
解

題

近
年
の
日
本
国
内
で
の
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
（
一
八
八
四
｜
一
九
五

五
）
研
究
の
進
展
や
武
士
道
ブ
ー
ム
を
受
け
て
、
ヘ
リ
ゲ
ル
の
足
跡
を
見

直
す
動
き
が
み
ら
れ
る１

）
。
ヘ
リ
ゲ
ル
の
著
作
権
が
二
〇
〇
五
年
末
に
消
滅

し
た
こ
と
を
受
け
て
、『
弓
と
禅２

）
』（
一
九
四
八
）
を
『
無
我
と
無
私３

）
』（
二

〇
〇
六
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
新
た
に
翻
訳
し
直
し
た
本
が
出
版
さ
れ
た
。

二
〇
〇
七
年
末
の
時
点
で
二
六
〇
万
部
の
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
『
国
家
の
品

格４
）

』（
二
〇
〇
五
）
を
書
い
た
藤
原
正
彦
（
一
九
四
三
｜
）
が
監
修
し
、
夫

人
の
藤
原
美
子
が
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
が
話
題
を
呼
ん
だ
。
稲
富
栄
次
郎

（
一
八
九
七
｜
一
九
七
五
）
ら
に
よ
る
旧
訳５

）
と
較
べ
て
現
代
人
に
は
読
み
や

す
い
文
章
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
新
訳
は
日
本
の
読
書
界

に
一
定
の
浸
透
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
訳
を
下

敷
き
に
し
た
う
え
で
の
英
語
版
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
ゆ
え
に
、
旧
訳
で
の

誤
訳６

）
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
点
や
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
事
実
関
係

を
誤
認
し
て
い
る
点７

）
が
あ
り
、
学
術
的
な
意
義
は
疑
問
視
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
と
は
い
え
、「『
品
格
の
あ
る
日
本
人
』
に
出
会
え
る
感
動
の
書
！
」

（
同
書
帯
）
と
い
う
触
れ
込
み
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
品
格
ブ
ー
ム
」

「
武
士
道
ブ
ー
ム
」
に
安
直
に
反
応
す
る
人
口
が
日
本
国
内
に
増
え
て
い

て
、
そ
う
し
た
ブ
ー
ム
に
影
響
さ
れ
た
読
者
を
惹
き
つ
け
て
い
る
。

こ
と
ヘ
リ
ゲ
ル
に
か
ん
し
て
い
う
な
ら
ば
、
日
本
文
化
の
理
解
者
、
西

洋
へ
の
禅
の
紹
介
者
と
し
て
の
彼
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
の
な
か
の
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
部
分
を
隠
蔽
し
て
成
立
し
て

き
た
も
の
だ
っ
た
。『
日
本
研
究
』
第
24
集
に
採
録
さ
れ
た
論
文
で
、
解

題
者
は
ヘ
リ
ゲ
ル
が
一
九
四
五
年
以
前
に
執
筆
し
た
論
文
の
う
ち
、
未
翻

訳
で
あ
り
か
つ
そ
の
存
在
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
こ

と
を
指
摘８

）
し
た
。
そ
れ
ら
未
翻
訳
論
文
の
う
ち
、「
国
家
社
会
主
義
と
哲

学
」（
一
九
三
五
）「
サ
ム
ラ
イ
の
エ
ト
ス
」（
一
九
四
四
）
の
全
訳
と
解
題

が
『
日
本
研
究
』
第
32
集
に
掲
載
さ
れ
た９

）
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、

残
る
未
翻
訳
論
文
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、「
日
本
民
族
の
生
活
と
文
化
に
お

研
究
資
料

オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
著

「
日
本
民
族
の
生
活
と
文
化
に
お
け
る
伝
統
」
全
訳
と
解
題

翻
訳
・
秋
沢
美
枝
子
、
解
題
・
山
田
奨
治
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け
る
伝
統
」（
一
九
四
二
）
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
先
に
訳
出
し
た
二

論
文
と
と
も
に
、
ヘ
リ
ゲ
ル
が
戦
中
に
表
明
し
て
い
た
日
本
文
化
観
を
あ

き
ら
か
に
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
日
本
民
族
の
生
活
と
文
化
に
お
け
る
伝
統
」
は
、
リ
ハ
ル
ト
・
フ
ェ

ル
ス
タ
ー（

R
ich
a
rd F

o
erster,

1879-1952）

編
に
よ
る
『
文
化
大
国
・

日
本
』（
一
九
四
二
年10

）
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
写
真
）。
編
者
の
フ
ェ
ル

ス
タ
ー
は
海
軍
の
軍
人
だ
っ
た11

）
。
一
九
三
三
年
に
海
軍
司
令
官
に
な
り
、

軍
を
退
役
し
た
の
ち
、
一
九
三
七
｜
四
五
年
の
あ
い
だ
ベ
ル
リ
ン
独
日
協

会
の
会
長
を
務
め
た12

）
。
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
自
身
に
は
日
本
文
化
に
か
ん
す
る

本
を
編
集
す
る
だ
け
の
経
歴
は
な
い
。
じ
っ
さ
い
に
編
集
し
た
の
は
独
日

協
会
に
所
属
し
て
い
た
無
名
の
担
当
者
で
、
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
名
前
は

「
お
飾
り
」
で
あ
ろ
う
。

本
書
に
は
駐
ド
イ
ツ
大
使
だ
っ
た
大
島
浩
（
一
八
八
六
｜
一
九
七
五
）

が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
と
執
筆
者
は
、
つ
ぎ
の

と
お
り
で
あ
る
。

ワ
ル
タ
ー
・
ド
ー
ナ
ト13

）
「
日
本

そ
の
民
族
存
在
の
原
理14

）
」

オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
「
日
本
民
族
の
生
活
と
文
化
に
お
け
る
伝
統
」

