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「
日
本
人
の
他
界
観
」
が
発
足
し
た
の
は
、

一
九
八
八
年
の
夏
で
あ

っ
た
。
私
が
研
究
代

表
者
と
し
て
最
初
の
問
題
提
起
を
行

っ
た
の
が
、
同
年
七
月
二
七
日
。
以
後
、
幾
回
も
の
研
究
会
を
重
ね
て
、
い
ま
予
定
さ
れ
た
終
了
の

時
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で

「他
界
」
と
は
、
そ
の
名
詞
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
「
あ
の
世
」
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
「あ
の
世
」
に
つ
い
て
日
本
人
が

語

る
と
き
、
そ
の

「
あ
の
」
と
い
う
言
い
か
た
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
ろ
う
。

ひ
と

つ
は
、
「
こ
の
」
に
対
す
る

「あ
の
」
で
あ

っ
て
、
現
に

「
こ
の
」
世
に
生
き
て
い
る
話
し
手
か
ら
も
聞
き
手
か
ら
も
離
れ
た
と

こ
ろ
を
示
す
。
も
し
生
と
死
と
を
決
定
的
に
隔

て
る
川
を
表
象
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
世
は
此
岸

で
あ
り
、
あ
の
世

は
彼
岸

で
あ
る
。

も
う
ひ
と

つ
は
、
今
更
あ
ら
た
め
て

「
ど
の
」
と
聞
き
返
す
ま
で
も
な
く
、
そ
の
話
し
手
に
も
聞
き
手
に
も
、

同
じ
も
の
を
表
象
し
て

い
る
こ
と
が
分
か

っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
の

「あ
の
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
あ
の
世
」
は
た
し
か
に
現
世

か
ら
遠
く
離
れ
て
は

い
る
が
、
実
は
現
世
に
生
き
て
い
る
者
に
も
馴
染
み
の
あ
る
、
そ
の
限
り
で
は
現
世
に
近
い

「あ
の
」
世
で
あ

っ
た
。

一
方

で
は
生
者
と
死
者
が
決
定
的
に
隔
て
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
隔
て
ら
れ
た
世
界
と
そ
の
世
界

に
住
む
者
は
、
生
者
に
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と

っ
て
も
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
生
き
て
い
る
者
に
も
身
近
な
世
界
で
あ
り
、
親
し
み
を
持
ち

つ
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る

存
在
で
も
あ

っ
た
。
「
こ
の
」
世
か
ら

「
あ
の
」
世

へ
の
送
迎
、
「
こ
の
」
世
に

「
あ
の
」
世
と
の
往
還
の
道
の
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
習
俗
は
、
馴
染
み
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
い
ま
も
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
日
本
人
の

「あ
の
世
」
の
性
格
は
、
こ
れ
を

「他
界
」

と
言
い
換
え
て
も
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
「他
界
」

に
は
、
後

に
触
れ
る
よ
う
に
、
「あ
の
世
」
に
は
な
い
意
味
、
死
ぬ
こ
と
そ
れ
自
体
を
示
す
動
詞
的
な
意
味
も
含
ま

れ

て
い
る
。
私
た
ち
が
日
本
人
の

「あ
の
世
」
観
よ
り
は

「他
界
」
観
を
主
題
と
し
て
選
ん
だ
理
由
の
ひ
と

つ
に
、

そ
の
動
詞
的
な
意
味

を
も
生
か
そ
う
と
い
う
意
図
が
あ

っ
た
が
、
ま
た
、
す

で
に

「あ
の
世
」
を
指
す
学
術
的
な
用
語
と
し
て

「他
界
」

と
い
う
言
葉
が
定
着

し
て
い
る
と
の
認
識
も
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
京
都
大
学
東
南

