
シ
ユ
一
フ
ィ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の

美
学
と
解
釈
学
の
研
究

紹

岡
林
洋
著
(
火
学
文
学
部
助
教
授
)

こ
の
研
究
が
目
指
し
た
も
の
は
、

ま
ず
従
来
の
ロ
マ
ン
主
義
者
シ
ユ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
い
う
固
定
さ
れ

た
見
方
か
ら
そ
の
芸
術
論
を
解
き
放

し
、
そ
の
思
想
の
全
体
を
見
渡
す
総

合
的
な
視
野
か
ら
美
学
史
に
お
け
る

新
た
な
位
置
付
け
を
探
ろ
う
と
し
た

も
の
だ
と
園
え
る
。

シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
美
学

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
ご
く
概
説

的
な
美
学
史
的
器
や
、
先
行
研
究

の
定
の
価
値
評
価
に
基
づ
い
て
書

か
れ
た
論
文
は
若
干
あ
る
も
の
の
、

本
論
文
の
よ
う
に
広
範
か
っ
多
様
な

角
度
か
ら
思
索
を
練
り
上
げ
て
構
築

さ
れ
た
美
学
論
文
は
、
か
つ
て
な
か

つ
た
と
倒
っ
て
も
決
し
て
過
園
で
は

な
い
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の

美
学
、
あ
る
い
は
芸
術
曹
関
わ
る

再
評
価
と
い
ぇ
ば
、
ク
ロ
ー
チ
エ
の

科
学
的
窕
生
論
的
視
点
、
あ
る
い
は

オ
ー
デ
ブ
レ
ヒ
ト
の
現
象
学
的
美
学

の
視
点
、
そ
し
て
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ

の
解
釈
学
的
視
点
か
ら
の
解
釈
が
そ

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
美
学

芸
術
学
的
訊
類
を
、
「
美
学
」
と
「
解
釈

学
」
に
ま
た
が
る
ト
ー
タ
ル
な
全
体

と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
現
代
の
「
解
釈

学
的
美
学
」
と
し
て
の
先
駆
的
可
能

性
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
の
研
究
は

そ
の
構
想
に
お
い
て
雄
大
で
あ
り
、

鋭
い
洞
察
に
ょ
っ
て
貫
か
れ
て
い

る
美
学
思
想
を
取
り
扱
っ
た
第

部
の
重
厚
な
論
述
に
比
べ
る
と
、
解

釈
学
を
中
心
に
論
じ
た
第
二
部
は
資

料
の
取
り
扱
い
や
読
み
込
み
に
や
や

末
消
化
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
問
題
点
も
、
美
学
史

研
究
に
新
た
な
地
平
を
開
い
た
本
論

文
の
成
果
か
ら
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど

取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

神
林
恒
道
矣
阪
大
学
教
遇

士路

新

日
本
古
代
仏
教
の
文
化
史

竹
居
明
男
著
(
大
学
斈
部
教
授
)

本
書
は
、
寺
院
と
僧
侶
を
め
ぐ
る

長
短
十
四
編
の
厶
叟
か
ら
構
成
さ
れ

る
。
内
{
谷
を
キ
ー
ワ
ー
ド
風
に
あ
げ

る
と
、
寺
院
で
は
吉
野
寺
、
元
興
寺
、

東
大
寺
阿
弥
蝶
キ
初
期
神
宮
寺
、

室
生
寺
、
嘉
祥
寺
、
貞
観
寺
、
関
寺
、

勝
光
明
院
宝
蔵
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
、

僧
侶
で
は
聖
徳
太
子
、
道
白
貝
明
達
、

貞
慶
と
な
る
こ
の
よ
う
に
テ
ー
マ

は
多
様
で
、
時
代
的
に
も
大
化
前
代

か
ら
鎌
倉
時
代
前
半
に
お
よ
び
、
古

代
仏
教
文
化
の
全
般
に
わ
た
る
魅
力

的
な
倫
考
て
満
た
さ
れ
て
い
る

こ
れ
ら
の
論
考
は
、
埋
も
れ
た
寺

院
・
僧
侶
の
文
献
的
発
掘
と
復
原
を

行
う
も
の
、
寺
院
・
僧
侶
か
ら
時
代

の
歴
史
的
事
象
を
再
検
討
す
る
も
の

に
人
別
で
き
る
。
例
え
ば
、
前
者
に

は
嘉
祥
寺
、
貞
観
寺
の
憲
把
握

勝
光
明
院
や
述
華
王
院
の
宝
蔵
内
容

品
の
追
求
と
い
う
学
界
の
共
有
財
産

と
な
る
べ
き
成
果
が
あ
る
。
後
者
に

は
、
奈
良
時
代
浄
士
教
の
従
来
説
に

反
省
を
迫
り
、
平
安
初
期
の
宗
教
意

識
を
「
物
怪
を
通
し
て
深
層
心
理
的

に
開
い
て
見
せ
た
も
の
な
ど
、
時
代

把
握
に
欠
か
せ
な
い
提
園
が
あ
る

著
者
は
序
に
お
い
て
、
文
化
史
の

力
需
や
祭
は
模
索
中
で
あ
る
と

控
え
目
だ
が
、
こ
の
書
を
貫
い
て
い

る
方
法
論
的
基
調
は
、
史
料
を
抗
む

と
い
う
歴
史
家
に
と
っ
て
は
当
た
り

前
の
行
為
を
極
め
て
意
識
的
に
行
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
史