カ
ー
ル
・
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー15

）
「
文
化
大
国
・
日
本

文
化
大
国
と
し

て
の
日
本
の
政
治
的
歩
み16

）
」

レ
オ
ポ
ル
ド
・
Ｇ
・
シ
ャ
イ
デ
ル17

）
「
日
本

国
と
民
族18

）
」

マ
ッ
ク
ス
・
ヒ
ン
ダ
ー19

）
「
日
本
人20

）
」

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ン
ダ
ー
ト21

）
「
日
本
文
学
作
品
の
頂
点22

）
」

オ
ッ
ト
ー
・
キ
ュ
ン
メ
ル23

）
「
日
本
の
芸
術24

）
」

守
屋
謙
二25

）
「
日
本
の
生
活
様
式
の
な
か
の
美
術
工
芸26

）
」

ゲ
オ
ル
グ
・
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン27

）
「
日
本
の
音
楽28

）
」

ゼ
ン
イ
チ
・
ヤ
マ
ニ
シ29

）
「
日
本
の
演
劇
」

邦
正
美30

）
「
日
本
の
舞
踊31

）
」

ヨ
ハ
ネ
ス
・
バ
ル
ト32

）
「
日
本
映
画
界
の
動
向33

）
」

村
田
豊
文34

）
「
日
本
の
青
少
年
教
育35

）
」

マ
ッ
ク
ス
・
ト
レ
ー
プ
ス
ト36

）
「
ド
イ
ツ
の
な
か
の
日
本37

）
」

『
文
化
大
国
・
日
本
』
は
、
日
本
文
化
の
総
合
的
な
紹
介
本
と
し
て
作

ら
れ
て
い
る
。
数
多
く
の
写
真
を
掲
載
し
、
グ
ラ
フ
誌
の
よ
う
な
構
成
に

な
っ
て
い
る
が
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
を
強
調
し
た
図
版
ば
か
り
が
選
択
さ
れ

写真 Herausgegeben von Richard Foerster.
Kulturmacht Japan.Die Pause,1942.
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て
い
る
感
は
否
め
な
い
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
あ
っ
て
ヘ
リ
ゲ
ル
論
文
は
、

日
本
文
化
の
伝
統
性
・
精
神
性
、
花
見
の
美
学
、
輪
廻
、
天
皇
崇
拝
、
犠

牲
死
の
賛
美
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
書
の
出
版
時
に
ヘ
リ
ゲ
ル
は
エ

ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
副
学
長
の
職
に
あ
り
、
本
論
文
は
ナ
チ
政
権
下
の
大
学

で
同
盟
国
・
日
本
の
国
家
体
制
を
独
特
の
解
釈
を
交
え
て
讃
え
る
内
容
に

終
始
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
彼
の
信
念
で
あ
っ
た
は
ず
の
日

本
文
化＝

禅
仏
教
論
に
は
触
れ
ず
に
、
そ
の
か
わ
り
に
国
家
神
道
を
日
本

文
化
の
精
神
的
な
支
柱
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
、
体
制
迎
合
的
な
姿
勢
を

と
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
ヘ
リ
ゲ

ル
の
し
た
た
か
さ
が
垣
間
み
ら
れ
る
と
い
っ
て
は
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

本
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
本
の
タ
イ
ト
ル
が
『
文
化
大
国
・
日
本
』

で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
今
日
で
は
「
文
化
大
国
」
の
用
語
は
、「
軍

事
大
国
」
あ
る
い
は
「
経
済
大
国
」
の
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
軍
事
大
国
・
日
本
」
が
終
わ
り
、「
失
わ
れ
た
十
年
」
を
経
て
「
経
済
大

国

日
本
」
も
終
わ
り
、
こ
れ
か
ら
は
「
文
化
大
国
・
日
本
」
を
目
指
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
論
調
を
よ
く
耳
に
す
る
。
平
成
十
三
年
に

設
置
さ
れ
た
文
化
審
議
会
の
第
一
回
議
事
要
旨
を
み
て
も
、「
諸
外
国
に

日
本
に
対
し
敬
意
と
友
情
を
抱
い
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
文
化
大
国
と
し

て
の
評
価
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
伝
統
文
化
を
次

世
代
へ
継
承
し
て
い
く
と
と
も
に
、
万
国
共
通
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
た
文

化
を
伸
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
伝
統
文
化
に
限
ら
ず
、
現
代
の
文

化
や
、
お
茶
・
お
花
等
の
生
活
文
化
も
含
め
て
日
本
文
化
に
対
す
る
海
外

の
興
味
・
関
心
は
高
く
、
も
っ
と
自
信
を
持
っ
て
も
い
い
と
思
う
。
日
本

は
文
化
大
国
た
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
文
化
を
今
後
一
層

発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
発
言
が
み
ら
れ
る38

）
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
文
化
大
国
」
論
は
、
一
九
四
二
年
の
本
書
に
お
い

て
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。

『
文
化
大
国
・
日
本
』
を
み
る
限
り
、「
軍
事
大
国
」
と
「
文
化
大
国
」

と
は
共
存
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
四
〇
年
代
に
日
本
を
「
文
化
大

国
」
と
評
価
す
る
動
き
が
ド
イ
ツ
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
本
書
か
ら
窺
え
る
。

日
本
に
と
っ
て
「
文
化
大
国
」
と
い
う
評
価
は
過
去
の
栄
光
で
も
あ
り
、

決
し
て
未
来
志
向
の
政
策
標
語
と
は
言
い
切
れ
な
い
。「
軍
事
」「
経
済
」

「
文
化
」
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
が
、「
大
国
」
と
い
う
接
尾
語
が
喚
起
す
る

