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一
方
で
興
味
深
い
論
考
も
極
め
て
多
く
、
一
つ
だ
け
あ
げ
る
の
に
は

濤
跨
い
が
あ
る
の
だ
が
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
小
菅
信
子
さ
ん
の
「
〈
戦
死

体
〉
の
発
見
」
が
実
に
面
白
か
っ
た
。
何
十
年
か
前
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ハ
ー
ヴ
ィ
の
事
跡
を
求
め
て
訪
れ
た
フ
ォ
ー
ク
ス
ト
ン
で
何
度
も

罰
○
且
旦
罵
日
①
号
国
月
①
）
の
急
坂
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
つ
つ
、
戦
死

し
た
若
者
を
悼
む
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
な
ぜ
第
一
次
世
界
大
戦
の
も
の
が

マ
ッ
サ
ー
ジ
セ
ラ
ピ
ー
と
十
九
世
紀
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
。

第
Ⅲ
部
「
二
十
世
紀
ｌ
回
帰
の
欲
望
と
技
術
の
夢
想
を
超
え
て
」
に

は
、
次
の
六
本
。
武
藤
浩
史
．
九
○
○
年
英
国
の
身
体
な
き
声
と
声

の
身
体
ｌ
西
洋
近
代
に
お
け
る
感
覚
的
欲
望
の
意
味
と
系
譜
」
、
遠
藤

不
比
人
「
〈
欲
動
〉
の
美
学
化
と
そ
の
不
満
ｌ
フ
ロ
イ
ト
、
ウ
ル
フ
、
不

気
味
な
身
体
と
し
て
の
〈
歴
史
〉
」
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
小
菅
信
子
「
〈
戦
死

体
〉
の
発
見
ｌ
人
道
主
義
と
愛
国
主
義
を
包
擁
さ
せ
た
身
体
」
、
萩
原
真

一
「
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
と
単
為
生
殖
の
デ
ィ
ス
／
ユ
ー
ト
ピ

ア
」
、
榑
沼
範
久
「
フ
ラ
イ
ト
シ
ュ
ミ
レ
ー
タ
ー
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
、
坪

川
達
也
「
感
覚
と
欲
求
ｌ
魚
の
脳
か
ら
人
間
の
脳
ま
で
」
。

新
し
い
世
代
を
惹
き
つ
け
て
い
る
「
医
学
史
」
と
、
本
学
会
の
多
く

の
会
員
諸
氏
の
了
解
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
「
医
学
史
」
と
の
絶
望
的
な

懸
隔
が
表
題
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
興
味

の
赴
く
ま
ま
に
科
学
史
・
医
学
史
と
渡
り
歩
い
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、

自
己
の
問
題
関
心
と
視
野
を
特
定
の
狭
い
領
域
に
限
定
し
な
い
よ
う
に

努
め
て
き
た
つ
も
り
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
こ
う
し
た
全
て

の
論
考
に
共
感
を
も
ち
つ
つ
付
き
合
う
に
は
、
か
な
り
の
努
力
を
要
し

た
C

〔
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
東
京
都
港
区
三
田
二
’
十
九
’
三
十
、
電
話

○
三
’
三
四
五
一
’
三
五
八
四
、
二
○
○
二
年
五
月
二
○
日
、
Ａ
５
判
、

四
六
二
十
Ｘ
Ｖ
ペ
ー
ジ
、
四
八
○
○
円
〕

『
日
本
精
神
科
医
療
史
』

待
望
の
一
言
で
あ
る
。
わ
が
国
の
精
神
科
医
療
の
歴
史
を
こ
れ
だ
け

の
質
と
量
で
、
単
独
の
著
者
が
ま
と
め
た
書
物
は
未
だ
か
つ
て
な
い
。

こ
の
書
物
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
精
神
科
医
療
の
歴
史
研
究
は
や
っ
と
ス

