
本
稿
の
課
題
は
、
近
代
日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
・
思
想
史
家
で

あ
る
和
辻
哲
郎
が
行
な
っ
た
文
化
史
研
究
が
い
か
に
始
め
ら
れ
た
の

か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
文
化
史
研
究
は
そ
の
多

様
な
研
究
群
の
中
で
も
（
倫
理
学
研
究
と
並
ん
で
）
中
核
と
な
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
大
正
時
代
に
は
既
に
開
始
さ
れ
、
一
九
二
○
’
三

○
年
代
に
は
「
日
本
精
神
史
」
研
究
と
し
て
、
そ
し
て
最
終
的
に
は

「
日
本
倫
理
思
想
史
」
研
究
と
し
て
結
実
す
る
、
日
本
の
文
化
に
関

す
る
浩
職
な
思
想
史
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
本
稿
で
は
特
に
、

そ
の
よ
う
な
和
辻
の
文
化
史
研
究
が
大
正
期
に
お
い
て
開
始
さ
れ
る

際
の
経
緯
や
背
景
、
ま
た
そ
の
方
法
的
枠
組
に
焦
点
を
定
め
て
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
に
参
照
す
る
和
辻
の
テ
ク
ス
ト
と
し

て
は
、
処
女
作
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
る
一
九
一
三
年
か

和
辻
哲
郎
に
お
け
る
日
本
文
化
史
研
究
の
始
ま
り
ｌ
そ
の
視
点
、
方
法
的
態
度
、
実
践
的
意
義
Ｉ

ら
『
古
寺
巡
礼
』
が
刊
行
さ
れ
る
一
九
一
九
年
に
か
け
て
の
、
著
作

お
よ
び
新
聞
や
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
文
・
評
論
を
集
中
的
に
取
り

上
げ
検
討
す
る
。

大
正
期
の
和
辻
は
、
最
初
期
の
著
作
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
や
『
ゼ

エ
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
』
で
の
、
実
存
哲
学
の
源
流
と
目
さ
れ

る
西
欧
の
思
想
家
に
つ
い
て
の
研
究
か
ら
、
彼
の
文
化
史
研
究
の
端

緒
と
も
い
う
べ
き
『
古
寺
巡
礼
』
へ
、
と
い
う
多
く
の
論
者
に
よ
っ

て
「
日
本
回
帰
」
と
名
指
さ
れ
る
転
換
の
時
期
に
あ
っ
た
。
ま
ず
は

こ
の
回
帰
の
経
緯
と
背
景
を
辿
り
直
す
こ
と
に
お
い
て
、
和
辻
の
文

化
史
研
究
が
大
正
期
に
お
い
て
い
か
に
、
そ
し
て
な
ぜ
始
め
ら
れ
た

の
か
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

文
化
史
研
究
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
「
文
化
」
に
つ
い
て
の
歴
史

飯
嶋
裕
治
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一
九
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
和
辻
哲
郎
の
処
女
作
『
ニ
イ
チ
ェ
研

究
』
は
、
日
本
に
お
い
て
、
そ
し
て
世
界
的
に
み
て
も
ほ
と
ん
ど
最

初
と
言
え
る
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
総
体
と
し
て
系
統
だ
て
整
理
し

よ
う
と
し
た
書
物
だ
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
際
和
辻
は
、
ニ
ー
チ
ェ
自

身
が
生
き
た
ド
イ
ツ
の
社
会
的
・
文
化
的
・
政
治
的
な
状
況
や
文
脈

を
捨
象
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
た
だ
純
粋
に
思
想
と
し
て
取
り

出
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
姿
勢
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を

自
分
の
側
に
引
き
寄
せ
て
、
そ
こ
に
自
分
の
問
題
を
読
み
込
み
つ
つ

語
る
と
い
う
態
度
に
も
繋
が
っ
て
お
り
、
そ
の
「
自
序
」
で
「
こ
の

研
究
に
現
わ
れ
た
ニ
イ
チ
ェ
は
厳
密
に
自
分
の
ニ
イ
チ
ェ
で
あ
る
。

的
な
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
文
化
な
る
も
の
が
当
時
の
和
辻
に
と
っ

て
殊
更
に
問
題
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
主
に

二
つ
の
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
当
時
の

知
識
エ
リ
ー
ト
層
の
青
年
た
ち
が
共
有
し
た
知
的
モ
ー
ド
と
し
て
の

●
●
●
●
●
●
●
●

教
養
主
義
・
人
格
主
義
に
お
い
て
、
教
養
と
し
て
の
文
化
が
主
題
化

●
●
●
●
●

さ
れ
た
と
い
う
時
代
的
背
景
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
人
間
の
生
活

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

の
枠
組
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
の
文
化
と
い
う
視
点
が
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
以
後
の
和
辻
に
生
じ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず

は
こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
順
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

１
教
養
と
し
て
の
文
化

自
分
は
ニ
イ
チ
ェ
に
よ
り
ニ
イ
チ
ェ
を
通
じ
て
自
己
を
表
現
し
よ
う

（
１
）

と
し
た
」
官
巴
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
自
身
が
自
ら
の
こ
の

読
み
込
み
に
関
し
て
か
な
り
自
覚
的
で
さ
え
あ
っ
た
。

で
は
当
時
の
和
辻
が
ニ
ー
チ
ェ
に
読
み
込
ん
だ
自
分
の
問
題
と
は

何
か
。
ｌ
そ
れ
は
、
自
己
・
自
我
の
確
立
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
を
い

か
に
調
停
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
限
ら
ず
、
当

時
の
知
識
青
年
の
間
で
共
有
さ
れ
た
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
近

代
的
自
我
」
に
目
覚
め
た
青
年
た
ち
は
、
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
エ
ゴ

イ
ズ
ム
の
問
題
に
澳
悩
し
て
い
た
。
例
え
ば
彼
ら
が
夏
目
漱
石
を
愛

読
す
る
の
に
は
（
１
１
和
辻
も
ま
た
漱
石
の
熱
烈
な
信
奉
者
だ
っ
た
）
、
彼

の
著
作
と
そ
の
人
格
に
こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
問
題
の
克
服
の
可
能
性
を

見
い
だ
そ
う
と
し
て
、
と
い
う
動
機
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

自
我
・
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
し
か
し
直
ち
に
単
な
る
個
人
の

自
己
主
張
と
な
っ
て
し
ま
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
繋
が
ら
な
い
よ
う
な
道

を
探
る
べ
く
、
当
時
の
知
識
青
年
た
ち
は
夏
目
漱
石
や
西
田
幾
多
郎

と
い
っ
た
人
物
の
著
作
に
触
れ
、
そ
の
「
人
格
」
を
理
想
化
し
た
。

そ
し
て
和
辻
は
、
こ
の
理
想
的
な
人
格
を
備
え
た
人
物
の
リ
ス
ト
に

「
ニ
イ
チ
ェ
」
を
付
け
加
え
る
。

し
か
し
「
往
年
ニ
イ
チ
ェ
が
初
め
て
日
本
の
思
想
界
に
紹
介
せ
ら

れ
た
時
に
は
、
彼
は
浮
薄
な
主
我
主
義
者
、
野
卑
な
本
能
論
者
と
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
罵
声
を
浴
び
せ
ら
れ
た
」
［
屍
］
と
和
辻
自
身
が
述
べ

て
い
る
よ
う
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
当
時
ま
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
ま

11〕 和辻哲郎における日本文化史研究の始まり



さ
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
肯
定
す
る
思
想
を
吹
聴
し
た
人
物
と
し
て
捉
え

（
２
）

ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
和
辻
は
、
こ
う
し
た
評
価
を
百
八
十
度
逆
転

さ
せ
る
べ
く
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

単
な
る
意
志
肯
定
は
主
我
主
義
に
陥
り
、
人
生
の
偉
大
と
強
烈

と
を
現
わ
し
得
な
い
が
、
ニ
イ
チ
ェ
の
権
力
意
志
の
ご
と
き
超

個
人
的
肯
定
は
実
は
一
層
高
い
人
生
を
可
能
な
ら
し
め
る
意
志

否
定
な
の
で
あ
る
。
［
屍
］

和
辻
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
実
は
個
人
の
主
我
主
義
（
エ
ゴ

イ
ズ
ム
）
を
乗
り
越
え
る
よ
う
な
「
一
層
高
い
人
生
」
を
求
め
た
人

物
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
主
我
主
義
者
で
は
な
い
ニ
イ
チ
ェ

像
へ
と
い
う
評
価
の
転
換
戦
略
は
、
近
代
的
自
我
に
目
覚
め
た
和
辻

自
身
を
含
む
青
年
た
ち
自
身
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
克
服
の
過
程
に
重
ね

合
わ
さ
れ
る
。
い
う
な
れ
ば
和
辻
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
肯
定
し
た
と

誤
解
さ
れ
て
き
た
「
ニ
イ
チ
ェ
」
と
い
う
人
物
の
、
そ
の
理
想
と
す

べ
き
（
実
際
に
は
理
想
化
さ
れ
た
）
「
人
格
」
に
仮
託
し
て
、
自
己
肯
定

の
論
理
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
ニ
ー
チ
ェ
研
究
譜
に
お
い
て

先
駆
的
業
績
と
さ
れ
る
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
が
、
こ
の
よ
う
な
「
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
克
服
」
と
い
う
彼
自
身
の
同
時
代
的
な
問
題
関
心
に
引

き
付
け
ら
れ
つ
つ
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
確
認
し
て
お
い
て

よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
検
討
す
べ
き
な
の
は
そ
の
自
己
肯
定
の
論
理
の
内
実

に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
辻
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
克
服
を
い

か
に
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
一
九
一
五
年
に
刊
行
さ

れ
た
「
ゼ
エ
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
』
の
「
自
序
」
で
も
、
彼
は

（
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
と
同
様
）
か
な
り
自
覚
的
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

思
想
の
内
に
「
自
分
の
問
題
」
を
透
か
し
見
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ

れ
は
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
［
匡
邑
と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え

返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
答
え
と
し
て
、
「
私
の
努
力
は
そ
れ
Ｔ

主
我
欲
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
苦
悶
、
煩
い
な
ど
］
と
徹
底
的
に
戦
っ
て
自

