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二
先
達
の

研
究

　
と
も
す
れ
ば
、
経
済
は
人
間
を
は
な
れ
、
物
理
的
な
数
字
の
収
支
に
留
ま
る
。

が
、
経
済
は
人
間
を
は
な
れ
て
し
ま
え
ば
そ
の
真
の
意
味
を
失
う
。
原
意
の
経
世

済
民
に
返
れ
ば
そ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
う
し
た
人
間
と
経
済
を
つ
な
ぐ
研

究

成
果
の
一
端
と
し
て
宮
本
又
次
の
住
友
研
究
が
あ
る
。
仔
細
に
わ
た
る
こ
の
一

民

間
研
究
を
遺
さ
れ
た
そ
の
理
由
と
し
て
、
宮
本
又
次
は
『
大
阪
商
人
』
の

（1
）

「序
」
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
「
人
間
を
忘
れ
、
社
会
機
構
の
か
ら
く
り

の
分
析

に
終
始
し
た
、
あ
ま
り
に
も
経
済
史
的
な
経
済
史
に
、
よ
う
や
く
飽
き
た

ら
ぬ
も
の
を
感
じ
取
っ
た
私
は
、
今
後
は
さ
ら
に
こ
う
し
た
研
究
を
続
け
る
で
あ

ろ
う
。
社
会
構
成
史
的
な
も
の
の
見
方
や
機
械
論
的
観
念
論
や
決
定
論
的
な
も
の

の

考
え
方
よ
り
も
、
人
間
を
常
に
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
対
立
論
的
な
階

級
の

観
点
を
捨
象
し
て
」
。
著
者
は
つ
づ
け
て
「
凡
そ
生
き
と
し
生
く
る
も
の
の

努
力
や
精
進
に
、
そ
し
て
そ
の
哀
歓
に
人
間
生
活
の
実
相
を
窺
い
た
い
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
人
間
生
活
の
実
相
に
お
い
て
、
か
れ
は
、
近
世
大
坂

町
人
あ
る
い
は
住
友
に
出
会
っ
た
。

　
歴

史
は
、
た
ど
っ
て
い
く
と
、
政
治
・
経
済
・
社
会
を
構
成
す
る
、
制
度
と
い

う
重
要
な
枠
組
み
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
制
度
を
も
っ
て
の
み
、
歴
史

を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
生
が
さ
ら
に
深
く
存
在
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
に
生
き
た
個
々
の
人
間
の
実
相
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
野
地
脩
左

は
日
本
建
築
史
研
究
に
お
い
て
中
世
密
教
伽
藍
を
主
題
に
そ
の
建
物

を
建
物
の
内
側
の
言
葉
だ
け
で
説
明
す
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
広
く
い
わ
ば
外
側
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
つ
ま
り
そ
の
建
物
を
取
り
巻
く
歴
史
や
社
会
の
言
葉
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。

か
れ

は
、
い
わ
ゆ
る
様
式
史
的
な
建
築
史
で
は
な
く
、
建
築
作
品
を
取
り
巻
く
歴

史
的
・
社
会
的
視
点
に
お
い
て
そ
の
意
味
を
捉
え
よ
う
し
た
の
で
あ
る
。



105呉谷充利

　
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
中
之
島
図
書
館
に
つ
い
て
も
、
図
書
館
の
形
を
単
な
る

建
物

と
し
て
説
明
す
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
深
く
そ
こ
に
関
わ
っ
た
人
聞
の
実
相

と
こ
れ
を
取
り
巻
く
歴
史
的
・
社
会
的
視
点
に
お
い
て
捉
え
て
み
た
い
。
本
当
の

意
味
で
、
こ
の
図
書
館
の
何
た
る
か
を
我
々
が
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

こ
の
見
方
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
二
先
達
の
研
究
を
こ
こ
に
挙
げ
た
ゆ
え
ん
で

あ
る
。

中
之
島
図
書
館
の
建
館

　
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
二
月
二
十
五
日
、
中
之
島
図
書
館
が
建
館
さ

れ
、
開
館
の
式
典
が
執
り
行
わ
れ
る
（
写
真
1
∨
。

　
大
阪

に
お
け
る
こ
の
図
書
館
建
設
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
明
治
三
十
二
年
十

二

月
府
知
事
菊
池
侃
二
（
き
く
ち
か
ん
じ
）
に
よ
る
「
大
阪
府
教
育
施
設
計
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
」
に
お
け
る
図
書
館
設
立
の

　写翼1　開館当時の大阪府立中之鳥図書館
（大阪図書館〉（大阪府立中之島図書館所蔵資料）

議
（
建
築
費
約
五
万
円
）
で
あ

る
。
こ
の
議
は
、
明
治
三
十
二

三

八
九

九
）
年
十
　
月
十
日

勅
令
第
鵬
号
「
図
書
館
令
」
に

し
た
が
う
地
方
図
書
館
の
設
置

奨
励
に
拠
っ
て
い
る
。

　

