
れ
ば
伝
記
研
究
に
か
た
よ
り
が
ち
な
中
に
あ
っ
て
、
独
歩
の
文
学
と
思
想
そ

の
も
の
に
正
面
か
ら
迫
る
著
者
の
態
度
を
称
揚
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
た

び
十
年
来
の
労
作
を
ま
と
め
ら
れ
た
機
会
に
通
読
し
、
そ
の
感
を
一
層
強
く

一
し
た
。独

歩
研
究
史
上
最
初
の
本
格
的
な
著
書
は
坂
本
浩
「
国
木
田
独
歩
」
（
昭
Ｕ

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
評
伝
で
あ
る
。
戦
後
の
小
野
茂
樹
「
若
き
日
の
国
木
田

独
歩
」
（
昭
理
、
谷
林
博
『
青
年
時
代
の
国
木
田
独
歩
」
（
昭
翌
、
桑
原
伸
一

「
国
木
田
独
歩
ｌ
山
口
時
代
の
研
究
ｌ
」
（
昭
灯
）
は
い
ず
れ
も
労
作
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
佐
伯
時
代
、
山
口
県
在
住
時
代
を
綿
密
に
調
査
し
た
評
伝
で

あ
る
。
益
田
道
三
「
国
木
田
独
歩
」
（
昭
翌
は
、
比
較
文
学
の
視
野
か
ら
の

み
独
歩
の
文
学
に
照
明
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

従
来
の
独
歩
研
究
書
は
評
伝
と
特
殊
な
角
度
か
ら
の
も
の
の
み
で
、
独
歩
の

本
書
は
十
一
章
か
ら
な
る
が
、
未
発
表
の
一
部
の
章
を
除
き
『
大
部
分
は

す
で
に
独
立
の
論
文
と
し
て
「
立
命
館
文
学
」
「
論
究
日
本
文
学
」
「
日
本

文
学
」
な
ど
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
都
度
学
界
の
注
目
を
浴
び
た
論
稿

で
あ
る
。
私
も
以
前
に
国
木
田
独
歩
研
究
の
戦
後
の
発
展
に
触
れ
、
と
も
す

書
評

北
野
昭
彦
著
‐

「
国
木
田
独
歩
の
文
学
』

朝

4

山

田
博
光

、

四
六

文
学
と
思
想
を
正
面
き
っ
て
論
じ
た
研
究
害
が
一
冊
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
は
独
歩
文
学
に
つ
い
て
の
最
初
の
本
格
的
な
研
究
害
で

あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

私
は
こ
の
文
の
冒
頭
で
、
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
独
立
の
論
文
を
集
め
た
も

の
、
と
本
書
の
成
立
を
説
明
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
だ
と
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
文
集
だ
と
早
の
み
こ
み
さ
れ
る
危
険
で
あ
る
。
こ
の

書
は
決
し
て
論
文
集
で
は
な
い
。
一
章
か
ら
十
一
章
ま
で
有
機
的
に
展
開
さ

れ
た
ま
こ
と
に
見
事
な
書
き
お
ろ
し
の
独
歩
文
学
論
と
言
っ
て
も
よ
い
。
強

い
て
言
え
ば
、
一
、
二
、
三
、
六
の
四
章
は
原
理
編
、
す
な
わ
ち
独
歩
の
思

想
構
造
の
核
心
を
分
析
し
た
章
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
七
章
は
原
理
編
に
基

づ
い
て
作
品
を
分
析
し
た
応
用
編
で
あ
る
。

一
貫
し
て
三
つ
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
独
歩
の
精
神
の
二
面
性

を
常
に
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
芥
川
以
来
、
独
歩
の
魂

は
天
と
地
に
す
な
わ
ち
理
想
と
現
実
に
ひ
き
さ
か
れ
た
悲
劇
的
な
存
在
と
し

て
把
握
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
矛
盾
と
し
て
で
は
な
く
統
一
的
に
と
ら
え

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
従
来
の
定
説
は
独
歩
の
文
学
を
三
期
に

わ
け
て
、
浪
漫
主
義
か
ら
自
然
主
義
な
い
し
現
実
主
義
へ
の
発
展
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
の
に
対
し
、
著
者
は
根
本
か
ら
言
え
ば
独
歩
は
変
わ
ら
な
か
っ

