
新

刊

紹
介

北
垣
宗
治
編

『
新
島
襄
の
世
界
1
永
眠
百
年
の
時

占
小
力
ら
』

成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
。
鏑
木
路
易
氏
の
「
安

中
藩
制
と
新
島
家
の
人
々
」
は
新
島
を
理
解
す
る

上
で
重
要
な
下
級
武
士
の
概
念
と
彼
の
家
庭
環
境

及
び
彼
の
属
す
る
安
中
藩
を
知
る
上
で
格
好
の
論

文
で
あ
る
。
伊
藤
彌
彦
氏
の
「
新
島
襄
の
脱
柵
L

は
新
島
の
伝
統
的
な
「
戦
闘
的
国
士
型
憂
国
者
L

像
を
批
判
し
、
新
し
く
「
勉
学
指
向
型
青
年
L
 
像

を
緻
密
に
描
き
上
げ
、
新
島
の
密
航
を
当
時
の
窒

息
し
そ
う
な
「
概
」
社
会
か
ら
脱
出
し
た
い
と
い

う
私
的
な
動
機
が
強
く
働
い
た
結
果
で
あ
る
と
主

張
す
る
点
に
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ
る
。
し
か
し
国
防

の
責
を
負
う
武
士
と
し
て
、
親
を
捨
て
、
藩
主
の

許
可
を
得
ず
、
蒋
府
の
禁
制
を
犯
し
て
も
密
航
を

決
断
さ
せ
る
動
機
の
一
っ
に
、
「
国
家
に
一
分
の

力
L
 
を
つ
く
さ
ん
と
す
る
公
的
な
志
が
あ
っ
た
こ

と
も
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
千
代
一
氏
の
「
新

島
襄
日
本
脱
出
の
背
景
L
 
は
長
年
函
館
市
立
博

物
館
学
芸
員
と
し
て
の
資
料
収
集
上
の
強
み
が
十

分
発
揮
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
北
垣
宗
治
氏
の
「
新

島
襄
と
ホ
ラ
ン
ド
」
は
ア
ー
モ
ス
ト
.
カ
レ
ツ
、
シ

時
代
の
ル
ー
ム
メ
イ
ト
か
ら
見
た
新
島
像
を
ア
メ

り
力
で
発
掘
し
た
手
紙
に
ょ
っ
て
描
い
た
貴
重
な

論
文
で
あ
る
。
島
尾
永
康
氏
の
「
新
島
襄
と
自
然

科
学
」
は
自
然
科
学
史
家
で
あ
る
筆
者
の
穂
蓄
を

北
垣
宗
治
先
生
の
編
纂
さ
れ
た
『
新
島
襄
の
世

界
1
永
眠
百
年
の
時
点
か
ら
」
は
新
島
襄
永
眠
百

年
を
記
念
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
主
に
こ
こ

十
余
年
問
§
か
れ
た
新
島
研
究
の
現
時
点
で
最

も
一
局
い
レ
ベ
ル
の
論
文
十
点
を
集
め
て
世
に
問
う

こ
と
も
目
的
と
さ
れ
て
い
る
0

一
人
の
人
問
の
研
究
は
総
合
的
・
立
体
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
書
を
通
読
し
て

み
る
と
、
新
島
へ
の
多
角
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
見
事

(
貌
需
●
誰
弐
っ
諦
霸
)

傾
け
た
論
文
で
、
自
然
科
学
史
か
ら
見
た
新
島
の

評
価
が
初
め
て
正
確
に
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。
末

光
力
作
氏
の
薪
島
襄
と
植
物
、
は
自
然
科
学
者

の
一
面
と
し
て
植
物
に
強
い
関
心
を
示
し
た
新
島

を
描
い
て
興
味
深
い
。
オ
ー
テ
ス
・
ケ
ー
リ
氏
の

「
ラ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
新
島
襄
と
伺
志
社
」
は
一
九
七

四
年
十
月
、
ラ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
お
こ
な
わ
れ
た
ボ

ー
ド
の
年
会
で
新
島
が
お
こ
な
っ
た
演
説
を
詳
細

に
報
ず
る
地
元
新
聞
を
発
見
し
、
新
島
の
演
説
を

実
証
し
た
こ
と
に
価
値
が
あ
る
。
河
野
仁
昭
氏
の

「
新
島
襄
と
徳
富
蘆
花
」
は
筆
者
の
鋭
い
文
学
的
セ

ン
ス
で
蘆
花
の
心
理
と
新
島
の
苦
悩
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
。
本
井
康
博
氏
の
「
新
島
襄
と
加
藤
勝

弥
L
は
新
潟
伝
道
に
力
を
入
れ
て
い
た
新
島
と
「
新

潟
に
お
け
る
同
志
社
L
 
を
目
ざ
す
北
越
学
館
及
び

加
藤
勝
弥
校
長
の
関
係
を
詳
細
な
資
料
を
用
い
て

描
い
て
い
る
。
川
西
進
氏
の
,
'
↓
ゆ
N
O
=
Φ
券
曾
立

燭
二
含
今
 
0
-
 
Z
三
一
ヨ
山
一
0
住
三
ヨ
伽
工
一
m
 
圃
曾
ぞ

イ
密
誘
、
、
は
新
島
の
青
少
年
時
代
の
師
や
友
人
を

丹
念
に
調
査
し
た
英
文
の
論
文
で
貴
重
で
あ
る
。

編
者
北
垣
先
生
は
新
潟
で
新
し
い
大
学
を
創
設

す
る
責
任
者
と
し
て
極
め
て
多
忙
な
立
場
に
あ
り

な
が
ら
、
十
編
の
論
文
を
編
纂
し
、
各
々
の
引
用

文
を
『
新
島
襄
全
集
』
と
照
合
し
、
詳
し
い
索
引

For some in ancient books

deli宮ht ; other5 ρrefer what mod-

erns write: Now l should be

extremely loth. Not to be thoU宮ht

expert in both
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を
つ
け
る
な
ど
、
本
書
の
刊
行
に
示
さ
れ
た
情
熱

に
感
服
す
る
。
そ
れ
は
新
島
に
対
す
る
深
い
敬
慕

の
念
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

新
島
研
究
の
現
在
の
到
達
点
を
示
す
本
書
を
多

く
の
方
々
に
是
非
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思

井
上
勝
也
(
大
学
文
学
部
教
授
)