圧
倒
的
に
目
に
つ
く
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
感
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
か
。
死
者
の
身
体
に
対
し
て
日
本
人
は
本
来
、
欧
米
人
と
は

異
な
る
感
覚
を
も
つ
ゆ
え
、
臓
器
移
植
は
日
本
で
は
定
着
し
が
た
い
の

だ
と
い
う
よ
う
な
雑
駁
な
議
論
を
吹
き
飛
ば
す
力
を
、
こ
の
論
考
は
も

っ
て
い
る
。
身
体
感
覚
を
伴
っ
て
得
た
疑
問
を
史
料
に
基
づ
き
丁
寧
に

解
き
ほ
ぐ
し
て
い
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
論
考
は
、
や
は
り
面
白
い
。

「
身
体
文
化
研
究
会
」
の
現
在
進
行
中
の
二
○
○
二
年
度
の
テ
ー
マ

は
「
腐
敗
と
再
生
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
序
章
で
編
者
た
ち
の

述
べ
て
い
る
「
従
来
の
〈
医
学
史
〉
の
も
つ
〈
好
事
家
た
ち
の
狭
院
な

か
び
く
さ
さ
〉
」
の
鋭
い
分
析
が
提
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
際

に
は
、
こ
の
若
い
世
代
に
よ
っ
て
、
再
生
の
具
体
的
な
処
方
茎
も
あ
わ

せ
て
語
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

（
月
澤
美
代
子
）

岡
田
靖
雄
著
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タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
考
え
る
。
岡
田
氏
は

「
わ
た
し
の
は
幹
を
か
い
た
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
幹
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
参
照
の
基
準
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
「
幹
」
を
ど
の
よ
う
に
参
照
す
る
か
は
読
者
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
わ
た
し
の
参
照
の
し
か
た
を
述
べ
な
が
ら
、

本
書
の
紹
介
に
代
え
た
い
と
思
う
。

本
書
は
「
第
１
篇
江
戸
時
代
前
」
、
「
第
Ⅱ
篇
江
戸
時
代
」
、
「
第

Ⅲ
篇
戦
前
」
「
第
Ⅳ
篇
戦
後
」
の
四
篇
か
ら
な
り
、
岡
田
氏
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
「
前
半
は
学
説
史
で
、
後
半
は
法
律
・
制
度
史
」
と
い
う

切
り
口
の
違
い
が
あ
る
。
江
戸
時
代
ま
で
の
学
説
史
の
部
分
は
、
原
典

を
忠
実
に
紹
介
す
る
形
で
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
養
老
律
令
か
ら
始
ま

り
、
『
病
草
紙
』
を
経
て
、
『
願
澗
狂
経
験
編
』
等
に
至
る
展
開
自
体
は

お
そ
ら
く
正
統
派
的
な
記
述
な
の
だ
ろ
う
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
か
ら

引
用
さ
れ
た
〃
顧
狂
″
の
網
羅
的
な
記
載
は
さ
な
が
ら
百
科
全
書
の
体

を
な
し
て
い
る
。
第
１
篇
・
第
Ⅱ
篇
の
時
代
に
暗
い
わ
た
し
に
は
、
人

名
・
地
名
・
書
名
・
漢
語
・
和
語
の
嵐
を
消
化
し
き
れ
な
い
が
、
事
典

と
し
て
使
う
の
だ
と
割
り
切
れ
ば
素
人
に
も
大
い
に
役
立
つ
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
岡
田
氏
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
、

第
Ⅲ
篇
・
第
Ⅳ
篇
の
明
治
以
降
の
法
律
・
制
度
史
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し

が
見
る
と
こ
ろ
こ
の
法
律
・
制
度
史
の
原
型
は
『
精
神
医
療
」
（
岡
田
靖

雄
編
、
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
）
あ
る
い
は
『
わ
が
国
に
お
け
る
精

神
障
害
の
現
状
」
（
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
、
一
九
六
五
年
）
に
早
く
も
示

