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本
書
は
書
名
に
あ
る
通
り
夏
目
漱
石
と
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
で
あ

り
哲
学
者
で
も
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
の
関
連
に
着
目

し
、
漱
石
の
「
哲
学
的
基
礎
」
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
が
与
え
た
影
響
や

両
者
の
共
鳴
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
共
鳴
関
係
を
捉
え
る
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
表
題
の
「
ふ
わ
ふ
わ
」
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
が
漱
石
作

品
を
貫
く
主
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
漱
石
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
関
わ
り
は

す
で
に
相
当
の
蓄
積
が
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ま
た
『
文
学
論
』
を
は
じ

め
と
し
た
文
学
理
論
や
そ
の
根
底
に
あ
る
哲
学
的
認
識
は
、
近
年
の
漱
石

研
究
に
お
い
て
最
も
レ
ベ
ル
の
高
い
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
分
野
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
定
め
た
と
い
う
一
点
だ
け

を
と
っ
て
も
、
本
書
に
対
し
て
敬
意
を
表
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

漱
石
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
受
容
は
二
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。一
つ
目
は
、

明
治
三
十
五
・
三
十
六
年
頃
に
お
い
て
読
ん
だ
と
さ
れ
る
『
心
理
学
原
理
』

と
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
受
容
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
受
容
に
つ
い

て
は
、
従
来
の
研
究
で
主
に
『
文
学
論
』
や
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
、「
創

◎
書
評

岩
下
弘
史
著

『
ふ
わ
ふ
わ
す
る
漱
石

―
そ
の
哲
学
的
基
礎
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

―
』

藤

本

晃

嗣

F
U

J
I

M
O

T
O

A
k

its
u

g
u

作
家
の
態
度
」
と
い
っ
た
漱
石
が
自
身
の
文
学
観
を
表
明
し
た
理
論
的
な

文
章
の
根
底
に
あ
る
「
意
識
」
の
あ
り
方
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
心
理
学
が
与

え
た
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
を
も
と
に
漱
石
の
作
品
が
考

察
さ
れ
て
き
た
。
二
つ
目
は
明
治
四
十
三
年
の
所
謂
「
修
善
寺
の
大
患
」

と
し
て
知
ら
れ
る
時
期
の
『
多
元
的
宇
宙
』
の
受
容
で
あ
る
。
こ
の
際
漱

石
は
、自
身
の
文
学
上
の
考
え
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
上
の
考
え
と
が
「
親

し
い
気
脈
を
通
じ
て
彼
此
相
倚
る
様
な
心
持
が
し
た
の
を
愉
快
に
思
つ

た
」

と
述
べ
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
以
降
に
お
け
る
漱
石

(1)

晩
年
の
思
想
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
世
界
観
が
ど
の
よ
う
に
響
き
合
う
の
か
と

い
う
問
題
が
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

本
書
は
従
来
の
漱
石
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
め
ぐ
る
研
究
に
つ
い
て
「
未
だ

不
十
分
な
と
こ
ろ
が
多
い
」（

頁
）
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
ジ
ェ
イ

9

ム
ズ
へ
の
理
解
が
断
片
的
に
な
っ
て
い
る
」（
同
）
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ

し
て
、
漱
石
が
読
ん
だ
右
の
三
著
以
外
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
著
作
と
の
関
連

や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
が
展
開
さ
れ
た
背
景
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
正

確
な
理
解
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
は
著
者
が
ア
メ

リ
カ
に
留
学
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
研

究
の
成
果
を
現
地
で
吸
収
し
、
研
究
に
活
か
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

本
書
で
は
こ
の
方
針
の
元
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
に
関
す
る
精
緻
な
議
論
が

展
開
さ
れ
、
漱
石
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
新
た
な
関
連
が
追
究
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
本
書
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
直
接
的
な
受
容
の
問

題
と
と
も
に
、
「
共
鳴
」
や
「
共
振
」
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
、

