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崇
高
と
／
の
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス

―
リ
オ
タ
ー
ル
『
崇
高
の
分
析
論
講
義
集
』
に
つ
い
て

―
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修　

小　

菊　

裕　

之

　

本
論
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
哲
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
Ｊ
・
Ｆ
・
リ
オ
タ
ー
ル
（
一
九
二
四

一
九
九
八
）
の
思
想
に
つ
い
て
、
彼
の
晩
年
の
主
著
の
一
つ
で
あ
る
『
崇
高
の
分
析
論
講
義

集
』（G

alilée, 1991, 

未
訳
）
を
中
心
に
、
と
り
わ
け
崇
高
、
及
び
、
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
と
い

う
タ
ー
ム
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
差
し
当
た
り
の
目

標
と
し
て
い
る
。
上
記
著
作
の
中
で
リ
オ
タ
ー
ル
は
、
Ｉ
・
カ
ン
ト
（
一
七
二
四

一
八
〇
四
）

の
『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇
）
を
詳
細
に
読
解
し
、
感
情
や
崇
高
と
い
う
概
念
が
そ
の
著

作
内
に
占
め
る
特
異
な
位
置
づ
け
を
つ
ぶ
さ
に
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
の
一
連
の
解
釈
が
、

一
九
八
〇
年
代
に
精
力
的
に
取
り
組
ま
れ
た
彼
の
崇
高
や
芸
術
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
の
源
泉

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
、
そ
う
し
た
リ
オ
タ
ー
ル
の
芸
術

な
い
し
は
崇
高
に
関
わ
る
テ
ク
ス
ト
の
多
く
が
議
論
や
混
乱
を
招
い
て
き
た
。
例
え
ば

一
九
八
三
年
に
行
わ
れ
た
講
演
「
崇
高
と
前
衛
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
崇
高
と
前
衛
芸
術

に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
彼
は
、
カ
ン
ト
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
の
崇
高
概
念
を
前
衛

芸
術
に
適
用
し
、
す
べ
て
の
も
の
を
流
通
／
消
費
可
能
に
す
る
市
場
経
済
的
な
文
化
へ
の
抵

抗
と
し
て
、
現
代
の
前
衛
た
ち
の
作
品
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
是
非
を
巡
っ
て
こ
れ
ま

で
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
批
判
な
い
し
は
擁
護
が
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
同
じ
く
、
カ
ン
ト

の
上
記
著
作
内
で
言
わ
れ
て
い
る
、
自
然
や
芸
術
を
前
に
し
た
際
に
感
じ
る
「
快
の
感
情
」

を
間
主
観
的
な
判
断
の
基
準
と
し
て
、
厳
密
な
理
論
的
判
断
か
ら
は
離
れ
た
、
例
え
ば
政
治

的
な
判
断
へ
と
適
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
リ
オ
タ
ー
ル
は
そ
れ
を
断
固
と
し
て
否
認
し
続

け
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
れ
ま
で
少
な
か
ら
ぬ
誤
解
や
論
争
を
呼
ん
で
き
た
。
そ
う
し
た

点
も
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
そ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
リ
オ
タ
ー
ル
の
カ
ン
ト
解
釈
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
い
、
そ

の
論
理
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
上
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
争
点
を
明
確
に

す
る
こ
と
を
ま
た
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
訳
で
、
リ
オ
タ
ー
ル
の
カ
ン
ト
『
判

断
力
批
判
』解
釈
を
再
検
討
す
る
本
論
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。第
１
章
で
は
、

わ
れ
わ
れ
が
一
般
に
美
や
崇
高
と
呼
ぶ
よ
う
な
、
特
定
の
対
象
へ
の
美
感
的
判
断
に
伴
う
純

粋
な
感
情
の
、
認
識
以
前
と
い
う
特
徴
を
、
そ
し
て
、
そ
の
感
情
が
対
象
触
発
と
同
時
に
自

己
触
発
を
起
こ
す
と
い
う
構
造
を
確
認
す
る
。
第
２
章
で
は
、
と
り
わ
け
崇
高
に
お
い
て
現

れ
る
、対
象
の
無
形
式
性
を
き
っ
か
け
と
し
た
、わ
れ
わ
れ
の
心
の
葛
藤
分
裂
状
態
を
確
認
し
、

そ
の
逆
説
的
な
仕
組
み
を
検
証
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
を
解
釈
す
る
リ
オ
タ
ー
ル
の

一
連
の
叙
述
を
追
う
こ
と
で
、
彼
の
崇
高
に
ま
つ
わ
る
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
射
程
を
明
ら
か
に

で
き
る
だ
ろ
う
。
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看
護
に
お
け
る
言
葉
の
意
味

―
メ
ル
ロ

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
を
と
お
し
て

―
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中　

西　

チ
ヨ
キ

　

私
は
、
応
用
人
間
研
究
科
に
お
い
て
、「
看
護
に
お
け
る
語
る
こ
と
と
聴
く
こ
と
」
に
つ
い

て
研
究
し
た
。
そ
こ
で
見
い
だ
し
た
「
言
語
の
起
源
と
し
て
の
所
作
」「
あ
ら
た
な
意
味
を
創

造
す
る
語
る
言
葉
」「
経
験
の
捉
え
な
お
し
」「
過
去
の
時
間
そ
の
も
の
を
開
く
」「
語
る
者
と

聴
く
者
の
あ
い
だ
の
生
命
的
力
」「
聴
く
者
の
知
覚
」
と
い
う
６
つ
の
テ
ー
マ
は
、
全
体
と
し

て
見
る
と
一
つ
の
新
た
な
意
味
の
世
界
を
創
造
す
る
「
構
造
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
本
論

文
で
は
、
語
る
こ
と
の
構
造
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
依
拠
し
て
分
析
し
、
看
護

に
お
け
る
一
つ
の
方
法
を
見
い
だ
す
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　

言
葉
の
起
源
は
人
間
と
感
性
的
世
界
と
の
あ
い
だ
の
あ
る
関
係
を
指
示
す
る
所
作
と
、
感

性
的
世
界
を
観
察
す
る
「
自
然
的
知
覚
」、
所
与
と
し
て
の
世
界
に
人
間
に
よ
る
世
界
の
重
層

を
可
能
に
す
る
情
動
的
活
動
に
あ
っ
た
。
言
語
は
主
体
が
意
味
の
世
界
の
な
か
で
と
る
位
置

の
と
り
方
そ
の
も
の
を
表
し
、
言
語
的
所
作
と
し
て
の
身
体
能
力
に
よ
っ
て
経
験
の
一
つ
の

構
造
化
、
実
存
の
あ
る
一
つ
の
転
調
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
制
度
化
さ
れ
た
言
葉
で

は
な
く
、
意
味
が
発
生
状
態
で
見
い
だ
せ
る
語
る
言
葉
は
真
の
言
葉
と
し
て
人
間
の
最
も
深

い
本
質
を
な
す
生
産
性
を
表
し
、
あ
る
意
味
を
捉
え
る
と
同
時
に
伝
え
る
と
こ
ろ
の
「
意
味

す
る
」
と
い
う
開
か
れ
た
無
限
定
の
力
を
も
ち
、
究
極
的
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
語
る

こ
と
は
、
現
在
の
自
己
を
超
え
で
て
過
去
と
未
来
へ
お
も
む
き
、
実
際
に
経
験
し
た
過
去
の

あ
る
が
ま
ま
の
場
所
に
お
け
る
知
覚
経
験
そ
の
も
の
に
触
れ
、
現
象
と
し
て
の
自
己
を
自
己

自
身
へ
構
成
し
た
。
現
実
に
生
き
て
き
た
事
実
は
時
間
経
過
の
な
か
で
い
つ
で
も
捉
え
な
お

さ
れ
、
獲
得
さ
れ
た
思
考
は
次
元
の
か
た
ち
で
い
つ
で
も
現
前
し
、
生
き
の
び
る
力
を
持
つ
。

言
葉
は
経
験
と
し
て
の
沈
黙
の
コ
ギ
ト
を
前
提
と
し
、
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
コ

ギ
ト
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
構
造
現
象
の
出
現
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
う
よ
う
に
、「
あ
ら
か
じ
め
あ
る
一

つ
の
理
性
が
外
部
に
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
∧
形
態
∨
と
し
て
の
世
界
の
出
現

そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
出
現
の
可
能
性
の
条
件
で
は
な
い
。
一
つ
の
規
範
の
誕
生
そ
の

も
の
で
あ
っ
て
、﹇
あ
ら
か
じ
め
あ
る
﹈
一
つ
の
規
範
に
し
た
が
っ
て
表
現
さ
れ
て
ゆ
く
も
の

で
は
な
い
。
こ
れ
を
看
護
に
置
き
換
え
る
と
、
看
護
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
言
葉
は
、
客

観
的
な
諸
々
の
性
格
の
総
体
で
は
な
く
て
、
世
界
の
把
握
の
或
る
種
の
様
相
、
要
す
る
に
一

つ
に
還
元
し
得
な
い
構
造
を
表
し
、
構
成
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
概
念
的
に
捉
え
る
こ
と
を
拒

む
も
の
で
あ
っ
た
。
看
護
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
健
康
や
病
い
を
生
き
る
自
然
的
生
活
そ

の
も
の
の
意
味
の
世
界
の
表
現
は
、
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
構
造
を
∧
了
解
す
る
∨

こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
、こ
こ
に
看
護
の
出
発
点
が
あ
り
、終
局
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

そ
こ
で
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
看
護
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
言
葉
の
根
源
的
な
意
味
と
し

て
の
「
健
康
や
病
い
に
つ
い
て
新
た
な
意
味
を
創
造
す
る
こ
と
」、
と
「
そ
れ
を
わ
が
も
の
す

る
こ
と
」、
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
こ
そ
看
護
を
必
要
と
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
看
護
師
に
と

っ
て
も
大
き
な
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
と
同
時
に
、
新
た
な
人
生
が
開
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

看
護
に
お
け
る
語
る
こ
と
と
聴
く
こ
と
は
現
象
学
的
世
界
で
あ
っ
て
、
看
護
を
必
要
と
し
て

い
る
人
と
看
護
師
と
の
経
験
の
絡
み
合
う
相
互
主
観
性
と
き
り
離
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
看
護
の
一
つ
の
方
法
が
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
契
機
と
し
た
教
員
の
力
量
形
成

―
中
学
校
教
員
の
事
例
か
ら

― 

教
育
人
間
学
専
修　

福　

岡　

智　

史

　

本
研
究
は
、
教
員
の
力
量
形
成
を
、
教
育
実
践
上
の
「
困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出

来
事
」
と
そ
れ
を
経
験
し
た
教
員
の
意
識
と
行
動
か
ら
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

第
１
章
で
は
、
教
員
の
成
長
と
危
機
に
関
す
る
先
行
諸
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
そ

こ
で
は
、
各
研
究
の
意
義
と
方
法
論
を
検
討
し
、
本
研
究
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

本
研
究
の
視
点
と
方
法
の
意
義
を
主
張
し
た
。

　

第
２
章
で
は
、
教
員
に
影
響
を
与
え
る
今
日
的
・
恒
常
的
教
育
の
変
化
と
「
日
本
の
教
員

文
化
」
の
特
徴
で
あ
る
「
再
帰
性
」「
不
確
実
性
」「
無
境
界
性
」
を
根
拠
と
し
た
「
困
難
や

ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事
」
を
通
し
た
教
員
の
力
量
形
成
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
そ

の
一
方
で
「
困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事
」
が
疲
弊
を
抱
え
る
教
員
の
増
加
を
加

速
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事
」
を
前
向
き
な
実

践
へ
の
取
り
組
み
へ
と
つ
な
げ
、
力
量
形
成
を
支
え
る
た
め
の
存
在
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
。

　

こ
う
し
た
主
張
を
も
と
に
、
第
３
章
で
は
、
自
由
記
述
式
質
問
紙
を
用
い
、
21
名
の
教
員

か
ら
「
困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事
」
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
る
教
員
一
人
ひ
と

り
の
意
識
と
行
動
の
変
化
を
探
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、教
員
の
力
量
形
成
の
中
に
あ
る「
契
機
」

「
過
程
」「
表
出
」
を
よ
り
具
体
的
に
表
し
た
「
困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事
」・「
困

難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事
へ
の
対
応
」・「
困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事

か
ら
の
実
践
へ
の
影
響
」・「
困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事
に
対
す
る
教
員
の
意
識
」

と
い
う
時
間
軸
に
沿
っ
た
「
４
つ
の
力
量
形
成
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
導
き
出
し
た
。
そ
の
「
４

つ
の
力
量
形
成
の
ポ
イ
ン
ト
」
か
ら
教
員
一
人
ひ
と
り
の
意
識
と
行
動
の
変
化
を
詳
細
に
示

す
こ
と
が
で
き
た
。

　

第
４
章
で
は
、第
２
章
の
指
摘
と
第
３
章
で
の
結
果
を
受
け
て
、「
反
省
」
と
「
省
察
」、「
探

求
」
と
「
創
造
」
に
よ
る
「
困
難
や
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
出
来
事
」
を
通
し
た
教
員
の
力

量
形
成
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
力
量
形
成
の
「
過
程
」
の
中
に
「
ど
こ
か

で
何
か
（
誰
か
）
と
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
」
が
多
様
な
形
で
は
あ
る
が
、
共
通
し
て
伺
え

る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
感
覚
が
実
践
の
是
非
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
実
践
へ
の
前
向
き

な
姿
勢
と
力
量
の
形
成
を
支
え
る
も
の
と
し
て
教
員
の
意
識
と
行
動
の
変
化
を
も
た
ら
す
重

要
な
要
素
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、「
ど
こ
か
で
何
か
（
誰
か
）
と
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
」
の
質
に

迫
る
研
究
と
、
よ
り
有
効
な
つ
な
が
り
が
で
き
る
場
づ
く
り
の
方
策
の
検
討
が
必
要
だ
と
考

え
る
。
ま
た
、
一
人
ひ
と
り
の
教
員
の
全
体
性
を
捉
え
る
た
め
の
継
続
的
研
究
と
信
憑
性
の

向
上
の
た
め
の
調
査
対
象
者
を
増
や
し
た
研
究
の
双
方
か
ら
の
接
近
が
求
め
ら
れ
る
。
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本
研
究
で
は
、
自
分
と
い
う
存
在
の
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
で
、
自
分
自
身
に
起
こ
る
変

化
を
あ
り
の
ま
ま
綴
っ
て
ゆ
く
。
極
め
て
個
人
的
な
実
感
や
経
験
的
な
内
容
に
な
る
が
、
自

分
の
変
化
ま
た
は
変
容
す
る
過
程
は
質
的
な
理
解
が
必
要
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
答
え

を
導
き
出
す
に
至
っ
て
い
な
い
疑
問
も
、
矛
盾
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
意
味
の
混
乱
に
も
何

か
意
味
が
あ
る
も
の
と
考
え
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
後
々
に
ま
と
め
て
振
り
返
り
意

味
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。
な
お
本
研
究
の
目
的
は
、
今
自
分
自
身
に
起
き
て
い
る
混
乱
を

整
理
し
、
今
の
自
分
観
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
う
え
で
の
方
向

性
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。　

　

ま
ず
自
分
自
身
の
変
化
の
過
程
を
整
理
し
て
い
く
う
え
で
の
参
考
に
す
る
た
め
に
、
特
に

「
内
な
る
他
者
」
と
し
て
の
「m

e

」（
客
我
）
に
つ
い
て
の
議
論
を
ま
と
め
て
み
た
。
他
者
や

社
会
的
規
範
が
内
面
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
私
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
自
身
が
経
験
し
た
混
乱
や
変
化
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
の
土
台
を
作
る
こ
と
を
試
み

た
。

　

自
問
自
答
し
た
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
自
分
の
混
乱
の
整
理
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
作
業
を
通
し
て
変
化
し
た
３
つ
の
人
間
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
記
述
し
、
自
分
の
全
体
像
の
イ

メ
ー
ジ
を
図
で
示
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
文
中
で
用
い
た
曖
昧
な
表
現
な
ど
を
改
め
て

考
え
、
現
在
の
自
分
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

結
論
と
し
て
は
、
目
的
の
一
つ
目
で
あ
る
自
分
観
の
明
示
は
達
成
さ
れ
た
が
、
二
つ
目
の

人
生
の
方
向
性
を
見
つ
け
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
為
、
そ
れ
を
今
後
の
課
題
と
す
る
。

そ
の
際
に
は
、
本
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
と
し
て
、
現
在
の
自
分
観
と
自
分
を
見
つ
め
る

意
識
の
変
化
、
日
々
新
し
く
見
え
始
め
る
自
分
の
未
知
だ
っ
た
部
分
を
特
に
重
用
視
す
る
べ

き
と
考
え
る
。
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近
年
、
習
熟
度
別
学
習
と
い
う
新
し
い
指
導
方
針
が
学
習
指
導
要
領
に
加
わ
っ
た
。
こ
の

指
導
方
針
に
よ
り
学
校
関
係
者
の
方
々
に
つ
い
て
は
、
不
透
明
な
指
導
方
針
の
下
、
指
導
内

容
や
授
業
の
工
夫
、
人
員
配
置
な
ど
で
苦
労
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
聞

く
。

　

習
熟
度
別
学
習
の
導
入
は
、一
九
七
八
年
八
月「
改
定
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」６
の（
６
）

に
よ
り
、
学
習
習
熟
度
別
学
級
編
成
の
実
施
を
高
等
学
校
へ
要
請
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
指
導
要
領
か
ら
、
各
学
校
の
環
境
や
事
情
に
よ
る
様
々
な
解
釈
が
可
能
と
な
っ

た
習
熟
度
別
学
習
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
細
か
い
指
導
方
法
を
明
記
せ

ず
、
各
校
の
状
況
に
応
じ
て
習
熟
度
別
学
習
を
自
由
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
思
わ
れ

る
配
慮
が
、
教
育
現
場
に
今
日
の
習
熟
度
別
学
習
の
導
入
に
よ
る
苦
労
と
混
乱
を
招
い
た
原

因
の
一
つ
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
学
校
現
場
で
よ
く
聞
く
習
熟
度
別
学
習
の
解
釈
は
、「
習
熟
度
別
学
習
と
能
力
別

学
習
は
同
じ
学
習
法
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
部
科
学
省
や
都

道
府
県
教
育
委
員
会
で
は
、「
習
熟
度
別
学
習
と
能
力
別
学
習
は
異
な
る
学
習
法
で
あ
る
」
と

解
釈
し
、
こ
の
解
釈
の
違
い
が
教
育
現
場
に
苦
労
と
混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
習
熟
度
別
学
習
の
解
釈
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
習
熟
度
別
学
習
の
研

究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
え
、
様
々
な
状
況
に
対
し
て
の
考
察
が
十
分
に
さ
れ
て
お