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
原
型
は
各
年
度
版
の
「
我
が
国
の
精
神
保

健
福
祉
」
（
精
神
保
健
福
祉
研
究
会
）
の
「
精
神
保
健
福
祉
行
政
の
あ
ら

ま
し
」
に
連
綿
と
引
き
継
が
れ
、
わ
が
国
に
お
け
る
精
神
科
医
療
史
の

標
準
的
な
理
解
を
支
え
て
き
た
。
本
書
に
お
い
て
も
、
「
精
神
医
療
」
等

に
示
さ
れ
た
基
本
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
各
章
の
文
献
を

一
見
し
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
岡
田
氏
の
数
多
く
の
研
究
成

果
に
裏
打
ち
さ
れ
た
本
書
の
法
律
・
制
度
史
の
記
述
が
、
よ
り
豊
か
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
「
第
Ⅲ
篇
戦
前
」
の
最
重
要
キ
ー
ワ
ー
ド
は
相
馬
事
件
と
呉

秀
三
で
あ
ろ
う
。
本
篇
は
こ
の
事
件
と
人
物
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ

た
精
神
病
者
監
護
法
と
精
神
病
院
法
に
代
表
さ
れ
る
法
律
・
制
度
の
議

論
を
軸
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
当
時
で
た
本
で
わ

た
し
が
あ
つ
め
た
も
の
を
今
回
か
ぞ
え
る
と
、
三
十
三
冊
あ
っ
た
」
と

い
う
相
馬
事
件
の
〃
コ
レ
ク
タ
ー
″
で
か
つ
呉
秀
三
研
究
の
第
一
人
者

で
あ
る
岡
田
氏
な
ら
で
は
の
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、
本
篇
の
第
五
章
で

は
統
計
資
料
の
話
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
精
神
科
医
療
の
基
本

デ
ー
タ
と
な
る
べ
き
患
者
数
、
病
院
数
、
病
床
数
の
統
計
上
の
不
備
が

示
さ
れ
、
「
付
章
」
で
も
指
摘
が
あ
る
が
今
後
の
研
究
に
余
地
を
残
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
「
第
Ⅳ
篇
戦
後
」
は
精
神
衛
生
法
を
中
心
に
展
開
し
て
い

る
。
戦
後
の
精
神
科
医
療
の
転
換
点
で
あ
る
一
九
六
○
年
前
後
に
確
立

し
、
今
日
ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
「
六
○
年
体
制
」
へ
の
批
判
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
あ
る
時
期
か
ら
は
「
自
分
自

身
が
か
な
り
か
か
わ
っ
て
き
た
」
と
い
う
微
妙
な
立
場
に
あ
っ
て
の
記

述
で
あ
る
。
精
神
衛
生
法
改
正
を
め
ぐ
る
精
神
科
医
た
ち
の
態
度
が

生
々
し
く
描
か
れ
、
国
の
制
度
・
政
策
が
ど
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
な
か
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で
決
定
さ
れ
て
い
く
の
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
俗
な
読

者
と
し
て
は
さ
ら
に
知
り
た
い
部
分
だ
が
、
本
書
の
性
格
か
ら
し
て
記

述
に
も
限
界
が
あ
ろ
う
。
近
い
将
来
、
岡
田
氏
の
『
私
録
精
神
科
医
療

史
」
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

最
後
に
ペ
ー
ジ
数
こ
そ
少
な
い
が
第
Ⅳ
篇
に
続
い
て
い
る
「
付
章

精
神
科
医
療
史
研
究
の
意
義
と
課
題
」
に
言
及
し
た
い
。
わ
た
し
は
精

神
医
療
史
（
精
神
科
医
療
史
で
は
な
く
、
岡
田
氏
が
か
っ
て
使
用
し
て

い
た
名
称
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
）
の
領
域
で
研
究
を
し
て
い
る
者
と