ア
ジ
ア
研
究

セ
ン
タ
ー
か
ら
、
棚
瀬
襄
爾

の

『他
界
観
念

の
原
始
形
態
ー
オ

セ
ア
ニ
ア
を
中
心
と
し
て
ー
』
が
公
刊
さ
れ
た
の
は

一
九
六
六
年

で
あ
り
、
そ
こ
で
は

「他
界
」

の
定
義
は
下
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

「
他
界
」
観
念
に
関
す
る
諸
学
説
を
概
観
し
て
い
る
そ
の
序
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
あ
の
世
」

に
相
当
す
る
文
化
人
類
学
的
用
語

と
し
て
、
「他
界
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
「
日
本
人
の
他
界
観
」
と
い
う
よ
う
な
、
地
域
的
に
も
歴
史
的
に
も
か
な
り
の
変
移

の
予
想
さ
れ
る
、
し

か
も
日
本
人

の
も
の

の
考
え
か
た
、
さ
ら
に
は
思
想
そ
の
も
の
に
か
か
わ

っ
て
く
る
問
題
、
さ
ら
に
は
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ

っ
て
も
、
お
そ
ら
く
受

け
止
め
か
た
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
纏
ま
り
の
あ
る
共
同
研
究
が
可
能
か
と
い
う
疑
念
が
、
必
ず
し

も
私
た
ち
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
日
本
人
が
他
界
に
つ
い
て
抱
い
て
き
た
観
念
、
あ
る
い
は
想
念
を
軸
に
し

て
、
日
本
人
の
も
の
の
考
え
か
た
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
関
心
と
、
そ
の
た
め
に
共
同
研
究
を
行
う
こ
と
の
必
要
と
が
、
研
究
者
そ

れ
ぞ
れ
が
現
に
他
界
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
と
は
別
の
事
柄
と
し
て
、

こ
の
共
同
研
究
を
組
織
し
推
進
す
る
強
い
動
機
に
な

っ
て
い
た
こ

と
も
、
事
実
な
の
で
あ
る
。
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他
界
観
の
地
域
的
な
変
移
の
無
視
で
き
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
北
海
道
や
沖
縄
に
お
け
る
事
例
を
思
い
浮
か

べ
た
だ
け
で
も
、
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
変
移
は
決
し
て
日
本
人
の
他
界
観
と
い
う
枠
組
み
を
突
破
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
い
大
部
分

の
日
本
人
に
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
記
憶
が
薄
れ
た
だ
け
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
自
分
た
ち
の
方
が
同
じ
発

想

の
糸
を
手
繰
り
な
が
ら
、
た
と
え
ば
外
来
の
思
想
の
影
響
な
ど
に
よ

っ
て
、
他
界
観
念
を
変
移
さ
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
日
本
人
に
と

っ
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
日
本
人
に
と

っ
て
の
他
界
の
原
像
を
伝
え

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
界
観
が
歴
史
的
に
変
移
し
て
き
た
こ
と
も
ま
た
、
到
底
無
視
で
き
ぬ
事
実
に
は
違
い
な
い
。
日
本
人
の
他
界
観
を
問
題
に
す
る
と
き
、

そ
れ
が
ど
の
時
代
の
観
念

で
あ
る
か
は
、
そ
の
時
代
に
支
配
的
で
あ

っ
た
宗
教
と
の
か
か
わ
り
か
ら
も
、

つ
ね
に
念
頭
に
置
く
べ
き
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
日
本
人

の
思
想

の
重
層
性
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
に
も
関
連
す
る
。
日
本
思
想
史
は
外
来
の
思
想
、
と
り
わ

け
宗
教
的
思
想
の
受
容
と
変
容
と
の
過
程
に
よ

っ
て
層
を
形
成
し
て
き
た
し
、
そ
の
層
の
目
盛
り
と
な
る
の
は
時
代
区
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
層
は
あ
く
ま
で
も
日
本
人
の
思
想
の
層

で
あ
る
。
そ
の
層
を
表
面
か
ら
削

っ
て
い

っ
て
最
後

に
到
達
し
た
層
の
み
を
日

本
人
の
伝
統
的
な
思
想
の
層
と
見
る
た
ぐ
い
の
発
想
は
、
日
本
の
文
化
的
な
、
と
り
わ
け
思
想
的
な
伝
統
に
対
す
る
認
識
不
足
も
甚
だ
し

