
で
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
本
書
の
立
場
は
あ
ま

り
明
確
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
が
明
確
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
評
者

が
危
倶
す
る
の
は
、
奇
し
く
も
同
じ
「
公
論
」
と
い
う
用
語
の
も
と
に
、

宮
地
正
人
氏
が
幕
末
に
お
け
る
近
代
的
ネ
ー
シ
ョ
ネ
ス
の
萌
芽
的
成
立
を

論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
世
的
知
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
問
題
意
識
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
常
に
、
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
近
代

な
る
も
の
に
批
判
的
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
叙
述
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
は
、
近
代
と
の
関
わ
ら
せ
方
は
、
あ
た
う
限
り
デ
リ
ケ
ー
ト
に
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
近
世
的
知
の
広
が
り
を
一
足
飛
び
に
近
代
に
結
び

つ
け
る
類
の
議
論
と
い
か
に
差
異
化
し
つ
っ
論
を
立
て
る
か
Ｉ
こ
れ
は

評
者
自
身
の
課
題
で
あ
る
が
Ｉ
そ
う
い
っ
た
問
題
も
含
め
、
本
書
を
ふ

ま
え
た
活
発
な
議
論
が
今
後
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
の
研
究
助
成
お
よ
び
文
部
省
科
学
技
術

研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
金
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

戦
後
歴
史
学
の
研
究
史
を
鐇
い
て
み
る
と
、
方
法
論
を
め
ぐ
る
侃
々

誇
々
の
議
論
が
、
学
問
自
体
の
「
活
性
」
に
大
い
な
る
意
味
を
持
っ
て
き

た
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
り
わ
け
、
戦
後
思
想
史
研

究
の
分
野
に
お
い
て
は
、
よ
り
自
覚
的
な
形
で
の
展
開
を
見
て
き
た
こ
と

は
、
大
方
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
日
本
近

代
社
会
を
支
配
し
て
き
た
「
皇
国
史
観
」
的
封
建
的
思
惟
構
造
を
い
か
に

批
判
、
克
服
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
意
識
が
そ
の
出
発
点
と
な
る
の
だ

が
、
そ
の
先
導
者
と
な
っ
た
丸
山
真
男
氏
が
戦
中
の
論
考
を
含
ん
だ
思
想

史
論
集
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
単
著
と
し
て
世
に
問
う
た
の
は
、

一
九
五
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
降
、
「
近
代
主
義
的
」
と
呼
ば
れ
た

そ
の
手
法
の
継
承
深
化
を
目
指
す
諸
論
、
ま
た
そ
れ
を
正
面
か
ら
批
判
し
、

新
境
地
を
開
拓
し
て
い
く
諸
論
が
陸
続
と
し
て
誕
生
し
て
き
た
も
の
の
、

今
日
に
至
っ
て
さ
え
も
、
そ
の
影
響
力
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は

金
ぱ
い
○

戦
後
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
丸
山
史
学
批
判
の
一
つ
の
中
心
に
な

っ
て
い
っ
た
の
が
、
安
丸
良
夫
氏
ら
を
代
表
的
論
者
と
し
た
「
民
衆
思
想

桂
島
寅
弘
涛

『
思
想
史
の
十
九
世
紀
ｌ
「
他
猛
と
し
て
の
徳
川
Ⅱ
本
』

（
ぺ
り
か
ん
社
．
一
九
九
九
年
）

兇
城
悌
治
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史
」
と
い
う
領
域
で
あ
る
。
桂
島
宣
弘
氏
の
初
め
て
の
論
文
集
『
幕
末
民

衆
思
想
の
研
究
』
（
文
理
閣
、
一
九
九
二
年
）
は
、
こ
う
し
た
戦
後
思
想
史

の
流
れ
に
確
か
な
位
置
を
占
め
る
著
作
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
桂
島
氏
は
、

思
想
史
分
野
で
の
先
行
研
究
が
、
い
わ
ゆ
る
頂
点
思
想
家
を
分
析
対
象
に

し
た
も
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
「
民
衆
史
研
究
」
を
標
傍
す
る
研
究
者
に

