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特
集

日
本
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来

　
日
本
研
究
の
対
象
で
あ
る
日
本
が
存
続
す
る
限
り
、
日
本
研
究
も
存
続
す
る

の
で
あ
ろ
う
︒
い
や
、
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、
中
近
東
の
古
代
の
文
明
の
例
を

思
い
起
こ
せ
ば
、
た
と
え
日
本
が
亡
び
て
も
、
そ
の
遺
物
と
文
献
の
研
究
は
人

類
が
あ
る
限
り
、
存
続
す
る
こ
と
は
確
実
だ
︒
だ
か
ら
、「
日
本
研
究
の
将
来
」

を
案
じ
る
場
合
、
存
続
と
は
違
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
問

題
は
、
方
法
論
や
学
術
性
や
専
門
分
野
選
別
や
教
育
や
国
際
交
流
や
財
源
な
ど

と
係
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
筆
者
は
一
応
問
題
を
整
理
す

る
︒
以
下
、
こ
の
諸
側
面
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒

方
法
論

　「
日
本
研
究
」
は
そ
も
そ
も
「
日
本
」
の
な
か
で
残
っ
た
遺
物
（
無
形
な
風

俗
等
も
入
れ
て
）
と
文
献
を
研
究
す
る
こ
と
だ
︒
つ
ま
り
、「
日
本
」
と
い
う
有

意
義
な
単
位
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
の
遺
物
と
文
献
を
そ

の
単
位
の
表
現
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
信
念
が
下
支
え
を

し
て
い
る
わ
け
だ
︒
さ
て
、
誰
に
で
も
分
か
る
よ
う
に
、「
日
本
」
は
取
り
あ

え
ず
地
理
的
な
概
念
で
あ
る
︒
弥
生
時
代
か
ら
明
治
時
代
ま
で
、
日
本
列
島
で

統
一
し
た
文
明
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
統
一
し
た
政
権
も
な
か
っ
た
︒

大
和
王
朝
と
そ
れ
に
継
続
す
る
武
士
の
政
権
は
千
年
を
か
け
て
や
っ
と
本
州
・

四
国
・
九
州
の
三
島
を
そ
の
支
配
下
に
入
れ
て
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
北

海
道
と
沖
縄
が
そ
れ
に
加
わ
り
、
今
に
い
う
「
日
本
」
が
成
立
し
た
︒（
一
時

合
併
し
た
朝
鮮
と
台
湾
と
千
島
列
島
・
樺
太
の
こ
と
は
も
う
言
及
せ
ず
に
忘
れ
て
お

こ
う
︒）

　
明
治
時
代
に
日
本
で
国
民
国
家
が
成
立
し
た
の
で
、
や
は
り
学
者
が
皆
そ
の

「
日
本
学
」の
対
象
と
方
法

―
―
将
来
に
向
け
て
の
一
考
察
―
―

ヴ
ィ
ム
・
ボ
ー
ト
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責
任
を
直
感
し
て
国
史
の
一
律
性
、
当
然
性
を
強
調
し
、
地
方
の
違
い
を
無
視

し
て
国
民
の
統
一
性
を
前
提
に
し
て
日
本
史
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ

の
点
、
日
本
は
例
外
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
な
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ
普
通
だ
っ

た
︒
筆
者
の
生
ま
れ
育
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
を
例
に
挙
げ
て
も
、
全
く
同
じ
こ
と
だ
︒

一
五
七
九
年
か
ら
一
七
九
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
軍
に
占
領
さ
れ
る
ま
で
、
オ
ラ
ン

ダ
は
独
立
し
て
主
権
を
持
つ
七
つ
の
州
（provinces

）
か
ら
な
っ
て
お
り
、
軍

事
・
外
交
の
面
で
は
幾
分
か
協
力
し
つ
つ
、
各
州
の
代
表
が
定
期
的
に
集
ま
る

会
議
を
最
高
機
関
に
し
て
、
し
か
も
、
協
力
機
構
と
し
て
他
の
二
つ
の
州
を

占
領
地
と
し
て
支
配
し
て
い
た
と
い
う
、
複
雑
極
ま
る
仕
掛
け
だ
っ
た
︒

一
八
一
三
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
破
れ
て
独
立
し
て
、
王
国
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
っ
て
以
来
、
文
学
者
も
歴
史
学
者
も
言
語
学
者
も
揃
っ
て
こ
の
過
去
を
否
定

し
て
、
統
一
し
た
オ
ラ
ン
ダ
国
民
、
統
一
し
た
オ
ラ
ン
ダ
国
家
を
讃
え
て
き
た
︒

州
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
時
代
に
一
時
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、
復
活
し
て
相
変
わ
ら

ず
オ
ラ
ン
ダ
の
地
理
の
基
礎
に
な
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
、
廃
藩
置
県
は
試
み
ら

れ
た
も
の
の
成
功
し
な
か
っ
た
の
は
州
の
強
さ
を
示
す
︒
し
か
し
、
他
の
面
で

は
統
一
作
業
が
続
い
た
︒
十
九
世
紀
前
半
に
相
次
ぐ
憲
法
改
正
を
通
じ
て
中
央

権
力
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
、
州
の
権
力
が
薄
ら
い
で
き
た
︒

　
オ
ラ
ン
ダ
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
言
だ
け
で
な
く
、
別
の
言
語
で
あ
る
フ

リ
シ
ア
語
ま
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
学
校
で
は
教
え
ら
れ
ず
、
フ
リ
シ
ア
州
の

中
で
さ
え
第
二
国
語
と
し
て
教
わ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
だ
け
だ
︒
学
校
で
教

え
る
国
史
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
七
つ
の
州
の
中
で
一
番
実
力
が
あ
っ
た
オ
ラ
ン

ダ
州
の
歴
史
で
あ
る
︒
標
準
語
は
同
じ
く
オ
ラ
ン
ダ
州
の
ハ
ー
ル
レ
ム
市
の
方

言
に
基
づ
い
て
、
十
九
世
紀
中
に
作
ら
れ
て
き
た
︒

　
オ
ラ
ン
ダ
は
行
政
単
位
と
し
て
の
歴
史
は
精
々
十
五
世
紀
に
し
か
遡
ら
な
い

の
に
、
或
る
歴
史
学
者
は
ロ
ー
マ
時
代
以
前
に
す
で
に
「
オ
ラ
ン
ダ
人
」
が
存

在
し
て
、
そ
し
て
川
や
堤
防
や
干
拓
地
を
操
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
そ
の

「
国
民
性
」
を
論
じ
よ
う
と
す
る
︒
こ
れ
も
無
理
だ
と
分
か
っ
た
の
で
、
主
な

歴
史
学
者
は
、
十
六
〜
十
七
世
紀
、
オ
ラ
ン
ダ
の
「
黄
金
時
代
」
を
国
家
と
国

民
が
誕
生
し
た
時
代
に
指
定
し
て
、
そ
れ
を
祝
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
神

殿
と
で
も
い
え
る
の
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
国
立
博
物
館
（
今
の
建
物
は

一
八
八
五
年
に
建
設
）な
の
だ
︒
似
た
よ
う
な
経
緯
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々

（
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
）
で
も
早
か
れ
遅
か
れ
見
ら
れ
る

の
は
、
明
治
時
代
の
日
本
は
必
ず
し
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
︒

　
た
だ
し
、
国
民
国
家
を
作
る
の
は
学
術
的
な
営
み
で
は
な
く
政
治
的
な
営
み

で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
、「
日
本
研
究
」
を
す
る
の
に
は
、
手
始
め
に
「
日
本
」

は
意
図
的
に
構
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

相
変
わ
ら
ず
、
日
本
で
も
オ
ラ
ン
ダ
で
も
地
方
史
学
者
は
見
下
ろ
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
適
切
で
は
な
い
︒
そ
の
研
究
の
質
は
と
も
か
く
と
し
て
そ
の
意
図
は

大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
外
国
人
も
隅
に
置
け
な
い
︒
違
う
伝
統
で

育
っ
た
以
上
、
着
眼
す
る
と
こ
ろ
が
違
う
か
ら
だ
︒
端
的
な
証
拠
は
、
日
本
の

方
言
の
研
究
が
上
智
大
学
の
ベ
ル
ギ
ー
人
の
神
父
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る（

1
）

︒
主
流
の
言
語
学
者
は
標
準
語
を
作
る
こ
と
に
精
一
杯
で
、
方
言
な
ど
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は
二
の
次
だ
っ
た
︒
ま
し
て
や
、
ア
イ
ヌ
語
と
か
沖
縄
の
言
語
を
や
︒