ら
ず
、
習
熟
度
別
学
習
の
可
能
性
は
未
知
数
だ
と
い
え
る
。

　

正
直
な
と
こ
ろ
、
筆
者
は
習
熟
度
別
学
習
を
批
判
的
な
姿
勢
で
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、

本
当
に
習
熟
度
別
学
習
と
能
力
別
学
習
は
同
じ
学
習
法
な
の
だ
ろ
う
か
。
同
時
に
有
効
な
習

熟
度
別
学
習
の
導
入
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
文
は
、
以
下
の
２
点
を
中
心
に
考

察
し
て
い
き
た
い
。

　

① 

文
部
科
学
省
の
解
釈
に
よ
る
習
熟
度
別
学
習
と
、
差
別
的
な
学
習
法
だ
と
批
判
さ
れ
て

い
る
能
力
別
学
習
は
同
じ
学
習
法
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て

　

② 

習
熟
度
別
学
習
を
導
入
し
た
中
学
校
を
研
究
の
対
象
に
し
、
そ
こ
か
ら
考
察
さ
れ
る
習

熟
度
別
学
習
の
可
能
性
に
つ
い
て

そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
２
点
か
ら
習
熟
度
別
学
習
の
今
後
の
課
題
も
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う

と
思
う
。
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規
範
や
道
徳
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
、
し
か
し
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
深
く

信
じ
、
自
分
の
意
識
、
思
想
及
び
行
動
を
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
く
に
性
（
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
）
と
い
う
部
分
に
お
い
て
、
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て

規
範
と
か
道
徳
に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
は
大
き
い
。
本
論
文
で
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
作
ら
れ
、人
々
に
い
か
な
る
方
法
で
そ
れ
を
性
の「
真
理
」

だ
と
信
じ
込
ま
せ
た
の
か
を
解
明
し
て
い
く
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
歴
史
の
中
で
生
ま
れ

て
き
た
と
主
張
す
る
社
会
構
築
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
学
び
つ
つ
、
社
会
構
築
主
義
に
貢
献

し
た
フ
ー
コ
ー
、
及
び
フ
ー
コ
ー
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
ク
ィ
ア
理
論
の

研
究
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
お
け
る
、
我
々
の
思
想
の
拘
束
の
仕
組

み
を
解
明
し
、
こ
の
拘
束
か
ら
脱
け
出
し
、
よ
り
自
由
に
な
る
方
法
の
存
在
／
不
存
在
を
追

求
す
る
。

　

フ
ー
コ
ー
は
19
世
紀
に
な
る
と
医
学
、
言
説
な
ど
に
よ
っ
て
「
規
範
的
人
間
」
と
は
何
か

を
規
定
し
、
同
性
愛
者
は
、
ひ
と
つ
の
顔
を
持
っ
た
人
物
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
種
族
と
な
っ

た
と
述
べ
た
。
知
の
分
節
化
、
言
説
の
流
布
を
通
じ
て
、「
真
理
」、
常
識
、
規
範
と
い
う
も

の
が
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
権
力
は
管
理
、

監
視
と
い
う
手
段
を
使
っ
て
、
我
々
の
身
体
へ
の
綿
密
な
管
理
に
よ
っ
て
、
人
々
の
中
に
監

視
の
目
を
刻
み
込
む
こ
と
が
で
き
、監
視
シ
ス
テ
ム
の
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
た
。フ
ー
コ
ー
は
、

言
説
、権
力
、セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
個
人
が
自
己
自
身
を
分
析
し
自
分
自
身
を
管
理
、

監
視
し
、
自
己
と
の
関
係
の
中
で
主
体
を
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
た
。

　

我
々
は
こ
の
作
ら
れ
た
「
真
理
」
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
拘
束
か
ら
脱
け
出

す
方
法
は
「
主
体
の
再
構
成
」
だ
と
考
え
た
。
主
体
の
再
構
成
は
自
己
へ
の
配
慮
を
前
提
と

し
て
、
自
由
の
実
践
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
思
想
を
受
け
継
い
た
ク
ィ

ア
理
論
で
は
不
変
性
、
永
久
性
と
い
っ
た
も
の
を
排
除
し
、
既
成
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
外
れ

た
行
為
を
行
う
な
ど
、
主
体
の
可
能
性
、
創
造
性
を
制
限
し
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。

　

自
由
の
実
践
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
は
人
生
そ
の
も
の
を
一
個
の
芸
術
作
品
に
し
な
い
と
い

け
な
い
と
考
え
た
。
中
国
の
ダ
ン
サ
ー
「
金
星
」
の
紹
介
を
通
じ
て
、
実
存
の
美
学
に
つ
い

て
考
え
る
。
最
後
に
、
現
代
社
会
に
お
け
る
管
理
問
題
と
結
び
な
が
ら
議
論
す
る
。
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源
氏
物
語
は
従
来
、
成
立
論
・
構
造
論
・
表
現
論
等
か
ら
、
最
近
で
は
、
絵
巻
と
の
関
係
や
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
視
点
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
多
く

は
、
精
密
な
調
査
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
物
語
理
解
に
役
立
つ
有
効
な
論

考
の
よ
う
に
思
う
。修
士
論
文
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
は
、そ
の
よ
う
な
研
究
方
法
の
中
で
も
、

と
く
に
人
物
の
心
情
に
お
け
る
叙
述
方
法
に
着
目
し
、
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
源
氏
物
語
の
中
に
登
場
す
る
人
物
は
、
一
応
一
人
と
数
え
ら
れ
る
者
だ

け
拾
っ
て
も
、
三
六
〇
人
ほ
ど
は
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
数
回
登
場
す
る
の
み
で
、
物
語
全

体
か
ら
み
れ
ば
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
人
物
も
い
れ
ば
、
物
語
全
体
に
影
響
を
与
え
得
る
重
要

な
人
物
達
も
い
る
。
私
が
、
修
士
論
文
で
取
り
上
げ
た
人
物
と
は
そ
の
よ
う
な
物
語
人
物
の

中
で
も
、
浮
舟
物
語
に
登
場
す
る
主
人
公
、
浮
舟
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
浮
舟
は
、
宇
治

十
帖
の
物
語
人
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
源
氏
物
語
最
後
の
女
主
人
公
で
も
あ
る
。
物
語
の
終

焉
に
登
場
す
る
浮
舟
、
彼
女
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
源
氏
物
語
が
、
何
を
描
こ
う

と
し
て
い
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
何
を
描
き
得
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
解
き

明
か
す
一
つ
の
糸
口
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

一
口
に
浮
舟
の
分
析
と
い
っ
て
も
、様
々
な
見
方
が
あ
る
。浮
舟
の
和
歌
に
着
目
し
た
論
考
、

侍
女
や
母
親
と
い
っ
た
脇
役
か
ら
分
析
す
る
論
考
、
そ
の
他
、
話
型
や
形
代
、
引
用
と
い
っ

た
面
か
ら
の
論
考
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
特
に
、
和
歌
に
着
目
し
た
も
の
は
近
年
、
盛
ん

に
研
究
が
な
さ
れ
、
立
て
続
け
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る

浮
舟
の
研
究
方
法
の
中
で
、
源
氏
物
語
が
、
何
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
な
の
か
、
ま
た

何
を
描
き
え
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
解
明
に
、
お
そ
ら
く
順
当
か
つ
自
然
な
方
法

と
い
う
の
は
、
浮
舟
の
生
き
方
を
彼
女
の
心
情
に
即
し
て
読
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
叙
述
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

浮
舟
は
そ
の
心
内
表
現
を
見
る
と
、
き
わ
め
て
多
く
の
過
去
を
思
い
出
す
女
君
と
し
て
書
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
浮
舟
の
心
内
表
現
の
多
く
を
占
め
て
い
る
の
が
、
回
想
に
よ
る
叙
述
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
回
想
の
叙
述
に
よ
っ
て
浮
舟
の
心
情
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
源
氏
物
語
の
中
で
も
特
異
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
特
徴
的
な
の
は
、
回
想

の
叙
述
方
法
に
あ
る
。
浮
舟
に
お
け
る
回
想
の
叙
述
方
法
は
、
単
に
過
去
を
思
い
出
す
と
い
う

書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
何
か
を
思
い
出
し
、次
に
何
か
を
忘
れ
る
と
い
う
、

想
起
と
忘
却
に
よ
る
回
想
表
現
（
こ
れ
を
論
文
中
で
は
想
起
・
忘
却
形
式
の
回
想
表
現
と
名
付
け
た
）

で
書
か
れ
て
い
る
。
作
者
は
、
な
ぜ
、
源
氏
物
語
最
後
の
主
人
公
、
浮
舟
に
の
み
想
起
・
忘
却

形
式
の
回
想
表
現
を
使
用
し
た
の
か
。
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
最
終
的
に
源
氏
物
語
が
何

を
描
こ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
も
、
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
浮
舟
物
語
の
主
人
公
浮
舟
に
お
け
る
想
起
・
忘
却
の
回
想
表
現
を
分

析
し
、
作
者
が
な
ぜ
浮
舟
に
の
み
、
想
起
・
忘
却
形
式
の
回
想
の
叙
述
を
使
用
し
た
の
か
、

想
起
・
忘
却
形
式
の
回
想
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
浮
舟
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
以
下
各
章
の
概
要
を
説
明
す
る
。

　

第
一
章
で
は
、
そ
も
そ
も
回
想
の
叙
述
が
物
語
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考

察
し
、
物
語
の
根
幹
に
回
想
の
叙
述
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
も
の
と
は
異
な
る
、
回
想
の
叙
述
の
効
果
に
つ
い
て
、

更
級
日
記
、
蜻
蛉
日
記
を
例
に
あ
げ
説
明
し
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
回
想
の
叙
述
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の

か
を
考
察
し
、
そ
の
叙
述
が
、
人
物
の
造
型
や
物
語
の
重
層
性
を
表
す
の
に
有
効
的
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

第
四
章
で
は
、
浮
舟
物
語
に
お
け
る
想
起
・
忘
却
形
式
の
回
想
の
叙
述
に
つ
い
て
分
析
し
、

浮
舟
の
忘
却
が
愛
執
の
問
題
に
起
因
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

第
五
章
で
は
、第
四
章
で
出
て
き
た
愛
執
の
問
題
に
つ
い
て
、源
氏
物
語
正
編
と
関
わ
ら
せ
、

源
氏
物
語
の
一
つ
の
テ
ー
マ
に
愛
執
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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中
世
期
か
ら
近
世
期
に
か
け
て
、
防
疫
神
と
し
て
様
々
な
位
相
の
人
々
か
ら
信
仰
の
対
象

と
さ
れ
て
き
た
牛
頭
天
王
。
仏
教
・
神
道
・
陰
陽
道
な
ど
に
も
取
り
込
ま
れ
、
確
固
た
る
信

仰
基
盤
を
築
き
上
げ
た
こ
の
渡
来
神
は
、
し
か
し
、
明
治
維
新
期
の
廃
仏
毀
釈
運
動
に
よ
り
、

徹
底
し
た
弾
圧
を
受
け
る
に
至
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
程
ま
で
に
人
々
の
間
に
信
仰
が

浸
透
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
も
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
何
故
、
一
介
の
渡
来
神
が
様
々
な
宗
教
に
取
り
込
ま
れ
、
日
本
各
地
で
信
仰
の

対
象
た
り
得
た
の
か
。
従
来
の
先
行
研
究
は
、こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

牛
頭
天
王
信
仰
の
主
体
、
即
ち
信
仰
を
広
め
た
様
々
な
人
々
や
信
仰
を
受
容
し
た
人
々
に
つ

い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
特
に
牛
頭
天
王
信
仰
を

広
げ
た
人
々
の
意
識
や
活
動
の
様
子
を
、
信
仰
の
由
来
を
説
く
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
か
ら
読

み
解
き
、
信
仰
の
本
質
に
迫
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

三
章
構
成
の
本
論
は
、
ま
ず
第
一
章
で
、
先
行
研
究
の
成
果
と
課
題
を
ま
と
め
、
牛
頭
天

王
縁
起
の
定
義
や
二
十
数
本
あ
る
縁
起
の
簡
単
な
紹
介
を
記
し
た
上
で
、
第
二
章
か
ら
各
縁

起
に
対
す
る
考
察
に
入
る
。
牛
頭
天
王
縁
起
の
中
で
も
成
立
が
最
古
と
さ
れ
て
い
る
『
釈
日

本
紀
』
所
収
「
備
後
国
風
土
記
逸
文
」
を
例
に
、
牛
頭
天
王
と
同
体
視
さ
れ
て
い
る
武
塔
神

な
ど
は
、
本
来
別
神
で
あ
り
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
徐
々
に
牛
頭
天
王
へ
と
習
合
し
た
可
能

性
を
指
摘
し
た
。
更
に
、
神
道
家
に
よ
る
牛
頭
天
王
信
仰
に
つ
い
て
は
、『
釈
日
本
紀
』
に
記

さ
れ
て
い
る
卜
部
兼
文
の
影
響
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
『
伊
呂
波
字
類
抄
』「
祇
園
」

の
考
察
で
は
、
祇
園
社
が
創
始
直
後
か
ら
防
疫
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
の
、
同
時
に
そ

れ
は
祇
園
社
に
特
化
し
た
役
割
で
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
祇
園
社
創
始
当
初
は
、
防
疫
神
・

牛
頭
天
王
が
必
ず
し
も
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、

同
縁
起
に
見
ら
れ
る
大
陸
的
世
界
観
と
僧
侶
に
よ
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
受
容
と
の
間
に
関
連

性
が
あ
る
こ
と
も
示
し
た
。
最
後
に
『
峯
相
記
』
所
収
「
廣
峯
山
縁
起
」
で
は
、
播
磨
国
の

法
師
陰
陽
師
集
団
が
、
牛
頭
天
王
を
信
仰
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
、
第
三
章
で
は
、
後
世
の
牛
頭
天
王
縁
起
に
影
響
を
与
え
た
『
簠

簋
内
傅
金
烏
玉
兎
集
』
所
収
の
牛
頭
天
王
縁
起
、
及
び
『
神
道
集
』
所
収
「
祇
園
大
明
神
事
」

「
赤
山
大
明
神
事
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
ま
ず
『
簠
簋
内
傅
』
で
は
、
法
師
陰
陽
師
な
ど
非

宮
廷
陰
陽
家
が
、
従
来
の
陰
陽
思
想
か
ら
脱
却
し
、
暦
神
・
牛
頭
天
王
を
中
心
と
す
る
新
た

な
陰
陽
道
を
築
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。
一
方
、
天
台
系
の
唱
導
僧
に
よ
り
同
時

代
に
編
纂
さ
れ
た
『
神
道
集
』
所
収
縁
起
に
は
、
そ
れ
ら
唱
導
僧
が
、
自
ら
の
教
義
の
枠
内

に
牛
頭
天
王
を
組
み
込
も
う
と
す
る
意
識
が
見
え
る
と
指
摘
し
、『
簠
簋
内
傅
』
と
同
様
の
内

容
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

以
上
の
考
察
結
果
は
、
牛
頭
天
王
縁
起
が
、
書
き
手
や
（
縁
起
を
用
い
て
）
布
教
し
た
者
の

意
識
及
び
そ
の
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
有
効
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
研
究
を
進
め
る
上
で
、
各
縁
起
の
世
界
観
を
更
に
明
確
に
す
る
こ
と
が
急
務
と
い

え
よ
う
。



一
〇
三

立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
人
文
学
専
攻
修
士
論
文
要
旨

705

近
世
期
諷
刺
資
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察

―
抜
文
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見
立
を
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に
―
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脇　

裕　

子

　

近
世
後
期
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
発
行
さ
れ
た
「
か
わ
ら
版
」
や
当
時
風
説
を
留
め
た
日

記
や
随
筆
類
に
見
ら
れ
る
、
落
書
と
も
呼
ば
れ
る
諷
刺
文
芸
は
、
様
々
な
形
式
を
用
い
て
世

相
を
語
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
先
行
研
究
で
は
、
庶
民
史
に
お
け
る
思
想
・
世
相
の
資
料
と
し
て
、
ま
た
他
に

は
そ
の
メ
デ
ィ
ア
性
に
着
目
し
、
封
建
制
度
下
に
お
け
る
情
報
の
流
通
、
伝
達
方
法
の
変
移

を
見
る
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、「
情
報
」
に
重
点
が
置
か
れ
て
い

る
た
め
、取
り
上
げ
ら
れ
る
資
料
は
そ
の
「
情
報
」
内
容
が
政
治
的
情
報
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
。

言
う
な
ら
ば
、
政
治
的
情
報
、
ま
た
は
当
世
の
政
治
が
影
響
す
る
世
相
を
見
る
た
め
に
こ
れ

ら
の
諷
刺
文
芸
が
使
わ
れ
て
お
り
、
補
助
資
料
の
域
を
抜
け
出
し
て
い
な
い
観
が
あ
る
。
諷

刺
文
芸
を
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
る
場
合
、
そ
れ
の
時
事
内
容
は
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
資
料
に
見
る
文
芸
形
式
の
特
徴
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
時
事
内
容
で
は
な
く
諷
刺
文
芸
の
一
形
式
に
視
点
を
定
め
、
そ
の

変
容
を
追
う
こ
と
で
、
近
世
後
期
庶
民
文
化
の
新
た
な
見
解
を
打
ち
出
す
こ
と
を
試
み
た
。

　

取
り
上
げ
た
形
式
は
、「
抜
文
句
」
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
一
章
で
は
、
先
行
研
究
の
記
述

か
ら
ま
ず
諷
刺
文
芸
が
見
ら
れ
る
資
料
を
、
呼
称
を
中
心
に
整
理
し
、
ま
た
、「
抜
文
句
」
形

式
が
現
れ
る
ま
で
の
諷
刺
文
芸
の
変
遷
を
形
式
の
多
様
性
や
数
量
か
ら
辿
っ
た
。
二
章
で
は
、

「
抜
文
句
」
形
式
の
諷
刺
文
芸
に
関
し
て
、
私
的
定
義
を
試
み
た
。
従
来
「
抜
文
句
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
の
諷
刺
文
芸
は
、
浄
瑠
璃
（
稀
に
歌
舞
伎
）
の
詞
章
か
ら
引
用
し
た
い
文
句
を
抜

き
出
し
（
＝
抜
文
句
）、
そ
の
抜
き
出
し
た
文
句
に
時
事
ネ
タ
を
当
て
る
（
＝
見
立
て
る
）
形
式

で
出
来
て
い
る
の
で
、「
抜
文
句
見
立
」
と
し
た
方
が
そ
の
性
質
を
表
し
て
い
る
と
考
え
た
。

実
際
、
現
存
す
る
摺
物
の
題
名
に
は
、「
抜
文
句
見
立
」
と
す
る
も
の
が
多
い
。

　

