
外
国
文
献
の
中
で
初
心
者
に
と
っ
て
近
づ
き
や
す
い
も
の
に
つ

い
て
若
干
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
初
心
者
と
い
っ
て
も
外
国
文
献

を
求
め
る
以
上
、
か
な
り
の
基
礎
知
識
を
持
ち
且
つ
語
学
へ
の
関

心
も
か
な
り
深
い
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
必
ず
し
も
初
心
者

と
は
全
く
の
素
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意

味
の
初
心
者
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
外
国
文
献
を
取
り
あ
つ
か
う
場
合
、
注
意
し
て
お

い
た
方
が
よ
い
と
思
う
こ
と
は
第
一
に
自
分
の
興
味
が
ど
こ
に
あ

る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
分
け
し
て
哲
学
思
想
に
あ
る
の
か
、

文
献
研
究
に
あ
る
の
か
と
い
う
ぐ
ら
い
の
大
ま
か
な
区
分
ぐ
ら
い

予
め
考
え
て
お
い
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
第
二
に
は
、
外
国
と
い
っ

て
も
そ
の
佛
教
研
究
の
歴
史
か
ら
言
っ
て
も
民
族
的
要
求
か
ら
い

っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
が
あ
る
か
ら
、
そ
の

諸
国
家
の
大
凡
の
性
格
を
い
く
ら
か
心
得
て
か
ら
、
そ
の
国
か
ら

原
始
佛
教
研
究
の
道
し
る
ゞ
へ
（
一
）

1

出
版
さ
れ
る
も
の
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
で
な
い
と
か
な
り
自
分

の
予
想
と
相
違
し
た
り
し
て
、
失
望
を
さ
け
ら
れ
な
い
し
、
又
、

一
方
的
主
観
的
佛
教
観
を
他
に
お
し
つ
け
て
し
ま
う
結
果
に
も
な

り
か
ね
な
い
。
こ
の
二
点
を
考
慮
に
入
れ
て
先
づ
佛
教
研
究
を
中

心
と
し
た
諸
国
家
の
方
向
を
い
く
ら
か
概
略
し
て
お
こ
う
。

概
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
に
英
国
は
原
始
佛
教
の
草
分
け
で
あ
る

が
、
そ
の
研
究
成
果
は
専
門
的
文
献
的
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
然

し
、
最
近
は
知
識
層
に
台
頭
し
た
国
際
性
と
い
う
意
味
で
一
般
的

な
著
作
も
現
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
一
般
化
の
た
め
に
と
ら
れ
て
い

る
技
術
、
例
え
ば
↑
時
代
的
区
分
に
よ
る
各
思
想
の
摘
要
集
と
い

っ
た
技
術
は
多
分
に
ア
メ
リ
カ
的
一
般
化
の
方
法
の
影
響
で
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
か
し
、
そ
こ
で
も
な
お
文
献
的
原
理
づ

け
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
が
密
着
し
て
い
る
か
ら
、
文
献
的

諸
資
料
を
多
く
附
加
し
て
い
る
。

佐
々
木
現

順
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ア
メ
リ
カ
は
極
め
て
限
ら
れ
た
一
部
の
専
門
学
者
に
よ
る
特
殊

問
題
の
断
片
的
研
究
と
い
う
面
と
こ
れ
と
は
全
く
読
者
層
を
異
に

し
て
、
手
取
り
早
く
思
想
だ
け
把
え
よ
う
と
す
る
現
実
的
要
求
に

応
じ
た
読
者
層
を
相
手
と
し
た
他
の
面
と
の
二
つ
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
傾
向
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
段
階

に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
而
も
、
専
門
研
究
と

い
う
傾
向
は
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
傾
向
と
変
り
は
な
く
、
た
だ
違
っ
て

い
る
傾
向
は
そ
れ
と
全
く
分
離
し
た
思
想
の
早
急
的
把
握
と
い
う

傾
向
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
に
属
す
る
も
の
が
禅
的
紹
介
書
或
は
視

覚
即
ち
美
術
を
通
し
て
の
佛
教
の
紹
介
言
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
傾
向
の
害
は
独
自
の
研
究
と
い
う
も
の
で
は
な
く
既
に
日
本

に
於
て
出
版
さ
れ
た
も
の
或
は
古
く
か
ら
熟
知
さ
れ
て
い
る
こ
と

の
英
語
に
よ
る
紹
介
の
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
か

ら
新
し
い
専
門
的
に
啓
発
は
必
ず
し
も
期
待
出
来
な
い
。
こ
の
よ

う
な
状
態
だ
か
ら
、
特
に
原
始
佛
教
研
究
と
い
っ
た
特
殊
分
野
の

研
究
は
皆
無
に
近
い
。
し
か
し
、
文
献
的
研
究
に
忠
実
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
思
想
と
し
て
佛
教
を
比
較
宗
教
研
究
の
一
翼
と
し
て

と
り
あ
げ
て
い
る
か
ら
佛
教
の
世
界
宗
教
上
の
位
置
づ
け
に
関
心

を
持
つ
者
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
出
版
界
に
注
意
し
て
お
く
と
よ
い
。

最
後
に
、
東
南
ア
ジ
ヤ
か
ら
の
出
版
物
が
あ
る
。
主
と
し
て
近

づ
い
や
す
い
英
語
で
は
セ
イ
ロ
ン
出
版
が
多
い
。
セ
イ
ロ
ン
は
佛

教
国
で
あ
り
、
且
つ
西
洋
思
想
或
は
古
来
イ
ン
ド
哲
学
の
影
響
を

殆
ん
ど
受
け
て
い
な
い
と
い
う
歴
史
的
背
景
も
手
伝
っ
て
い
て
、

他
思
想
と
の
批
判
的
交
流
は
見
出
せ
な
い
。
ま
れ
に
西
洋
人
或
は

西
洋
的
訓
練
を
受
け
た
佛
教
僧
侶
に
よ
っ
て
佛
教
の
批
判
的
著
作

も
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
れ
と
て
も
佛
教
的
信
念
が
表
面
に
出
て

い
て
学
理
的
裏
づ
け
に
不
足
し
て
い
る
面
が
多
い
の
で
、
そ
の
要

求
を
持
っ
て
こ
れ
ら
を
読
む
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
。
で
は
ど