　
戦
後
の
今
、「
日
本
」
と
い
え
ば
、
実
は
二
つ
の
基
本
的
に
違
う
定
義
を
相

混
ぜ
て
い
る
の
だ
︒
一
つ
は
日
本
列
島
で
、
も
う
一
つ
は
大
和
王
国
以
来
の
中

央
政
権
が
段
々
と
拡
大
し
て
、
迂
曲
し
な
が
ら
出
来
上
が
っ
た
国
家
で
あ
る
︒

一
つ
は
地
理
的
概
念
で
、
も
う
一
つ
は
歴
史
的
概
念
で
あ
る
︒
今
、
た
ま
た
ま

重
複
し
て
い
て
も
過
去
に
は
（
正
確
に
言
う
と
沖
縄
返
還
ま
で
は
）
列
島
の
或
る

部
分
は
政
権
の
範
囲
外
に
置
か
れ
て
い
た
か
、
政
権
の
範
囲
が
今
の
列
島
を
遥

か
に
上
回
っ
て
い
た
︒
地
理
的
な
「
日
本
」
に
は
北
海
道
も
沖
縄
も
各
地
方
の

特
色
も
当
然
入
っ
て
い
る
が
、
中
央
政
権
下
に
入
れ
ら
れ
る
ま
で
歴
史
的
な

「
日
本
」
で
は
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
、
時
代
や
研
究
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
、
そ
の

研
究
に
妥
当
な
単
位
で
あ
る
「
日
本
」
を
定
義
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒

　
地
方
の
特
徴
と
地
方
別
の
文
化
だ
け
で
な
く
、
海
外
と
の
繫
が
り
も
見
落
と

さ
れ
が
ち
だ
︒
縄
文
時
代
は
い
ざ
知
ら
ず
、
せ
め
て
弥
生
文
化
の
担
い
手
が
九

州
に
上
陸
し
て
、
九
州
か
ら
本
州
に
広
ま
っ
て
い
く
時
か
ら
、
大
陸
、
就な
か
ん
ず
く中

、

朝
鮮
半
島
と
の
繫
が
り
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒
拡
大
す
る
漢
朝
の
中
国
の
影

響
も
加
わ
れ
ば
い
っ
そ
う
大
陸
を
計
算
外
に
置
く
の
は
最
早
、
誤
り
で
あ
る
こ

と
は
明
解
な
事
実
だ
︒
し
か
し
、
日
本
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
認
識
が
ど
れ
だ

け
浸
透
し
て
い
る
か
、
分
野
に
よ
っ
て
違
う
︒
仏
教
の
研
究
な
ら
、
大
陸
の
出

来
事
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
む
し
ろ
常
識
だ
ろ
う
が
、
神
道
の
研
究
で

は
全
く
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
︒
な
の
に
、
仏
教
以
前
の
大
陸
の
宗
教

と
神
道
の
類
似
点
、
例
え
ば
、
自
然
（
山
、
川
）
の
崇
拝
や
偶
像
を
立
て
な
い

こ
と
は
示
唆
的
だ
と
思
わ
れ
な
い
で
も
な
い
︒

　
分
野
は
違
う
が
、
国
文
学
な
ら
漢
文
が
無
視
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
︒
つ
い
最
近
、

日
野
龍
夫
（
一
九
四
〇
―
二
〇
〇
三
）
の
努
力
の
お
か
げ
で
や
っ
と
国
文
学
者

の
視
野
に
入
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
日
本
語
で
な
い
か
ら
日
本
文
学
で
は
な

い
、
だ
か
ら
、
研
究
し
な
い
、
と
い
う
態
度
が
支
配
的
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
、

日
本
人
が
書
い
た
文
献
の
半
分
以
上
が
完
全
に
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
︒
こ

れ
も
、
日
本
独
特
の
こ
と
で
は
な
く
、
全
く
同
じ
理
屈
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中

世
、
近
世
に
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
文
学
が
各
国
の
国
文
学
と
は
見
な
さ
れ
ず

殆
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
︒
さ
れ
る
と
し
て
も
、
各
国
の
国
語
の
文
学
と

融
合
し
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
︒
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
解
る
よ

う
に
、
日
本
の
文
明
は
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
に
属
し
て
そ
の
芯
で
あ
る
中
国
文
明

の
テ
ー
マ
の
編
曲
だ
︒
だ
か
ら
、
日
本
の
文
学
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
、

宗
教
、
法
制
、
建
築
、
音
楽
、
食
生
活
等
々
ま
で
も
、
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、

大
陸
と
の
繫
が
り
を
常
々
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
な
お
、
近
現

代
に
な
る
と
、
中
国
の
代
わ
り
に
西
洋
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ

カ
の
影
響
が
強
く
な
り
、
そ
れ
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
う
し
な
い
と
、
日

本
列
島
に
現
存
し
て
い
る
遺
物
と
文
献
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（

2
）

︒

　
結
論
と
し
て
、
方
法
論
の
見
出
し
の
下
で
は
「
日
本
」
と
い
う
概
念
の
相
対

性
を
明
白
に
自
覚
し
、
そ
し
て
、
ど
ん
な
物
と
か
文
献
と
か
を
研
究
し
て
い
て

も
、
そ
の
大
陸
の
文
明
ま
た
は
西
洋
の
文
明
と
の
繫
が
り
を
見
失
わ
な
い
こ
と

が
大
切
だ
︒
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学
術
性

　
次
に
問
題
に
な
る
の
は
研
究
の
学
術
性
で
あ
る
︒
つ
ま
り
、
右
に
描
写
し
た

の
は
何
よ
り
も
所
謂
「
地
域
研
究
」
に
似
通
っ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
︒
し
か

し
、
地
域
研
究
は
評
判
が
良
く
な
く
、
そ
の
学
術
性
も
問
わ
れ
て
い
る
︒
理
屈

は
様
々
だ
が
、「
地
域
研
究
」
が
“area studies

”
ま
た
は
“Orientalism

”
の
名

義
で
、
半
世
紀
以
上
批
判
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
︒
批
判
の
嚆
矢
を

射
た
の
は
ア
ブ
デ
ル
・
マ
レ
ク
と
い
う
エ
ジ
プ
ト
人
の
社
会
学
者
で
あ
る
ら
し

い
︒
彼
は
一
九
六
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
学
術
雑
誌
に
出
し
た
論
文（

3
）

で
、
次
の
点

を
批
判
の
的
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
後
ほ
ど
現
わ
れ
た
、
世
界
的
に
流
行
っ

た
サ
イ
ー
ド
の
批
判（

4
）

も
実
は
こ
の
枠
を
出
な
い
︒
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
、
西
洋

人
の
学
者
は
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
の
民
族
を
研
究
の
対
象
と
し
か
見
な
さ
ず
、
基

本
的
、
否
、
性
来
的
に
西
洋
人
と
違
う
も
の
と
思
い
込
み
、
勝
手
に
そ
の
「
他

者
」
の
絵
を
描
い
て
、
無
理
矢
理
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
こ
と
、
東
方
学
者

は
植
民
地
主
義
の
手
先
で
、
植
民
地
支
配
体
制
に
協
力
し
て
い
る
こ
と
、
し
か

も
、
研
究
す
る
地
域
は
昔
こ
そ
文
明
が
栄
え
た
が
、
今
は
衰
え
て
き
て
い
る
の

で
、
現
代
の
社
会
等
々
は
研
究
に
値
し
な
い
と
思
う
こ
と
、
現
地
の
学
者
と
は

協
力
し
よ
う
と
も
し
な
い
こ
と
、
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
、
西
洋
の
東
方
学
者

は
皆
こ
う
だ
か
ら
駄
目
だ
、
と
い
う
結
論
に
辿
り
着
く（

5
）

︒

　
日
本
の
場
合
、
地
域
研
究
の
批
判
と
の
関
係
に
お
い
て
必
ず
持
ち
出
さ
れ
る

の
は
﹃
菊
と
刀
』
だ
︒
な
る
ほ
ど
、
日
本
人
を
他
者
と
見
な
し
て
協
力
さ
せ
ず

に
勝
手
に
絵
を
描
い
て
、
し
か
も
、
帝
国
主
義
的
政
策
に
迎
合
し
て
い
る
点
で

は
批
判
が
当
て
は
ま
る
︒
結
論
と
し
て
日
本
は
「
恥
の
文
化
」
で
、
西
洋
の

「
罪
の
文
化
」
に
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
思
う
壺
だ
っ
た
ろ
う
︒
し
か
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
地
域
研
究
が
だ
め
だ
と
は
結
論
で
き
な
い
︒
著
者
の
ル
ー

ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（R

uth B
enedict, 1887 –1948

）
は
日
本
学
者
で
は
な
く
、

日
本
語
も
で
き
ず
日
本
の
こ
と
も
知
ら
ず
調
査
に
掛
か
っ
た
︒
戦
時
中
、
ア
メ

リ
カ
で
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
日
系
の
住
民
や
捕
虜（

6
）

を
調
査
の
対
象
に
し
て
、

比
較
文
化
人
類
学
の
説
を
駆
使
し
、
終
戦
後
の
日
本
人
民
の
心
理
を
占
お
う
と

し
て
い
た
わ
け
な
の
で
、
も
と
も
と
瑕か

疵し

が
あ
る
研
究
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
、

間
も
な
く
反
論
も
出
る
よ
う
に
な
っ
た（

7
）

︒

　
こ
ん
な
、
む
し
ろ
道
徳
的
と
で
も
言
え
る
地
域
研
究
の
批
判
よ
り
致
命
的
に

な
り
う
る
の
は
学
科
（discipline

）
で
は
な
い
か
ら
非
学
術
的
で
あ
る
と
い
う

批
判
だ
︒
例
え
ば
、「
日
本
学
」
は
日
本
の
地
理
も
言
語
も
歴
史
も
文
化
も
含

め
て
お
り
、
奈
良
時
代
の
宮
廷
文
学
か
ら
今
の
霞
个
関
の
政
治
ま
で
、
全
部
を

そ
の
領
域
と
見
な
し
て
い
る
︒
し
か
し
、
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
価