三
章
で
は
、
抜
文
句
見
立
の
題
名
や
内
容
考
察
か
ら
、
そ
の
表
現
方
法
の
変
遷
を
追
っ
た
。

そ
こ
で
表
現
方
法
の
転
換
点
は
天
保
の
前
期
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
得
た
。

天
保
以
前
で
は
、
抜
文
句
は
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
世
界
（
浄
瑠
璃
作
品
）
を
反
映
し
た
用
い

ら
れ
方
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
世
界
か
ら
は
離
れ
て
、
単
な
る
具
体

的
説
明
的
意
味
を
表
し
た
い
が
為
の
文
句
使
用
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四
章
で
は
、
天
保
前
期
に
つ
い
て
整
理
し
、
こ
の
時
期
は
、
お
か
げ
参
り
や
砂
持
ち
な
ど
、

民
衆
の
大
規
模
な
行
動
に
よ
る
文
化
が
起
き
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
天
保
以
前
の

抜
文
句
見
立
は
周
知
の
個
人
を
見
立
て
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
行
動
文
化
の
発
生
に

よ
り
、
群
衆
を
見
立
て
る
よ
う
に
な
る
。
個
人
が
起
こ
し
た
特
定
の
事
件
と
い
う
よ
り
、
社

会
現
象
を
捉
え
、
群
衆
と
い
う
不
特
定
多
数
の
動
き
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
為
、
使
用
さ
れ

る
抜
文
句
も
説
明
的
役
割
を
果
た
す
文
句
が
多
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

先
行
研
究
で
は
天
保
の
改
革
を
、
諷
刺
文
芸
変
遷
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
あ
げ
る
傾
向

に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
天
保
前
期
の
民
衆
の
行
動
文
化
に
よ
っ
て
諷
刺
文
芸
の
基
礎
が

出
来
上
が
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
天
保
の
改
革
時
に
そ
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
私
の
本
論
文
に
お
け
る
結
論
で
あ
る
。
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本
修
士
論
文
で
は
、
太
宰
治
の
「
皮
膚
と
心
」（『
文
学
界
』
昭
和
一
四
・
一
一
、『
皮
膚
と
心
』

竹
村
書
房　

昭
和
一
五
・
四
）
と
い
う
短
編
の
、
語
り
手
・〈
私
〉
の
「
皮
膚
」
と
「
心
」
の
バ

ラ
ン
ス
、言
い
換
え
て
、「
肉
体
と
精
神
の
バ
ラ
ン
ス
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
皮
膚
と
心
」

の
、
太
宰
治
の
語
ら
せ
た
女
性
の
語
り
手
・〈
私
〉
の
二
日
間
は
、「
皮
膚
」
と
「
心
」
に
つ

い
て
、「
吹
出
物
」
が
広
が
っ
た
状
態
の
「
皮
膚
病
」
を
素
材
と
し
て
書
き
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、「
皮
膚
」
状
態
を
、
視
覚
的
感
覚
な
ど
の
感
覚
表
現
を
用
い
た
描
写
が
多
く
見
ら

れ
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
「
皮
膚
感
覚
表
現
」
は
、「
皮
膚
病
」
が
も
た
ら

す
様
々
な
感
覚
が
「
皮
膚
」
の
主
体
と
な
る
人
物
・〈
私
〉
に
与
え
る
影
響
を
表
現
し
た
も
の
、

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、「
皮
膚
と
心
」
に
お
い
て

の
「
女
性
性
」、「
吹
出
物
」
の
原
因
、〈
私
〉
と
〈
あ
の
人
〉
と
の
心
理
的
距
離
な
ど
に
つ
い

て
、「
蔓
バ
ラ
」
や
「
化
粧
品
」、〈
私
〉
を
巡
る
人
間
関
係
な
ど
を
通
し
て
検
討
し
て
い
る
。

　

本
論
の
第
一
章
で
は
、
太
宰
治
文
学
に
お
け
る
「
皮
膚
と
心
」
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
述

べ
て
お
り
、
主
な
内
容
は
、「
畜
犬
談
」
や
、「
お
し
ゃ
れ
童
子
」
と
い
っ
た
同
時
代
作
品
や
、

「
皮
膚
と
心
」
を
含
む
「
女
性
の
独
り
言
形
式
」
小
説
を
通
し
て
考
え
た
「
皮
膚
と
心
」
の
特

徴
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、〝「
皮
膚
」
と
〈
あ
の
人
〉 

と
〈
私
〉〞
と
い
う
主
題
の
も
と
、「
蔓
バ
ラ
」

や
「
吹
出
物
」、「
化
粧
品
」
な
ど
が
、〈
私
〉
の
「
皮
膚
」
と
ど
う
関
係
し
て
い
く
の
か
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
、「
皮
膚
」
と
「
女
性
性
」
が
ど
う
繋
が
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、〈
私
〉

を
巡
る
人
間
関
係
を
通
し
て
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
作
品
は
、
語
り
手
・〈
私
〉
が
「
吹
出
物
」
に
よ
っ
て
、
心
理
的
不
安
に
陥
り
、
そ
の

不
安
が
、〈
あ
の
人
〉
と
の
結
婚
生
活
に
お
い
て
の
「
肉
体
と
精
神
」
の
問
題
に
繋
が
っ
て
い

く
二
日
間
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、「
吹
出
物
」
に
よ
っ
て
〈
私
〉
の
「
肉
体
と
精
神
の
バ

ラ
ン
ス
」
が
崩
れ
る
決
定
的
理
由
と
な
る
の
は
、〈
私
〉
の
夫
・〈
あ
の
人
〉、
ま
た
〈
あ
の
人
〉

の
前
妻
で
あ
っ
た
〈
せ
ん
の
女
の
ひ
と
〉
対
〈
私
〉、と
い
う
人
間
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

こ
れ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、「
皮
膚
と
心
」
と
い
う
作
品
は
、「
吹
出
物
」
に
よ
る
「
肉

体
」
の
乱
れ
、
人
間
関
係
に
よ
る
「
精
神
」
の
乱
れ
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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芥
川
龍
之
介
の
告
白
文
学

―
『
或
阿
呆
の
一
生
』
へ
の
プ
ロ
セ
ス
―

 

日
本
文
学
専
修　

韓ハ
ン　

　
　

鈺オ
ク　

傘サ
ン

　

日
本
近
代
文
学
史
上
、
芥
川
程
多
面
的
に
捉
え
ら
れ
た
作
家
は
そ
う
多
く
な
い
。
そ
れ
は

芥
川
の
文
学
的
面
、
か
つ
人
生
の
面
に
お
い
て
も
そ
う
い
え
る
だ
ろ
う
。
文
学
的
面
に
お
い

て
は
、
初
期
（
歴
史
小
説
・
王
朝
も
の
）
と
違
っ
た
晩
年
の
作
品
は
、
自
分
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
、

い
わ
ゆ
る
告
白
的
形
式
を
用
い
た
も
の
（
以
下
告
白
文
学
と
記
す
）
は
最
も
注
目
で
き
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
告
白
文
学
生
成
の
背
景
と
し
て
、
同
時
代
の
文
壇
に
流
動
し
て
い
た
心
境
小
説

及
び
私
小
説
を
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
作
風
と
テ
ー
マ
の
変
化
は
確
か
に
そ
の

以
前
の
作
品
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
方
法
的
面
に
お
い
て
い
え
ば
、
作
品
に
自

分
を
描
き
出
す
と
い
っ
た
、〈
保
吉
も
の①
〉の
代
表
的
作
品
の
一
つ
で
あ
る
『
少
年②
』
も
そ
う

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
ど
の
作
品
も
告
白
的
・
回
顧
録
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
少
年
』

の
よ
う
に
〈
保
吉
も
の
〉
に
は
、
方
法
的
面
に
お
い
て
告
白
文
学
的
性
向
は
見
ら
れ
る
が
、

告
白
文
学
と
し
て
は
完
成
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
〈
保
吉
も
の
〉
に
は
、
ま
だ
告
白
文
学

と
よ
べ
な
い
要
素
が
多
分
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
規
範
の
範
疇
の
問
題
も
含
め
、
残
さ
れ
た
課

題
も
多
い
。

　

従
っ
て
本
稿
の
目
的
は
、
芥
川
の
肖
像
が
主
人
公
で
あ
る
作
品
を
追
っ
て
い
く
事
に
よ
っ

て
、
告
白
と
い
っ
た
装
置
を
用
い
た
方
法
の
諸
相
を
発
見
し
よ
う
と
試
み
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

例
え
ば
、『
大
導
寺
信
輔
の
半
生③
』
に
お
い
て
は
、
自
分
が
「
本
所
」
の
中
で
し
か
生
き
ら

れ
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
直
接
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
主
人
公
の
内
面
ま
で
も
、
わ
れ
わ

れ
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
点
鬼
簿④
』
に
お
い
て
は
、
作
中
の
「
点
鬼
簿
」
に
記

さ
れ
て
い
る
三
人
（「
母
」「
姉
」「
父
」）
が
、
芥
川
の
人
生
に
お
け
る
最
も
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
さ
れ
る
「
家
族
」
で
あ
る
こ
と
と
、「
一
」
の
末
尾
に
「
実
父
の
命
日
や
戒
名
を
覚
え

て
ゐ
な
い
」
と
云
い
な
が
ら
、「
三
」
の
末
尾
に
お
い
て
は
「
大
き
い
春
の
月
が
一
つ
」
と
い

う
風
に
明
確
に
は
記
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は
満
月
の
春
の
日
と
い
う
解
り
易
い
事
実
を

わ
ざ
と
暈
か
し
て
い
る
こ
と
で
、
僕
は
父
の
命
日
も
覚
え
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
芥
川
は
覚

え
て
い
な
い
と
い
う
ふ
う
に
描
い
て
い
る
な
ど
の
虚
構
化
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
作
品
に
作
者
が
存
在
す
る
以
上
は
必
ず
ど
こ
か
に
事
実
と
は
相
反
す
る
嘘

が
よ
り
リ
ア
ル
に
告
白
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
或
阿
呆
の
一
生⑤
』
は
遺
稿
で
あ
る
と
の
こ
と
と
、
原
稿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
「
自
傳
的
エ
ス

キ
ス⑥
」
と
い
う
割
註
の
記
の
こ
と
や
作
中
の
記
述
の
為
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
も

含
め
、『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
作
家
芥
川
の
い
わ
ゆ
る
自
伝
的
告
白
文
学
の

集
大
成
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
、
芥
川
の
伝
記
の
外
的
事
実
に
モ
デ
ル
的
に
も
忠
実
な
も
の
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
真
の
姿
は
、
芥
川
の
内
的
精
神
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
告
白
と
い
う
装

置
を
以
て
、
こ
の
作
品
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
時
代
」
と
「
母
」
と
「
或
阿
呆

の
一
生
」
と
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
彼
の
人
生
に
お
い
て
味
わ
っ

た
事
実
を
抒
情
的
な
言
葉
を
も
っ
て
告
白
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
も
っ
と
も
個
人
的

な
告
白
文
学
が
、
よ
り
人
間
味
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
考
え

れ
ば
、
芥
川
は
芸
術
至
上
主
義
者
で
は
な
く
人
間
主
義
者
と
し
て
、
も
っ
と
も
人
間
的
文
学

を
産
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

注① 　
〈
保
吉
も
の
〉
と
は
、
保
吉
と
い
う
主
人
公
が
登
場
す
る
短
編
小
説
群
の
総
称
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
等
作
品
に
登
場
す
る
主
人
公
保
吉
と
は
、
大
正
五
年
一
二
月
か
ら
大

正
八
年
三
月
ま
で
の
二
年
余
の
間
、
横
須
賀
海
軍
機
関
学
校
の
英
語
の
嘱
託
教
官
を
務
め
た
、

肖
像
化
さ
れ
た
作
家
芥
川
の
分
身
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
れ
は
、『
保
吉
の

手
帳
か
ら
』
の
初
出
の
冒
頭
に
、「
堀
川
保
吉
は
東
京
の
人
で
あ
る
。
二
十
五
歳
か
ら
二
十
七

歳
迄
、
或
地
方
の
海
軍
の
学
校
に
二
年
ば
か
り
奉
職
し
た
。
以
下
数
篇
の
小
品
は
こ
の
間
の
見

聞
を
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
保
吉
の
手
帳
と
題
し
た
の
は
実
際
小
さ
い
ノ
ー
ト
・
ブ
ッ
ク
に
、
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そ
の
時
時
の
見
聞
を
書
き
と
め
て
置
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
」（
初
刊
本
『
黄
雀
風
』
で
は

削
除
さ
れ
た
文
）
と
い
う
前
文
に
よ
る
こ
と
か
ら
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
、
し
か
し
そ
の
規
範
の

定
義
に
お
い
て
も
課
題
が
な
く
も
な
い
。

②　
「
中
央
公
論
」
第
三
九
巻
第
四
号
、
大
正
一
三
年
四
月
、
五
月
連
載
。（
四
月
号
に
「
少
年
」

の
題
で
「
一　

ク
リ
ス
マ
ス
」、「
二　

道
の
上
の
秘
密
」、「
三　

死
」
の
章
発
表
、五
月
号
に
「
少

年
続
編
」
と
し
て
、「
一　

海
」、「
二　

幻
燈
」、「
三　

お
母
さ
ん
」
の
章
発
表
）〈
全
集
第

一
一
巻
〉 

③　
「
中
央
公
論
」
第
四
〇
巻
第
一
号
、
大
正
一
四
年
一
月

④　
「
改
造
」
第
八
巻
第
一
一
号
（「
学
生
事
件
批
判
」
号
）、
大
正
一
五
年
一
〇
月

⑤　
「
改
造
」
第
九
巻
第
一
〇
号
、
昭
和
二
年
一
〇
月
、
遺
稿
〈
全
集
は
こ
れ
が
底
本
〉

⑥　
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
と
い
う
の
は
、「
改
造
」（
昭
和
二
年
一
〇
月
）
に
遺
稿
と
し
て
発
表

さ
れ
た
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
芥
川
の
前
書
き
に
続
き
、
久
米
正
雄
に
よ
る
作
品
発
表
経
緯
の

説
明
文
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
是
も
ま
た
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

小
説
・
戯
曲
中
に
描
か
れ
る
二
郎
神
像

―
信
仰
対
象
と
の
比
較
を
通
し
て
―

 

中
国
文
学
・
思
想
専
修　

福　

岡　

千　

穂

　

中
国
の
神
様
に
二
郎
神
と
い
う
神
が
い
る
。
近
年
で
は
、
創
作
物
や
娯
楽
物
の
中
の
登
場

人
物
と
し
て
の
姿
の
方
が
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
来
は
、
信
仰
対
象
と

し
て
の
神
で
あ
り
、人
々
に
厚
く
信
仰
さ
れ
、現
在
も
信
仰
さ
れ
て
い
る
由
緒
あ
る
神
で
あ
る
。

　

小
論
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
面
を
持
つ
二
郎
神
の
、
中
国
の
小
説
・
戯
曲
中
に
描
か
れ
る
姿
を
、

中
国
に
お
け
る
信
仰
対
象
の
姿
と
の
比
較
を
通
し
て
論
じ
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
信
仰
対
象
と
し
て
の
二
郎
神
を
検
討
し
た
。
二
郎
神
は
、
蜀
、
現
在
の
四
川
地

方
に
信
仰
の
端
を
発
し
た
神
で
あ
り
、
元
来
の
神
格
は
治
水
神
と
さ
れ
て
い
る
。
時
代
が
下

る
に
連
れ
、
信
仰
地
域
は
中
国
全
土
に
広
が
り
、
そ
の
神
格
も
変
化
し
て
い
る
。
小
論
で
は
、

本
来
の
治
水
神
の
神
格
を
持
っ
て
い
る
事
例
を
、
正
史
、
地
方
志
、
随
筆
な
ど
の
記
述
か
ら

取
り
上
げ
、
後
に
二
郎
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
に
至
っ
た
、
人
物
に
付
随
す
る
説
話
類
を
中
心

に
検
討
を
加
え
て
い
っ
た
。
治
水
神
で
あ
る
二
郎
神
は
、
人
々
に
害
を
与
え
る
江
や
水
の
神
、

龍
、
蛟
と
戦
い
、
そ
れ
に
勝
利
し
た
と
い
う
、「
戦
う
」
こ
と
が
中
心
と
な
る
説
話
や
伝
説
を

所
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
小
説
・
戯
曲
中
に
描
か
れ
る
二
郎
神
を
検
討
し
た
。
小
論
で
の
対
象
作
品
は
、

中
国
近
世
、
元
・
明
代
の
小
説
・
戯
曲
と
限
定
し
、
小
説
で
は
『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』

の
二
作
品
、
戯
曲
で
は
「
西
游
記
雑
劇
」、「
二
郎
神
酔
射
鎖
魔
鏡
」、「
二
郎
神
鎖
斉
天
大
聖
」、

「
灌
口
二
郎
斬
健
蛟
」
の
四
作
品
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
け
る
二
郎
神
は
、
自

分
よ
り
立
場
が
上
の
者
か
ら
の
命
令
に
よ
り
、
悪
行
を
働
く
者
を
退
治
す
る
こ
と
を
役
目
の

一
つ
と
す
る
者
、
つ
ま
り
「
武
神
」
と
呼
ば
れ
る
神
と
し
て
の
要
素
を
持
つ
者
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
。
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「
戦
う
」
と
い
う
共
通
す
る
要
素
を
所
持
し
て
い
る
二
つ
の
二
郎
神
で
は
あ
る
が
、
ど
こ
か

大
き
な
溝
が
存
在
す
る
と
論
者
は
考
え
た
。
単
純
に
、
小
説
・
戯
曲
中
の
二
郎
神
は
武
神
と

い
う
神
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
信
仰
対
象
の
二
郎
神
は
、
そ
の
説
話
中
で
活
躍
し
て
い
る
時

点
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
文
献
上
で
は
あ

る
が
、
明
代
ま
で
の
信
仰
対
象
の
二
郎
神
に
関
す
る
記
述
を
見
る
と
、
武
神
と
し
て
は
祀
ら

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
度
の
考
察
で
は
、
溝
が
で
き
て
し
ま
っ
た
要
因
、

そ
し
て
そ
の
溝
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
要
素
を
見
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
論

者
が
見
出
し
た
一
点
は
、「
害
を
与
え
る
、
も
し
く
は
与
え
て
い
た
悪
し
き
も
の
を
取
り
除
く
」

こ
と
が
、
両
者
に
は
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
点
の
み
に
頼

っ
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
く
の
は
難
し
い
。
未
だ
、
様
々
な
方
面
か
ら
、
検
討
の
余
地

は
多
く
残
っ
て
い
る
。

『
孫
子
』
よ
り
指
導
者
・
組
織
論
の
考
察
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『
孫
子
』
は
一
般
的
に
は
兵
家
の
書
、
兵
法
書
と
し
て
の
認
識
が
あ
る
が
、
そ
の
思
想
は
現