お
い
て
さ
え
も
、
豪
農
の
「
思
想
」
分
析
に
よ
っ
て
事
足
れ
り
、
と
す
る

状
況
を
批
判
す
る
。
そ
の
た
め
、
氏
は
「
主
と
し
て
幕
末
国
学
と
民
衆
宗

教
の
二
つ
の
分
野
（
略
）
の
絡
み
の
中
に
民
衆
思
想
と
当
該
期
の
宗
教
意

識
や
民
俗
的
意
識
の
動
態
と
の
関
連
・
構
造
を
捉
え
、
そ
の
問
題
性
を
浮

か
び
上
が
ら
」
（
同
書
「
は
じ
め
に
」
、
一
頁
）
せ
る
た
め
、
具
体
的
に
は
「
ア

マ
テ
ラ
ス
と
太
陽
信
仰
を
、
幕
末
国
学
と
民
衆
宗
教
を
比
較
し
な
が
ら
検

討
し
（
略
）
社
会
的
意
識
の
中
で
、
一
体
国
学
と
民
衆
宗
教
の
両
者
が
、

ど
の
よ
う
な
神
秩
序
に
帰
結
す
る
の
か
」
（
六
頁
）
と
い
う
問
題
を
追
求

し
て
い
っ
た
。
幕
末
と
い
う
同
じ
時
空
間
に
存
在
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で

対
比
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
両
者
に
二
つ
な
が
ら
の
検
討
を

加
え
る
と
い
う
氏
の
方
法
論
的
妙
は
、
「
近
代
天
皇
制
の
成
立
前
夜
の
現

場
に
お
い
て
、
儀
礼
や
祭
祀
の
問
題
の
前
提
と
な
る
神
観
念
が
支
配
と
の

関
係
に
お
い
て
如
何
に
捉
え
ら
れ
、
実
際
に
は
民
衆
の
中
で
ど
の
よ
う
な

波
紋
を
提
起
し
た
の
か
」
（
三
頁
）
を
明
ら
か
に
し
、
民
衆
思
想
史
研
究

の
領
域
に
新
し
い
地
平
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
旧
著
か
ら
七
年
を
経
て
、
桂
島
氏
が
再
び
世
に
問
う
た
第

二
論
文
集
が
、
『
思
想
史
の
十
九
世
紀
ｌ
「
他
者
」
と
し
て
の
徳
川
日
本
』

で
あ
る
。
主
題
の
み
か
ら
受
け
取
れ
る
印
象
は
、
や
や
荘
漠
の
感
を
も
た

ら
す
が
、
「
ま
え
が
き
Ｉ
「
他
者
」
と
し
て
の
徳
川
日
本
」
を
一
読
す
れ
ば
、

そ
の
焦
点
の
当
て
所
が
那
辺
に
あ
る
か
が
、
明
確
に
な
る
。
曰
く
「
『
思

想
史
の
十
九
世
紀
』
と
は
（
略
）
十
九
世
紀
の
画
期
性
に
視
点
を
据
え
た

題
名
で
あ
り
、
「
十
九
世
紀
の
思
想
史
」
が
〈
連
続
す
る
一
国
思
想
史
〉
の

一
こ
ま
と
し
て
十
九
世
紀
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
立
場
と
は
、
明
確
に
対

立
す
る
立
場
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、

本
書
は
「
十
九
世
紀
の
思
想
史
」
が
記
述
す
る
〈
連
続
す
る
一
国
思
想
史
〉

と
い
う
眼
差
し
が
成
立
し
た
こ
と
に
こ
そ
、
こ
の
十
九
世
紀
と
い
う
時
代

の
画
期
的
意
義
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
。

ま
た
「
「
他
者
」
と
し
て
の
徳
川
日
本
」
と
い
う
意
味
は
、
「
徳
川
日
本
の

思
想
が
、
決
し
て
十
九
世
紀
以
降
の
〈
連
続
す
る
一
国
思
想
史
〉
に
回
収

さ
れ
る
よ
う
な
、
十
九
世
紀
以
降
の
〈
わ
れ
わ
れ
国
民
〉
（
Ⅱ
「
自
己
」
）

の
思
想
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
〈
わ
れ
わ
れ
国
民
〉
な

ら
ざ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
他
者
」
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

こ
の
副
題
の
意
味
で
あ
る
」
（
二
頁
）
。
こ
の
近
代
の
〈
わ
れ
わ
れ
国
民
〉

の
側
に
徳
川
思
想
を
回
収
し
て
い
く
〈
一
国
思
想
史
〉
の
構
造
の
「
隠
蔽
」

性
を
気
付
か
せ
て
く
れ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
徳
川
時
代
の
人
々
、
た
と
え