値
が
あ
る
「
説
」（
仮
説
、
法
則
）
を
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
な
い
の
で
、
自
立

し
た
学
問
で
は
な
く
精
々
「
説
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
事
実
（facts, data

）

を
集
め
る
役
だ
け
だ
︒

　
一
目
し
て
こ
の
批
判
は
説
得
性
が
な
い
で
も
な
い
が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え

て
み
よ
う
︒
そ
の
「
説
・
法
則
」
を
立
て
る
「
学
科
」
と
い
う
の
は
一
体
何
で



「日本学」の対象と方法

135

あ
ろ
う
か
︒
経
済
学
、
政
治
学
、
社
会
学
、
比
較
文
化
人
類
学
、
言
語
学
、
歴

史
学
な
ど
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
て
く
れ
ば
、
や
は
り
考
え
が
変
わ
る
︒
文
化
人

類
学
を
除
い
て
、
他
の
学
科
は
全
部
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
い
し
は
ア
メ
リ
カ
の

こ
と
を
研
究
し
て
集
め
た
事
実
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
幾
分
か
抽
象
化

し
て
「
説
」
に
仕
上
げ
る
習
わ
し
だ（

8
）

︒ 

そ
う
い
う
わ
け
な
ら
ば
、
日
本
の
経

済
と
か
政
治
を
研
究
し
て
「
説
」
を
立
て
る
こ
と
も
許
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

な
る
ほ
ど
、
経
済
学
や
社
会
学
は
自
然
科
学
に
憧
れ
て
、
数
学
を
駆
使
し
て
如

何
に
も
自
然
科
学
ら
し
く
構
え
て
い
る
し
、
二
世
紀
弱
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
研

究
成
績
が
蓄
積
し
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
実
態
を
み
れ
ば
、
狙
っ
て
い

る
（
普
遍
的
、
必
然
的
は
）「
法
則
」
性
に
は
ま
だ
ほ
ど
遠
い
︒
問
題
は
デ
ー
タ

群
の
一
つ
に
よ
っ
て
立
て
た
「
説
」
が
必
ず
し
も
別
な
デ
ー
タ
群
に
当
て
嵌は

ま

る
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
︒

　「
学
科
」
の
説
が
西
洋
本
意
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
示
す
も
の
は
、「
歴
史
に

発
展
あ
り
」
と
い
う
考
え
方
だ
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
論
を
や
っ
と

葬
っ
た
か
と
思
え
ば
、
今
度
は
「
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」（m

odernity

）
と
い
う
形
で

生
ま
れ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
だ
︒
一
切
の
国
家
ま
た
は
文
化
が
「
近モ
ダ
ン代

」
に

な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
一
番
「
モ
ダ
ン
」
で
あ
る
西
洋
は
手
本
な
ら
び
に

憧
れ
の
的
に
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、 

各
国
が
必
然
的
に
達
す
る
将
来
で
も
あ

る
、
と
い
う
考
え
方
だ
︒
日
本
で
も
終
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
日
本
学
者
が
、
マ
ル

ク
ス
主
義
に
代
わ
る
も
の
の
積
も
り
で
広
め
よ
う
と
し
た
「
近
代
化
論
」
が
こ

の
傾
向
の
早
い
一
例
だ（

9
）

︒
し
か
し
、「
モ
ダ
ン
」
と
い
う
の
は
具
体
的
に
何
で

あ
ろ
う
か
と
聞
け
ば
、
勝
手
放
題
だ
︒
原
則
と
し
て
、
今
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま

た
は
合
衆
国
で
自
分
の
好
い
て
い
る
要
素
を
撰
ん
で
、「
モ
ダ
ン
」
は
民
主
主

義
だ
と
か
国
民
国
家
だ
と
か
労
働
組
合
が
あ
る
こ
と
だ
と
か
報
道
の
自
由
だ
と

か
自
由
貿
易
だ
と
か
、
勝
手
に
決
め
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
、
こ
れ
は
歴
史
の

必
然
的
な
成
り
行
き
な
の
で
、
皆
こ
れ
に
付
い
て
き
な
さ
い
、
と
言
わ
ん
ば
か

り
の
説
だ
︒

　
こ
ん
な
説
を
倒
す
の
に
は
地
域
研
究
が
大
い
に
役
に
立
つ
︒
同
じ
人
間
だ
か

ら
、
こ
の
人
間
が
構
成
す
る
ど
ん
な
社
会
の
中
で
も
、
似
た
要
素
、
自
分
の
生

き
て
い
る
環
境
か
ら
見
識
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
要
素
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、

し
か
し
、
そ
の
要
素
の
組
み
立
て
の
様
子
、
そ
の
配
列
が
基
本
的
に
違
う
こ
と

は
大
い
に
あ
り
得
る
︒
い
や
、
む
し
ろ
、
あ
る
筈
だ
︒
例
え
ば
、
殆
ど
の
国
家

に
今
や
憲
法
が
あ
る
が
、
美
し
い
日
本
の
憲
法
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
の
憲
法
、
シ

リ
ア
に
お
け
る
憲
法
、
憲
法
が
な
い
イ
ギ
リ
ス
の
「constitution

」
は
全
然
別

な
代
物
で
あ
り
、
絡
ん
で
い
る
政
治
も
全
然
違
う
︒
各
国
（
と
各
時
代
）
の
制

限
を
越
え
て
抽
象
的
な
憲
法
を
論
じ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
︒
こ
ん
な
こ
と
を

悟
ら
せ
る
の
に
は
地
域
研
究
が
一
番
だ
︒

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
こ
の
「
モ
ダ
ニ
テ
ィ
へ
の
進
歩
」
が
実
現
せ
ら
る
べ

き
単
位
で
あ
る
︒
今
で
は
世
界
の
殆
ど
の
土
地
と
か
な
り
の
部
分
の
海
洋
は
、

あ
る
「
国
家
」
が
支
配
す
る
「
領
域
」
と
な
っ
て
い
る
︒
楽
観
的
な
図
式
で
は

こ
の
国
家
が
全
部
「
国
家
」
≳
「
国
民
国
家
」
≳
「
民
衆
主
義
的
国
民
国
家
」

の
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
経
路
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
、
九
〇
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年
代
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
紛
争
や
今
の
東
ア
フ
リ
カ
、
中
近
東
の
紛
争
が

示
す
よ
う
に
、
国
家
か
ら
国
民
国
家
に
な
る
過
程
で
、
少
数
民
族
の
追
放
、
殲

滅
さ
え
が
起
こ
る
︒
結
果
と
し
て
国
家
が
崩
壊
し
て
分
離
す
る
こ
と
も
あ
る
︒

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
は
二
つ
の
国
に
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
六
つ
の
国
に
、

ソ
連
は
無
数
の
国
に
分
離
し
て
し
ま
い
、
ス
ー
ダ
ン
も
二
つ
に
分
か
れ
た
の
に

ま
だ
内
乱
が
続
い
て
い
る
︒
世
界
的
な
規
模
で
は
国
家
の
成
立
過
程
が
ま
だ
ま

だ
完
結
し
て
い
な
い
︒
必
ず
完
結
す
る
と
思
う
こ
と
自
体
、
西
洋
の
先
入
観
だ
︒

図
式
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
、「
言
語
＝
民
族
＝
独
立
し
た
国
民
国
家
」
に
大
い

に
無
理
が
あ
る
︒
地
域
研
究
が
示
す
の
は
、
生
存
可
能
な
共
同
体
が
「
国
家
」

以
外
に
も
あ
り
、「
国
家
」
は
当
然
の
研
究
単
位
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
︒

宗
教
、
職
業
、
種
族
も
共
同
体
の
絆
に
な
り
得
る
し
、
こ
ん
な
共
同
体
が
国
境

を
越
え
る
例
も
い
く
ら
で
も
あ
る
︒
だ
か
ら
、「
国
家
」
に
拘
ら
ず
に
、
個
々

の
研
究
に
妥
当
で
、
も
っ
と
広
い
（
あ
る
い
は
も
っ
と
狭
い
）
単
位
で
考
え
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
︒ 

　
モ
ダ
ニ
テ
ィ
は
間
違
っ
た
学
説
の
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
総
じ
て
言
え
る
の
は
、

人
文
学
の
領
域
で
は
、
抽
象
的
な
説
よ
り
は
、
具
体
的
な
問
題
を
見
出
し
て
そ

れ
を
調
べ
て
客
観
た
る
デ
ー
タ
で
も
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
方
が
適
切
な
方

法
と
い
う
こ
と
だ
︒
定
説
の
下
請
け
に
な
り
、
あ
る
学
科
の
捧
持
者
に
な
っ
て
、

「
世
界
は
皆
同
じ
だ
」
と
い
う
方
針
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
︒

要
素
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
配
列
が
場
所
と
時
代
に
よ
っ
て
、
い
つ