時
代
を
と
も
に
し
た
両
者
の
思
想
の
共
通
性
で
あ
る
。
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ま
ず
、
全
体
の
章
立
て
を
示
し
、
各
章
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

は
じ
め
に

第
一
章

(F+f )

と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
心
理
学
を
め
ぐ
る
微
妙
な
関
係

第
一
節

『
文
学
論
』
の
動
機

／

第
二
節

(F+f )

と
心
理
学

第
三
節

「F
」
と

(F+f )

の
意
義

／

第
四
節

『
文
学
論
』
解
読

第
二
章

『
文
学
論
』
に
お
け
る
「
文
芸
上
の
真
」

第
一
節

「
文
芸
上
の
真
」
の
背
景

第
二
節

漱
石
の
「
文
芸
上
の
真
」

第
三
節

『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
と
の
共
鳴

第
四
節

『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
が
示
唆
す
る
「
真
の
事
実
」

第
三
章

「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
と
「
真
に
」
存
在
す
る
も
の

第
一
節

漱
石
の
「
哲
学
的
基
礎
」
／

第
二
節

「
理
想
」
の
意
義

第
三
節

「
還
元
的
感
化
」
の
仕
組
み

第
四
章

「
創
作
家
の
態
度
」
と
「
ば
ら
ば
ら
」
な
世
界

第
一
節

「
創
作
家
の
態
度
」
の
「
極
端
」
な
世
界
観

第
二
節

「
自
己
本
位
」
の
語
り

第
三
節

「
ば
ら
ば
ら
」
な
人
間
と
世
界

第
五
章

『
多
元
的
宇
宙
』
と
漱
石
晩
年
の
思
想

第
一
節

『
多
元
的
宇
宙
』
と
「
融
け
合
う
」
世
界

第
二
節

『
明
暗
』
に
お
け
る
『
多
元
的
宇
宙
』
の
残
響

第
三
節

「
則
天
去
私
」
に
暗
示
さ
れ
る
思
想

お
わ
り
に

ま
ず
「
は
じ
め
に
」
で
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
か
ら
『
明
暗
』
ま
で
、

対
立
す
る
も
の
の
あ
わ
い
の
領
域
で
「
ふ
わ
ふ
わ
」
す
る
存
在
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
漱
石
に
と
っ
て
、「
普
通
ノ
人
間
」
は
そ
も
そ
も
「
ふ

わ
ふ
わ
」
す
る
も
の
だ
っ
た
」（

頁
）
と
す
る
認
識
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら

3

に
「
「
漱
石
的
存
在
」
が
時
に
「
ふ
わ
ふ
わ
」
す
る
の
は
、
世
界
や
命
の

根
本
的
な
存
り
方
を
「
流
れ
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
」（

頁
）

5

と
、「
流
れ
」
と
い
う
あ
り
方
と
結
び
つ
け
、
そ
こ
か
ら
「
意
識
の
流
れ
」

を
説
い
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
る
「
ふ
わ
ふ
わ
」
は
、
こ
の
よ
う
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
重
視
し
た
「
流
れ
」

と
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
一
章
か
ら
は
、
具
体
的
に
漱
石
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
共
鳴
す
る
関
係
が

論
じ
ら
れ
て
い
く
。
最
初
に
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
有
名
な
『
文
学
論
』

の(F+f )

の
公
式
で
あ
る
。「
焦
点
的
印
象
又
は
観
念
」
と
さ
れ
る
「
Ｆ
」

を
説
明
す
る
「
意
識
の
波
」
に
つ
い
て
、
漱
石
が
援
用
し
た
ロ
イ
ド
・
モ

ー
ガ
ン
の
考
え
の
根
底
に
『
心
理
学
原
理
』
で
説
か
れ
た
「
意
識
の
流
れ
」

が
あ
る
と
す
る
。
特
に
筆
者
が
強
調
す
る
の
が
「
内
観
的
観
察
」（

頁
）

27

の
方
法
で
あ
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
そ
れ
に
よ
り
知
覚
さ
れ
る
「
実
質
的
部