た
と
い
う
説
を
堅
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
独
歩
の
思
想
は
明
治
二
五
年
か
ら

二
六
年
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
「
社
会
と
人
」
（
『
独
歩
遺
文
』
所
収
）
「
欺
か

ざ
る
の
記
」
の
初
期
に
そ
の
根
本
が
形
成
さ
れ
た
と
見
な
し
、
く
り
返
し
そ

こ
に
立
ち
返
っ
て
独
歩
の
思
想
構
造
が
分
析
さ
れ
て
い
る
‐
。
そ
れ
と
関
係
あ

る
こ
と
だ
が
、
著
者
の
関
心
は
従
来
の
定
説
の
一
期
と
二
期
の
作
品
、
す
な

屯

）.’
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わ
ち
短
編
集
で
言
え
ば
「
武
蔵
野
』
「
独
歩
集
」
「
運
命
」
に
し
ぼ
ら
れ
、
言
葉
を
借
用
す
れ
ば
、
「
小
民
」
と
「
理
想
を
主
体
的
に
追
求
す
る
創
造
的

第
三
期
す
な
わ
ち
『
独
歩
集
第
二
」
に
代
表
さ
れ
る
自
然
主
義
期
に
は
及
ん
少
数
者
」
と
の
か
か
わ
り
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
か
ら
、
①
と
②
の
両
方
に

で
い
な
い
。
第
三
に
、
著
者
は
伝
記
的
研
究
・
比
較
文
学
的
研
究
に
は
意
識
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

的
に
禁
欲
的
で
、
必
要
最
小
限
の
こ
と
し
か
触
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
第
著
者
は
つ
い
で
独
歩
が
現
実
の
中
で
「
理
想
の
事
業
」
を
追
い
求
め
て
挫

一
と
第
二
の
特
徴
が
本
書
の
独
創
性
の
源
泉
と
な
っ
て
お
り
、
第
三
の
特
徴
折
し
、
「
小
民
」
た
ち
に
連
帯
を
求
め
て
い
っ
た
経
過
を
分
析
し
て
い
る
。

は
著
者
の
と
っ
た
方
法
の
必
然
か
ら
来
た
も
の
で
、
本
書
の
性
格
を
決
定
づ
そ
の
「
理
想
の
事
業
」
と
は
「
社
会
的
」
（
「
名
」
と
「
利
」
の
追
求
）
と
た
た

け
る
と
同
時
に
、
さ
さ
い
な
点
で
は
あ
る
が
弱
点
の
み
な
も
と
と
な
っ
て
い
か
い
、
社
会
を
導
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
第
二
章
、
「
「
個
人
感
』
対
、

る
。
『
社
会
感
』
の
思
想
構
造
」
で
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。
従
来
か

以
上
の
点
を
前
提
に
お
き
な
が
ら
、
以
下
各
章
を
細
か
く
見
て
い
こ
う
。
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
独
歩
に
は
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
・
個
人
感
・
天
地

第
一
章
は
、
弓
理
想
の
事
業
』
か
ら
「
小
民
史
」
の
文
学
的
展
開
こ
と
い
生
存
と
、
社
会
感
・
社
会
生
存
を
対
立
さ
せ
、
前
者
を
肯
定
し
後
者
を
否
定

う
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
独
歩
の
作
品
を
、
①
理
想
を
主
体
的
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
｝
」
の
構
造
を
分
析
し
て
、
著
者
は
い
く
つ
か
の
す
ぐ

に
追
求
す
る
創
造
的
少
数
者
の
人
生
や
運
命
を
描
い
た
も
の
、
②
い
わ
ゆ
る
れ
た
指
摘
を
し
て
い
る
。
第
一
に
、
「
独
歩
は
「
社
会
感
」
を
敵
視
す
る
が
、

「
小
民
」
す
な
わ
ち
無
名
の
民
衆
を
描
い
た
も
の
、
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
は
現
実
逃
避
と
は
は
っ
き
り
別
物
で
あ
る
。
逆
に
む
し
ろ
現
実
変
革
へ

独
歩
が
「
民
衆
の
詩
人
」
で
あ
り
、
「
小
民
」
の
文
学
者
だ
と
い
う
こ
と
は
の
積
極
的
な
志
向
で
す
ら
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
。
第
二
に
、
独
歩
の
用
語