も
違
う
︒
だ
か
ら
、
現
存
す
る
「
国
家
」
よ
り
は
文
明
と
歴
史
を
共
有
し
て
お

り
、
類
似
点
の
多
い
地
域
を
撰
ん
で
、
そ
の
枠
内
で
調
査
し
て
研
究
を
進
め
る

こ
と
こ
そ
、
有
意
義
な
研
究
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒ 

専
門
分
野
の
選
択

　
あ
る
時
点
で
、
学
者
と
し
て
自
分
の
専
攻
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
大

抵
の
場
合
、「
決
め
る
」
と
い
う
よ
り
は
「
つ
い
そ
う
な
っ
た
」
と
い
う
と
こ

ろ
だ
ろ
う
︒
大
抵
の
学
生
は
、
日
本
学
を
目
指
す
の
は
日
本
の
あ
る
側
面
に
惹

か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
研
究
分
野
に
し
た
が
る
の
は
自
然
的
な
成

り
行
き
だ
︒
卒
論
あ
た
り
ま
で
は
そ
れ
で
良
い
が
、
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
て

か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
筆
者
の
意
見
で
は
何
よ
り
重
要
な
の
は
資
料

の
状
況
だ
︒
つ
ま
り
、
資
料
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、
そ
し
て
、
ア
ク
セ
ス
で
き

る
か
、
と
い
う
二
つ
だ
︒
例
え
ば
、
古
代
文
学
な
ら
、
資
料
が
限
ら
れ
て
お
り
、

研
究
ば
か
り
多
い
︒
新
味
が
あ
る
研
究
は
仲
々
で
き
な
い
状
態
だ
︒
逆
に
、
筆

者
の
専
門
の
近
世
思
想
史
・
文
学
な
ら
、
資
料
が
豊
富
に
残
っ
て
お
り
、
既
成

の
学
問
は
（
割
合
）
少
な
い
︒
な
お
、
資
料
が
あ
っ
て
も
ば
ら
ば
ら
と
各
地
の

お
寺
や
倉
に
仕
舞
っ
て
あ
る
の
も
困
る
︒
日
本
に
住
ん
で
い
て
充
分
に
時
間
を

か
け
れ
ば
全
部
を
歩
き
回
る
の
は
不
可
能
で
も
な
い
が
、
筆
者
の
よ
う
に
外
国

に
住
ん
で
い
れ
ば
多
く
の
一
次
資
料
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
究
を
諦
め
た

ほ
う
が
よ
い
︒
ア
ク
セ
ス
と
言
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
重
要
な
役
割
を
演
じ

得
る
こ
と
は
当
然
で
、
幸
い
生
な
資
料
集
も
ネ
ッ
ト
に
出
る
よ
う
に
な
っ
て
お
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り
、
本
当
に
助
か
る
︒

　
そ
の
次
に
、
資
料
と
研
究
を
読
む
段
階
に
な
る
︒
同
時
に
進
め
る
の
は
得
策

と
思
う
︒
資
料
ば
か
り
読
ん
で
い
れ
ば
、
海
に
沈
む
と
い
う
感
じ
に
な
る
し
、

研
究
ば
か
り
読
ん
だ
ら
諸
先
生
の
説
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
︒

な
お
、
欧
米
の
研
究
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
︒
欧
米
の
学
者
も
一
七
〇
年
こ

の
か
た
日
本
の
こ
と
を
勉
強
し
て
き
た
し
、
そ
の
結
果
を
認
め
て
も
ら
い
た
い
︒

も
ち
ろ
ん
、
外
国
語
を
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
は
め
に
な
る
日
本
人
の
研
究
者
に

と
っ
て
は
大
変
な
苦
労
だ
と
は
分
か
っ
て
い
る
が
、
頭
か
ら
造
詣
は
な
い
だ
ろ

う
と
も
言
え
な
い
し
、
翻
訳
も
重
要
だ
︒
日
本
語
の
現
代
語
訳
で
さ
え
誤
摩
化

し
得
る
こ
と
は
英
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
に
翻
訳
す
る
と
は
っ
き
り
せ
ね
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
こ
う
思
っ
た
ら
翻
訳
も
注
釈
の
一
種
だ
︒

　
自
分
の
撰
ん
だ
専
門
分
野
に
並
行
し
て
い
る
研
究
（
ア
フ
リ
カ
の
文
化
人
類

学
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
・
中
世
文
学
と
か
ソ
連
の
政
治
学
と
か
の
研
究
）
も
念

の
た
め
に
目
を
通
し
た
ほ
う
が
よ
い
︒「
な
る
ほ
ど
、
こ
ん
な
研
究
方
法
も
あ

る
の
か
」
と
か
「
こ
ん
な
現
象
が
あ
る
な
ら
日
本
で
も
似
た
も
の
が
あ
ろ
う

か
」
と
か
、
示
唆
に
な
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
︒
筆
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
普
遍
的
な
学
説
」
の
真
の
価
値
だ
︒
マ
ル
ク
ス
の
説
は
間

違
い
だ
っ
た
が
、
経
済
史
も
研
究
す
べ
き
だ
と
い
う
指
摘
は
何
よ
り
の
貢
献

だ
っ
た
︒

　
な
お
、
自
分
の
研
究
結
果
を
国
際
的
な
場
で
説
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
海
外

に
類
似
点
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
︒
単
な
る
類
似
点
で
あ
る
か
、

基
本
的
に
同
じ
現
象
で
あ
る
か
、
後
者
の
場
合
、
そ
れ
が
収
ま
っ
て
い
る
、
よ

り
大
き
い
枠
組
み
に
お
け
る
配
列
な
い
し
は
位
置
付
け
は
ど
う
か
、
な
ど
を
弁
わ
き
ま

え
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本
の
こ
と
を
知
ら
な
い
聴
衆
に
説
明
す
る
こ
と
も
不
可

能
だ
︒

　
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
専
門
を
決
め
る
時
に
、
今
の
大
学
の
学
科
の
区
分

の
犠
牲
に
な
ら
な
い
こ
と
だ
︒
筆
者
の
専
門
は
「
日
本
近
世
思
想
史
」
で
あ
る

が
、
こ
う
い
う
講
座
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
︒
哲
学
、
印
哲
、
倫
理
、
日
本

文
学
、
美
術
、
日
本
史
、
海
外
交
流
史
、
宗
教
史
、
下
手
を
す
れ
ば
、
法
制
史

ま
で
も
入
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
煩
雑
な
よ
う
だ
︒
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
知
識

人
の
立
場
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
統
一
性
が
分
か
る
︒
知
識
人
に
な
ろ
う
と

思
え
ば
ま
ず
は
古
典
中
国
語
（
文
言
）
を
覚
え
て
四
書
や
唐
詩
の
一
般
知
識
を

身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
基
本
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
だ
っ

た
︒
こ
れ
を
終
え
て
か
ら
漢
学
か
医
学
か
国
学
か
蘭
学
を
撰
ん
で（

10
）

、
そ
の
原
典

の
通
読
、
解
釈
、
翻
訳
、
抜
粋
、
応
用
と
い
う
義
務
を
負
う
わ
け
だ
っ
た
︒
そ

れ
に
合
う
社
会
的
地
位
と
い
う
と
、
医
者
ま
た
は
藩
校
か
塾
の
先
生
、
ま
た
は

大
名
か
幕
府
の
顧
問
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
暇
が
あ
れ
ば
、
漢
詩
か
和
歌
（
連

歌
・
俳
句
も
可
）
を
詠
じ
た
り
、
文
人
画
を
書
い
た
り
、
書
道
に
腕
を
試
し
た

り
し
て
も
差
し
支
え
は
な
か
っ
た
︒
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
趣
味
に
と
ど
め
、

そ
の
ど
れ
か
の
道
の
専
門
家
に
な
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
︒
境
は
多
分
、
文
人

画
と
大
和
絵
と
の
間
、
つ
ま
り
、
知
識
人
と
工
芸
人
と
の
間
に
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
︒
と
は
言
う
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
道
を
専
門
的
に
教
え
る
人
と
は
付
き
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合
っ
て
も
よ
か
っ
た
︒
な
お
、
日
本
に
生
ま
れ
た
以
上
、
神
道
と
仏
教
の
一
般

知
識
を
有
し
て
い
た
︒
国
学
者
に
な
れ
ば
神
道
の
知
識
を
深
め
て
、
儒
者
が
廃

仏
論
者
に
身
構
え
を
し
た
け
れ
ば
仏
教
の
知
識
を
深
め
る
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
躍
の
間
に
有
機
的
な
関
係
が
存
在
し
て
い
た
︒
現
代
の
大

学
の
構
成
に
反
影
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
そ
れ
に
束
縛
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
︒

　
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
に
比
べ
た
ら
、
要
素
の
配
列
の
異
同
が
顕

わ
れ
て
く
る
︒
漢
文
に
相
当
す
る
の
は
ラ
テ
ン
語
だ
っ
た
︒
ラ
テ
ン
語
が
で
き

な
い
と
、
知
識
人
で
は
な
か
っ
た
︒
た
だ
し
、
ラ
テ
ン
語
だ
け
で
は
足
り
な

か
っ
た
︒
外
に
ギ
リ
シ
ア
語
も
覚
え
る
べ
き
だ
っ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
語
も
一
応
マ