己
の
生
活
を
築
く
に
あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
自
己
鍛
練
」

や
「
自
己
鞭
控
」
に
励
ん
で
「
成
長
」
を
促
し
、
自
己
を
培
わ
ね
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
［
匡
邑
。
つ
ま
り
、
欲
望
に
抗
し
て
自
己
を

培
い
向
上
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
へ
の
回

答
と
な
り
指
針
と
な
る
。

（
３
）

こ
の
こ
と
は
一
九
一
七
年
発
表
の
「
総
て
の
芽
を
培
へ
」
で
、
さ

ら
に
明
確
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

で
、
青
春
の
時
期
に
最
も
努
べ
き
こ
と
は
、
日
常
生
活
に
自

然
に
存
在
し
て
い
る
の
で
な
い
い
ろ
い
ろ
な
刺
激
を
自
分
に
与

え
て
、
内
に
萌
え
い
で
た
精
神
的
な
芽
を
培
養
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
所
に
集
ま
っ
て
来
る
の
で
す
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
一
般
教
養
」
の
意
味
で
す
。
数
千
年
来

人
類
が
築
い
て
来
た
多
く
の
精
神
的
な
宝
ｌ
芸
術
、
哲
学
、

宗
教
、
歴
史
ｌ
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
教
養
す
る
、
そ
こ
に
一

切
の
芽
の
培
養
が
あ
り
ま
す
。
言
畠
星
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自
己
を
培
う
に
は
「
教
養
」
を
身
に
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

し
て
こ
の
教
養
は
、
世
界
中
の
、
そ
し
て
歴
史
上
の
あ
ら
ゆ
る
精
神

文
化
の
所
産
を
自
ら
の
内
に
摂
取
す
る
こ
と
を
通
じ
て
育
ま
れ
る
。

こ
の
一
節
は
当
時
の
知
識
青
年
た
ち
の
一
動
向
で
あ
っ
た
教
養
主
義

の
見
事
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
和
辻
は

さ
ら
に
こ
う
述
べ
る
。

こ
の
「
教
養
」
と
は
さ
ま
ざ
ま
の
精
神
的
の
芽
を
培
養
す
る
こ

と
で
す
。
：
：
：
い
か
に
多
く
知
識
を
取
り
入
れ
て
も
、
そ
れ
が

心
の
問
題
と
ぴ
っ
た
り
あ
っ
て
い
る
の
で
な
く
て
は
、
自
己
を

培
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
た
だ
血
肉
に
食
い
入
る
体

験
を
さ
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
や
が
て
人
格
の
教
養
に
な

り
ま
す
。
言
畠
巴

教
養
を
身
に
付
け
自
己
を
培
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
格
」
を
向
上
さ

せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
教
養
主
義
と
人
格
主
義
と
は
密
接
な
連
関

の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
教
養
を
育
む
培

養
と
し
て
「
文
化
」
（
人
類
の
精
神
的
な
宝
）
と
い
う
媒
介
に
重
大
な

役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
和
辻
の
文
化
史
研
究
が
開
始
さ

れ
る
一
つ
の
背
景
と
し
て
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
た
だ
自
己
の
人
格
が
向
上
す
る
の
み
で
は
エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
克
服
は
完
了
し
な
い
。
培
わ
れ
た
人
格
の
偉
大
さ
は
、
「
人
類

の
救
済
」
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
新
聞
時
評
「
既

（
４
）

に
一
転
機
、
到
れ
り
」
で
は
、
和
辻
は
再
び
ヨ
イ
チ
ェ
」
に
言
及

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
Ｔ
ニ
イ
チ
ェ
］
は
そ
の
病
苦
の
多
い
、
死
ぬ
ほ
う
が
遥
か
に

楽
で
あ
る
生
活
を
、
た
だ
人
類
に
対
す
る
任
務
の
た
め
に
苦
し

み
通
し
た
。
：
：
：
彼
は
た
だ
人
間
の
「
自
己
」
の
内
奥
か
ら
最

も
強
剛
な
、
真
実
の
道
徳
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類

の
救
済
を
企
て
た
の
で
あ
っ
た
。
雨
匡
邑

こ
こ
で
は
、
そ
の
自
己
の
偉
大
さ
に
お
い
て
人
類
の
救
済
と
い
う
苦

難
を
一
身
に
引
き
受
け
た
、
と
い
う
多
分
に
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
が
加
味
さ

れ
た
ニ
ー
チ
ェ
像
が
語
ら
れ
て
い
る
（
Ｉ
こ
う
し
た
人
類
の
救
済
と
い

う
当
為
は
当
時
の
和
辻
に
お
い
て
、
実
に
真
塾
な
情
熱
で
、
し
か
し
そ
の
た
め

の
具
体
的
方
策
が
閑
却
さ
れ
た
ま
ま
の
抽
象
的
な
情
熱
で
も
っ
て
、
繰
り
返
し

語
り
出
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
う
し
て
自
己
の
人
格
の
向
上
は
、
人
類
全

体
の
救
済
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
全
面
的
に
肯
定
さ
れ

る
に
い
た
る
。
つ
ま
り
和
辻
に
お
け
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
は
、
教

養
・
人
格
主
義
と
い
う
立
場
か
ら
人
類
の
救
済
が
目
指
さ
れ
る
と
い

う
構
図
に
お
い
て
さ
し
あ
た
り
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

前
節
で
は
、
人
格
の
向
上
の
た
め
に
享
受
さ
れ
る
べ
き
教
養
と
し

て
「
文
化
」
が
主
題
化
さ
れ
て
く
る
経
緯
を
確
認
し
た
が
、
和
辻
に

と
っ
て
文
化
と
は
、
さ
し
あ
た
り
芸
術
作
品
が
そ
の
典
型
に
な
る
。

２
生
に
統
一
を
与
え
る
枠
組
と
し
て
の
文
化
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そ
こ
で
続
い
て
は
、
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
で
の
芸
術
論
を
確
認
し
、

そ
れ
が
人
間
の
生
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

和
辻
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解
で
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
は
、

西
洋
の
伝
統
的
な
哲
学
に
お
い
て
何
ら
か
の
か
た
ち
で
想
定
さ
れ
て

き
た
よ
う
な
、
不
変
の
超
歴
史
的
な
本
質
や
実
在
（
例
え
ば
、
プ
ラ
ト

ン
哲
学
の
イ
デ
ア
な
ど
が
そ
の
典
型
）
を
拒
否
し
、
真
に
実
在
す
る
の
は

絶
え
ず
流
動
し
て
や
ま
な
い
人
間
の
「
生
」
で
あ
る
と
す
る
根
本
的

な
発
想
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
を
理
解
す

る
和
辻
か
ら
す
れ
ば
、
言
語
や
知
識
、
道
徳
や
宗
教
、
芸
術
な
ど
と

い
っ
た
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
な
表
現
は
、
流
動
す
る
生
を
あ
え

て
図
式
化
・
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
窓
意
的
な

虚
構
・
仮
象
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
仮
象
と
し
て
の
文
化
的
表
現
に
も
そ
れ
な
り

の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
て
は
い
る
。
す
な
わ
ち
「
深
潭
の
ご
と
き

現
実
に
対
し
て
こ
れ
を
抽
象
し
単
化
し
概
括
し
、
生
を
無
限
の
分
裂

よ
り
救
い
、
創
造
の
活
動
を
強
烈
な
ら
し
め
る
」
官
邑
こ
と
に
よ

っ
て
、
様
々
な
文
化
的
表
現
は
、
絶
え
ず
流
動
す
る
人
間
の
生
に
あ

る
一
定
の
枠
組
や
方
向
性
を
与
え
、
そ
の
生
を
さ
ら
に
発
展
・
展
開

さ
せ
る
地
盤
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
の
流

動
を
固
定
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
文
化
的
表
現
は
、
そ
の
生
に
（
暫

定
的
に
で
は
あ
る
が
）
あ
る
統
一
性
を
与
え
る
こ
と
で
、
逆
に
生
の
流

動
の
さ
ら
な
る
促
進
に
役
立
ち
う
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
考

え
方
は
、
先
に
確
認
し
た
、
文
化
的
教
養
の
摂
取
に
よ
っ
て
人
格
を

陶
冶
す
る
と
い
う
教
養
・
人
格
主
義
の
立
場
と
も
両
立
可
能
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
流
動
す
る
生
と
文
化
的
表
現
と
の
相
互
補
完
的
な

関
係
は
、
特
に
「
芸
術
」
に
お
い
て
理
想
的
に
実
現
さ
れ
る
と
和
辻

は
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
芸
術
的
な
表
現
と
知
識
や
道
徳
と
の
相

違
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

、
、

知
識
や
道
徳
の
特
性
た
る
凝
固
は
、
言
わ
ば
毒
薬
の
ご
と
き
も

の
で
あ
っ
て
、
量
を
過
ご
す
時
に
必
ず
有
害
な
反
応
を
呈
す
る

、
、

が
、
芸
術
は
凝
固
を
特
性
と
す
る
も
の
で
な
く
む
し
ろ
流
動
的

に
生
を
刺
激
す
る
。
［
匡
邑

こ
こ
か
ら
は
芸
術
の
生
の
表
現
と
し
て
の
特
権
的
性
格
が
窺
わ
れ
る
。

知
識
や
道
徳
と
い
う
表
現
は
、
凝
固
に
よ
っ
て
生
を
整
斉
し
、
そ
れ

に
統
一
を
与
え
る
が
、
そ
の
凝
固
が
破
壊
さ
れ
ず
堆
積
し
て
し
ま
う

こ
と
で
逆
に
生
の
発
展
を
束
縛
し
停
滞
さ
せ
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
芸
術
の
表
現
は
生
を
束
縛
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
さ
ら

に
流
動
的
に
す
る
と
さ
れ
る
。

和
辻
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
芸
術
の
特
性
を
ア
ポ
ロ
と
デ
ィ
オ
ニ

ュ
ソ
ス
と
の
関
係
か
ら
も
説
明
す
る
。
人
々
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の

祭
り
の
音
楽
と
舞
踏
の
な
か
で
「
主
体
も
差
別
も
な
き
流
動
の
生
と

し
て
」
［
届
邑
忘
我
・
陶
酔
の
状
態
へ
と
到
り
、
生
と
直
接
に
一

体
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
の
酔
歓
」
は
、
さ
ら
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に
「
ア
ポ
ロ
的
の
幻
影
す
な
わ
ち
人
の
知
識
を
利
用
し
て
自
ら
を
客