し
て
、
真
っ
先
に
「
付
章
」
か
ら
読
み
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
呉
秀
三
ら
に
よ
る
私
宅
監
置
室
調
査
の
内
務
省
本
（
タ
イ
ト
ル
は

「
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
實
況
」
、
一
九
一
八
年
）
の
発
掘
が
岡
田
氏
の

歴
史
研
究
の
出
発
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
精
神
衛
生
法

改
正
の
こ
ろ
日
本
精
神
神
経
学
会
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
人
が
「
〃
ぼ

く
は
呉
さ
ん
の
よ
う
な
ヘ
マ
は
や
ら
ん
よ
〃
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
あ

と
は
こ
の
論
文
を
か
つ
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
」
ほ
ど
、
今
日
で
は
有
名
に

な
っ
た
論
文
で
あ
る
。
「
こ
れ
を
無
視
し
て
き
た
日
本
の
精
神
医
学
と

は
な
ん
だ
っ
た
の
か
」
と
問
う
岡
田
氏
の
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
研

究
が
い
か
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
か
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
に
言

わ
せ
れ
ば
、
こ
の
呉
・
樫
田
論
文
は
未
だ
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ

ト
ル
を
知
っ
て
い
る
者
の
な
か
で
、
一
行
で
も
原
文
を
読
ん
だ
者
は
ど

れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
歴
史
は
た
だ
過
ぎ
去
っ

た
事
柄
で
は
な
く
現
在
や
未
来
の
た
め
に
あ
る
の
だ
と
い
う
認
識
が
貧

困
な
風
潮
に
あ
っ
て
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

（
橋
本
明
）

「
痴
呆
老
人
の
歴
史
」

著
者
は
古
代
か
ら
現
代
に
わ
た
り
、
日
本
人
の
死
生
観
の
変
遷
を
古

典
文
学
、
古
医
書
類
を
通
じ
て
た
ど
り
、
一
連
の
「
日
本
医
療
史
研
究
」

を
著
作
公
刊
し
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
中
で
「
痴
呆
老
人
」
に
焦
点
を

あ
て
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
八
章
か
ら
な
り
、
第

一
章
は
前
言
、
第
二
～
五
章
は
明
治
前
の
老
人
と
そ
の
生
態
の
中
か
ら

痴
呆
を
抽
出
し
、
そ
の
介
護
の
様
相
を
読
者
に
伝
え
て
い
る
。
第
六
、

七
章
は
西
洋
医
学
が
導
入
さ
れ
て
痴
呆
の
実
情
が
鮮
明
に
な
り
、
介
護

の
変
遷
を
加
味
し
て
論
述
し
て
お
り
、
第
八
章
で
は
戦
後
に
お
け
る
痴

呆
老
人
に
対
す
る
社
会
福
祉
の
対
応
が
論
ぜ
ら
れ
、
付
諭
と
し
て
老
人

の
終
焉
に
深
く
関
わ
る
「
死
の
臨
床
と
安
楽
死
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
各
章
毎
に
文
献
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
後
学
者
に

と
っ
て
極
め
て
有
用
で
あ
る
。

中
近
世
に
あ
っ
て
は
「
源
氏
物
語
」
な
ど
の
古
典
か
ら
痴
呆
を
「
ほ

け
人
」
、
「
老
聿
」
と
し
て
老
い
の
運
命
が
表
出
さ
れ
て
お
り
、
中
国
渡

来
医
書
を
通
覧
し
て
「
胱
惚
、
狂
言
妄
語
、
健
忘
」
を
痴
呆
の
具
現
と

し
て
論
じ
、
こ
れ
は
中
風
の
随
伴
症
状
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
評

〔
医
学
書
院
、
東
京
都
文
京
区
本
郷
五
’
二
十
四
’
三
、
電
話
○
三
’
三

八
一
七
’
五
六
○
○
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
、
Ｂ
五
判
、
二
七
四
頁
、

定
価
六
八
○
○
円
〕

新
村
拓
著