い
。
と
い
う
の
も
、
日
本
列
島
の
地
理
上
の
位
置
か
ら
見
て
も
、
日
本
の
文
化
的
伝
統
が
海
外
の
文
化
の
影
響
と
は
無
縁
に
形
成
さ
れ
た

は
ず
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
文
化
や
思
想
の
伝
統
が
生
き
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
変
革
を
契
機
と
し
て
含
ん
で
こ
そ
の
伝
統
で
あ
り
、
変

革

な
き
伝
統
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
実
は
伝
統
で
は
な
く
て
、
因
習
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
の
長
期
に
わ

た
る
鎖
国
と
い
う
政
治

的
実
験

の
期
間
に
お
い
て
も
、
そ
う
で
あ

っ
た
。

し
か
も
、
日
本
人
が
受
容
し
変
容
し
た
外
来

の
文
化
や
思
想
は
、

一
方
で
、
も
は
や
海
外
の
文
化
や
思
想
で
は
な
い
が
、
ま
た
他
方
で
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
か
え

っ
て

一
層
の
普
遍
性
を
獲
得
し
え
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、

日
本
に
根
付
い
た
仏
教
は
、
も
は
や
イ
ン

ド
仏
教
で
も
中
国
仏
教

で
も
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
や
は
り
仏
教

で
あ
り
、
仏
教
は
日
本
仏
教

に
変
容
す
る
こ
と

で
、
か
え

っ
て

一
層
の

3



普
遍
性
を
得
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
は
じ
あ
か
ら
普
遍
的
な
文
化
や
思
想
は
あ
り
え
ま
い
。
そ
れ
は
地
域
的
、
歴
史
的
な
特
殊
を
か
い
く

ぐ

っ
て
の
み
、
特
殊
に
お
い
て
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
、
よ
り
大
き
な
普
遍
性
を
獲
得
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。

日
本
人
の
他
界
観
も
、
当
然
、
外
来

の
宗
教
的
思
想
か
ら
隔
離
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
た
と
え
ば
道
教
、
仏
教
、
儒
教
な
ど
の

影
響
を
受
け
な
が
ら
、
日
本
な
り
の
他
界
観
が
形
成
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
変
移
を
含
ん
だ
形
で
の
他
界
観
で
あ
り
、
そ

う

い
う
形
で
の
他
界
観
に
な
お
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
も
の
の
考
え
か
た
の
反
映
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な

の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
他
界
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
言
葉
は
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
死
霊
の
棲
む
穢
れ
た
世
界
と
信
仰

の
篤
い
者
の
魂
の
赴
く

べ
き
清
浄
な
世
界
と
を
問
わ
ず
、
死
後
の
世
界
、
来
世
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
用
法
は
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
死
ぬ
こ
と
自
体
も
、
他
界
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
。
「此

ノ
生

[
シ
ョ
ウ
]

ハ
徒

[イ
タ
ヅ

ラ
]

二
過
テ
、
他
界

[
ホ
カ
ノ
サ
カ
ヒ
]

二
趣
カ
ム
事
、
近
キ

ニ
有
リ
]
(『
今
昔
物
語
』
巻
第
十
三

・
第
十
九
)
と
言
わ
れ
る
場
合
の
他

界
は
空
間
軸

で
捉
え

ら
れ
て
い
る
が
、
「
他
界
、
タ
カ
イ
、
死
去
義
也
」
と
文
明
本

『
節
用
集
』
に
記
載
さ
れ
る
他
界
は
時
間
軸
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
も
し

こ
の
龍
王
他
界
に
移
ら
ば
、
池
淺
く
水
少
な
く
し
て
、
國
荒
れ
水
乏
し
か
ら
ん
」
(『太
平
記
』
巻
第
十

二
)