観
化
し
、
一
層
豊
富
強
烈
な
表
現
と
な
っ
た
」
［
届
邑
。
つ
ま
り
芸

術
と
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
流
動
す
る
生
を
内
容
と
し
、
そ
れ

を
ア
ポ
ロ
的
な
象
徴
の
形
式
に
よ
っ
て
表
現
へ
と
も
た
ら
し
た
も
の

な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
」
流
動
と
「
ア
ポ
ロ
的
」
表
現

と
の
芸
術
に
お
け
る
輝
か
し
い
結
合
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
ギ
リ
シ
ア
悲

劇
に
お
い
て
見
い
だ
し
た
と
さ
れ
る
。
「
こ
こ
に
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
が

ア
ポ
ロ
の
象
徴
に
よ
っ
て
自
ら
を
語
ろ
う
と
す
る
「
悲
劇
」
が
生
ま
れ

出
た
」
［
届
邑
。
そ
う
し
て
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
よ
り
少
し
後
に
和

辻
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
倣
い
つ
つ
、
か
く
な
る
結
合
の
芸
術
を
「
日
本

古
代
文
化
」
に
お
い
て
発
見
す
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
検
討

へ
移
る
前
に
、
人
間
の
生
に
統
一
を
与
え
る
枠
組
と
し
て
の
「
文
化
」

の
側
面
に
つ
い
て
も
う
少
し
だ
け
補
足
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
ま
ま
で
は
ま
と
ま
り
を
欠
く
、
絶
え
ず
流
動
す
る
人
間
の
生

が
、
様
々
な
文
化
的
表
現
（
例
え
ば
、
言
語
、
知
識
、
道
徳
、
宗
教
、
芸

術
な
ど
）
に
よ
っ
て
あ
る
枠
組
を
付
与
さ
れ
、
何
ら
か
の
統
一
性
を

も
ち
う
る
こ
と
は
、
「
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
段
階
で
も
す
で
に
認
め

ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
、
文
化
的
表
現
が
生
の
発
展
や
向

上
に
役
に
立
つ
と
い
う
有
用
性
が
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

そ
う
し
た
文
化
的
表
現
自
身
の
探
究
に
和
辻
を
赴
か
せ
る
ま
で
に
は
、

そ
の
意
義
が
積
極
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
文
化
史
研

究
が
開
始
さ
れ
る
に
い
た
る
に
は
、
さ
ら
に
、
文
化
的
表
現
そ
れ
自

身
の
価
値
が
彼
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
５
）

一
九
一
七
年
発
表
の
「
懐
疑
と
信
仰
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
和
辻

は
、
自
分
も
含
む
当
時
の
青
年
た
ち
が
抱
い
て
き
た
「
あ
ら
ゆ
る
権

威
に
対
す
る
懐
疑
」
言
》
Ｓ
巴
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
権
威
が
な

ぜ
懐
疑
さ
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
「
流
動
で
あ
る
べ
き
生
の
内
に
流

動
を
妨
げ
る
凝
固
物
を
見
た
か
ら
で
あ
る
」
言
準
」
邑
。
つ
ま
り
懐

疑
と
は
、
凝
固
し
た
表
現
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

、
、

て
生
の
「
新
し
い
よ
り
強
い
統
一
」
言
邑
畠
を
実
現
す
る
た
め
に

こ
そ
な
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
言
う
懐
疑
と
は
、
先
の
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
で
の
認
識
論
的
立
場
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
く
る
、
実
践
的

態
度
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
認
識
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

生
の
流
動
を
停
滞
さ
せ
る
様
々
な
因
襲
を
「
懐
疑
」
に
よ
っ
て
破
壊

し
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
が
、
生
の
発
展
の
た
め
に
な
さ
れ
る
べ
き
具

体
的
な
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』

か
ら
数
年
を
経
た
こ
の
時
期
の
和
辻
に
は
、
そ
の
「
行
き
過
ぎ
た
懐

疑
」
言
苣
巳
へ
の
反
省
が
起
こ
っ
て
く
る
。

我
々
の
時
代
の
最
も
は
な
は
だ
し
い
病
弊
は
種
々
の
形
に
現
わ

れ
た
「
実
を
結
ば
ぬ
懐
疑
」
で
あ
る
。
民
衆
は
ど
こ
に
そ
の
生

の
意
義
を
見
い
だ
す
べ
き
か
に
惑
う
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
を

導
く
べ
き
権
威
は
す
で
に
倒
さ
れ
て
た
だ
形
骸
を
残
す
の
み
で

あ
る
。
［
弓
邑
二
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
病
弊
に
対
処
す
る
た
め
に
こ
そ
、
「
偶
像
再
興
」

（
６
）

と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
浮
上
し
て
く
る
。

（
７
）

一
九
一
八
年
刊
の
『
偶
像
再
興
』
の
「
序
言
」
に
お
い
て
和
辻
は
、

こ
れ
ま
で
「
権
威
」
や
「
道
徳
」
と
い
っ
た
偶
像
を
闇
雲
に
懐
疑
し

破
壊
し
て
き
た
が
、
そ
の
末
に
「
虚
無
の
淵
」
言
率
邑
へ
い
た
っ

て
し
ま
っ
た
と
述
懐
す
る
。
そ
れ
で
は
、
行
き
過
ぎ
れ
ば
ア
ノ
ミ
ー

に
行
き
着
く
し
か
な
い
懐
疑
や
破
壊
か
ら
、
こ
こ
で
の
和
辻
は
ど
の

よ
う
に
態
度
を
変
更
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
序
言
」
で
の

次
の
よ
う
な
発
言
に
注
目
し
た
い
・

偶
像
が
破
壊
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
象
徴

的
の
効
用
を
失
っ
て
硬
化
す
る
ゆ
え
で
あ
る
。
：
：
：
け
れ
ど
も

こ
の
硬
化
は
、
偶
像
そ
の
も
の
に
お
い
て
起
こ
る
現
象
で
は
な

く
、
偶
像
を
持
つ
者
の
心
に
起
こ
る
現
象
で
あ
る
。
彼
ら
に
と

っ
て
偶
像
は
破
壊
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
し
偶
像
そ

の
も
の
は
依
然
と
し
て
そ
の
象
徴
的
生
命
を
失
わ
な
い
。
言
竺

こ
こ
で
言
う
「
偶
像
」
と
は
、
本
稿
で
言
う
文
化
的
表
現
と
し
て
読

み
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
偶
像
・
表
現
が
絶
え
ず
創
造
さ
れ

破
壊
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
ニ
イ
チ
ェ
」
的
懐
疑
か
ら

す
れ
ば
、
そ
れ
が
固
定
化
す
る
こ
と
で
流
動
す
る
生
を
停
滞
さ
せ
て

し
ま
う
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
『
偶
像
再
興
』
の
段
階
で
は
、

「
硬
化
」
と
い
う
現
象
は
偶
像
・
表
現
を
持
つ
人
間
の
心
の
あ
り
方

の
問
題
で
あ
っ
て
、
偶
像
・
表
現
自
身
は
流
動
す
る
生
を
象
徴
し
続

以
上
で
は
、
教
養
・
人
格
主
義
に
お
い
て
教
養
と
し
て
の
文
化
が

主
題
化
さ
れ
、
ま
た
人
間
の
生
に
統
一
を
与
え
る
文
化
的
表
現
の
、

そ
れ
自
身
の
価
値
が
承
認
さ
れ
る
経
緯
を
確
認
し
て
き
た
が
、
こ
れ

ら
を
背
景
と
し
て
和
辻
の
文
化
史
研
究
が
ど
の
よ
う
に
始
め
ら
れ
て

い
た
の
か
を
次
に
検
討
し
よ
う
。

け
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和
辻
は
こ
こ
で
偶
像
・
文
化

的
表
現
そ
れ
自
身
の
価
値
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

の
地
点
か
ら
は
、
偶
像
は
「
生
命
の
流
動
に
統
一
あ
る
力
強
さ
を
与

え
る
べ
く
、
ま
た
生
命
の
発
育
を
健
や
か
な
豊
満
と
美
と
に
導
く
べ

く
、
生
活
に
と
っ
て
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
任
務
を
有
す
る
」
言
竺

と
し
て
、
そ
の
意
義
が
よ
り
積
極
的
に
語
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

そ
れ
自
身
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
と
な
っ
た
偶
像
・
文
化
的
表

現
は
、
い
ま
や
そ
れ
自
身
と
し
て
存
続
す
べ
き
も
の
と
な
る
が
、
そ

れ
は
特
に
「
美
の
ゆ
え
に
礼
拝
せ
ら
る
べ
き
芸
術
品
」
言
烏
］
と

し
て
見
い
だ
さ
れ
る
。
和
辻
は
そ
れ
を
ま
ず
、
日
本
の
古
代
文
化
に

発
見
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
生
の
統
一
を
保
証
す
る
偶
像
・
表

現
は
、
現
存
す
る
過
去
の
文
化
産
物
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
、

人
間
の
生
の
そ
の
つ
ど
の
枠
組
と
な
っ
て
き
た
共
同
体
の
文
化
的
伝

統
と
し
て
把
握
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

３
日
本
の
文
化
史
研
究
の
始
ま
り
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先
に
も
言
及
し
た
『
ゼ
エ
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ヶ
ゴ
オ
ル
』
の
「
自
序
」

の
、
そ
の
後
半
部
で
和
辻
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

私
は
近
ご
ろ
ほ
ど
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
痛
切
に
意
識

し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
す
べ
て
世
界
的
に
な
っ
て
い
る
永

遠
の
偉
人
が
、
お
の
お
の
そ
の
民
族
の
特
質
を
最
も
好
く
活
か

し
て
い
る
事
実
に
、
私
は
一
種
の
驚
異
の
情
を
も
っ
て
思
い
至

っ
た
。
最
も
特
殊
な
も
の
が
真
に
普
遍
的
に
な
る
。
そ
う
で
な

い
世
界
人
は
抽
象
で
あ
る
。
…
．
．
’
し
か
も
私
は
真
に
日
本

的
な
も
の
を
予
感
す
る
の
み
で
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら

な
い
。
私
は
我
々
の
眼
前
に
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
と
信
じ
た

く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
は
悪
し
き
西
洋
文
明
と
貧
弱
な
日
本
文