従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
珍
し
く
な
い
が
、
①
の
分
類
は
著
を
細
か
く
見
、
独
歩
が
「
社
会
」
と
「
社
会
的
」
を
使
い
わ
け
、
独
歩
が
敵

者
の
新
説
で
あ
る
。
①
は
さ
ら
に
「
不
蕊
、
独
立
、
自
由
」
の
理
想
を
追
求
と
し
て
い
る
の
は
「
社
会
的
」
の
方
で
あ
る
と
い
う
指
摘
。
第
三
に
、
「
個

す
る
人
間
像
と
人
間
的
実
存
の
世
界
に
常
住
し
よ
う
と
す
る
人
間
像
の
二
つ
人
感
」
と
「
社
会
感
」
を
矛
盾
し
た
要
素
と
し
て
で
は
な
く
《
統
一
的
に
把

に
分
け
ら
れ
、
前
者
に
「
帰
去
来
」
「
空
知
川
の
岸
辺
」
「
日
の
出
」
、
後
者
握
し
て
い
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
独
歩
が
少
な
く
と
も
出
発
期
に
は
「
自
ら

に
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
「
神
の
子
」
「
悪
魔
」
「
号
外
」
理
想
に
立
ち
つ
つ
い
か
に
し
て
社
会
に
住
む
べ
き
か
」
を
自
己
の
課
題
に
し

を
当
て
て
い
る
。
後
者
は
従
来
「
哲
学
小
説
」
（
益
田
道
三
）
と
か
「
思
想
告
て
い
た
が
、
の
ち
に
は
「
い
か
に
し
て
自
ら
理
想
に
立
つ
か
」
に
精
神
を
集

白
小
説
」
と
か
呼
ば
れ
た
系
列
で
あ
る
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
「
号
外
」
中
し
た
あ
ま
り
に
「
い
か
に
し
て
社
会
に
住
む
べ
き
か
」
の
課
題
が
忘
れ
ら

は
余
計
者
的
知
識
人
を
多
少
弧
刺
的
に
描
い
た
作
品
と
と
れ
る
の
で
、
こ
こ
れ
が
ち
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
。
い
ず
れ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
説
得
的
で
あ
る
。

に
加
え
る
の
に
は
一
考
を
要
す
る
。
ま
た
、
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
は
著
者
の
つ
い
で
著
者
は
「
空
知
川
の
岸
辺
」
の
人
間
像
を
高
く
評
価
し
、
こ
こ
に
は

『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
四
七

＄
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「
不
蕊
、
独
立
、
自
由
」
の
生
活
、
「
社
会
生
存
」
の
現
実
的
姿
、
「
天
地
生

存
」
の
理
想
、
「
天
真
の
人
情
」
に
生
き
る
「
小
民
」
像
、
と
い
う
独
歩
の

志
向
の
す
雫
へ
て
の
面
が
統
一
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
反

し
、
他
の
作
品
は
ど
れ
か
に
片
寄
っ
て
い
る
か
、
「
個
人
感
」
と
「
社
会
感
」

が
並
列
的
に
描
か
れ
て
い
る
う
ら
み
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
三
章
は
「
『
驚
異
」
を
持
続
さ
せ
た
主
体
と
志
向
」
の
タ
イ
ト
ル
で
、

「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
の
主
題
を
な
す
「
驚
異
心
」
の
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

シ
ン
セ
リ
テ
ィ
・
個
人
感
・
天
地
生
存
の
感
・
驚
異
心
の
よ
う
に
言
い
か
え

ら
れ
た
が
、
根
本
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
驚
異
心
は
独
歩
に
と

っ
て
宗
教
や
文
学
の
基
礎
を
な
す
感
情
で
あ
る
こ
と
。
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
・
驚

異
心
と
「
人
情
の
幽
音
悲
調
」
と
の
か
か
わ
り
。
．
そ
し
て
独
歩
の
心
に
驚
異

の
念
が
よ
み
が
え
る
の
は
、
自
然
と
直
接
相
対
し
た
の
ち
人
間
社
会
に
投
じ

た
時
で
あ
る
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
。

四
章
以
下
は
具
体
的
な
作
品
論
と
な
っ
て
い
る
。
四
章
で
は
「
帰
去
来
」

を
と
り
あ
げ
、
新
し
い
照
明
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
私
も
か
っ
て
「
帰
省
小