う薬
師
川
虹
一
・
田
恵
美
子
著

『
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
と
英
詩
の
魅
力
』

(
鼈
瑞
寺
需
一
誥
籠
悲

こ
の
本
は
著
者
の
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
英

語
で
詩
を
読
も
う
と
す
る
人
に
、
詩
の
楽
し
み
の

手
引
き
し
と
な
る
よ
う
に
書
か
れ
た
英
詩
入
門
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
英
詩
の
入
門
書
は
、
数
多

く
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
薬
師
川
、
豊
田
両
氏
の

よ
う
に
息
の
合
っ
た
ふ
た
り
の
著
者
に
ょ
っ
て
、

書
か
れ
た
と
い
う
例
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
こ
と

だ
け
で
な
く
、
こ
の
本
に
は
い
く
つ
か
の
新
し
い

試
み
が
な
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
入
門
書
に

な
い
魅
力
を
そ
な
え
て
い
る
。

ま
ず
全
体
は
第
一
部
訳
詩
編
、
第
二
部
解
説
と

鑑
賞
篇
、
第
三
部
原
詩
篇
に
ょ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
著
者
の
創
意
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
入
門
書
と
い
ぇ
ば
、

も
あ
る
よ
う
に
、
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
と
、
ほ
か
に
は

プ
レ
イ
ク
、
バ
ー
ン
ズ
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
コ
ウ

、

レ
リ
ツ
ジ
、
ぐ
イ
ロ
ン
、
シ
エ
リ
ー
キ
ー
ツ
ら

ロ
マ
ン
派
詩
人
の
ほ
か
に
、
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
と
デ

ラ
.
メ
ア
の
代
表
的
な
詩
が
そ
え
ら
れ
て
ぃ
る
。

そ
れ
ら
の
詩
の
選
択
は
著
者
の
学
識
と
趣
味
の
深

さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
マ
ザ
ー
グ
ー

ス
を
最
初
に
置
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ

ス
詩
の
士
壌
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
い
う

著
者
の
需
に
も
と
ず
く
も
の
で
、
マ
ザ
ー
グ
ー

ス
と
ロ
マ
ン
派
の
詩
と
の
関
連
性
も
、
具
体
的
に

言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
だ
け
で
も
、
こ
の

本
の
存
在
理
由
は
十
分
で
、
か
っ
新
し
い
魅
力
と

な
っ
て
い
る
。

つ
ね
に
座
右
に
置
い
て
お
き
た
く
な
る
本
は
、

昨
今
は
決
し
て
多
く
な
い
。
こ
の
す
ぐ
れ
た
楽
し

い
本
は
、
単
に
英
語
を
学
ぶ
学
生
や
教
師
だ
け
で

な
く
、
文
学
に
興
味
を
も
つ
人
び
と
の
座
右
に
置

か
れ
、
ぜ
ひ
お
ぉ
ぜ
い
の
方
が
た
に
読
ま
れ
て
ほ

出
口
保
夫
軍
稲
田
大
学
教
授

し
い
と
思
う
0

ま
ず
原
詩
、
そ
れ
に
訳
と
、
そ
の
詩
の
訳
法
や
鑑

賞
が
平
凡
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
、
一
般
常

識
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
著
者
は
従
来
の
パ
タ
ー
ン

を
破
っ
て
、
新
し
い
形
式
を
採
用
し
、
そ
の
目
的

は
見
事
に
達
成
さ
れ
て
ぃ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
本
は
ど
こ
か
ら
読
み
は
じ

め
て
も
よ
い
の
で
あ
る
0
 
7
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
ル
ー

シ
ー
詩
の
ひ
と
つ
、
「
不
思
議
な
心
の
騒
ぎ
」
を
読

ん
で
見
る
。
詩
の
訳
は
、
こ
の
詩
に
か
ぎ
ら
な
い

日
本
語
と
し
て
美
し
く
彫
琢
が
な
さ
れ
て
ぃ

゛
)
、

力て
、
し
か
も
正
確
で
あ
っ
て
、
訳
詩
だ
け
で
も
十

分
に
鑑
賞
に
耐
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
詩
に
つ
ぃ
て

興
味
が
湧
け
ぱ
、
次
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
短
か
い

要
を
得
た
伝
記
を
読
み
、
さ
ら
に
そ
の
詩
の

.
、
、

力鑑
賀
の
頁
を
繰
れ
ば
よ
い
。
す
る
と
「
見
っ
め
て

い
た
月
が
ス
ト
ン
と
彼
ら
の
家
の
向
こ
う
に
落
ち

た
。
.
:
月
は
泱
し
て
ぽ
と
ん
と
落
ち
な
い
は
ず
で

.
:
詩
人
に
は
月
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
と
一
言
っ
て

よ
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
ま
る
で
語
り
か
け
る
よ

う
な
口
魂
が
、
は
っ
と
す
る
鋭
い
指
摘
が
あ
る
。

こ
の
例
を
見
た
だ
け
で
も
、
こ
の
本
が
そ
こ
い
ら

つ
ぱ
い
あ
る
よ
う
な
、
陳
腐
な
入
門
書
で
な
い

いこ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う

こ
の
本
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
詩
は
、
表
題
に

森
浩
一
著

『
文
字
と
都
と
駅
1
奈
良
時
代
か
ら

平
安
時
代
1
図
説
日
本
の
古
代
6
』

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^、.^、^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"゛^
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「
考
古
学
は
歴
史
学
の
補
助
学
で
は
な
く
確
固