ス
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
東
ア
ジ
ア
で
第
二
外
国
語
を
覚
え
て
は

0

0

0

0

な
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

の
は
哀
れ
な
蘭
学
者
だ
け
だ
っ
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
は

原
則
と
し
て
大
学
と
い
う
、
東
ア
ジ
ア
に
存
在
し
な
か
っ
た
機
関
に
入
り
、
卒

業
し
て
か
ら
牧
師
・
神
父
か
医
者
か
法
学
者
（
判
事
、
弁
護
士
、
公
証
人
）
に

な
る
︒
あ
る
い
は
、
教
師
と
し
て
大
学
に
残
っ
て
、
以
上
の
科
目
ま
た
は
教
養

部
の
科
目
で
あ
る
数
学
、
哲
学
、
自
然
科
学
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
知
識
人
に
許
さ
れ
た
趣
味
と
い
う
と
、
文
学
（
特
に
ラ
テ
ン
語
の

詩
）
ま
た
は
数
学
と
自
然
科
学
で
あ
っ
た
︒
ク
ロ
ッ
キ
ー
と
水
彩
画
は
許
容
さ

れ
る
範
囲
内
だ
っ
た
が
、
油
絵
は
工
芸
人
の
仕
事
で
、
知
識
人
は
し
な
い
︒
書

道
は
な
く
、
そ
の
書
体
で
有
名
に
な
っ
た
知
識
人
は
い
な
い
︒
つ
ま
り
、
類
似

点
も
あ
る
が
、
大
学
と
い
う
機
関
、
法
学
者
の
職
業
、
数
学
、
哲
学
、
自
然
科

学
、
習
字
の
位
置
付
け
な
ど
の
違
い
も
は
っ
き
り
し
て
い
る（

11
）

︒

教
　
育

　
あ
る
地
域
を
研
究
す
る
の
に
必
要
な
条
件
は
三
つ
あ
る
︒
そ
の
地
域
の
言
語

が
出
来
、
そ
の
地
域
の
一
般
知
識
を
獲
得
し
て
お
り
、
そ
の
地
域
の
住
民
へ
或

る
程
度
の
共
感
が
あ
る
こ
と
だ
︒
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
し
ま
え
ば
、
テ
ー
マ

を
決
め
て
研
究
に
励
む
こ
と
が
出
来
る
︒
こ
れ
は
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
、
事

実
上
ど
ん
な
ふ
う
に
運
ば
れ
る
か
を
示
す
の
に
、
少
々
の
自
慢
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

　
筆
者
が
高
校
時
代
に
東
ア
ジ
ア
の
研
究
に
惹
か
れ
る
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
の

は
、
た
ま
た
ま
両
親
の
蔵
書
の
な
か
に
林
語
堂
（
一
八
九
五
―
一
九
七
六
）
と

フ
ァ
ン
・
ギ
ュ
ー
リ
ク
（R

. H
. van G

ulik, 1910 –1967

）
の
本
が
あ
っ
た
こ
と
だ
︒

林
語
堂
と
い
う
の
は
両
世
界
大
戦
の
合
間
、
欧
米
で
は
中
国
の
「
中
国
た
る
」

と
こ
ろ
を
説
明
す
る
英
文
の
エ
ッ
セ
ー
（
蘭
訳
も
あ
り
）
で
か
な
り
の
人
気
を

博
し
て
い
た
文
人
で
あ
る
︒
後
者
の
フ
ァ
ン
・
ギ
ュ
ー
リ
ク
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の

外
交
官
兼
東
方
学
者
で
、
戦
前
は
東
京
に
、
戦
時
中
は
重
慶
に
駐
在
し
、
最
後

の
任
地
は
ま
た
東
京
だ
っ
た
が
、
人
気
を
博
し
た
の
は
執
筆
し
た
「
荻
公
案
」

（Judge D
ee M

ysteries

）
の
一
連
の
推
理
小
説
の
た
め
で
あ
っ
た
︒
そ
の
書
物
を

読
み
な
が
ら
感
じ
た
の
は
西
洋
文
化
と
東
洋
文
化
の
違
い
だ
っ
た
︒
通
っ
て
い

た
高
校
の
種
類
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
と
い
う
、
大
学
予
備
校
の
よ
う
な
も
の
で
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
の
主
た
る
も
の
（
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
英
仏
独
、
蘭
）

を
習
わ
さ
れ
て
そ
の
文
学
と
思
想
は
大
分
解
か
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
、

大
学
に
入
っ
た
ら
「
違
う
」
こ
と
が
や
り
た
か
っ
た
の
だ
︒
単
な
る
エ
キ
ゾ

テ
ィ
シ
ズ
ム
で
は
な
か
っ
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
、
文
学
に
匹
敵
す
る
、
し

か
し
、
そ
の
様
相
や
構
成
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
と
基
本
的
に
違
う
文

化
を
求
め
て
い
た
︒
候
補
者
の
リ
ス
ト
は
余
り
長
く
な
く
、
古
代
中
近
東
も
ア

ラ
ビ
ア
も
イ
ン
ド
も
載
っ
て
い
た
が
、
林
語
堂
と
フ
ァ
ン
・
ギ
ュ
ー
リ
ク
と
の

付
き
合
い
が
あ
っ
た
た
め
、
東
ア
ジ
ア
に
一
番
に
共
感
を
覚
え
た
か
ら
そ
れ
に

決
め
た
︒

　
何
故
、
日
本
語
を
専
門
に
撰
ん
だ
か
と
い
う
と
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
ご
ろ

に
は
中
国
に
行
け
そ
う
に
な
か
っ
た
か
ら
だ
︒
た
と
え
、
行
け
る
と
し
て
も
誰

も
行
き
た
く
な
い
︒
毛
沢
東
が
そ
の
こ
ろ
流
行
り
出
し
た
の
は
確
か
だ
が
、
彼

に
惹
か
れ
て
中
国
に
行
き
た
が
る
人
は
稀
だ
っ
た
︒
代
わ
り
に
、
日
本
は
奨
学

金
な
ど
が
あ
っ
て
間
単
に
行
け
る
国
だ
っ
た
し
、
調
べ
て
み
れ
ば
、
結
構
良
い

現
代
文
学
も
あ
れ
ば
結
構
良
い
映
画
も
作
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
当
時

ラ
イ
デ
ン
の
民
族
学
博
物
館
の
学
芸
員
で
、
後
に
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
の
日
本
学

教
授
に
な
っ
た
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
（C

. O
uw

ehand, 1920 –1996

）
が
三
島
、
川
端
、

谷
崎
の
小
説
を
日
本
語
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
し
て
い
る
の
で
、
全
部
読
ん

だ
︒
映
画
も
評
判
が
良
く
て
、
卒
業
試
験
の
後
の
夏
休
み
に
は
ま
る
一
週
間
、

毎
晩
自
宅
か
ら
ハ
ー
グ
に
通
っ
て
「
日
本
映
画
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
」
で
上
映

す
る
映
画
を
見
て
き
た
記
憶
が
あ
る
︒

　
一
九
六
六
年
九
月
に
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
東
方
学
科
に
入
学
し
た
︒
当
時
の
学

科
は
教
授
三
名
、
他
の
教
員
・
助
手
五
、
六
名
、
学
生
数
十
人
だ
っ
た
︒
教
育

課
程
の
構
成
は
修
士
課
程
三
年
、
博
士
過
程
三
年
と
い
う
も
の
で
、
専
攻
に
は

中
国
と
日
本
が
あ
っ
た
︒
専
攻
が
日
本
学
で
あ
っ
て
も
修
士
課
程
で
は
古
典
中

国
語
（
文
言
）
が
必
修
科
目
で
、
逆
に
、
中
国
語
が
専
門
な
ら
博
士
課
程
の
間

に
現
代
日
本
語
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
朝
鮮
語
は
博
士
課
程
に

入
っ
て
か
ら
の
選
択
科
目
だ
っ
た
︒
修
士
課
程
で
習
う
日
本
語
は
現
代
語
だ
け

だ
っ
た
の
で
、
正
直
に
言
っ
て
中
国
語
の
授
業
で
読
む
﹃
孟
子
』
や
﹃
古
文
観

止
』
の
方
が
ず
っ
と
面
白
か
っ
た
︒
三
年
目
に
や
っ
と
日
本
語
の
小
説
が
読
め

る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
ま
で
、
日
本
語
で
読
ま
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
愚
劣
な

教
科
書
ば
か
り
だ
っ
た
︒「
私
は
郵
便
箱
で
あ
る
」
と
い
う
話
を
読
ま
せ
ら
れ

た
時
、
も
う
日
本
語
を
止
め
よ
う
か
、
と
思
う
ぐ
ら
い
だ
っ
た
︒
し
か
し
、
現

代
中
国
語
も
同
じ
よ
う
な
教
科
書
（
プ
ラ
ス
﹃
紅
旗
』
！
）
だ
っ
た
の
で
、
我

慢
す
る
こ
と
に
し
た
︒

　
日
本
の
古
文
と
漢
文
は
博
士
課
程
の
科
目
だ
っ
た
の
で
、
日
本
へ
の
留
学
を

挟
ん
で
学
ん
だ
︒
た
だ
、
古
文
の
文
法
だ
け
は
、
運
良
く
日
本
に
発
つ
前
に
習

う
こ
と
が
で
き
た
︒
留
学
し
た
の
は
京
都
大
学
で
、
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
は