説
」
の
一
つ
と
し
て
と
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
著
者
の
よ
う
な
積
極

的
な
評
価
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
作
品
を
、
「
『
山
林
の
自
由

の
生
活
」
と
い
う
理
想
が
、
地
上
現
実
の
世
界
に
成
り
立
つ
可
能
性
の
有
無

を
追
求
し
た
唯
一
の
作
品
」
と
し
て
注
目
し
て
い
る
。
し
か
も
「
帰
去
来
」

の
成
立
の
由
来
を
、
独
歩
が
友
人
に
宛
て
た
書
簡
の
一
節
「
余
は
有
体
に
言

へ
ぱ
恒
産
あ
り
て
山
林
に
一
良
民
と
し
て
過
し
得
れ
ば
足
る
が
如
し
。
余
に

恒
産
な
し
」
の
条
件
を
つ
く
り
か
え
て
、
「
恒
産
が
あ
る
」
主
人
公
が
田
園

に
理
想
生
活
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
テ
ー
マ
の
追
求
に
お
い
た
の
は
、
新
見

Ｊ
ｒ

で
あ
り
、
ハ
ツ
と
さ
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
「
帰
去
来
」

の
主
人
公
の
試
み
は
、
農
村
の
封
建
的
な
体
質
と
ぶ
つ
か
っ
て
挫
折
し
た
。

「
帰
去
来
」
の
タ
イ
プ
の
小
説
は
以
後
ほ
と
ん
ど
な
く
、
わ
ず
か
に
「
空
知

川
の
岸
辺
」
が
こ
の
系
統
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
の
「
「
武
蔵
野
」
に
象
徴
さ
れ
た
作
家
精
神
の
立
脚
点
」
は
、
「
武

蔵
野
」
の
自
然
文
学
と
し
て
の
新
し
さ
を
分
析
す
る
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
作

品
を
生
み
出
し
た
独
歩
の
思
想
構
造
を
問
題
に
し
て
い
る
。
私
は
単
純
に
独

歩
が
明
治
の
社
会
か
ら
出
て
行
っ
て
新
し
い
自
然
を
発
見
し
た
と
考
え
て
い

た
が
、
著
者
は
独
歩
が
社
会
か
ら
自
然
に
出
て
行
き
、
再
び
社
会
へ
戻
ろ
う

と
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
が
成
立
し
た
と
し
て
い
る
。
自
然
か
ら
「
人

簑
」
へ
帰
還
し
よ
う
と
し
て
、
自
然
と
生
活
と
の
接
点
す
な
わ
ち
町
は
ず
れ

に
と
ど
ま
っ
た
精
神
が
生
み
出
し
た
作
品
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
変
斬
新

な
説
で
あ
る
。
た
だ
私
は
、
「
空
知
川
の
岸
辺
」
を
自
然
の
冷
厳
さ
に
た
じ

ろ
い
で
「
人
衰
」
を
な
つ
か
し
が
る
精
神
の
生
み
出
し
た
作
品
と
考
え
て
い

る
の
で
少
し
ば
か
り
著
者
と
意
見
を
異
に
す
る
。

第
七
章
は
「
春
の
烏
」
論
で
あ
る
。
表
題
は
「
『
白
痴
讃
美
』
の
ロ
マ
ン

チ
シ
ズ
ム
と
「
春
の
烏
」
」
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
著
者
の
真
意
は
「
春

の
烏
」
が
「
白
痴
讃
美
」
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
通
説

を
打
ち
破
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
「
春
の
烏
」
が
「
白
痴
讃
美
」

で
は
な
く
「
少
年
讃
美
」
の
作
品
で
あ
る
こ
と
、
話
し
手
の
「
私
」
は
独
歩

の
「
詩
魂
‐
一
を
示
す
こ
と
、
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
魂
は
善
で
あ
る
の
に

社
会
が
そ
れ
を
ね
じ
ま
げ
る
と
い
う
ル
ソ
ー
以
来
の
人
間
観
の
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
説
に
は
全
面
的
に
賛
意

1
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を
表
し
た
い
・

第
八
章
、
「
「
少
年
も
の
』
と
『
教
師
も
の
」
の
人
間
観
的
基
盤
」
は
、
独

歩
の
中
期
に
多
い
少
年
小
説
と
、
教
師
を
主
人
公
と
し
た
小
説
（
「
日
の
出

「
酒
中
日
記
」
「
富
岡
先
生
」
）
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
少
年
も