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
意
識
を
も
っ
と
自
覚
す
べ
き
で
は
な
い
か

『
文
化
大

国
・
日
本
』
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
歴
史
的
な
書

物
で
あ
る
。

日
本
民
族
の
生
活
と
文
化
に
お
け
る
伝
統

オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル

日
本
民
族
は
、
非
常
に
古
い
、
何
千
年
を
通
し
て
そ
の
存
在
が
一
度
も

根
底
か
ら
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
伝
統
の
あ
る
こ
と
を
当
然
誇

っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
中
国
文
化
の
摂
取
や
、
ま
た
わ
ず
か
二
、
三

世
代
に
も
満
た
な
い
以
前
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
及
び
技
術
、
そ
し
て

ま
た
そ
れ
と
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
活
様
式
の
摂
取
の
よ
う
な
、
日
本

民
族
の
生
活
様
式
を
根
本
か
ら
覆
す
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
時
代
で
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さ
え
も
、
こ
の
伝
統
の
深
部
に
手
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
日
本
民
族
は
、
そ
の
並
外
れ
て
し
っ
か
り
し
た
本
能
で
、
自
分
た

ち
に
与
え
ら
れ
た
摂
取
の
可
能
性
が
限
界
に
達
し
た
と
感
付
く
た
び
に
、

つ
ま
り
、
も
し
そ
の
限
界
を
超
え
る
と
、
外
国
の
新
し
い
も
の
が
一
つ
で

も
増
え
る
に
つ
れ
て
、
自
分
た
ち
固
有
の
も
の
を
失
う
と
い
う
代
価
を
支

払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
感
付
く
た
び
に
、
気
力
を
奮
い
起
こ

し
て
、
そ
の
限
界
を
超
え
て
踏
み
出
し
た
最
後
の
一
歩
を
ひ
っ
こ
め
、
い

っ
そ
う
注
意
深
く
我
に
立
ち
帰
り
、
精
神
集
中
の
た
め
に
一
時
休
ん
だ
あ

と
で
、
自
分
の
道
を
見
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。
世
界
中
で
日
本
民
族
ほ
ど
、

疑
い
も
な
く
自
分
た
ち
の
伝
統
に
結
び
付
い
て
い
る
民
族
は
い
な
い
が
、

ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
こ
そ
、
日
本
民
族
の
強
さ
の
秘
密
と
、
自
分
た
ち
の
永

遠
な
る
使
命
へ
の
ゆ
る
が
ざ
る
信
念
の
秘
密
と
が
あ
る
の
だ
。

こ
こ
で
、
私
は
、
こ
の
「
と
こ
し
え
に
続
い
て
い
る
」
伝
統
に
つ
い
て

論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
の
「
伝
統
」
の
か
た
わ
ら
に
、
歴
史
的
な
発

展
の
途
上
で
形
づ
く
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
特
別
な
「
伝
統
」
が
あ
る
の
は

自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
自
身
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状

況
か
ら
の
み
理
解
が
出
来
、
か
て
て
加
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
受
け
て

変
化
し
た
意
味
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
二
、
三
の
例
を
あ
げ
る
と
、

手
工
業
、
芸
術
ま
た
宗
教
生
活
の
分
野
な
ど
に
み
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
特

別
な
伝
統
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
究
明
す
る
の
は
魅
力
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

も
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
別
な
特
殊
な
研
究
を
通
し
て
の
み
そ
れ
が

可
能
と
な
る
の
だ
。
そ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
特
別
な
伝
統
か
ら
、
伝

統
の
日
本
的
な
概
念
を
著
し
く
豊
か
に
す
る
よ
う
な
、
そ
の
典
型
的
な
さ

ま
ざ
ま
な
特
徴
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
日

本
民
族
の
生
活
そ
し
て
日
本
文
化
の
す
み
ず
み
ま
で
光
を
当
て
る
こ
と
も

で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
結
局
我
々
は
、
仏
教
に
起
源
を
も
つ
が
、

宗
教
生
活
以
外
に
も
行
わ
れ
て
、
そ
の
矛
盾
し
た
表
現
形
態
の
ゆ
え
に
局

外
者
に
は
全
く
近
寄
り
が
た
い
が
、
内
部
の
人
に
は
「
偉
大
な
芸
術
」
の

究

極

を

さ

と

ら

せ

る

よ

う

な
、
例

の
「
秘

伝
」（

“
g
e
h
e
im
e
”

T
ra
d
itio

n
en
）

の
諸
伝
統
を
も
詳
し
く
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
我
々
が
取
り
組
む
の
は
当
然
不

可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
輪
郭
を
描
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
だ
け

で
は
ほ
と
ん
ど
何
も
も
た
ら
さ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

を
あ
る
程
度
読
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
非
常
に
詳
し
い
説
明
が

必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
ず
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
日

本
民
族
の
生
活
と
文
化
に
は
、
や
や
も
す
る
と
対
立
概
念
に
硬
直
化
し
か

ね
な
い
よ
う
な
教
条
主
義
的
な
規
定
を
本
能
的
に
避
け
る
よ
う
な
姿
勢
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
姿
勢
は

東
ア
ジ
ア
全
般
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
単
に
日
本
に
の
み
見

出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
を
見
る
と
、
そ
の
姿
勢
が
特

に
目
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学

問
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
概
念
の
き
び
し
い
識
別
の
必
要
性
を
も

徹
底
的
に
受
け
取
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
唯
一
の
国
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人（

d
ie Ja

p
a
n
er ）

〔
訳
注
１
〕

は
、
そ
の
存
在
の
理
解
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（
S
ein
sv
ersta

n
d
n
is ）

に
お
い
て
根
本
の
と
こ
ろ
で
外
部
に
惑
わ
さ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
自
然
と
文
化
、
あ
る
い
は
自
然
と
人
間
の