代
に
も
応
用
が
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
で
、
今
回
考
察
し
た
。

　

ま
ず
は
『
孫
子
』
の
序
で
あ
り
、
全
体
に
通
ず
る
も
の
を
述
べ
て
い
る
「
始
計
」
篇
を
中

心
に
解
釈
し
た
。「
始
計
」
篇
自
体
、
組
織
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
「
五
事
」。
彼
我

を
比
べ
る
要
素
で
あ
る
「
七
計
」、
実
際
行
動
す
る
際
の
指
針
と
し
て
の
「
詭
道
」
の
三
段
に

分
け
ら
れ
、そ
の
各
段
は
他
の
各
篇
と
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
故
に
『
孫

子
』
各
篇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
も
、「
始
計
」
篇
に
お
い
て
そ
の
思
想
が

根
底
で
繋
が
り
あ
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　

以
上
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
組
織
論
と
指
導
者
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
孫
子
』
が

ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
ま
ず
組
織
論
に
つ
い
て
は
、「
始
計
」
篇
に
述
べ
ら
れ
た
「
五

事
」、
そ
の
中
で
も
特
に
「
道
」
と
「
法
」
が
重
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
、
組
織
を
一

体
と
す
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
組
織
全
体
に
情
報
が
潤
滑
に
通
達
さ
れ
る
た

め
の
整
然
と
し
た
組
織
の
構
成
を
作
る
こ
と
、
ま
た
組
織
自
体
が
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す

際
に
、
命
令
が
正
し
く
行
き
渡
り
、
混
乱
を
起
こ
す
こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
よ
う
、
運
用
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
る
こ
と
等
、
現
代
に
応
用
さ
れ
う
る
思
想
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
指
導
者
論
で
は
「
五
事
」
中
の
「
将
」
が
重
要
と
さ
れ
、そ
し
て
ま
た
、「
君
」
と
「
将
」

と
い
う
二
つ
の
形
の
指
導
者
の
像
が
上
げ
ら
れ
る
。
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
「
君
」
と
、

組
織
内
の
組
織
を
ま
と
め
る
「
将
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
求
め
ら
れ
る
像
は
や
や
差
異
が
あ
り
、

相
互
の
関
係
を
密
に
す
る
こ
と
な
ど
も
重
視
さ
れ
る
。
し
か
し
最
も
重
要
と
さ
れ
る
の
は
組

織
に
所
属
す
る
者
達
を
一
つ
に
し
、
正
確
な
情
報
を
集
め
て
組
織
を
ま
と
め
、
そ
の
た
め
に

組
織
内
の
信
頼
関
係
を
強
固
な
も
の
と
し
、
組
織
の
質
自
体
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
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指
導
者
に
は
、
そ
れ
ら
を
行
う
た
め
の
資
質
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
に
自
ら
を
省
み
、

組
織
や
組
織
を
構
成
す
る
者
の
た
め
の
責
任
を
果
し
、
不
合
理
な
行
動
を
取
っ
て
い
な
い
か

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
指
導
者
論
の
要
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
孫
子
』
か
ら
は
指
導
者
・
組
織
論
に
つ
い
て
、
現
代
に
応
用
出
来
得
る

も
の
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
考
え
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
考
察
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
も
あ
る
が
、
こ
の
僅
か
な
範
囲
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
孫
子
』
が
未
だ
現
代
に

応
用
出
来
る
書
物
で
あ
り
思
想
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

S
eam

u
s H

ean
ey’s S

en
se of B

elogin
g: from

 D
eath

 
of a N

atu
ralist (1969) to T

h
e H

aw
 L

an
tern

 (1987)

 

英
米
文
学
専
修　

髙　

野　
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本
稿
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
詩
人
シ
ェ
イ
マ
ス
・
ヒ
ー
ニ
ー
の
帰
属
意
識
を
、
彼
の

詩
集D

eath
 of a N

atu
ralist (1966)

か
らT

h
e H

aw
 L

an
tern

 (1987)

の
解
釈
を
通
じ

て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
起
き
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
渦
中
の

一
九
七
二
年
に
、
ヒ
ー
ニ
ー
は
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
離
れ
、
ダ
ブ
リ
ン

に
移
り
住
み
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
住
民
と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配
の
爪
跡
と
し

て
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
が
人
々
の
意
識
に
残
し
た
帰
属
意
識
の
変
化
は
大
き
く
、
詩
人

と
し
て
の
ヒ
ー
ニ
ー
の
そ
れ
も
詩
集
の
中
で
巧
み
に
表
現
さ
れ
、
大
き
な
変
容
を
遂
げ
て
い

る
。
本
稿
で
は
特
に
、
初
期
か
ら
中
期
の
作
品
に
表
象
さ
れ
た
国
家
性
、
地
域
性
、
ま
た
そ

れ
を
越
え
る
普
遍
性
と
し
て
の
帰
属
意
識
を
中
心
に
述
べ
て
い
く
。

　

第
一
章
は
初
期
の
作
品
で
あ
るD

eath
 of a N

atu
ralist (1966), D

oor in
to th

e D
ark 

(1969), W
in

terin
g O

u
t (1972), N

orth
 (1975)

を
通
じ
て
、
ヒ
ー
ニ
ー
の
帰
属
意
識
が
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
家
レ
ベ
ル
で
の
意
識
が
強
い
こ
と
を
証
明
す
る
。
特
に
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
帝
国
主
義
と
植
民

地
化
と
い
う
歴
史
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
地
理
的
特
徴
で
あ
る
「
海
」
と
「
沼
」
と
い
う
描

写
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
二
章
はW

in
terin

g O
u

t (1972)

の
作
品
に
多
く
含
ま
れ
る
地
名
に
関
す
る
詩
の
解
釈

を
通
じ
て
、
ヒ
ー
ニ
ー
の
地
域
性
に
関
す
る
帰
属
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
紛
争
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
地
名
に
代
表
さ
れ
る
言
語
の

英
国
化
と
い
う
植
民
地
主
義
の
残
滓
と
ど
う
向
き
合
っ
た
の
か
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
特
の
口

承
伝
統
を
踏
襲
し
た
表
現
を
用
い
、英
国
化
さ
れ
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
言
語
を
再
構
築
化
／
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脱
植
民
地
化
し
よ
う
と
試
み
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

と
い
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
の
両
文
化
が
収
斂
す
る
場
所
と
し
て
の
独
自
性
、
地
域

性
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
三
章
は
中
期
の
作
品S

tation
 Islan

d
 (1984)

やT
h

e H
aw

 L
an

tern
 (1987)

を
通

じ
て
、
ヒ
ー
ニ
ー
の
帰
属
意
識
が
国
家
性
や
地
域
性
と
い
う
概
念
を
超
え
た
、
メ
タ
レ
ベ
ル

で
の
詩
そ
の
も
の
に
対
す
る
意
識
を
強
め
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
紛
争
と
い
う
社
会
的
混
沌
の
中
で
、
自
ら
の
詩
作
そ
の
も
の
に
疑
問
を
感
じ
深
い
省
察
に

入
る
と
、
自
ら
を
聖
パ
ト
リ
ッ
ク
や
『
神
曲
』
を
著
し
た
ダ
ン
テ
に
重
ね
あ
わ
せ
、
自
ら
の

詩
作
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
疑
心
を
一
掃
す
る
旅
に
出
る
。
ヒ
ー
ニ
ー
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
歴
代
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
作
家
た
ち
な
ど
と
の
想
像
上
の
出
会
い
に
よ
り
、
彼
は
詩
作

へ
の
信
頼
を
回
復
し
て
い
く
。
本
章
で
は
、
真
の
意
味
で
の
帰
属
意
識
が
、
国
家
性
や
地
域

性
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
普
遍
性
と
し
て
の
詩
／
執
筆
そ
の
も
の
に
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。

C
.S. L

ew
is, T

h
e C

h
ron

icles of N
arn

ia

　
　
　
　
　
　

に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
構
造
に
つ
い
て

 

英
米
文
学
専
修　

田　

中　

俊　

也

　

本
論
で
は
空
想
世
界
を
描
い
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
の
金
字
塔
と
も
言
え
る
、
Ｃ
・
Ｓ
・

ル
イ
ス
の『
ナ
ル
ニ
ア
国
物
語
』（T

h
e C

h
ron

icles of N
arn

ia

）を
扱
う
。『
ナ
ル
ニ
ア
国
物
語
』

は
全
７
巻
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
発
刊
順
で
言
え
ば
、『
ラ
イ
オ
ン
と
魔
女
』（T

h
e 

L
ion

, th
e W

itch
 a

n
d

 th
e W

a
rd

robe

）、『
カ
ス
ピ
ア
ン
王
子
の
つ
の
ぶ
え
』（P

rin
ce 

C
aspian

）、『
朝
び
ら
き
丸 

東
の
海
へ
』（T

h
e V

oyage of D
aw

n
 T

read
er

）、『
銀
の
い
す
』（T

h
e 

S
ilver C

h
a

ir

）、『
馬
と
少
年
』(T

h
e H

orse a
n

d
 H

is B
oy)

、『
魔
術
師
の
お
い
』（T

h
e 

M
agician

’s N
eph

ew

）、『
最
後
の
た
た
か
い
』（T

h
e L

ast B
attle

）
の
７
冊
で
あ
る
。
年
代

順
に
並
べ
れ
ば
、
そ
の
順
番
は
発
刊
順
と
異
な
る
が
、
全
７
巻
を
通
じ
て
、
ナ
ル
ニ
ア
国
の

創
世
か
ら
破
滅
ま
で
の
二
五
五
五
年
に
渡
る
歴
史
を
描
い
て
い
る
。

　

ル
イ
ス
の
『
ナ
ル
ニ
ア
国
物
語
』
は
ル
イ
ス
自
身
が
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
、
神

学
の
研
究
書
を
書
く
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ル
イ
ス
は
聖
書
の
内
容
を
こ
の
『
ナ
ル
ニ

ア
国
物
語
』に
含
ま
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、善
と
悪
と
の
対
立
と
い
う
暗
喩
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
ま
ず
、『
魔
術
師
の
お
い
』
で
ナ
ル
ニ
ア
の
創
世
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
こ

こ
で
は
、
ル
イ
ス
が
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
「
創
世
記
」（G

en
esis

）
や
ミ
ル
ト
ン
の
叙

事
詩
『
失
楽
園
』（P

a
ra

d
ise L

ost

）
と
の
比
較
を
し
な
が
ら
、
プ
ロ
ッ
ト
の
構
造
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
ま
た
、
善
と
悪
と
の
対
立
で
は
、
主
人
公
デ
ィ
ゴ
リ
ー
の
心
の
変
化
に
つ
い
て

考
え
る
。

　

次
に
、『
魔
女
と
ラ
イ
オ
ン
』
を
考
察
す
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
復
活
を
テ
ー

マ
に
描
い
た
こ
の
作
品
は
そ
の
受
難
と
復
活
に
つ
い
て
、
ま
た
エ
ド
マ
ン
ド
の
裏
切
り
と
救

出
後
の
活
躍
に
見
ら
れ
る
善
と
悪
と
の
対
比
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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最
後
に
、『
最
後
の
戦
い
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
は
、『
魔
術
師
の
お
い
』
と
は
対

照
的
に
ナ
ル
ニ
ア
の
滅
亡
を
描
く
作
品
で
あ
る
。主
と
し
て
最
後
の
審
判
を
扱
っ
て
お
り
、「
ヨ

ハ
ネ
の
黙
示
録
」(T

h
e R

evelation
 of Joh

n
) 

な
ど
を
参
照
し
、
ル
イ
ス
の
下
す
審
判
に
つ

い
て
考
え
る
。

　

ル
イ
ス
は
「
人
の
心
に
潜
む
、
真
善
美
に
対
す
る
憧
れ
に
語
り
か
け
て
読
者
を
一
歩
一
歩

導
い
て
ゆ
く
の
が
こ
の
フ
ェ
ア
リ
ー
・
テ
ー
ル
で
あ
る①

」
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
壮
大
な
年

代
記
は
、
雪
の
中
で
１
人
の
少
女
と
１
人
の
フ
ォ
ー
ン
が
出
会
っ
て
い
る
と
い
う
た
っ
た
１

枚
の
絵
か
ら
始
ま
っ
た
と
ル
イ
ス
は
言
う
。
こ
の
た
っ
た
１
枚
の
絵
か
ら
生
ま
れ
た
プ
ロ
ッ

ト
に
様
々
な
神
学
的
暗
喩
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
読
者
を
７
篇
の
真
善
美
の
物
語
へ
と
一
歩

一
歩
導
い
て
い
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
フ
ェ
ア
リ
ー
・
テ
ー
ル
は
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注①　

竹
野
一
雄
，
山
形
和
美
（
編
）．『
Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス　

ナ
ル
ニ
ア
国
年
代
記
読
本
』（
国
研

出
版
、
一
九
八
八
） 

39
頁

蝦
夷
論
再
考
―
「
征
夷
」
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て

―

 

日
本
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学
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田　

中　

梓　

水

　

古
代
国
家
の
蝦
夷
支
配
を
「
同
化
と
拓
殖
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
。
第
１
、２
章
で

は
、
日
本
に
お
け
る
俘
囚
身
分
の
形
成
過
程
を
、
日
中
用
例
の
比
較
検
討
、
特
に
献
俘
・
献

捷
と
呼
ば
れ
る
戦
勝
儀
礼
の
検
討
を
通
じ
て
考
察
し
た
。
献
俘
・
献
捷
儀
礼
は
戦
争
捕
虜
を

王
に
献
上
し
て
皇
威
を
称
え
る
儀
礼
で
あ
る
が
、
蝦
夷
の
捕
虜
で
あ
る
俘
囚
に
と
っ
て
、
こ

の
儀
礼
は
そ
の
身
分
化
に
直
接
影
響
し
た
の
で
あ
る
。
儀
礼
を
契
機
と
し
て
俘
囚
身
分
の
成

立
を
考
え
る
こ
と
で
、
従
来
不
明
確
で
あ
っ
た
俘
囚
の
存
在
意
義
、
移
配
の
理
由
、
そ
し
て

身
分
成
立
の
時
期
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

第
３
章
で
は
、
９
世
紀
以
降
行
わ
れ
た
中
央
に
お
け
る
俘
囚
の
節
会
参
加
を
検
討
し
、
当

該
期
の
節
会
参
加
は
、
奈
良
時
代
の
蝦
夷
朝
貢
と
は
異
な
り
、
俘
囚
の
教
化
・
同
化
的
側
面

が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
。
儀
礼
の
場
が
夷
狄
の
同
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
も
指
摘
し
、
華
夷
秩
序
に
お
い
て
は
夷
狄
の
同
化
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
夷
狄
の
同
化
が
帝
国
構
造
の
空
洞
化
を
招
い
た
と
す
る
通
説
的
見
解
の
誤
り
を
指

摘
し
た
。

　

第
４
章
で
は
、
以
上
の
蝦
夷
・
俘
囚
支
配
を
行
わ
し
め
た
華
夷
思
想
に
注
目
し
、
華
夷
思

想
は
単
な
る
異
民
族
支
配
の
論
理
で
は
な
く
、
逆
に
血
族
論
理
を
打
破
し
、
礼
的
秩
序
の
も

と
に
包
括
す
る
支
配
論
理
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
論
理
の
上
で
は
、「
夷
」
を
「
華
」
に
近
づ
け

る
同
化
プ
ロ
セ
ス
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
蝦
夷
支
配
の
基
本

的
方
策
で
あ
る
朝
貢
と
饗
給
は
、従
来
懐
柔
策
と
し
て
の
側
面
が
注
視
さ
れ
て
い
た
が
、朝
貢
・

饗
給
の
場
で
は
、「
夷
」
に
「
華
」
と
「
夷
」
の
差
を
焼
き
付
け
、「
夷
」
に
「
夷
」
で
あ
る

こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
の
教
化
・
同
化
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。

　

以
上
、
蝦
夷
の
な
か
で
も
俘
囚
と
い
う
集
団
に
注
目
し
な
が
ら
、
征
夷
と
は
何
で
あ
っ
た
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の
か
、
何
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
本
質
的
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
結
論
と
し
て
征

夷
の
本
質
と
は
同
化
と
拓
殖
で
あ
る
が
、
俘
囚
身
分
と
は
特
に
そ
の
本
質
が
よ
く
現
れ
た
存

在
で
あ
る
。
彼
ら
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
古
代
国
家
に
お
け
る
統
治
思
想
の
一
端
を

明
ら
か
に
し
得
た
と
考
え
る
。

律
令
国
家
に
お
け
る
得
度
制
度
の
変
遷
と
そ
の
史
的
意
義

 

日
本
史
学
専
修　

駒　

井　
　
　

匠

　

日
本
古
代
に
お
い
て
、
仏
教
は
国
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
様
々
な
保
護
統
制
策
を
受
け

て
い
た
。
そ
の
管
理
の
下
、
僧
尼
は
教
学
研
鑽
に
勤
し
み
、
国
家
の
た
め
に
仏
事
を
行
っ
て

い
た
と
い
う
の
が
通
説
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
そ
の
僧
尼
と
な
る
た
め
の
第
一
段
階
と
し
て

得
度
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
国
家
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
国
家
の
管
理
下

に
あ
る
得
度
制
度
に
よ
っ
て
仏
教
の
担
い
手
た
る
僧
尼
が
生
産
さ
れ
る
。
得
度
制
度
と
は
仏

教
政
策
の
根
幹
を
支
え
る
制
度
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
得
度
制
度
の
検
討
を

通
じ
て
、
国
家
が
僧
尼
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
国

家
が
仏
教
に
期
待
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
等
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
そ

こ
か
ら
国
家
と
仏
教
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
得
度
制
度
は
統
制
と
育
成
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
研
究
さ
れ
て
き
た
。
得
度
制

度
に
僧
尼
の
統
制
と
育
成
と
い
う
側
面
も
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は

得
度
制
度
の
持
つ
人
材
登
用
と
い
う
側
面
に
着
目
し
た
。
得
度
自
体
は
俗
人
に
対
し
て
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
得
度
制
度
関
係
の
史
料
に
も
、
国
家
が
ど
の
よ
う
な
人
物
を
僧
尼
と
し

て
登
用
し
よ
う
と
し
た
の
か
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

視
点
に
立
つ
場
合
参
考
と
な
る
の
が
、
官
僚
制
の
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
が
ど
の

よ
う
な
人
材
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
官
人
と
し
て
登
用
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
国
家

と
官
人
の
関
係
性
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お
り
、
得
度
制
度
を
考
察
す
る
上
で

も
有
効
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
論
文
で
は
、
得
度
の
た
め
の
学
業
基
準
が
は
じ
め
て
設
定
さ
れ
る
天
平
六
年
（
七
三
四
）