分
」
と
知
覚
さ
れ
な
い
「
流
れ
」
と
し
た
「
推
移
的
部
分
」
と
に
分
け
た

こ
と
を
も
と
に
、
「
Ｆ
」
を
「
実
質
的
部
分
」
に
あ
た
る
も
の
と
指
摘
す

る
。
し
か
し
、
漱
石
が(F+f )

の
公
式
で
強
調
す
る
の
は
、
普
遍
的
に
成

り
立
つ
「
Ｆ
」
と
「
ｆ
」
の
関
係
で
あ
る
。『
文
学
論
』
で
は
普
遍
的
な

関
係
が
重
視
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
意
識
の
流
れ
」
に

お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
意
識
さ
れ
る
も
の
が
前
後
の
関
係
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
く
る
と
い
う
個
別
の
差
異
で
あ
り
、
『
文
学
論
』
と
『
心
理
学
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原
理
』
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
普
遍
性
を
追
究

す
る
と
い
う
目
的
を
念
頭
に
お
い
て
『
文
学
論
』
全
体
の
読
み
を
示
す
。

第
二
章
で
は
、
『
文
学
論
』
第
三
編
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
「
文
芸
上

の
真
」
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
、
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て

も
、
科
学
と
の
対
比
か
ら
「
文
芸
上
の
真
」
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
般
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
の
思
想
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
真
理
観
と
は
「
個
々
人
の
ニ
ー

ズ
を
満
足
さ
せ
る
場
合
に
真
理
が
成
立
す
る
」（

頁
）
と
い
う
も
の
で
あ

72

り
、「
宗
教
上
の
真
」
に
お
い
て
も
「
実
在
の
感
情
」
を
も
と
に
し
た
個

人
的
経
験
を
重
視
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
普
遍
的
に
成
り

立
つ
こ
と
を
重
視
す
る
「
科
学
上
の
真
」
と
は
大
き
く
異
な
る
考
え
方
で

あ
る
。
漱
石
の
「
文
芸
上
の
真
」
も
ま
た
「
読
者
の
心
情
に
情
緒
を
引
き

起
こ
す
」（

頁
）
と
い
う
個
人
的
な
経
験
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

77

い
う
点
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
宗
教
上
の
真
」
と
響
き
合
う
も
の
で
あ
る

と
す
る
。

第
三
章
で
は
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
の
「
意
識
」
や
「
理
想
」
、「
還

元
的
感
化
」
と
い
っ
た
概
念
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の
関
連
か
ら
再
考
さ
れ

る
。「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
に
お
け
る
「
意
識
」
の
あ
り
方
、
す
な
わ

ち
「
実
践
的
な
関
心
に
基
づ
い
た
理
想
」
を
も
と
に
「
意
識
の
連
続
（
中

略
）
を
能
動
的
に
切
り
拓
い
て
い
く
」
と
い
う
発
想
が
、
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ

思
想
と
軌
を
一
に
す
る
」（

頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
自
己
の
「
関

96

心
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
理
想
」
に
よ
る
「
選
択
」
は
、
自
身
の
関

心
事
に
専
心
す
る
こ
と
と
な
り
、
文
学
作
品
に
呼
応
す
る
読
者
が
い
な
く

な
る
と
い
う
意
味
で
、
文
学
の
存
続
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

状
況
を
克
服
す
る
も
の
が
、
漱
石
の
独
自
の
概
念
で
あ
る
「
還
元
的
感
化
」

で
あ
る
と
す
る
。
特
に
「
還
元
」
と
は
、
意
識
が
分
化
す
る
以
前
の
原
初

的
「oneness

」
に
「
還
」
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
漱
石
が
こ
の
状
態

を
禅
と
の
関
連
で
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
で

説
か
れ
た
宗
教
的
経
験
の
あ
り
方
と
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。第