う
い
う
態
度
で
あ
た
る
べ
き
か
と
い
う
と
、
原
始
佛
教
の
一
部
が

単
な
る
哲
学
と
し
て
で
は
な
く
実
践
と
し
て
日
常
生
活
の
上
で
如

何
に
具
象
化
さ
れ
て
い
る
か
或
は
ど
の
部
分
が
現
代
に
至
る
永
い

歴
史
の
間
で
信
念
と
し
て
人
間
の
精
神
状
況
の
中
で
生
き
続
け
て

い
る
か
と
い
う
点
に
興
味
を
持
つ
者
に
は
極
め
て
有
益
で
あ
る
。

セ
イ
ロ
ン
で
学
ん
で
帰
る
欧
米
人
で
さ
え
ひ
と
し
く
批
判
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
セ
イ
ロ
ン
の
現
代
佛
教
研
究
は
無
常
・
苦
・
無

我
の
繰
り
返
し
に
つ
き
て
い
る
と
い
え
る
。
私
は
無
常
・
苦
・
無

我
の
上
に
更
に
業
思
想
の
生
き
た
実
感
も
ま
た
同
様
に
反
復
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
追
加
し
て
お
こ
う
。

基
礎
的
辞
書
類
原
始
佛
教
と
イ
ン
ド
思
想
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
文
献
も
多
い
け
れ
ど
も
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
ま
た
別
個
の
論

項
に
な
る
と
思
う
。
た
だ
同
旨
時
の
名
著
国
旨
目
勝
巳
少
且

国
口
呂
巨
め
日
は
依
然
と
し
て
よ
い
参
考
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
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け
を
記
し
て
、
あ
と
は
省
略
し
た
い
。
今
は
比
較
的
直
接
的
に
原

始
佛
教
特
に
そ
の
思
想
一
般
を
知
る
上
に
初
歩
的
に
必
要
と
思
わ

れ
る
も
の
だ
け
に
と
ど
め
よ
う
。
誰
し
も
最
初
に
知
り
た
い
と
考

え
る
の
は
思
想
的
に
言
え
ば
佛
法
の
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
先
づ
。
①
缶
①
Ｈ
』
勺
昌

ご
冨
目
冒
四
を
あ
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
本
書
は
佛
教
の
中
心
概
念

た
る
法
を
分
析
し
、
主
と
し
て
一
一
カ
ー
ャ
を
と
り
あ
つ
か
う
が
勿

論
ア
ビ
ダ
ル
マ
と
い
う
後
期
佛
教
も
考
慮
し
て
い
る
。
少
々
散
漫

な
点
も
あ
り
且
つ
重
複
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
分
類
法
も
ま
じ
っ

て
い
る
が
、
と
も
か
く
体
系
的
に
法
の
義
を
網
羅
し
て
い
る
点
で

今
な
お
必
読
の
書
で
あ
る
。
又
、
原
始
佛
教
研
究
に
必
要
な
文
献

と
し
て
揃
え
て
お
き
た
い
も
の
を
あ
げ
る
と
Ｐ
Ｔ
Ｓ
の
辞
書
、
チ

ル
ダ
ー
ス
の
勺
昌
同
旨
碆
呂
目
。
武
○
目
砂
曇
で
あ
る
。
前
者
は

最
も
需
要
が
多
い
が
一
一
カ
ー
ャ
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
又
、

語
源
分
解
に
多
く
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
注
意

し
た
い
。
チ
ル
ダ
ー
ス
の
辞
書
は
文
献
を
多
く
あ
げ
て
い
る
の
で

併
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
新
し
く
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
を
も
追

加
し
更
に
綿
密
に
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
も
の
は
己
四
昌
昏
シ
ｏ
且
の
‐

日
割
Ｐ
９
日
○
巴
弓
昌
目
Ｏ
は
ｇ
勗
昌
で
あ
る
が
現
在
ま
だ
割
の

項
ま
で
し
か
出
版
さ
れ
て
い
な
い
の
で
遺
憾
で
あ
る
。
研
究
上
、

単
な
る
語
意
で
な
く
、
更
に
詳
し
い
文
献
の
引
用
を
求
め
た
い
と

考
え
る
者
に
は
吋
目
皿
冠
昌
肖
目
菅
苗
圃
日
。
ｏ
口
８
ａ
四
巳
。
①
が

重
要
で
あ
る
。
本
書
は
一
九
五
二
年
よ
り
一
九
六
○
年
ま
で
に
三

巻
と
な
っ
て
出
て
い
る
が
ま
だ
も
鼻
昌
冨
⑭
困
威
ま
で
で
更
に
幾

年
が
続
く
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
既
刊
本
及
び
マ
ヌ
ス
ク
リ
ッ
プ
ト

を
広
く
眺
め
て
お
い
て
自
分
の
関
心
を
何
処
に
集
中
し
た
ら
よ
い

か
を
決
め
る
手
ご
ろ
な
も
の
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
て
お
い
た
陸

９
昌
○
己
甸
巴
］
己
旨
は
○
．
餌
ご
『
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
同
冒
奇
遇
‐

目
の
国
騨
さ
く
巳
．
閂
と
同
じ
く
同
書
中
の
ぐ
ｇ
目
．
田
尉
○
目
①
骨

の
両
分
冊
で
あ
ろ
う
。

文
法
害
特
に
文
法
学
を
研
究
す
る
者
は
別
で
あ
る
が
一
般
的

に
原
語
で
経
典
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
修
め
ん
と
す
る
者
に
は

文
法
と
い
う
も
の
は
簡
明
な
も
の
ほ
ど
よ
い
。
こ
れ
に
は
イ
ン
ド

出
版
の
文
法
書
を
す
す
め
た
い
。
イ
ン
ド
で
は
学
生
の
実
修
用
と

し
て
ど
こ
の
国
よ
り
も
永
く
深
い
生
き
た
経
験
に
よ
っ
て
手
頃
な

文
法
書
が
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
○
弓
．
］
○
ｍ
亘
〉
シ

昌
騨
ロ
ロ
己
旦
勺
昌
』
弓
○
○
口
色
の
如
き
も
の
で
充
分
間
に
合
う
。

価
格
も
イ
ン
ド
出
版
の
も
の
は
安
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
も
の
を
好

む
な
ら
や
は
り
少
々
専
門
的
な
整
理
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
に
し

か
な
い
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
人
の
問
で
は
好
評
で

あ
る
手
頃
な
も
の
で
は
冨
昌
昌
○
嚴
民
〉
国
昌
〕
号
口
目
月
月
弓
昌
鳥

目
．
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
位
を
基
礎
と
し
て
初
学
者
は
直
ち
に
原
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典
に
つ
い
て
経
験
を
つ
む
こ
と
が
研
究
を
す
す
め
る
効
果
的
方
法