教
育
学
部
日
本
教
育
史
の
本
山
幸
彦
先
生
と
、
本
山
先
生
が
ハ
ー
バ
ー
ド
へ

行
っ
て
い
る
間
、
人
文
科
学
研
究
所
の
島
田
虔
次
先
生
だ
っ
た
︒
一
九
七
一
年

の
十
月
か
ら
一
九
七
四
年
の
五
月
ま
で
京
都
で
頑
張
っ
て
、
主
に
近
世
思
想
史

を
勉
強
し
た
︒
初
め
て
本
山
先
生
に
会
っ
た
と
き
に
言
わ
れ
た
こ
と
を
一
生
忘
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れ
な
い
︒
近
世
思
想
史
の
こ
と
が
研
究
し
た
い
と
説
明
し
た
ら
、「
ほ
ん
な
ら
、

丸
山
君
の
本
は
読
ん
だ
や
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
が
、
た
ま
た
ま
ラ
イ
デ
ン
の
蔵

書
の
中
に
あ
っ
た
井
上
哲
次
郎
の
書
物
を
齧か
じ

っ
た
程
度
の
筆
者
に
は
、
ど
の
丸

山
の
ど
の
本
か
、
ち
っ
と
も
分
か
ら
な
か
っ
た
︒
幸
い
先
生
の
教
室
の
中
で
陣

を
張
っ
て
い
た
エ
リ
ソ
ン
（ G

eorge E
lison; Jurgis E

lisonas

と
も
名
乗
る
）
と
い

う
ア
メ
リ
カ
人
の
先
輩
に
救
わ
れ
、
そ
の
足
で
、
河
原
町
の
丸
善
に
行
っ
て
丸

山
眞
男
﹃
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
買
っ
た
︒
そ
し
て
次
の
数
週
間
を
そ
の

閲
覧
に
費
や
し
た
の
だ
︒

　「
日
本
教
育
史
」
の
研
究
室
の
中
で
机
を
与
え
ら
れ
て
毎
日
大
学
に
通
っ
て

い
た
の
で
、
研
究
室
の
仲
間
と
付
き
合
っ
た
り
し
て
自
然
と
日
本
語
能
力
も

ア
ッ
プ
し
た
し
、
授
業
や
ゼ
ミ
に
出
て
い
る
う
ち
に
段
々
と
日
本
人
が
気
に
す

る
ポ
イ
ン
ト
は
私
が
気
に
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
は
違
う
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
だ
︒

同
僚
は
や
は
り
、
明
治
維
新
と
明
治
時
代
を
重
要
と
思
っ
て
い
た
が
、
私
は

却
っ
て
興
味
が
涌
い
て
こ
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
重
要
視
さ
れ
る
の
か
、
始
め
は
理

解
に
苦
労
し
た
︒
変
な
西
洋
人
が
威
張
り
ま
わ
る
し
、
変
な
日
本
人
が
そ
れ
に

負
け
ず
威
張
っ
て
お
り
、
原
典
は
中
国
語
か
ら
英
語
に
変
わ
る
の
で
、
私
が
求

め
て
い
た
「
違
う
文
明
の
日
本
」
が
薄
ら
い
で
い
っ
た
︒
余
り
優
れ
な
い
時
代

と
思
っ
た
︒
同
級
生
に
は
彼
ら
が
直
面
す
る
日
本
が
そ
の
時
代
に
こ
そ
生
ま
れ

た
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
っ
て
き
た
が
、
共
有
す
る
の
は
な
か
な

か
困
難
だ
っ
た
︒

　
ラ
イ
デ
ン
に
戻
っ
て
か
ら
、
博
士
課
程
に
入
り
、
二
年
後
、
メ
イ
ン
は
日
本

学
、
副
専
攻
と
し
て
、
朝
鮮
語
と
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
で
卒
業
し
た
︒
卒
論
の
一

つ
は
江
戸
時
代
の
儒
教
に
関
す
る
も
の
で
、
も
う
一
つ
は
明
末
の
東
林
書
院
に

関
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
翻
訳
も
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、﹃
三

酔
人
経
綸
問
答
』
の
一
部
を
翻
訳
し
た
︒
明
治
時
代
の
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
っ
た

が
、
中
江
兆
民
だ
け
は
他
の
明
治
時
代
の
人
と
は
違
う
と
思
っ
た
︒
な
お
、

﹃
問
答
』
の
岩
波
文
庫
本
を
訳
・
校
注
者
の
一
人
で
あ
る
島
田
先
生
に
頂
き
、

表
紙
に
「
ボ
ー
ト
学
兄
恵
存
」
と
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、「
何
が
何
で
も
、

こ
れ
を
活
か
し
て
や
ら
な
く
ち
ゃ
」
と
思
い
、
翻
訳
の
対
象
に
撰
ん
だ
次
第
で

あ
る
︒

　
さ
て
、
こ
の
身
上
話
を
、
な
ぜ
す
る
か
と
言
う
と
、
私
が
日
本
研
究
に
対
し

て
純
学
問
的
な
関
心
を
抱
い
て
、
い
か
に
も
「
地
域
研
究
」
と
い
う
べ
き
教
育

課
程
を
終
え
た
こ
と
を
示
す
た
め
だ
︒
我
々
は
当
時
、
ま
だ
地
域
研
究
と
い
う

言
い
方
を
使
わ
ず
、
学
生
同
士
で
、「
ラ
イ
デ
ン
の
東
方
学
は
非
常
に
文
献
学

的
だ
ナ
ア
」
と
言
い
習
わ
し
て
い
た
が
、
三
人
の
教
授
の
中
の
一
番
若
い
、

チ
ュ
ル
ヒ
ャ
ー
（E

rik Z
ürcher, 1928 –2008

）
先
生
だ
け
は
時
々
「
言
語
だ
け

を
覚
え
て
も
学
問
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
（discipline

）
も
習

わ
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
ぞ
」
と
脅
し
て
み
せ
た
︒「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
っ
て
何
で

し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
る
同
僚
も
い
た
が
、「
経
済
学
、
歴
史
」
と
言
わ
れ
た
そ

う
で
、
大
抵
の
学
生
は
肩
を
す
く
め
て
流
し
た
︒ 

　
カ
リ
キ
ャ
ラ
ム
の
な
か
で
は
重
点
が
言
語
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
言
語
は
あ
く
ま
で
も
手
段
で
あ
っ
て
言
語
学
で
は
な
か
っ
た
︒
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　国

際
交
流
と
財
源

　
ど
ん
な
学
問
も
国
際
的
な
営
み
で
あ
る
の
は
当
然
だ
︒
し
か
し
、
地
域
研
究

の
場
合
に
は
疑
心
を
持
つ
人
も
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
点
で
問
題
に
な
る
の
は
外

国
人
で
そ
の
地
域
の
こ
と
を
調
べ
た
い
人
と
、
元
々
そ
の
地
域
に
生
ま
れ
育
っ

た
人
と
の
間
に
生
じ
る
疑
心
で
あ
る
︒
筆
者
は
初
め
て
、
日
本
人
の
比
較
文
化

人
類
学
者
で
、
オ
ラ
ン
ダ
で
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
の
児
童
祭
り
の
研
究
を
し
に
来

た
人
に
出
会
っ
た
と
き
、
こ
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
記
憶
が
あ
る
︒「
オ
ラ
ン

ダ
は
歴
と
し
た
文
明
国
で
、
未
開
発
な
国
で
は
な
く
、
文
化
人
類
学
者
の
来
て

調
査
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
︒
し
か
も
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
と
て
も
オ
ラ

ン
ダ
的
な
祭
り
な
の
で
、
日
本
人
に
分
か
る
は
ず
は
な
い
︒
し
か
も
、
そ
の
中

心
に
あ
る
の
は
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
や
り
取
り
な
の
に
、
日
本
人
程
プ
レ
ゼ
ン
ト
の

下
手
な
人
は
い
な
い
の
に
分
か
る
は
ず
な
い
」
と
一
瞬
思
っ
た
︒
勿
論
、
そ
う

は
言
わ
な
か
っ
た
︒
大
阪
、
千
里
の
国
立
民
族
学
博
物
館
の
研
究
者
だ
っ
た
し
、

ラ
イ
デ
ン
大
学
と
の
協
定
が
あ
っ
て
同
僚
が
呼
ん
だ
の
で
、
歓
迎
し
て
「
出
来

る
こ
と
が
あ
れ
ば
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
︒
し
か
し
、
一
瞬
こ

ん
な
反
応
を
感
じ
た
の
で
、
外
国
人
に
研
究
さ
れ
る
日
本
人
の
違
和
感
を
少
々

位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ま
で
は
、「
こ
れ
は
外
国

人
に
は
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
方
に
出
会
っ
た
ら
、
な
か
な
か
理
解
で
き