と
し
た
方
法
論
で
あ
り
、
そ
の
考
古
学
で
日
本
通

史
を
書
き
あ
げ
る
の
が
将
来
の
希
望
で
あ
る
し
と

熱
っ
ぽ
く
語
っ
て
、
私
達
に
強
い
印
象
を
与
え
た

講
義
か
ら
二
十
数
年
。
著
者
は
着
実
に
そ
の
目
的

を
果
し
て
い
る
。
ま
た
先
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本

の
古
代
」
全
一
六
巻
(
中
央
公
論
社
)
で
は
早

く
か
ら
「
古
代
学
L
 
を
提
唱
し
、
関
連
す
る
学
問

分
野
と
の
提
携
に
よ
る
総
合
的
な
研
究
を
進
め
る

こ
と
を
実
践
し
た
著
者
の
姿
勢
が
随
所
に
認
め
ら

れ
る
が
、
本
書
は
そ
の
続
篇
と
し
て
出
版
し
た
図

版
を
多
く
含
ん
だ
全
六
巻
か
ら
な
る
書
き
お
ろ
し

シ
リ
ー
ズ
の
最
終
巻
で
あ
る
。

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
い
わ
ゆ
る
律

令
時
代
の
日
本
列
島
各
地
の
文
化
が
、
中
央
政
府

か
ら
τ
兀
的
に
波
及
し
た
も
の
で
は
な
く
、
各
地

が
都
と
も
よ
べ
る
文
化
の
発
進
地
で
も
あ
る
こ
と

を
、
各
地
に
残
る
遺
跡
を
訪
ね
、
遺
物
や
文
献
を

通
し
て
述
べ
て
い
る
。

平
成
二
年
は
奇
し
く
も
新
し
い
天
皇
が
即
位
後

は
じ
め
て
お
こ
な
う
新
嘗
祭
す
な
わ
ち
大
嘗
祭

の
お
こ
な
わ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
嘗
祭
に

(
艘
松
ぎ
舗
訊
●
籍
咽

用
い
る
荒
妙
服
の
ア
サ
を
栽
培
し
て
い
る
の
は
、

徳
島
県
の
剣
山
の
ふ
も
と
美
馬
郡
木
屋
平
村
三
木

と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
は
平
安
時
代
の
『
延
+
昌

式
』
に
「
荒
妙
の
神
服
は
阿
波
の
忌
部
が
織
る
し

と
規
定
さ
れ
て
い
る
地
と
も
一
致
す
る
。
著
者
は

こ
の
地
を
訪
ね
、
現
在
国
民
の
関
心
事
の
ひ
と
つ

で
あ
る
大
嘗
祭
を
足
が
か
り
と
し
て
私
達
を
歴
史

の
世
界
へ
と
誘
っ
て
く
れ
る
。
そ
し
て
古
代
祭
祀

の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
急
部
氏
の

動
向
に
注
目
し
、
阿
波
、
紀
伊
上
努
ど
に
分

布
す
る
彼
ら
の
集
団
を
文
献
、
考
古
資
料
か
ら
追

求
し
、
大
嘗
祭
の
な
か
で
の
忌
部
氏
の
役
割
の
重

要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
律
令
時
代

に
入
っ
て
国
司
が
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
な
か
で
、
新
国
造
が
阿
波
、
紀
伊
さ
ら
に
安

房
に
も
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
大
嘗
祭

の
よ
う
に
十
数
年
、
あ
る
い
は
数
十
年
に
一
度
の

祭
祀
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
伝
統
的
な
役
割
り
は

国
司
で
は
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
う
い
う

国
に
古
来
か
ら
の
仏
統
を
保
っ
て
い
た
在
地
の

人
々
を
中
心
に
し
た
新
国
造
が
置
か
れ
た
の
で

は
、
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
五
っ
の
項
目
に
分
か
れ
た
留
次
の
な

か
で
、
ー
、
忌
部
氏
と
大
嘗
祭
の
内
容
に
つ
い

て
し
か
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
以
下

2
、
文
字
が
語
る
村
と
都
の
交
流
 
3
、
常
陸
国

と
陸
奥
へ
の
ル
ー
ト
 
4
、
蝦
夷
社
会
の
富
と
文

化

5
、
日
本
列
島
各
地
の
。
都
"
の
そ
れ
ぞ

れ
の
中
で
も
遺
跡
、
発
掘
資
料
、
文
献
、
伝
承
を

も
と
に
日
本
の
各
地
の
古
代
を
生
き
生
き
と
蘇
ら

せ
て
く
れ
た
。

本
哲
を
通
読
し
て
最
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と

は
、
一
般
的
に
み
ら
れ
る
一
元
的
な
歴
史
叙
述
、

歴
史
研
究
の
殻
を
打
ち
破
っ
た
著
者
の
、
文
章
の

行
間
か
ら
湧
き
出
て
く
る
爽
快
感
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
「
い
つ
の
日
に
か
、
過
去
の
人
び
と
が
そ
れ

ぞ
れ
の
生
涯
を
お
く
つ
た
都
と
も
い
う
べ
き
漁
村

や
山
村
、
あ
る
い
は
農
村
や
都
市
で
の
歴
史
を
織

り
な
し
て
、
日
本
の
歴
史
が
霄
け
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
最
後
の
問
い
か
け
は
、
著
者
の
二
十
数
年

の
軌
跡
を
歩
む
筆
者
に
と
っ
て
さ
ら
な
る
勇
気
を

与
え
る
こ
と
ば
と
も
感
じ
ら
れ
た
。

前
園
実
知
離
(
大
学
斈
部
嘱
需
師
)

玉
井
敬
之
著

『
高
畑
之
家
』

装
丁
か
ら
内
{
谷
ま
で
、
な
か
な
か
し
ゃ
れ
た
本
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で
あ
る
。
日
本
文
学
関
係
や
同
志
社
の
刊
行
物
、

そ
れ
に
同
人
誌
な
ど
に
だ
さ
れ
た
文
章
二
十
七
篇

と
、
趣
味
の
域
を
こ
え
た
絵
十
九
葉
纂
刻
十
一

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
本
が
だ
せ
る
人

は
幸
福
だ
、
読
み
眺
め
な
が
ら
ぽ
く
は
そ
う
思
っ

玉
井
さ
ん
(
著
者
の
ひ
そ
み
に
な
ら
っ
た
。
「
詩

の
読
者
」
)
は
激
石
研
究
に
お
い
て
一
家
を
な
し

て
お
ら
れ
る
。
収
め
ら
れ
た
文
章
の
あ
ち
こ
ち
に
、

激
石
に
か
か
わ
る
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
、
当
然

の
こ
と
だ
ろ
う
。
激
石
も
絵
を
か
い
た
。
手
許
に

あ
る
『
激
石
遺
墨
集
』
を
ひ
っ
ぱ
り
だ
し
て
眺
め
、

つ
い
で
に
津
田
青
楓
(
こ
の
人
も
書
中
に
で
て
く

る
)
の
ひ
ど
く
卒
直
な
批
評
を
よ
ん
で
、
楽
し
い

思
い
を
し
た
。
こ
の
本
が
、
そ
ん
な
道
草
を
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