十
一
月
二
十
日
太
政
官
奏
か
ら
、
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
正
月
二
十
六
日
太
政
官
符
ま
で
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を
対
象
と
し
、
統
制
と
育
成
と
い
う
枠
組
み
に
拘
ら
ず
、
官
僚
制
的
視
点
か
ら
得
度
制
度
の

変
遷
を
考
察
し
た
。
第
一
、二
章
で
は
天
平
六
年
太
政
官
奏
を
考
察
し
た
。
官
奏
で
は
学
業
基

準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
官
人
制
に
准
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
内
容
が

養
老
年
間
に
提
示
さ
れ
た
学
業
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ

の
官
奏
が
官
人
政
策
の
流
れ
の
中
か
ら
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
章
で
は
延
暦
年
間
の
得
度
制
度
を
扱
っ
た
。
こ
こ
で
は
昇
進
と
い
う
点
に
注
目
し
、
延

暦
二
十
五
年
太
政
官
符
に
よ
っ
て
得
度
そ
の
も
の
が
昇
進
へ
の
入
り
口
と
位
置
付
け
ら
れ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。

中
世
武
士
団
の
族
的
結
合
―
文
書
の
所
持
と
相
伝

―

 

日
本
史
学
専
修　

田　

辺　

記　

子

　

一
般
に
中
世
武
士
団
の
族
的
結
合
は
、
一
族
の
長
た
る
惣
領
が
「
惣
領
権
」
な
る
権
限
を

梃
子
に
、
庶
子
に
対
し
て
強
い
支
配
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的

な
指
標
と
し
て
惣
領
に
よ
る
文
書
の
集
中
所
持
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
先
学

の
研
究
に
お
い
て
は
、
所
領
が
諸
子
に
分
割
譲
与
さ
れ
て
も
、
そ
の
本
文
書
等
は
惣
領
が
所

持
し
て
お
り
、
こ
れ
を
惣
領
の
一
族
所
領
統
制
に
お
け
る
一
機
能
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
論
証
の
過
程
で
、
そ
れ
が
伝
来
の
現
状
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
惣
庶
双
方
か

ら
で
は
な
く
惣
領
の
文
書
所
持
の
み
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
若
干
の
疑
点
が
残
る
。
そ
う

し
た
こ
と
か
ら
本
稿
は
、
所
領
の
分
割
譲
与
が
嫡
子
単
独
相
続
へ
移
行
す
る
以
前
の
肥
後
国

相
良
氏
・
信
濃
国
市
河
氏
・
肥
前
国
松
浦
党
三
武
士
団
を
対
象
と
し
、
誰
が
ど
の
文
書
を
所

持
し
て
い
た
か
と
い
う
文
書
所
持
構
造
に
つ
い
て
複
数
の
事
例
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
中
世
武
士
団
の
族
的
結
合
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
武
士

団
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
期
文
書
が
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
こ
と
、
東
西
い
ず
れ

か
に
地
域
が
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
、
従
来
の
族
的
結
合
研
究
に
お
い
て
形
態
が
異
な
る
と
さ

れ
る
「
惣
領
制
的
武
士
団
」・「
党
的
武
士
団
」
の
両
方
を
取
り
上
げ
る
こ
と
の
三
点
を
考
慮

し
た
。

　

上
記
武
士
団
に
お
け
る
文
書
所
持
構
造
を
検
討
し
た
結
果
、
い
ず
れ
の
武
士
団
に
お
い
て

も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
が
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
所
領
が
分
割
譲
与
さ
れ

て
も
、
本
文
書
等
は
惣
領
が
所
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
、
惣
領
が
分
割
可
能
な

庶
子
分
文
書
ま
で
も
所
持
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
点

に
つ
い
て
は
先
学
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
正
文
は
一
通
し
か
な
く
分
割
不
可
能
で

あ
る
と
い
う
物
理
的
事
情
や
、惣
領
が
証
文
を
所
持
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、惣
庶
関
係（
親
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子
を
除
く
）
の
対
等
性
を
指
し
示
す
よ
う
な
実
態
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
事
実
を
惣
領

の
統
制
権
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
嫡
子
は
惣
領
と
な
っ
て
か
ら
も
、
そ
の
権
限

を
前
惣
領
か
ら
の
譲
状
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
た
し
、
惣
庶
間
の
相
論
に
お
い
て
も
、
惣

領
は
幕
府
権
力
を
介
さ
ず
独
自
に
解
決
の
道
を
開
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
中
世

に
お
い
て
証
拠
文
書
な
し
に
権
利
の
証
明
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

く
、
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
庶
子
は
証
文
を
所
持
す
る

こ
と
で
惣
領
と
対
等
に
相
対
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
庶
子
の
証
文
所
持
が
そ
の
独

立
性
を
保
つ
具
体
的
保
証
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

近
世
期
に
お
け
る
水
平
的
文
化
交
流
の
様
相

―
京
都
本
草
学
の
物
産
会
を
素
材
に

―

 

日
本
史
学
専
修　

牟　

田　

友
紀
子

　

修
士
論
文
で
は
、
近
世
中
・
後
期
に
京
都
本
草
学
派
が
開
催
し
た
物
産
会
を
素
材
と
し
、

参
加
者
や
開
催
さ
れ
る
場
の
変
容
、
お
よ
び
、
本
草
学
を
学
ぶ
者
た
ち
の
修
学
環
境
の
分
析

を
通
じ
、
近
世
に
お
け
る
水
平
的
文
化
交
流
の
様
相
を
考
察
し
た
。

　

第
一
章
で
は
、
三
都
の
物
産
会
目
録
や
引
き
札
を
用
い
て
、
物
産
会
は
、
大
坂
・
京
都
お

い
て
庶
物
の
真
偽
を
確
か
め
る
必
要
性
か
ら
開
催
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
三
都
の
会

則
を
比
較
し
た
結
果
、
初
期
の
物
産
会
は
、
物
に
対
し
て
同
じ
よ
う
な
問
題
関
心
を
共
有
す

る
同
好
の
士
が
、
主
体
的
に
参
画
・
運
営
し
た
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

ま
た
、
松
岡
恕
庵
の
出
版
さ
れ
た
著
書
の
検
討
か
ら
は
、
本
草
学
を
学
ぶ
者
が
書
肆
か
ら

の
出
版
依
頼
に
応
じ
、
恕
庵
著
作
の
出
版
事
業
に
関
わ
る
中
で
、
実
見
し
て
弁
別
す
る
と
い

う
発
想
の
重
要
性
と
そ
の
受
容
者
層
の
存
在
を
再
認
識
し
、
物
産
会
開
催
へ
と
至
っ
た
と
論

じ
た
。
さ
ら
に
、
恕
庵
著
作
が
出
版
の
た
び
に
正
文
化
し
て
い
く
様
は
、
当
該
期
に
お
い
て

本
草
学
が
、
学
問
的
地
位
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
評
価
し
た
。

　

第
二
章
で
は
、
開
催
初
期
に
あ
た
る
宝
暦
・
明
和
期
の
物
産
会
の
出
品
目
録
な
ど
を
用
い
、

初
期
は
、
会
則
に
忠
実
で
純
粋
に
知
的
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
に
物
産
会
が
開
催
さ
れ
、
主

体
は
町
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。ま
た
、開
催
会
場
が
東
山
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

初
期
の
物
産
会
は
、
町
人
の
交
流
手
段
と
い
う
「
遊
芸
」
と
同
様
の
性
格
を
有
し
、「
遊
芸
文

化
」
と
軌
を
一
に
し
た
文
化
的
潮
流
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
産
会
は
、

天
明
三
年
以
降
中
断
す
る
。
そ
れ
は
、
文
化
の
中
核
的
担
い
手
の
変
化
に
加
え
、
天
災
や
江

戸
へ
の
文
化
・
消
費
の
中
心
地
の
移
行
と
い
っ
た
社
会
的
状
況
を
背
景
に
し
て
い
る
と
述
べ

た
。
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続
い
て
、
山
本
読
書
室
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
寛
政
期
以
降
の
物
産
会
に
つ
い
て
も
目
録

を
分
析
し
、
宝
暦
・
明
和
期
か
ら
の
会
の
変
容
を
論
じ
た
。
再
興
の
契
機
は
、
当
時
京
都
の

本
草
学
大
家
で
あ
っ
た
小
野
蘭
山
の
東
去
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
後
進
た
ち
が
学
を
怠
る
の

を
懼
れ
、
私
塾
読
書
室
を
中
心
に
、
本
草
学
を
学
ぶ
者
た
ち
に
よ
っ
て
物
産
会
が
催
さ
れ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
会
の
目
録
か
ら
、
知
識
の
定
着
を
図
ろ
う
と
す
る
、
教

育
的
な
目
的
を
持
っ
た
場
へ
と
物
産
会
が
変
質
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

第
三
章
で
は
、
ま
ず
、
読
書
室
物
産
会
に
も
参
加
し
、
自
ら
も
物
産
会
を
主
催
し
た
水
野

皓
山
の
『
皓
山
日
記
』
を
素
材
に
、
近
世
後
期
の
京
都
に
お
け
る
本
草
学
を
学
ぶ
者
た
ち
の

修
学
環
境
を
論
じ
た
。
日
記
か
ら
は
、『
本
草
綱
目
』
を
教
授
す
る
福
井
会
や
本
草
会
の
姿
が

見
ら
れ
、『
本
草
綱
目
』
が
本
草
学
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
重
要
な
参
考
書
で
あ
り
続
け
た
こ
と

を
確
認
で
き
た
。ま
た
、会
で
の
修
学
内
容
と
物
産
会
の
出
品
内
容
が
連
関
す
る
事
例
も
あ
り
、

当
該
期
の
物
産
会
が
、
日
頃
の
修
学
と
相
関
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

　

そ
し
て
、
化
政
期
以
後
の
読
書
室
物
産
会
目
録
の
検
討
か
ら
、
読
書
室
物
産
会
は
、
近
世

の
知
を
体
現
す
る
よ
う
な
、
様
々
な
出
品
物
を
展
示
す
る
に
至
っ
た
と
論
じ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
天
保
期
以
降
の
物
産
会
で
は
、『
本
草
綱
目
』
に
な
ぞ
ら
え
た
展
示
が
常
設
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、そ
れ
は
物
産
会
の
形
式
化
と
も
言
う
べ
き
変
化
と
い
え
る
。物
産
会
の
形
式
化
は
、

階
層
や
地
域
、
知
識
や
関
心
の
質
も
広
範
に
な
っ
て
い
く
出
品
者
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
追

わ
れ
た
読
書
室
が
、
会
と
し
て
の
意
義
を
維
持
し
よ
う
と
物
産
会
の
開
催
自
体
を
目
的
化
し

て
い
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　

以
上
の
考
察
を
通
じ
、
水
平
的
な
文
化
交
流
の
先
に
は
、
新
た
な
創
造
で
は
な
く
、
会
自

体
の
存
続
を
願
う
中
で
、
形
式
化
し
て
い
く
側
面
も
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

糞
尿
か
ら
見
た
近
世
社
会

―
農
書
・
糞
尿
争
議
の
分
析
を
中
心
と
し
て
―

 

日
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史
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田　
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近
年
、
環
境
史
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
の
動
き
は
、
八
○
年
代
の
環
境
問
題
へ
の
関
心

の
高
ま
り
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
世
史
研
究
に
お
い
て
も
、
自
然
と
人

間
の
関
係
・
江
戸
シ
ス
テ
ム
論
等
の
テ
ー
マ
で
多
く
の
研
究
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う

い
っ
た
流
れ
の
中
に
二
一
世
紀
型
の
循
環
型
社
会
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
と
い
う
問
題
意
識
の

も
と
に
江
戸
を
再
評
価
し
、そ
こ
に
学
ぶ
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ
る
。こ
れ
ら
の
論
の
特
徴
は
、

江
戸
は
リ
サ
イ
ク
ル
の
時
代
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
環
境
に
配
慮
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
等

の
評
価
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
一
種
の
「
過
大
評
価
」
に
つ
い
て
は
批
判
的
に
検
討
を
行
い

つ
つ
、
こ
れ
ら
の
論
が
持
つ
現
代
社
会
の
環
境
に
対
す
る
危
機
意
識
は
引
き
継
ぐ
こ
と
を
本

論
文
で
は
目
指
し
た
。

　

第
一
章
は
、「
糞
尿
争
議
（
下
肥
騒
動
）」
と
題
し
て
、
肥
料
と
し
て
の
人
糞
尿
取
引
を
巡
る

騒
動
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
第
一
節
、「
糞
尿
の
歴
史
」
で
は
、
糞
尿
が
肥
料
と
し
て
利

用
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ
を
概
括
し
、
第
二
節
、「
江
戸
の
糞
尿
争
議
」
で
は
、
寛
政
期
に
江
戸

近
郊
農
村
が
起
こ
し
た
糞
尿
値
下
げ
運
動
を
取
り
上
げ
、
第
三
節
、「
京
都
の
糞
尿
争
議
」
で

は
、
享
保
期
に
京
都
近
郊
農
村
が
起
こ
し
た
糞
尿
の
流
通
を
め
ぐ
る
訴
え
を
取
り
上
げ
た
。

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
事
は
、
町
か
ら
糞
尿
が
消
え
た
瞬
間
を
見
れ
ば
「
リ

サ
イ
ク
ル
」
に
見
え
る
シ
ス
テ
ム
が
、
実
際
に
は
崩
壊
し
か
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、「
農
書
の
思
想
」
と
題
し
て
、
農
書
の
思
想
の
変
遷
を
検
討
し
た
。
第
一
節
、

「
農
書
と
は
」
で
は
、農
書
の
思
想
、中
国
農
書
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
概
括
し
、第
二
節
、「
農

書
の
思
想
」
で
は
、
近
世
初
期
絶
対
的
存
在
で
あ
っ
た
「
天
」
に
対
す
る
関
心
が
一
八
世
紀

頃
に
は
「
金
」「
人
」
に
移
行
し
、
一
九
世
紀
に
は
、「
知
」
が
そ
れ
ら
全
て
を
相
対
化
し
た
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こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

本
論
文
全
体
の
内
容
を
見
た
上
で
整
理
を
行
え
ば
、農
書
の
思
想
が
「
天
」
か
ら
「
人
」「
金
」

に
移
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
糞
尿
争
議
は
発
生
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
れ
は
、

経
済
的
効
率
性
を
重
視
す
る
姿
勢
が
均
衡
を
持
っ
て
機
能
す
れ
ば
「
循
環
型
社
会
」
を
不
完

全
な
が
ら
も
構
築
す
る
一
方
、
結
果
的
に
は
自
己
崩
壊
に
陥
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
う
い

っ
た
問
題
を
認
識
せ
ず
に
江
戸
循
環
型
社
会
論
を
論
じ
る
こ
と
は
非
常
に
危
険
な
こ
と
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

清
代
後
期
の
衙
蠧
観

―
劉
衡
の
官
箴
書
を
中
心
に
し
て

― 

東
洋
史
学
専
修　

安
河
内　

英　

臣

　

清
朝
の
地
方
行
政
に
お
け
る
最
も
小
さ
な
行
政
単
位
は
県
で
あ
り
、
そ
の
県
の
長
官
は
知

県
と
呼
ば
れ
た
。
知
県
は
赴
任
し
た
地
域
の
刑
名
、
銭
穀
、
義
倉
、
教
育
、
教
化
、
郵
政
、

警
察
等
と
い
っ
た
赴
任
し
た
県
の
あ
ら
ゆ
る
行
政
事
務
を
行
う
た
め
の
権
限
と
責
任
を
負
わ

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
知
県
の
職
務
が
広
範
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
知
県
が
一
人
で
そ

の
職
務
を
実
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
胥
吏
・
衙
役
と
呼
ば
れ
る
知
県
の
部
下
達
が

行
政
上
の
書
類
の
作
成
や
税
の
徴
収
、
犯
罪
者
の
逮
捕
な
ど
の
実
務
を
担
当
し
て
き
た
と
さ

れ
る
。
胥
吏
・
衙
役
の
多
く
は
そ
の
地
域
の
人
間
で
あ
り
、
地
方
行
政
に
お
い
て
必
要
不
可

欠
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
そ
の
権
限
を
悪
用
し
て
汚
職
を
行
う
者
も
存
在
し
た
。
こ

う
し
た
汚
職
を
行
う
胥
吏
・
衙
役
は
衙
蠧
と
呼
ば
れ
知
県
の
統
治
に
害
を
な
す
も
の
と
さ
れ
、

こ
う
し
た
衙
蠧
に
よ
る
弊
害
を
防
ぐ
べ
く
知
県
た
ち
が
厳
し
い
対
応
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
地
方
官
の
心
得
書
で
あ
る
官
箴
書
か
ら
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
論
文
の
目
的
は
衙
蠧
達
が
ど
う
い
う
点
か
ら
知
県
に
と
っ
て
邪
魔
な
存
在
で
あ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
１
章
で
は
『
州
県
事
宜
』
と
『
学
治
臆
説
』

と
い
う
お
そ
ら
く
清
朝
で
最
も
多
く
読
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
２
冊
の
官
箴
書
に
お
け
る
胥

吏
・
衙
役
に
対
す
る
記
述
か
ら
、
当
時
の
知
県
た
ち
が
持
っ
て
い
た
胥
吏
・
衙
役
に
対
し
て

放
置
せ
ず
に
厳
し
く
監
視
す
る
こ
と
で
衙
蠧
の
害
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
２
章
で
は
知
県
の
職
務
の
中
で
重
要
と
さ
れ
る
銭
穀
と
刑
名
に
お
い
て
衙

蠧
に
よ
る
弊
害
が
甚
だ
し
く
、
弊
害
を
為
し
た
彼
等
を
完
全
に
除
去
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ

た
と
い
う
こ
と
か
ら
知
県
に
と
っ
て
衙
蠧
が
邪
魔
者
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
理
由
を
知
県
の

職
務
と
い
う
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
３
章
で
は
道
光
五（
一
八
二
五
）年
か
ら
六（
一
八
二
六
）
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年
に
か
け
て
四
川
省
重
慶
府
巴
県
の
知
県
を
勤
め
た
劉
衡
の
治
績
と
彼
の
著
し
た
官
箴
書『
庸

吏
庸
言
』
と
『
蜀
僚
問
答
』
内
の
衙
蠧
に
関
す
る
記
述
と
巴
県
と
い
う
地
域
の
状
況
と
を
照

ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
四
川
に
お
い
て
衙
蠧
と
地
方
の
有
力
者
と
の
繋
が
り
を
検
討
し
、
知

県
が
統
治
を
行
う
に
当
た
っ
て
衙
蠧
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
知
県
が
円
滑
な
地
方
行
政
を
行

う
に
当
た
っ
て
ど
う
い
う
利
点
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
以
上
の