精
神
と
を
は
っ
き
り
区
別
は
す
る
が
、
こ
の
便
利
な
概
念
的
区
別
が
現
実

の
区
分
に
つ
な
が
る
と
は
信
じ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
彼
ら
に
と
っ
て

文
化
と
は
自
然
と
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
つ
ま
り
自
然
全
体
よ
り
優
れ

て
い
る
人
間
の
精
神
の
王
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
自
然
の

切
れ
目
の
な
い
継
続
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
す

べ
て
の
文
化
的
な
行
い
は
、
結
局
、
自
然
が
糸
を
垂
れ
た
と
こ
ろ
で
そ
の

糸
を
拾
い
上
げ
、
自
然
を
た
だ
人
間
自
身
の
中
で
完
結
さ
せ
る
、
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
。
彼
ら
に
と
っ
て
人
間
の
精
神
と
い
う
も
の
は
、
い

わ
ば
た
だ
自
然
の
手
を
と
っ
て
、
し
か
も
自
然
を
、
精
神
が
自
然
そ
の
も

の
を
感
知
し
て
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
時
だ
け
、
正
し
く
導
く
と
言
え
る
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
、
日
本
人（

d
er Ja

p
a
n
er ）

〔
訳
注
２
〕

が
、
日
常
の
所

作
と
い
え
ど
も
精
神
的
な
も
の
を
強
調
す
る
と
い
う
、
日
本
人
に
際
立
っ

て
い
る
願
望
が
正
し
く
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
そ
う
す
る
の

は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
物
足
り
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
所
作
に

本
質
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
も
の
が
そ
こ
か
ら
取
り
出
さ
れ
、
明
ら
か
に

さ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
作
業
に
か
く
れ
て
い
る
も
の

は
、
特
に
活
発
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
ご
こ
ろ
の
造
形
衝
動
で
は
な
く
、

遠
慮
が
ち
な
補
助
だ
け
で
満
足
す
る
よ
う
な
う
や
う
や
し
い
観
照
の
姿
勢

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
文
化
生
活
と
精
神
生
活
の
崇
高
な
現
象
で

す
ら
も
、
種
々
の
段
階
で
そ
の
母
な
る
大
地
と
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
、

ど
こ
に
も
内
部
分
裂
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

さ
く
ら
の
花
の
美
し
さ
を
心
か
ら
賞
で
て
毎
年
行
わ
れ
る
花
見
の
宴
ほ

ど
、
こ
の
こ
と
が
美
し
く
ま
た
明
白
に
表
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
る
で
さ
く
ら
の
花
を
咲
か
せ
る
力
が
人
間
の
精
神
に
乗
り
移
っ

た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
花
見
の
宴
は
、
全
く
各
自
が
自
由
で
、
少
し

も
強
制
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
讃
嘆
の
気
持
ち
を
共

同
で
味
わ
う
と
い
う
浮
き
浮
き
し
た
楽
し
み
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
振

る
舞
い
に
、
う
ら
や
む
べ
き
子
供
ら
し
さ
と
幸
せ
な
素
朴
さ
以
外
の
な
に

も
の
を
も
見
な
い
人
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
結
局
た
だ
単
に
自
然
に
向
か

っ
て
喜
ん
で
花
見
の
宴
を
「
催
す
」
人
間
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
思
い
誤
る

人
は
、
こ
の
喜
び
が
、
自
然
そ
の
も
の
の
祝
典
を
精
神
的
に
反
映
す
る
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
決
定
的
な
こ
と
を
見
過

ご
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
花
見
の
宴
を
た
び
た
び
そ
し
て
開
か
れ

た
こ
こ
ろ
を
も
っ
て
経
験
す
る
こ
と
の
出
来
た
人
は
、
日
本
人
が
そ
の
宴

を
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
の
関
連
で
、
そ
の
伝
統
の
更
な
る
特
徴
が
指

摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
花
見
の
宴
が
さ
く
ら
の
花
の
美
し
さ

を
観
賞
す
る
に
尽
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
く
ら
の
花
が
爛
漫
と
咲

き
誇
っ
て
い
る
枝
に
手
を
か
け
て
折
り
取
る
者
な
ど
は
い
な
い
。
自
分
の

部
屋
を
木
の
花
や
草
花
で
飾
り
た
い
と
思
う
人
は
、
そ
れ
ら
を
て
い
ね
い

に
扱
う
花
屋
で
求
め
る
。
日
本
人
は
、
子
供
の
時
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
機
会

を
通
し
て
、
た
だ
花
を
賞
で
る
だ
け
で
気
持
ち
が
癒
さ
れ
る
こ
と
を
学
ん

で
い
る
。
日
本
人
は
、
す
で
に
実
行
さ
れ
た
確
実
な
行
動
が
あ
る
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
ま
た
緊
急
の
場
合
に
は
素
早
く
そ
し
て
容
赦
な
く
行
動
す
る

能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
観
想
的
気
質
を
捨
て
去
る
こ
と
な

く
、
観
想
と
行
動
を
こ
れ
以
上
な
く
う
ま
く
結
合
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
し
ば
し
ば
何
時
間
に
も
わ
た
る
精
神
の
集
中
と
沈
思
（
た
と

え
ば
茶
室
で
の
喫
茶
と
結
び
つ
い
た
）
の
後
に
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
を
招

来
す
る
よ
う
な
決
定
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
無
理
な
く
説
明

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
然
と
文
化
、
自
然
の
生
活
と
精
神
生
活
が
継
ぎ
目
の
な