書
名
に
も
、
玉
井
さ
ん
自
身
の
纂
刻
が
っ
か
わ

れ
て
い
る
。
「
纂
刻
と
私
」
を
読
め
ば
、
そ
の
打
ち

込
み
ぶ
り
が
わ
か
る
。
か
ね
て
ぽ
く
は
、
玉
井
さ

ん
を
執
念
の
人
だ
と
思
っ
て
ぃ
る
の
だ
が
、
そ
の

多
芸
の
背
後
に
あ
る
執
念
を
、
「
纂
刻
と
私
」
の
な

か
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
ど
ん
な
こ

と
が
あ
っ
て
も
自
動
車
の
運
転
免
許
状
を
取
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
L
玉
井
さ
ん
は
、
「
間
違
い
な
く
壮

年
な
い
し
老
年
の
暴
走
族
に
な
る
し
こ
と
を
「
否

定
で
き
な
か
っ
た
し
。
そ
う
だ
ろ
う
な
、
と
ぽ
く
の

頬
に
微
笑
が
浮
か
ぶ
の
を
と
め
よ
う
が
な
い

所
収
の
文
章
に
は
、
有
名
無
名
の
多
く
の
人
の

こ
と
が
か
か
れ
て
い
る
。
な
か
で
一
番
好
き
な
の

人
の
女
性
が
日
本
を
去
っ
た
」
で
始
ま
る
、

は「
無
題
で
あ
る
。
玉
井
さ
ん
は
、
帰
国
す
る
女
性

か
ら
の
二
度
の
電
話
に
、
二
度
と
も
、
自
分
か
ら

受
話
器
を
お
い
て
し
ま
う
。
見
送
っ
て
も
い
か
な

玉
井
さ
ん
は
硬
派
だ
な
、
と
ぽ
く
は
思
う
。

)
0

、し
か
し
そ
れ
も
、
も
う
そ
れ
以
上
話
し
続
け
ら
れ

な
い
、
直
接
駅
頭
で
別
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

や
さ
し
さ
の
な
せ
る
業
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の
「
天

安
門
事
件
」
を
は
さ
ん
で
の
出
会
い
と
別
れ
の

美
し
い
作
品
で
あ
る
。

も
う
、
一
っ
ひ
と
つ
に
触
れ
て
ぃ
る
余
裕
は
な

く
な
っ
た
。
「
文
学
の
勉
強
は
、
と
り
わ
け
そ
の
と

き
の
自
己
の
感
受
性
に
深
く
か
か
わ
っ
て
ぃ
る
よ

う
だ
が
、
あ
る
と
き
、
『
そ
れ
か
ら
』
を
何
気
な
く

読
み
だ
し
て
、
私
は
自
分
の
足
許
が
じ
わ
じ
わ
と

崩
れ
て
い
く
よ
う
な
感
じ
に
と
ら
わ
れ
た
L
(
「
私

の
テ
ー
マ
L
)
、
と
玉
井
さ
ん
は
書
か
れ
て
ぃ
る

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
文
学
と
は
、
も
の
を
書
く
と
は
、

そ
の
人
の
人
格
な
り
生
き
方
な
り
と
つ
な
が
っ
て

太
田
進
(
大
学
商
学
部
教
授

い
る
も
の
な
の
だ
。

大
谷
著

『
新
版
刑
法
総
論
の
重
要
問
題
』

本
書
は
、
「
刑
法
需
の
重
要
問
題
ω
佃
」
(
一

九
八
六
年
)
に
大
幅
な
改
訂
を
加
え
、
新
版
と
し

て
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
旧
版
と

同
様
に
、
設
例
を
通
じ
て
刑
法
需
の
基
本
的
論

点
を
堀
り
下
げ
、
犯
罪
論
全
体
に
解
説
を
加
え
る

と
い
う
手
法
が
踏
襲
さ
れ
て
ぃ
る
。

本
書
の
叙
述
形
式
の
特
徴
は
重
要
な
箇
所
を

ゴ
シ
ツ
ク
で
強
調
し
、
各
論
点
に
つ
ぃ
て
関
連
問

題
を
付
け
る
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
ぃ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
基
本
書
の
知
識
を
整
理

.

し
な
が
ら
論
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
と
し

て
、
読
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。

内
容
の
特
徴
と
し
て
は
、
第
一
に
、
最
近
の
判

例
.
学
説
の
動
向
を
も
取
り
上
げ
、
詳
細
な
検
討

を
加
え
た
う
え
で
新
た
に
自
説
を
展
開
し
て
、
著

者
の
基
本
害
で
あ
る
「
刑
法
講
義
需
第
二
版
L

(
成
文
堂
、
一
九
八
九
年
)
を
補
え
る
よ
う
に
配
慮

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
旧
版
で
の
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大
塚
仁
教
授
の
所
説
に
加
え
て
、
前
田
雅
英
教
授

の
所
説
と
対
決
し
、
そ
れ
を
批
判
的
に
検
討
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
社
会

倫
理
主
義
と
法
益
保
護
主
義
と
い
う
根
本
主
義
の

対
立
を
、
社
会
秩
序
維
持
の
見
地
か
ら
総
合
し
、

法
益
保
護
の
徹
底
を
図
る
た
め
に
社
会
倫
理
を
考

慮
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
立
場
が
さ
ら
に
明
確
に

な
っ
て
い
る
。
法
益
侵
害
説
と
主
観
的
要
素
、
過

失
の
実
行
行
為
、
構
成
要
件
的
故
意
・
過
失
違

法
性
の
実
質
社
会
相
当
性
の
概
念
、
治
療
行
為
、

被
害
者
の
同
意
挑
発
防
衛
、
自
招
危
難
等
の
違

法
性
阻
却
事
由
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
お
よ

び
期
待
可
能
性
の
判
断
基
準
等
、
本
書
で
改
め
ら

れ
た
点
を
含
め
て
、
著
者
の
基
本
的
立
場
か
ら
一

貫
し
た
犯
罪
論
の
理
解
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
他

に
、
過
失
、
共
謀
共
同
正
犯
、
共
犯
と
身
分
、
共

犯
の
離
脱
罪
数
等
に
つ
い
て
も
新
た
な
理
論
が

展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。以

上
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
従
来
の
学
説
を
整

理
し
な
お
し
、
必
要
か
つ
十
分
な
論
点
を
掘
り
下

ナ
、

さ
ら
に
新
た
に
自
説
を
展
開
す
る
も
の
で
あ

り
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
把
握
し
や
す
い
よ
う
に

工
夫
さ
れ
て
お
り
、
益
々
充
実
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
刑
法
総
曹
お
い
て
整
理
す
べ
き
「
重