料
の
歴
史
的
位
置
付
け
か
ら
問
題
に

迫
ろ
う
と
す
る
手
続
き
を
引
き
出

し
、
ま
た
文
字
史
料
に
限
ら
ず
美
術

作
品
等
の
意
味
を
問
う
こ
と
か
ら
新

た
な
史
料
と
し
て
の
解
釈
を
試
み
て

い
く
な
ど
の
多
角
的
な
行
為
を
産
み

だ
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
著
者
自

身
の
史
料
と
の
避
遁
の
意
味
を
問
う

こ
と
に
連
な
っ
て
い
る
。

井
上
一
稔
系
良
国
立
博
物
館
主
任
研
塞
邑

新
刊
紹
介

刊
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介

と
日
本
文
化

田
'

1
虫
と
日
本
文
化

笠
井
昌
昭
著
矣
学
文
学
部
教
授
)

紹

本
書
は
、
日
本
人
の
虫
に
対
す
る

独
特
の
接
し
方
、
感
情
に
着
目
し
、

そ
の
感
情
が
日
本
文
化
に
ひ
と
つ
の

色
合
い
を
付
与
し
て
き
た
事
実
を
解

明
し
て
い
る
。
森
浩
一
氏
の
企
画
に

な
る
「
日
本
を
知
る
L
 
シ
リ
ー
ズ
の

冊
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
シ
リ
ー
ズ

に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
と
い
ぇ
よ
う

構
成
は
、
ー
、
虫
と
日
本
文
化
、

Ⅱ
、
虫
の
文
化
史
(
1
章
銅
鐸
の

絵
/
2
章
蚕
/
3
章
玉
虫
厨
子
/

4
章
虫
愛
づ
る
姫
君
/
5
章
蝉
/

6
章
虫
と
江
戸
文
化
一
/
7
章
虫

と
江
戸
文
化
)
/
あ
と
が
き
の
各

項
か
ら
成
っ
て
い
る
。

分
析
は
多
面
的
で
あ
る
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
ハ
人
と
日
本
人
の
虫
の
音
に
対

す
る
関
心
の
相
違
の
体
験
か
ら
始
ま

り
、
多
く
の
資
料
の
な
か
か
ら
虫
と

日
本
人
の
深
い
共
生
関
係
が
順
を
追

つ
て
述
べ
ら
れ
る
論
題
は
、
銅
鐸

の
絵
か
ら
近
代
絵
画
に
ま
で
及
ん
で

広
い
。
中
国
文
化
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
、
わ
が
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
な
い
「
玉
蝉
」
(
墳
墓
に
副
葬
さ
れ

る
玉
)
を
巡
っ
て
の
死
生
観
念
の
彼

我
の
相
違
、
「
長
恨
歌
絵
巻
L
を
対
象

に
し
た
和
歌
に
、
も
と
も
と
鳴
い
て

い
な
か
っ
た
虫
の
音
が
詠
み
こ
ま
れ

る
点
に
見
ら
れ
る
彼
我
の
相
違
の
指

摘
な
ど
、
含
蓄
が
深
い
。

読
し
て
、
倒
い
よ
う
の
な
い
懐

か
し
さ
に
包
ま
れ
る
。
虫
に
対
す
る

感
情
は
日
本
人
特
有
の
も
の
だ
と
す

る
主
張
に
納
得
す
る
、
と
い
う
よ
り

す
で
に
共
感
し
て
い
る
の
で
あ
る

ト
ン
ボ
鉛
筆
に
ま
つ
わ
る
秘
話
、
昆

虫
採
集
へ
の
没
頭
な
ど
、
少
年
の
日

を
回
顧
さ
せ
る
話
題
も
豊
富
で
楽
し

、
、
、
、

肩
肘
は
ら
ず
に
読
ま
さ
れ
て
、

)
0

し自
国
の
文
化
を
省
察
す
る
こ
と
の
で

き
る
一
書
で
あ
る
。

駒
木
敏
(
大
学
文
学
部
教
授
)

新

西
日
本
後
期
旧
石
器
文

化
の
研
究

松
藤
和
人
著
(
大
学
文
学
部
助
教
授
)