で
あ
ろ
う
。
元
来
、
生
き
た
文
法
は
経
典
読
雨
か
ら
自
づ
と
自
ら

の
手
で
自
分
の
も
の
と
し
て
整
理
し
て
行
く
尋
へ
き
も
の
で
あ
る
。

文
法
よ
り
も
読
む
こ
と
、
話
す
こ
と
の
方
が
先
き
で
あ
る
と
い
う

逆
説
が
心
が
ま
え
と
し
て
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
生
き
た
言
語
は
文

法
の
規
則
だ
け
で
出
来
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
宗
教
も
思
想
も
社
会
生
活
を
離
れ
て
存
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
研
究
対
象
と
な
る
原
始
佛
教
時
代
及
び
そ
の
影
響
化
の

文
化
圏
に
つ
い
て
概
略
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特

に
原
飴
佛
教
の
初
期
思
想
は
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
さ
れ
う
る
要

素
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
或
る
意
味
で
は
時
代
を
越

え
た
主
観
的
導
入
と
い
う
危
険
を
も
も
た
ら
す
。
独
自
の
思
想

を
持
つ
た
め
に
も
一
度
は
客
観
的
な
思
想
の
枠
づ
け
が
な
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
歴
史
或
は
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
の
書
も
坐

右
に
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
に
は
崖
竺
房
胃
沙
目
』
両
貰
々

国
防
ざ
ご
旦
団
ロ
目
冨
切
目
旨
ｏ
①
色
○
口
が
あ
り
、
こ
れ
は
私
が

訪
佛
の
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ゥ
ミ
ェ
ヴ
ィ
ー
１
博
士
も
推
せ
ん
し

て
い
た
も
の
で
著
者
は
．
〈
リ
在
中
に
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
原

始
佛
典
そ
の
も
の
及
び
註
訳
か
ら
引
き
出
し
た
セ
イ
ロ
ン
佛
教
史

で
あ
る
か
ら
主
観
も
入
ら
ず
文
献
的
根
拠
を
持
ち
価
値
が
高
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
人
の
手
に
な
る
佛
教
通
史
と
し
て
は
ベ
ル
ギ
ー
の

Ｆ
四
目
○
ヰ
①
》
国
防
８
胃
①
。
ｐ
団
○
口
・
・
言
い
日
①
冒
巳
①
ロ
》
Ｆ
ｏ
口
ぐ
皀
口

が
最
も
ま
と
ま
っ
た
叙
述
を
与
え
て
い
る
。
イ
ン
ド
人
の
も
の
で

は
国
．
。
．
Ｆ
四
急
》
○
口
昏
①
○
胃
○
昌
巳
①
の
ａ
ｎ
①
営
○
Ｐ
の
巴
ｏ
貝
冨
郡

国
○
号
〉
刷
巴
』
目
蔚
片
臂
日
①
旨
団
員
昌
男
昌
巴
巴
閉
鼻
①
Ｈ
四
》
句
い
ぼ

Ｆ
洋
閏
呉
員
①
旨
ｏ
２
さ
ロ
な
ど
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
初
学
者
の

み
な
ら
ず
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
屡
々
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
重
要
な
文
献
で
あ
る
か
ら
求
め
て
お
い
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

概
論
イ
ン
ド
に
関
す
る
諸
宗
教
は
歴
史
と
思
想
と
を
分
離
し

て
考
え
ら
れ
な
い
。
却
っ
て
歴
史
が
即
ち
思
想
そ
の
も
の
で
あ
る

と
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
佛
教
哲
学
の
持
つ
能
動
性
（
旨
〕
ｏ
威
○
‐

口
昌
切
目
）
は
そ
れ
を
歴
史
の
う
ち
で
開
い
て
い
る
。
こ
の
意
味
で

思
想
は
思
想
史
と
い
う
形
態
で
把
え
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
併

し
、
か
か
る
本
格
的
研
究
を
始
め
る
前
に
一
応
如
何
な
る
考
え
方

が
原
始
佛
教
で
な
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
或
は
如
何
な
る
問

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
う

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
推
し
た
い
の
は
言
胃
Ｈ
①
国
》
国
且
包
巨
の
目

旨
［
Ｈ
巴
邑
、
丘
○
］
〕
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
要
な
問
題
（
業
・
無
我

等
）
を
選
び
そ
の
原
典
を
英
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
献
的
研
究

は
本
書
の
出
版
さ
れ
た
時
は
未
だ
充
分
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
充
分
追
加
さ
れ
て
は
い
な
い
が
問
題
意
識
を
我
々
に
提
起
す

る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
か
か
る
問
題
意
識
を
中
心
と
し
た
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も
の
に
更
に
最
近
、
文
献
及
び
歴
史
を
も
若
干
加
え
た
も
の
が
新

し
く
出
さ
れ
る
傾
向
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
出
版
の
も

の
に
多
い
。
だ
か
ら
少
々
進
め
ば
両
・
ｏ
ｏ
ｐ
Ｎ
の
編
集
の
国
口
目
目
鼻

目
①
ｘ
蔚
目
胃
○
口
客
昏
①
鈩
鴨
⑳
な
ど
よ
い
。
又
、
全
般
的
に
思
想

史
・
経
典
史
・
現
代
佛
教
・
歴
史
等
の
如
き
も
の
を
知
り
、
且
つ

海
外
の
学
者
達
の
資
料
の
取
扱
い
方
を
伺
う
た
め
に
は
諸
外
者
の

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
を
読
む
こ
と
を
推
め
る
。
そ
れ
に
は
イ
ン
ド
政

府
出
版
で
圃
息
目
編
に
な
る
闇
ｇ
因
①
閏
⑫
旦
国
ロ
目
巨
切
目
は

最
も
入
手
し
易
く
便
利
で
あ
る
。
特
に
イ
ン
ド
等
諸
国
に
伝
来
し

た
佛
教
展
開
及
び
図
録
が
附
さ
れ
て
い
る
か
ら
初
学
者
に
と
っ
て

有
益
で
あ
る
。
本
書
は
特
に
欧
米
人
達
の
間
で
好
評
を
重
ね
て
い

る
。
是
非
参
考
書
と
し
て
そ
ば
に
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
同
じ

総
合
的
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
の
形
式
で
出
て
い
る
尤
大
な
も
の
に

国
①
壗
ご
己
》
吋
鼠
の
①
ロ
ｏ
①
自
切
○
戸
目
言
、
目
①
が
あ
る
。
こ
れ
は
世
界

各
国
の
学
者
が
広
汎
に
わ
た
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
を
論
じ
た
も
の
で
而