明
と
の
混
血
児
が
最
も
栄
え
つ
つ
あ
る
の
を
見
て
い
る
の
だ
か

ら
。
ｌ
し
か
し
私
は
西
洋
文
明
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

真
に
日
本
的
な
も
の
が
現
れ
る
と
は
信
じ
な
い
。
偉
大
な
西
洋

文
明
を
真
髄
ま
で
吸
収
し
尽
く
し
た
後
に
、
初
め
て
真
に
高
貴

な
日
本
的
が
そ
の
内
に
現
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

［
］
卵
吟
］
一
］

こ
の
引
用
の
直
前
で
和
辻
は
、
自
ら
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
解
釈
が
窓
意

的
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
反
省
は
、
自
分
の
解
釈
の
窓
意
性
の
一
因
が
「
自
分
が
日
本

人
で
あ
る
こ
と
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
自
覚
さ
せ
る
に
い
た
っ

て
い
る
。
大
正
期
の
和
辻
の
教
養
・
人
格
主
義
が
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

（
８
）

ズ
ム
に
基
づ
く
と
い
う
指
摘
が
一
方
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
に

「
最
も
特
殊
な
も
の
が
真
に
普
遍
的
に
な
る
」
と
あ
る
よ
う
、
和
辻

は
単
純
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
志
向
し
て
い
た
の
で
は
な
い
・

こ
こ
で
の
和
辻
は
、
単
に
抽
象
的
な
世
界
人
と
い
う
理
念
を
捨
て
、

具
体
的
な
民
族
の
特
殊
性
の
自
覚
に
お
け
る
、
そ
の
具
体
の
徹
底
を

通
じ
て
の
普
遍
へ
の
道
を
探
ろ
う
と
し
始
め
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
、
「
日
本
」
民
族
の
特
殊
性
（
そ
れ
は
「
日
本

的
な
も
の
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
）
の
探
究
の
始
ま
り
が
予
告
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
こ
の
時
点
で
は
、
そ
の
「
日
本
的
な
も
の
」
が
具
体
的

に
何
で
あ
る
の
か
は
い
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
て
お
ら
ず
、
和
辻
に
は

と
も
か
く
も
そ
れ
が
「
予
感
」
さ
れ
る
と
い
う
形
で
お
ぼ
ろ
げ
に
先

取
り
さ
れ
了
解
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
予
感
は
、

日
本
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
先
行
了
解
が
明
瞭
で
は
な
い
が
と
に
か

く
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
記
述
や
把
握
に
取
り
組
む
、

と
い
う
「
日
本
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
っ
て
の
解
釈
学
の
遂
行
が
以
後

の
中
心
的
な
課
題
に
な
る
こ
と
を
陰
に
告
知
し
て
い
る
。

た
だ
し
和
辻
は
そ
の
解
釈
学
の
遂
行
に
お
い
て
「
西
洋
文
明
」
を

排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
十
全
に
摂
取
す
る
こ
と
で
、

初
め
て
真
に
高
貴
な
「
日
本
的
な
も
の
」
が
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
ま
さ
に
教
養
主
義
的
な
言
辞
を
（
現
代
の
日
本
へ
の
批
判
も
込
め

つ
つ
）
述
べ
て
お
り
、
そ
の
た
め
こ
の
「
日
本
的
な
も
の
」
の
解
釈

学
は
、
「
西
洋
」
と
予
感
さ
れ
る
「
日
本
」
と
の
対
比
図
式
の
も
と
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で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
そ
の
両
者

の
止
揚
が
目
指
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
）
。
た
だ
こ
の
「
対
比
」
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
次
節
で
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、

先
述
し
た
「
日
本
的
な
も
の
」
が
和
辻
に
お
い
て
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
に
し
て
「
発
見
」
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
こ

誼
ヘ
ノ
○

そ
の
発
見
の
経
緯
は
、
一
九
一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
日
本

（
９
）

の
文
化
に
つ
い
て
ｌ
「
偶
像
礼
賛
」
序
論
」
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
は
、
イ
ン
ド
ー
中
国
ｌ
日
本
の
間
で
の
仏
教
文
化
の
交
流
が

語
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
仏
教
の
受
容
が
日
本
文
化
に
与
え
た
イ

ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
を
確
認
し
つ
つ
、
仏
教
文
化
の
摂
取
を
契
機
と

し
て
展
開
す
る
、
上
代
か
ら
現
代
に
到
る
ま
で
の
日
本
文
化
史
の
全

体
的
な
見
取
り
図
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
こ

そ
が
和
辻
の
文
化
史
研
究
の
本
格
的
な
開
始
を
告
げ
る
論
文
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

和
辻
は
そ
の
見
取
り
図
に
お
い
て
、
文
化
史
は
「
三
段
の
推
移
」

に
お
い
て
展
開
す
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
文
化
は
、
精
神
の
「
偉
大

な
緊
張
」
か
ら
、
そ
の
「
弛
緩
」
、
そ
し
て
そ
の
高
揚
の
喪
失
に
よ

る
「
頽
廃
」
へ
と
三
段
階
に
推
移
し
展
開
す
る
。
日
本
の
文
化
史
研

究
に
お
い
て
遡
り
得
る
始
原
は
、
仏
教
伝
来
以
前
の
「
自
然
人
」
の

時
代
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
血
の
歓
喜
に
酔
っ
た
よ
う
な
「
デ
ィ
オ
ニ

ゾ
ス
的
」
な
力
強
さ
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
な

が
ら
も
、
宗
教
（
仏
教
）
と
芸
術
を
一
体
化
し
た
「
霊
肉
未
分
の
世
界
」

を
作
り
上
げ
た
の
が
、
六
世
紀
の
仏
教
伝
来
を
受
け
て
の
推
古
・
白

鳳
・
天
平
時
代
の
文
化
で
あ
り
、
日
本
文
化
の
最
初
の
偉
大
な
緊
張

が
こ
こ
に
興
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
頂
上
は
ど
う
し
て
も
推
古
か

ら
白
鳳
ま
で
で
あ
っ
て
、
密
教
興
隆
の
時
代
が
そ
れ
に
次
い
で
い
る
」

冒
》
冒
］
と
し
て
、
平
安
時
代
後
期
に
は
頽
廃
が
極
ま
れ
る
と
い
う
。

し
か
し
こ
の
頽
廃
の
平
安
時
代
に
次
ぐ
鎌
倉
時
代
は
第
二
の
頂
上
で

あ
る
と
さ
れ
、
こ
こ
で
二
段
の
推
移
は
循
環
す
る
こ
と
に
な
る
。
和

辻
は
こ
の
時
期
の
禅
宗
の
受
容
に
着
目
し
て
、
偉
大
な
緊
張
が
鎌
倉

仏
教
に
お
い
て
復
興
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
緊
張
は
、

再
び
三
段
の
推
移
を
経
て
、
徳
川
時
代
後
半
の
頽
廃
ま
で
下
っ
て
行

っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
見
取
り
図
を
提
示
し
た
上
で
、
和
辻
は
自
分
が
「
仏
教

渡
来
前
後
三
、
四
世
紀
の
間
の
日
本
文
化
に
「
日
本
的
な
る
も
の
」
に

ひ
ど
く
捕
え
ら
れ
て
い
る
」
雨
匡
邑
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
既
に

予
感
さ
れ
て
い
た
こ
の
「
日
本
的
な
る
も
の
」
が
こ
こ
で
は
、
仏
教

伝
来
以
前
の
上
代
人
の
、
心
性
と
し
て
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ゾ
ス
的
」
な
自

然
性
と
、
そ
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ゾ
ス
的
歓
喜
を
芸
術
的
感
激
に
よ
っ
て

獲
得
し
た
」
雨
巨
星
推
古
・
白
鳳
・
天
平
時
代
の
仏
教
芸
術
と
し

て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
推
古
・
白
鳳
・
天
平
の
仏
教

芸
術
は
、
上
代
人
の
自
然
性
が
仏
教
を
介
し
て
芸
術
的
表
現
に
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
上
代
人
の
自
然
性
に
関
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し
て
は
、
「
古
代
日
本
人
は
ヘ
ブ
ラ
イ
人
や
ギ
リ
シ
ア
人
の
よ
う
な

文
化
を
持
っ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
特
質
に
お
い
て
は
、
す

こ
ぶ
る
相
通
ず
る
所
が
あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
両
者
は
「
自
然
児
の

生
活
」
を
送
っ
て
い
た
こ
と
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
さ
れ
る

百
《
旨
］
。
古
代
の
日
本
人
が
ギ
リ
シ
ア
人
と
の
共
通
性
か
ら
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
、
和
辻
は
こ
こ
で
確
実
に

ニ
ー
チ
ェ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
」
的
流
動
舌
代
人

の
自
然
性
）
と
「
ア
ポ
ロ
」
的
表
現
（
伝
来
し
た
仏
教
）
と
の
芸
術
に
お

け
る
輝
か
し
い
結
合
を
、
日
本
の
古
代
仏
教
文
化
に
見
い
だ
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
こ
の
推
古
・
白
鳳
・
天
平
時
代
の
仏
教
に
関
わ
る
「
偉

大
な
彫
刻
と
建
築
」
官
匡
邑
と
し
て
形
作
ら
れ
た
文
化
的
表
現
に（皿）

触
れ
た
こ
と
が
、
和
辻
の
日
本
文
化
史
研
究
の
直
接
の
発
端
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
和
辻
の
日
本
の
文
化
史
研
究
は
ま
ず
、
そ
の

興
味
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
奈
良
の
仏
像
・
寺
院
が
造
ら
れ
た
時
代

で
あ
る
推
古
・
白
鳳
・
天
平
の
文
化
研
究
と
し
て
開
始
さ
れ
、
一
九

一
九
年
刊
行
の
『
古
寺
巡
礼
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
一
九
二
○
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
古
代
文
化
』
で
は
、
古
代
の

神
話
や
歌
謡
、
仏
教
芸
術
な
ど
の
内
在
的
な
理
解
を
通
じ
て
、
日
本

の
古
代
文
化
を
総
体
と
し
て
再
現
す
べ
く
試
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
う

し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
著
作
に
よ
っ
て
、
和
辻
は
日
本
の
文
化
史
研
究

者
と
し
て
の
本
格
的
な
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

ブ
（
句
０

前
節
ま
で
で
は
、
和
辻
の
日
本
の
文
化
史
研
究
が
開
始
さ
れ
る
に

い
た
る
経
緯
と
そ
の
背
景
を
確
認
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
以
下
で
は
、