な
か
っ
た
︒
国
粋
主
義
の
行
き
過
ぎ
で
、
日
本
人
独
特
の
閉
鎖
主
義
と
思
っ
た
︒

そ
の
外
に
中
国
史
、
日
本
史
、
中
国
文
学
史
な
ど
の
、
概
説
的
な
授
業
が
あ
っ

て
、
三
年
目
あ
た
り
に
自
分
の
専
攻
を
撰
ん
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
講
座
内
外
で

授
業
に
出
た
り
、
先
生
を
邪
魔
し
た
り
、
必
要
な
本
を
読
ん
だ
り
す
る
の
が
普

通
の
経
路
だ
っ
た
︒
な
お
、
日
本
ま
た
は
台
湾
へ
の
留
学
は
、
好
ま
し
く
は
修

士
課
程
を
卒
業
し
て
か
ら
、
博
士
課
程
に
入
る
前
に
す
る
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
︒

一
つ
は
中
国
語
ま
た
は
日
本
語
を
喋
る
術
を
覚
え
、
一
つ
は
文
献
と
実
物
と
を

見
る
た
め
に
、
必
要
と
さ
れ
て
い
た
︒ 

　
留
学
を
入
れ
て
在
学
年
間
が
八
年
に
な
る
（
筆
者
は
十
年
間
か
け
た
）
が
、

そ
れ
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
だ
っ
た
︒
予
備
知
識
が
全
く
な
い
か
ら
だ
︒
オ
ラ

ン
ダ
人
な
ら
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
攻
に
撰
ぶ
と
、
す
で
に
必
要
な
言

語
（
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
）
を
学
校
で
学
ん
で
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴

史
に
も
一
応
の
知
識
が
あ
り
、
文
化
的
背
景
（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
代
、
キ

リ
ス
ト
教
）
が
共
通
で
、
多
分
、
夏
休
み
に
は
何
回
か
フ
ラ
ン
ス
で
暮
ら
し
た

り
し
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
い
う
わ
け
な
ら
、
予
備
的
な
こ
と
を

せ
ず
に
い
き
な
り
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
専
門
的
な
研
究
に
入
る
こ
と
も
出
来
よ
う

が
、
予
備
知
識
も
共
通
性
も
全
く
な
い
日
本
文
学
な
ら
出
来
ま
い
︒
や
は
り
、

歴
史
的
背
景
、
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、
中
国
語
な
ど
を
学
ば
な
い
と
物
に
な

ら
な
い
︒
こ
の
面
か
ら
見
て
地
域
研
究
は
実
用
的
な
手
段
で
あ
る
︒ 
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い
お
こ
す
の
が
普
通
だ
っ
た
︒
卒
業
し
て
か
ら
日
本
に
行
く
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
場
合
、
外
務
省
の
力
を
借
り
て
特
別
言
語
官
か
何
か
の
肩
書
で
派
遣
さ
れ

る
こ
と
が
普
通
だ
っ
た
︒
そ
の
例
が
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
二
代
目
の
日
本
学
の

教
授
で
あ
る
デ
・
フ
ィ
セ
ル
（M

. W
. de V

isser, 1875 –1930

）
と
海
軍
武
官
と

し
て
東
京
の
オ
ラ
ン
ダ
大
使
館
に
任
命
さ
れ
、
つ
い
で
の
こ
と
に
﹃
続
日
本

紀
』
の
研
究
を
始
め
た
ス
ネ
レ
ン
（J. B

. Snellen, fl. 1930

）
で
あ
る
︒
蘭
印
総

督
府
が
一
九
一
七
年
に
日
本
語
の
で
き
る
公
務
員
を
教
育
す
る
政
策
を
採
用
し

て
か
ら
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
中
国
語
を
勉
強
し
て
そ
の
後
蘭
印
で
活
躍
し
た

フ
ァ
ン
・
デ
・
ス
タ
ッ
ト
（P. A

. van de Stadt, 1876 –1940

）
が
日
本
語
を
学
ぶ

た
め
に
東
京
に
派
遣
さ
れ
て
、
一
九
一
八
年
〜
一
九
二
〇
年
に
東
京
に
滞
在
し

た
︒
帰
国
後
、
一
年
間
ば
か
り
デ
・
フ
ィ
セ
ル
教
授
に
師
事
し
て
か
ら
ま
た
バ

タ
ビ
ア
に
戻
り
、
新
た
に
設
立
さ
れ
た
総
督
府
日
本
用
事
係
の
顧
問
を
務
め
た
︒

研
究
者
と
し
て
、﹃
実
用
蘭
和
辞
典
』（
東
京
、
一
九
二
二
年
）
と
﹃
日
蘭
辞
典
』

（
台
北
、
一
九
三
四
）
を
編
纂
し
た（

12
）

︒ 

戦
後
、
日
本
の
奨
学
金
が
出
来
て
、
日

本
に
行
っ
て
研
究
す
る
こ
と
は
も
っ
と
間
単
に
な
っ
た
︒
国
際
交
流
基
金
や
各

財
団
が
な
す
仕
事
を
高
く
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　
し
か
し
、
今
や
本
当
の
共
同
研
究
の
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
︒
そ
の

中
で
、
日
本
の
研
究
機
関
、
殊
に
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
文
学
研
究
資
料
館
、 

国
立
国
語
研
究
所
、
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
な
ど
の
特
別
研
究
所
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒

や
は
り
、
例
外
こ
そ
あ
れ
主
な
専
門
家
と
主
な
資
料
は
日
本
に
あ
る
し
、
そ
れ

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
︒
や
は
り
、
人
の
家
に
入
っ
て
は
会
釈
が
必
要
で
あ

る
と
同
じ
こ
と
で
、
人
の
慣
れ
育
っ
た
文
化
に
関
し
て
も
い
き
な
り
自
分
の
意

見
を
言
っ
て
会
釈
な
く
振
る
舞
う
の
は
良
く
な
い
︒
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
日
本
の
研
究
を
日
本
人
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
研
究
を
オ
ラ
ン
ダ
人
に
任
せ
る

べ
き
だ
、
と
い
う
結
論
な
ら
、
あ
ま
り
に
も
閉
鎖
的
な
世
の
中
に
な
る
︒
然
る

べ
き
努
力
は
必
要
で
は
あ
る
が
、
外
国
人
が
日
本
の
こ
と
が
解
ら
な
い
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
な
い
︒ 

　
日
本
研
究
は
ま
だ
歴
史
が
浅
い
︒
大
抵
の
国
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
し

か
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
八
五
五
年
に
シ
ー
ボ
ル
ト
の
助
手
の
ホ
フ
マ

ン
（J. J. H

offm
ann, 1805 –1878

）
が
日
本
語
と
中
国
語
の
教
授
に
任
命
さ
れ
た

の
が
大
学
の
専
攻
と
し
て
の
日
本
学
の
始
ま
り
だ
︒
そ
の
後
、
す
で
に
中
国
研

究
の
伝
統
が
あ
っ
た
パ
リ
で
引
き
継
が
れ
、
パ
ジ
ェ
（Léon Pagès, 1814 –1886

）

と
デ
・
ロ
ニ
（Léon L. L. Prunol de R

osny, 1837 –1914

）
が
初
代
の
日
本
学
者

に
な
っ
た
︒
ラ
イ
デ
ン
／
パ
リ
か
ら
ド
イ
ツ
に
広
ま
っ
た
︒
英
国
人
の
日
本
学

者
は
大
陸
の
研
究
家
と
違
っ
て
日
本
に
住
み
つ
い
て
か
ら
日
本
の
こ
と
を
研
究

し
た
︒
そ
の
例
と
し
て
サ
ト
ウ
（E

. M
. Satow

, 1843 –1929

）、
ア
ス
ト
ン
（W

. 

G
. A

ston, 1841 –1911

）、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（B

. H
. C

ham
berlain, 1850 –1935

）、

サ
ン
ソ
ム
（G

. B
. Sansom

, 1883 –1965

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
チ
ャ

ン
バ
レ
ン
は
東
京
大
学
の
教
授
に
な
っ
た
が
、
他
の
三
人
は
外
交
官
と
し
て
日

本
に
来
て
日
本
語
な
ど
を
勉
強
し
始
め
た
︒
大
陸
で
は
む
し
ろ
、
ラ
テ
ン
語
・

ギ
リ
シ
ア
語
の
構
造
を
真
似
て
大
学
で
中
国
と
日
本
語
を
両
方
、
文
献
か
ら
習
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れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
考
え
ら
し
い
が
、
強
く
反
対
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
地
球
で
共
存
し
て
い
き
た
け
れ
ば
、
互
い
に
そ
の

文
明
を
尊
敬
し
て
、
そ
の
文
化
と
宗
教
を
真
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の

た
め
に
、
言
葉
を
覚
え
て
各
地
で
調
査
や
研
究
を
す
る
必
要
が
あ
る
︒
安
楽
な

「
現
代
化
論
」
の
流
れ
で
、「
最
早
皆
我
々
の
ご
と
く
な
る
」
と
思
う
の
は
、
妄

想
と
し
か
言
え
な
い
︒
お
金
が
掛
か
る
の
は
掛
か
る
だ
ろ
う
が
、
自
然
科
学
の

予
算
に
比
べ
れ
ば
、
ず
っ
と
安
く
つ
く
は
ず
だ
︒
ロ
ケ
ッ
ト
を
打
ち
上
げ
て
宇

宙
を
研
究
す
る
よ
り
は
中
近
東
の
研
究
に
予
算
を
作
る
ほ
う
が
、
世
界
の
平
和

に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
︒
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、「
星
は