も
美
し
い
写
真
及
び
図
表
が
多
く
の
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
見
て
い

て
も
た
の
し
い
。
と
も
か
く
こ
の
種
の
も
の
で
今
世
紀
最
大
の
集

大
成
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
特
殊
研
究
に

限
ら
れ
て
お
ら
ず
古
代
か
ら
現
代
の
問
題
ま
で
及
ん
で
い
る
。
パ

リ
ー
と
留
蒟
○
口
の
フ
ラ
ン
ス
学
者
ら
の
手
で
主
に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
日
本
で
も
代
理
店
（
紀
ノ
国
屋
、
東
京
）
で
取
扱

っ
て
い
る
か
ら
入
手
困
難
で
は
な
い
。

比
岐
的
ま
と
ま
り
而
も
一
貫
し
た
主
題
を
取
り
あ
つ
か
っ
て
い

る
も
の
に
ｇ
ｐ
Ｎ
①
》
国
ロ
目
巨
の
日
が
あ
る
・
こ
れ
は
原
始
佛
教
研
究

者
が
と
か
く
狭
い
特
殊
問
題
に
陥
入
り
が
ち
な
傾
向
に
あ
る
か
ら

そ
れ
を
制
禦
す
る
上
で
必
要
な
概
論
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
立
場

は
大
乗
で
あ
る
が
、
原
始
佛
教
と
い
え
ど
も
そ
こ
に
至
る
方
向
を

以
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
か
ら
最
後
の
と
こ
ろ
を
お
さ
え
て
お
く

こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
国
民
①
目
》
旨
鱒
ロ
自
己
ｇ
冒
昌
②
口
団
員
‐

旦
巨
の
日
一
国
閏
身
》
旨
四
国
自
己
具
田
口
呂
冨
の
目
も
追
加
し
て
お
き

た
い
。
こ
れ
な
ど
は
佛
教
学
一
般
の
入
門
書
と
し
て
も
価
値
が
あ

づ
（
）
Ｏ

漸
く
進
め
ば
大
小
二
乗
に
つ
い
て
の
区
別
と
い
う
問
題
に
誰
で

も
つ
き
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
就
て
も
先
づ
単
な
る
主
観
的

感
想
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
哲
学
者
の
も
の
は
研
究
者
に
と
っ
て
意

味
は
な
い
と
自
覚
し
て
、
専
門
家
の
手
に
な
る
責
任
あ
る
思
想
史

を
た
よ
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
ｚ
ロ
ロ
ヰ
ー

シ
名
①
○
諒
旦
冒
農
ご
画
ロ
四
国
ロ
＆
宮
の
目
は
一
役
買
い
う
る
。
勿

論
、
専
門
的
な
点
で
異
論
の
あ
る
箇
処
も
多
い
が
と
も
か
く
イ
ン

ド
の
も
の
と
し
て
は
珍
ら
し
く
明
白
な
時
代
区
分
の
上
で
而
も
複

雑
な
大
小
二
乗
の
諸
問
題
を
提
起
し
て
み
せ
て
い
る
か
ら
時
代
意

識
を
整
理
出
来
る
の
で
よ
い
。
特
に
律
（
後
述
）
に
興
味
を
持
て
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る
初
学
者
な
ら
、
そ
の
方
面
で
研
究
が
進
ん
だ
と
し
て
も
良
い
資

料
た
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

佛
教
と
い
え
ば
と
か
く
理
論
的
な
も
の
が
多
い
が
特
に
我
国
で

は
そ
う
し
た
伝
統
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
国
際
的
視
野
に
立
て
ば
経

典
外
の
諸
文
献
の
研
究
が
我
国
で
も
も
っ
と
盛
ん
に
な
っ
て
よ
い
。

尤
も
そ
れ
に
は
限
度
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
文
献
の
入
手

困
難
、
言
語
学
の
不
充
分
さ
等
か
ら
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
立
ち

並
べ
る
段
階
に
到
る
と
い
う
こ
と
は
我
国
で
は
難
中
至
難
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
イ
ン
ド
言
語
学
研
究
の
分
野
に
つ
い
て
も
言
え
よ
う
。

そ
れ
と
別
個
の
方
法
論
を
以
て
す
れ
ば
我
国
の
思
想
研
究
と
い
う

主
流
と
む
す
び
或
は
そ
れ
に
一
層
新
し
い
視
野
を
与
え
る
可
能
性

は
充
分
存
在
す
る
。
特
に
近
時
、
女
子
学
生
に
し
て
原
始
佛
教
研

究
に
志
す
者
も
多
く
現
わ
れ
出
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
諸
嬢
は
女
性

と
し
て
の
綿
密
さ
と
そ
の
感
覚
を
生
か
し
て
こ
の
方
面
に
進
む
の

も
よ
か
ろ
う
。
即
ち
、
佛
伝
研
究
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
・
ア
バ
ダ
ー
ナ

等
、
或
は
単
経
と
し
て
伝
わ
る
も
の
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
研
究
物
よ
り
も
先
づ
身
に
感
ず
る
と
い
う
点
で
現
物
を
読
む

と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
国
Ｏ
Ｈ
ｐ
①
局
》

目
の
冒
冒
苗
富
澤
。
風
。
の
か
ら
始
め
て
目
．
言
．
閃
ご
唖
己
覺
昼
の
】

田
口
＆
巨
黒
囚
昌
昏
陣
○
回
①
⑳
に
進
み
、
あ
と
は
原
文
及
び
そ
の
諸

訳
に
進
め
る
。
急
．
言
．
罰
○
烏
言
屋
巨
苛
旦
国
巨
目
目
に
ょ
っ

て
佛
教
興
起
時
代
の
背
景
を
了
解
し
て
お
く
の
も
良
い
が
初
学
者

に
は
英
文
の
研
究
に
も
な
り
、
又
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ミ
ノ
ロ

ジ
ー
に
慣
れ
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
原
始
佛
教
々

理
の
基
礎
的
英
訳
が
な
さ
れ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

原
始
佛
教
の
中
心
は
や
は
り
心
理
論
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ

れ
を
ア
ル
ケ
・
タ
イ
プ
と
し
て
把
え
て
永
い
佛
教
思
想
史
の
上
で

跡
づ
け
て
い
る
も
の
に
９
自
慰
①
〕
田
口
目
冒
騨
目
冒
侭
昇
冒
冒
ｅ
ｍ

が
あ
る
が
、
本
書
は
更
に
進
ん
だ
心
理
論
の
研
究
を
リ
ス
・
デ
ー

ヴ
イ
ズ
（
後
述
）
の
諸
著
耆
に
就
て
見
て
行
く
た
め
の
問
題
点
を
提

起
し
て
い
る
意
味
で
有
益
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
語
の
も
の
で
古
い

