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か
、
そ
し
て
村
岡
の
学
問
的
営
み
は
当
時
の
西
洋
哲
学
関
係
書
の
受
容
の

流
れ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
か
と
い
う
作
業
の
積
み
重
ね

が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
作
業
の
積
み
重
ね
を
通
し

て
、
近
代
日
本
思
想
史
の
展
開
に
村
岡
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
新
た
な
地

平
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
評
者
な
り
の
所
感
を
述
べ
た
が
、「
評
伝
」
研
究
と
い
う
制
約

の
な
か
、
ど
こ
ま
で
以
上
の
点
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
な

い
も
の
ね
だ
り
を
述
べ
て
い
る
と
も
感
じ
る
。
も
と
よ
り
評
者
は
近
代
日

本
思
想
史
を
専
門
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
断
片
的
に
村
岡
典
嗣
の

研
究
を
行
っ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。
近
代
日
本
の
思
想
の
展
開
に
つ
い
て

の
素
養
も
乏
し
く
、
多
く
の
誤
読
や
曲
解
も
あ
ろ
う
し
、
正
鵠
を
得
た
評

価
が
で
き
て
い
る
か
心
許
な
い
。
し
か
し
、
著
者
が
「
あ
と
が
き
」
に

お
い
て
、「
こ
の
本
が
誘
い
水
に
な
る
こ
と
で
、
第
二
、
第
三
の
評
伝
や
、

よ
り
豊
か
な
研
究
が
世
に
出
る
こ
と
が
筆
者
の
願
い
で
あ
り
、
そ
れ
を
切

に
願
う
者
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
一
文
を
み
る
と
き
、
微
力
な
が
ら
村

岡
研
究
に
従
事
し
て
き
た
一
研
究
者
と
し
て
、
本
書
を
「
誘
い
水
」
と
し

て
何
か
し
ら
の
応
答
を
す
る
必
要
性
を
実
感
し
て
い
る
。
あ
る
人
物
の

「
評
伝
」
の
研
究
を
通
し
て
、
い
か
に
そ
の
人
物
の
思
想
の
新
た
な
側
面

を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
ま
た

今
後
の
村
岡
研
究
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
数
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
一
冊
で
あ
る
。

 

（
岡
山
大
学
教
授
）

中
野
目
徹
編

『
近
代
日
本
の
思
想
を
さ
ぐ
る

─
研
究
の
た
め
の
15
の
視
角
』

（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
一
八
年
）

松
田
　
宏
一
郎

一

　
「
思
想
史
」
を
英
語
で
言
う
と Intellectual H

istory

（
ち
な
み
に
日
本

思
想
史
学
会
は
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
）
な
の
か
、H

istory of Ideas 

な

の
か
、H

istory of

（
通
常
こ
こ
にJapanese 

と
かPolitical 

と
い
っ
た
限

定
の
言
葉
が
入
る
）T

hought 

な
の
か
、
厳
密
な
限
定
は
不
可
能
で
、
実

際
に
は
個
々
の
研
究
者
が
好
み
に
応
じ
て
何
と
な
く
手
法
と
対
象
を
選
ん

で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
複
数
の
執
筆
者
に
よ
る
本
で
も
「
思
想
史
」
の

定
義
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
場
合
は
、

研
究
対
象
を
、
統
括
さ
れ
た
意
図
を
表
現
す
る
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、

「
史
料
」
と
し
て
扱
う
べ
き
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
、
多
く
の
成
果
を

挙
げ
て
き
た
編
者
の
も
と
に
、
若
手
・
中
堅
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究

関
心
に
即
し
な
が
ら
も
、
方
法
論
を
共
有
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
と
い
う

点
で
方
法
意
識
が
極
め
て
明
確
な
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
副
題
は

「
一
五
の
視
角
」
と
あ
る
が
、「
視
角
」
が
一
五
あ
る
の
で
は
な
く
、
視
角

は
あ
る
い
は
地
平
は
共
有
し
つ
つ
、
ト
ピ
ッ
ク
が
一
五
あ
る
と
い
う
の
が
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正
し
い
。

　