四
章
で
は
、
「
創
作
家
の
態
度
」
で
示
さ
れ
る
「
極
端
に
云
へ
ば
人

々
個
々
別
々
の
世
界
を
持
つ
て
ゐ
る
」

と
す
る
哲
学
的
思
想
が
問
題
に

(2)

あ
げ
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
世
界
そ
の
も
の
」
が
「
個
々
人
の
関
心
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
」（

頁
）
と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
主
張
が
、
漱

123

石
の
「
自
己
本
位
」
、
つ
ま
り
「
自
己
の
立
脚
地
」
か
ら
物
事
を
見
て
い

く
と
い
う
個
人
主
義
的
見
解
に
、
「
理
論
の
承
認
」
を
与
え
た
も
の
の
一

つ
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
一
方
で
こ
の
認
識
に
は
、
つ
き
つ
め
る
と
「
人

間
が
ば
ら
〳
〵
」
に
な
り
そ
れ
に
よ
り
「
淋
し
さ
」
も
深
刻
な
も
の
と
な

る
と
い
う
弊
害
が
存
在
す
る
。
こ
の
ば
ら
ば
ら
な
世
界
へ
の
不
安
は
、
漱

石
の
後
年
の
講
演
で
も
吐
露
さ
れ
て
お
り
、こ
こ
で
そ
の
克
服
と
し
て
「
人

間
の
窮
屈
を
融
か
し
合
ふ
」
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
融
か

し
合
ふ
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
『
多
元
的
宇
宙
』
を
経
る
こ
と
で
可
能
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
世
界
観
が
漱
石
を
触
発
し
た

と
す
る
。

第
五
章
は
、
第
四
章
の
議
論
を
受
け
て
「
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
の
中
で

見
せ
た
『
多
元
的
宇
宙
』
へ
の
共
感
が
問
題
に
さ
れ
る
。『
多
元
的
宇
宙
』

に
よ
れ
ば
、
実
在
は
「
流
れ
」
と
し
て
表
さ
れ
る
動
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中
で
は
元
来
全
て
の
も
の
が
「
融
け
合
っ
て
い
る
」
。
こ
れ
を
「
内
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観
」
を
重
視
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
理
論
を
も
と
に
、
他
者
と
の
関
係
の
在

り
方
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
直
観
的
な
共
感
、
同
情
を
持
っ
て
他
者

の
生
の
流
れ
や
世
界
に
飛
び
込
む
こ
と
は
、
そ
う
し
た
他
者
の
生
の
流
れ

と
「
ひ
と
つ
に
な
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
」（

頁
）
も
の
と
な
る
。
こ
の

141

よ
う
な
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
立
場
を
漱
石
が
共
有
し
て
い
た
と
の
認
識
か
ら
、

漱
石
の
遺
作
『
明
暗
』
と
漱
石
晩
年
の
思
想
と
さ
れ
る
「
則
天
去
私
」
が

検
討
さ
れ
る
。
『
明
暗
』
で
は
津
田
夫
婦
の
「
融
け
合
う
」
様
が
描
か
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
の
残
響
」

（

頁
）
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、「
則
天
去
私
」
に
つ
い
て
も
ジ
ェ

155
イ
ム
ズ
思
想
を
根
底
に
他
者
認
識
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
、「
「
私
」
を

「
去
」
り
「
天
」
に
「
則
」
り
「
流
れ
」
の
な
か
を
「
ふ
わ
ふ
わ
」
と
漂

う
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
他
の
人
々
の
生
と
「
融
け
合
う
」
」（

頁
）
、
つ
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ま
り
「
人
の
内
側
の
生
に
同
情
や
共
感
を
も
っ
て
向
き
合
う
こ
と
」
と
い

う
「
則
天
去
私
」
解
釈
が
示
さ
れ
る
。

最
後
に
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
、
「
両
者
の
思
想
が
根
本
的
な
と
こ

ろ
で
共
鳴
し
て
い
た
」（

頁
）
こ
と
の
重
要
性
、
そ
し
て
本
書
が
示
し
て
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き
た
「
共
鳴
」
と
し
て
、
「
こ
の
世
界
の
全
て
が
元
来
「
融
け
合
っ
て
」