も
の
で
あ
る
が
今
な
お
権
威
あ
る
名
著
と
し
て
国
．
○
国
の
号
の
品
》

国
巨
目
冨
な
ど
適
当
で
あ
る
。

西
洋
哲
学
に
も
興
味
を
持
ち
つ
つ
、
原
始
佛
教
を
見
た
い
と
思

う
若
い
人
々
に
は
冒
員
言
昌
の
の
閏
の
諸
著
書
が
よ
い
．
そ
れ

ら
は
凡
て
既
に
古
い
時
代
に
属
す
る
か
ら
近
頃
は
余
り
用
い
な
い

よ
う
だ
が
、
内
容
は
現
代
の
も
の
と
大
差
な
く
、
更
に
多
く
の
事

柄
は
既
に
現
在
で
は
熟
知
さ
れ
た
も
の
が
多
く
な
っ
た
け
れ
ど
も

そ
れ
だ
け
に
内
容
に
と
ら
え
ら
れ
ず
語
学
の
練
習
を
か
ね
更
に
思

考
方
法
を
学
ぶ
と
い
う
点
で
是
非
熟
読
を
願
い
た
い
．
即
ち
司
四
‐

皀
閉
閏
》
弓
隅
ｇ
自
己
言
の
ａ
２
号
切
国
屋
目
彦
耐
目
屋
野
口
扇

ご
ロ
・
巳
二
黒
勝
Ｏ
ロ
①
勺
巨
一
○
の
○
℃
三
①
旨
』
］
貝
①
Ｈ
頤
①
い
○
冨
ｏ
彦
匡
ぢ
ぽ
の
ど
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固
己
計
急
旨
匡
昌
詞
一
己
厨
己
冨
ぢ
め
○
も
臣
の
Ｏ
ロ
①
⑦
Ｈ
自
己
巳
騨
四
①
竺
の
、

昌
蔚
Ｈ
①
ご
国
目
包
巨
、
日
ロ
の
な
ど
が
あ
る
。

以
上
あ
げ
た
こ
れ
ら
の
欧
米
人
に
な
る
概
論
書
を
読
む
に
あ
た

っ
て
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
読
者
の
方
に
い
く
ら
か
の
佛
教
の
予

備
的
知
識
を
持
っ
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歴
史
等
の
文
化
的
背

景
は
別
と
し
て
も
、
原
始
佛
教
々
義
に
つ
い
て
日
本
の
著
書
や
講

義
で
少
く
と
も
二
年
位
の
訓
練
を
経
て
い
て
大
体
言
っ
て
い
る
こ

と
の
見
当
の
つ
く
程
度
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
者

か
ら
学
ぶ
こ
と
は
教
理
の
体
系
化
或
は
文
化
史
的
背
景
と
い
っ
た

諸
点
で
あ
る
か
ら
教
理
そ
の
も
の
は
既
に
知
っ
て
お
い
た
方
が
良

い
点
も
早
く
つ
か
め
煩
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ

読
ん
で
行
く
間
で
も
無
益
で
は
な
く
、
佛
教
の
一
宇
一
句
を
簡
結

に
と
ら
え
て
行
く
把
え
方
及
び
理
解
へ
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
努

力
と
現
代
的
感
覚
を
常
に
懐
い
て
い
る
と
い
う
主
体
性
を
学
ぶ
な

ら
ば
内
容
の
各
一
は
別
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
も
今
後
専
門
研
究
に

入
っ
た
場
合
、
必
ず
ど
こ
か
で
そ
れ
に
役
立
つ
こ
と
を
信
じ
た
い
。

即
ち
い
つ
ま
で
も
若
さ
の
み
ち
た
生
々
と
し
た
研
究
成
果
が
永
く

続
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
外
国
文
献
を
あ
つ
か
う
学
徒
を
し
て
い

つ
ま
で
も
若
さ
を
保
た
せ
し
め
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

佛
教
美
術
と
い
う
こ
と
を
一
つ
こ
こ
で
附
加
し
て
お
き
た
い
。

と
い
う
の
は
原
始
佛
教
は
必
ず
し
も
書
類
の
上
で
し
か
学
問
出
来

な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
わ
づ
か
な
学
問
の
一
部
門
に
過
ぎ

な
い
。
と
こ
ろ
が
現
代
は
イ
ン
ド
と
欧
米
と
の
交
流
も
盛
ん
に
な

っ
た
か
ら
一
層
視
覚
に
よ
る
研
究
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
実
際
イ
ン
ド
佛
教
美
術
は
殆
ん
ど
佛
伝
か
ら
出
た
モ
ー
テ
ィ

ブ
で
あ
り
、
又
、
当
時
の
風
俗
・
習
慣
。
西
洋
と
の
関
係
が
最
も

具
体
的
に
象
徴
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
原
始
佛
教
美
術
で
あ
る
。
そ

の
点
で
将
来
イ
ン
ド
に
行
く
上
に
も
必
ず
そ
の
一
般
的
知
識
を
広

く
持
つ
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
た
の
し
い
か
ら
で
あ
る
。
学

問
も
苦
辛
だ
け
し
か
な
い
な
ら
学
問
の
意
味
も
な
い
。
た
の
し
み

な
が
ら
学
問
す
る
と
い
う
の
が
宗
教
と
し
て
の
佛
教
研
究
の
醍
剛

味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
初
学
者
は
先
づ
原
始
佛
教
を
た
の
し
み
な

が
ら
研
究
し
た
い
と
い
う
意
欲
を
持
っ
た
方
が
よ
ろ
し
い
。
と
こ

ろ
が
我
国
で
は
佛
教
美
術
と
い
う
と
教
学
と
は
別
個
と
見
ら
れ
、

イ
ン
ド
美
術
専
門
家
の
も
の
に
は
単
な
る
写
真
集
に
過
ぎ
な
い
も

の
或
は
全
く
教
理
的
理
解
が
欠
け
て
い
る
よ
う
な
作
品
が
多
く
、

そ
こ
で
は
思
想
史
的
・
佛
伝
的
意
味
す
ら
と
り
違
え
て
い
る
も
の

さ
え
少
く
な
い
。
こ
の
点
、
西
洋
の
学
者
は
更
に
深
く
立
入
っ
て

い
る
。
そ
れ
と
て
も
決
し
て
充
分
で
は
な
い
。
だ
か
ら
佛
教
学
を

お
さ
え
て
お
い
て
、
美
術
に
よ
っ
て
具
体
的
な
歴
史
を
調
、
へ
る
と

い
う
の
が
新
し
い
研
究
者
の
興
味
で
あ
ろ
う
。
教
理
を
心
得
た
も

の
と
し
て
、
初
歩
的
に
は
先
づ
イ
ン
ド
政
府
出
版
の
国
〕
の
葛
亀
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旦
昏
の
国
ｐ
ａ
ｇ
が
あ
り
、
こ
れ
は
若
干
の
原
典
も
附
加
し
た