そ
の
文
化
史
研
究
が
い
か
な
る
枠
組
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
の

か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
点
は
、
一
つ
は

日
本
文
化
に
対
す
る
和
辻
の
視
点
の
所
在
に
つ
い
て
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
そ
の
視
点
か
ら
日
本
の
文
化
的
表
現
に
対
し
ど
の
よ
う
に
接

近
し
う
る
の
か
と
い
う
方
法
的
態
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。

和
辻
が
日
本
の
文
化
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
い
た

の
か
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
前
節
で
も
少
し
触
れ
た
が
、
そ

の
文
化
史
研
究
が
「
西
洋
と
日
本
と
の
対
比
」
と
い
う
問
題
構
成
の

も
と
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
和
辻
の
日
本
文
化
史
研
究
が
と

る
視
点
は
、
こ
の
対
比
図
式
に
強
く
拘
束
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

と
言
え
る
。

和
辻
は
こ
の
視
点
の
問
題
を
、
「
教
養
」
の
問
題
に
接
続
し
な
が

ら
自
覚
的
に
考
察
し
て
い
る
。
前
節
で
も
参
照
し
た
論
文
「
日
本
の

文
化
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
で
、
和
辻
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
自
ら
気
づ
か
な
い
で
い
る
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は

ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
に
哺
育
さ
れ
て
来
た
の

で
あ
る
。
美
し
き
も
の
に
対
す
る
感
じ
方
に
お
い
て
、
真
理
を

４
異
質
な
過
去
の
取
り
戻
し
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探
求
す
る
考
え
方
に
お
い
て
、
自
ら
を
処
す
る
道
義
的
意
識
に

お
い
て
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
た
め
に
、
前
時
代
の
日
本
人
と
著

し
く
色
合
い
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
。
官
匡
＆

こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
自
分
た
ち
若
い
世
代
と
、

そ
れ
以
前
の
日
本
人
と
の
間
に
、
美
や
道
徳
の
判
断
、
真
理
探
究
の

在
り
方
な
ど
に
お
い
て
、
あ
る
「
断
絶
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
へ

の
自
覚
で
あ
る
。
和
辻
は
こ
の
断
絶
の
原
因
を
、
そ
れ
ぞ
れ
を
育
ん

だ
教
養
の
差
異
に
求
め
る
。
そ
こ
に
は
人
格
形
成
に
お
い
て
教
養
が

果
た
す
役
割
を
重
大
視
す
る
和
辻
の
見
解
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る

と
言
え
る
が
、
そ
の
教
養
の
世
代
間
で
の
断
絶
の
内
に
、
「
わ
れ
わ

れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
の
影
響
と
儒
教
文
化
の
影
響
と
の
距
離
を

認
め
る
」
官
匡
邑
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
西
洋
対
東
洋
と
い
う

同
型
の
対
比
図
式
が
見
て
取
れ
る
が
、
当
の
和
辻
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
前
者
の
西
洋
的
教
養
の
も
と
で
自
分
が
人
格
形
成
し
た
と
自
覚

し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
西
洋
的
教
養
に
基
づ
く
視
点
か
ら
日
本

の
過
去
を
顧
み
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
「
異
国
」
の
も
の
で
あ

る
か
の
よ
う
に
、
和
辻
に
は
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
日
本
の
過
去
の
異
国
性
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
八
年
に
発
表

（
皿
）

さ
れ
た
「
埋
も
れ
た
る
芸
術
品
」
で
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
冒
頭
で
和
辻
は
、
法
隆
寺
夢
殿
の
観
音
が
岡
倉
天
心
と
フ
ェ
ノ

ロ
サ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
二
百
年
以
上
も
厨
子
の
内
に
秘

蔵
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
話
を
持
ち
出
す
。
そ
の
意
味
で
夢
殿
の
観

音
は
長
ら
く
「
日
本
人
」
の
眼
か
ら
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、

そ
の
精
神
文
化
に
何
ら
の
影
響
を
与
え
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
他
方

で
、
法
隆
寺
の
壁
画
、
中
宮
寺
の
観
音
、
薬
師
寺
の
正
観
音
や
薬
師

如
来
、
等
々
が
人
々
の
眼
に
開
か
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
正
当
な
評
価
も
な
さ
れ
ず
埋
没
す
る
に
ま
か
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

い
わ
ば
、
日
本
の
産
ん
だ
最
高
の
芸
術
は
、
民
衆
の
眼
の
前
に

つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
砂
の
底
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
も

同
然
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
砂
は
、
民
衆
の
無
智
と
鈍
感

と
で
あ
っ
た
。
秘
仏
が
数
百
年
目
に
人
間
の
眼
に
触
れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
砂
の
底
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

［
四
国
卵
、
］

日
本
の
優
れ
た
芸
術
を
長
ら
く
埋
没
さ
せ
た
ま
ま
に
し
て
い
た
の
は
、

そ
れ
を
所
有
し
て
い
た
は
ず
の
日
本
人
の
、
そ
の
無
智
と
鈍
感
さ
ゆ

え
だ
っ
た
。
日
本
人
は
そ
の
価
値
を
見
い
だ
し
正
当
に
評
価
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
視
点
を
も
た
ず
、
つ
ま
り
は
「
眼
」
が
な
か

っ
た
。
で
は
そ
の
芸
術
を
見
い
だ
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
眼
で
あ
っ

た
の
か
。若

い
時
代
の
人
々
の
眼
を
開
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
日
本
の
古
美

術
で
は
な
く
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
伝
統
を
ひ
い
た
ョ
－
ロ
ッ
パ

の
芸
術
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
日
本
の
精
神
文
化
に
は
力
強
い
革

命
が
起
っ
た
。
…
…
か
く
て
眼
を
開
か
れ
た
日
本
人
は
、
振
り
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返
っ
て
日
本
の
古
美
術
を
見
た
。
そ
う
し
て
こ
こ
に
も
真
に
偉

大
な
芸
術
の
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
砂
は
取
り
除
か
れ
た
。

埋
没
し
て
い
た
宝
は
太
陽
の
光
の
下
に
輝
き
始
め
た
。
こ
れ
が

日
本
に
お
け
る
古
芸
術
発
掘
の
歴
史
で
あ
る
。
面
閉
‐
巴

当
時
の
日
本
の
若
い
世
代
の
人
々
は
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
の
芸
術
を
通
じ
て

教
養
を
身
に
付
け
、
芸
術
を
み
る
「
眼
」
を
養
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
「
眼
」
の
視
線
が
、
日
本
の
古
美
術
に
向
け
ら
れ
る

こ
と
で
初
め
て
そ
の
偉
大
さ
が
理
解
さ
れ
、
無
知
と
鈍
感
の
砂
の
中

か
ら
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
ョ
－
ロ
ッ
パ
的
教
養
の
も
と
で

形
成
さ
れ
た
と
自
覚
さ
れ
る
視
点
か
ら
、
日
本
の
過
去
の
（
特
に
推

古
・
白
鳳
・
天
平
時
代
の
）
文
化
が
、
改
め
て
、
あ
る
い
は
初
め
て
鮮

や
か
な
も
の
と
し
て
視
界
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
経
緯
を
、
和
辻
の

い
わ
ゆ
る
「
日
本
回
帰
」
は
か
な
り
自
覚
的
に
辿
っ
て
い
る
。
文
化

的
表
現
を
鑑
賞
す
る
際
に
、
そ
の
準
拠
枠
と
し
て
西
洋
的
教
養
に
基

づ
く
視
点
を
内
面
化
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
（
ほ
と
ん
ど
は
じ
め
て
）
「
自

ら
」
と
そ
の
「
過
去
」
と
を
発
見
的
に
顧
み
る
と
い
う
構
図
は
、
近

代
世
界
に
お
け
る
非
ョ
－
ロ
ッ
パ
圏
の
人
々
（
特
に
知
識
人
）
に
と
っ

て
は
回
避
し
難
い
与
件
的
状
況
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
和
辻
は

こ
の
課
せ
ら
れ
た
状
況
に
自
覚
的
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
で
も
そ
の
視

点
に
基
づ
く
自
己
解
釈
を
遂
行
し
て
い
た
。
埋
没
し
た
自
分
た
ち
の

宝
を
発
掘
す
る
た
め
に
は
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
発
掘
技
術
（
視
点
）
に

頼
る
他
な
か
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
視
点
に
と
っ
て
は
、
推
古
・
白
鳳
・
天
平
時
代
の
日

本
の
芸
術
（
文
化
的
表
現
）
が
異
国
的
に
見
え
て
く
る
の
は
当
然
と
言

え
ば
当
然
で
あ
る
。

我
々
は
日
本
の
過
去
を
顧
み
て
辿
っ
て
行
く
時
に
、
い
く
つ
も

の
越
え
が
た
い
間
隙
に
遭
逢
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
夢
殿
の
秘

仏
や
中
宮
寺
の
観
音
や
法
隆
寺
の
壁
画
な
ど
の
与
え
る
感
激
が
、

な
ん
と
な
く
異
国
的
な
色
彩
を
帯
び
て
、
わ
れ
わ
れ
に
血
を
伝

え
た
祖
先
の
製
作
だ
と
い
う
特
殊
な
親
し
み
を
、
本
能
的
な
強

さ
で
は
感
じ
さ
せ
な
い
。
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
の
方
が
、

よ
り
多
く
の
親
し
み
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
わ
れ

わ
れ
が
、
日
本
の
古
美
術
の
潮
流
の
内
に
育
て
ら
れ
ず
に
、
西

洋
芸
術
の
潮
流
の
内
に
育
て
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て

こ
の
潮
流
の
内
に
ギ
リ
シ
ア
が
力
強
く
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
冒
色

こ
こ
で
和
辻
自
身
の
「
日
本
の
過
去
」
と
の
断
絶
感
が
明
確
に
表
明

さ
れ
る
。
西
洋
的
教
養
の
中
で
自
己
形
成
し
た
と
自
覚
す
る
和
辻
に

と
っ
て
は
、
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ア
文
化
こ
そ
が
自
ら
の
源
流
で
あ
る
と