著
者
は
、
日
本
の
旧
石
器
研
究
を

終
始
リ
ー
ド
し
て
き
た
研
究
者
の
ひ

と
り
で
あ
る
資
料
の
蓄
積
の
な
か

つ
た
近
畿
地
方
の
旧
石
器
研
究
を
立

ち
上
げ
、
軌
道
に
乗
せ
た
実
績
は
学

界
の
中
で
も
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
一
冊
に
ま

と
め
ら
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
を
読
さ
れ
る
と
わ
か
る

著
者
の
研
究
姿
勢
は
終
始
一
貫

゛
)
、

力し
て
い
る
。
そ
れ
は
対
象
と
す
る
資

料
を
明
確
に
定
義
づ
け
る
こ
と
、
資

料
が
分
析
に
耐
え
う
る
だ
け
の
質

的
・
量
的
な
蓄
積
が
あ
る
こ
と
、
こ

れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
こ
そ
有

意
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
第
一
章
「
二
上
山
北
麗
の
瀬

士
円

戸
内
技
法
は
著
者
の
研
究
の
出
発

点
で
あ
り
、
遺
物
の
詳
細
な
観
察
と

定
量
分
析
か
ら
製
作
工
程
の
復
兀
を

試
み
た
も
の
で
、
現
在
な
お
不
動
の

評
価
を
受
け
て
い
る
の
は
、
厳
密
な

資
料
の
分
析
に
も
と
づ
い
た
解
釈
の

限
界
が
十
分
に
吟
味
さ
れ
て
い
る
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

著
者
の
研
究
視
点
は
地
域
的
な
研

究
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
第
章

第
五
節
「
海
を
渡
っ
た
旧
石
器
,
剥

片
尖
頭
器
ι
で
は
、
九
州
一
円
に
展

開
し
た
剥
片
尖
頭
器
を
韓
国
ス
ヤ
ン

ゲ
遺
跡
出
士
資
料
と
の
比
較
か
ら
そ

の
出
自
を
大
陸
側
に
求
め
、
終
章
「
西

日
本
旧
石
器
文
化
研
究
の
回
顧
と
展

望
」
で
は
、
日
本
の
石
刃
技
法
の
成

立
を
東
ア
ジ
ア
的
視
点
か
ら
検
討
す

る
0

今
後
の
展
望
と
し
て
、
著
者
は
東

ア
ジ
ア
的
視
点
か
ら
日
本
の
旧
石
器

文
化
の
評
価
と
位
置
づ
け
の
重
要
性

を
説
く
。
本
書
の
上
梓
は
、
新
た
な

研
究
段
階
に
向
け
て
の
基
盤
が
よ
う

や
く
整
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
0

絹
川
一
徳
(
財
大
阪
市
文
化
財
協
会
)

刊
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古
杙
拝
求
。
"
,
,
士

論
円

黛
工
為
鈴

'
古
'
 
0
}
.
中
3

古
代
探
求

1
森
浩
一
和
の
疑
問
1

紹

森
浩
一
編
著
(
大
学
文
学
部
教
授
)

森
浩
一
教
授
は
考
古
学
を
専
門
と

は
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

あ
き
た
ら
ず
、
研
究
生
活
の
比
較
的

早
い
段
階
か
ら
「
古
代
学
」
を
提
唱

さ
れ
、
『
古
代
学
研
究
』
と
い
う
学
術

雑
誌
の
初
代
編
集
長
も
務
め
ら
れ
て

精
力
的
に
そ
の
理
想
に
向
っ
て
邁
進

さ
れ
て
き
た
。
「
古
代
学
」
と
は
考
古

学
を
核
の
一
つ
と
し
つ
つ
も
、
過
去

を
探
求
す
る
際
に
役
立
っ
分
野
の
学

問
的
成
果
を
包
括
し
、
過
去
を
構
築

す
る
と
い
う
壮
大
な
学
際
的
事
業
の

こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
執
筆
陣
を
御

覧
に
な
れ
ば
そ
の
多
彩
な
顔
ぷ
れ
に

驚
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の

執
筆
陣
を
出
会
っ
た
順
に
並
べ
る

と
、
森
教
授
の
「
古
代
学
」
推
進
の

歴
史
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
か

も
し
れ
な
い
本
書
の
題
名
も
今
は

亡
き
小
説
家
の
松
本
清
張
氏
の
揮
毫

さ
れ
た
も
の
に
由
来
す
る
そ
う
だ
。

本
書
の
内
容
は
森
教
授
が
今
ま
で

に
学
問
的
に
疑
問
を
も
っ
た
七
十
の

項
目
に
対
し
て
、
執
筆
陣
の
中
で
も

そ
の
分
野
に
精
通
し
た
一
人
が
コ
ン

ハ
ク
ト
に
解
答
す
る
と
い
う
体
裁
を

と
っ
て
い
る
そ
れ
ら
は
七
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
、
平
均
し
て
一

グ
ル
ー
プ
七
問
と
な
っ
て
い
る
が
、

森
教
授
が
関
心
の
高
い
ニ
グ
ル
ー
プ

に
は
卜
五
問
も
割
り
当
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
れ
ら
は
「
地

域
の
歴
史
の
復
原
L
で
あ
り
、
「
文
献

史
料
と
考
古
学
L
 
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
森
教
授
が
最
も
力
を
注
い
で
き
た

分
野
で
あ
る

本
書
は
高
度
に
学
問
的
な
内
容
を

も
っ
て
い
る
が
、
森
教
授
が
楽
し
み

な
が
ら
取
り
く
ん
で
き
た
課
題
で
あ

つ
た
こ
と
も
関
係
し
て
か
、
一
般
人

に
も
親
し
み
や
す
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
ぜ
ひ
御
読
を
お
す
す
め
し

た
い
。

青
柳
泰
介
粂
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
逝

新

一
川
引
星
長
疹

嶋

初
期
マ
ル
サ
ス
経
済
学

の
研
究

^
山
照
^
^
(
大
学
絲
済
学
部
教
授
)

.