こ
の
と
き
、
こ
の
建
館
を
申

し
出
た
入
物
が
い
た
。
住
友
吉

左
衛

門
友
純
で
あ
る
。
図
書
館

建
設
願
に
つ
ぎ
の
こ
と
が
書
か

れ

る
。
「
（
大
阪
は
近
年
商
工
業

の

発
達
と
市
政
の
尽
力
に
拠
っ
て
大
き
な
進
歩
を
遂
げ
、
市
政
二
都
に
譲
ら
ず
、

か
え
っ
て
之
を
凌
駕
す
る
も
の
が
あ
る
が
）
、
市
民
の
便
益
を
計
り
子
弟
の
教
育

を
扶
く
る
の
方
法
に
閨
し
て
は
な
お
欠
如
す
る
所
少
な
か
ら
ざ
る
様
相
覚
え
、
ひ

そ
か
に
之
を
遺
憾
と
し
、
機
会
も
あ
ら
ば
若
干
の
資
を
投
じ
て
こ
の
種
の
事
業
を

興

し
、
も
っ
て
拙
者
の
祖
先
以
来
大
阪
に
負
う
た
る
洪
恩
の
万
一
に
酬
い
た
く
、

平
素
希
望
ま
か
り
あ
り
候
。
」
（
明
治
三
十
三
年
二
月
十
日
付
　
知
事
宛
の
住
友
吉

左
衛
門
友
純
願
書
　
建
設
費
十
五
万
円
お
よ
び
図
書
購
入
黎
金
五
万
円
　
記
）

　
完
成
を
見
た
こ
の
図
書
館
の
ホ
ー
ル
に
「
建
館
寄
付
記
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る

友
純
の
一
文
が
あ
る
．
、
「
我
が
大
阪
は
関
西
の
雄
府
に
し
て
、
人
口
百
万
、
財
豊

　
　
　
さ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
か

か

に
物
駿
ん
に
し
て
、
諸
学
競
い
興
る
。
而
し
て
図
書
館
の
設
独
り
焉
を
開
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ

是
に
於
い
て
、
府
庁
、
建
館
の
議
有
り
。
某
、
自
か
ら
揚
ら
ず
、
図
書
館
一
宇
盤

び

閲
書
財
本
若
干
資
を
献
じ
、
も
っ
て
微
力
を
効
さ
ん
こ
と
を
請
う
。
」

住
友
と
大
坂

　
住
友
の
歴
史
を
宮
本
又
次
ザ
上
方
の
研
究
鯨
（
清
文
堂
　
昭
和
五
十
二
年
）
に

拠
り
な
が
ら
、
以
下
に
遡
っ
て
み
る
。
入
江
友
俊
（
泉
屋
理
兵
衛
）
は
懐
徳
堂
の

五
井
蘭
洲
の
門
人
と
し
て
儒
学
を
学
ん
で
い
る
。
友
俊
は
病
弱
の
住
友
五
代
目
兄

の
友
昌
に
代
わ
っ
て
住
友
の
家
政
一
切
を
ま
か
さ
れ
る
。
住
友
と
五
井
蘭
洲
の
こ

の

つ

な
が
り
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
蘭
州
の
識
語
『
礼
を
以
て
倹
を
処

す
。
倹
を
以
て
福
を
愛
す
、
福
を
以
て
人
を
恵
す
、
恵
ま
た
福
を
養
う
。
久
し
く

栄

え
衰
え
ざ
る
の
道
、
吾
聞
く
、
嘉
休
住
友
君
の
御
家
な
り
。
」
が
住
友
の
家
訓

を
飾
っ
て
遺
さ
れ
て
い
る
（
宝
歴
十
一
年
、
一
七
六
二
年
）
。
住
友
の
繁
栄
は
、

礼

を
以
て
倹
を
な
し
、
そ
の
倹
を
福
と
し
、
人
に
恵
す
る
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
と

云
う
。
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宮
本
又
次
に
よ
れ
ば
、
住
友
の
家
訓
を
示
す
こ
の
考
え
方
が
明
治
十
五
年
の
家

法
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
明
治
二
十
五
年
、
徳
大
寺
隆
磨
が
請
わ
れ
て
先
代
登
久

の

養
子
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
隆
磨
を
指
南
し
た
の
が
住
友
総
理
廣
瀬
宰
平
で
あ

る
。
か
れ
は
第
十
五
代
家
長
吉
左
衛
門
と
な
っ
て
「
我
が
廣
瀬
君
は
す
で
に
当
家

中
興
の
元
勲
五
世
の
阿
衡
（
宰
相
）
な
り
。
余
に
お
い
て
之
を
敬
愛
す
る
こ
と
師

父

の
如
し
」
と
祖
宗
の
神
霊
を
拝
し
た
誓
告
文
の
な
か
で
言
う
。
（
「
住
友
春
翠
』
）

図
書
館
と
友
純

　
図
書
館
の
建
館
に
か
け
た
友
純
の
決
意
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
野

口

孫
市
が
雇
い
入
れ
ら
れ
る
。
こ
の
辞
令
が
明
治
三
十
三
年
三
月
十
四
臼
付
で
出

さ
れ
て
い
る
。
つ
づ
く
明
治
三
十
三
年
六
月
一
日
住
友
本
店
臨
時
建
築
部
が
設
営

さ
れ
る
。
住
友
記
録
文
書
に
よ
れ
ば
「
六
月
一
日
本
店
直
轄
、
重
要
ナ
ル
新
築
工

事
ヲ
管
掌
ス
ル
為
臨
時
建
築
部
ヲ
置
カ
ル
」
。
さ
ら
に
友
純
は
、
図
書
館
の
敷
地

に
つ
い
て
「
と
も
か
く
今
日
の
所
に
て
は
、
予
定
の
場
所
よ
り
も
公
園
内
に
て
は

優
等
の
場
所
と
存
じ
候
間
、
一
寸
申
し
入
れ
置
き
候
。
過
日
当
地
に
て
知
事
に
面

会
の
節
も
図
書
館
の
こ
と
な
ら
び
に
位
置
の
こ
と
な
ど
一
寸
出
で
候
間
、
小
生
希

望
の
場
所
大
略
申
し
述
べ
お
き
候
。
」
（
本
店
支
配
人
植
村
俊
平
宛
書
簡
明
治
三
十

三

年
二
月
十
二
日
『
住
友
春
翠
』
に
よ
る
。
）
と
書
き
、
自
身
の
こ
だ
わ
り
を
述

べ
て

い
る
。図

書
館
の
造
形

　
中
之
島
図
書
館
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
ド
ー
ム
型
ホ
ー
ル
が
あ
る
。
設
計
し
た