の
他
界

は
空
間
的
だ
が
、

「
義
經
身
軆
髮
膚
を
父
母
に
う
け
、
い
く
ば
く
時
節
を
經
ず
、
故
頭
の
殿
御
他
界
の
の
ち
、
み
な
し
ご
と
な

っ
て
、

母

の
ふ
と
こ
ろ
に
抱

か
れ
」
と
義
経
が
腰
越
状

に
書
く

(『平
家
物
語
』
第
百
十
四
句
腰
越
)
他
界
は
死
ぬ
こ
と
の
意
で
あ
る
。

こ
の
死
ぬ
と
い
う
意
味
で
の
他
界
の
用
例

(『吾
妻
鏡
』
『
海
道
記
』
等
)
は
、
ど
う
や
ら
武
家
社
会
の
成
立
後

の
よ
う
だ
が
、
鎌
倉
時

幽代

に
な

っ
て
、
武
家
社
会
に
お
い
て
、
「往
生
」
を
言
う
代
わ
り
に

「他
界
」
が
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
理
由
は
と
も

か
く
、
今
日
の
用
語
法
は
こ
の
意
味
で
の
用
法
を
も
含
ん
で
い
る
。
と
す
る
な
ら
、
日
本
人
の
他
界
観
を
問
題
に
す
る
場
合
も
、
空
間
的

に
発
想
さ
れ
る
他
界
の
み
で
な
く
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
日
本
人
が
ど
う
受
け
止
め
て
き
た
か
を
も
ま
た
、
視
野

に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

4



序

そ
の
上

で
、
私
た
ち
は
、
共
同
研
究
者
に
よ
る
お
そ
ら
く
多
面
に
わ
た
る
で
あ
ろ
う
考
察
を
整
理
す
る
た
あ
の
目
安
と
し
て
、
二
つ
の

領
域
を
設
定
し
た
。

ひ
と

つ
は
、
日
本
人
の
抱
く
他
界
の
表
象

・
観
念
を
扱
う
領
域
で
あ

っ
て
、
た
と
え
ば
他
界

の
図
像
な
い
し
は
構
造
、

他
界

に
お
け
る
救
済
、
臨
終
体
験
な
ど
が
、
そ
の
背
景
を
な
す
宗
教
的
想
念
と
の
関
連

に
お
い
て
、

こ
の
領
域
で
の
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と

つ
は
、
日
本
人

に
よ
る
他
界

へ
の
送
迎

・
徃
還
を
扱
う
領
域

で
あ

っ
て
、
た
と
え
ば
神
話

に
お
け
る
他
界
、
葬
送
儀
礼
や
祖
霊

信
仰
に
か
か
わ
る
儀
礼
と
他
界
、
現
世
と
他
界
と
の
境
界
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
が
、

こ
の
領
域

で
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は

一

応
の
目
安

で
あ

っ
て
、
ふ
た

つ
の
領
域

の
問
題
は
互
い
に
深
く
絡
み
合
う
は
ず
で
あ
り
、
さ
ら
に
霊
魂
観
、
死
生
観
な
ど
か
ら
切
り
離
し

て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
問
題

で
も
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
な
り
整
理
し
に
く
い
こ
と
の
予
想
さ
れ
る
研
究
領

域
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
日
本
人
の
他
界
観
」
を
主
題
と
す
る
共
同
研
究
を
続
け
て
き
た
の
は
、
私
た
ち
の
国