中
野
目
「
開
講
の
辞
」
九
頁
に
、
本

書
の
全
体
構
成
が
図
と
し
て
掲
げ
ら
れ

て
い
る
（
上
の
図
を
参
照
）。
こ
の
図
は

縦
軸
が
三
、
横
軸
が
五
の
、
合
計
一
五

コ
マ
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
表
に
な
っ
て
お

り
、
各
論
文
が
そ
の
一
五
の
欄
に
配
置

さ
れ
て
い
る
。
表
を
見
る
と
分
か
る
が
、

驚
く
べ
き
こ
と
に
作
品
や
著
者
と
い
う

欄
が
な
い
。「
空
間
」、「
媒
体
」、「
手

法
」
の
大
分
類
の
下
に
、
対
象
に
即

し
た
事
象
が
並
ぶ
。
作
品
は
「
媒
体
」、

つ
ま
り
印
刷
や
頒
布
形
態
に
分
解
さ
れ
、

思
想
家
は
そ
れ
自
体
の
居
場
所
は
与
え

ら
れ
ず
、
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
空
間
を
漂
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
作
品
分
析
や
著
者
分

析
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
興
味
深
い
こ
と
に
「
概
念
」
は
「
手
法
」
の
下
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な

る
。
各
項
目
は
史
料
的
に
も
方
法
的
に
も
等
価
な
の
で
、
作
品
の
カ
ノ
ン

化
も
思
想
家
の
意
図
の
特
権
化
も
お
こ
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
思

想
」
も
特
別
扱
い
さ
れ
な
い
。「
思
想
史
」
が
「
思
想
」
を
特
権
化
、
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
前
景
化
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
だ
と
思
っ
て
き
た

評
者
の
よ
う
な
読
者
に
は
少
な
く
な
い
衝
撃
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書

の
執
筆
者
達
が
最
も
厳
し
い
目
を
向
け
る
で
あ
ろ
う
、「
内
在
的
理
解
」

を
僭
称
す
る
我
田
引
水
の
読
解
は
居
場
所
が
な
い
。
多
く
の
新
進
研
究
者

に
こ
こ
ま
で
研
究
手
法
的
感
化
を
与
え
、
し
か
も
多
様
な
研
究
対
象
に
取

り
組
む
こ
と
を
奨
励
し
て
き
た
編
者
の
力
量
に
ま
ず
は
敬
服
す
る
。

二

　

個
々
の
章
の
紹
介
に
入
ろ
う
。
ま
ず
第
一
部
は
〈
空
間
〉
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
水
谷
悟
「
益
進
会
と
大
正
地
方
青
年
」
は
、
大
正
期
に

民
本
主
義
の
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
る
茅
原
崋
山
を
中
心
に
雑
誌
『
第

三
帝
国
』
を
発
行
し
た
結
社
益
進
会
の
担
い
手
と
活
動
の
分
析
で
あ
る
。

「
益
進
主
義
」
と
は
人
間
が
世
界
の
改
善
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
べ
き
だ

と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
の
思
想
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ

な
ど
が
説
い
た
思
想
で
あ
る
が
、
そ
の
理
念
を
掲
げ
た
地
方
読
者
の
組
織

化
と
減
税
運
動
や
普
選
運
動
の
実
践
の
様
相
が
描
か
れ
る
。
水
谷
は
す
で

に
『
雑
誌
『
第
三
帝
国
』
の
思
想
運
動
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
五
年
）

を
著
し
て
い
る
が
、
本
論
は
茅
原
の
腹
心
で
あ
っ
た
鈴
木
正
吾
と
熱
心
な

読
者
で
会
の
地
方
幹
事
と
な
っ
た
金
子
洋
文
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
。
中

央
で
活
躍
す
る
著
名
人
の
動
き
だ
け
で
は
大
正
期
の
政
治
運
動
の
実
態
は

わ
か
ら
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
分
析
対
象
の
様

態
は
第
三
部
の
長
尾
論
文
と
似
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
結
社
」
で
、
長

尾
論
文
が
「
読
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
は
、
政
治
的
目
標
の
強
弱

を
編
者
が
微
妙
に
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
田
中
友
香
理
「
長
善
館
と
鈴

木
家
」
は
、
新
潟
に
あ
っ
た
漢
学
塾
長
善
館
の
当
主
を
代
々
担
っ
て
い
た
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鈴
木
家
か
ら
出
た
鈴
木
虎
雄
（
日
本
新
聞
社
に
入
り
、
後
に
京
都
帝
国
大
学