ば
民
衆
宗
教
の
教
祖
の
言
説
で
あ
っ
た
と
氏
は
表
白
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
書
は
、
旧
著
と
そ
の
分
析
対
象
を
一
部
同
じ
く
し
な
が
ら

も
、
氏
自
身
の
自
己
批
判
を
も
含
み
込
み
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
た
な
主

題
展
開
を
見
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
各
章
を
極
力
そ
の
問
題
構
制

に
即
す
る
形
で
の
略
記
紹
介
を
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

'89 書評



第
二
章
金
光
教
の
神
観
念
と
そ
の
変
容

氏
は
、
旧
著
『
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究
』
の
中
で
、
幕
末
民
衆
宗
教
を

め
ぐ
る
先
行
研
究
が
、
「
一
神
教
」
的
な
神
観
念
を
持
つ
そ
の
「
近
代
性
」

を
高
く
評
価
し
て
き
た
こ
と
へ
の
批
判
を
展
開
し
て
き
た
。
本
章
は
そ
の

問
題
意
識
を
持
続
し
つ
つ
も
、
「
神
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
は
、
西
洋

的
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
る
と
し
て
、
今
日
の
わ
れ

＊
＊

第
一
章
民
衆
宗
教
へ
の
眼
差
し
１
１
金
光
教
を
中
心
に

こ
れ
ま
で
の
民
衆
宗
教
研
究
が
、
教
祖
た
ち
の
信
仰
・
思
想
を
主
た
る

分
析
対
象
と
し
て
き
た
と
批
判
的
に
総
括
す
る
氏
は
、
そ
の
視
点
を
信
者

あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
人
々
へ
と
転
じ
、
彼
ら
が
民
衆
宗
教
や
教
祖
を
ど

う
捉
え
て
い
た
の
か
、
を
課
題
に
据
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
視
角
は
「
徳
川

時
代
に
お
け
る
民
衆
宗
教
へ
の
眼
差
し
と
近
代
に
お
け
る
そ
れ
と
の
差
異

を
摘
出
し
、
眼
差
し
か
ら
当
該
期
の
思
想
・
信
仰
空
間
の
変
容
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
試
み
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
こ
に
本
書
全
体
を
貫
く
テ
ー
マ

が
は
っ
き
り
明
示
さ
れ
た
。
本
章
の
結
論
は
、
「
文
明
ｌ
淫
祀
（
迷
信
）
」

と
い
う
言
説
が
、
社
会
的
に
威
力
を
保
持
し
続
け
た
結
果
、
現
代
の
研
究

者
サ
イ
ド
で
さ
え
、
そ
の
眼
差
し
の
対
自
化
を
為
し
得
な
か
っ
た
点
を
、

お
そ
ら
く
自
己
批
判
と
と
も
に
怪
泥
た
る
思
い
で
語
り
、
「
徳
川
時
代
の

民
衆
の
思
想
・
宗
教
空
間
は
、
こ
う
し
た
近
代
の
眼
差
し
、
絶
対
的
に
映

じ
た
「
文
明
」
の
眼
差
し
を
払
拭
し
て
、
初
め
て
そ
の
姿
を
わ
れ
わ
れ
の
前

に
現
す
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
三
六
亘
と
断
ず
る
。

第
三
章
「
病
気
」
と
「
直
し
」
の
言
説
ｌ
赤
沢
文
治
・
近
代
へ
の
路
程

第
二
章
で
の
先
行
研
究
批
判
に
み
る
よ
う
に
、
民
衆
宗
教
の
評
価
軸
を

そ
の
「
近
代
性
」
に
置
く
論
者
に
と
っ
て
、
最
も
扱
い
に
く
い
事
象
は
そ

の
「
病
気
直
し
」
の
言
説
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が

近
代
主
義
的
な
「
病
気
」
観
、
「
医
療
」
観
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
逆

に
証
明
す
る
事
と
さ
れ
、
本
章
は
こ
の
「
変
容
」
過
程
か
ら
そ
れ
が
秩
序

化
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
跡
付
け
て
い
く
。
つ
ま
り
、
近
世
に
お
い
て
は
、

「
病
気
」
Ⅱ
「
難
儀
」
は
、
何
よ
り
も
神
々
と
の
「
関
係
的
」
問
題
と
し

て
現
出
し
、
赤
沢
文
治
の
「
病
気
直
し
」
と
は
、
人
々
の
「
関
係
」
を
再

構
築
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
近
代
的
「
医
療
」
の
登
場
に
よ
っ