い
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
同
情
や
共
感
を
持
っ
て
世
界
や
他
者
に
接
す
る

こ
と
で
そ
れ
ら
と
「
ひ
と
つ
に
な
る
」
こ
と
」（

頁
）
と
い
う
『
多
元
的
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宇
宙
』
の
主
張
と
、
「
根
源
的
な
「oneness

」
の
状
態
に
「
ふ
わ
ふ
わ
」

と
立
ち
還
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
他
者
や
世
界
と
の
和
合
」（
同
）
と
い
う
漱

石
の
晩
年
の
思
想
の
関
連
が
強
調
さ
れ
る
。

次
に
評
者
の
興
味
・
関
心
に
ひ
き
つ
け
て
、本
書
の
特
徴
と
そ
の
意
義
、

疑
問
に
感
じ
た
点
、
ま
た
本
書
の
示
唆
を
受
け
評
者
な
り
に
考
え
た
今
後

の
論
点
な
ど
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

『
文
学
論
』
を
対
象
と
し
た
第
一
章
、
第
二
章
で
は
冒
頭
に
示
さ
れ
た

ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
が
展
開
さ
れ
た
背
景
を
も
と
に
読
み
込
む
と
い
う
戦
略

が
特
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

の
「
意
識
の
流
れ
」
の
「
実
質
的
部
分
」
と
「
推
移
的
部
分
」
に
漱
石
が

注
目
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
さ
れ
て
い
る

。
た
だ
、
そ
れ
を
『
文
学

(3)

論
』
の
「
Ｆ
」
の
問
題
と
し
て
提
示
し
た
の
は
従
来
に
は
な
い
独
自
の
見

解
で
あ
る
。
特
に
従
来
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
「
推
移

的
部
分
」
へ
の
注
目
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本

章
で
は
、
「
Ｆ
」
と
「
実
質
的
部
分
」
と
の
共
通
性
を
考
察
し
、
そ
れ
に

よ
り
「
Ｆ
」
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
章
に
見
ら
れ
る
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
を
「
文
芸
上
の

真
」
の
問
題
と
関
連
さ
せ
る
と
い
う
点
も
新
し
い
切
り
口
で
あ
る
。
従
来

『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
は
、
「
潜
在
意
識
」
や
「
回
心
」
の
問
題
と
し

て
追
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

。
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
影
響
で
は

(4)

な
く
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
が
展
開
さ
れ
た
背
景
、「
科
学
上
の
真
」
に
対

す
る
「
文
芸
上
の
真
」
や
「
宗
教
上
の
真
」
と
い
う
同
時
代
の
問
題
を
追

う
こ
と
で
、
漱
石
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
共
鳴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う

の
は
、
本
書
の
戦
略
に
よ
り
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
好
例
で
あ
る
。

さ
て
、
第
一
章
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
『
文
学
論
』
の
普
遍
性
へ
の
志

向
が
、
個
別
の
差
異
を
重
視
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
心
理
学
説
と
「
微
妙
な

関
係
に
立
っ
て
い
る
」（

頁
）
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
第

44
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一
節
に
お
い
て
『
文
学
論
』
の
普
遍
性
へ
の
志
向
が
確
認
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
で
本
書
の
元
と
な
っ
た
博
士
論
文
の
「
要
旨
」

を
見
る
と
、(F+f )

に

(5)

つ
い
て
「
個
々
人
の
解
釈
の
違
い
」
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
こ
の
章
の
も
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
論
文

に
お
い
て
も
同
様

(6)

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
書
に
お
い
て
何
ら
か
の
理
由
で
『
文
学
論
』

の
普
遍
性
へ
の
志
向
を
強
調
す
る
形
に
修
正
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