教
授
。『
羯
南
文
録
』
を
編
纂
し
た
）
が
題
材
で
あ
る
。
虎
雄
は
、
養
子
に

な
っ
た
大
橋
家
と
離
縁
し
、
大
学
で
漢
文
学
を
講
じ
る
立
場
を
得
て
「
家

業
」
の
漢
学
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
学
資
の
獲
得
を
目
的
と
し

た
養
子
縁
組
が
思
想
形
成
に
与
え
た
影
響
に
着
目
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

肝
心
の
「
思
想
」
の
中
身
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
実
は
「
家
業
」
の

変
容
と
教
育
投
資
の
社
会
学
的
研
究
に
進
む
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
か
。

大
庭
大
輝
「
思
想
史
の
場
と
し
て
の
佐
渡
」
は
、『
北
溟
雑
誌
』、『
佐
渡

新
聞
』
が
佐
渡
の
言
論
空
間
と
も
呼
ぶ
べ
き
場
と
し
て
果
た
し
た
役
割
と

北
一
輝
、
昤
吉
兄
弟
と
の
関
わ
り
を
追
う
。
北
兄
弟
の
よ
う
に
地
方
の
裕

福
な
家
庭
か
ら
高
等
教
育
を
受
け
て
中
央
に
活
躍
の
場
を
見
い
だ
す
例
は

数
知
れ
な
い
。
北
兄
弟
に
佐
渡
的
特
殊
性
は
見
い
だ
せ
る
の
か
。
ま
た
近

世
的
「
一
国
意
識
」
が
佐
渡
に
お
い
て
解
体
し
て
い
く
過
程
と
北
兄
弟
の

経
歴
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
見
え
る
が
、
具
体
的
に
北
兄
弟

の
著
述
な
ど
と
の
対
応
関
係
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
真
辺
将
之
「
東
京
専

門
学
校
と
「
早
稲
田
精
神
」」
は
、「
早
稲
田
精
神
」
と
「
学
風
」
と
い
う

も
の
が
時
代
の
潮
流
と
と
も
に
変
質
し
た
と
い
う
物
語
だ
が
、
そ
れ
に
か

か
わ
る
人
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
の
面
白
さ
は
と
も
か
く
、「
早
稲
田
精

神
」
な
る
も
の
が
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
そ
れ
が
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
と
い
っ
た
分
析
を
放
棄

し
て
い
る
。
し
か
し
「
精
神
」
を
実
体
化
し
な
い
の
は
本
書
の
方
法
論
的

約
束
で
は
な
い
の
か
。
編
者
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
り
抜
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

青
木
一
平
「
漱
石
門
下
安
倍
能
成
の
洋
行
」
は
、
国
家
に
与
え
ら
れ
た
課

題
に
し
た
が
っ
て
日
本
に
「
文
明
」
を
持
っ
て
帰
ろ
う
と
奮
闘
し
苦
悩
し

た
漱
石
の
世
代
と
は
異
な
り
、
安
倍
能
成
の
世
代
に
と
っ
て
留
学
と
は
自

己
の
見
聞
を
広
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
学
問
そ
の
も
の
は
日
本
で
本
を
読

ん
で
い
れ
ば
で
き
る
と
こ
の
世
代
は
考
え
た
と
い
う
。
日
本
に
少
し
余
裕

が
で
き
た
時
代
故
の
態
度
で
は
あ
る
。
し
か
し
安
倍
は
現
地
で
学
問
を
志

す
人
々
と
討
論
し
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
部
は
「
媒
体
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
中
川
未
来
「
新
聞

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
と
高
橋
健
三
」
は
、
明
治
二
六
年
か
ら
三
一
年
ま
で

の
、
ち
ょ
う
ど
対
外
硬
運
動
と
日
清
戦
争
の
時
期
に
『
大
阪
朝
日
新
聞
』

の
論
調
を
主
導
し
た
高
橋
健
三
（
陸
羯
南
と
の
交
友
で
知
ら
れ
る
）
の
主

張
と
、「
ア
ジ
ア
情
報
」
の
媒
体
と
し
て
の
新
聞
の
役
割
を
か
ら
め
て
分

析
し
て
い
る
。
中
川
の
単
著
『
明
治
日
本
の
国
粋
主
義
思
想
と
ア
ジ
ア
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
を
補
足
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
通
常