て
、
文
治
ら
の
そ
れ
は
「
迷
信
」
と
し
て
払
拭
さ
れ
、
「
関
係
的
直
し
」

が
近
代
的
「
病
気
」
治
癒
の
言
説
へ
「
知
覚
」
変
換
を
さ
せ
ら
れ
て
い
く

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

わ
れ
、
近
代
の
こ
ち
ら
側
に
い
る
わ
れ
わ
れ
と
も
、
随
分
異
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
（
四
五
頁
）
と
い
う
疑
問
を
呈
し
、
「
近
代

化
」
が
民
衆
宗
教
に
も
た
ら
し
た
も
の
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
、
「
近
代
化
」
Ⅱ
「
国
民
国
家
」
確
立
過
程
が
、
金
光
教
に
お

い
て
は
、
「
主
神
」
で
あ
る
「
天
地
金
乃
神
」
の
確
立
過
程
・
整
序
過
程

と
重
な
り
、
そ
れ
自
体
が
赤
沢
文
治
の
「
働
き
と
し
て
の
神
」
の
「
風
化
」

過
程
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
、
と
ま
と
め
る
。

第
四
章
平
田
派
国
学
者
の
「
読
書
」
と
そ
の
言
説
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第
五
章
幕
末
国
学
の
転
回
と
佐
藤
信
淵
の
思
想
ｌ
『
天
柱
記
』
と

『
鋳
造
化
育
論
』
を
中
心
に

「
剰
窃
家
」
佐
藤
信
淵
が
寄
せ
集
め
た
知
識
・
情
報
の
傾
向
性
が
、
幕

末
国
学
の
思
想
的
趨
勢
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
宇
宙
創

造
論
と
「
幽
冥
」
論
を
中
心
に
検
討
す
る
。
そ
の
結
論
と
し
て
、
信
淵
の

言
説
が
「
天
学
」
に
似
せ
た
宇
宙
論
を
強
く
有
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
学

的
色
彩
は
平
田
篤
胤
の
そ
れ
よ
り
希
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
近
代
の
「
学
知
」
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
彼

を
「
剰
窃
家
」
と
断
ず
る
以
前
の
、
国
学
的
宇
宙
論
に
共
有
さ
れ
た
思
考

様
式
の
中
に
信
淵
が
「
公
認
さ
れ
て
存
在
し
た
」
こ
と
と
し
て
読
み
直
す

の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
「
「
読
書
」
行
為
を
中
心
と
し
た
知
識
人
社
会
の
外
側
に
位

置
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
（
九
三
頁
）
平
田
篤
胤
お
よ
び
彼
の
門
人
の

「
知
」
の
あ
り
よ
う
を
探
る
。
そ
れ
は
、
外
部
の
既
成
知
識
人
社
会
か
ら

は
「
考
証
」
と
は
程
遠
い
も
の
と
認
知
さ
れ
た
平
田
派
の
「
文
献
学
的
「
考

証
上
が
「
実
事
」
ま
た
は
「
奇
談
」
と
融
合
し
て
生
成
さ
れ
て
く
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
平
田
派
国
学
が
保
有
し
た
特
異
な
言
説
空
間
を

看
取
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
近
代
の
「
学
知
」
か
ら
は
、

非
文
献
的
・
非
学
問
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
存
在
自
体
が
隠
蔽
さ
れ
て
い

っ
て
し
ま
う
結
末
を
迎
え
る
と
さ
れ
る
。

第
六
章
明
治
初
年
の
国
学
者
の
神
秩
序
構
想

氏
は
、
明
治
初
年
の
国
学
者
の
神
秩
序
の
言
説
を
、
①
ア
マ
テ
ラ
ス
・

天
皇
に
一
元
的
に
整
序
さ
れ
た
「
顕
教
」
的
色
彩
の
強
い
大
国
派
的
言
説
、

②
ア
マ
テ
ラ
ス
一
元
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
「
顕
幽
」
二
元
の
バ
ラ
ン
ス