い
統
一
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
人
が
そ
れ
以
外
に
も
通
常
の
規

定

区
別
を
す
る
こ
と
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
程
世
間
で
さ
わ
が
れ

て
い
て
も
、
た
い
し
た
興
味
を
示
さ
な
い
だ
け
で
な
く
、
実
生
活
で
は
そ

れ
を
ま
す
ま
す
顧
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
日
本
人
の
生
活
し
て
い
る
領
域
は
、
当
然
我
々
の
そ
れ
よ
り

も
は
る
か
に
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
代
わ
り
よ
り
豊
か
な
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
生
が
こ
れ
以
上
な
く
満
た
さ
れ
た
、
ま
た
充
実
し
た
現
実
の
な

か
で
行
動
し
て
い
る
の
で
、
現
実
を
発
見
し
、
ま
た
現
実
に
関
与
す
る
た

め
に
ま
れ
に
訪
れ
る
霊
感
を
待
つ
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
の

日
常
の
生
活
が
生
の
現
実
を
彼
に
た
え
ず
は
っ
き
り
見
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
日
本
人
が
「
存
在
す
る
」
こ
と
は
、
た
だ
一
つ
の
輪
か

ら
輪
へ
と
将
来
に
連
な
っ
て
い
く
鎖
の
輪
の
ひ
と
つ
と
し
て
存
在
す
る
と

い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
自
分
の
人
生
で
過
去
の
人
生
、
つ
ま

り
祖
先
の
そ
れ
を
生
き
、
引
き
続
き
ま
だ
未
知
で
あ
る
将
来
に
向
か
っ
て

そ
の
人
生
を
も
っ
て
い
く
。
だ
が
、
そ
の
際
日
本
人
は
、
祖
先
と
い
う
も

の
は
た
だ
影
の
よ
う
に
暗
い
過
去
か
ら
合
図
す
る
も
の
だ
と
は
思
わ
ず
、

自
分
を
そ
の
祖
先
よ
り
も
「
実
在
す
る
」
も
の
と
も
思
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
彼
は
そ
の
肉
体
的
実
在
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
実
際
は
た
だ
単
に

意
識
の
ひ
か
り
が
あ
て
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
移
行
現
象
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
日
本
人
の
現
実
は
、
そ
の
肉
体
の
実
在
に
、
つ
ま
り
捉
え
ら

れ
、
ま
た
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
か
か
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
を
通
過
し
て

行
く
過
去
と
未
来
を
結
び
付
け
る
も
の
の
な
か
に
、
つ
ま
り
血
の
徳
と
精

神
の
も
ろ
も
ろ
の
力
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。

祖
先
崇
拝
を
と
っ
て
も
、
も
し
そ
れ
を
た
だ
美
し
い
風
習
で
あ
る
と
か
、

敬
虔
な
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
か
、
象
徴
的
に
高
め
ら
れ
た
追
悼

で
あ
る
と
の
み
見
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
を
あ
ま
り
に
軽
く
理
解
し
て
き
わ

め
て
表
面
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
が

あ
ら
ゆ
る
面
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
啓
蒙
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祖
先
は

故
人
と
な
っ
て
消
え
た
も
の
で
な
く
、
生
き
て
現
存
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
祖
先
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
現
在
そ
の
家
族
生
活
を
担
う
人
た
ち
よ

り
も
よ
り
一
層
現
実
的
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
人
た
ち
は
、
た
だ
す
で
に

し
か
れ
た
道
を
先
に
進
む
が
、
道
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
は
道

の
ほ
ん
の
一
部
を
な
す
だ
け
で
、
代
々
の
鎖
の
輪
に
輪
を
付
け
加
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
祖
先
の
現
実
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
、

祖
先
と
の
親
密
な
き
わ
め
て
「
人
間
的
な
」
交
わ
り
、
つ
ま
り
、
特
定
の

機
会
に
祖
先
に
家
族
に
関
す
る
す
べ
て
を
報
告
す
る
義
務
（
そ
う
し
な
け

れ
ば
祖
先
が
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
聞
き
知
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ

で
自
分
自
身
を
伝
え
る
こ
と
で
も
あ
る
生
き
生
き
し
た
繫
が
り
が
う
す
れ
な
い
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た
め
に
）、
結
局
、
こ
れ
ら
に
於
い
て
、
現
在
と
過
去
、
故
人
と
現
在
に

生
き
る
も
の
と
の
間
に
区
切
り
な
く
存
在
す
る
真
の
生
命
の
繋
が
り
が
維

持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
、
親
子
の
関
係
、
き
ょ
う
だ
い
同
士
の
関
係
、
ま
た
知
り
合

い
と
の
関
係
を
き
わ
め
て
真
剣
に
、
ま
た
良
心
的
に
保
と
う
と
す
る
義
務

感
を
抱
い
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
祖
先
に
対
す
る

責
任
は
、
そ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
祖
先

の
代
々
の
列
を
損
な
う
こ
と
な
く
続
け
る
こ
と
、
自
分
自
身
に
で
は
な
く

そ
の
代
々
の
列
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
、
日
本
人
の
心
を
占
め
る
最
大
の
心

配
事
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
自
分
は
列
の
た
だ
一
つ
の
輪
に
過
ぎ

な
い
ゆ
え
に
、「
自
分
で
あ
る
こ
と
」、
つ
ま
り
自
分
の
個
性
を
主
張
し
よ

う
と
す
る
誘
惑
に
か
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
、
な
に
よ
り
も
「
全
体
」

が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
先
賢
の
生
活
の
知
恵
を
肝
に
銘
じ
て
、

一
切
の
個
性
的
な
痕
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
し
か
し
、
自
分
た
ち

が
生
命
の
流
れ
に
、
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
家
族
の
生
き
て
い
る
伝
統
に
溶