本
書
は
、
代
表
的
な
古
典
派
経
済

学
者
の
一
人
て
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ

ま
で
体
系
的
に
研
究
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
ト
マ
ス
・
ロ
バ
ー
ト
.
マ

ル
サ
ス
の
経
済
学
に
つ
い
て
、
『
人
口

論
』
(
初
版
七
九
八
年
)
の
各
版
の

変
遷
か
ら
『
経
済
学
原
理
』
(
一
八

年
)
に
至
る
ま
で
を
、
精
緻
な
論

証
に
ょ
り
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

る
経
済
学
者
と
し
て
の
マ
ル
サ
ス

に
関
し
て
は
、
従
来
、
人
口
学
の
見

地
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
や
、

り
力
ー
ド
ゥ
経
済
学
の
比
較
と
し
て

の
マ
ル
サ
ス
、
あ
る
い
は
神
学
思
想

(
自
然
哲
学
)
な
ど
の
方
面
で
の
研
究

は
あ
る
も
の
の
、
本
書
の
よ
う
な
マ

ル
サ
ス
経
済
学
の
発
展
を
把
握
で
き

る
業
績
で
は
な
か
っ
た
。

本
吉
は
、
マ
ル
サ
ス
が
ス
ミ
ス
の

最
適
な
経
済
発
展
の
た
め
の
自
然

的
な
資
本
投
卜
の
順
序
」
愉
を
継
承

し
つ
つ
も
、
農
業
保
護
政
策
と
い
う

貝
体
的
な
方
策
に
ょ
っ
て
、
英
国
が

農
業
工
業
均
衡
型
経
済
シ
ス
テ
ム
と

し
て
繁
栄
の
道
を
た
ど
り
う
る
新
た

な
経
済
像
を
明
一
小
し
た
。
同
時
に
り

カ
ー
ド
ゥ
の
理
諭
・
政
策
に
対
す
る

マ
ル
サ
ス
の
そ
れ
が
、
農
業
を
含
む

す
べ
て
の
生
産
物
と
サ
ー
ビ
ス
が
円

滑
に
消
費
と
生
産
を
保
っ
よ
う
な
最

適
な
経
済
構
造
(
有
効
需
要
に
裏
付

け
ら
れ
た
「
生
産
的
労
働
と
個
人
サ

ー
ビ
ス
労
働
L
、
あ
る
い
は
公
共
事
業

と
課
税
と
の
問
の
最
適
割
厶
巳
の
基

礎
理
諭
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
ス
ミ
ス
や
り
カ
ー
ド
ゥ

に
対
し
て
、
十
分
に
対
塒
で
き
る
マ

ル
サ
ス
に
ょ
る
新
た
な
古
典
派
経
済

学
像
を
揣
き
出
し
、
経
済
理
論
史
に

お
け
る
マ
ル
サ
ス
経
済
学
の
独
自
性

に
つ
い
て
、
新
境
地
を
開
い
た
論
考

と
し
て
一
局
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
、
つ
0西

岡
幹
雄
尖
学
経
済
学
部
教
授
)

昂

新
刊
紹
介

刊
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世
界
経
済
シ
ス
テ
ム
と

西
ア
ジ
ア
ー
近
代
化
と
変
容
1

紹

山
根
学
(
大
学
商
学
部
教
授
)
ほ
か
著

本
書
は
近
年
話
題
の
多
い
東
ア
ジ

ア
で
な
く
、
パ
レ
ス
チ
ナ
や
イ
ラ
ク

0
、ノ

問
題
な
ど
で
知
ら
れ
る
西
ア
ジ
ア
、

す
な
わ
ち
中
東
の
経
済
を
対
象
に
し

た
数
少
な
い
貴
重
な
文
献
で
あ
る

叙
述
対
象
と
な
っ
た
諸
国
は
、
経

済
発
展
に
必
要
な
資
金
の
不
足
福

む
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
、
ヨ
ル
ダ
ン
、

レ
パ
ノ
ン
。
資
金
は
多
い
が
人
口
も

多
く
経
済
発
展
に
行
き
詰
ま
っ
て
い

る
イ
ラ
ク
、
イ
ラ
ン
。
人
口
が
少
な

く
豊
か
な
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
ク
ウ

エ
ー
ト
。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
に
戦

後
新
た
に
誕
生
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
東
地
域
全
体

が
ほ
ぽ
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

本
書
は
中
東
諸
国
の
経
済
分
析
で

.

は
あ
る
が
、
そ
の
発
展
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
政
治
や
宗
教
種

族
主
義
な
ど
が
随
時
取
り
上
げ
ら

れ
、
時
に
は
こ
れ
ら
が
経
済
的
要
因

以
上
に
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
冷
戦
体
制
下
で
中
東
地
域

が
米
ソ
の
勢
力
の
維
持
・
拡
張
の
錘

台
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
戦
略
が
主

と
し
て
石
油
と
ハ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を

介
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
国
に
大
き
な

影
響
を
及
ぽ
し
た
こ
と
を
世
界
シ
ス

テ
ム
と
の
関
係
の
な
か
で
と
ら
え
よ

う
と
し
て
い
る
。

特
に
本
書
の
特
徴
は
、
東
ア
ジ
ア

の
発
展
や
先
進
工
業
国
の
発
展
を
あ

わ
せ
鏡
に
工
業
化
や
近
代
化
の
要
因

を
抽
出
し
、
そ
れ
を
中
束
の
諸
国
に

当
て
は
め
て
な
ぜ
彼
ら
が
発
展
の
道

を
歩
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
の

理
由
を
探
ろ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
が
単
な
る
中
東
諸

国
の
紹
介
に
留
ま
ら
ず
、
も
っ
と
大

き
な
視
野
に
t
.
つ
た
発
展
途
上
国
論

と
し
て
評
価
し
た
い

西
村
理
(
大
学
経
済
学
部
教
遇

一
"