確
か
に
第
一
章
第
四
節
で
は
こ
の
指
摘
に
基
づ
き
、
『
文
学
論
』
全
体
を

普
遍
性
へ
の
志
向
か
ら
読
解
し
て
い
る
が
、
第
二
章
に
お
い
て
、
再
び
「
文

芸
上
の
真
」
と
し
て
個
別
性
を
強
調
す
る
論
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

を
考
え
る
と
、
特
に
こ
こ
で
『
文
学
論
』
の
普
遍
性
へ
の
志
向
を
強
調
し
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
心
理
学
と
の
「
微
妙
な
関
係
」
を
指
摘
し
た
こ
と
に
は
、
本

書
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
章
で
の
「
還
元
的
感
化
」
を
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
宗
教
的

経
験
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
と
い
う
議
論
は
、
個
人
的
に
は
最
も
啓
発
を

受
け
た
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
両
者
の
共
鳴
を
よ
り
明
確
化
す
る
た
め
に

は
、
漱
石
の
禅
認
識
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
受
容
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
す
で
に
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
読
む
漱
石
の
念
頭
に
、
仏
教
と
り

わ
け
禅
の
思
想
が
あ
っ
た
ら
し
い
」

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
筆
者
は
注

(7)

意
深
く
、
悟
り
を
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
漱
石
の
発
言
を
禅
や
仏
教
と
結

び
受
け
る
こ
と
に
慎
重
に
な
る
べ
き
と
述
べ
る
（

頁
・
注

）
が
、
漱
石
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は
、「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
を
発
表
し
た
前
後
に
『
禅
門
法
語
集
』

を
(8)

読
む
な
ど
禅
に
関
心
を
向
け
て
お
り
、
自
ら
が
経
験
し
て
い
な
い
悟
り
や

悟
入
の
イ
メ
ー
ジ
を
禅
書
か
ら
得
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
本

章
で
は
「
還
元
的
感
化
」
の
「
還
」
の
構
造
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、漱
石
が
触
れ
た
公
案
を
中
心
と
す
る
看
話
禅
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

禅
も
ま
た
悟
入
に
お
い
て
「
還
」
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
漱
石
の
文
学

観
、
特
に
「
還
元
的
感
化
」
に
禅
の
思
想
が
い
か
に
影
響
し
た
の
か
と
い

う
点
は
、
今
後
追
究
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
が
漱
石
に
与
え
た
影
響
の
両
義
性
、

個
々
の
「
態
度
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
ば
ら
〳
〵
」
の
世
界
と
い
う

あ
り
方
が
、
漱
石
の
「
自
己
本
位
」
の
根
拠
に
な
っ
た
と
い
う
肯
定
的
側

面
と
と
も
に
、
晩
年
の
「
淋
し
さ
」
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

抉
出
し
、
漱
石
的
主
題
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
が
い
か
に
深
く
浸
透
し
て
い

た
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
漱
石
晩
年
の
思
想
に
お
け
る
ジ
ェ
イ

ム
ズ
の
重
要
性
は
指
摘
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
の
内
実
を
め
ぐ
っ
て
は
決

(9)

し
て
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム

ズ
と
「
親
し
い
気
脈
を
通
じ
て
彼
此
相
倚
る
様
な
心
持
」
が
し
た
点
を
漱

石
が
明
確
に
語
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
共

感
の
核
心
を
、
「
真
に
実
在
す
る
も
の
を
意
識
の
連
続
」（

頁
）
に
見
据

139

え
て
い
る
点
と
、「
「
外
側
」
か
ら
の
理
解
で
は
な
く
、
共
感
に
よ
り
「
内

側
」
の
観
点
に
身
を
お
く
べ
き
」（

頁
）
と
い
う
他
者
理
解
を
も
と
に
、

140

「
融
け
合
う
」
と
い
う
あ
り
方
に
見
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
『
道

草
』
と
比
較
し
て
『
明
暗
』
に
お
け
る
他
者
認
識
の
深
ま
り
が
指
摘
さ
れ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
多
元
的
宇
宙
』
の
受
容
を
重
視
す
る
筆
者
に