の

は
野
口
孫
市
で
あ
る
。
ド
ー
ム
の
起
源
を
た
ど
る
と
、
ロ
ー
マ
の
パ
ン
テ
オ
ン

写真2　大阪府立中之鳥

　　　図霧館ホール
　　　　（籔者　撮影）

写纂3　野ロ孫市（大阪府立

　　　中之島図醤館所蔵資
　　　料）

よ
う
な
半
球
形
の
部
分
を
も
た
な
い
機
能
的
な
形
の
長
方
形
で
あ
る
。

こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
野
口
孫
市
が
み
ず
か
ら
受
け
止
め
た
あ
る
精
神
性
の
表

現

と
し
て
そ
の
ド
ー
ム
の
設
計
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
遺
さ
れ
た
写
真
は
、
野

口

孫
市
の
誠
実
さ
を
伝
え
て
い
る
（
写
真
3
）
。
そ
の
図
書
館
の
設
計
に
込
め
た

も
の
に
住
友
が
継
承
す
る
近
世
大
坂
の
文
化
が
あ
っ
た
。

　
ド
ー
ム
は
図
書
館
か
ら
す
れ
ば
、
単
な
る
ホ
ー
ル
で
あ
る
。
具
体
的
、
明
確
な

機
能
は
な
い
。
が
そ
の
ホ
ー
ル
に
は
、
本
に
触
れ
る
よ
ろ
こ
び
、
そ
の
期
待
感
、

あ
る
い
は
学
ぶ
こ
と
の
衿
持
、
そ
う
い
う
気
持
ち
の
昂
ま
り
が
空
間
的
臨
場
感
と

し
て
み
ご
と
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
図
書
館
は
1
3
と
ん
ど
な
か
っ
た

の

で
あ
る
。

　
近
辺
の

例
を
挙
げ
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
明
治
四
十
二
年
に
京
都
の
岡
崎
に
造

に
行
き
着
く
。
パ
ン

テ

オ
ン
は
万
神
殿
を

意
味
す
る
。
中
之
島

図
書
館
は
こ
う
し
た

象
徴
的
記
念
性
を
も

っ

て

い

る
と
い
え

る
。
神
聖
な
内
部
、

ド
ー
ム
の
美
し
さ
が

映
え
る
（
写
真
2
）
。

　

そ
の
天
井
に
は
ス

テ

ン

ド
グ
ラ
ス
が
嵌

め

ら
れ
て
い
る
。

が
、
他
の
図
書
館

は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の

　
　
　
　
こ
う
し
た

三
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写真4　京都府立図書館（武田五一
　　　明治四十二年）

京都岡崎

の

だ
」
と
い
う
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
式
思
想
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

う
し
た
機
能
的
進
歩
に
よ
っ
て
も
と
に
あ
っ
た
精
神
性
が
次
第
に
な
く
な
っ
て
、

そ
の
か
た
ち
が
非
常
に
便
宜
的
で
殺
風
景
な
味
気
な
い
も
の
に
な
る
こ
と
が
よ
く

あ
る
。

　
図
書
館
に
お
い
て
い
え
ば
、
本
と
の
出
会
い
、
そ
の
気
持
の
昂
ま
り
こ
そ
が
、

重
要
で
あ
る
。
中
之
島
図
書
館
の
ホ
ー
ル
は
こ
れ
に
共
鳴
す
る
精
神
世
界
を
表
現

し
て
い
る
。
球
形
は
何
を
現
わ
し
て
い
る
か
。
そ
の
か
た
ち
は
象
徴
的
に
宇
宙
と

か

世
界

を
現
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。
夜
空
を
見
る
と
球
形
で
あ
る
。
昼
間
の
青

空

も
球
形
で
あ
る
。
そ
の
ホ
ー
ル
は
、
「
宇
宙
に
立
っ
て
い
る
、
宇
宙
の
中
の
自

分
、
人
間
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
何
と
な
く
感
じ
さ
せ
る
。

　
野
口

は
西
洋
建
築
の
基
本
を
辰
野
金
吾
に
学
ん
だ
あ
と
、
住
友
か
ら
洋
行
費
を

支
給
さ
れ
、
明
治
三
十
二
年
二
月
か
ら
翌
三
十
三
年
三
月
ま
で
欧
米
に
遊
学
し
て

い

る
。
こ
の
欧
米
視
察
の
あ
と
、
野
口
は
臨
時
建
築
部
の
技
師
長
の
職
に
就
く
。

ら
れ
る
京
都
府
立
図
書
館
が
あ

る
。
そ
こ
に
ド
ー
ム
の
ホ
ー
ル

は
な
く
、
閲
覧
室
が
構
成
的
に

重
視

さ
れ
、
正
面
を
つ
く
っ
て

い

る
（
写
真
4
）
。

　

ま
た
近
年
の
一
例
で
、
関
西

大
学
の
図
書
館
（
昭
和
六
十
年

開
館
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
故
鬼

頭

梓
氏
の
設
計
で
、
「
図
書
館

と
い
う
も
の
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
だ
、
ど
こ
に
何
が
あ
る