の
上
に
立
ち
、
そ
の
分
天
皇
論
に
一
元
的
に
収
數
し
得
な
い
言
説
、
③
造

化
三
神
．
「
顕
幽
」
二
元
論
的
構
造
の
上
に
立
つ
「
幽
教
」
的
色
彩
の
強

い
平
田
派
直
系
的
言
説
の
大
略
三
つ
の
枠
に
整
理
す
る
。
し
か
し
、
次
第

に
そ
れ
ら
が
側
へ
と
収
數
し
て
い
く
こ
と
を
、
「
平
田
派
国
学
の
思
想
史

的
意
義
を
「
幽
冥
」
思
想
の
展
開
・
独
自
の
神
秩
序
構
想
の
展
開
と
見
る
な

ら
ば
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
の
平
田
派
の
思
想
過
程
は
、
そ
の
政
治
的
活

動
の
華
々
し
さ
と
は
別
に
、
実
は
そ
の
思
想
が
急
速
に
枯
渇
し
て
い
く
過

程
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
す
べ
き
も
な
い
」
（
一
三
七
頁
）
と
、
ま
と
め

フ
（
》
○

第
七
章
「
華
夷
」
思
想
の
解
体
と
国
学
的
「
自
己
」
像
の
生
成

徳
川
日
本
に
お
け
る
「
自
Ｉ
他
」
認
識
の
転
回
過
程
を
捉
え
る
た
め
、

こ
こ
で
は
「
華
夷
」
思
想
を
三
つ
の
範
晴
に
整
理
す
る
。
ま
ず
第
一
は
、

「
礼
・
文
中
華
主
義
」
に
基
づ
く
「
自
己
」
像
と
さ
れ
、
〈
外
部
性
の
精
神
〉

を
保
持
し
た
十
七
世
紀
の
儒
者
の
思
想
が
そ
れ
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。
第

二
は
明
清
交
代
Ⅱ
「
華
夷
変
態
」
を
背
景
に
し
た
「
日
本
的
内
部
」
を
自

覚
し
て
き
た
「
日
本
型
華
夷
思
想
」
（
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半

の
儒
者
の
思
想
）
。
第
三
は
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
に
垂
加
神
道
思
想
に
顕

著
に
な
る
「
日
本
中
華
主
義
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
儒

教
的
「
華
夷
」
思
想
を
前
提
と
し
た
同
じ
範
晴
の
言
説
で
あ
り
、
い
か
に
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極
端
な
日
本
賛
美
を
し
て
い
よ
う
と
〈
日
本
ｌ
中
国
〉
と
い
う
比
較
の
観

点
は
保
た
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
を
解
体
せ
し
め
、
国
学
的
「
自
己
」
像

を
誕
生
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
、
賀
茂
真
淵
『
国
意
考
』
で
あ
っ
た
、
と
す

ブ
（
》
○

第
八
章
ア
ジ
ア
主
義
の
生
成
と
転
回
ｌ
徳
川
思
想
史
か
ら
の
照
射

の
試
み

前
章
で
扱
っ
た
問
題
を
再
度
検
討
し
、
幕
末
期
の
思
想
が
、
「
基
準
」

を
失
っ
た
「
他
者
喪
失
」
の
言
説
へ
転
じ
て
い
く
点
に
、
た
と
え
ば
「
普

遍
」
を
装
う
「
自
己
言
及
」
と
し
て
、
「
外
国
説
」
の
「
比
考
」
に
よ
る
「
皇

国
」
の
語
り
だ
し
を
し
て
い
く
さ
ま
に
、
十
九
世
紀
前
半
の
問
題
性
を
見

た
上
、
近
代
日
本
の
「
自
ｌ
他
」
認
識
へ
大
胆
な
切
り
込
み
を
見
せ
る
の

が
本
章
で
あ
る
。
氏
は
近
代
日
本
に
お
け
る
こ
の
分
析
の
前
提
と
し
て
、

「
ア
ジ
ア
、
王
義
者
」
（
こ
こ
で
は
、
樽
井
藤
吉
、
岡
倉
天
心
ら
が
そ
の
対
象
）

の
「
東
洋
ｌ
西
洋
」
認
識
、
お
よ
び
福
沢
諭
吉
の
「
文
明
ｌ
非
文
明
」
認
識

に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
「
ア
ジ
ア
「
連
帯
的
」
に
映
じ
て
き
た
ア
ジ
ア
主

義
者
の
言
説
が
、
徳
川
時
代
後
期
に
端
を
発
し
た
「
閉
塞
的
自
己
言
及
」
を

「
東
洋
Ｉ
西
洋
」
論
の
認
識
枠
の
中
で
行
な
う
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

や
、
「
文
明
ｌ
非
文
明
」
と
い
う
新
た
な
言
説
も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
強
く