要
問
題
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
本
書

は
、
刑
法
を
学
ぶ
者
特
に
従
来
の
社
会
倫
理
主

義
あ
る
い
は
法
益
保
護
主
義
か
ら
の
一
面
的
な
犯

罪
理
論
の
い
ず
れ
に
も
疑
問
を
感
じ
て
い
る
者
に

と
っ
て
、
必
読
の
書
物
で
あ
り
、
基
本
書
と
併
わ

せ
て
利
用
す
れ
ば
、
一
層
有
用
で
あ
る
。

松
原
久
利
(
大
学
法
学
部
嘱
託
綱
師
)

川
越
修
共
編

『
青
い
恐
怖
白
い
街
ー
コ
レ
ラ
流
行

と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
』

ι

世
界
史
L
 
と
題
し
た
第
1
部
(
見
市
雅
俊
)
で
は
、

イ
ン
ド
、
日
本
、
中
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て

の
コ
レ
ラ
流
行
の
実
態
と
そ
の
同
時
代
的
連
関
の

意
味
が
検
討
さ
れ
て
い
る
一
第
Π
部
「
コ
レ
ラ
を

み
る
目
L
(
一
局
木
勇
夫
柿
本
昭
人
)
で
は
、
「
コ

レ
ラ
の
社
会
史
」
の
方
法
と
可
能
性
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
第
Ⅲ
部
「
コ
レ
ラ
・
都
市
・
近
代
社
会
」

(
見
市
一
局
木
、
柿
本
、
南
直
人
)
で
は
、
コ
レ
ラ

の
「
青
い
恐
怖
」
と
、
こ
の
対
応
の
な
か
か
ら
結

果
と
し
て
誕
生
し
た
「
白
い
街
」
、
す
な
わ
ち
、
「
漂

白
」
さ
れ
た
清
潔
で
健
康
な
都
市
空
間
、
と
の
連

接
関
係
の
具
体
的
諸
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
最

後
の
部
「
日
常
生
活
の
な
か
の
<
近
代
)
都
市
L

(
川
越
修
)
で
は
、
コ
レ
ラ
の
社
会
史
的
研
究
と
、

そ
れ
と
並
行
し
て
進
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
都

市
化
過
程
の
歴
史
的
分
析
を
つ
な
ぐ
回
路
と
し

て
、
「
清
潔
1
健
康
r
秩
序
L
と
い
う
近
代
社
会
シ

ス
テ
ム
を
作
動
さ
せ
る
汎
用
嘉
1
社
会
規
範
が

捌
出
さ
れ
、
そ
れ
が
大
衆
化
1
日
常
化
す
る
過
程

が
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
定
置
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ

て
い
る

本
書
か
ら
は
歴
史
的
な
事
実
関
係
を
教
え
ら
れ

る
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
真
骨
頂

は
、
「
社
会
史
L
の
方
法
や
そ
の
可
能
性
を
前
面
に

本
書
は
、
一
九
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し

た
コ
レ
ラ
の
「
青
い
恐
怖
L
 
に
当
時
の
人
々
が
ど

の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
を
探
る
な
か
で
、
近

代
社
会
シ
ス
テ
ム
の
「
作
動
・
定
置
L
 
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
解
読
し
よ
う
と
し
た
意
欲
的
な
試
み
で
あ

る
。
五
人
の
執
筆
者
は
い
ず
れ
も
、
京
都
に
お
け

る
「
近
代
社
会
史
研
究
会
」
を
構
成
す
る
気
鋭
の

研
究
者
で
あ
り
、
本
書
は
、
こ
の
研
究
会
を
母
体

に
し
、
問
題
意
識
や
研
究
課
題
を
共
有
す
る
メ
ン

バ
ー
の
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

本
文
は
四
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
「
コ
レ
ラ
の

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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押
し
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ

で
主
張
さ
れ
る
社
会
史
は
、
従
来
の
歴
史
学
(
政

治
史
経
済
史
文
化
史
な
ど
)
が
見
落
と
し
て

き
た
事
象
の
「
落
穂
拾
い
」
を
目
ざ
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
単
な
る
「
民
衆
史
」
や
「
地

域
史
L
 
や
「
生
活
史
」
な
ど
で
は
な
い
。
こ
こ
で

い
わ
れ
る
社
会
史
の
方
向
は
、
コ
レ
ラ
流
行
と
い

う
ひ
と
つ
の
<
事
件
史
>
を
通
じ
て
、
近
代
社
会

シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
固
有
の
論
理
(
川
越
氏
の
言

葉
を
借
り
れ
ぱ
、
「
清
潔
1
健
康
1
秩
序
L
と
い
う

汎
用
嘉
1
社
会
規
範
)
を
解
読
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
工
疋
の
時
問
.
空

問
相
に
お
け
る
相
互
主
観
・
共
同
主
観
的
な
「
生

活
世
界
L
 
の
像
を
具
体
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
分
析

を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
ひ
と
つ
の
方
法
論

が
提
示
さ
れ
た
と
い
ぇ
る
。

布
留
川
正
博
(
大
学
経
済
学
部
研
究
旦

問
的
先
鋒
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
格
調
の
高
い
学

術
書
で
あ
る
。
公
認
会
計
士
は
会
社
の
財
務
諸
表

が
一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
原
則
に
準
拠
し
て
適

正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
し
、
責
任

あ
る
監
査
意
見
を
表
明
す
る
。
こ
の
公
認
会
計
士

の
監
査
行
動
に
つ
い
て
、
「
会
計
に
お
け
る
違
反
性

と
時
問
概
念
L
 
に
的
を
絞
り
、
分
析
と
総
合
の
研

究
成
果
を
監
査
構
造
論
と
し
て
体
系
的
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
Π
部
構
成
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
1
部