「
ア
ジ
ア
情
報
」
と
い
う
も
の
は
権
益
が
安
全
か
、
投
資
し
て
損
は
し
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
情
報
に
、
文
化
論
ら
し
き
装
飾
が
貼
り
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
高
橋
入
社
後
の
『
大
阪
朝
日
新
聞
』

は
、
中
国
文
明
は
評
価
し
、
清
朝
を
「
夷
狄
」
と
し
て
文
明
の
障
害
物
視

す
る
、
朝
鮮
は
日
中
共
同
で
改
革
す
べ
き
対
象
と
み
な
す
、
と
い
う
路
線

が
強
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
う
い
っ
た
論
調
が
読
者
（
紹
介
さ
れ
る
の
は

大
阪
の
中
農
の
日
誌
）
に
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
駆
け
足
で
言
及
さ

れ
る
が
、
今
後
読
者
の
個
人
文
書
発
掘
に
研
究
が
進
む
の
か
も
し
れ
な
い
。

熊
本
史
雄
「
外
務
省
記
録
に
み
る
「
協
調
主
義
」
の
ゆ
く
え
」
は
、
第
一

次
大
戦
後
の
「
協
調
主
義
」
外
交
が
そ
の
後
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
構
想
に
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転
換
す
る
の
は
、
北
部
仏
印
進
駐
を
契
機
と
し
た
事
象
で
あ
っ
た
こ
と
に

着
目
す
る
。
外
交
方
針
上
、
第
一
次
大
戦
以
降
の
対
中
お
よ
び
対
英
米
外

交
方
針
が
な
し
く
ず
し
の
変
化
に
よ
り
「
単
線
的
」
に
つ
な
が
っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。
外
務
省
記
録
の
文
言
の
内
容
だ
け

で
な
く
、
起
案
者
が
誰
か
と
か
、
決
済
の
優
先
順
位
が
ど
う
だ
っ
た
か
ま

で
手
続
き
の
機
微
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
通
じ
て
責
任
者
（
こ
の
論
文
で
は
、

小
村
欣
一
、
幣
原
喜
重
郎
、
重
光
葵
）
の
思
考
の
内
側
を
明
ら
か
に
す
る
説

得
力
の
あ
る
論
文
で
あ
り
、
外
交
思
想
史
と
し
て
明
確
な
方
法
意
識
を
示

し
て
い
る
。
竹
田
進
吾
「
歴
史
教
科
書
の
思
想
史
」
は
、
三
宅
米
吉
お
よ

び
三
宅
が
主
導
し
た
歴
史
教
科
書
出
版
社
で
あ
る
金
港
堂
の
教
科
書
の
内

容
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。
教
科
書
の
記
述
内
容
に
あ
る
種
の

「
思
想
」
が
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
が
現
場
で
ど
う
教
え
ら
れ
て

い
た
の
か
と
組
み
合
わ
せ
て
考
え
な
く
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
大
沼
宜

規
「
明
治
国
学
者
の
蔵
書
形
成
」
は
、
考
証
派
国
学
者
木
村
正
辞
が
『
万

葉
集
』（
だ
け
で
は
な
い
が
）
の
諸
本
を
集
め
、
校
合
し
、
丹
念
に
用
い
ら

れ
た
字
と
訓
を
確
認
し
て
い
っ
た
過
程
の
総
体
を
木
村
の
思
想
と
考
え
る

べ
き
で
、
木
村
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
研
究
成
果
は
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い

こ
と
を
論
じ
、
さ
ら
に
は
蔵
書
研
究
が
思
想
家
の
み
な
ら
ず
思
想
家
間
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
研
究
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
主
張
す
る
。
文
中

に
指
摘
が
あ
る
と
お
り
、
善
本
を
さ
が
す
学
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
近
世

後
期
か
ら
見
ら
れ
る
。
木
村
の
ケ
ー
ス
が
「
明
治
」
国
学
者
的
で
あ
る
の

は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
っ
た
行
為
や
思
想
内
容
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
野
目
徹
「
大
正
期
の
『
日
本
及
日
本
人
』
と
三
宅
雪
嶺
」
は
、
当
時
の