型
肘
を
受
け
た
も
の
」
（
一
三
五
頁
）
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
、
ま
さ

し
く
「
思
想
史
の
十
九
世
紀
」
問
題
と
し
て
解
い
て
い
く
。

第
九
章
教
派
神
道
の
成
立
ｌ
「
宗
教
」
と
い
う
眼
差
し
の
成
立
と
金

第
十
章
近
代
国
史
学
の
成
立
ｌ
「
考
証
史
学
」
を
中
心
に

〈
歴
史
学
の
歴
史
性
〉
を
「
近
代
史
学
の
も
つ
理
論
そ
れ
自
体
の
検
討
」

に
よ
っ
て
示
し
て
い
く
た
め
、
「
考
証
史
学
（
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
）
」
の
〈
無

思
想
性
の
思
想
性
〉
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
の
が
、
本
章
で

あ
る
。
そ
し
て
重
野
安
鐸
を
中
心
に
し
た
分
析
の
結
論
と
し
て
、
「
「
考
証

史
学
」
と
は
、
「
無
思
想
」
「
没
論
理
的
」
な
も
の
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
す

ぐ
れ
て
明
治
二
十
年
代
以
降
の
「
西
洋
学
」
受
容
の
動
向
、
こ
と
に
〈
自
然

科
学
主
義
〉
的
な
学
問
と
連
動
し
、
か
つ
そ
れ
は
儒
教
観
自
体
の
変
容
と

密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
二
八
五
頁
）
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
内

田
銀
蔵
な
ど
も
実
は
「
科
学
的
「
考
証
史
学
」
の
忠
実
な
継
承
者
」
と
捉
え

直
す
必
要
を
訴
え
、
「
考
証
史
学
」
が
後
に
「
無
思
想
」
性
と
語
ら
れ
る

光
教

近
代
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
検
討
お
よ
び
「
祭
神
」
論
争
を

経
た
教
派
神
道
の
成
立
過
程
を
考
察
し
た
上
、
「
民
衆
宗
教
に
対
し
て
は
、

そ
れ
が
い
か
に
「
文
明
」
の
「
宗
教
」
た
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
も
、
「
淫

祀
邪
教
」
視
す
る
眼
差
し
が
絶
え
ず
注
が
れ
、
幕
末
国
学
に
対
し
て
は
、
「
宗

教
」
な
ら
ざ
る
尊
皇
論
の
源
流
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
絶
え
ず
行
わ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
眼
差
し
自
体
が
、
十
九
世
紀
一
杯
を
通

じ
て
何
が
隠
蔽
さ
れ
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
を
克
明
に
物
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
隠
蔽
の
産
物
と
し
て
、
「
宗
教
」
と
し
て
の
神
道
、
あ
る
い
は

「
宗
教
」
な
ら
ざ
る
神
道
と
い
う
言
説
が
、
近
代
に
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
」
（
二
五
八
頁
）
と
い
う
結
語
を
導
く
。
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「
〈
歴
史
理
論
の
歴
史
性
〉
に
対
す
る
問
題
意
識
は
急
速
に
枯
渇
し
、
制

度
化
さ
れ
た
歴
史
学
的
言
説
の
み
が
ま
す
ま
す
細
分
化
さ
れ
た
実
証
主
義

的
研
究
と
し
て
、
機
械
的
再
生
産
さ
れ
て
い
る
状
況
さ
え
招
来
し
て
い
る

か
の
よ
う
だ
」
と
い
う
桂
島
氏
の
嘆
き
と
怒
り
が
、
第
十
章
に
見
え
る
（
二

六
七
頁
）
が
、
氏
は
自
ら
の
「
歴
史
学
」
ま
た
「
思
想
史
学
」
を
絶
え
ず

現
代
社
会
の
政
治
・
思
想
状
況
に
厳
し
く
対
時
さ
せ
る
中
で
、
そ
の
方
法

論
を
先
鋭
化
さ
せ
て
き
た
。
前
著
『
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究
』
に
お
い
て

は
、
近
代
天
皇
制
成
立
前
夜
に
お
け
る
「
神
観
念
」
を
民
衆
宗
教
、
幕
末

国
学
、
そ
し
て
近
代
天
皇
制
と
の
交
錯
、
齪
嬬
の
中
に
描
き
だ
す
こ
と
に
、

〈
実
証
的
〉
な
意
味
に
お
い
て
も
、
成
功
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
さ
ら
な
る
深
化
を
目
論
み
、
格
闘
し
た
所
産
が
、