感
じ
取
ら
れ
、
そ
う
し
た
自
分
と
の
間
に
超
え
が
た
い
溝
が
あ
る
日

本
の
過
去
は
、
む
し
ろ
異
国
と
し
て
認
識
さ
れ
て
く
る
。
ｌ
西
洋

と
日
本
と
の
対
比
図
式
に
お
け
る
和
辻
の
視
点
の
所
在
は
既
に
明
ら

か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
西
洋
的
視
点
を
そ
の
教
養
の
下
で
内
面
化
し

た
非
西
洋
人
の
西
洋
的
視
点
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
と
そ
の

Izヨ 和辻哲郎における日本文化史研究の始まり



過
去
と
を
顧
み
よ
う
と
す
る
視
線
だ
っ
た
の
だ
。

そ
こ
で
い
ま
や
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
選
ぶ
べ
く
も
な
く
与
え

ら
れ
た
視
点
か
ら
、
い
か
に
自
ら
と
そ
の
過
去
と
を
顧
み
る
か
に
つ

い
て
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
、
既
に
西
洋
的
視
点
を
身
に
付
け

た
和
辻
に
と
っ
て
、
確
か
に
自
分
た
ち
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
過
去

が
、
し
か
し
異
質
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
、
と
い
う
困

難
が
存
在
す
る
。
こ
の
異
質
な
過
去
に
対
し
て
、
現
在
の
視
点
か
ら

ど
の
よ
う
に
接
近
す
れ
ば
、
そ
れ
を
取
り
戻
し
う
る
の
か
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
和
辻
の
文
化
史
研
究
の
方
法
的
態
度
の
検
討
を
通

じ
て
考
え
て
み
た
い
。

自
身
に
と
っ
て
異
質
な
日
本
古
代
の
文
化
的
表
現
に
対
し
て
和
辻

が
と
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
九
一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「
上
代
人
の

（
吃
）

特
質
に
つ
い
て
」
で
の
次
の
よ
う
な
一
節
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

上
代
人
の
こ
の
よ
う
な
気
稟
が
最
も
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
い
る

の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
芸
術
で
あ
る
。
我
々
は
上
代
の
遺
品

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て
、
古
代
歌
謡
の
ほ
か
に
も
、
墳
丘
や
陶
棺
石
棺
や
武
器

、
、
、
、
、

や
埴
輪
や
装
飾
品
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
主
と

し
て
考
古
学
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
上
代

人
の
心
を
読
み
込
も
う
と
し
な
い
の
は
ほ
ん
と
う
で
な
い
。
そ

れ
が
上
代
人
の
生
命
の
痕
跡
で
あ
る
以
上
、
そ
の
生
命
に
触
れ

て
見
る
の
が
、
考
証
よ
り
も
先
の
第
一
の
問
題
で
あ
る
。

［
』
『
恥
い
い
『
］

日
本
の
上
代
人
の
芸
術
が
き
っ
か
け
で
開
始
さ
れ
た
和
辻
の
文
化
史

研
究
は
、
そ
の
芸
術
の
内
に
「
上
代
人
の
心
」
や
「
生
命
の
痕
跡
」

を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
明
確
に
打
ち

出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
多
様
な
文
化
的
表
現
と
し
て
の
芸
術
は

ど
れ
も
み
な
そ
れ
を
作
り
出
し
た
人
々
の
心
や
生
命
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
文
化
史
研
究
と
は
様
々
な
表
現
を
手
掛
か
り
と
し
つ

つ
そ
の
（
「
ニ
ィ
チ
ェ
」
風
に
言
え
ば
）
流
動
す
る
生
そ
の
も
の
へ
と
遡

ろ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
上
代
人
の
持

っ
て
い
た
感
情
・
芸
術
的
想
像
力
・
イ
メ
ー
ジ
体
験
な
ど
の
内
面
的

な
心
理
に
注
目
し
て
、
様
々
な
文
化
的
表
現
に
お
い
て
客
観
化
さ
れ

て
い
る
過
去
の
日
本
人
の
心
情
や
思
想
を
理
解
し
解
釈
し
よ
う
と
い

う
、
和
辻
の
解
釈
学
的
と
も
言
え
る
方
法
的
態
度
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
心
」
の
理
解
を
文
化
史
研
究
の
中
核
的
方
法
と
す
る

立
場
は
、
和
辻
が
一
九
一
九
年
に
翻
訳
し
刊
行
し
た
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト

（
過
）

の
『
近
代
歴
史
学
』
に
付
さ
れ
た
「
訳
者
序
」
に
お
い
て
さ
ら
に
明

確
に
打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
歴
史
の
理
解
」
の
た
め
に

は
、
学
問
的
な
実
証
性
の
み
で
は
な
く
「
種
々
な
る
個
人
や
時
代
の

心
生
活
の
直
観
的
な
把
握
」
も
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

歴
史
学
の
課
題
は
、
そ
う
し
た
「
断
片
的
」
な
直
観
を
「
概
念
的
認

識
」
に
よ
っ
て
「
複
雑
な
人
心
の
状
態
全
般
の
組
織
的
叙
述
」
へ
と

も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
宮
凸
二
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
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な
方
法
的
態
度
を
と
る
和
辻
の
文
化
史
研
究
は
、
生
の
表
現
を
理
解

す
る
解
釈
学
的
方
法
を
と
る
デ
ィ
ル
タ
イ
的
な
精
神
史
と
の
近
さ
を

既
に
窺
わ
せ
て
も
い
る
。

ま
た
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
表
現
の
理
解
を
方
法
と

す
る
文
化
史
研
究
が
、
当
初
か
ら
「
日
本
人
」
と
い
う
国
民
・
民
族

を
単
位
と
す
る
「
日
本
」
の
文
化
の
歴
史
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る

（
Ｍ
）

点
で
あ
る
。
文
化
史
と
は
「
一
つ
の
民
族
の
心
の
歴
史
を
書
く
」

冒
差
］
こ
と
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
和
辻
の
文
化
史

研
究
は
（
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
）
仏
教
伝
来
前
後
の
文
化
に
「
日
本

的
な
も
の
」
を
見
い
だ
し
た
こ
と
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し

そ
れ
と
同
時
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
そ
の
「
日
本
的
な
も

の
」
が
例
え
ば
超
歴
史
的
な
不
変
の
本
質
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
い

な
い
点
で
あ
り
、
和
辻
は
（
津
田
左
右
吉
に
倣
い
つ
つ
）
そ
う
し
た
「
日

（
脂
）

本
的
な
る
も
の
」
の
「
史
的
展
開
」
冒
曽
巴
を
認
め
て
い
る
。
そ

し
て
こ
こ
に
こ
そ
、
当
時
の
和
辻
や
津
田
に
お
け
る
「
国
民
道
徳
論
」

批
判
の
立
脚
点
が
あ
っ
た
の
で
も
あ
る
。
当
時
井
上
哲
次
郎
ら
が
説

い
て
い
た
国
民
道
徳
論
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
記
述
を
額
面
通

り
に
受
け
取
り
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
ら
れ
て
く
る
道
徳
的
規
範
を
現

代
に
そ
の
ま
ま
適
用
し
よ
う
と
す
る
教
条
主
義
的
な
道
徳
論
だ
っ
た

が
、
こ
の
よ
う
な
無
条
件
の
適
用
は
超
歴
史
的
・
形
而
上
的
な
「
日

本
的
」
本
質
の
存
在
を
（
暗
黙
の
う
ち
に
せ
よ
）
前
提
と
し
な
け
れ
ば

不
可
能
な
立
場
で
あ
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
和
辻
の
歴
史
意
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
先
述
し
た
現
代
と
過
去
の

「
日
本
人
」
の
間
に
あ
る
異
質
性
の
認
識
で
あ
る
。
和
辻
の
日
本
古

代
文
化
の
発
見
は
こ
の
異
質
性
の
認
識
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
と
も

言
え
る
が
、
た
だ
し
、
現
代
が
そ
の
古
代
と
完
全
に
断
絶
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
ま
で
は
和
辻
も
考
え
て
い
な
い
。
も
し
完
全
に
断
絶
し

て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
発
見
す
ら
さ
れ
得
な
い
、
全
く
理
解
不
可

能
な
も
の
に
な
り
果
て
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
で
は

な
く
、
古
代
は
「
解
釈
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
現
代
に

ま
で
届
い
て
い
る
。
再
び
「
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
」
か
ら
引
け
ば
、

次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
上
古
の
物
語
が
、
こ
の
時
代
の
人
々
の
持
っ
て
い

た
伝
説
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
伝
説

の
裏
に
は
歴
史
的
事
実
が
ひ
そ
ん
で
い
る
に
相
違
な
い
け
れ
ど

も
、
ま
た
代
々
の
人
の
解
釈
に
よ
っ
て
強
い
変
化
を
受
け
な
か

っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
あ
る
物
語
の
心
理
的
経

路
は
こ
の
変
化
を
受
け
や
す
い
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
上
代
の

人
の
心
を
知
り
得
る
た
め
に
は
、
こ
の
心
理
的
経
路
を
度
外
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
官
巨
邑

上
代
人
の
心
を
理
解
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
文
化
史
研
究
が
、
そ

の
手
掛
か
り
と
す
る
「
心
理
的
経
路
」
は
、
「
代
々
の
人
」
の
解
釈

に
よ
る
変
化
を
避
け
ら
れ
な
い
が
、
逆
に
言
え
ば
、
ま
さ
に
そ
の
解

12ラ 和辻哲郎における日本文化史研究の始まり



釈
を
通
じ
て
古
代
は
現
代
に
ま
で
届
い
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
つ
ま

り
和
辻
の
文
化
史
研
究
に
お
い
て
、
過
去
と
現
在
と
の
間
で
の
「
日

本
人
」
の
連
続
性
は
（
国
民
道
徳
論
と
同
様
に
）
確
か
に
前
提
さ
れ
て

は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
解
釈
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
連
続
性
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
連
続
性
を
担
保
し
て
い
る
の
が
、
理
解
さ
れ

解
釈
さ
れ
る
べ
き
文
化
的
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
偶
像
再
興
』
に
お
い
て
偶
像
・
文
化
的
表
現
そ
れ
自
身
の
価
値
が

承
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
民
族
や
国
民
の
過
去
を
現

在
へ
と
伝
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
確
保
さ
れ
て
く
る
歴
史
的
連
続
性
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
の

生
に
統
一
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
歴
史
的
・
文
化
的
な
枠
組
が
育

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
連
続
性
を
保
証
す
る
文
化
的
表
現

は
、
歴
史
の
展
開
に
お
い
て
絶
え
ず
解
釈
さ
れ
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、