か
わ

か

る
こ
と
が
一
番
大
事
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
こ

技
師
は
日
高
絆
で
あ
る
。
図
書
館
建
設
の
一
歩
が
は
じ
ま
る
。

図
書
館
の
増
築
と
文
神
像
、
野
神
像
の
設
置

　
明
治
三
十
七
年
に
竣
工
し
た
図
書
館
が
増
築
さ
れ
る
。
住
友
の
再
度
の
出
資
を

受
け
、
大
正
九
年
末
か
ら
大
正
十
一
年
十
月
に
か
け
て
図
書
館
の
両
翼
と
書
庫
が

拡
張
さ
れ
る
。
野
口
孫
市
は
す
で
に
他
界
し
て
お
り
、
あ
と
を
継
ぐ
日
高
脾
に
よ

っ

て

増
築
部
分
が
設
計

さ
れ
る
。
こ
の
二
期
工
事
の
と
き
、
ホ
ー
ル
正
面
の
階
段

壁
寵
（
ニ
ッ
チ
）
に
二
つ
の
銅
像
が
置
か
れ
る
。
文
神
像
と
野
神
像
で
あ
る
。
作

者

は
北
村
西
望
と
さ
れ
、
大
正
十
一
年
末
か
ら
大
正
十
二
年
初
め
に
か
け
て
つ
く

ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
対
の
彫
刻
で
あ
る
文
神
像
、
野
神
像
（
写
真
5
、

6
）
に
つ
い
て
、
そ
の
来
歴
は
じ
つ
は
明
か
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
誰
が
ど
う
い
う

考
え
方
で
つ
く
っ
た
の
か
、
こ
れ
を
明
瞭
に
す
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
は

い

な
い
。
二
体
の
像
は
、
本
当
の
意
味
を
秘
す
、
さ
な
が
ら
「
封
印
の
手
紙
」
の

よ
う
に
さ
え
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
作
者
は
確
か
に
北
村
西
望
で
、
制
作
年
も
ほ
ぼ
判
明
し
て
い
る
が
、
北
村
西
望

に
住
友
か
ら
発
注
し
た
と
い
う
記
録
は
見
あ
た
ら
な
い
。
「
東
京
美
術
学
校
を
介

し
て
彫
刻
…
…
」
と
い
う
文
面
は
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
直
接
的
に
北
村
西
望
に
依

頼

し
た
と
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
。
北
村
西
望
は
当
時
大
阪
人
で
は
な
く
東
京

人
で
あ
る
。
制
作
の
た
め
に
中
之
島
図
書
館
に
来
た
と
い
う
記
録
も
見
当
た
ら
な

い

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
北
村
西
望
が
彫
刻
の
テ
ー
マ
か
ら
そ

の

制
作
ま
で
す
べ
て
を
決
め
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
一
体
ど
の

よ
う
に
し
て
彫
刻
が
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
不
明
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
彫
刻
の
経
緯
を
改
め
て
た
ど
っ
て
み
る
と
、
実
際
の
彫
刻
に
つ
い
て
は
た
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z灘灘＿｜＿羅獲

　　　写真ヨ　文神像
（大販府立中之鷹籔撰館所蔵資料）

　写輿蔭野神像
（同図欝館所蔵資料）

し
か
に
北
村
西
望
が
制
作
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
文
神
、
野
神
」
と

い

う
考
え
方
そ
の
も
の
は
、
じ
つ
は
大
阪
か
ら
、
つ
ま
り
図
書
館
の
側
か
ら
発
せ

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
之
島
図
書
館
が
で
き
た
の
は
明
治
三
十
七
年
で
あ

る
。
大
正
末
の
二
期
工
事
に
伴
っ
て
、
正
面
玄
関
に
あ
る
二
つ
の
ニ
ッ
チ
に
文
神

像
、
野
神
像
が
鎮
座
さ
れ
る
。
が
、
ニ
ッ
チ
そ
の
も
の
は
当
初
か
ら
存
在
し
て
い

る
。
そ
こ
に
何
も
置
か
れ
な
い
ま
ま
、
大
正
十
一
年
を
迎
え
る
の
で
あ
る
（
写
真

7
）
。

　

し
た
が
っ
て
、
住
友
の
側
が
彫
刻
像
も
含
め
て
寄
贈
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
す
で
に
彫
刻
像
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
住
友
の
財
力
か
ら
す
れ

ば
、
こ
れ
が
困
難
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
推
察
す
れ

翼7　大阪図書館ホ～ルの空洞
　　ニッチ（大販府立中之島
　　図書館所藏資料）

ば
、
住
友
の
側

は
、
彫
刻
像
に
つ

い
て

は

図
書
館
側

に
任
せ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
当
の
今
井
貫

～
館
長
も
そ
の
後

そ
れ
に
は
手
を
つ

け
ず
に
大
正
末
の

一
一期
工
事
を
迎
え
て
い
る
。

　
彫
刻
の
制
作
費
は
極
端
に
高
額
な
も
の
に
な
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が

っ

て
、
図
書
館
に
お
い
て
も
そ
の
制
作
が
困
難
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
結
論

づ

け
れ
ば
、
な
ぜ
彫
刻
像
が
不
在
の
ま
ま
、
大
正
末
ま
で
そ
れ
が
つ
づ
い
た
か
と

い
う
と
、
「
考
え
」
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
「
考
え
」
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
な
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
り
、

他
の
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
な
り
あ
る
い
は
東
洋
の
賢
人
な
り
が
思
い
浮
か
ぶ
。
が
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
こ
と
は
「
ま
さ
に
そ
の
彫
刻
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
考
え

ヘ
　
　
　
へ

か

た
で
あ
る
。
住
友
友
純
も
そ
こ
ま
で
具
体
的
な
関
知
は
し
な
か
っ
た
。
二
期
工

事
の
と
き
、
野
口
孫
市
も
す
で
に
他
界
し
て
い
る
。
今
井
館
長
で
さ
え
も
こ
れ
に

た
い
す
る
明
確
な
考
え
を
表
明
し
て
は
い
な
い
。

　
で
は

こ
れ
を
考
え
た
の
は
い
っ
た
い
誰
か
。
こ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
資