の
の
根
底
に
、
独
歩
が
少
年
を
三
純
粋
無
欠
』
な
「
本
善
の
種
霊
」
を
損

わ
れ
な
い
存
在
」
と
見
る
の
に
対
し
、
大
人
を
「
過
去
か
ら
の
因
習
や
旧
態

依
然
の
価
値
観
」
に
支
配
さ
れ
る
「
堕
落
」
し
た
存
在
と
見
る
人
間
観
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
少
年
を
正
し
く
導
く
教
師
像
を
追

求
し
た
も
の
（
「
日
の
出
」
）
、
正
し
く
導
け
な
い
教
育
界
の
病
根
を
鋭
く
つ
い

た
も
の
（
「
富
岡
先
生
」
「
酒
中
日
記
」
）
が
、
独
歩
の
教
師
も
の
で
あ
る
と
著

者
は
言
っ
て
い
る
．

第
九
章
は
、
教
師
も
の
の
一
つ
「
酒
中
日
記
」
の
作
品
世
界
の
構
造
を
分

析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
が
、
三
馬
島
』
を
対
照
の
基
準
に

し
て
『
東
京
』
の
現
実
が
批
判
さ
れ
て
い
る
」
作
品
と
し
て
い
る
。
東
京
の

現
実
は
日
清
戦
争
後
の
軍
国
化
が
進
み
、
真
面
目
な
教
師
が
生
き
ら
れ
な
い

世
界
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
馬
島
は
理
想
境
で
は
な
い
。
都
会
か
ら
遠

い
が
た
め
に
軍
国
主
義
の
腐
敗
、
堕
落
か
ら
免
れ
て
い
る
「
山
林
海
浜
の
小

民
」
の
世
界
、
近
代
以
前
の
人
情
に
厚
い
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
馬
島

」
も
都
会
よ
り
ま
だ
ま
し
な
世
界
だ
け
で
あ
っ
て
、
無
条
件
に
肯
定
で
き
な

い
と
い
う
の
が
著
者
の
意
見
で
あ
る
。

第
十
章
、
「
「
非
凡
な
る
凡
人
」
の
系
譜
」
と
第
十
一
章
、
弓
運
命
論
』
の

生
成
過
程
と
近
代
の
運
命
劇
の
創
造
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
歩
の
運
命
観
の
二

面
性
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
「
「
日
の
出
ｒ
｜
｜
「
非
凡
な
る
凡

『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』

1

心
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人
」
一
馬
上
の
友
」
の
よ
う
な
上
昇
期
の
市
民
社
会
に
特
有
な
明
る
い
肯
定

的
な
作
品
群
」
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
「
『
酒
中
日
記
」
「
運

命
論
者
」
『
悪
魔
』
『
正
直
者
』
「
女
難
』
の
よ
う
な
、
暗
い
宿
命
的
な
作

品
群
」
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
独
自
性
は
そ
の
両
群
を
バ
ラ
バ

ラ
の
も
の
と
考
え
ず
に
、
あ
く
ま
で
「
聯
絡
を
求
め
、
そ
こ
に
生
け
る
生
命

の
一
貫
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
た
ど
」
ろ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
こ

の
二
章
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

以
上
私
は
、
短
い
六
章
を
梢
略
し
た
ほ
か
は
各
章
の
論
点
を
紹
介
し
て
き

た
。
い
ず
れ
も
独
歩
の
思
想
と
文
学
の
核
心
に
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
各
章
の
末
尾
に
添
え
て
あ
る
詳
細
な
注
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
著
者
は

先
行
文
献
に
よ
く
目
を
通
し
、
そ
れ
を
消
化
し
て
自
己
の
論
旨
を
展
開
す
る

と
い
う
、
手
堅
い
学
問
的
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
著
者
に
は
ま
れ

に
見
る
強
靱
な
論
理
的
思
索
力
が
あ
り
、
首
尾
一
貫
し
て
自
己
の
独
歩
観
を

通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
理
想
を
追
求
す
る
独
歩
と
現
実
に
か
か
わ
ろ
う
と
す

る
独
歩
と
の
統
一
的
把
握
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
見
事
に
成

功
し
て
い
る
。

以
下
は
蛇
足
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
二
、
三
私
の
疑
問
な
い
し
は
要