美
術
書
で
イ
ン
ド
政
府
自
慢
の
編
集
で
あ
っ
て
手
頃
で
あ
る
か
ら

是
非
す
す
め
た
い
。
冒
胃
呂
邑
》
目
胃
冒
ｇ
冒
冒
①
貝
、
旦
段
胃
頁

い
く
○
房
は
余
り
湛
大
で
あ
る
な
ら
同
氏
著
の
陵
の
巳
号
さ
の
園
‐

ｏ
宮
な
ど
便
利
で
あ
ろ
う
。
少
々
説
明
を
求
め
る
な
ら
ば
⑦
輿
ｑ
》

目
冨
⑦
○
号
ｇ
ｚ
ｏ
Ｈ
昏
①
日
切
ロ
目
巨
⑳
日
と
か
或
は
ジ
ャ
ー

タ
ヵ
と
の
関
係
を
知
り
た
い
な
ら
ば
国
胃
唱
①
四
く
①
、
》
団
口
目
冨

煕
○
局
国
自
陣
○
口
９
国
Ｐ
ｐ
Ｑ
ｇ
ｏ
戸
甘
言
①
浮
巳
己
目
員
の
、
旨
計
ロ
①

ト

勺
①
呂
騨
葛
肖
旨
巨
の
①
匡
日
》
の
己
○
貝
冨
、
こ
ぢ
な
ど
古
書
と
し
て
入
手

出
来
れ
ば
求
め
て
お
く
と
よ
い
。
目
白
日
①
Ｈ
》
Ｈ
胃
諺
耳
旦
目
‐

呂
自
〕
少
の
厨
》
ｚ
①
葛
制
○
烏
》
岳
訊
な
ど
は
入
手
も
困
難
で
な
く
、

且
つ
本
書
の
著
者
は
イ
ン
ド
学
者
で
も
あ
る
の
で
、
単
な
る
美
術

家
の
写
真
集
と
は
全
く
異
っ
た
理
論
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
、
単
な
る
美
術
集
と
い
う
な
ら
ば
極
め
て
多
い
が
広
く
理
論

的
ヒ
ン
ド
ウ
ー
美
術
論
も
時
折
眺
め
て
そ
れ
を
背
景
と
し
て
生
れ

た
佛
教
美
術
を
自
ら
の
佛
教
学
と
比
較
し
つ
つ
、
自
ら
の
美
術
論

を
考
え
て
お
く
こ
と
も
た
の
し
い
方
法
で
あ
ろ
う
。

経
経
律
論
三
蔵
の
経
典
史
的
地
位
と
相
互
関
係
の
概
略
は
上

記
の
項
目
（
歴
史
）
の
と
こ
ろ
で
あ
げ
て
あ
る
殆
ん
ど
の
入
門
書

に
も
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
方
を
再
度
参
照
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。
こ
こ
で
経
に
関
す
る
も
の
と
い
え
ば
そ
の
思
想
を
簡

単
に
知
っ
て
お
こ
う
と
す
る
希
望
の
初
学
者
に
す
す
め
ら
れ
る
も

の
だ
け
に
と
ど
め
よ
声
フ
。

少
々
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
見
て
も

よ
い
も
の
に
旧
殴
目
言
〕
Ｈ
ｇ
侭
耳
ｍ
ｏ
ｐ
切
目
二
目
牌
己
○
昇
昌
‐

ロ
①
〉
］
勺
目
い
ら
届
ｌ
匡
が
あ
る
。
主
と
し
て
一
一
カ
ー
ヤ
に
よ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
一
番
手
取
り
早
い
。
元
来
、
甸
昌
目
①
算
の
○
国
①
辱

の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
一
般
的
問
題
に
限

ら
な
い
け
れ
ど
も
大
体
、
初
学
者
に
と
っ
て
も
理
解
さ
れ
易
い
問

題
に
つ
い
て
の
諸
論
項
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
ら
案
外
、
こ
う
し
た

一
見
余
り
に
専
門
的
印
象
を
与
え
る
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
中
に
良
き

道
し
る
べ
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
原
始
佛
教
を
心
が
け
る
者
の
一

つ
の
方
法
と
し
て
、
か
か
る
わ
か
り
易
い
特
殊
問
題
を
眺
め
て
、

そ
こ
か
ら
問
題
を
自
分
で
展
開
し
て
行
く
と
い
う
方
法
論
も
あ
る
。

そ
の
方
が
身
に
つ
い
た
体
系
を
作
る
訓
練
に
も
な
る
か
と
思
う
。

或
は
経
は
元
来
、
繰
り
返
し
の
多
い
も
の
で
あ
る
し
、
思
想
や

教
義
も
複
雑
で
は
な
い
か
ら
大
事
な
経
を
そ
の
ま
ま
欧
訳
で
よ
ん

で
み
る
こ
と
の
方
が
単
な
る
紹
介
本
よ
り
も
直
接
利
益
が
あ
る
。

決
し
て
困
難
な
教
義
の
予
備
知
識
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、

気
軽
に
よ
み
う
る
。
そ
れ
に
は
漢
訳
阿
含
な
ど
一
見
近
付
き
難
い

だ
ろ
う
し
、
和
訳
も
か
え
っ
て
困
難
な
中
日
混
合
の
文
字
が
多
い

の
で
す
す
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
欧
訳
が
よ
い
。
例
え
ば
、
局
．
○
．
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蜀
禺
伊
巳
内
①
）
己
侭
盲
四
国
房
劉
昌
四
》
Ｑ
罵
嗣
ロ
○
ロ
ロ
閏
宮
口
鳴
口
目
の
桝
蔚

号
、
ご
ｐ
Ｑ
Ｑ
巨
昇
耐
呂
①
ロ
園
、
ロ
○
国
、
な
ど
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
而
も