『
日
本
及
日
本
人
』
の
「
主
筆
」
を
三
宅
が
自
認
し
な
が
ら
も
、
当
該
誌

の
論
調
が
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
で
も
お
よ
そ
三
宅
の
立
場
と
は
相
容

れ
な
い
三
井
甲
之
の
論
調
が
浸
食
し
て
い
く
の
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た

不
思
議
な
状
態
を
記
述
し
て
い
る
。

　

第
三
部
は
「
手
法
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。「
手
法
」
は
メ
ソ

ッ
ド
を
指
す
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
く
、「
空
間
」
や
「
媒
体
」
に
分
類

し
に
く
い
対
象
の
取
り
扱
い
方
を
概
括
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
橋
禎

雄
「
村
岡
典
嗣
と
日
本
思
想
史
学
」
は
、
村
岡
の
広
島
高
等
師
範
学
校
時

代
と
、
東
北
帝
国
大
学
時
代
の
講
義
ノ
ー
ト
を
手
が
か
り
に
、
歴
史
法
則

よ
り
も
一
回
的
な
経
験
の
内
在
的
理
解
を
主
眼
と
す
る
ド
イ
ツ
西
南
学
派

の
歴
史
哲
学
へ
の
志
向
と
「
日
本
思
想
史
」
研
究
が
結
び
つ
い
て
い
く
過

程
を
考
察
す
る
。
初
期
の
著
作
初
版
の
『
本
居
宣
長
』
で
参
照
さ
れ
て
い

た
文
献
学
は
、
そ
の
後
の
留
学
と
講
義
に
お
い
て
歴
史
哲
学
と
し
て
深
め

ら
れ
、「
日
本
思
想
史
」
の
研
究
方
法
論
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
紙

幅
が
あ
れ
ば
村
岡
に
よ
る
ド
イ
ツ
歴
史
哲
学
理
解
の
内
容
に
も
っ
と
入

り
込
め
た
で
あ
ろ
う
。
木
村
直
恵
「
明
治
期
に
お
け
る
「
社
会
」
概
念
」

は
、
福
地
桜
痴
に
よ
る society 

の
訳
語
と
し
て
の
「
社
会
」
の
含
意
か

ら
始
め
て
、
明
治
十
年
代
に
民
権
派
や
政
府
側
の
言
論
で
「
領
有
」
さ
れ

て
い
っ
た
過
程
を
描
く
。
い
ず
れ
の
用
法
も
政
治
言
論
業
界
で
支
配
的
に

な
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
社
会
」
の
語
は
意
味
の
重
層
性
と
大
き
な
振
れ

幅
を
も
っ
た
。
そ
し
て
ど
こ
か
の
時
点
で
「
対
等
性
と
差
異
の
尊
重
」
や

「
自
己
統
治
」
の
要
素
は
忘
却
さ
れ
た
と
い
う
。
残
念
な
が
ら
概
念
分
析

の
方
法
論
に
つ
い
て
の
説
明
が
長
く
、
史
料
分
析
が
少
な
い
。
ま
た
結
局
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187　書　評

い
ま
だ
に
柳
父
章
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
歴
史
学
的
概
念
分
析
の

分
野
は
長
い
間
方
法
的
に
進
歩
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
笹

沼
俊
暁
「
ア
ジ
ア
の
中
の
人
文
学
」
は
、
日
清
戦
争
後
に
「
国
文
学
」
に

つ
い
て
の
議
論
が
活
発
化
さ
れ
た
こ
と
、
並
行
し
て
「
台
湾
文
学
」
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
「
発
明
」
が
な
さ
れ
、
国
民
国
家
に
従
属
す
る
「
文

学
」
と
い
う
思
想
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
様
相
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
現

代
の
台
湾
な
ど
で
「
ア
ジ
ア
」
が
論
じ
ら
れ
る
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
否
定
す
る
方
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
含

み
混
ん
だ
形
で
「
ア
ジ
ア
」
が
論
じ
ら
れ
る
傾
向
を
指
摘
し
、
日
本
の
近

代
化
へ
の
評
価
が
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
、
日
本
の
研
究
者
が
そ

の
こ
と
を
よ
く
理
解
で
き
て
い
な
い
危
険
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。
長
尾