望
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
「
天
地
生
存
の
感
」
ま
た
は
「
驚

異
心
」
を
独
歩
の
「
理
想
」
と
言
え
る
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
独
歩
自
身
、

「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
で
そ
れ
を
現
実
派
と
理
想
派
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
と
言

っ
て
い
る
。
私
も
独
歩
の
言
う
と
お
り
だ
と
思
う
。
私
は
そ
れ
を
「
実
存
の

自
覚
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
「
実
存
の
自
覚
」
は
理
想
主
義
で
は
な
い
。
著

者
も
、
第
一
章
の
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
と
こ
ろ
を
「
人
間
的
実
存
、
な

・
、
四
九
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た
だ
し
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
学
研
版
全
集
で
は
削
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
明
治
二
五
年
後
半
の
書
簡
と
比
べ
て
み
る
と
、
段
落
の
冒
頭
に
は
必

ず
○
印
を
つ
け
る
な
ど
い
く
つ
か
の
表
記
法
の
特
徴
か
ら
、
同
じ
時
期
の
も

の
だ
と
判
断
で
き
る
。
次
に
「
社
会
と
人
」
は
独
歩
の
思
索
の
メ
モ
で
あ
る

い
し
詩
人
的
実
存
の
世
界
に
常
住
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
内
面
を
描
い
た
も

の
」
（
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
他
）
と
し
て
い
る
の
で
、
実
存
の
自
覚
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
と
思
っ
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
で
は
や
は
り
理
想
と
結
び
つ
け
て

い
る
。
驚
異
心
は
理
想
や
社
会
と
の
き
ず
な
を
捨
て
て
、
こ
こ
に
あ
る
わ
れ

を
驚
き
と
と
も
に
自
覚
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
「
社
会
と
人
」
の
文
献
学
的
処
理
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
独

歩
の
思
想
構
造
を
分
析
す
る
鍵
と
し
て
く
り
返
し
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
と

「
社
会
と
人
」
を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
重
要
視
す
る
点
に
お
い
て
は
私
も

異
論
が
な
い
。
し
か
し
、
ま
ず
「
社
会
と
人
」
が
独
歩
の
い
つ
の
も
の
か
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
独
歩
遺
文
」
初
出
の
も
の
で
あ
る
が
、

初
川
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
明
治
二
五
年
二
月
何
日
と
い
う
付
記
が
あ
る
。

と
同
時
に
、
当
時
独
歩
が
読
み
つ
つ
あ
っ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
．
「
英
雄
崇
拝
論
」
、

バ
イ
ブ
ル
、
「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
集
」
な
ど
か
ら
の
書
き
抜
き
の
性
格
も
持

仏

《

五
○

つ
。
し
た
が
っ
て
、
ど
こ
ま
で
が
独
歩
自
身
の
地
の
文
で
、
ど
れ
が
引
用
文

か
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
独
歩
の
思
想
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

に
か
か
わ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
三
は
、
第
二
の
問
題
と
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
八
章
の

「
少
年
も
の
」
の
分
析
で
、
「
少
年
賛
美
」
の
思
想
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の

「
子
供
は
大
人
の
父
で
あ
る
」
に
代
表
さ
れ
る
思
想
に
由
来
す
る
こ
と
を
も

っ
と
つ
っ
こ
ん
で
指
摘
す
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
益
田
道
三
氏
の
よ

う
に
独
歩
の
思
想
を
す
べ
て
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
や
カ
ー
ラ
イ
ル
に
解
消
し
て
し

ま
う
の
は
行
き
す
き
だ
が
、
そ
う
か
と
言
っ
て
独
歩
の
思
想
の
源
泉
と
な
っ

た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
あ
る
。
「
驚
異
心
」
と
カ
ー
ラ
イ
ル
の
場

介
、
「
空
知
川
の
岸
辺
」
の
「
自
然
の
冷
厳
さ
」
と
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
「
深
林

の
迩
遙
」
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

以
上
は
ま
っ
た
く
つ
ま
ら
画
な
い
も
の
ね
だ
り
で
あ
っ
て
、
評
者
自
身
の

や
り
た
い
夢
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
て
ご
寛
恕
ね
が
い
た
い
。

（
昭
和
四
十
九
年
九
月
、
桜
楓
社
刊
）
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