の
「
会
計
に
お
け
る
違
反
性
L
 
は
、
「
会
計
原
則
の

解
釈
(
大
前
提
)
↓
事
実
需
(
小
前
提
)
↓
監

査
意
見
の
表
明
(
結
論
)
L
の
三
段
論
法
の
シ
エ

マ
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
監
査
人
に

よ
る
「
会
計
原
則
の
解
釈
L
 
は
社
会
統
制
へ
の
実

践
的
参
加
行
為
で
あ
り
、
社
会
的
要
曹
ど
れ
ほ

ど
適
合
す
る
か
に
ょ
り
、
そ
の
解
釈
の
妥
当
性
が

判
断
さ
れ
る
。
「
事
実
認
識
L
は
事
実
認
定
と
合
原

則
性
の
判
断
の
二
っ
か
ら
な
り
、
前
者
は
実
在
性

の
検
証
、
後
者
は
準
拠
性
の
検
証
の
原
型
を
な
す
。

(
千
治
壇
房
.
発
行
一
九
九
冷
晦
九
"
)

^
A
5
判
・
二
五
四
頁
三
、
八
0
0
円

文
章
や
こ
と
ぱ
が
も
つ
虚
構
性
に
含
ま
れ
る
虚
偽

本
書
は
公
認
会
計
士
に
ょ
っ
て
行
わ
れ
る
会
性
を
、
許
容
さ
れ
な
い
虚
偽
性
は
不
正
許
容
さ

計
監
査
の
構
造
を
解
き
明
か
す
た
め
、
斬
新
な
ア
れ
る
虚
偽
性
は
擬
制
(
意
味
論
的
擬
制
、
構
文
論

プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
論
理
の
展
開
が
な
さ
れ
、
学
的
擬
制
、
語
用
論
的
擬
制
)
と
し
て
論
を
展
開
し

瀧
田
輝
己
著

『
監
査
構
造
論
』

て
い
る

第
Ⅱ
部
の
「
監
査
人
の
違
反
性
判
断
基
準
と
し

て
の
時
問
概
念
L
 
は
、
「
順
序
L
 
つ
ま
り
共
時
.
通

時
の
時
問
軸
、
「
時
問
の
流
れ
」
つ
ま
り
過
去
.
現

在
・
未
来
の
時
間
区
分
、
「
時
問
の
指
向
性
L
 
つ
ま

り
過
去
指
向
・
現
在
指
向
・
未
来
指
向
の
文
化
的

時
間
概
念
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
概
念
が
違

反
性
の
判
断
に
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
つ
か
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
監
査
論
研
究
と
は

相
違
し
た
観
点
か
ら
、
種
々
の
方
法
論
を
駆
使
し

た
新
し
い
手
法
に
ょ
り
、
会
計
に
お
け
る
時
間
に

関
す
る
違
反
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
研
究
者
と

し
て
は
第
一
級
の
成
果
を
世
に
問
う
て
い
る
。
本

書
は
論
述
に
飛
躍
は
み
ら
れ
ず
、
高
度
な
内
容
を

平
易
に
か
つ
明
瞭
に
説
明
し
て
お
り
、
監
査
論
研

究
に
は
時
宜
を
え
た
好
著
で
あ
り
、
貴
重
な
先
駆

的
研
究
書
と
な
り
え
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
新

進
気
鋭
の
会
計
研
究
者
で
あ
る
と
と
も
に
公
認
会

計
士
の
資
格
も
あ
り
、
理
論
と
実
践
の
両
立
を
可

能
な
ら
し
め
る
日
本
で
も
数
少
な
い
会
計
学
者
の

ひ
と
り
で
あ
る
。
優
れ
て
社
会
的
、
人
間
的
な
用

具
と
み
な
さ
れ
る
監
査
に
つ
い
て
、
監
査
構
造
論

の
深
化
の
み
な
ら
ず
、
監
査
機
能
論
、
監
査
目
的

^^^^^^^^^^^^^゛^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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論
の
統
合
的
研
究
に
よ
り
、
監
査
の
一
般
理
論
の

構
築
化
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

友
杉
芳
正
(
三
埀
大
学
數
授
)

光
澤
滋
朗
著

『
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
源
流
』

本
書
は
そ
の
題
名
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
源
流
を
尋
ね
る
こ
と
を
主

題
と
し
て
い
る
。

第
一
部
で
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
が
い
つ
、

い

か
に
し
て
登
場
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ
の
背

景
根
拠
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。
一
九
世
紀

か
ら
二
0
世
紀
初
頭
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
内
に

お
い
て
、
工
業
を
中
心
と
し
て
、
ビ
ツ
グ
.
ビ
ジ

ネ
ス
が
登
場
既
存
産
業
で
あ
る
食
品
産
業
精

肉
産
業
製
粉
産
業
に
お
い
て
、
ま
た
新
興
産
業

で
あ
る
収
穫
機
産
業
ミ
シ
ン
産
業
な
ど
に
お
い

て
、
近
代
的
販
売
方
式
と
し
て
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
が
採
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
工
業
部
面
の
み

な
ら
ず
、
商
業
部
面
に
お
い
て
も
、
百
貨
店
チ

エ
ー
ン
.
ス
ト
ア
ー
、
通
信
販
売
店
な
ど
の
革
新

的
形
態
の
巨
大
企
業
が
登
場
し
、
全
国
市
場
の
形

成
と
相
ま
っ
て
、
こ
れ
ら
の
発
展
は
ま
た
、
工
業

(
肝
器
一
偶
、
.
醗
蔀
九
訊
っ
晦
蹟
円
)

化
を
一
層
促
進
し
た
。
従
来
わ
が
国
の
マ
ー
ケ
テ

イ
ン
グ
研
究
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
史
研
究
に
お

い
て
は
、
工
業
並
び
に
商
業
を
対
象
と
し
た
研
究

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
著
者
は
農
業
部
面
に
お

い
て
も
農
産
物
の
流
通
革
新
が
進
ん
で
い
た
こ
と

を
重
視
し
、
農
産
物
の
流
通
革
新
の
実
態
に
つ
い

て
分
析
し
て
お
り
、
新
鮮
さ
を
感
じ
る
。

第
二
部
で
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
が
誰
に
よ

つ
て
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
「
(
1
)

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
現
象
の
記
述
が
体
系
的
か
部
分

的
か
、
(
3
 
そ
の
内
容
が
総
論
的
か
各
論
的
か
し

と
い
う
二
点
に
着
目
し
、
、
霊
と
体
系
性
需

的
内
容
を
基
準
と
し
て
生
成
期
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
論
の
研
究
者
と
し
て
、
 
A
・
W
.
シ
ヨ
ウ
、
 
R
.

S
.
ハ
ト
ラ
ー
、
 
L
.
D
・
H
.
ウ
ェ
ル
ド
の
三

.