の
文
化
的
伝
統

に
、

た
と
え
ば
光
合
成
に
よ

っ
て
無
機
物
か
ら
有
機
物
を

つ
く
り
な
が
ら
生
き
て
い
く
緑
な
す
樹
木
と
同
様

の
、
す
ぐ
れ
た
自
己
増
殖
ぶ
り
を

想
定
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本

の
文
化
史
は
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
海
外
文
化

の
受
容
と
そ
の
日
本
的
変
容

の
歴
史
で
も
あ

っ
た

が
、
海
外
か
ら
入

っ
て
き
た
も

の
は
、
祭
器
、
技
術
、
思
想
を
問
わ
ず
、
そ
れ
が
舶
来
し
た
だ
け
で
は
、

こ
の
国

の
文
化
に
と

っ
て
は
、

た
だ
珍
し
い
だ
け
の
無
機
物
に
す
ぎ
ま
い
。
そ
れ
が
こ
の
日
本
と
い
う
精
神
風
土

で
文
化
的

に
受
け
止
め
ら
れ
て
有
機
的
に
作
用
す
る
た

め
に
は
、
ち

ょ
う
ど
緑
色
植
物
が
光
合
成

に
よ

っ
て
大
気
中

の
二
酸
化
炭
素
を
分
解
し
て
有
機
化
す
る
よ
う
に
、
海
外
か
ら
受
容
し
た
も

の
を

一
旦
分
解
し
た
上
で
有
機
化
し
、
日
本
的
な
酸
素
を
発
散
す
る
と
い
う
手
続
き
が
必
要
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

幹
の
中
心
を
な
す
髄
の
周
囲
に
ほ
ぼ
円
状

の
層
を
形
成
し
て
い
く
の
が
、
樹
木

の
生
長
過
程

で
あ
る
。
師
部
と
木
部
と
の
境

の
形
成
層

は
分
裂
組
織
で
あ
り
、
季
節
に
よ
る
寒
暖

の
差

の
大
き
い
日
本

で
は
、
春
か
ら
夏

の
終
わ
り
に
か
け
て
の
時
期
、

形
成
層
の
分
裂
活
動
が

見
ら
れ
、
こ
の
活
動
ゆ
え
に
樹
木
が
成
長
し
肥
大
す
る
。
秋
か
ら
冬
は
休
止
期
間
だ
が
、

こ
の
休
止
期
間
あ

っ
て
こ
そ
年
輪
が
見
え
る
の

で
あ
る
。
そ
の
年
輪
は
髄
を
中
心
に
は
す
る
が
、
そ
の
幅
は

一
様
と
は
限
ら
な
い
。
陽

の
光
と
の
関
係
も
あ
れ
ば
、
季
節

に
よ
る
風
の
向
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き
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
幹
か
ら
張
り
出
し
た
枝
や
斜
め
に
上
方
を
目
指
し
た
幹
の
場
合
、
と
り
わ
け
不
均
等
が
目
立

つ
。

同
じ
こ
と
が
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
西
日
本
と
東
日
本
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
、
文
化
的
な

陽
当
た
り
の
良
し
悪
し
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
と
の
交
通
の
便
、
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
差
が
不
均
等
を
生
ん
だ
。
そ
れ
で
も
、

日
本
文
化
と
い
う

一
本
の
樹
木
を
、
私
た
ち
は
表
象
し
て
い
い
。
こ
の
樹
木
に
も
生
長
期
間
が
あ
り
、
生
長
休
止
期
間
も
あ

っ
て
、
む
ろ

ん

一
年
単
位
で
な
く
、
は
る
か
長
期
に
わ
た
る
層
だ
が
、
年
輪
を
形
成
し

つ
つ
、
自
己
増
殖
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
生
長
輪
は
、
日
本
文

化
と
い
う
樹
木
の
横
断
面
に
顕
れ
る
。

た
だ
し
、
私
た
ち
は
、
こ
の
樹
木
の
外
に
立

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
樹
木
の
内
側
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
し
か
も
、
ど
こ
か
で
そ
の

断
面
を
見
る
こ
と
な
し
に
、
私
た
ち
は
こ
の
樹
木
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
作
業
を
、
私
た
ち
は
重

ね
て
き
た
。
他
界
観
を

手
掛
か
り
と
し
て
試
み
て
き
た
こ
の
困
難
な
作
業
に
、
い
ま

一
応
の
区
切
り
を

つ
け
、
そ
の
成
果
を
公
に
す
る
の
も
、
現
に
自
己
増
殖
を

続
け
て
い
る
は
ず
の
こ
の
日
本
の
文
化
的
伝
統

へ
の
私
た
ち
の
内
面
的
な
か
か
わ
り
を
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
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