と
っ
て
、
こ
の
両
作
品
の
差
異
は
い
か
な
る
理
由
で
生
じ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
多
元
的
宇
宙
』
を
読
ん
だ
の
は
明
治
四
十
三
年

で
あ
り
、
そ
の
後
の
漱
石
は
『
行
人
』
や
『
こ
ゝ
ろ
』
の
よ
う
な
、
人
間
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が
ば
ら
ば
ら
な
世
界
を
突
き
詰
め
て
い
く
。
仮
に
漱
石
が
晩
年
に
本
書
で

示
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
を
希
求
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
契
機
と
し
て
ジ
ェ

イ
ム
ズ
以
外
の
要
素
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。ま

た
こ
の
よ
う
な
『
明
暗
』
解
釈
を
受
け
て
「
則
天
去
私
」
が
検
討
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
の
論
述
は
結
論
を
急
ぎ
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
る
。
何
よ
り
、
「
則
天
去
私
」
と
い
う
言
葉
は
「
東
洋
的
な
心
境
の
表

現
と
み
な
し
う
る
」

と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
東
洋
的
な
思
想
と

(10)

の
関
連
が
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
書
は
、
「
漱
石
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ

の
議
論
が
共
鳴
す
る
箇
所
に
「
焦
点
」
を
当
て
て
き
た
」（

頁
）
こ
と
を
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強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
可
能
な
限
り
漱
石
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
ジ
ェ
イ
ム

ズ
的
な
問
題
や
要
素
を
引
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

ど
こ
ま
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の
関
連
で
捉
え
る
べ
き
か
、
そ
の
可
能
性
と
限

界
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

最
後
に
一
点
。漱
石
は
確
か
に
小
説
家
と
な
る
前
は
大
学
講
師
で
あ
り
、

英
文
学
・
文
学
研
究
者
で
あ
っ
た
。
実
際
、
近
年
『
文
学
論
』
の
研
究
は

盛
ん
で
あ
る
。
し
か
し
評
者
は
あ
く
ま
で
も
漱
石
の
業
績
の
軸
は
小
説
作

品
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
考
え
た
時
、
や
は
り
本
書
で
明
ら
か
に

さ
れ
た
漱
石
の
理
論
や
思
想
と
小
説
作
品
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、『
明
暗
』

以
外
に
も
検
討
を
広
げ
て
欲
し
い
。
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
を
適
切
に
踏

ま
え
る
こ
と
は
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
の
新
た
な
可
能
性
を
開
く
こ
と
に
も
な

る
だ
ろ
う
」（

頁
）
と
あ
る
通
り
、
本
書
の
議
論
に
よ
り
作
品
の
ど
の
よ

9

う
な
読
み
が
可
能
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
を
期
待
す

る
の
は
評
者
だ
け
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

以
上
、漱
石
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
関
連
と
い
う
関
心
に
ひ
き
つ
け
た
た
め
、

本
書
副
題
の
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
哲
学
的
基
礎
」
と
い
う

点
、
特
に
『
文
学
論
』
を
は
じ
め
と
し
た
漱
石
の
文
学
理
論
の
研
究
に
お

け
る
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、
評
者
の
力
量
不
足
に
よ
り
言
及
が
少
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
と
り
わ
け
評
者
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
禅
の
共
通
性
に
関
心

が
強
く
、
そ
れ
ゆ
え
雑
駁
な
私
見
は
著
者
の
論
点
に
と
っ
て
的
外
れ
な
も

の
も
多
い
と
思
う
。
本
書
は
緻
密
な
議
論
を
展
開
し
つ
つ
、
漱
石
と
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
「
共
振
」
を
も
と
に
、
漱
石
の
思
想
や
試
み
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