新

、
、

財
鼎
営
の
歴
史
的
研

究
1
所
有
と
経
営
の
国
際
比
較

{
女
岡
重
明
著
(
大
学
商
学
部
教
授
)

本
書
は
財
閥
の
生
成
と
発
展
の
プ

ロ
セ
ス
の
解
明
を
主
題
と
し
て
、
そ

れ
を
所
有
と
経
営
の
国
際
比
較
」

と
い
う
ハ
ー
ス
ヘ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
論

じ
た
独
創
的
な
論
集
で
あ
る
。
『
財
閥

形
成
史
の
研
究
』
(
一
九
七
0
年
)
以

来
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
著
者
の
経
営

史
研
究
の
第
二
の
金
字
塔
と
な
る
で

あ
ろ
う
本
書
は
私
に
と
っ
て
は
経

営
史
研
究
の
座
標
軸
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
ハ
ン
ド
ラ
の
箱
」
で
も
あ
る

私
の
研
究
の
準
拠
枠
を
変
革
し
た
か

ら
で
あ
る
。
私
の
研
究
は
も
っ
ぱ
ら

財
閥
経
営
者
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ

ー
の
企
業
者
史
的
分
析
に
重
点
が
置

か
れ
て
き
た
。
そ
れ
以
外
の
研
究
領

域
に
侵
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
諭
的

η
 
1
.
●

根
拠
も
正
当
性
も
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
書
の
核
と
な
る
い

く
つ
か
の
論
考
と
の
遭
遇
に
ょ
っ

て
、
そ
れ
ま
で
私
が
何
の
反
省
も
な

し
に
進
め
て
き
た
方
法
築
根
底
か

ら
覆
さ
れ
た
財
閥
の
経
営
者
の
ラ

イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
分
析
は
ま
ず

第
一
に
所
有
者
・
家
長
や
そ
の
家
に

固
有
の
制
度
・
慣
習
そ
し
て
国
家

の
所
有
制
度
な
ど
と
の
関
係
の
な
か

で
な
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
、
さ
ら
に
は
私
の
企
業
者
史
的
研

究
に
安
岡
史
学
の
基
盤
を
構
成
し
て

い
る
「
総
有
」
を
中
心
と
す
る
諸
々

の
概
念
や
理
論
を
取
り
込
ま
な
け
れ

ば
、
私
の
研
究
そ
の
も
の
が
実
証
主

義
と
の
接
点
を
見
失
い
、
い
た
す
ら

に
歴
史
的
現
実
の
大
海
原
を
漂
流
す

る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
、
以
上
の
点
を
思
い
知
ら
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
研
究
者

は
す
ぺ
か
ら
く
こ
の
「
パ
ン
ド
ラ
の

箱
L
を
開
き
、
「
自
己
否
定
と
希
望
の

実
」
を
つ
か
み
取
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

瀬
岡
誠
尖
阪
学
院
大
学
国
際
学
部
教
挫

刊

知碩誓院
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異
文
化
交
流
と
近
代

化
1
京
都
国
際
セ
ミ
ナ
ー

九
九
六
1

伊
彌
彦
(
大
学
法
需
教
授
)

沖
田
行
司
(
大
学
斈
部
教
授
)

土
口
田
亮
(
大
学
斈
部
助
教
授
)

ほ
か
執
筆

本
書
は
、
国
立
音
楽
大
学
の
創
立

七
十
周
年
'
念
事
業
と
し
て
企
画
さ

れ
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所

な
ど
諸
研
究
機
関
が
協
力
し
て
新
島

会
館
て
器
さ
れ
た
「
京
都
国
際
セ

ミ
ナ
ー
一
九
九
六
L
 
の
記
録
集
で
あ

る
異
文
化
交
流
と
近
代
化
L
の
表

題
の
も
と
に
、
十
九
世
紀
の
東
ア
ジ

ア
に
お
い
て
、
西
洋
音
楽
の
ヰ
香

キ
リ
ス
ト
教
文
化
、
外
国
語
、
女
子

教
育
の
導
入
の
諸
側
面
、
お
よ
び
そ

の
事
業
に
か
か
わ
っ
た
宣
教
師
、
お

扉
外
国
人
教
師
な
ど
の
役
割
に
関
す

る
検
討
を
中
心
と
し
た
数
多
く
の
帳

告
に
ょ
っ
て
描
成
さ
れ
て
い
る
。
本

紹

書
の
圧
巻
は
日
本
だ
け
で
な
く
欧
米

諸
国
、
中
国
、
韓
国
な
ど
の
多
彩
な

研
究
者
が
、
多
種
多
様
な
報
告
を
扣

当
し
て
い
る
点
に
見
出
さ
れ
る
。

わ

が
国
で
の
「
異
文
化
交
流
」
に
関
す

る
研
究
は
、
往
々
に
し
て
西
洋
文
化

の
H
本
へ
の
受
容
と
い
う
側
面
に
の

み
限
定
さ
れ
が
ち
に
な
る
が
、
本
沓

は
、
「
漢
字
文
化
圈
に
お
け
る
近
代
音

楽
の
成
立
L
 
と
い
う
テ
ー
マ
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏

に
お
け
る
西
洋
文
化
の
受
容
の
多
様

性
と
相
亙
の
比
較
と
い
う
視
角
が
牛

か
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
で
あ
る
文

明
の
衝
突
」
(
S
 
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
)