作
業
に
よ
り
知
県
が
衙
蠧
を
悪
と
し
て
認
識
し
、
彼
等
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
理
由
は
衙
蠧

に
よ
る
弊
害
が
単
に
汚
職
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
知
県
の
自
身
の
進
退
や
郷
紳
等
の

有
力
な
在
地
勢
力
の
地
方
行
政
へ
の
影
響
力
の
行
使
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

知
県
の
統
治
に
お
い
て
必
要
な
処
置
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
す
る
こ
と
が
本
論
文
の
結

論
で
あ
る
。

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
研
究
の
歴
史
と
パ
ン
ク
・
ロ
ッ
ク

―
研
究
史
に
お
け
る
パ
ン
ク
・
ロ
ッ
ク
の
位
置
付
け
と
現
在

―

 

西
洋
史
学
専
修　

小　

林　

真　

理

　

修
士
論
文
に
代
わ
る
成
果
物
と
し
て
、
私
が
手
が
け
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
イ
ギ
リ

ス
の
若
者
文
化
で
あ
り
、
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
巻
き
込
ん
で
社
会
問
題
と
な
っ

た
パ
ン
ク
・
ロ
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
な
学
術
領
域
の
中
で
研
究
さ
れ
て
き
た
の
か
を
纏
め
、
研

究
史
の
大
ま
か
な
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
中
で
は
ま
ず
、
第
一
章
で
パ
ン
ク
研
究
を
主
に
行
っ
て
き
た
学
術
領
域
で
あ
る
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
音
楽
研
究
の
歴
史
や
成
り
立
ち
を
説
明
し
、
そ
し
て
第
二
章
で
は
そ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

音
楽
研
究
の
中
で
も
大
き
な
問
題
関
心
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
パ
ン
ク
・
ロ
ッ
ク
を

大
き
く
取
り
上
げ
て
き
た
ロ
ッ
ク
研
究
に
つ
い
て
纏
め
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
、
先
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
パ
ン
ク
・
ロ
ッ
ク
が
こ
の
学
術
領
域
で

ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
に
話
を
移
行
さ
せ
た
。
パ
ン
ク
・
ロ

ッ
ク
は
そ
の
成
立
以
来
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
研
究
と
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
中
で

「
労
働
者
階
級
の
若
者
が
階
級
闘
争
の
た
め
の
文
化
装
置
」
と
し
て
利
用
し
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ

ー
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
こ
の
パ
ン
ク
の
「
神
話
化
」
に
対
す
る
疑
問
が

生
じ
て
き
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
こ
の
パ
ン
ク
の
「
神
話
化
」
へ
の
解
体
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
を
紹
介
し
、
現
在
の
パ
ン
ク
研
究
が
階
級
問
題
の
み
な
ら
ず
、
人
種
問
題
や
文
化

産
業
の
問
題
な
ど
、
ミ
ク
ロ
な
視
点
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

最
後
の
章
で
あ
る
第
四
章
で
は
、
自
身
の
関
心
で
あ
っ
た
女
性
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
パ
ン
ク

に
関
す
る
議
論
を
紹
介
し
、
今
後
の
パ
ン
ク
研
究
が
ど
の
よ
う
に
研
究
の
幅
を
広
げ
て
い
け

ば
よ
い
か
を
自
分
な
り
に
言
及
し
て
終
え
た
。
ま
ず
、
ロ
ッ
ク
研
究
自
身
が
男
性
の
シ
ン
ガ

ー
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
だ
け
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
、
女
性
の
シ
ン
ガ
ー
や
フ
ァ
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ン
に
焦
点
を
当
て
る
研
究
が
登
場
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
そ
の
次
に
、
パ
ン
ク
・
ロ
ッ
ク

の
中
に
多
く
の
女
性
シ
ン
ガ
ー
や
女
性
バ
ン
ド
が
登
場
し
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
て
、
彼
女
ら

が
男
性
中
心
に
動
い
て
い
た
ロ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
パ
ン
ク
文
化
の
中
で
ど
の
よ
う
な
女
性
像

を
打
ち
た
て
よ
う
と
し
た
か
を
自
分
な
り
に
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音

楽
研
究
と
い
う
領
域
だ
け
で
パ
ン
ク
が
語
ら
れ
う
る
の
か
、
女
性
パ
ン
ク
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

や
表
象
を
例
に
挙
げ
て
、
パ
ン
ク
研
究
は
そ
の
当
時
の
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
流
行
や
女

性
に
対
す
る
評
価
な
ど
、
音
楽
以
外
の
要
素
も
十
二
分
に
考
慮
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
主
張
し
て
論
文
を
終
え
た
。

固
有
の
犠
牲
性
か
ら
複
数
の
犠
牲
性
へ
：

　
　

ド
イ
ツ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
被
追
放
」
の
記
憶
の
変
容
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修
士
論
文
で
は
、
主
に
二
つ
の
視
点
か
ら
議
論
を
展
開
し
た
。
一
点
目
は
、
卒
業
論
文
で

も
扱
っ
た
ド
イ
ツ
、ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
越
境
地
域
協
力
」
に
関
し
て
。「
国
民
国
家
の
黄
昏
期
」

の
今
日
、「
分
断
」
の
境
界
線
だ
っ
た
国
境
地
域
で
は
機
能
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
背
景
と
し
た
国
境
横
断
的
な
越
境
地
域
協
力
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
だ
っ
た
従
来
の
国
境
地
域
と
は
異
な
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ロ
ー
カ
ル
」

と
い
う
新
し
い
価
値
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
価
値
の
出
現
を
、
普
遍
化
の
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
特
殊
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
の
相
関
関

係
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
現
在
の
課
題
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
関
係
性
を
分
析
す
る
こ
と
だ
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
戦
争

の
記
憶
」
が
、
一
九
五
〇
年
代
の
冷
戦
構
造
期
と
一
九
九
〇
年
代
の
ポ
ス
ト
冷
戦
・
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
統
合
加
速
期
と
で
ど
の
よ
う
に
「
変
化
」
し
て
い
る
の
か
比
較
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
研
究
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
領
分
で
あ
っ
た
「
戦
争
の
記
憶
」
に
お
い
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
と
い
う
普
遍
主
義
が
重
要
な
価
値
基
準
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
従
来
の

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
モ
デ
ル
と
は
異
な
る
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
分
析
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　

先
述
し
た
二
つ
の
視
点
を
も
と
に
、『
固
有
の
犠
牲
性
か
ら
複
数
の
犠
牲
性
へ
：
ド
イ
ツ
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
被
追
放
」
の
記
憶
の
変
容
』
を
執
筆
し
た
。
修
士
論
文
の
主
題
は
、
集
団

的
記
憶
と
普
遍
的
価
値
基
準
の
相
関
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
集

団
的
記
憶
の
普
遍
―
特
殊
化
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
終
戦
直
後
に
生
じ
た
東
欧
か
ら
の
ド
イ
ツ
系
住
民
の
「
強
制
移
住
（
被
追
放
）」
と
い
う
「
ネ
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イ
シ
ョ
ン
の
犠
牲
の
記
憶
」
を
分
析
対
象
に
、
東
西
対
立
激
化
期
と
ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
お
け

る
ド
イ
ツ
の
「
犠
牲
者
意
識
」
の
比
較
研
究
を
行
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、「
犠
牲
者
意
識
」
と

い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
グ
ロ

ー
バ
ル
と
い
っ
た
普
遍
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
加
速
化
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
「
変
容
」
し
て
い

る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
現
実
の
「
強
制
移
住
」
の
現
場
と
な
っ
た
国

境
地
域
に
お
い
て
「
強
制
移
住
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
記
憶
が
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
統
合
の
加
速
化
や
越
境
地
域
協
力
と
い
う
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
化
の
過
程
で
、
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
の
か
、
ロ
ー
カ
ル
な
次
元
か
ら
の
普
遍
―
特
殊
化
を
分
析
し
た
。

そ
の
結
果
、
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
「
苦
痛
」
を
表
象

す
る
も
の
と
し
て
「
ド
イ
ツ
人
固
有
の
出
来
事
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
「
強
制
移
住
（
被
追
放
）」

が
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」
と
い
う
普
遍
的
価
値
を
介
在

し
た
「
複
数
の
出
来
事
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け

る
犠
牲
者
意
識
は
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」
の
「
す
べ
て
の
犠
牲
者
の
苦
し
み
」

を
強
調
し
、「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」
の
犠
牲
の
一
例
と
し
て
「
ド
イ
ツ
人
の
苦
し

み
」
の
正
統
性
を
主
張
す
る
も
の
に
な
っ
た
。
特
に
、
ユ
ー
ゴ
紛
争
や
コ
ソ
ヴ
ォ
紛
争
を
通

じ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」

と
い
う
普
遍
的
価
値
に
基
づ
い
て
、「
ド
イ
ツ
人
も
ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
の
犠

牲
者
だ
っ
た
」
と
い
う
言
説
が
出
現
し
た
こ
と
は
大
き
な
変
化
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
た

と
え
ば
ア
ン
ト
ニ
ー
＝
ス
ミ
ス
の
提
示
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
か
ら
は

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
犠
牲
者
意
識
に
お
け
る
変
化
は
分
析
で
き
な
い
か
ら
だ
。
ス
ミ
ス
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
集
団
の
過
去
を
参
照
し
て
形
成

さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
犠
牲
者
意
識
」

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
集
団
的
過
去
を
通
じ
て
「
記
憶
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
の
正
統
性
を
得

る
の
で
は
な
く
、「
被
追
放
」
が
20
世
紀
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
遍
在
し
た
「
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」
と
い
う
惨
事
の
一
つ
だ
っ
た
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
苦
痛
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
犠
牲
者
意
識
で
は
な
く
、

普
遍
的
価
値
を
介
在
し
て
形
成
さ
れ
る
犠
牲
者
意
識
で
あ
る
。
修
士
論
文
で
は
、
こ
う
し
た

分
析
を
も
と
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
再
考
を
試
み
た
。

　

今
後
の
課
題
。
戦
争
の
記
憶
や
犠
牲
者
の
追
悼
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
領
域
に
お
け
る
近

年
の
変
化
を
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
へ
と
還
元
す
る
こ
と
。「
犠
牲
者
」
が
、
自
国
民
の
被

っ
た
苦
痛
故
の
「
犠
牲
」
と
し
て
認
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、た
と
え
ば
「
人
道
に
反
す
る
罪
」

や
「
人
権
侵
害
」、「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」
の
「
犠
牲
」
と
し
て
正
統
性
を
確
保

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値
基
準
の
浸
透
と
い
う
普
遍
化
の
プ
ロ
セ
ス

が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
特
殊
性
の
領
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
領
域
に
お
い
て
も
巧
み
に
普
遍
的
価
値
基
準
が
利
用
さ
れ
、
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価

値
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
う
し
た
分
析
か
ら
、
普
遍
的
言
説
と
特
殊
的
言
説
の
共

存
と
い
う
矛
盾
す
る
状
況
が
見
え
て
く
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
共
存
を
不
可
能
だ
と
捉
え
た
が
、

現
実
に
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
研
究
を
通
じ
て
、
普
遍
化
と
特
殊
化
の
相
関
関

係
を
通
じ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
い
う
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

分
析
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
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18
世
紀
は
、
農
業
利
益
の
増
大
が
国
富
を
増
大
さ
せ
る
重
農
主
義
の
立
場
か
ら
推
進
さ
れ

た
穀
物
取
引
の
自
由
化
と
伝
統
的
な
経
済
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
展
開
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。

一
七
六
三
年
と
一
七
六
四
年
の
王
令
に
よ
っ
て
穀
物
取
引
の
自
由
化
が
確
定
し
た
も
の
の
、

そ
の
後
も
規
制
派
と
自
由
派
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
続
い
た
。
穀
物
価
格
の
高
騰
を
背
景
と
し
た
、

民
衆
に
よ
る
小
麦
粉
戦
争
を
受
け
、
そ
の
後
、
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
前
ま
で
市
場
規
制

を
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
。
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
経
済
政
策
は
絶
対
王
政
の
苦
悩
を
示

し
て
い
る
。

　

伝
統
的
に
国
王
は
民
衆
か
ら
「
穀
物
の
分
配
者
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
国
王
は
自
身
を

父
と
重
ね
あ
わ
せ
、
子
と
し
て
の
民
衆
の
生
活
を
守
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
国
王
イ
メ
ー
ジ
は
カ
ー
ル
大
帝
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
っ
た 
。
国
王
に
と
っ
て
、
日

常
生
活
に
結
び
つ
く
穀
物
を
安
定
的
に
分
配
す
る
こ
と
は
社
会
の
平
静
の
維
持
を
意
味
し
た

し
、
民
衆
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
役
割
を
国
王
に
期
待
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
本
論

で
は
、
伝
統
的
な
経
済
か
ら
市
場
原
理
に
基
づ
く
経
済
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
て
、
穀
物
問
題

の
中
で
民
衆
の
持
つ
国
王
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
論
じ
て
い
る
。

　

18
世
紀
に
国
王
は
、「
穀
物
の
分
配
者
」
と
い
う
伝
統
的
な
国
王
の
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
し
、

民
衆
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
伝
統
的
な
経
済
と
市
場
原
理
の
せ
め
ぎ
あ

い
に
よ
っ
て
生
じ
る
社
会
の
混
乱
を
防
ぐ
こ
と
を
意
図
し
「
国
王
の
穀
物
」
と
い
う
穀
物
備

蓄
政
策
を
推
進
し
た
。
こ
の
「
国
王
の
穀
物
」
は
、
伝
統
的
な
経
済
に
あ
っ
て
は
穀
物
の
安

定
的
な
供
給
を
補
完
す
る
役
割
を
、
穀
物
取
引
の
自
由
化
の
時
期
に
あ
っ
て
は
自
由
化
に
よ

っ
て
生
じ
る
混
乱
を
未
然
に
防
ぐ
と
い
う
役
割
を
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
保

守
派
（
伝
統
的
な
経
済
）
と
自
由
派
（
自
由
主
義
経
済
）
の
い
ず
れ
も
が
「
国
王
の
穀
物
」
の
事

業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
国
王
の
穀
物
」
を
め
ぐ
っ
て
飢

饉
の
陰
謀
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
国
王
の
穀
物
」
が
民
衆
に
対
し
て
秘
密

の
事
業
で
あ
り
、
そ
れ
を
運
営
し
て
い
た
の
が
伝
統
的
に
嫌
わ
れ
て
い
た
穀
物
商
人
や
金
融

業
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
穀
物
商
人
や
金
融
業
者
そ
し
て
政
府
は
民
衆
を
餓
死
さ
せ
よ

う
と
陰
謀
を
め
ぐ
ら
し
て
お
り
、
穀
物
価
格
の
上
昇
や
穀
物
調
達
や
供
給
を
め
ぐ
る
行
動
が

民
衆
に
と
っ
て
飢
饉
の
陰
謀
の
証
拠
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
民
衆
に
嫌
わ
れ
た
穀
物
商
人

や
金
融
業
者
が
「
国
王
の
穀
物
」
を
運
用
し
た
と
い
う
事
実
は
、「
穀
物
の
分
配
者
」
と
い
う

伝
統
的
な
国
王
の
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
し
、
民
衆
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
す
る
国
王
の
意
図
と

は
裏
腹
に
、「
国
王
の
穀
物
」
に
対
す
る
民
衆
の
疑
惑
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
飢
饉
の
陰
謀
は
食
糧
飢
饉
の
際
に
よ
く
現
れ
、
穀
物
価
格
の
高
騰
と
と
も
に
穀
物
暴
動
の

原
因
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
七
六
五
〜
一
七
七
〇
年
の
食
糧
危
機
の
際
、
民
衆
に
よ
っ
て
、
ル
イ
15
世
は
伝
統
的
に

嫌
わ
れ
て
い
た
穀
物
商
人
と
同
一
視
さ
れ
、
さ
ら
に
一
七
二
五
年
に
お
け
る
飢
饉
の
陰
謀
の

共
犯
と
目
さ
れ
て
い
た
ブ
ル
ボ
ン
公
と
も
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
穀
物
商
人

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
国
王
個
人
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
っ
て
、
国
王
そ
の
も
の
に
向
け
ら

れ
た
批
判
で
は
な
か
っ
た
。
一
七
八
二
年
と
一
七
八
三
年
の
食
糧
危
機
に
お
い
て
、
施
し
を

行
っ
た
国
王
ル
イ
16
世
に
対
し
て
民
衆
が
賛
美
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
直
前
に
至
る
ま
で
、
国
王
個
人
に
対
す
る
批
判
は
存
在
し
た
が
、
国
王
そ
の
も
の
に
対

す
る
期
待
は
消
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
穀
物
暴
動
に
お
け
る
民
衆
の
国
王
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

一
七
二
五
年
の
穀
物
暴
動
に
は
、
多
く
の
女
性
が
参
加
し
て
い
た
。
女
性
は
、
自
身
と
同
じ

性
を
持
つ
王
妃
に
自
分
の
役
割
を
思
い
出
さ
せ
、
王
妃
を
政
治
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
望

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
国
王
へ
の
失
望
が
王
妃
へ
の
期
待
を
も
た
ら
し
た
が
、
王
権
そ
の
も

の
へ
の
期
待
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
七
七
五
年
の
小
麦
粉
戦
争
に
お

い
て
、
民
衆
の
暴
動
を
厳
し
く
弾
圧
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
衆
は
ル
イ
16
世
の
発
し
た

言
葉
を
用
い
て
自
己
の
行
動
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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18
世
紀
に
穀
物
問
題
が
生
じ
た
時
、
民
衆
は
国
王
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
批
判
を
浴
び
せ

な
が
ら
も
、
国
王
に
対
す
る
期
待
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
国
王
に
対
す
る
期
待
は
フ

ラ
ン
ス
革
命
後
も
穀
物
問
題
の
中
で
生
き
続
け
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
下
で
起
こ
っ
た
食
糧
危

機
に
お
け
る
共
和
政
の
批
判
と
王
政
（
国
王
）
の
賛
美
は
、
18
世
紀
に
渡
っ
て
続
い
て
き
た

国
王
に
対
す
る
期
待
が
な
け
れ
ば
起
こ
り
え
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
国
王
に
対
す
る

期
待
が
伝
統
的
で
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
共
和

政
へ
の
不
満
は
王
政
の
支
持
へ
と
向
か
う
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

震
災
時
の
道
路
閉
塞
状
況
か
ら
み
た
文
化
財
の
危
険
度
評
価

―
京
都
市
を
事
例
に
し
て

―
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﹇
研
究
目
的
﹈

　

地
震
防
災
を
考
え
る
上
で
、
人
命
を
守
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
、
文
化
財
は
そ
の
価
値
と
特
殊
性
か
ら
、
独
自
の
視
点
に
立
っ
た
災
害
対