宗
典
「「
誌
友
交
際
」
の
思
想
世
界
」
は
、
中
央
の
有
力
雑
誌
の
投
稿
者

な
ど
が
「
誌
友
」
と
い
う
意
識
を
確
立
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
立
ち
上
げ

た
地
方
文
芸
同
人
誌
が
読
者
研
究
の
格
好
な
素
材
で
あ
る
こ
と
を
、
岐

阜
の
郷
土
史
家
小
木
曽
旭
晃
の
『
地
方
文
芸
史
』
に
紹
介
さ
れ
た
情
報

と
、
小
木
曽
自
身
が
発
行
し
て
い
た
雑
誌
『
山
鳩
』
な
ど
を
手
が
か
り
に

し
て
、「
思
想
伝
達
の
回
路
」
と
し
て
の
地
方
同
人
誌
の
役
割
を
分
析
す

る
。
地
方
文
芸
誌
で
は
、「
成
功
」「
享
楽
」「
煩
悶
」
と
い
っ
た
当
時
流

行
し
て
い
た
テ
ー
マ
に
「
一
向
無
感
覚
で
あ
っ
た
」
と
い
う
小
木
曽
の
指

摘
が
、
中
央
論
壇
中
心
に
思
想
潮
流
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
相
対

化
す
る
視
点
が
当
時
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
野
目
徹
「
翻

訳 N
ationality 

を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
政
教
社
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
志

賀
重
昂
と
棚
橋
一
郎
が
関
わ
っ
た
い
く
つ
か
の
辞
書
の nationality 

の

訳
語
を
た
ど
り
、『
日
本
人
』
が
掲
げ
た
「
国
粋
」
と
い
う
語
の
理
解
が
、

志
賀
と
棚
橋
、
菊
池
熊
太
郎
ら
同
人
の
間
で
食
い
違
っ
て
お
り
、
訳
語
と

し
て
安
定
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
含
意
の
ブ
レ
幅
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

三

　

編
者
の
中
野
目
氏
は
、
公
刊
史
料
に
頼
ら
ず
、
後
知
恵
や
輸
入
さ
れ
た

も
っ
と
も
ら
し
い
「
理
論
」
と
称
す
る
枠
組
み
を
使
わ
ず
、
研
究
者
が
自

分
で
見
つ
け
出
し
た
原
史
料
を
使
っ
て
、
同
時
代
で
こ
そ
意
味
を
も
っ
た

人
物
の
個
性
や
事
件
の
意
味
を
描
く
こ
と
を
徹
底
し
て
実
践
し
て
き
た
。

評
者
も
同
世
代
な
の
で
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
研
究
者
と
し
て

の
訓
練
を
受
け
始
め
た
頃
、
歴
史
学
の
世
界
で
は
、
ま
だ
階
級
闘
争
史
観

は
退
場
し
て
お
ら
ず
、
根
拠
の
怪
し
い
「
近
代
化
」
や
「
日
本
特
殊
性
」

の
議
論
も
横
行
し
て
い
た
。
そ
の
状
況
に
理
論
闘
争
を
仕
掛
け
る
の
で
は

な
く
、
自
己
の
研
究
の
実
践
そ
の
も
の
で
挑
戦
し
て
み
せ
る
こ
と
に
は
大

き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
ま
た
同
じ
頃
、
政
治
史
分
野
で
も
政
治
家
・
官
僚

の
書
簡
や
未
公
刊
文
書
な
ど
を
使
っ
た
研
究
が
増
え
て
き
て
い
た
こ
と
に

強
く
影
響
を
受
け
た
。
中
野
目
氏
の
業
績
と
そ
れ
に
続
こ
う
と
す
る
本
書

の
執
筆
者
た
ち
の
努
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
で
は
、
校
訂
が
必
ず

し
も
信
用
で
き
な
い
「
全
集
」
の
つ
ま
み
食
い
を
し
て
、
あ
や
ふ
や
な
感

想
や
問
題
意
識
の
表
明
を
間
に
は
さ
む
よ
う
な
「
思
想
研
究
」
は
（
だ
い

た
い
）
駆
逐
さ
れ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
章
が
興
味
深
い
論
点
と
情
報
を
提
供
し
て
お
り
大
変
有
益
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で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
気
に
な
る
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
近
代
日
本
」
と
い
う
分
野
の
区
切
り
方
は