料
が
、
図
書
館
に
残
さ
れ
た
「
父
貫
一
を
偲
ぶ
」
と
い
う
、
原
稿
用
紙
に
書
か
れ

た
一
記
録
で
あ
る
（
写
真
8
）
。

五



ノ0／呉谷充利

　　写真8　「父貫一を偲ぶ」

（大阪府立中之島図書館所蔵資料）
　　　写真9今井貫一
（大阪府立中之島図書館所蔵資料）

近
世
の
学
（
懐
徳
堂
）
の
復
権
と
大
阪
図
書
館

　
明
治
四
十
二
年
、
大
阪
図
書
館
紀
念
室
に
お
い
て
今
井
貫
一
（
写
真
9
）
が
大

阪
入
文
会
を
ひ
ら
く
。
九
月
四
日
の
相
談
会
に
は
西
村
天
囚
、
渡
辺
霞
亭
、
磯
野

秋
渚
、
水
落
露
石
、
角
田
浩
々
、
木
崎
好
尚
、
今
井
貫
一
、
浜
和
助
、
他
十
九
名

が
集
ま
っ
て
い
る
。
（
『
中
之
島
百
年
ー
大
阪
府
立
図
書
館
の
あ
ゆ
み
』
平
成
十
六

年
に
よ
る
。
）
開
館
五
年
目
に
開
か
れ
た
こ
の
会
は
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
近

ムノ、

代
の
大
阪
が
人
文
と
い
う
近
世
以
来
の
テ
ー
マ
を
再
考
す
る
か
ら
で
あ
る
。
翌
明

治
四
十
三
年
、
中
之
島
図
書
館
紀
念
室
で
の
例
会
に
お
い
て
西
村
天
囚
が
懐
徳
堂

五
井
蘭
洲
の
儒
学
に
つ
い
て
講
演
す
る
。
こ
の
と
き
西
村
天
囚
は
つ
ぎ
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。

　
「
今
人
、
よ
く
商
業
上
の
公
徳
を
重
ん
ず
べ
き
を
説
く
、
商
業
上
の
公
徳
と
は

何

ぞ
、
ま
た
人
道
の
商
業
上
に
行
な
わ
れ
る
な
り
、
偽
ら
ず
、
欺
か
ず
、
こ
れ
至

誠

に
し
て
、
人
道
の
本
た
り
、
人
道
の
本
は
信
用
の
生
ず
る
所
、
す
な
わ
ち
こ
れ

商
業
上
無
形
の
資
本
に
あ
ら
ず
や
、
物
質
上
の
資
本
は
算
盤
量
衡
の
目
に
現
す
る

も
無
形
の
資
本
た
る
公
徳
す
な
わ
ち
信
用
は
、
唯
心
の
上
に
在
る
の
み
。
心
を
治

め

身
を
修
め
、
以
て
事
業
に
施
す
は
儒
学
の
根
本
な
り
。
」
　
（
西
村
時
彦
『
懐
徳

堂
考
』
抜
粋
明
治
四
十
四
年
）

　

こ
の
講
演
に
触
発
さ
れ
て
、
懐
徳
堂
公
祭
の
議
が
起
こ
り
、
明
治
四
十
三
年
九

月
二
十
五
日
「
懐
徳
堂
記
念
会
」
が
創
設
さ
れ
る
。
住
友
吉
左
衛
門
友
純
は
会
頭

に
推
薦
さ
れ
、
こ
れ
を
「
快
諾
」
し
て
い
る
。
翌
明
治
四
十
四
年
、
中
井
家
か
ら

懐
徳
堂

遺
書
、
水
哉
館
遺
書
が
中
之
島
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
「
懐
徳
堂
記
念

室
」
が
設
営
さ
れ
、
名
実
と
も
に
中
之
島
図
書
館
は
近
世
大
坂
の
学
（
懐
徳
堂
）

復
権
の
母
胎
と
な
る
。
こ
の
あ
と
西
村
天
囚
は
懐
徳
堂
の
再
建
を
主
唱
し
、
大
正

五
年
「
重
建
懐
徳
堂
」
の
建
設
を
見
る
。
理
事
長
は
永
田
仁
助
で
あ
る
。

　
年
譜
（
『
中
之
島
百
年
ー
大
阪
府
立
図
書
館
の
あ
ゆ
み
』
平
成
十
六
年
）
に
よ

れ

ば
、
大
正
六
年
、
手
狭
に
な
っ
た
図
書
館
の
増
築
に
た
い
し
て
住
友
家
か
ら
寄

附
の
申
し
出
が
出
さ
れ
る
。
が
、
物
価
高
騰
の
た
め
、
時
機
を
窺
う
。
（
同
）
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
た
か

正
九

年
　
両
翼
拡
張
増
築
工
事
が
着
手
さ
れ
、
住
友
営
繕
課
の
日
高
絆
が
こ
れ
を

担
当
す
る
。

　

大
正
十
年
、
西
村
天
囚
は
宮
内
省
御
用
係
（
「
私
手
当
年
五
百
円
ハ
光
栄
」
十

一
月
四
日
～
牧
野
伸
顕
宛
書
簡
）
と
な
る
が
、
大
正
十
三
年
に
他
界
す
る
。
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今
井
貫
一
と
西
村
天
囚

