
k
蒙
思
想
の
﹁
�
�
﹂
自
體
も
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
の
揭
げ
た
﹁
�
�
﹂
槪
念
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
り
︑
兩
者
に
思
想
=
聯
續
性
が

あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
e
く
も
っ
て
正
當
で
あ
る
︒
た
だ
そ
の
場
合
も
︑
宗
敎
の
正
瓜
敎
理
と
結
び
つ
い
た

k
a
th
o
-

lik
o
s
を
揭
げ
た
古
代
お
よ
び
中
世
と
︑
そ
れ
が
�
れ
つ
つ
あ
っ
た
一
八
世
紀
以
影
の
思
想
=
�
i
と
の
r
い
を
踏
ま
え
て
の
解
說
が
な
さ
れ

る
方
が
︑
よ
り
深
い
考
察
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
︒

本
書
か
ら
窺
え
る
の
は
︑
ア
ミ
オ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
の
正
瓜
=
敎
理
か
ら

(
�
圖
=
に
で
は
な
く
と
も
)
結
果
と
し
て
は
離
れ
つ
つ
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
︒
な
る
ほ
ど
︑
彼
は
理
性
に
よ
る
﹁
�
�
﹂
を
揭
げ
た
k
蒙
思
想
の
中
核
部
分
に
は
贊
同
し
得
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ

で
も
︑
k
蒙
思
想
家
と
は
ま
た
別
の
や
り
方
で
︑
や
は
り
>
人
未
踏
の
境
地
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
︒
ま
ず
︑
彼
の
瓜
治
論

は
中
國
に
も
う
一
つ
の
﹁
�
�
﹂
を
Z
め
︑
ま
さ
に
西
洋
中
心
=
な
視
點
を
免
れ
て
い
た

(第
8
～
9
違
)
︒
ま
た
︑﹁
�
藝
共
和
國
﹂
の
一
部

と
し
て
中
國
を
位
置
附
け
る
と
い
う
歐
洲
に
留
ま
っ
た
人
び
と
に
は
容
易
に
な
し
得
な
い
思
考
法
や
︑
洋
の
東
西
を
越
え
た
獨
自
の
科
學
觀
を

も
っ
て
︑
別
の
種
類
の
﹁
�
�
﹂
を
思
い
描
い
て
い
た
︒
そ
こ
に
は
一
九
世
紀
以
影
の
世
界
が
�
っ
た
﹁
	
代
﹂
と
は
ま
た
衣
質
の
價
値
觀
が

含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
少
な
く
と
も
彼
は
︑
�
く
離
れ
た
人
び
と
や
�
?
を
大
膽
に
結
び
つ
け
る
視
座
を
持
っ
て
い
た
︒
こ

の
よ
う
に
捉
え
た
と
き
︑
ア
ミ
オ
は
ま
さ
に
︑
思
想
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
え
る
枠
組
み
で
な
け
れ
ば
記
営
し
え
な
い
︑﹁
も
う
一

つ
の
	
代
﹂
を
背
�
う
人
物
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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�(1
)

富
永
茂
樹
﹁
德
と
效
用
の
あ
い
だ
—
フ
ラ
ン
ス
革
命
�
に
お
け
る

科
學
と
藝
D
﹂﹃
人
�
學
報
﹄
七
〇
號
︑
一
九
九
二
年
六
〇
-六
一
頁
︒

(2
)

佐
�
直
子
が
営
べ
た
よ
う
に
︑
イ
エ
ズ
ス
會
は
確
か
に
﹁
	
代
﹂

と
い
う
時
代
を
切
り
開
い
た
思
想
=
潮
液
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
が
︑

そ
れ
は
﹁
我
々
の
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
も
の
と
は
衣
な
る
﹃
	
代
﹄﹂

で
あ
っ
た
︒
佐
�
直
子
﹁
�
庫
版
刊
行
に
あ
た
っ
て
﹂﹃
イ
エ
ズ
ス

會
の
歷


﹄
L
收
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ン
ガ
ー
ト
著
︑
上
智
大
學
中

世
思
想
硏
究
L
監
修
︑
中
公
�
庫
︑
二
〇
一
八
年
︑
下
卷
︑
五
〇
七

頁
︒

(3
)

と
り
わ
け

A
n
to
n
e
lla
R
o
m
a
n
o
と

C
a
th
rin
e
Ja
m
i
に
よ
る
一

聯
の
硏
究
を
參
照
︒

(4
)

M
a
rie
L
e
ca
-
T
so
m
is,
“
L
E̓
n
cy
clo
p
é
d
ie
,
co
n
sp
ira
tio
n
d
e
s

L
u
m
iè
re
s?”
,
R
ecu
eil
d
é̓tu
d
es
su
r
l̓
E
n
cy
lo
p
éd
ie
et
les

L
u
m
ières,
N
o
.
2
,m
a
rs
2
0
1
3
,p
p
.
2
7
3
-
2
8
6
.
イ
エ
ズ
ス
會
の
﹃
ト

レ
ヴ
ー
辭
典
﹄
は
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
っ
て
﹁
¹
見
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

順
リ
ス
ト
﹂
と
揶
揄
さ
れ
て
お
り
︑
後
者
は
同
辭
典
項
目
を
揶
揄
す

る
�
圖
で
改
竄
し
︑﹃
百
科
e
書
﹄
に
用
い
た
︒

(5
)

Jo
h
a
n
n
W
o
lg
a
n
g
v
o
n
G
o
e
th
e
,
“
Ita
lie
n
isch
e
R
e
ise
”
,
in

W
erk
e
K
o
m
m
en
ta
re
u
n
d
R
eg
ister
H
a
m
b
u
rg
er
A
u
sg
a
b
e
in

1
4
B
a
n
d
en
,
B
a
n
d
1
1
,
A
u
to
b
io
g
ra
p
h
isch
e
S
ch
riften
III,

T
e
x
tk
ritisch
d
u
rch
g
e
se
h
e
n
v
o
n
E
rich
T
ru
n
z
,
M
u
n
ch
e
n
,
C
.