策
が
必
要
で
あ
り
、
文
化
財
の
防
災
対
策
は
人
命
救
助
の
防
災
対
策
の
次
に
重
要
な
課
題
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
地
震
災
害
時
に
は
、
建
物
倒
壊
や
道
路
損
傷
な
ど
に
よ
り
、
道
路

の
通
行
が
不
可
能
な
道
路
閉
塞
状
況
が
発
生
し
、
救
援
を
被
災
現
場
に
送
る
こ
と
が
困
難
に

な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
で
は
、
地
震
災
害
時
の
道
路
閉
塞
状
況
に
お
け
る
救
援

の
到
達
可
能
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
文
化
財
の
危
険
度
を
明
ら
か
に
す
る
。
か
か
る
課
題
を

精
度
高
く
達
成
す
る
た
め
に
本
研
究
で
は
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
環
境
を
用
い
た
建
物
単
位
で
の
道
路
閉

塞
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
。

﹇
方
法
﹈

　

本
研
究
で
は
、
ま
ず
既
存
の
地
震
動
の
規
模
と
震
源
に
加
え
て
、
地
盤
情
報
を
考
慮
し
た

地
表
面
の
地
震
の
揺
れ
の
大
き
さ
を
求
め
る
。
次
に
、
建
物
の
被
害
予
測
を
行
う
た
め
に
、

建
物
の
建
築
年
代
や
建
築
構
造
の
推
定
を
行
う
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
そ
の
結
果

を
用
い
て
、
地
表
面
の
地
震
動
の
予
測
と
建
物
の
建
築
年
代
・
建
築
構
造
を
も
と
に
建
物
の

倒
壊
を
予
測
す
る
。つ
づ
い
て
、倒
壊
予
測
を
も
と
に
瓦
礫
の
発
生
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、

道
路
閉
塞
状
況
を
推
定
し
、
救
援
車
両
が
活
動
可
能
な
地
域
と
不
可
能
な
地
域
を
示
す
。
こ

れ
を
基
に
、
地
震
災
害
時
に
文
化
財
に
対
す
る
救
援
活
動
が
困
難
と
な
る
状
況
を
予
測
す
る

こ
と
で
文
化
財
危
険
度
評
価
を
行
う
。

﹇
結
果
・
考
察
﹈ 
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本
研
究
で
得
ら
れ
た
結
果
は
、
①
個
々
の
建
物
の
建
築
年
代
・
建
築
構
造
の
推
定
に
基
づ

き
倒
壊
予
測
を
行
う
こ
と
で
、
詳
細
な
道
路
閉
塞
予
測
が
可
能
に
な
り
、
震
災
時
の
状
況
を

具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
②
道
路
閉
塞
予
測
を
も
と
に
し
た
救
援
基
地
か
ら
文
化
財

ま
で
の
到
達
可
能
性
の
分
析
か
ら
、
到
達
不
可
能
と
な
る
確
率
が
高
い
文
化
財
が
存
在
す
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
③
世
界
遺
産
や
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
文
化
財
の
中
に
も
、
震
災
時

の
危
険
度
が
高
い
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、清
水
寺
、慈
照
寺
（
銀
閣
寺
）、賀
茂
別
雷
神
社
（
上

賀
茂
神
社
）
な
ど
有
名
寺
社
も
震
災
時
に
救
援
活
動
が
十
分
に
行
え
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
以
上
本
研
究
で
は
、
道
路
閉
塞
が
文
化
財
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、

周
辺
建
物
の
詳
細
な
倒
壊
予
測
を
行
っ
た
こ
と
で
、
文
化
財
保
全
に
あ
た
っ
て
課
題
と
な
る

周
辺
環
境
の
危
険
な
要
素
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
既
存
の
道
路
閉
塞
推
定
手
法

は
、
個
々
の
道
路
の
閉
塞
状
況
の
推
定
ま
で
は
困
難
な
も
の
が
多
い
た
め
、
詳
細
な
道
路
閉

塞
状
況
が
推
定
で
き
る
本
手
法
は
、
既
存
手
法
を
補
う
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
京
都
市

が
歴
史
都
市
と
し
て
持
続
し
て
い
く
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
文
化
財
と
歴
史
あ
る

街
並
み
を
保
全
す
る
と
い
う
視
点
を
融
合
す
る
こ
と
で
、
震
災
時
の
救
援
可
能
性
か
ら
み
た

文
化
財
の
危
険
性
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た
京
都
市
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　

子
供
へ
の
声
か
け
事
案
の
空
間
分
析
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﹇
は
じ
め
に
﹈　

日
本
で
は
、
平
成
13
年
頃
よ
り
地
域
住
民
に
よ
る
防
犯
活
動
が
急
速
に
普
及

し
て
き
た
。
こ
れ
に
は
、
治
安
の
悪
化
や
子
ど
も
が
被
害
者
と
な
る
凶
悪
事
件
を
め
ぐ
る
報

道
が
関
連
し
て
い
る
。
特
に
、
子
ど
も
が
被
害
者
と
な
る
凶
悪
犯
罪
は
、
地
域
住
民
の
体
感

治
安
の
悪
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
地
域
住
民
の
防
犯
活
動
の
取
り
組
み
に
お
い

て
、
子
ど
も
の
安
全
確
保
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
防
犯
活
動
に
対
す

る
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
で
も
、
不
審
者
に
対
す
る
防
犯
活
動
は
、
対
象

と
す
べ
き
事
案
の
定
義
付
け
や
防
犯
活
動
の
効
果
に
関
す
る
実
証
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
批
判
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
防
犯
活
動
に
は
、
科
学
的
根
拠
を
も
と
に
実
証
性
の
あ
る

活
動
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

本
研
究
で
は
、
現
行
の
防
犯
活
動
に
関
す
る
批
判
を
踏
ま
え
て
、
子
ど
も
に
対
し
声
か
け

を
行
う
不
審
者
の
事
案
（
以
下
、
声
か
け
事
案
）
を
不
審
者
の
行
動
形
態
に
基
づ
い
て
分
類
し
、

声
か
け
事
案
の
定
義
付
け
を
行
う
。
さ
ら
に
、
声
か
け
事
案
の
発
生
地
点
を
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用

い
て
分
析
し
、
声
か
け
事
案
の
類
型
に
関
連
し
た
発
生
地
点
の
空
間
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す

る
。

﹇
研
究
方
法
﹈　

研
究
対
象
地
域
は
、
警
察
や
自
治
体
と
連
携
し
た
地
域
住
民
に
よ
る
防
犯
活

動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
声
か
け
事
案
の
資
料
も
豊
富
で
あ
る
京
都
市
を
選
定
し
た
。

分
析
に
使
用
し
た
声
か
け
事
案
の
資
料
は
、
京
都
府
警
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
平
成
17
年
か
ら

19
年
に
公
開
さ
れ
た
五
七
二
件
の
内
、未
遂
な
ど
を
除
い
た
五
三
三
件
で
あ
る
。本
研
究
で
は
、

五
三
三
件
の
声
か
け
事
案
を
分
類
し
、
類
型
ご
と
の
発
生
地
点
と
地
域
特
性
と
の
関
連
性
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
て
カ
ー
ネ
ル
密
度
推
定
に
よ
る
事
案
発
生
分
布
図
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を
描
く
と
と
も
に
、
多
重
リ
ン
グ
バ
ッ
フ
ァ
を
用
い
て
施
設
立
地
地
点
と
声
か
け
事
案
多
発

の
空
間
的
関
連
性
を
検
討
し
た
。

﹇
結
果
・
考
察
﹈　

子
ど
も
へ
の
声
か
け
事
案
は
、
５
行
為
に
分
類
で
き
、
こ
の
行
為
類
型
ご

と
に
多
発
地
域
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
声
か
け
事
案
は
休
日
に
比
べ
て
、
平

日
に
発
生
し
や
す
い
こ
と
や
子
ど
も
の
下
校
時
に
集
中
し
て
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た
。声
か
け
事
案
の
発
生
と
地
域
特
性
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、

街
区
公
園
の
半
径
50
ｍ
の
範
囲
で
声
か
け
事
案
が
多
発
す
る
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、

本
研
究
で
扱
っ
た
声
か
け
事
案
の
資
料
は
、
町
丁
目
単
位
ま
で
し
か
発
生
地
点
を
特
定
で
き

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
声
か
け
事
案
の
発
生
と
地
域
特
性
と
の
詳
細
な
関
連
性
が
十
分
に
議

論
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
と
声
か
け
事
案
の
発
生
と
の
因
果
関

係
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
で
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
し
か
し
、

従
来
、「
子
ど
も
へ
の
声
か
け
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
事
案
の
内
容
は
多
様
で
あ
り
、

本
研
究
で
得
ら
れ
た
声
か
け
事
案
の
類
型
別
の
発
生
時
間
お
よ
び
発
生
地
点
の
空
間
的
特
徴

は
、
こ
れ
か
ら
の
防
犯
活
動
を
策
定
す
る
上
で
基
礎
的
な
情
報
と
し
て
有
益
な
も
の
と
思
わ

れ
る
。

近
世
の
民
俗
行
事
・
芸
能
か
ら
み
た
地
域
間
の
結
合
関
係

―
京
都
六
斎
念
仏
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
―
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六
斎
念
仏
と
は
、
鉦
や
太
鼓
を
鳴
ら
し
、
時
に
踊
り
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
て
、
死
者
の
回

向
な
ど
を
す
る
民
俗
行
事
・
芸
能
で
あ
る
。
近
世
京
都
周
辺
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
特
徴
は
、

近
世
後
期
に
著
し
く
芸
能
化
し
た
こ
と
、
京
都
市
中
を
囲
繞
す
る
よ
う
に
し
て
講
中
の
組
織

さ
れ
た
村
落
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
、
講
中
衆
は
定
期
的
に
社
寺
や
京
都
市
中
に
出
向
い
て
、

六
斎
念
仏
を
執
行
（
し
ゅ
ぎ
ょ
う
）
し
て
い
た
こ
と
（
社
寺
で
の
執
行
を
「
物
詣
」、
市
中
な
ど
で

の
執
行
を
「
棚
経
」
と
呼
ぶ
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
、
主
と
し
て
歴
史
地
理
学
的
な
立
場
か
ら
近
世
京
都
の
六
斎
念
仏
を
研
究
対
象
と

し
、
そ
の
特
徴
的
な
移
動
行
動
お
よ
び
分
布
状
況
に
焦
点
を
あ
て
て
、
六
斎
念
仏
の
実
態
と

変
遷
と
を
解
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
民
俗
行
事
・
芸
能
を
媒
介
と
し
た
、
近
世
の
都
市
と
近

郊
村
落
と
の
文
化
的
な
結
合
関
係
に
関
す
る
新
た
な
知
見
の
獲
得
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
結

果
・
結
論
の
概
略
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
六
斎
念
仏
講
中
の
移
動
に
関
す
る
行
動
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
江
戸
前
期
に
は
京

都
郊
外
の
社
寺
で
、
祭
礼
や
縁
日
に
あ
わ
せ
て
物
詣
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
担
い

手
は
限
ら
れ
た
寺
社
近
郷
村
落
の
農
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
態
が
大
き
く
変
化
し
た
契
機
は
、

江
戸
中
後
期
、
公
儀
に
よ
る
個
別
鳴
物
規
制
の
対
象
と
な
る
ほ
ど
京
都
市
中
へ
の
棚
経
が
盛

ん
に
な
り
、
そ
の
際
に
共
通
す
る
「
最
終
目
的
地
」
と
し
て
洛
東
の
清
水
寺
が
定
ま
っ
た
こ

と
に
あ
る
。
清
水
寺
に
お
け
る
物
詣
は
、
市
中
棚
経
を
兼
ね
て
様
々
な
方
面
か
ら
多
数
の
講

中
が
参
集
す
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
観
客
を
前
に
し
て
の
講
中
同
士
の
競
演
は
、
当
時
の

六
斎
念
仏
の
芸
能
化
現
象
と
も
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
従
来
の
物
詣
と

は
異
な
る
新
し
い
行
動
形
態
＝
「
一
山
打
」
の
成
立
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
幕
末
期
に
は
、
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京
都
市
中
周
縁
の
壬
生
寺
や
北
野
天
満
宮
で
も
新
た
な
一
山
打
が
確
立
し
、
そ
れ
に
あ
わ
せ

て
市
中
棚
経
の
機
会
も
増
加
し
た
。

　

次
い
で
組
織
さ
れ
た
講
中
に
関
す
る
分
布
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
江
戸
中
後
期
か
ら
明

治
初
期
に
か
け
て
、
京
都
か
ら
比
較
的
遠
隔
の
講
中
が
消
滅
し
、
半
径
２
里
以
内
の
近
郊
村

落
へ
の
集
中
化
と
い
う
現
象
が
生
じ
た
。
つ
ま
り
行
動
・
分
布
い
ず
れ
の
現
象
か
ら
も
、
江

戸
中
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
六
斎
念
仏
が
京
都
市
中
と
の
関
係
を
強
め
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
現
象
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
芸
能
化
の
進
展
や
市
中
棚
経
の
隆
盛
に
と
も
な

い
、
六
斎
念
仏
が
娯
楽
お
よ
び
農
間
渡
世
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
結
果
、
審
美
的
な
評
価

と
対
価
を
獲
得
し
う
る
場
所
と
機
会
と
し
て
、
京
都
市
中
と
の
結
び
つ
き
を
従
来
以
上
に
必

要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
裏
を
か
え
せ
ば
、
こ
れ
は
京
都
の

近
郊
村
落
に
対
す
る
文
化
的
影
響
力
、
あ
る
い
は
都
市
と
近
郊
村
落
と
の
文
化
的
な
結
合
関

係
の
反
映
と
い
え
る
。
特
に
講
中
が
半
径
２
里
以
内
の
近
郊
村
落
に
集
中
し
た
現
象
は
、
都

市
の
文
化
的
影
響
力
が
「（
地
理
的
な
要
因
に
よ
る
）
文
化
事
象
の
選
択
な
い
し
淘
汰
」
と
し
て

顕
現
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
当
時
の
京
都
で
は
、
都
市
と
近
郊
村
落
と
の
文

化
的
な
結
合
関
係
が
強
ま
る
現
象
が
、
六
斎
念
仏
に
限
ら
ず
都
市
祭
礼
で
も
見
ら
れ
、
そ
れ

ら
は
近
世
後
期
に
お
け
る
「
行
動
文
化
」
の
普
及
・
大
衆
化
と
い
っ
た
、よ
り
大
き
な
社
会
史
・

文
化
史
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

大
津
絵
と
民
芸
運
動
―
柳
宗
悦
か
ら
片
桐
修
三
へ
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大
津
絵
は
、
17
世
紀
半
ば
、
お
よ
そ
江
戸
の
寛
永
年
間
頃
に
、
東
海
道
の
大
津
宿
か
ら
京

都
へ
向
か
う
街
道
筋
で
生
ま
れ
た
み
や
げ
絵
で
あ
る
。
明
治
に
な
る
と
、
街
道
筋
の
衰
退
に

伴
っ
て
大
津
絵
店
は
姿
を
消
し
、
み
や
げ
絵
と
し
て
の
大
津
絵
の
歴
史
は
幕
を
閉
じ
る
が
、

そ
の
画
題
は
モ
チ
ー
フ
と
し
て
日
本
画
や
工
芸
製
品
の
な
か
に
生
き
続
け
た
。
ま
た
、
昭
和

の
半
ば
頃
に
な
る
と
、
地
元
大
津
の
市
民
の
な
か
に
自
ら
大
津
絵
を
描
く
人
々
が
現
わ
れ
始

め
、
や
が
て
大
津
絵
教
室
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
近
代
以
降
の
大
津
絵
の
展
開
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
あ
ま
り
関
心

を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
柳
宗
悦
の
存
在
が
あ
る
。
民
芸
運
動
の
創
始
者

と
し
て
知
ら
れ
る
柳
は
、
一
連
の
運
動
の
な
か
で
大
津
絵
を
「
民
画
」（
＝
民
衆
的
絵
画
）
と

定
義
し
、
美
的
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
新
た
に
価
値
づ
け
た
。
以
後
、
柳
の
提
示
し
た
大
津
絵

論
は
広
く
浸
透
し
、
現
在
ま
で
根
強
く
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
従
来
の
大

津
絵
研
究
は
ど
う
し
て
も
柳
の
理
論
の
枠
内
か
ら
脱
し
き
れ
て
い
な
い
感
が
否
め
な
か
っ
た
。

柳
が
大
津
絵
論
を
著
わ
し
て
か
ら
も
う
す
ぐ
80
年
に
な
ろ
う
と
い
う
今
日
、
柳
に
よ
る
大
津

絵
の
価
値
評
価
自
体
を
見
直
す
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
研
究
で
は
柳
の
理
論
の
再
考
を
試
み
た
。
ま
ず
第
１

部
で
は
、
柳
以
前
か
ら
大
津
絵
に
多
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
大
阪
の
趣
味
家
ら
の
存
在
に

着
目
す
る
。
彼
ら
は
、
国
内
初
の
大
津
絵
展
覧
会
を
開
催
す
る
な
ど
大
津
絵
の
世
界
で
は
先

駆
的
役
割
を
果
た
し
た
人
々
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
趣
味
家
ら
の
大
津
絵
に
対
す

る
見
方
と
柳
の
そ
れ
と
の
比
較
か
ら
、
柳
の
「
民
画
」
と
い
う
見
方
が
い
か
な
る
眼
の
規
範

で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
続
く
第
２
部
で
は
、
地
域
で
展
開
し
た
大
津
絵
を
め
ぐ
る
動

き
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
に
着
目
す
る
の
は
、
柳
の
弟
子
と
し
て
終
生
大
津
絵
の
研
究
と
振
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興
に
携
っ
た
片
桐
修
三
の
存
在
で
あ
る
。
片
桐
は
常
に
地
元
の
大
津
絵
普
及
活
動
の
中
心
に

身
を
置
い
た
が
、
彼
の
言
葉
を
注
意
深
く
掬
い
上
げ
て
い
く
と
、
柳
の
弟
子
と
し
て
、
ま
た

一
方
で
大
津
の
文
化
的
発
展
を
願
う
地
元
人
と
し
て
、
非
常
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
な
立
場
に
置

か
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

柳
が
大
津
絵
の
第
一
人
者
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
大
津
絵
を
「
民
画
」
と
価
値
づ
け
た
彼

の
眼
の
画
期
性
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
片
桐
を
介
し
て
地
元
大
津
に
定

着
し
て
い
く
が
、
柳
の
眼
と
地
元
の
眼
と
の
間
で
揺
れ
動
く
片
桐
の
眼
を
介
し
て
地
元
で
展

開
し
た
多
様
な
大
津
絵
の
一
側
面
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
「
民
画
」
の