、ノ

を
必
然
の
成
り
行
き
か
の
よ
う
に
研

る
口
説
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
唱

え
ら
れ
る
中
で
、
「
異
文
化
交
流
」
を

通
し
て
の
相
万
理
解
こ
そ
が
、
二
十

世
紀
に
向
か
っ
て
の
本
道
で
な
け

れ
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
人
々

に
と
っ
て
、
本
書
は
、
い
ろ
い
ろ
な

ア
イ
デ
ア
を
汲
み
取
る
こ
と
の
で
き

る
、
実
に
興
味
深
い
テ
ー
マ
に
縊
れ

た
著
書
で
あ
る

出
原
政
雄
(
大
学
法
学
部
嘱
託
師
)

刊新

新
刊
紹
介

と
な
る
た
め
に
は
、
ラ
テ
ン
語
・
ギ

リ
シ
ア
語
の
習
得
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
そ
し
て
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
が
大
学

進
学
へ
の
特
権
的
な
位
遣
を
占
め
る

と
、
人
文
主
義
的
古
典
語
教
育
も
不

動
の
地
位
を
築
く
こ
と
に
な
る
。
時

代
と
と
も
に
制
度
上
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ

ム
の
優
位
が
崩
れ
て
ゅ
く
こ
と
に
な

る
が
、
し
か
し
古
典
語
を
も
と
に
し

た
文
化
資
本
」
が
世
代
問
に
伝
達

さ
れ
る
こ
と
で
、
教
育
を
軸
に
し
た

社
会
階
層
が
再
生
産
さ
れ
る
結
果
と

な
っ
て
し
ま
う
。
戦
後
の
ド
イ
ツ
は

学
生
数
の
増
大
と
い
う
方
向
で
教
育

と
社
会
の
民
主
化
を
推
し
進
め
よ
う

と
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
学
生
数

は
増
大
し
て
も
社
会
階
層
ご
と
の
進

学
実
績
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
と
い

う
。
民
、
王
化
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

も
と
に
改
革
が
推
し
進
め
ら
れ
な
が

ら
、
社
会
階
層
は
確
実
に
再
牛
産
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
日
本
に
お
け
る
戦
後
の
教
育
制

度
へ
の
重
々
し
い
問
い
か
け
で
も
あ

る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

吉
門
昌
宏
(
大
学
文
学
部
嘱
託
師
)

昨
今
、
教
育
改
革
論
議
が
暗
一
し
い

そ
の
難
点
は
、
戦
後
教
育
を
ど
の
よ

う
に
見
直
す
の
か
、
そ
の
新
た
な
方

向
性
が
見
出
せ
な
い
こ
と
に
あ
る
と

見
受
け
ら
れ
る

本
書
は
、
レ
九
世
紀
か
ら
今
日
に

至
る
ド
イ
ツ
の
エ
リ
ー
ト
養
成
を
軸

に
、
教
育
の
歴
史
を
社
会
史
的
に
考

察
し
た
専
門
研
究
書
で
あ
る
が
、
教

育
史
を
そ
の
理
念
や
制
度
的
側
面
か

ら
の
み
追
う
の
で
は
な
く
、
教
育
全

体
が
実
際
に
は
社
会
の
構
造
と
い
か

に
不
可
分
で
あ
る
か
を
解
明
し
て
い

る
点
で
、
今
日
の
日
本
に
と
っ
て
も

尓
唆
に
富
む
も
の
と
な
っ
て
い
る

ド
イ
ツ
に
お
い
て
大
卒
エ
リ
ー
ト
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流
通
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
論

尾
崎
久
仁
博
著
大
学
商
学
部
助
教
遅

紹

,
ー
』

流
通
論
の
分
野
で
は
、
八
十
年
代

以
降
「
戦
略
提
携
」
や
「
。
ハ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
L
 
な
ど
、
企
業
問
の
連
携

が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
現
象
を

扱
っ
た
も
の
の
多
く
は
単
な
る
時
論

の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

が
、
本
書
は
こ
れ
を
「
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
に
お
け
る
チ
ャ
ネ
ル
研
究
と
し

て
取
り
扱
う
L
 
(
一
頁
)
と
と
も
に
、

「
従
来
の
チ
ャ
ネ
ル
論
を
再
検
討
し
、

そ
の
弱
点
を
補
強
す
る
」
全
頁
)
と

い
う
野
心
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
。

本
書
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
同
志

社
商
学
』
第
五
十
巻
第
一
・
二
号
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
屋

上
屋
を
架
す
こ
と
を
避
け
、
以
下
、
評

者
の
率
直
な
感
想
を
申
し
述
べ
、
責

の
端
を
果
た
す
こ
と
と
し
た
い

■
「
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
(
以
下
、

P
S
と
略
記
)
の
概
念
規
定
が
第
一

部
第
五
章
に
初
め
て
登
場
す
る
が
、

P
S
と
い
う
用
語
は
す
で
に
第
部

に
も
出
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
本
書

の
冒
頭
に
持
っ
て
く
る
方
が
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

W
問
題
の
流
通
系
列
化
を
P
S
の
一

種
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
。
す
な
わ
ち
、
 
P
S
を
①
製
造
業

者
優
位
の
も
の
②
流
通
業
者
優
位

の
も
の
、
③
両
者
対
等
の
も
の
に
分

け
た
場
貪
流
通
系
列
化
は
①
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
な
お
③
は
当
事
者
間