H
.B
e
ck
,
1
9
8
2
,p
p
.
1
0
-
1
1
.
こ
の
箇
L
の
存
在
お
よ
び
原
�
に
つ
い

て
は
大
林
侑
Ñ
氏
に
ご
敎
示
頂
い
た
︒
譯
は
大
林
氏
の
も
の
を
參
考

に
し
た
が
︑
相
良
守
峯
譯
お
よ
び

A
le
x
a
n
d
e
r
Ja
m
e
s
W
illia
m

M
o
rriso
n
の
英
譯
も
參
照
し
た
︒

(6
)

『イ
エ
ズ
ス
會
の
歷


﹄
下
卷
︑
第
六
違
︒

(7
)

R
ich
a
rd
Y
e
o
,
E
n
cy
clo
p
a
ed
ic
V
isio
n
s
:
S
cien
tific
D
icio
n
a

ries
a
n
d
E
n
lig
h
ten
m
en
t
C
u
ltu
re,
C
a
m
b
rid
g
e
:
C
a
m
b
rid
g
e

U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
2
0
0
1
,
p
.
1
0
-
1
1

;
Y
e
o
,
“
C
la
ssify
in
g
th
e

S
cie
n
ce
s”
,
in
T
h
e
C
a
m
b
rid
g
e
H
isto
ry
o
f
S
cien
ce,
V
o
l.
4
:

E
ig
h
te
e
n
th
-
C
e
n
tu
ry
S
cie
n
ce
,
R
o
y
P
o
rte
r
e
d
.,
C
a
m
b
rid
g
e
:

C
a
m
b
rid
g
e
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
2
0
0
3
,
p
p
.
2
5
3
-
2
5
4
.

(8
)

ベ
ー
コ
ン
は
い
わ
ゆ
る
形
而
上
學
と
は
衣
な
る
形
で
﹁
�
�
=
科

學
﹂
を
再
興
し
た
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
︑
本
稿
で
は
そ
の
點

に
立
ち
入
ら
な
い
︒
A
n
n
a
-
M
a
ria
H
a
rtm
a
n
n
,
“
L
ig
h
t
F
ro
m

D
a
rk
n
e
ss
:
T
h
e

R
e
la
tio
n
sh
ip

b
e
tw
e
e
n

F
ra
n
cis
B
a
co
n
s̓

P
rim
a
P
h
ilo
so
p
h
ia
a
n
d
h
is
co
n
ce
p
t
o
f
th
e
G
re
e
k
F
a
b
le
”
,T
h
e

S
ev
en
teen
th
C
en
tu
ry
,
D
u
rh
a
m
,
N
o
.
2
6
,
2
(
O
ct
2
0
1
1
)
,
p
p
.

2
0
3
-
2
0
4
.

(9
)

V
é
ro
n
iq
u
e
L
e
R
u
,︽
L
a̓
ig
le
à
d
e
u
x
tê
te
s
d
e
l̓E
n
cy
clo
p
éd
ie
:

a
cco
rd
s
e
t
d
iv
e
rg
e
n
ce
s
d
e
D
id
e
ro
t
e
t
d
e
D
A̓
le
m
b
e
rt
d
e

1
7
5
1
à
1
7
5
9︾
,
R
ech
erch
es
su
r
D
id
ero
t
et
su
r
l̓
E
n
cy
clo
p
éd
ie
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[
E
n
lig
n
e
]
,
2
6
|
a
v
ril
1
9
9
9
,
m
is
e
n
lig
n
e
le
0
4
a
o
û
t
2
0
0
7
,

co
n
su
lté
le
3
0
se
p
te
m
b
re
2
0
1
6
.
U
R
L

:
h
ttp
:
/
/
rd
e
.re
v
u
e
s.

o
rg
/
1
0
1
1
;
D
O
I
:
1
0
.4
0
0
0
/
rd
e
.1
0
1
1
.
一
九
世
紀
初
頭
の
議
論
で

も
︑
宗
敎
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
の
﹁
�
�
=
科
學
﹂
槪
念
は
み
て

と
れ
る
︒
た
と
え
ば
,
︒
Y
e
o
,
“
C
la
ssify
in
g
th
e
S
cie
n
ce
s”
,
p
.

2
4
2
.

(10
)

,
を
引
用
︒
A
m
io
t,
M
ém
o
ire
su
r
la
m
u
siq
u
e
d
es
C
h
in
o
is,

ta
n
t
a
n
cien
s
q
u
e
m
o
d
ern
es,
P
a
ris,
1
7
7
9
,
p
.
1
4
7
.

(11
)

隠
岐
さ
や
香
﹃
科
學
ア
カ
デ
ミ
ー
と
N
用
な
科
學

︱
︱
フ
ォ
ン

ト
ネ
ル
の
夢
か
ら
コ
ン
ド
ル
セ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ま
で
﹄
名
古
屋
大
學

出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
︑
第
四
違
︒

(12
)

A
rn
a
u
d
d
e
M
a
u
re
p
a
s,
A
n
to
in
e
B
o
u
la
n
t,
L
es
m
in
isters
et

les
m
in
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介
﹁
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︱
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︑
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︑
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