者
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
を
生
き
生
き

と
紹
介
す
る
と
と
も
に
分
析
す
る
こ
と
に
ょ
っ

て
、
こ
の
三
者
の
理
論
に
は
共
通
性
と
同
時
に
差

異
性
が
あ
る
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
。
シ
ヨ
ウ
、

バ
ト
ラ
ー
は
個
別
製
造
企
業
の
視
点
か
ら
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
を
考
察
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ウ
エ

ル
ド
は
農
産
物
の
流
通
を
社
会
経
濟
的
視
点
か
ら

考
察
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
が
今
日
の
マ
ー
ケ
テ

イ
ン
グ
研
究
の
ミ
ク
ロ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
と

マ
ク
ロ
.
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
源
流
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
は
本
来
的
に
は
、
よ
り
広
い
マ
ク
ロ
的

性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
乞
、
著
者
の
積
極
的
見

解
を
提
示
し
て
い
る
。

実
務
家
研
究
者
学
生
を
問
わ
ず
マ
ー
ケ
テ

イ
ン
グ
に
関
心
が
あ
り
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
つ

い
て
深
く
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、

本
書
は
必
読
書
で
あ
る
。
な
お
、
著
者
は
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
の
歴
史
に
関
す
る
第
一
線
の
研
究
者
で

あ
り
別
に
『
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
管
理
発
展
史
」

(
同
文
舘
一
九
八
七
年
)
の
研
究
書
が
あ
る
の
で

並
行
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。

近
藤
文
男
(
京
都
火
学
経
済
学
部
教
授
)

西
口
章
雄
・
浜
口
恒
夫
編
著

『
新
版
イ
ン
ド
経
済
』

一
九
六
0
年
代
か
ら
活
発
に
行
な
わ
れ
て
き
た

発
展
途
上
国
の
研
究
の
中
で
も
、
イ
ン
ド
に
つ
い

て
の
分
析
は
、
研
究
者
の
数
か
ら
い
っ
て
も
、
出

版
さ
れ
た
本
や
論
文
の
数
か
ら
い
っ
て
も
群
を
抜

い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
研
究
の
レ
ベ
ル
も

一
局
い
。
本
雪
も
そ
う
し
た
一
局
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
も

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
特
に
イ
ン
ド
の
経
済

全
体
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
比
較
的
小
冊
子
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
国
の
経
済
発
展
の

経
過
と
現
在
の
特
徴
を
的
確
に
と
ら
え
た
も
の
と

し
て
、
ま
た
執
筆
者
が
四
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
全
体
の
構
成
が
う
ま
く
統
一
さ
れ
た
も
の

と
し
て
、
我
々
途
上
国
を
勉
強
し
て
ぃ
る
者
に
と

つ
て
は
得
る
所
が
多
い
本
と
認
め
ら
れ
て
ぃ
る
。

さ
て
そ
う
し
た
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
ぃ
る

本
書
が
今
回
改
訂
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

ま
ず
旧
版
の
執
筆
後
既
に
四
年
以
上
経
過
し
て
お

り
、
新
し
い
資
料
を
追
加
し
て
、
最
近
の
イ
ン
ド

の
経
済
動
向
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

指
摘
で
き
よ
う
。
そ
の
た
め
随
所
で
表
が
更
新
さ

れ
て
い
る
。

合
わ
せ
て
第
二
章
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
項
目

が
新
た
に
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
世
界
経
済
と
の
か
か
わ
り
を
も
う
少
し
強

調
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
イ
ン
ド
経
済
の
特
殊
な

国
民
経
済
の
形
成
過
程
を
一
層
わ
か
り
や
す
く
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う

吏
に
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
理
由
は
、
本
書
の

当
初
の
目
的
、
す
な
わ
ち
「
イ
ン
ド
経
済
の
構
造

的
変
動
の
全
体
像
を
政
治
経
済
学
的
に
把
握
L
 
す

る
と
い
う
目
的
に
一
層
正
面
か
ら
取
組
も
う
と
し

た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
旧
版
に
は
な
か
っ
た

第
七
章
「
経
済
開
発
と
『
社
会
的
公
正
」
L
 
が
追

加
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
本
書

は
経
済
的
視
点
か
ら
イ
ン
ド
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
あ
る
の
で
、
政
治
面
で
の
分
析
は
必
要
に
応

じ
て
解
説
す
れ
ば
こ
と
足
り
と
す
る
こ
と
も
で
き

る
が
、
一
般
に
途
上
国
で
は
経
済
の
動
き
が
政
治

に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
民
族
、

宗
教
政
治
等
の
動
き
が
逆
に
経
済
を
規
定
す
る

こ
と
も
多
く
、
そ
の
点
国
民
経
済
が
確
立
し
、
政

治
的
に
も
安
定
し
て
い
る
先
進
国
よ
り
も
そ
う
し

た
面
の
分
析
が
重
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

特
に
イ
ン
ド
の
場
合
で
は
、
独
立
後
の
経
済
発

展
政
策
に
ょ
り
生
み
だ
さ
れ
、
今
や
こ
の
国
の
経

済
的
特
徴
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
「
構
造
内
再

生
産
形
態
L
 
の
歪
み
、
特
に
そ
こ
か
ら
生
じ
た
貧

富
の
差
が
、
そ
の
広
大
な
国
土
に
多
数
の
民
族
、

言
語
、
宗
教
力
ー
ス
ト
等
を
も
つ
こ
の
国
の
不

均
質
性
を
一
層
強
め
、
社
会
不
安
を
ひ
き
お
こ
し

て
い
る
こ
と
は
、
無
視
で
き
な
い
問
題
と
な
っ
て

る
。
新
版
は
こ
の
点
を
「
社
会
的
公
正
L
 
と
い

いう
形
で
取
上
げ
、
イ
ン
ド
の
経
済
政
策
が
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
経
済
発
展
の
み
を
目
指
し
た
も
の
だ

け
で
は
十
分
で
な
く
、
社
会
正
義
の
要
素
も
考
慮

に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
メ
ス
を
入
れ

よ
う
と
し
た
。
た
だ
限
ら
れ
た
紙
数
の
た
め
で
あ

ろ
う
が
、
民
族
や
力
ー
ス
ト
と
社
会
不
安
、
社
会

政
策
の
具
体
的
な
か
ら
み
合
い
の
分
析
が
も
う
少

し
あ
れ
ば
と
い
う
の
が
、
私
の
個
人
的
な
読
後
感

山
根
学
(
大
学
商
学
部
教
授
)