け
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
高
め
て
子
孫
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
が
日
本
人
に
は
自
分
の
人
生
の
真
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
も
し
名
誉
と
名
声
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て

も
、
そ
れ
ら
は
彼
ら
個
人
に
つ
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も

し
罪
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
、
一
切
彼
が
個
人
的
に
責
任
を

負
っ
た
り
、
贖
っ
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う

に
。と

こ
ろ
で
「
五
常
」（

fu
n
f B

ezieh
u
n
g
en
）

〔
訳
注
３
〕

の
第
一
は
、
臣
下
の
天
皇

に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
こ
の
天
皇
に
対
す
る
関
係
に
は
、
日
本
の
伝
統

に
従
え
ば
、
日
本
の
一
つ
一
つ
の
家
族
は
そ
の
中
心
を
自
分
の
な
か
に
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
中
か
ら
生
き
て
行
動
す
る
の
で
も
な
い

と
い
う
基
本
的
な
事
実
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
家
族
の
真
の
中
心
は
天
皇

（
T
en
n
o
tu
m
）

〔
訳
注
４
〕

に
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
天
皇
は
、
そ
の
神
々
し
い
祖
先
の

列
を
続
け
て
、
日
本
民
族
全
体
の
神
々
し
い
起
源
の
代
表
と
な
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
起
源
の
ゆ
え
に
日
本
民
族
は
は
じ
め
て
自
分
を
「
民

族
」
と
感
じ
る
の
で
あ
り
、
天
皇
と
そ
の
神
々
し
い
使
命
の
ゆ
え
に
、
帝

国
は
日
本
民
族
に
と
っ
て
は
じ
め
て
真
に
「
帝
国
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

天
皇
は
彼
の
祖
先
に
民
族
の
運
命
を
報
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に

大
司
祭
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
聖
地
で
あ
る
伊
勢
に
大
司
祭

と
し
て
民
族
の
祈
願
を
述
べ
る
時
に
、
天
皇
と
民
族
の
こ
の
一
体
を
奉
じ
、

そ
の
統
一
に
よ
っ
て
民
族
は
た
だ
ひ
と
つ
の
家
族
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

天
皇（

T
en
n
o
tu
m
）

と
い
う
も
の
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、、
天
皇

の
伝
説
的
な
意
味
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
（
た
と
え
た
だ
心
中
ひ
そ
か

に
で
あ
る
と
し
て
も
）、
単
な
る
美
し
い
観
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
日
本

人
に
と
っ
て
、
天
皇
は
、
自
分
の
家
族
生
活
を
支
え
る
祖
先
崇
拝
と
同
じ

く
、
天
皇（

T
en
n
o
tu
m
）

と
結
び
つ
い
た
理
念
が
、
ひ
と
つ
の
現
実
そ

の
も
の
の
表
れ
で
あ
り
、
絶
対
的
な
存
在
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
こ
に
も
、
そ
の
存
在
の
理
解（

S
ein
sv
ersta

n
d
n
is ）

の
根
底
に
、
す
で

に
何
回
も
強
調
し
て
き
た
、
自
然
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の
が
一
致
す
る

と
い
う
統
一
の
観
照（

E
in
h
eitsch

a
u
）

が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
そ
の

趨
勢
が
未
知
数
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
軍
事
的
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諸
成
功
が
、
た
だ
単
に
兵
士
の
勇
敢
さ
と
指
導
部
の
深
謀
術
策
に
帰
せ
ら

れ
る
だ
け
で
な
く
、
天
皇
の
「
高
貴
な
徳
性
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
、
決
し
て
古
代
か
ら
引
き
ず
っ
て
き
た
言
い
ま
わ
し
と
し
て
で

は
な
く
、
最
も
活
気
あ
る
、
そ
し
て
最
も
誠
実
な
確
信
の
表
現
で
あ
る
と

見
る
べ
き
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
上
記
の
存
在
の
理
解
の
意
義
の
重
大
さ

が
最
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
天
皇（

T
en
n
o
tu
m
）

の
現
実
と
そ
の
神
々
し
い
高
み
か
ら
湧
き

出
る
生
の
大
河
に
、
こ
の
「
と
こ
し
え
に
続
い
て
い
る
伝
統
」
は
根
ざ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
か
む
な
が
ら
の
道
が
同
時
に
天
皇
の
道
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
天
皇
の
道
は
全
日
本
民
族
の
道
と
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
自
然
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
必
然
の
こ
と
で
も

な
く
、
た
だ
民
族
が
自
分
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
身
分
、
つ
ま
り
天
皇
の
民

族
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
表
明
し
、
そ
の
信
念
を
疑
い
の
な
い
服
従
と
絶

対
的
な
忠
誠
を
も
っ
て
確
証
す
る
場
合
に
の
み
な
の
で
あ
る
。
服
従
と
忠

誠
は
、
そ
の
背
後
に
こ
の
上
な
い
究
極
の
犠
牲
、
つ
ま
り
生
命
自
体
を
賭

す
こ
と
も
辞
さ
な
い
と
い
う
覚
悟
の
あ
る
場
合
に
の
み
、
本
物
と
な
る
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
以
前
武
士
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
武
士

的

軍
人
的
な
基
本
態
度
が
全
民
族
の
生
活
の
理
想
像
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
日
本
民
族
に
は
、
こ
の
疑
問
の
余
地
の
な
い
死
の
覚
悟
は
、
た
だ

の
可
能
な
限
り
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
思
想
な
の
で
は
な
く
、

自
明
の
行
動
と
な
る
ほ
ど
、
こ
の
理
想
は
現
実
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
そ
の
も
の
が