我
々
の
上
に
あ
り
、
我
々
と
関
係
な
い
」
と
︒
詰
ま
る
所
、
人
類
の
相
互
理
解

に
必
要
な
の
は
徹
底
し
た
地
域
研
究
で
、
日
本
研
究
も
そ
の
枠
内
に
位
置
づ
け

る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

注（
1
）  

こ
の
神
父
は
Ｗ
・
Ａ
・
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
（W

illem
 A

. G
rootaers, 1911 –1999

）
だ
っ
た
︒

グ
ロ
ー
タ
ー
ス
﹃
日
本
の
方
言
地
理
学
の
た
め
に
』（
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）
を
参
照
︒

（
2
）  

ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
日
本
の
封
建
制
を
研
究
す
る
と
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と

比
較
し
が
ち
で
、
中
国
、
朝
鮮
の
そ
れ
と
は
全
く
比
較
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
だ
︒

（
3
）  

A
nouar A

bdel-M
alek. 1963 . L

ʼ Orientalism
 en C

rise. D
iogène 44 : 109 –42 .

（
4
）  

E
dw

ard Said. 1978 . O
rientalism

: W
estern C

onceptions of the O
rient. N

ew
 York: 

Pantheon B
ooks.

（
5
）  

お
お
か
たH

arriet T. Z
urndorfer. 2008 . T

he O
rientation of JE

SH
O

ʼs O
rient and 

に
付
き
合
っ
た
り
、
そ
れ
を
利
用
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
︒
世
界
的
規
模
で

日
本
の
こ
と
を
研
究
し
て
欲
し
け
れ
ば
、
旅
費
、
滞
在
費
、
紹
介
が
必
要
だ
︒

外
国
人
の
学
者
が
日
本
に
行
き
、
日
本
人
の
学
者
が
外
国
に
行
く
こ
と
が
出
来

る
よ
う
、
便
宜
を
図
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
学
者
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
な
こ
と
は
判
っ
て
い
る
の
だ
︒
問
題
は
最
終

的
に
財
源
を
握
っ
て
予
算
を
決
め
る
政
治
家
に
あ
る
︒
今
の
欧
米
で
は
彼
等
の

目
か
ら
見
て
、
日
本
よ
り
中
国
の
ほ
う
が
高
く
そ
び
え
る
︒
日
本
は
も
う
過
ぎ

去
っ
た
過
去
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
一
時
恐
れ
ら
れ
て
い
た
が
今
や
高
齢
化
と
長

年
の
不
景
気
に
喘
い
で
お
り
、
も
う
競
争
相
手
に
は
な
ら
な
い
、
と
見
な
さ
れ

て
い
る
︒
だ
か
ら
と
言
っ
て
研
究
し
な
く
て
も
良
い
と
い
う
の
は
早
合
点
だ
が
、

こ
の
早
合
点
を
辞
さ
な
い
政
治
家
や
官
僚
が
か
な
り
い
る
︒
面
白
い
こ
と
に
、

若
者
の
間
で
は
日
本
の
こ
と
が
相
変
わ
ら
ず
人
気
で
あ
る
︒
例
え
ば
、
ラ
イ
デ

ン
大
学
の
日
本
学
科
の
新
入
生
の
数
を
み
れ
ば
天
安
門
事
件
以
降
、
中
国
学
科

の
そ
れ
を
上
回
っ
て
き
て
い
る
︒
大
抵
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
に
惹
か
れ
て
登
録
す

る
の
は
良
い
こ
と
に
し
て
、
と
に
か
く
、
日
本
語
と
日
本
の
歴
史
や
文
化
な
ど

を
教
わ
る
︒
そ
も
そ
も
日
本
の
現
代
文
化
に
こ
ん
な
人
気
が
あ
る
こ
と
自
体
を

評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
中
国
に
は
な
い
︒
Ｐ
Ｒ
や
外
交
で
は
も
っ
と
積

極
的
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
だ
︒

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
政
府
が
人
文
学
部
の
予
算
を
削
減
し
た
が
る
こ
と
だ
︒

日
本
で
も
オ
ラ
ン
ダ
で
も
そ
ん
な
傾
向
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
世
界
的
な
現
象

で
あ
る
ら
し
い
︒
そ
の
理
屈
が
良
く
判
ら
な
い
︒
互
い
に
下
手
な
英
語
で
通
じ
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（
11
）  

音
楽
の
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
か
ら
今
は
取
り
上
げ
な
い
︒
東
ア
ジ
ア
な
ら
、
知

識
人
の
伝
統
的
な
楽
器
は
琴
だ
っ
た
が
、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
日
本
人
に
そ
れ
が
弾

け
た
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
代
わ
り
、
お
能
が
あ
っ
て
謡
曲
を
歌
っ
た
り
躍
っ
た
り
笛
を
吹

い
た
り
す
る
人
は
か
な
り
い
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
楽
器
の
演
奏
は
一
般
教
養
に
は

入
っ
て
い
た
が
、
知
識
人
と
見
な
さ
れ
る
条
件
で
は
な
か
っ
た
︒

（
12
）  

フ
ァ
ン
・
デ
・
ス
タ
ッ
ト
の
略
伝
はP. N

. K
uiper. 2016 . T

he Early D
utch Sinologists: 

A
 Study of their Training in H

olland and C
hina and their Functions in the N

etherlands 

Indies (1854– 1900), PhD
 dissertation, Leiden, pp. 927 –930

を
参
照
︒

the Problem
 of 

ʻOrientalism

ʼ: Som
e R

eflections on the O
ccasion of JE

SH
O

ʼs Fiftieth 

A
nniversary. Journal of the Econom

ic and Social H
istory of the O

rient 51 : 11 –12

に
依
る
︒

な
お
、Z

urndorfer

は
上
記
の
文
献
以
外
、A

lexander M
acfie. 2000 . O

rientalism
: A

 

Reader. E
dinburgh: E

dinburgh U
niversity Press

と
い
う
書
物
に
も
依
る
︒

（
6
）  

同
書
の
序
文
で
は
著
者
が
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
、
開
戦
後
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
人

だ
け
に
言
及
す
る
が
（ B

enedict, p. 6 : 

“There w
ere plenty of Japanese in this country 

w
ho had been reared in Japan and I could ask them

 about the concrete facts of their 

ow
n experiences, ..., fill in from

 their descriptions m
any gaps in our know

ledge w
hich 

as an anthropologist I believed w
ere essential in understanding any culture.

”）、
し
か

し
、
例
え
ば
第
一
章
を
見
る
と
兵
隊
で
捕
虜
に
な
っ
た
日
本
人
も
数
多
く
引
用
さ
れ
る
︒

註
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
何
処
で
ど
の
よ
う
に
し
て
入
手
し
た
情
報
か
、
は
っ
き
り
し

な
い
︒

（
7
）  

早
い
例
はJean Stoetzel. 1955 . W

ithout the C
hrysanthem

um
 and the Sw

ord: A
 Study 

of the A
ttitude of Youth in Post-W

ar Japan. London: H
einem

ann; Paris: U
nesco 

で
あ
る
︒

例
え
ば
次
の
批
判
が
あ
る
︒
“It m

ust therefore be a m
atter of regret that R

uth B
enedict 

not only neglected quantitative techniques ... but also tried to justify this negligence 

m
ethodologically

” (Ibid., p.16 ). 

ち
な
み
に
、
こ
の
研
究
に
協
力
し
て
初
め
て
日
本
に

行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
後
ほ
ど
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
筆
者
が
師
事
し
た
フ
ォ
ス
（Frits 

V
os; 1918 –2000

）
先
生
だ
っ
た
︒

（
8
）  

同
じ
反
論
を
シ
ュ
ワ
ル
ツ
も
し
て
い
る
︒B

enjam
in I. Schw

artz. 1996 . A
rea Studies 

as a C
ritical D

iscipline. In: C
hina and O

ther M
atters. C

am
bridge, M

ass.: H
arvard 

U
niversity Press, 1996 : pp. 98 –113

を
参
照
︒
読
者
に
一
読
を
勧
め
る
︒

（
9
）  

こ
の
考
え
方
の
象
徴
的
な
産
物
は
「Studies in the M

odernization of Japan

」
と
い
う
、

六
〇
年
代
に
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
か
ら
出
さ
れ
た
、
五
冊
本
の
シ
リ
ー
ズ
だ
︒

（
10
）  

十
七
世
紀
な
ら
専
門
が
ま
だ
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
林
羅

山
と
山
崎
闇
斎
は
漢
学
と
国
学
、
藤
原
惺
窩
が
漢
学
と
和
文
学
を
両
方
修
め
て
い
た
︒

十
七
世
紀
後
半
か
ら
知
識
人
の
間
で
は
段
々
と
専
門
化
す
る
過
程
が
表
面
化
す
る
︒