現
在
に
ま
で
届
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
文
化
史
と
い
う
歴
史
的
研
究
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
和
辻
の
文
化

史
研
究
は
、
過
去
に
お
い
て
作
り
出
さ
れ
た
文
化
的
表
現
が
（
様
々

な
解
釈
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
も
）
現
在
に
い
た
る
ま
で
存
続
し
て
い
る
こ

と
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
、
互
い
に
異
質
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
過

去
と
現
在
と
の
間
に
「
解
釈
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
連
続
性
」
を
想

定
し
、
そ
の
文
化
的
表
現
を
改
め
て
理
解
し
解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ

て
過
去
に
遡
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
過
去
と
現
在
と
を
無
媒
介
に
連
続
さ
せ
て
し
ま
う
国
民
道
徳
論
に

お
け
る
、
そ
の
歴
史
意
識
の
不
在
と
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。

日
本
の
異
質
な
過
去
は
、
和
辻
の
文
化
史
研
究
で
は
お
お
よ
そ
こ

の
よ
う
な
方
向
性
の
も
と
で
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
現
在
と
過
去
と
の
間
に
横
た
わ
る
断
絶
を
、
文
化
的
表

現
と
い
う
客
観
的
な
存
在
と
そ
の
絶
え
ざ
る
解
釈
の
歴
史
に
よ
っ
て

埋
め
た
て
、
そ
こ
に
歴
史
的
連
続
性
を
確
保
す
る
と
い
う
方
向
性
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
以
上
に
確
認
し
た
よ
う
な
、
過
去
の
日
本
文
化

を
発
見
し
、
そ
れ
を
現
在
と
連
続
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
学
的
に
取

り
戻
す
と
い
う
文
化
史
研
究
の
営
為
は
、
そ
れ
を
裏
側
か
ら
捉
え
直

す
な
ら
ば
、
日
本
の
文
化
的
表
現
を
作
り
出
し
て
き
た
、
あ
る
歴
史

的
連
続
性
を
保
持
す
る
民
族
的
な
主
体
を
措
定
し
制
作
す
る
よ
う
な

営
為
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
先
に
確
認
し
た
「
日
本
的
な
も
の
」

の
予
感
と
は
、
既
に
そ
の
日
本
的
な
何
か
の
発
見
／
制
作
が
始
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
告
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
化
史
的
探
究
に
よ

っ
て
、
異
質
な
過
去
が
現
在
に
回
収
さ
れ
、
そ
の
現
在
を
跡
付
け
る

も
の
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
（
表

現
と
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
）
連
続
性
の
う
ち
に
あ
る
歴
史
的

主
体
と
し
て
の
「
日
本
」
が
、
解
釈
学
的
な
再
構
成
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
西
洋
と
の
対
比
図
式
の
も
と
で
、
「
日
本
的
な
も
の
」
の

予
感
に
導
か
れ
つ
つ
始
ま
っ
た
、
日
本
の
文
化
的
表
現
に
つ
い
て
の

解
釈
学
的
な
歴
史
研
究
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
和
辻
の
日
本
文
化
史
研
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究
は
、
そ
れ
が
逆
に
「
日
本
」
な
る
歴
史
的
・
文
化
的
主
体
を
立
ち

上
げ
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
日
本
文
化

の
単
な
る
鑑
賞
と
い
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
に
自
足
す
る
の
で

は
決
し
て
な
く
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
意
義
を
自
覚
的
か
つ

積
極
的
に
担
お
う
と
し
た
文
化
史
研
究
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で

最
後
に
、
和
辻
の
文
化
史
研
究
に
込
め
ら
れ
て
い
る
実
践
的
な
含
意

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

啓
蒙
さ
れ
た
近
代
社
会
に
生
き
る
人
々
は
、
自
分
た
ち
が
歴
史
的

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
了
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
例

え
ば
、
自
分
た
ち
の
時
代
に
お
い
て
よ
う
や
く
理
性
が
実
現
し
た
と

い
う
進
歩
や
成
長
の
自
負
の
う
ち
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

あ
る
い
は
、
そ
の
近
代
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
世
界
と
そ
の
文
化
へ

の
哀
惜
や
憧
慢
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル

的
で
あ
れ
、
ロ
マ
ン
派
的
で
あ
れ
、
啓
蒙
の
完
成
す
る
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ

の
一
九
世
紀
は
「
歴
史
の
世
紀
」
と
な
っ
た
。
そ
の
歴
史
意
識
に
背

を
押
さ
れ
歴
史
・
文
化
・
精
神
科
学
が
勃
興
し
、
そ
れ
自
身
近
代
の

産
物
で
あ
る
学
問
的
方
法
に
よ
っ
て
過
去
の
理
解
が
試
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
意
識
の
発
生
と
そ
の
歴
史
の
探
究
の
始
ま
り
は
、

近
代
化
さ
れ
西
洋
化
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
自
ら
そ
う
し
た
）
非
西
洋
の

５
文
化
史
研
究
の
実
践
的
意
義

地
域
に
お
い
て
は
、
い
く
ぶ
ん
ね
じ
れ
た
、
複
合
的
な
形
で
現
出
し

て
く
る
。
そ
の
西
洋
化
が
西
洋
の
植
民
地
と
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て

果
た
さ
れ
た
多
く
の
地
域
の
場
合
、
そ
れ
に
よ
る
近
代
化
は
決
し
て

進
歩
や
成
長
を
自
負
す
る
物
語
と
し
て
は
語
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

そ
の
自
負
が
、
植
民
地
化
以
前
の
自
分
た
ち
の
（
も
の
と
さ
れ
る
）
過

去
へ
と
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
近
代
化
・
西
洋
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
、
既
に
自
分
た
ち

と
は
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
過
去
へ
と
赴
く
そ
の
営
み
は
、
（
西
洋
で
も

ニ
ー
チ
ェ
ら
に
お
い
て
例
外
的
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
現
代
批
判
と
し

て
も
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
見
い
だ
さ
れ
た
過
去
を

模
範
と
し
て
、
例
え
ば
植
民
地
化
さ
れ
そ
の
状
況
に
甘
ん
じ
て
い
る

と
い
っ
た
現
在
を
批
判
し
、
あ
る
べ
き
未
来
の
当
為
を
語
る
こ
と
に

繋
が
る
、
と
い
う
構
図
が
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
植
民
地
解
放
を

求
め
る
抵
抗
運
動
の
、
そ
れ
を
下
か
ら
支
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
意

識
を
育
む
こ
と
に
も
繋
が
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
単
純
で
あ
り
得
な
い
の
は
、
近
代
日
本
の
場
合
で

あ
る
。
と
り
あ
え
ず
の
植
民
地
化
は
免
れ
た
も
の
の
、
し
か
し
自
ら

が
近
代
化
・
西
洋
化
し
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
り
、
し
か
も
た
だ

ち
に
西
洋
側
の
立
場
に
た
て
る
わ
け
で
も
な
い
。
近
代
世
界
の
「
西

洋
／
非
西
洋
」
と
い
う
対
比
図
式
の
狭
間
に
あ
る
両
義
的
な
存
在
と

し
て
、
そ
の
日
本
の
立
場
を
特
殊
で
あ
る
と
看
倣
す
見
方
も
ま
た
成

り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
和
辻
が
一
九
三
○
年
代
に
な
っ
て
明
確
に
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主
張
す
る
よ
う
に
な
る
「
日
本
の
世
界
史
的
使
命
」
と
い
う
未
来
へ

の
当
為
も
ま
た
、
こ
う
し
た
日
本
の
特
殊
性
の
認
識
を
前
提
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

例
え
ば
「
日
本
の
世
界
史
的
使
命
」
と
い
う
言
葉
に
も
現
わ
れ
て
い

る
よ
う
、
そ
の
特
殊
性
に
お
い
て
歴
史
と
当
為
と
が
密
接
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
日
本
が
世
界
史
に

お
い
て
果
た
す
べ
き
こ
の
特
殊
な
使
命
（
当
為
）
は
、
日
本
に
特
殊

な
歴
史
に
お
い
て
跡
付
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
、
現
在
の
当
為
を
歴
史
研
究
と
結
び
つ
け
る
発
想
は
、
本
稿
が

検
討
し
て
き
た
大
正
期
の
和
辻
の
日
本
文
化
史
研
究
の
始
ま
り
に
お

い
て
も
既
に
見
い
だ
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
そ
の

和
辻
の
文
化
史
研
究
を
動
機
づ
け
て
い
た
実
践
的
使
命
に
つ
い
て
確

認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
再
び
、
西
洋
と
の
対
比
が
問
題

に
な
る
。

（
肥
）

一
九
一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「
近
事
二
、
三
」
の
「
伝
統
主
義
」

の
項
で
は
、
西
洋
（
特
に
フ
ラ
ン
ろ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
し
か

し
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
が
充
分
探
究
せ
ら
れ
提
示
さ
れ
て
い
る
に
反
し

て
、
日
本
の
伝
統
が
な
お
ほ
と
ん
ど
文
化
史
的
研
究
を
経
て
い
な
い
」

盲
き
と
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
和
辻
も
そ
こ
に
お
い
て
育
ま
れ
た

と
自
覚
す
る
西
洋
的
教
養
は
八
充
実
し
た
文
化
史
研
究
の
蓄
積
に
裏

打
ち
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
対
比
し
て
顧
み
る
に
、
日
本
の
文
化

史
研
究
は
甚
だ
お
ぼ
っ
か
な
い
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
文

化
史
の
不
在
が
西
洋
的
教
養
と
の
対
比
に
お
い
て
こ
こ
で
自
覚
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
和
辻
が
こ
れ
か
ら
行
な

お
う
と
す
る
文
化
史
研
究
は
そ
の
西
洋
で
の
先
例
を
参
照
し
つ
つ
遂

行
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ｌ
そ
し
て
む
し
ろ
和
辻
は
、
こ
う
し
た

西
洋
で
の
成
果
を
自
覚
的
か
つ
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
文
化
を
生
育
さ
せ
る
た
め
に
は
、
も
っ
と

も
っ
と
根
本
的
に
世
界
文
化
の
影
響
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