生
か
さ
れ
、
犠
牲
死
が
も
っ
と
も
実
り
尽
く
し
て
い
る
実み
で
あ
る
と
い
う

基
本
的
確
信
は
、
こ
の
思
想
と
行
動
の
統
一
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
、
生
に
対
す
る
お
ろ
か
な
無
関
心
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
生
の

こ
れ
以
上
な
い
充
足
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
死
の
恐
怖
を
知
ら
な
い
。

一
人
も
生
き
て
帰
れ
な
い
軍
事
行
動
に
参
加
す
る
の
は
、
日
本
の
兵
士
に

は
こ
れ
以
上
な
い
誉
れ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
日
本
の
と
こ
し
え
の
伝
統
は
、
二
本
の
柱
、
つ
ま
り
日

本
の
理
念
で
あ
る
伊
勢
と
武
士
的
・
軍
人
的
精
神
の
現
実
と
に
支
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

原
題E

u
g
en H

errig
el,

“D
ie T

ra
d
itio

n im
 
ja
p
a
n
isch

en V
o
lk
s -

u
n
d
 
K
u
ltu
rleb

en
.”
K
u
ltu
rm
ach

t Japan
.
H
era

u
sg
eg
eb
en
 
v
o
n

 
R
ich
a
rd F

o
erster.

W
ien
:
D
ie P

a
u
se,

1942,
p
p
.
14-15.

翻
訳

秋
沢
美
枝
子

解
題
注

１
）

謝
辞

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ャ
モ
ニ
氏

な
ら
び
に
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
氏
よ
り
多
大
な
ご
教
示
を
受
け

た
こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
二
月
六
日
の
夕
刊
の
記
事

「『
弓
と
禅
』
で
知
ら
れ
る
独
哲
学
者

ヘ
リ
ゲ
ル
に
再
び
脚
光
」
な
ど
。

２
）

E
u
g
en H

errig
el.

Z
en
 
in
 
d
er K

u
n
st d

es B
ogen

sch
iessen

s.

O
tto W

illh
elm

 
B
a
rth
-V
erla

g
,
1948.

３
）

オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
（
藤
原
正
彦
監
修
、
藤
原
美
子
訳
）『
無
我
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と
無
私

禅
の
考
え
方
に
学
ぶ
』
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
講
談
社
、
二
〇
〇

六
年
。

４
）

藤
原
正
彦
『
国
家
の
品
格
』
新
潮
新
書
、
二
〇
〇
五
年
。

５
）

オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
（
稲
富
栄
次
郎
、
上
田
武
訳
）『
弓
と
禅
』

協
同
出
版
、
一
九
五
六
年
。（
現
在
は
福
村
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

る
。）

６
）

た
と
え
ば
、
藤
原
は

“G
ro
se L

eh
re”

の
語
を
稲
富
ら
の
訳
を
引

き
継
い
で
「
奥
義
」
と
し
て
い
る
が
（『
無
我
と
無
私
』
七
頁
）、
こ
の
語

は
ヘ
リ
ゲ
ル
の
師
匠
の
阿
波
研
造
（
一
八
八
〇
｜
一
九
三
九
）
の
独
自
思

想
だ
っ
た
「
大
射
道
」
と
訳
す
の
が
正
し
い
。

７
）

ヘ
リ
ゲ
ル
の
ベ
ル
リ
ン
独
日
協
会
で
の
講
演
を
一
九
三
九
年
、
阿
波

研
造
の
没
年
を
一
九
三
〇
年
と
し
て
い
る
点
（
正
し
く
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九

三
六
年
、
一
九
三
九
年
）
は
誤
植
だ
と
し
て
も
、
講
演
の
演
題
が
「
弓
と

禅
」
だ
っ
た
と
し
て
い
る
点
、
岩
波
版
の
『
日
本
の
弓
術
』
を
改
訂
し
た

の
が
『
弓
と
禅
』
で
、
一
九
八
一
年
に
福
村
出
版
か
ら
出
た
と
し
て
い
る

点
は
誤
解
で
あ
る
。
ヘ
リ
ゲ
ル
の
一
九
三
六
年
の
演
題
は
「
騎
士
的
な
弓

術
」(“D

ie ritterlich
e K

u
n
st d

es B
o
g
en
sch

iessen
s” )

で
あ
り
、

そ
れ
を
邦
訳
し
た
も
の
が
岩
波
版
の
『
日
本
の
弓
術
』
で
あ
る
。『
弓
と

禅
』
は
『
日
本
の
弓
術
』
を
下
敷
き
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
と
は

独
立
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
『
弓
と
禅
』
の
初
版
は
一
九

五
六
年
で
、
協
同
出
版
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

８
）

山
田
奨
治
「
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
の
生
涯
と
ナ
チ
ス
｜
神
話
と
し

て
の
弓
と
禅
（
２
）」『
日
本
研
究
』
第
24
集
、
二
〇
〇
二
年
、
二
〇
一
｜

二
二
六
頁
。

９
）

秋
沢
美
枝
子
、
山
田
奨
治
「
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
著
『
国
家
社
会

主
義
と
哲
学
』『
サ
ム
ラ
イ
の
エ
ト
ス
』
全
訳
と
解
題
」『
日
本
研
究
』
第

32
集
、
二
〇
〇
六
年
、
二
八
五
｜
三
一
五
頁
。

10
）

H
era

u
sg
eg
eb
en
 
v
o
n
 
R
ich
a
rd
 
F
o
erster.

K
u
ltu
rm
ach

t
 

Japan
.
D
ie P

a
u
se,

1942.