に
規
模
格
差
が
あ
る
以
上
、
「
不
安

定
」
と
み
る
よ
り
元
々
一
時
的
な
ケ

ー
ス
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か

国
伝
統
的
な
チ
ャ
ネ
ル
楡
の
再
検
討

と
か
弱
点
補
強
と
い
う
限
り
は
、
む

し
ろ
P
S
の
出
現
に
ょ
っ
て
製
造
業

者
や
卸
売
業
者
の
チ
ャ
ネ
ル
が
い
か

に
変
容
し
て
き
た
か
が
問
わ
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
今

後
の
展
開
が
鶴
首
さ
れ
る
。

光
澤
滋
朗
(
大
学
商
学
部
教
授
)

'
風
1

新

獣
の

虚

京
都
滋
賀
鉄
道
の
歴
史

田
中
真
人
(
大
学
人
文
梨
研
究
所
教
授
)

ほ
か
著

本
書
は
、
鉄
道
史
学
会
に
つ
ど
う

関
西
の
研
究
者
三
人
に
ょ
っ
て
執
筆

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、

田
中
氏
は
本
学
人
文
科
学
研
究
所
教

授
で
あ
り
、
日
本
近
現
代
の
政
治
史

を
専
門
に
し
な
が
ら
、
鉄
道
へ
の
関

心
と
深
い
造
謂
は
専
門
家
以
上
の
も

の
で
、
今
回
、
鉄
道
史
関
係
と
し
て

待
望
の
著
作
を
ヒ
梓
さ
れ
た
。

本
書
は
、
尿
都
・
滋
賀
地
域
に
お

い
て
、
過
去
に
敷
設
さ
れ
た
鉄
道
を
、

計
画
の
み
に
終
わ
っ
た
幻
の
鉄
道
も

含
め
て
網
羅
し
、
そ
の
変
遷
を
、

人
が
そ
の
専
門
的
持
ち
味
を
発
揮
し

な
が
ら
、
分
扣
執
筆
し
た
も
の
で
あ

る
0
「
あ
と
が
き
し
で
も
述
べ
ら
れ
て

る
よ
う
に
、
本
書
は
「
鉄
道
を
通

い

じ
て
地
域
社
会
の
歴
史
を
見
て
い
こ

う
と
い
う
試
み
」
を
意
図
し
た
も
の

で
、
い
わ
は
「
鉄
道
に
見
る
地
域
社

会
史
L
 
の
叙
述
を
意
欲
的
に
め
ざ
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
伏
見
酒

造
業
と
陸
軍
第
十
六
師
団
と
の
そ
れ

ぞ
れ
の
利
害
・
思
惑
か
ら
敷
設
計
画

が
決
定
さ
れ
て
く
る
く
だ
り
を
描
い

た
奈
良
電
車
、
丹
後
ち
り
め
ん
か
ら

ニ
ッ
ケ
ル
鉱
山
へ
の
地
域
産
業
の
変

化
に
ょ
っ
て
、
そ
の
役
割
を
変
化
さ

せ
て
い
く
加
悦
鉄
道
、
明
治
維
新

東
京
貫
都
、
文
明
開
化
と
い
う
文
脈

の
な
か
で
敷
設
さ
れ
て
く
る
官
設
京

阪
問
鉄
道
(
東
海
道
線
の
一
部
)
な

ど
、
そ
の
意
図
に
合
致
し
、
興
味
深

く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
私
的
な

関
心
か
ら
い
ぇ
ば
、
京
都
電
気
鉄
道

と
市
電
を
扱
っ
た
第
七
章
「
日
本
最

初
の
路
面
電
車
」
や
現
在
の
阪
急
京

都
線
に
あ
た
る
鉄
道
敷
設
を
扱
っ
た

第
十
四
章
「
小
林
一
三
の
宿
願
が
実

つ
た
新
京
阪
電
鉄
」
な
ど
、
自
分
で

地
図
を
広
げ
略
年
表
を
つ
け
な
が
ら

肌
む
こ
と
が
で
き
た
。

西
村
卓
(
大
学
経
済
学
部
教
授
)
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本
書
は
新
た
に
書
下
ろ
さ
れ
た

本
を
含
め
、
全
体
が
部
に
ょ
っ
て

描
成
さ
れ
て
い
る
部
は
鏡
花
の

文
学
的
出
発
期
に
つ
い
て
、
二
部
は

「
薬
草
取
」
(
明
治
託
)
か
ら
「
南
地

心
中
」
(
明
治
妬
)
ま
で
、
三
部
は
大

正
期
か
ら
晩
年
の
「
粛
ヨ
柳
」
(
昭
和
口
)