　
今
井
貫
一
の
追
悼
文
が
遺
さ
れ
る
。
「
私
は
碩
園
先
生
（
西
村
天
囚
）
に
交
を

か

た
じ
け
の

辱
　
う
す
る
こ
と
二
十
年
余
、
こ
の
間
公
私
大
小
の
事
に
当
り
、
博
士
の
人
格
の

発

露
に
感
激
し
た
こ
と
は
甚
だ
多
く
、
今
追
懐
記
の
筆
を
と
る
と
、
彼
此
の
こ
と

が
交
々
脳
裏
に
浮
ん
で
来
て
一
寸
簡
単
に
書
き
尽
く
し
が
た
い
。
」
（
今
井
貫
一

「碩
園
先
生
と
図
書
館
」
）

　
今
井
昌
彦
「
父
貫
一
を
偲
ぶ
」
（
上
記
）
に
こ
う
書
か
れ
る
。
「
天
囚
博
士
は
旧

知
、
か
ね
て
そ
の
学
の
深
き
を
敬
い
お
り
し
所
、
懐
徳
堂
重
建
を
中
心
に
こ
の
三

人

（西
村
天

囚
、
永
田
仁
助
、
今
井
貫
一
）
の
交
り
は
こ
の
日
（
明
治
四
十
五
年

三

月
十
日
）
か
た
く
結
ば
れ
し
な
ら
ん
。
そ
の
後
こ
の
二
畏
友
に
対
す
る
父
の
敬

愛
ぶ
り
は
我
々
家
族
の
永
く
忘
れ
得
ざ
る
所
に
て
、
博
士
先
ず
逝
去
、
つ
い
で
翁

の

そ
の
後
を
追
う
や
父
の
悲
嘆
は
我
々
家
族
の
見
る
に
忍
び
ざ
る
所
な
り
き
。
」

　
建
館
以
来
、
図
書
館
の
運
営
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を
西
村
天
囚
が
果
た
し
て

い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
囚
は
近
世
大
坂
の
学
を
近
代
に
継
承
、
再
興
し
た
人
物

と
し
て
特
筆
さ
れ
る
。
以
下
、
三
人
の
生
没
年
を
挙
げ
て
お
く
。

　

＊
今
井
貫
一
（
明
治
三
年
一
八
七
〇
～
昭
和
十
五
年
一
九
四
〇
［
中
之
島
図
書

　
　
館
〔
館
…
長
在
位
一
明
仏
伯
三
十
⊥
ハ
左
ヤ
一
九
〇
三
～
昭
和
八
年
一
九
三
三
］
）

　

＊
西
村
天
囚
（
慶
応
元
年
一
八
六
五
～
大
正
十
三
年
一
九
二
四
）

　

＊
永
田
仁
助
（
文
久
三
年
一
八
六
三
～
昭
和
二
年
一
九
二
七
）

文
神
像
・
野
神
像
の
発
案
者
、
西
村
天
囚

今
井
貫
一
が
胞
懇
に
つ
き
合
う
二
人
の
人
物
と
し
て
西
村
天
囚
（
写
真
1
0
）
と

永
田
仁
助
が
い
た
。

　

こ
の
二
人
に
対
す
る

今
井
貫
一
の
思
い
が
い

か

に
深
い
も
の
で
あ
っ

た
か
、
今
井
昌
彦
は
こ

の

こ
と
を
「
父
貫
一
を

偲
ぶ
し
（
上
記
）
に
記

し
て
い
る
。

　
西
村
天

囚
は
、
大
正

十
三
年
に
他
界
し
て
い
る
。

写真10　西村天囚（所蔵者不詳）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
書
館
に
一
対
の
彫
刻
像
が
つ
く
ら
れ
て
僅
か
一
年

を
数
え
る
頃
に
逝
去
し
た
の
で
あ
る
。
彫
刻
の
記
録
が
残
ら
な
か
っ
た
一
つ
の
理

由
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
体
の
彫
刻
の
設
置
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
人
物
が
不
幸
に
も
他
界
し
た
た
め
、
そ
の
こ
と
に
た
い
す
る
肝

心
の
記
録
が
残

ら
な
か
っ
た
。
こ
う
推
察
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
銅
板
を
真
ん
中
に
、
左
右
に
文
明
神
像
、
野
蛮
神
像
」
と
書
く
絵
は
が
き

（大
正
十
二
年
）
が
あ
る
。
「
野
蛮
神
像
」
と
い
う
そ
の
言
葉
が
な
ぜ
そ
こ
に
出
て

し
ま
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
、
発
案
者
の
不
在
の
ま
ま
他
者
が
思
い
つ
く
ま
ま
に
付

け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
村
天
囚
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
、
宮
内
省
御
用

掛
と
な
っ
て
上
京
し
、
こ
の
と
き
す
で
に
東
京
に
出
て
い
る
。

　
結
論
づ
け
れ
ば
「
文
神
像
、
野
神
像
」
と
い
う
彫
刻
の
テ
ー
マ
を
決
定
し
た
の

は

西
村
天
囚
、
そ
の
人
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
文
神
、
野
神
と
い
う

そ
の
名
に
ど
う
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
た
の
か
。
彼
の
考
え
方
を
た
ど
っ
て
い
く

と
、
文
神
、
野
神
と
い
う
そ
の
彫
刻
の
思
想
に
ま
さ
し
く
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

　
西
村
天

囚
の
考
え
方
を
推
察
す
れ
ば
、
「
野
神
」
は
「
野
蛮
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
な
る
。
文
神
像
、
野
神
像
の
「
野
」
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
野
原
、
野

七
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蛮
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
が
「
野
」
は
、
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
「
民
」
と
い
う

意
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
野
神
像
は
「
野
蛮
さ
」
の
表
現

で
は

な
く
「
民
の
表
現
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
民
が
本
を
読
む
。
文
神
、
野
神
は