が
奮
闘
し
た
当
時
の
西
洋
哲
学
の
最
先
端
の
問
題
へ
と
広
げ
る
と
い
う
、

き
わ
め
て
射
程
の
大
き
な
問
題
意
識
も
兼
ね
備
え
て
お
り
、
浅
学
な
評
者

が
著
者
の
議
論
を
適
切
に
読
み
取
れ
な
か
っ
た
点
も
多
く
あ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
、
す
で
に
「
今
後
の
漱
石
研
究
者
が
避
け
て
通
る
こ
と
の

で
き
な
い
一
冊
」

と
い
う
評
価
が
あ
る
通
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
漱
石
の

(11)

関
連
に
関
心
が
あ
る
者
だ
け
で
は
な
く
、
漱
石
の
文
学
的
試
み
を
考
え
る

上
で
必
読
の
一
冊
で
あ
り
、本
書
の
重
要
性
か
ら
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

妄
評
を
著
者
な
ら
び
に
読
者
が
御
海
容
下
さ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

【
注
記
】

１

「
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
第
三
回
（
『
定
本

漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
二

〇
一
七
年
九
月
、

頁
）

364

２

「
創
作
家
の
態
度
」（
『
定
本

漱
石
全
集
』
第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
二

月
、

頁
）

164

３

小
倉
脩
三
「
漱
石
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
受
容
に
つ
い
て
（
Ⅰ
）」

(

『
夏
目
漱
石

―
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
受
容
の
周
辺
』
有
精
堂
、
一
九
八
九
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年
二
月
）
な
ど
。

４

重
松
泰
雄
「
自
己
検
証
の
旅
―
「
坑
夫
」・
意
図
と
方
法
―
」（
『
漱
石

そ
の
歴
程
』

お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
年
三
月
）、
小
倉
脩
三
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
『
宗
教

的
経
験
の
諸
相
』
の
影
響
」
（
『
漱
石
の
文
学
理
論
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
九
年
十
一

月
）
な
ど
。

５

「
論
文
の
内
容
の
要
旨
」
（

U
R

L
:https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/

records/2001803#.Y
vLZ43bP2U

k

二
〇
二
二
年
八
月
十
日
閲
覧
）

な
お
こ
の
「
要
旨
」
に
は
「
『
文
学
論
』
が
あ
る
種
の
普
遍
性
を
求
め
て
い
た
こ
と

も
事
実
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
が
、
限
定
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

６

岩
下
弘
史
「
夏
目
漱
石
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

―
『
文
学
論
』
の(F+f )

に
つ
い
て

―
」（
「
文
学
」
二
〇
一
四
年
九
月
）

７

『
夏
目
漱
石
事
典
』
（
學
燈
社
、
一
九
九
二
年
四
月
）
の
「
比
較
文
学
事
典
（
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
）」（
佐
々
木
英
昭
執
筆
、

頁
）

250

８

漱
石
旧
蔵
書
に
あ
る
『
禅
門
法
語
集
』（
光
融
館
）
は
「
正
篇
」
が
明
治
四
十
年
三

月
五
日
発
行
の
第
五
版
、「
続
編
」
が
明
治
四
十
年
六
月
三
日
発
行
の
第
四
版
で
あ
る
。

９

重
松
泰
雄
「
漱
石
晩
年
の
思
想

―
ジ
ェ
イ
ム
ズ
そ
の
他
の
学
説
を
手
が
か
り
と
し

て

―
」（
『
漱
石

そ
の
新
た
な
る
地
平
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
年
五
月
、

頁
）

311

な
ど
。

『
夏
目
漱
石
事
典
』
の
「
作
家
論
事
典
（
則
天
去
私
）
」（
三
好
行
雄
執
筆
、

頁
）

10

177

『
図
書
新
聞
』

号
（
二
〇
二
一
年
八
月
二
十
八
日
号
）
掲
載
の
本
書
に
対
す
る
服

11

3509

部
徹
也
氏
に
よ
る
書
評
よ
り
。

（
二
〇
二
一
年
三
月

東
京
大
学
出
版
会

二
〇
八
頁
＋
索
引

五
〇
〇
〇
円
＋
税
）

（
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校

講
師
）