こ
れ
は
抜
粋
だ
か
ら
退
屈
し
な
い
。
や
や
哲
学
的
に
ニ
カ
ー
ヤ
思

想
を
ま
と
め
た
も
の
で
解
り
易
い
箸
は
園
臼
昏
》
圃
巨
目
匡
昇
吋
巨
‐

ざ
、
ｏ
嘗
昌
旨
冒
ｅ
Ｐ
妙
巨
。
Ｒ
邑
○
唇
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
我
国

で
も
先
人
達
が
ゞ
ハ
イ
ブ
ル
の
よ
う
に
熟
読
し
た
も
の
で
あ
っ
て
今

な
お
古
び
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
佛
伝
の
基
礎
的
研
究
で

も
あ
る
が
原
始
思
想
を
適
格
に
サ
ン
マ
ラ
イ
ズ
し
な
が
ら
佛
陀
を

浮
き
ぽ
り
に
し
た
も
の
と
し
て
○
Ｆ
”
耳
⑩
ロ
色
畠
目
⑦
○
国
冒
酔

目
①
冒
蝕
口
が
あ
る
。
更
に
同
氏
の
も
の
に
シ
旨
四
国
ロ
巴
旦
国
巨
‐

目
冨
の
日
昏
Ｈ
Ｐ
身
四
国
。
且
煕
目
の
ロ
前
も
あ
る
。
書
名
に
は
且
‐

ぐ
四
口
。
＆
⑩
目
鳥
貝
め
と
書
い
て
あ
る
が
我
国
の
如
き
佛
教
国
の
学

徒
か
ら
見
れ
ば
初
学
者
で
も
充
分
利
用
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ヵ

ー
ャ
だ
け
で
は
狭
い
と
思
う
者
に
は
間
．
］
．
目
冒
冒
隠
（
甘
可
○
‐

目
ｏ
は
○
口
）
〉
嗣
口
目
巨
黒
降
Ｈ
巷
冒
Ｈ
①
の
が
向
く
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

ｍ
巴
①
Ｃ
は
○
口
で
か
な
り
古
く
旧
○
且
○
口
“
］
○
旨
冒
冒
昌
禺
葛
》
ら
届

の
出
版
で
あ
る
が
、
．
〈
－
リ
原
典
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
。
同
じ

趣
向
で
譽
職
を
集
め
た
も
の
に
同
．
言
．
国
日
冒
盟
冒
の
ゞ
国
口
早

Ｑ
巨
昇
団
Ｐ
３
匡
閉
〉
ｚ
①
弓
国
ゆ
く
四
］
“
母
巴
①
口
昌
く
の
Ｈ
巴
ご
甸
片
①
閉
）

届
闇
が
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
の
項
で
述
ゞ
へ
た
よ
う
に
ジ
ャ
ー
タ

カ
な
ど
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
者
に
は
必
携
の
言
で
あ
る
。

原
始
佛
教
時
代
の
教
団
に
つ
い
て
興
味
を
持
て
る
者
は
後
に
律

の
項
下
で
あ
げ
る
著
耆
を
導
き
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
教

団
に
限
ら
ず
、
前
か
ら
あ
げ
て
来
た
よ
う
な
経
の
思
想
的
観
察
と

い
う
角
度
か
ら
教
川
の
形
成
さ
れ
た
婆
を
も
眺
め
て
み
た
い
と
考

え
る
な
ら
ば
ｌ
教
義
と
教
団
と
の
関
係
ｌ
を
中
心
に
し
た
次

の
も
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
国
．
○
丘
①
号
の
侭
ゞ
切
目
目
園
‐
の
①
冒

旧
①
胃
〕
］
》
い
①
旨
①
伊
①
言
①
》
⑪
①
旨
①
⑦
①
目
①
旨
烏
・
聾
ロ
ヰ
盟
再
ロ
．

園
①
邑
旨
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
二
三
年
の
出
版
で
か
な
り
古
い

が
名
著
と
し
て
今
な
お
初
学
者
に
進
め
ら
れ
る
。
新
し
い
作
品
で

は
こ
の
よ
う
な
一
般
的
入
門
言
的
な
も
の
は
極
め
て
す
ぐ
な
い
。

た
と
え
教
団
史
は
あ
っ
て
も
、
何
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で

書
か
れ
た
も
の
か
或
は
社
会
学
的
見
地
で
書
か
れ
た
も
の
で
し
か

な
く
、
文
献
的
基
礎
に
於
て
信
頼
の
度
が
う
す
い
と
考
え
る
。
も

し
か
か
る
出
版
物
を
よ
む
な
ら
ば
、
そ
の
前
に
専
門
学
者
が
入
門

書
的
に
書
い
た
も
の
の
方
を
先
に
見
て
お
く
と
い
う
注
意
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
現
代
に
於
て
は
前
記
（
○
国
①
号
の
侭
》
田
口
目
冒
）
の

如
き
総
括
的
な
も
の
は
す
ぐ
な
い
。
と
い
っ
て
今
し
が
た
述
べ
た

よ
う
な
社
会
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
取
上
げ
た
も
の
も
す
す
め
ら

れ
な
い
。
そ
こ
で
現
代
に
於
て
求
め
ら
れ
る
も
の
は
総
括
的
な
単

な
る
外
面
的
「
説
明
」
害
で
は
な
く
、
内
容
的
に
原
典
そ
の
も
の

の
「
適
要
」
害
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
主
観
さ
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れ
た
単
な
る
「
読
み
も
の
」
よ
り
は
一
層
有
益
で
あ
る
こ
と
は
言

を
ま
た
な
い
・

こ
の
線
に
そ
っ
た
も
の
と
し
て
Ｆ
・
急
．
国
四
宮
ｏ
の
芹
ゞ
の
①
の
匠
凋

○
○
３
日
四
国
ロ
目
丘
四
目
目
切
目
①
秒
○
巨
侭
、
及
び
同
氏
の
の
回
国
‐

目
巴
同
ご
○
旨
は
○
ロ
旨
冒
島
秒
と
で
あ
る
。
後
者
は
ク
ロ
ノ
ロ

ジ
ー
と
紀
元
前
五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
思
想
の
佛
教
え
の
影
響
と
新

寺
ハ
ラ
モ
ン
主
義
に
関
し
た
も
の
で
両
者
と
も
写
真
も
入
っ
た
原
典

か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
は
こ
の
両
書
は
一
般
的
に
入

手
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
お
そ
れ
る
。
然
る
に
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
こ

こ
で
あ
げ
た
理
由
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
わ
か
り
易
い
原
典