冒
曽
巴
の
で
あ
り
、
そ
の
「
世
界
文
化
に
よ
っ
て
鍛
練
せ
ら
れ
た

日
本
人
は
、
追
々
に
過
去
の
日
本
文
化
を
自
己
の
内
に
蘇
ら
せ
て
来

る
」
盲
曽
望
で
あ
ろ
う
と
和
辻
は
語
る
。

こ
う
し
た
和
辻
の
発
言
に
は
、
文
化
史
研
究
に
託
さ
れ
て
い
た
実

践
的
な
意
義
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
日
本
文

化
」
も
ま
た
、
教
養
・
人
格
主
義
に
お
け
る
人
格
の
ご
と
く
、
世
界

中
の
文
化
を
吸
収
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
ら
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
教
養
・
人
格
主
義
を
踏
ま
え
た
文
化
観
は
、

（
Ⅳ
）

例
え
ば
一
九
一
六
年
に
発
表
さ
れ
た
「
文
化
と
文
化
史
と
歴
史
小
説
」

に
お
け
る
「
一
つ
の
文
化
も
ま
た
一
人
の
人
間
の
よ
う
に
成
長
し
進

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
同
居
閉
※
強
調
筆
者
］
と
い
う
発
言
に

も
窺
え
る
。
ま
た
こ
の
一
つ
の
人
格
と
し
て
の
文
化
と
い
う
把
握
の

仕
方
は
、
「
日
本
」
と
い
う
主
体
を
発
見
的
に
制
作
し
よ
う
と
す
る

和
辻
の
解
釈
学
的
な
文
化
史
研
究
の
前
提
に
も
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
人
格
・
主
体
と
し
て
の
日
本
文
化
は
、
世
界
の
文
化
を
吸
収
し
、
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ま
た
文
化
史
研
究
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
ら
の
偉
大
な

過
去
も
現
在
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
通
じ

て
自
ら
を
向
上
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
和
辻
の
文
化
史
研

究
の
目
的
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

「
現
在
」
の
内
に
融
か
さ
れ
た
「
過
去
」
の
偉
大
を
明
ら
か
に

す
る
の
は
、
取
り
も
直
さ
ず
「
現
在
」
を
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、

（
肥
）

や
が
て
ま
た
よ
り
偉
大
な
未
来
を
哺
む
こ
と
で
あ
る
。
［
胃
邑

和
辻
に
お
け
る
「
文
化
史
」
研
究
は
、
た
だ
好
事
家
的
に
過
去
の
文

化
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
過
去
を
、
現
在
に
お
い
て
請
け
戻
し
、
さ
ら
に
未
来
に
向
け

て
の
行
為
に
転
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
践
的
な
意
義
を
、

教
養
・
人
格
主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
和
辻
の
文
化
史
研
究
は
自
覚
的

に
担
お
う
と
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
過
去
・
現
在
・
未
来
を
実
践
的
に
媒
介
す
る
文

化
史
研
究
に
お
い
て
、
目
指
さ
れ
る
べ
き
当
為
の
そ
の
具
体
的
な
内

容
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
世
界
文
化
を
吸
収
し
そ
の
人
格
を
向
上
さ
せ

る
、
と
い
う
教
養
・
人
格
主
義
的
な
文
化
発
展
論
は
そ
の
向
上
自
体

に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
見
い
だ
す
の
か
。
ま
さ
に
そ
こ
に
「
人
類
」

と
い
う
契
機
が
導
入
さ
れ
て
く
る
。
第
一
節
で
既
に
、
教
養
・
人
格

主
義
が
そ
の
人
格
の
向
上
を
通
じ
て
「
人
類
の
救
済
」
を
た
だ
抽
象

的
に
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
の
「
文

化
」
の
向
上
と
い
う
当
為
に
お
い
て
あ
る
程
度
具
体
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
和
辻
は
前
掲
「
文
化
と
文
化
史
と
歴
史
小
説
」
で
、
「
文

化
と
は
人
類
が
あ
る
一
つ
の
目
的
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
ゆ
く
道

程
で
あ
る
」
言
麗
望
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
目
的
と
は
即
ち
「
よ

り
高
い
精
神
生
活
の
築
造
」
言
麗
里
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
文

化
も
ま
た
自
ら
を
鍛
練
し
て
そ
の
人
類
史
的
な
目
的
に
独
自
の
資
格

に
お
い
て
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
一
九
三
○
年
代

に
和
辻
が
自
覚
的
に
語
り
、
引
き
受
け
よ
う
と
し
た
「
日
本
の
世
界

史
的
使
命
」
の
一
つ
は
、
西
洋
文
化
と
東
洋
文
化
と
に
お
い
て
自
ら

が
両
義
的
で
あ
る
こ
と
を
逆
に
利
用
し
て
、
日
本
が
そ
の
融
合
を
率

先
し
て
実
現
し
人
類
史
的
な
偉
業
を
達
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、

こ
う
し
た
着
想
は
既
に
大
正
期
に
お
け
る
彼
の
実
践
的
関
心
に
そ
の

萌
芽
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
る
実
践
的
関
心
に
衝
き
動
か
さ
れ
つ
つ
、
い
ま
だ
自
分

に
は
異
質
で
あ
り
自
明
で
は
な
い
が
、
予
感
的
に
先
取
り
さ
れ
る
「
日

本
的
な
も
の
」
の
発
見
と
制
作
Ｉ
つ
ま
り
文
化
的
表
現
と
そ
の
解

釈
の
歴
史
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
歴
史
的
連
続
性
を
保
持
す
る
「
日

本
」
な
る
主
体
の
解
釈
学
的
制
作
と
し
て
、
大
正
期
の
和
辻
の
日
本

文
化
史
研
究
は
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
制
作
は
、

後
の
倫
理
学
と
倫
理
思
想
史
と
か
ら
な
る
体
系
の
構
築
に
お
い
て
ほ

ぼ
成
就
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め

明
ら
か
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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注
（
１
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
（
第
三
次
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
’
九
一

年
）
第
一
巻
、
八
頁
か
ら
の
引
用
を
こ
の
よ
う
に
略
記
し
て
い
る
。

以
下
『
全
集
』
か
ら
の
引
用
は
同
様
に
略
記
す
る
。

（
２
）
日
本
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
受
容
史
に
つ
い
て
は
、
大
石
紀
一
郎

他
編
『
ニ
ー
チ
ェ
事
典
』
（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
の
項
目
「
日

本
に
お
け
る
受
容
」
を
参
照
。
和
辻
の
『
ニ
ィ
チ
ェ
研
究
』
以
前
に

は
、
高
山
樗
牛
ら
に
よ
る
「
美
的
生
活
論
争
」
な
ど
を
通
じ
て
、
本

能
の
満
足
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
利
己
主
義
者
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
像

が
広
め
ら
れ
て
い
た
。

（
３
）
『
中
央
公
論
』
（
一
九
一
七
年
四
月
）
に
掲
載
さ
れ
、
『
偶
像
再
興
』

に
収
録
。

（
４
）
『
時
事
新
報
』
（
一
九
一
七
年
三
月
）
に
掲
載
。

（
５
）
『
黒
潮
』
（
一
九
一
七
年
三
月
）
に
「
懐
疑
と
信
仰
と
の
真
理
」

と
し
て
掲
載
、
『
偶
像
再
興
』
に
収
録
。

（
６
）
こ
う
し
た
『
ニ
ィ
チ
ェ
研
究
』
か
ら
『
偶
像
再
興
』
に
か
け
て

な
さ
れ
た
和
辻
の
微
妙
な
態
度
変
更
に
関
し
て
は
、
頼
住
光
子
「
和

辻
哲
郎
の
思
想
に
お
け
る
「
か
た
ち
」
の
意
義
に
つ
い
て
」
（
小
泉
仰
・

浮
田
雄
一
編
『
講
座
比
較
思
想
２
・
日
本
の
思
想
を
考
え
る
』
、
北

樹
出
版
、
一
九
九
三
年
に
所
収
）
が
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
７
）
『
新
小
説
』
（
一
九
一
八
年
十
一
月
）
に
「
『
偶
像
再
興
』
序
」

（
７
）
『
新
小
説

（
９
）
『
思
潮
』
創
刊
号
（
一
九
一
七
年
五
月
）
に
掲
載
。

（
帥
）
晩
年
の
和
辻
は
談
話
「
源
泉
を
探
る
」
（
『
心
』
一
九
五
九
年
六

月
）
で
、
日
本
の
古
代
文
化
に
関
心
を
持
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
自
ら

（
８
）
例
え
ば
、
苅
却

九
五
年
）
を
参
照
。 苅
部

と
し
て
掲
載
。

直
『
光
の
領
国
和
辻
哲
郎
』
（
創
文
社
、
一
九

語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
妻
の
縁
故
が
き
っ
か
け
で
横
浜
の
三
渓

園
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
原
三
渓
か
ら
奈
良
の
古
美
術
の
話

を
聞
か
さ
れ
、
実
際
に
奈
良
へ
と
赴
く
こ
と
に
し
た
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
（
雨
言
計
］
参
照
）
・

（
Ⅱ
）
『
思
潮
』
（
一
九
一
八
年
一
月
）
に
掲
載
。

（
皿
）
『
読
売
新
聞
』
（
一
九
一
七
年
七
月
六
日
付
）
に
掲
載
さ
れ
、

『
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
』
に
所
収
。

（
過
）
『
近
代
歴
史
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
一
九
年
）
に
所
収
。
な
お

蚕
『
宮
四
ョ
頁
の
ｏ
三
（
一
八
五
六
’
一
九
一
五
）
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
家

で
、
自
然
科
学
的
な
法
則
性
を
歴
史
に
お
い
て
も
求
め
よ
う
と
す
る
、

社
会
科
学
的
な
歴
史
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
Ｍ
）
『
新
小
説
』
（
一
九
一
六
年
七
月
）
に
発
表
さ
れ
た
「
文
化
と
文

化
史
と
歴
史
小
説
」
か
ら
の
引
用
。

（
巧
）
『
思
潮
』
（
一
九
一
七
年
七
月
）
掲
載
の
書
評
「
津
田
氏
「
我
が

国
民
思
想
の
研
究
」
」
か
ら
の
引
用
。

（
略
）
『
文
章
世
界
』
（
一
九
一
七
年
十
月
）
に
掲
載
。

（
Ⅳ
）
注
（
Ｍ
）
を
参
照
。

（
坦
前
掲
「
文
化
と
文
化
史
と
歴
史
小
説
」
か
ら
の
引
用
。

（
東
京
大
学
大
学
院
）
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