有
効
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
使
わ
れ
た
史
料
は
ほ
と
ん
ど
近
代
日
本
語
の
散

文
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と

が
「
近
代
日
本
」
と
い
う
も
の
を
安
全
な
密
閉
空
間
に
し
て
い
る
危
険
性

が
あ
る
。
本
書
で
は
、
古
典
漢
文
も
近
代
中
国
語
も
朝
鮮
語
も
（
笹
沼
論

文
を
別
に
し
て
）
史
料
に
含
ま
れ
な
い
。
西
洋
語
に
つ
い
て
も
断
片
的
な

語
彙
は
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
西
洋
語
に
よ
る
概
念
の
同
時
代
の
グ
ロ
ー

バ
ル
な
（
西
洋
諸
国
だ
け
で
な
く
中
国
・
朝
鮮
を
含
む
）
広
が
り
は
意
識
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
る
で
「
近
代
日
本
の
思
想
」
は
近
代
日
本

散
文
の
文
体
と
語
彙
の
み
で
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

も
う
一
点
は
、
明
確
な
反
西
洋
化
主
義
、
土
着
主
義
の
思
想
が
検
討
対

象
に
な
ら
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
個
人
主
義
も
男
女
平
等
も
自
由
な

移
動
も
大
嫌
い
な
人
た
ち
に
も
思
想
の
メ
デ
ィ
ア
が
あ
り
、
中
央
の
指
導

的
知
識
人
と
の
協
力
や
葛
藤
関
係
が
あ
っ
た
。
研
究
対
象
選
択
に
あ
た
っ

て
モ
デ
レ
ー
ト
な
立
場
を
好
ま
し
い
と
す
る
共
有
さ
れ
た
空
気
で
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
文
献
リ
ス
ト
で
当
該
章
の
執
筆
者
の
も
の
だ
け

五
十
音
順
で
な
く
末
尾
に
置
く
と
い
う
の
は
不
必
要
な
謙
遜
で
あ
る
。

 

（
立
教
大
学
教
授
）

岩
田
真
美
・
桐
原
健
真
編

『
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
の
幕
末
維
新

─
交
錯
す
る
宗
教
世
界
』

（
法
蔵
館
・
二
〇
一
八
年
）

繁
田
　
真
爾

　

本
書
が
世
に
問
わ
れ
た
二
〇
一
八
年
は
、
い
わ
ゆ
る
「
明
治
維
新
一
五

〇
年
」
に
あ
た
る
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
偶
然
で
は
な
く
、「
あ
と

が
き
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
節
目
」
に
合
わ
せ
て
本
書
を
出
版
す
る
こ
と

に
著
者
た
ち
の
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
単
に
節

目
を
記
念
し
た
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、「
維
新
」
を
日

本
の
近
代
化
の
出
発
点
と
し
て
言
祝
ご
う
と
す
る
、
政
府
を
は
じ
め
と
す

る
各
種
行
事
な
ど
へ
の
違
和
感
、
あ
る
い
は
「
維
新
」
に
よ
っ
て
そ
れ
ま

で
の
す
べ
て
が
改
め
ら
れ
た
と
す
る
固
定
的
歴
史
観
へ
の
異
議
申
し
立
て

こ
そ
、
本
書
が
目
指
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
明
快
だ
。

　

そ
う
し
た
本
書
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
は
、
編
者
の
一
人
、
桐
原
健
真
に

よ
る
「
は
じ
め
に
」
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
、
桐
原
が
繰
り
返
し
強
調
し

て
い
る
、
次
の
二
点
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
従
来
の
学
術
研
究

で
は
「
近
世
と
近
代
と
の
断
絶
性
」
を
強
調
す
る
研
究
が
多
い
が
、
本
書

で
は
幕
末
維
新
期
と
い
う
時
代
を
、
む
し
ろ
近
世
と
近
代
を
「
架
橋
す
る

結
節
点
」
と
し
て
理
解
し
た
い
と
い
う
こ
と
。
い
ま
一
つ
が
、（
政
治
や

経
済
で
は
な
く
）
思
想
や
宗
教
な
ど
の
「
文
化
史
」
の
視
座
か
ら
そ
の
こ
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