旧
著
の
自
己
批
判
を
も
盛
り
込
ん
だ
本
書
に
他
な
ら
な
い
。
「
ま
え
が
き
」

の
項
で
紹
介
し
た
そ
の
謂
い
の
一
部
を
再
説
す
れ
ば
、
〈
わ
れ
わ
れ
国
民
〉

な
ら
ざ
る
「
他
者
」
徳
川
日
本
の
存
在
か
ら
、
〈
連
続
す
る
一
国
思
想
史
学
〉

と
い
う
眼
差
し
の
成
立
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
う
。
こ
の
課
題
意

識
は
、
旧
著
で
扱
っ
た
対
象
の
う
ち
、
と
り
わ
け
民
衆
宗
教
論
に
お
い
て

顕
著
な
展
開
を
見
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
流
行
神
「
金
神
」
へ
の
眼
差
し
を
、

「
文
明
」
ｌ
「
淫
祀
邪
教
」
視
す
る
眼
差
し
と
し
て
摘
出
し
た
第
一
章
と
教

祖
の
「
病
気
直
し
」
を
扱
っ
た
第
三
章
な
ど
に
お
い
て
、
現
在
の
「
新
（
々
）

因
は
、
重
野
ら
が
構
築
し
た
学
知
体
系
内
に
あ
る
後
学
者
に
よ
る
語
り
の

再
生
産
に
あ
っ
た
と
見
る
。

宗
教
」
に
対
す
る
眼
差
し
を
後
景
に
置
き
つ
つ
、
「
他
者
」
と
し
て
の
思

考
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
の
「
十
九
世
紀
」
の
問
題
性
を
焙
り
だ
す
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
自
Ｉ
他
」
関
係
論
が
、
本
書
で
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
新
た
な
論
点
の
中
心
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
集
約
的
に
展
開
さ
れ
て

く
る
の
が
、
第
七
・
八
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
徳
川
時
代
の
「
自
ｌ
他
」

認
識
の
中
心
に
あ
っ
た
「
華
夷
思
想
」
が
十
九
世
紀
に
解
体
を
遂
げ
、
国

学
的
な
「
自
己
言
及
」
へ
と
収
敵
し
て
い
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
近
代
の
対

外
思
想
と
し
て
対
比
的
に
示
さ
れ
る
「
脱
亜
」
「
興
亜
」
論
が
、
と
も
に

徳
川
時
代
末
期
に
誕
生
し
た
「
閉
塞
的
自
己
言
及
」
の
枠
内
で
行
な
わ
れ

る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
の
内
容
が
展
開
さ
れ
た
。
特
に
後
者
の
指
摘
は
、

「
近
世
思
想
史
」
「
近
代
思
想
史
」
の
〈
棲
み
分
け
〉
に
よ
り
分
断
さ
れ
て

い
た
対
外
思
想
史
研
究
、
と
り
わ
け
既
成
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」
研
究
に
大

き
く
石
を
投
げ
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
的
に
も
ち
ょ
う
ど
百
年
の
ス

パ
ン
が
取
ら
れ
て
お
り
、
「
思
想
史
の
十
九
世
紀
」
と
い
う
主
題
が
最
も

適
合
す
る
本
書
白
眉
の
論
文
で
あ
ろ
う
。

ま
た
本
書
が
こ
う
し
た
「
他
者
」
性
の
問
題
を
近
代
的
「
学
知
」
と
重

ね
合
わ
せ
て
展
開
さ
れ
る
点
も
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
課
題
を
突
き
付
け

る
。
「
宗
教
」
「
医
療
」
な
ど
を
め
ぐ
る
議
論
の
過
程
で
そ
の
「
学
知
」
と

の
関
係
性
が
検
討
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ

け
、
こ
の
問
題
へ
の
関
心
は
、
必
然
的
に
氏
が
自
ら
の
「
刀
」
と
す
る
「
歴

史
学
」
を
め
ぐ
る
自
己
検
証
へ
至
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
試
論
が
「
考
証

史
学
」
を
め
ぐ
る
第
十
章
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
は
「
ま
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え
が
き
」
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
の
隠
さ
れ
た
真
の
、
王
題
は
、