で
あ
る
。

西
岡
一
著

『
ガ
ン
時
代
の
食
卓
革
命
』

(
等
冉
一
需
ル
九
1
煮
円
)

か
つ
て
、
食
物
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
は
「
農
L

が
支
え
て
い
た
状
態
で
あ
っ
た
も
の
が
、
食
品
と

名
前
を
か
え
て
か
ら
は
「
工
L
 
が
生
み
出
す
形
と

な
り
、
元
来
本
質
的
に
は
な
じ
ま
な
い
大
量
生

産
を
追
求
す
る
過
程
で
加
工
食
品
が
生
ま
れ
、
食

品
添
加
物
が
不
可
欠
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
発
ガ

ン
性
の
問
題
が
急
速
に
浮
上
し
て
来
た
。
「
ガ
ン
時

代
の
食
卓
革
命
」
を
読
ん
で
ぃ
る
と
、
こ
れ
か
ら

の
事
は
さ
て
お
き
、
よ
く
こ
の
年
ま
で
ガ
ン
に
な

ら
な
い
で
生
き
て
来
ら
れ
た
、
と
思
う
ほ
ど
で
あ

る
。
著
者
の
手
訓
れ
た
説
得
力
の
あ
る
論
の
す
す

め
方
は
素
人
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
そ
れ
だ
け
に
、

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
一
瞬
不
安
に
か

^^^^^^^
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ら
れ
て
し
ま
う
。

だ
が
、
そ
こ
が
「
食
卓
革
命
L
 
で
あ
る
。
食
卓

の
革
命
は
ま
ず
、
よ
く
か
む
事
か
ら
は
じ
ま
る
。

著
者
の
専
門
領
域
で
の
睡
液
の
研
究
は
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
が
、
食
生
活
に
充
分
関
心
を
も
っ
て
、

ゆ
っ
く
り
と
落
ち
着
い
て
ょ
く
か
ん
で
食
べ
れ
ぱ

か
な
り
発
ガ
ン
性
物
質
の
毒
性
が
緩
和
さ
れ
る
事

が
わ
か
っ
て
来
る
。
か
つ
て
書
い
た
事
で
あ
る
が
、

ひ
ど
い
「
偏
食
L
 
や
、
神
経
的
な
「
拒
食
」
や
、

あ
わ
た
だ
し
い
「
急
食
」
や
、
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の

「
孤
食
」
で
は
と
う
て
い
救
わ
れ
な
い
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

教
会
付
属
の
幼
稚
園
の
理
事
長
を
し
て
い
た
こ

ろ
、
若
い
御
母
様
が
た
に
ょ
く
こ
ん
な
話
を
し
た
。

「
オ
カ
サ
ン
ヤ
ス
メ
、
ハ
ハ
キ
ト
ク
、
ホ
ッ
ホ
L
と

、ノ

言
う
の
を
御
存
じ
で
す
か
。
こ
れ
は
子
供
た
ち
の

好
き
な
食
べ
物
の
こ
と
で
、
オ
ム
レ
ツ
、
カ
レ
ー
、

サ
ン
ド
ゥ
イ
ッ
チ
、
ヤ
キ
メ
シ
、
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
、

メ
ダ
マ
ヤ
キ
、
そ
し
て
、
ハ
ム
エ
ッ
グ
、
ハ
ン
バ

ー
グ
、
ギ
ョ
ー
ザ
、
ト
ー
ス
ト
、
ク
リ
ー
ム
と
一
嵩

う
訳
で
す
が
、
こ
れ
を
読
み
か
え
て
見
る
と
、
御

母
さ
ん
(
母
性
)
は
休
み
っ
ぱ
な
し
、
母
親
の
義

務
は
危
篤
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
最
後

の
ホ
ッ
ホ
は
何
か
と
一
吾
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
ホ
カ

ホ
カ
弁
当
の
事
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
荒
れ

た
食
卓
を
眺
め
て
、
自
瑚
の
笑
い
で
ホ
ツ
ホ
。

も
ち
ろ
ん
冗
談
で
あ
る
が
、
気
が
つ
い
て
見
る

と
子
供
達
の
好
き
な
も
の
が
み
な
柔
ら
か
い
も
の

ば
か
り
で
あ
る
事
に
気
が
つ
く
。
こ
れ
で
は
、
ゆ

つ
く
り
と
落
ち
つ
い
て
、
よ
く
か
ん
で
食
べ
る
、

正
し
い
、
こ
れ
か
ら
の
食
卓
革
命
に
は
と
う
て
い

な
じ
ま
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
明
日
の
社
会

を
に
な
う
若
い
人
々
の
た
め
に
も
是
非
一
読
を
す

す
め
た
い
書
物
で
あ
る
。宮

井
敏
(
大
学
商
学
部
教
埋

同
志
紅
談
.

論
文

一
新
島
襄
の
大
学
設
立
運
動
(
一
)
・
・
・
・
:
河
野
仁
昭
一

明
治
初
期
岩
手
県
の
同
志
社
人
に

関
す
る
新
資
料

・
高
橋
光
夫
一

一
高
橋
元
一
郎
ノ
ー
ト

室
田
保
夫
一

1
詩
.
社
会
雫
業
・
平
和
そ
し
て
祈
り
ー

蚕
畠
蘆
花
と
「
今
治
一
央
学
校
L
 
:
・
:
・
竹
本
千
万
吉
一

資
料

一
同
志
社
職
員
異
動
表

1
明
治
卜
五
S
二
十
七
年
度
1

一
新
島
襄
に
関
す
る
文
献
ノ
ー
ト

(
そ
の
七
)

河
野
仁
昭
一

1
薯
者
.
粂
者
別
1

(
頒
価
一
、
 
0
0
0
円
・
送
料
二
六
0
円
)

発
行
・
同
志
社
社
史
資
料
室

取
扱
い
・
同
志
社
収
益
業
翌

電
話
(
0
七
五
)
1
二
五
一
 
1
三
0
三
七
・
ハ

ー
ー
ー
ー
ー
'
'
冒
,
ー
ー
ー
ー
ー
ー
冒
冒
,
ー
ー
ー
ー
ー
'
.

第
九
号
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