11
）

ち
な
み
に
、D

eu
tsch

e N
a
tio
n
a
l B

ib
lio
th
ek

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

で
は
、
同
姓
同
名
の
文
献
学
者
（
一
八
四
三
｜
一
九
二
二
）
と
混
同
さ
れ

て
い
る
。

12
）

D
eu
tsch

e
 
B
iograph

isch
e
 
E
n
zyklopad

ie
.
2n
d
 
ed
.
V
o
l.
3.

S
a
u
r,
2006,

p
. 41.

13
）

W
a
lter D

o
n
a
t
(1889-1970)

井
原
西
鶴
や
川
端
康
成
の
翻
訳

で
知
ら
れ
る
日
本
学
者
。

14
）

“Ja
p
a
n
-D
ie P

rin
zip
ien sein

er v
o
lk
isch

en E
x
isten

z.”

15
）

K
a
rl H

a
u
sh
o
fer

(1869-1946)

地
政
学
者
。
彼
の
理
論
は
ヒ
ト

ラ
ー
の
政
策
に
理
論
的
な
根
拠
を
与
え
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

16
）

“Ja
p
a
n
s p
o
litisch

er W
erd

eg
a
n
g a

ls K
u
ltu
rm
a
ch
t”

17
）

L
ep
o
ld G

.
S
ch
eid
l

18
）

“Ja
p
a
n
s L

a
n
d u

n
d V

o
lk
.”

19
）

M
a
x H

in
d
er

20
）

“Ja
p
a
n
er.”

21
）

W
ilh
elm

 
G
u
n
d
ert

(1880-1971)

東
洋
学
者
。
中
国
仏
教
、
日

本
仏
教
が
専
門
で
、『
碧
巌
録
』
の
独
語
訳
が
あ
る
。

22
）

“H
o
h
ep
u
n
k
te ja

p
a
n
isch

er D
ich
tu
n
g
.”

23
）

O
tto K

u
m
m
el
(1874-1952)
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24
）

“K
u
n
st in Ja

p
a
n
.”

25
）

美
術
史
学
者
（
一
八
九
八
｜
一
九
七
二
）。

26
）

“K
u
n
stg
ew
erb

e im
 
ja
p
a
n
isch

en L
eb
en
sstil.”

27
）

G
eo
rg S

ch
u
n
em
a
n
n

28
）

“M
u
sik in Ja

p
a
n
.”

29
）

生
没
年
不
明
。

30
）

舞
踊
家
、
本
名
は
江
原
正
美
（
一
九
〇
八
｜
二
〇
〇
七
）。

31
）

“Ja
p
a
n
isch

es T
h
ea
ter.”

32
）

Jo
h
a
n
n
es B

a
rth

(1891-1981)

33
）

“Ja
p
a
n
isch

es F
ilm

sch
a
ffen

.”

34
）

倫
理
学
者
（
一
九
〇
三
｜
一
九
九
七
）。

35
）

“Ja
p
a
n
isch

e Ju
g
en
d
erzieh

u
n
g
.”

36
）

M
a
x T

reb
st

37
）

“Ja
p
a
n in D

eu
tsch

la
n
d
.”

38
）

第
一
回
文
化
審
議
会
議
事
要
旨

h
ttp
: //211. 120. 54. 153/b

 
m
en
u
/sh

in
g
i /b
u
n
k
a
/g
ijiro

k
u
/001/

010201.h
tm

（
二
〇
〇
八
年
三
月
二
十
四
日
閲
覧
）。

翻
訳
注

〔
１
〕〔
２
〕

原
著
者
は
、
注
１
の
箇
所
で
日
本
人
を
「d

ie Ja
p
a
n
er

」

と
複
数
で
表
し
て
い
る
が
、
注
２
の
箇
所
か
ら
は
最
後
ま
で
一
貫
し
て

「d
er Ja

p
a
n
er

」
と
単
数
で
表
現
し
て
い
る
。
単
数
に
し
た
場
合
に
は
、

日
本
人
全
体
が
あ
た
か
も
一
個
の
人
格
を
も
つ
固
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な

意
味
合
い
を
帯
び
て
く
る
。
し
か
し
翻
訳
で
は
そ
の
違
い
が
表
現
出
来
な

い
の
で
、
文
章
の
流
れ
か
ら
適
宜
「
日
本
人
」
ま
た
は
「
彼
」
と
翻
訳
し

て
お
い
た
。

〔
３
〕

ド
イ
ツ
の
中
国
学
で
は
、
以
前
か
ら
「
五
常
」
の
訳
語
と
し
て

fu
n
f B

ezieh
u
n
g
en

と
い
う
語
が
定
着
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
も
ち
ろ

ん
孟
子
の
説
く
人
間
関
係
で
守
る
べ
き
道
で
あ
る
儒
学
の
「
五
常
」
に
日

本
的
な
解
釈
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
４
〕

ヘ
リ
ゲ
ル
は
、
天
皇
に
関
し
て
、K

a
iser,

T
en
n
o
,
T
en
n
o
tu
m

と
い
う
三
つ
の
異
な
る
語
を
用
い
て
い
る
。
前
二
語
の
訳
語
は
「
天
皇
」

で
問
題
な
い
が
、T

en
n
o
tu
m

の
訳
語
は
い
さ
さ
か
問
題
で
あ
る
。
こ
の

語
は
、
天
皇
に
ま
つ
わ
る
制
度
的
、
思
想
的
、
宗
教
的
な
こ
と
を
総
合
し

て
表
現
す
る
用
語
で
あ
り
、
い
ち
お
う
「
天
皇
制
」
と
い
う
語
が
訳
語
と

し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
政
治
的
意
味
合
い
の
つ
よ
い
こ
と
ば
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
「
天
皇
」
と
訳
し
た
。
し
か
し
、
原
文
にT

en
n
o
tu
m

と
あ
る

箇
所
は
そ
れ
を
明
記
し
た
。
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