ま
で
を
対
象
と
し
て
、
作
品
が
成
立

す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
丹
念
に
跡

づ
け
た
、
本
格
的
な
鏡
花
研
究
の
書

で
あ
る
。
あ
と
が
き
で
述
べ
ら
れ
る

よ
う
に
、
文
学
研
究
の
基
礎
的
作
業
、

初
出
誌
に
遡
っ
た
煮
胡
調
査
同

時
代
牙
ら
研
究
史
の
整
理
本
文

異
同
の
分
析
、
成
立
事
情
の
検
討
な

ど
が
こ
れ
ほ
ど
徹
底
し
て
行
わ
れ
る

こ
と
は
少
な
い
田
中
氏
の
資
料
博

捜
の
才
能
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ

た
好
著
で
あ
り
、
文
学
研
究
に
お
い

て
解
釈
だ
け
に
頼
る
こ
と
の
危
う
さ

を
指
摘
す
る
楡
調
に
は
充
分
の
説
得

力
が
あ
る
た
と
え
ば
、
「
祗
園
物
語
」

の
獅
台
と
な
っ
た
鴨
川
疎
水
や
竹
村

屋
橋
に
つ
い
て
郷
士
史
家
の
文
献
か

ら
当
時
の
新
聞
'
事
ま
で
幅
広
く
渉

猟
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
運
河
の
闌
門

と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
ぇ
ば
近
代

の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
な
事
物

゛
)
、

実
は
「
賑
や
か
な
花
街
の
一
隅

力に
大
き
な
口
を
開
け
た
陪
黒
の
魔

所
L
 
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
手
際
は
鮮
や
か

で
あ
る
し
、
あ
る
い
は
「
薄
紅
梅
」

の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人
々
を
発
掘
し

て
い
く
こ
と
が
同
時
に
そ
れ
に
つ
い

て
'
子
る
鏡
花
の
友
人
関
係
を
浮

び
上
が
ら
せ
、
鏡
花
の
実
在
感
が
高

め
ら
れ
、
ま
た
と
も
す
れ
ば
観
念
的

に
と
ら
え
る
こ
と
に
な
り
か
ち
な

<
明
治
>
を
仂
佛
と
さ
せ
て
く
れ
る
。

鏡
花
研
究
者
に
と
っ
て
だ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
喜
び
を
与
え
て
く
れ
る
本

で
あ
る
。

高
桑
法
子
(
女
子
大
学
学
芸
学
部
助
教
授
)

新
刊
紹
介

百
人
一
首
へ
の
招
待

士
口
海
直
人
著
"
,
会
畢
部
助
整

平
易
な
文
章
で
説
か
れ
た
一
般
読

書
人
向
け
新
書
版
で
あ
る
が
、
内
容

は
重
い
百
人
一
首
悉
皆
研
究
を
志

し
斯
学
の
最
先
端
を
歩
み
続
け
る
著

者
な
ら
で
は
の
、
専
門
家
に
と
っ
て

も
有
益
な
好
著
で
あ
る
。

先
ず
、
百
人
首
と
の
成
立
先
後

関
係
が
学
界
の
課
題
と
な
っ
て
い
る

百
人
秀
歌
の
解
説
が
見
事
。
こ
の
文

献
資
料
の
発
見
者
有
吉
保
氏
と
並

び
、
百
人
秀
歌
型
配
列
異
本
百
人
一

首
の
発
掘
者
と
し
て
研
究
史
ヒ
確
固

た
る
地
位
を
占
め
る
著
者
は
、
こ
の

異
本
類
を
秀
歌
か
ら
首
へ
の
過
渡

期
本
と
見
做
す
正
当
な
知
見
に
基
づ

き
、
他
の
諸
要
素
を
も
勘
案
し
た
ヒ

で
秀
歌
↓
一
首
の
方
向
を
示
峻
し
、

説
得
性
に
富
む
。
次
に
、
小
倉
色
紙

を
め
ぐ
る
解
説
も
魅
力
的
。
料
紙
三

種
類
、
禽
枚
染
筆
の
仮
諾
主
張

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
上
述
し
た
秀

歌
と
酋
の
関
係
を
も
視
界
に
人

れ
、
作
者
表
記
を
欠
く
こ
と
、
似
せ

絵
の
有
無
一
ラ
の
小
倉
山
荘
問
題
、

な
ど
と
関
連
さ
せ
て
の
推
論
を
展
開

す
る
手
腕
が
、
鮮
や
か
で
あ
る
さ

ら
に
、
百
首
各
歌
の
評
釈
が
独
創
的

で
秀
抜
。
古
注
釈
研
究
の
第
一
人
者

と
し
て
広
範
な
目
配
り
が
で
き
、
ま

た
用
例
訓
査
な
ど
厳
密
な
学
問
的
手

続
き
を
も
重
視
す
る
著
者
の
面
目
躍

如
た
る
成
果
で
あ
る
。
そ
の
他
、
百

人
首
の
再
利
用
と
見
る
、
か
る
た

競
技
な
ど
に
も
及
ぶ
多
面
的
解
説

は
、
日
本
文
化
史
面
へ
の
有
意
義
な

発
展
的
考
察
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
定
家
自
身
の
人
間
的
あ
り

よ
う
や
右
筆
の
活
動
実
態
な
ど
を
め

ぐ
る
今
後
の
研
究
進
展
に
伴
い
、
百

人
首
関
係
資
料
の
全
面
的
見
直
し

も
必
要
か
と
説
く
、
い
わ
ば
読
者
を

も
主
体
的
研
究
へ
と
誘
う
、
招
待
者

と
し
て
の
執
筆
姿
勢
に
も
敬
服
し

ナ上
條
彰
次
(
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
教
握

93

亀',^

●■」

ちくま新
660円