対
立

的
な
二
つ
の
文
明
の
意
味
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
人
物
の
二

つ
の

姿
と
見
る
の
が
、
じ
つ
は
文
神
像
、
野
神
像
が
表
現
す
る
本
統
の
意
味
で
あ

る
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
辻
棲
が
ぴ
た
り
と
合
う
。

　
西
村
天

囚
が
他
界
し
た
時
、
今
井
貫
一
は
追
憶
記
を
書
い
て
い
る
。
今
井
貫
一

と
西
村
天
囚
の
関
係
が
、
今
井
貫
一
自
身
の
言
葉
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

二

人
の
交
友
は
、
明
治
三
十
六
年
に
今
井
貫
一
が
初
代
館
長
と
し
て
そ
の
職
に
就

い

た
時
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
機
会
、
機
縁
に
し
て
、
西
村
天
囚
と
今
井

貫
一
が
交
友
を
重
ね
て
ゆ
く
。
西
村
天
囚
の
追
悼
文
の
中
で
、
今
井
貫
一
は
つ
ぎ

の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
、
碩
園
先
生
（
西
村
天
囚
）
に
交
を
辱
（
か
た
じ
け
の
）
う
す
る
」
こ

と
二
〇
余
年
、
こ
の
間
公
私
大
小
の
事
に
当
た
り
、
博
士
の
人
格
の
発
露
に
感
激

し
た
こ
と
は
甚
だ
多
く
、
今
追
懐
記
の
筆
を
と
る
と
彼
此
の
こ
と
が
交
々
脳
裏
に

浮
か
ん

で

来
て
、
一
寸
簡
単
に
書
き
尽
く
し
が
た
い
」
。
（
今
井
貫
一
「
碩
園
先
生

と
図
書
館
」
）

　

こ
の
「
公
私
大
小
」
の
中
に
「
ど
う
い
う
彫
刻
が
い
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
大
正
末
の
中
之
島
図
書
館
第
2
期
工
事
に
お
い

て
、
今
井
館
長
は
こ
の
総
責
任
者
で
あ
る
。
彫
刻
の
決
定
に
つ
い
て
、
他
に
助
言

を
求
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

が
、
今
井
貫
一
は
、
明
治
三
十
七
年
以
来
大
正
末
ま
で
、
ニ
ッ
チ
の
彫
刻
制
作

を
具
体
化
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
今

井
貫
一
の
周
辺
の
交
友
関
係
に
重
要
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
し
く

深
い
考
え
な
り
あ
る
い
は
人
間
的
な
こ
と
も
含
め
た
そ
の
呪
懇
の
間
柄
で
あ
る
。

八

こ
の
交
友
関
係
を
上
記
の
記
録
は
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
関
与
が
推
察
さ

れ
る
人
物
は
、
永
田
仁
助
と
西
村
天
囚
に
絞
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
永
田
仁
助
は
再
建
さ
れ
た
重
建
懐
徳
堂
理
事
長
の
要
職
に
就

く
。
が
、
近
世
大
坂
に
つ
い
て
の
学
識
か
ら
す
れ
ば
、
「
大
阪
図
書
館
」
を
飾
る

彫
像
と
い
う
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
西
村
天
囚
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
西
村
天
囚
こ
そ
が
、
「
文
神
、
野
神
と
い
う
こ
と

で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
そ
の
「
考
え
」
の
発
案
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ホ
ー
ル
に
み
る
「
文
神
像
」
「
野
神
像
」
は
北
村
西

望

作
と
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
括
弧
あ
る
い
は
裏

側
に
「
題
名
　
西
村
天
囚
」
と
付
す
る
の
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
表
記
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。文

神
像
、
野
神
像
の
本
統
の
意
味

　
文
神
、
野
神
、
そ
の
二
神
に
お
い
て
、
西
村
天
囚
は
何
を
現
わ
し
た
か
っ
た
の

か
。
天
囚
は
、
近
世
大
坂
が
い
か
に
高
い
文
化
を
持
っ
て
い
た
か
、
い
か
に
す
ぐ

れ

た
学
問
の
世
界
が
そ
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
ち
早
く
明
治
の
社
会

に
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
送
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
懐
徳
堂
を
再
評

価
し
、
自
著
『
懐
徳
堂
考
』
を
遺
し
て
い
る
。

　
大
正

五
年
重
建
懐
徳
堂
が
つ
く
ら
れ
た
と
き
、
み
ず
か
ら
述
べ
た
講
演
録
に
お

い

て
、
天
囚
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
所
に
「
大
阪
に
お
い
て
初

め

て

で

き
た
と
こ
ろ
の
、
大
阪
人
共
有
の
公
立
学
校
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
語
っ

て
、
西
村
天
囚
は
「
こ
れ
が
私
ど
も
が
重
き
を
置
く
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
単

に
中
井
秋
瓦
庵
や
五
人
の
大
町
人
が
寺
小
屋
を
開
い
た
と
い
う
な
れ
ば
さ
ほ
ど
思
い
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ま
せ
ぬ
が
、
大
坂
三
郷
の
人
々
が
町
人
教
育
の
た
め
に
建
て
た
と
こ
ろ
の
公
立
学

校

と
い
う
の
が
、
性
質
の
重
い
と
こ
ろ
と
存
じ
ま
す
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
懐