枠
内
で
語
ら
れ
う
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
再
び
柳
の

理
論
を
見
つ
め
直
し
、「
大
津
絵
＝
民
画
」
の
図
式
を
突
き
崩
し
た
と
こ
ろ
に
、
今
後
の
大
津

絵
研
究
の
展
望
が
開
け
て
い
る
に
違
い
な
い
。

外
国
語
を
通
し
て
み
る
『
平
家
物
語
』
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
表
現
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日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
声
で
構
成
さ
れ
た
オ
ノ

マ
ト
ペ
を
観
察
し
、
そ
の
音
声
構
造
と
意
味
と
の
対
応
を
確
か
め
る
と
い
う
帰
納
的
な
方
法

に
頼
る
必
要
が
あ
る
。
本
研
究
で
も
こ
の
方
法
を
用
い
な
が
ら
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
観

察
す
る
が
、
同
時
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ど
の
よ
う
な
分
析
を
受
け
て
外
国
語
翻
訳
の
な
か
に
受

容
さ
れ
る
の
か
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
通
し
て
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
徴
を
考
察
す
る

こ
と
を
試
み
る
。
日
本
語
が
外
国
語
と
向
き
合
う
場
合
、
外
国
語
が
最
も
明
確
に
他
者
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
翻
訳
の
世
界
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
ど
う
し
て
も
外
国

語
に
な
ら
な
い
部
分
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
外
国
語
に
な
ら
な
い
部
分
」
を
翻
訳
の
限
界

を
示
す
も
の
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
語
の
特
質
や
日
本
語
表

現
の
独
自
性
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
活
用
す
る
。
そ
し
て
、「
外
国
語
に
な
ら
な
い
部
分
」

の
一
例
で
あ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
翻
訳
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
を
観
察
す
る
こ
と

で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
持
つ
様
々
な
特
質
に
迫
り
た
い
と
考
え
る
。 

　

研
究
に
あ
た
っ
て
取
り
上
げ
た
文
献
は
『
平
家
物
語
』
で
あ
る
。
古
典
作
品
を
選
ぶ
こ
と

で
臨
時
的
で
泡
沫
的
な
造
語
で
は
な
く
、
時
代
を
越
え
て
観
察
で
き
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
研
究

の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
だ
の
は
覚
一
本
で
、
必
要
に
応
じ

て
延
慶
本
に
も
言
及
す
る
。
外
国
語
訳
と
し
て
、
覚
一
本
を
底
本
と
す
るH

elen
 C

raig 

M
cC

u
llou

gh

訳 "T
h

e T
ale of th

e H
eike" 

とR
en

é S
ieffert

訳 " L
e D

it d
es H

eiké "
を
取
り
上
げ
る
。 

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
徴
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
研
究
の
歴
史
に

触
れ
な
が
ら
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
早
く
か
ら
外
国
語
を
母
語
と
す
る
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い

た
こ
と
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
古
典
作
品
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
徴
を
整
理
し
た
う
え
で
、
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『
平
家
物
語
』
に
頻
出
す
る
二
音
節
型
オ
ノ
マ
ト
ペ
数
語
（「
ツ
ッ
と
」「
ザ
ッ
と
」
等
）
と
二
音

節
反
復
型
の
「
サ
メ
ザ
メ
と
」「
ハ
ラ
ハ
ラ
と
」
を
中
心
に
考
察
を
進
め
、
こ
れ
ら
の
オ
ノ
マ

ト
ペ
が
特
定
の
語
と
結
び
つ
い
て
定
型
表
現
を
作
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。（
例
「
と
き
を

ド
ッ
と
つ
く
る
」「
ム
ズ
と
つ
か
ん
で
ド
ウ
ど
落
つ
」）
ま
た
、『
平
家
物
語
』
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
単

に
動
作
の
様
態
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、con

den
sation

（
凝
縮
性
）
を
持
っ
た
語
彙
と

し
て
物
語
の
内
容
に
深
く
関
わ
る
複
雑
な
情
報
を
伝
え
る
力
が
あ
る
こ
と
も
、
原
典
と
外
国

語
訳
の
双
方
を
通
し
て
指
摘
す
る
。

「
建
築
家
」
と
し
て
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

―
曽
根
裕
が
磯
崎
新
か
ら
継
承
し
た
問
題
に
着
目
し
て
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現
今
の
現
代
美
術
は
、
平
面
や
立
体
、
写
真
、
ヴ
ィ
デ
オ
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
多
様

な
素
材
を
媒
体
に
、
具
象
や
抽
象
、
美
術
史
、
日
常
に
反
乱
す
る
記
号
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア

な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
使
用
し
、
多
岐
に
わ
た
る
作
品
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
美
術

を
日
本
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
評
価
し
た
代
表
的
な
言
説
と
し
て
、
椹
木
野
衣
と
松
井
み
ど

り
の
概
念
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

椹
木
の
言
説
は
、
日
本
の
現
代
美
術
に
独
自
の
歴
史
観
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西

洋
美
術
か
ら
自
立
し
え
る
道
を
築
い
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
言
説
で
評
価
さ
れ
る
作
家
は
、

あ
ま
り
に
も
東
洋
趣
味
的
な
表
象
を
作
品
に
投
影
す
る
。
松
井
の
言
説
は
、そ
の
よ
う
な
「
日

本
」
を
表
象
し
な
い
作
家
を
評
価
す
る
が
、
椹
木
の
提
示
し
た
言
説
を
再
び
忘
却
し
、
西
洋

に
依
拠
す
る
美
術
概
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の
言
説
は
、
互
い
に
欠
落
す
る
部
分
を
補
完

し
て
い
る
が
、
共
有
し
て
い
る
は
ず
の
「
日
本
」
を
定
義
す
る
概
念
が
、
決
定
的
に
異
な
る

た
め
に
、
互
い
の
言
説
を
否
定
す
る
こ
と
で
し
か
成
立
し
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る
現
代
美
術
が
歩
む
道
は
、
両
極
な
道
し
か
存
在
せ
ず
、
ど

う
歩
も
う
と
至
難
を
極
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
両
者
の
言

説
を
横
断
す
る
よ
う
な
作
家
の
存
在
が
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る
現
代
美
術
に
と
っ
て
重
要

と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

曽
根
裕
は
、
そ
の
両
者
の
言
説
を
横
断
す
る
可
能
性
の
あ
る
作
家
と
い
え
る
。
曽
根
は
、

大
学
時
代
に
建
築
を
学
ぶ
が
、
卒
業
後
に
制
作
を
行
な
う
た
め
に
選
ん
だ
場
所
は
、
美
術
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
美
術
家
と
し
て
評
価
が
定
ま
り
つ
つ
あ
る
現
在
で
も
、
曽
根
は
、
建
築

家
に
な
る
と
い
う
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
に
満
ち
た
発
言
は
、
何
を
意
味
す
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る
の
だ
ろ
う
か
。
曽
根
が
美
術
の
領
域
で
制
作
を
行
な
う
こ
と
を
決
め
た
の
は
、
学
生
時
代

で
あ
っ
た
。そ
の
学
生
時
代
に
は
、磯
崎
新
の
建
築
事
務
所
で
ス
タ
ッ
フ
と
な
り
働
い
て
い
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
や
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
通
常
の
道
を
歩
む
こ
と
な
く
、
美

術
の
領
域
で
制
作
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
磯

崎
は
、
従
来
か
ら
西
欧
的
な
建
築
概
念
に
疑
問
を
持
ち
、
日
本
の
都
市
空
間
や
建
築
概
念
を

提
示
し
て
い
る
。
そ
の
歴
史
観
は
、
椹
木
と
同
様
に
、
自
明
と
さ
れ
て
き
た
建
築
と
い
う
概

念
を
解
体
し
た
上
で
、
日
本
に
お
け
る
建
築
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
磯
崎
の
影
響
が
、
曽
根
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
美
術
家
」
で
は
な
く
、「
建

築
家
」
と
し
て
の
曽
根
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
椹
木
が
提
示
し
た
歴
史
観
を
内

包
す
る
作
家
で
あ
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

椹
木
、
松
井
の
両
者
に
お
け
る
有
効
的
な
概
念
を
複
合
す
る
よ
う
な
曽
根
の
存
在
は
、
椹

木
の
提
示
し
た
、
西
洋
に
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い
自
立
し
た
日
本
現
代
美
術
に
多
角
的
な
視

点
を
も
た
ら
し
、
新
た
な
日
本
の
文
脈
を
示
唆
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

エ
ミ
ー
ル
・
ノ
ル
デ
に
お
け
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

―
そ
の
土
着
性
と
表
象
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本
稿
は
ド
イ
ツ
表
現
主
義
画
家
エ
ミ
ー
ル
・
ノ
ル
デ
（
一
八
六
七

一
九
五
六
）
に
つ
い
て
、

彼
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
ま
つ
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
が
齟
齬
を
き
た
し
な
が
ら
も
連
関
し
て

い
る
要
素
が
、
彼
の
造
形
面
に
い
か
に
影
響
し
て
い
る
の
か
を
彼
の
行
動
や
言
説
、
作
品
の

検
証
を
通
じ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
は
西
洋
の
非
西
洋
に
対

す
る
認
識
と
し
て
、
人
間
の
最
善
の
状
態
は
そ
の
原
初
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
理
念
で
あ
る
。

序
章
に
お
い
て
、
近
代
美
術
に
お
け
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
原
始
社
会
の
造
形
物
を
芸

術
と
見
な
し
、
そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
を
制
作
す
る
こ
と
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
ノ
ル
デ
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
場
合
、
特
徴
的
な
の
は
そ
れ
が
造
形

面
よ
り
も
言
説
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
１
章
で

は
、
ノ
ル
デ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
表
出
と
し
て
、
彼
の
原
始
社
会

に
対
す
る
態
度
を
検
証
し
た
。
当
初
彼
の
原
始
社
会
に
つ
い
て
の
言
説
は
一
九
一
三

一
九
一
四
年
に
か
け
て
参
加
し
た
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
へ
の
調
査
旅
行
を
機
に
噴
出
し
た
と
推
測

し
た
が
、
検
証
の
結
果
旅
行
以
前
か
ら
原
始
社
会
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
を
制
作
し
て
い

た
。
こ
の
事
は
思
想
面
に
も
及
び
、
原
始
社
会
へ
の
深
い
共
感
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
後
の
帝

国
主
義
や
文
明
社
会
に
対
す
る
ノ
ル
デ
の
告
発
的
表
現
は
、
こ
の
共
感
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い

る
。
第
２
章
で
は
ノ
ル
デ
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
、

ナ
チ
ス
と
の
近
接
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ナ
チ
ス
と
ノ
ル
デ
は
共
に
都
会
を

否
定
と
近
代
へ
の
疑
念
、
終
末
論
的
期
待
、
純
血
性
の
重
視
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
が
、

両
者
が
結
果
的
に
相
容
れ
な
か
っ
た
の
は
芸
術
に
よ
っ
て
民
衆
に
理
想
的
ド
イ
ツ
像
を
提
示

し
よ
う
と
し
た
、
ナ
チ
ス
独
特
の
芸
術
観
の
た
め
で
あ
っ
た
。
第
３
章
で
は
ナ
チ
ス
へ
の
近
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接
に
も
つ
な
が
る
ノ
ル
デ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
と
そ
の
造
形
面
へ
の
影
響
を

検
証
し
た
。
故
郷
北
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
地
方
に
生
涯
定
住
す
る
中
で
培
わ
れ
た
ノ
ル
デ
の

強
烈
な
郷
土
へ
の
帰
属
意
識
は
、
彼
の
芸
術
哲
学
で
あ
る
「
根
源
的
な
も
の
の
志
向
」
へ
と

派
生
し
、
超
越
的
な
も
の
の
表
現
に
至
る
。
そ
う
し
た
内
的
な
精
神
や
感
情
を
喚
起
す
る
絵

画
言
語
は
色
彩
の
陶
酔
と
異
形
の
フ
ォ
ル
ム
で
あ
り
、
そ
の
色
彩
に
よ
る
原
初
的
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
水
彩
画
で
あ
る
。
ノ
ル
デ
は
吸
水
性
の
あ
る
和
紙
に
水
分

を
含
ん
だ
色
彩
を
偶
発
的
に
滲
ま
せ
る
独
自
の
水
彩
技
法
を
確
立
し
た
が
、
特
に
風
景
画
は

他
の
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
増
し
て
モ
チ
ー
フ
の
溶
解
が
進
ん
で
お
り
、
彼
の
最
も
先
鋭
的
な

根
源
性
の
表
象
で
あ
る
。
こ
の
特
性
は
ノ
ル
デ
の
精
神
的
土
壌
が
故
郷
の
自
然
に
深
く
根
付

い
て
い
る
こ
と
を
表
し
、
そ
の
超
越
的
な
印
象
と
色
彩
の
陶
酔
は
彼
の
ナ
チ
ス
的
な
要
素
を

裏
切
っ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
ノ
ル
デ
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
北
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ

ヒ
へ
の
帰
属
意
識
と
根
源
的
な
も
の
の
志
向
に
根
ざ
し
て
お
り
、
ノ
ル
デ
の
水
彩
の
風
景
画

が
表
象
し
て
い
る
超
越
的
な
印
象
と
色
彩
の
陶
酔
こ
そ
、
彼
の
根
源
的
な
も
の
の
超
越
性
を

我
々
の
感
覚
に
鮮
烈
に
訴
え
か
け
て
く
る
と
い
え
る
。

「
月
」
と
「
夜
汽
車
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
追
っ
て

―
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
『
月
と
篝
火
』
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
」
再
考
―
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修
士
論
文
で
は
、
イ
タ
リ
ア
人
作
家
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
（
一
九
〇
八
‐
一
九
五
〇
）

の
最
後
の
長
編
小
説
『
月
と
篝
火
』
を
基
本
テ
ク
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
本
作
品
で
は
、

孤
児
で
あ
る
主
人
公
が
「
ア
メ
リ
カ
」
へ
と
渡
っ
た
の
ち
、
と
き
を
経
て
ふ
た
た
び
幼
少
期

を
過
ご
し
た
村
へ
と
戻
り
、そ
こ
に
自
身
の
「
故
郷
」
を
見
出
す
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。「
ア

メ
リ
カ
」
は
人
々
が
根
を
下
ろ
す
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
と
し
て
、
い
っ
ぽ
う
の
「
故
郷
」

が
人
々
の
根
ざ
す
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
従
来
、
こ
の
物
語
の
主
要
舞

台
と
な
っ
て
い
る
「
ア
メ
リ
カ
」
と
「
故
郷
」
の
ふ
た
つ
の
土
地
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く

性
質
の
異
な
る
場
所
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
本
作
品
第
６
章
に
は
「
ア
メ
リ
カ
」
と
「
故
郷
」
を
と
も
に
回
帰
的
な
世
界
観

の
も
と
で
語
る
一
節
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
従
来
の
解
釈
の
み
に
頼
る
か
ぎ
り
、
不
可
解
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
こ
で
、『
月
と
篝
火
』
に
お
い
て
「
ア
メ
リ
カ
」
を
舞
台
と
す
る
章
を
再
考
し
た
。
と
く

に
主
人
公
が
ア
メ
リ
カ
の
荒
野
で
過
ご
し
た
夜
の
場
面
に
登
場
す
る
「
夜
汽
車
」
と
「
月
」

の
描
写
に
着
目
し
、
他
作
品
に
も
目
を
配
っ
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
作
品
の

な
か
で
は
「
夜
汽
車
」
が
孤
独
と
郷
愁
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
月
」
が
神

話
的
世
界
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

さ
ら
に
、「
月
」
が
神
話
的
世
界
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
結
果
を
ふ
ま
え
て
ふ
た
た
び

『
月
と
篝
火
』
に
目
を
む
け
た
と
こ
ろ
、「
故
郷
」
で
主
人
公
が
過
去
の
自
分
の
姿
を
重
ね
る

チ
ン
ト
少
年
の
目
に
す
る
火
事
＝
「
篝
火
」
の
情
景
と
、
か
つ
て
「
ア
メ
リ
カ
」
で
主
人
公

が
眺
め
た
「
月
」
の
情
景
の
描
写
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
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こ
の
こ
と
か
ら
も
『
月
と
篝
火
』
の
な
か
で
「
ア
メ
リ
カ
」
と
「
故
郷
」
は
、
互
い
に
ま

っ
た
く
相
対
す
る
性
質
を
担
う
場
所
と
し
て
描
か
れ
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
神
話
的
枠
組

や
回
帰
的
な
時
間
の
流
れ
に
支
配
さ
れ
た
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
本
作

品
で
は
巧
み
な
物
語
構
成
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
神
話
的
枠
組
み
や
回
帰
的
な
時
間
の
流
れ

が
過
去
も
現
在
も
世
界
中
で
連
綿
と
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
描
き
出
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
、
論
文
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
た
。
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On the Poetry of Sylvia Plath:
Psycho-Analytical Explorations of Four Texts

 教育人間学専修　Yukiko Kashiwara

This study looks at four poems written by an American modern poet, Sylvia Plath (1932-1963). In this 

paper, “Fever 103˚”, “Ariel”, “Nick and the Candlestick” and “Words” are analyzed from a viewpoint of 

dream analysis. In general, Plath’s works have the tendency to be regarded as if they were feminist 

poetry. Previous studies show her works rose from her personal life. However, this paper proves that the 

source of deep emotion was her inner psychic reality which she must have experienced. By a series of 

psychoanalytical explorations of her poems, we will find new aspects of value of her poems, and at the 

same time, it will be revealed that one’s life is not unique but has various inner layers of life no matter 

how little one is aware of it. 

The researcher thinks true emotion is not within the poems themselves but they are still living under 

the surface of her works. To highlight her “unspoken words”, it is efficient to adopt the viewpoint of dream 

analysis. According to Rycroft, dreams as well as poetry are imaginative creative activity of a person’s 

unconsciousness. That is to say, it is possible to analyze poetry by using the same method for dream 

analysis.

In the first chapter “Fever103˚” is discussed. Plath recognizes she has a foreign object in her body. 

This object expressed in forms of invisible and mortal germs stands for sin to her. The title shows her 

tragic wish, longing to be burned to be cleaned.

In the second chapter, “Ariel” is discussed. The researcher considers that there is a vital longing for 

living common to universal humankind. In this chapter, with the issues from the previous research, the 

reconsideration of “Ariel” and her inner movement are explored. 

In the third chapter, “Nick and the Candlestick” is discussed. This poem seems to be composed about 

her second infant named Nick. However, it shows her inner dynamic transformation describing the very 

moment her two minds are united with the metaphor of a limestone cave and Jesus Christ. 

In the fourth chapter, “Words” is discussed concerning the vital power of words. The researcher will 

discuss words that give power through the belief of the speaker, so that the spoken message will be 

actualised.

Through her four poems, three main findings are derived. The researcher has found that the poems of 

Plath reach the depth of the vital energy, that she longed for a sense of reality and that her life went 

backward.