〈
一
国
思
想
史
学
〉
と
い
う
「
学
知
」
の
成
立
と
そ
れ
へ
の
批
判
に
あ
る

よ
う
に
思
え
る
（
本
来
な
ら
ば
、
本
書
に
収
ま
る
べ
き
と
考
え
る
桂
島
氏
著
「
一

国
思
想
史
学
の
成
立
Ｉ
帝
国
日
本
の
形
成
と
日
本
思
想
史
の
「
発
見
上
は
、

西
川
長
夫
他
編
『
世
紀
転
換
期
の
国
際
秩
序
と
国
民
文
化
の
形
成
』
柏
書
房
、

一
九
九
九
年
に
含
ま
れ
て
い
る
。
合
わ
せ
て
参
考
に
さ
れ
た
い
）
。
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
自
明
視
さ
れ
、
不
問
に
付
さ
れ
て
き
た
く
わ
れ
わ
れ
〉
の
〈
思

想
史
学
〉
が
何
処
に
立
っ
て
い
る
の
か
を
絶
え
ず
検
証
し
つ
つ
、
「
「
他
者
」

と
し
て
の
徳
川
日
本
」
を
語
ろ
う
と
し
た
点
に
、
私
は
本
書
の
最
大
の
問

題
性
を
看
取
し
た
い
と
思
う
。

こ
こ
で
私
が
「
問
題
性
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、
二
つ
の
意
味
が

あ
る
。
一
つ
は
、
本
書
が
き
わ
め
て
刺
激
的
論
争
的
な
方
法
の
書
で
あ
る
、

と
い
う
評
価
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
論
点
の
置
き
所
は
変
容
し
て
い

る
が
、
氏
は
第
一
論
文
集
と
同
様
に
、
思
想
史
研
究
上
に
大
き
な
石
を
投

げ
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
こ
の
評
価
と
表
裏
の
関
係
で
も
あ

る
の
だ
が
、
方
法
論
的
枠
組
み
が
極
め
て
明
確
か
つ
大
な
る
た
め
、
そ
こ

に
配
置
さ
れ
た
対
象
の
意
味
合
い
が
相
対
的
に
倭
化
さ
れ
て
い
る
か
の
観

を
持
つ
場
面
も
あ
る
、
と
い
う
批
判
的
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
国
学
者
の
宇
宙
論
、
神
秩
序
論
を
扱
っ
た
五
・
六
章
は
、
近
代
化
過

程
を
通
じ
た
「
知
」
の
変
容
と
い
う
意
味
合
い
で
は
、
本
書
の
テ
ー
マ
に

収
ま
る
所
以
も
首
肯
で
き
な
い
で
は
な
い
が
、
正
直
な
感
想
を
述
べ
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
旧
著
的
問
題
構
制
の
方
に
配
置
し
た
方
が
良
く
、
本
書
で
は
居

ご
こ
ち
悪
そ
う
な
の
が
気
に
か
か
る
。
つ
ま
り
、
本
書
の
視
座
は
各
章
に

お
い
て
、
原
則
的
に
貫
徹
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
練
り
上

げ
方
に
や
や
精
疎
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
七
・

八
章
的
な
主
題
展
開
の
比
重
を
高
め
る
形
で
の
問
題
構
制
が
な
さ
れ
れ
ば
、

よ
り
本
書
の
意
図
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
は
、
と
も
思
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
妄
言
は
措
く
と
し
て
、
本
書
は
思
想
史
学
、
ま
た
近

代
の
「
学
知
」
に
関
心
を
持
つ
す
べ
て
の
人
々
に
読
ま
れ
る
べ
き
著
作
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
提
起
さ
れ
た
問
題
の
解
決
に
は
、
遙
遠
な
作

業
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
絶
え
ざ
る
方
法
論
的
検
討
を
自
己

に
課
し
つ
つ
、
共
有
で
き
る
場
を
少
し
づ
っ
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
、
今

求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「
十
九
世
紀
」
と
い
う
括
り
か
ら
こ
そ

逸
脱
す
る
も
の
の
、
本
書
で
展
開
さ
れ
た
方
法
論
は
、
昨
今
の
「
戦
争
美

化
」
論
な
ど
の
キ
ナ
臭
い
政
治
状
況
に
対
抗
し
、
そ
の
根
源
を
鋭
利
に
快

る
べ
き
ヒ
ン
ト
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
広
が
り
を

持
つ
思
想
書
で
も
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

（
千
葉
大
学
助
教
授
）
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