の
抜
粋
に
よ
っ
て
古
時
代
を
浮
き
ぽ
り
し
且
つ
現
代
的
な
諸
問
題

（
政
治
。
道
徳
・
宗
教
・
哲
学
）
を
か
か
げ
、
そ
れ
に
答
え
る
原

典
の
箇
処
を
詳
し
く
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
く
理
念
が
整

理
せ
ら
れ
て
い
る
著
書
で
あ
る
。
入
手
し
難
い
も
の
で
は
あ
る
が
、

新
し
い
感
覚
を
持
っ
た
問
題
に
対
し
て
、
古
い
原
典
そ
の
も
の
を

し
て
語
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
新
旧
両
者
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン

は
我
々
の
学
ぶ
↑
へ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
何
故
な
れ
ば
、

や
や
と
も
す
る
と
初
学
者
は
新
し
い
け
れ
ど
も
主
観
的
感
情
輸
入

に
走
り
、
原
典
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
い
う
傾
向
を
持
つ
の
が
常

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

初
学
者
に
は
諸
文
献
特
に
一
般
的
な
も
の
を
好
み
、
断
片
的
知

識
で
も
困
難
な
く
覚
え
て
し
ま
う
と
い
う
記
憶
型
の
者
と
か
、
或

は
眼
で
見
な
が
ら
理
解
す
る
と
い
う
直
感
型
の
者
も
多
い
と
思
う
。

こ
の
二
種
の
型
の
学
徒
の
た
め
に
は
以
上
あ
げ
た
諸
文
献
が
役
に

立
つ
だ
ろ
う
と
思
う
。
然
る
に
最
後
に
も
う
一
つ
の
型
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
は
思
索
型
で
あ
る
。
大
体
日
本
の
欧
語
教
育
は
言
語

で
な
く
、
そ
れ
を
手
段
と
し
て
思
想
だ
け
つ
か
も
う
と
す
る
教
育

で
あ
る
（
こ
れ
は
も
う
古
い
教
育
法
で
あ
る
が
）
か
ら
、
そ
こ
で

訓
練
さ
れ
た
者
は
と
も
か
く
内
面
的
思
索
型
の
学
生
を
作
る
傾
向

に
な
る
。
特
に
ド
イ
ツ
語
教
育
な
ど
こ
う
し
た
一
方
的
教
育
に
な

や
ま
さ
れ
て
い
る
。
と
も
か
く
！
や
や
特
殊
問
題
を
少
為
へ
突
込
ん

で
見
て
そ
れ
を
中
心
に
し
て
大
体
の
概
論
的
理
解
を
う
る
と
い
う

や
り
方
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
者
の
た
め
に
句
．
国
昌
①
Ｈ
、

ロ
房
ご
ロ
Ｑ
ロ
目
黒
肘
Ｏ
丘
①
ぐ
の
晶
①
ご
戸
口
口
頓
ら
圏
と
か
国
．
ぐ
○
国

臼
騨
の
ｇ
騨
弓
ゞ
目
の
急
凰
呂
の
洋
号
の
国
二
段
目
ゞ
ら
急
な
ど
気
に

入
る
だ
ろ
う
。
但
し
、
二
著
者
は
佛
教
専
門
学
者
で
は
な
い
の
で

例
に
よ
っ
て
既
成
事
実
或
は
常
識
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
佛
教
を

も
と
に
し
た
哲
学
的
作
品
で
あ
る
か
ら
そ
の
点
、
心
得
て
お
く
べ

き
で
、
そ
の
所
論
を
そ
の
ま
ま
広
げ
て
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
。

有
名
哲
学
者
で
あ
る
が
、
こ
の
限
り
た
だ
教
養
と
し
て
見
れ
ば
よ

い
Ｏ

同
じ
思
索
型
の
人
で
も
佛
教
的
に
又
、
哲
学
的
に
と
念
じ
て
理
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解
を
求
め
る
者
は
少
し
本
質
的
な
も
の
を
み
て
ｌ
少
々
困
難
で

も
ｌ
じ
っ
く
り
考
え
て
行
っ
た
方
が
一
層
効
果
的
で
な
い
か
と

思
う
。
そ
れ
に
は
佛
教
の
根
本
思
想
た
る
「
法
」
と
は
何
か
と
い

う
一
般
的
且
つ
本
質
的
問
題
を
初
歩
の
段
階
で
先
ず
考
え
始
め
て

も
よ
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
是
非
推
し
た
い
の
は
国
ぐ
○
ロ
ｇ
‐

四
α
の
冒
息
西
圃
員
①
①
、
の
巨
○
写
号
吋
ご
ｐ
Ｑ
Ｑ
言
の
は
い
目
①
］
〕
己
彦
肖
目
Ｐ
‐

目
胃
○
国
の
）
Ｎ
ｅ
昌
○
ｇ
》
乞
尉
》
の
鵠
甲
倫
Ｐ
同
じ
く
ロ
①
刷

口
扇
冒
自
侭
号
壗
冒
＆
言
の
爵
目
の
ロ
ロ
盲
月
日
“
肖
房
目
の
ゞ
急
甲

困
巨
念
』
ご
＄
》
、
瞳
や
農
の
な
る
二
篇
の
論
文
で
あ
る
。
こ
れ

は
既
述
の
⑦
四
号
①
著
吋
目
己
冨
白
目
四
と
違
っ
て
思
想
的
体

系
的
な
も
の
で
広
い
視
野
を
持
つ
著
者
の
佛
教
専
門
分
野
に
関
す

る
逸
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
は
さ
す
が
と
思

わ
れ
る
。
身
辺
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
哲
学
者

の
佛
教
談
義
と
い
っ
た
も
の
と
ま
る
で
違
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う

学
究
的
反
省
も
ま
た
外
国
文
献
か
ら
学
ぶ
や
へ
き
大
切
な
こ
と
で
あ

る
』
フ
。以

上
述
べ
た
こ
と
は
極
め
て
概
括
的
な
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
初
学
者
の
興
味
を
つ
く
し
た
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
古

来
誰
に
で
も
目
を
通
さ
れ
て
い
た
古
い
が
而
も
今
な
お
生
き
て
い

る
上
記
の
諸
著
書
を
も
う
一
度
襟
を
正
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

却
っ
て
自
ら
の
中
に
新
し
い
時
代
に
処
す
る
の
旨
厨
房
且
歯
の
め

国
丘
を
懐
く
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
と
も
希
う
。

（
一
九
七
○
・
九
・
二
○
）
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