徳
堂
と
い
う
大
坂
の
学
問
所
は
、
あ
く
ま
で
も
大
坂
人
共
有
の
学
校
で
あ
る
と
こ

ろ
が
重
要
な
の
だ
と
か
れ
は
言
う
。
懐
徳
堂
の
公
共
性
で
あ
る
。
因
に
、
現
在
、

淀
屋
橋
か
ら
南
に
歩
い
た
日
本
生
命
ビ
ル
の
壁
に
懐
徳
堂
旧
阯
碑
が
建
っ
て
い

る
。　

懐
徳
堂
が

ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
壁
書
は
簡
単
に
い
え
ば
つ
ぎ
の
こ
と

を
書
い
て
い
る
。
「
学
問
は
家
業
を
大
切
に
す
る
」
。
「
後
か
ら
来
た
者
は
武
士
と

い
え
ど
も
末
席
」
。
「
書
物
を
持
た
ざ
る
者
も
来
て
よ
い
」
。
「
仕
事
の
都
合
で
中
座

し
て
も
よ
い
」
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
西
村
天
囚
は
「
土
地
の
事
情
を
勘
酌
し

た
立
派
な
や
り
方
で
世
間
に
類
の
な
き
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
西
村

天

囚
「
懐
徳
堂
の
由
来
と
将
来
」
大
正
四
年
十
月
十
五
日
～
重
建
懐
徳
堂
開
堂
式

講
演
よ
り
抜
粋
。
）

　
「
文
」
は
「
本
を
読
む
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
た
い
す
る

「
野
」
の
意
味
が
こ
こ
に
ぴ
た
り
と
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
野
」
が
意
味
す
る
民
の

世
界
で
あ
る
。
業
を
営
む
者
が
学
ぶ
そ
の
民
の
世
界
で
あ
る
。
西
村
天
囚
の
考
え

方
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
こ
の
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
文
神
、
野
神
の
「
考
え
」
の

発
想
に

行
き
着
く
。
文
神
、
野
神
は
西
村
天
囚
の
こ
の
考
え
か
た
に
的
中
す
る
の

で
あ
る
。

　
資
料
の
検
討
か
ら
い
え
ば
、
二
神
像
は
個
人
的
に
そ
の
全
体
像
が
北
村
西
望
に

託

さ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
］
彫
刻
家
の
芸
術
性
と
い
う
以
上
に
、
中
之
島
図
書
館

に
お
け
る
空
間
的
な
役
割
（
図
像
性
）
、
そ
の
主
題
生
が
よ
り
求
め
ら
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
阪
の
町
人
文
化
と
し
て
の
商
い
と
学
、

　
　

「は

た
ら
き
つ
つ
、
ま
な
ぶ
」
こ
と

　
懐
徳
堂
の
壁
書
に
あ
る
学
の
意
味
は
簡
単
に
い
え
ば
「
は
た
ら
き
つ
つ
、
ま
な

ぶ
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
は
た
ら
き
つ
つ
、
ま
な
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ

ゆ
る
苦
学
生
の
勉
強
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
は
た
ら
き
つ
つ
、
ま
な
ぶ
」

の
意
味
は
、
人
間
が
生
き
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
、
こ
れ
は
分
離
し
て
い
る
の
で
は

な
く
一
つ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

つ

ま
り
、
こ
の
「
は
た
ら
き
つ
つ
、
ま
な
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
人
間
と
し
て
学

ぶ
、
人
間
と
し
て
学
問
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
人
間

と
し
て
学
問
を
す
る
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
こ
と
に
社
会
と
い
う
も

の

が
出
て
く
る
。
人
間
と
し
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
は
一
体
何
の
た
め
に

生

き
て
い
る
の
か
、
社
会
に
対
し
て
何
で
あ
る
か
、
生
き
る
と
は
何
で
あ
る
か
、

そ
う
い
う
問
い
に
つ
な
が
る
。
そ
の
精
神
に
お
い
て
、
ま
さ
に
儒
学
を
継
承
し
独

自
に
発
展
さ
せ
た
近
世
大
坂
町
人
の
学
の
意
味
が
あ
る
。
町
人
文
化
が
生
み
出
す

倫
理
と
し
て
の
生
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
列
強
の
ア
ジ
ア
進
出
と
植
民
地
支
配
の
脅
威
を
ま
え
に
し
て
、
明

治
政
府
は
富
国
強
兵
と
殖
産
興
業
を
焦
眉
の
課
題
と
す
る
。
脱
亜
入
欧
を
も
っ
て

す
る
西
洋
文
明
の
導
入
は
、
儒
学
か
ら
の
脱
却
を
意
味
し
た
。
学
問
の
意
味
も
大

き
く
変
化
す
る
。
近
世
に
お
け
る
学
問
の
人
間
的
意
味
で
は
な
く
、
学
問
の
応
用

的
な
技
術
が
重
視
さ
れ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
そ
こ
で
の
学
問
は
人
間

か

ら
離
れ
て
し
ま
う
。

　
約
す
れ
ば
、
人
間
の
内
と
外
の
乖
離
と
も
い
う
べ
き
あ
る
不
安
定
な
心
性
が
日

本
の
近
代
を
覆
う
。

九
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明
治
を
生
き
た
森
鴎
外
や
夏
目
漱
石
、
あ
る
い
は
永
井
荷
風
、
こ
れ
ら
の
文
豪

の

境

地
、
心
の
世
界
は
こ
れ
を
吐
露
し
て
い
る
。
自
分
は
生
ま
れ
て
か
ら
一
体
何

を
し
て
い
る
の
か
、
や
っ
て
い
る
こ
と
は
舞
台
に
出
て
い
る
役
者
に
し
か
す
ぎ
な

い
、
赤
や
白
を
つ
け
た
役
者
に
し
か
す
ぎ
な
い
、
本
当
の
自
分
は
舞
台
か
ら
お
り

た

所
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
森
鴎
外
は
『
妄
想
』
の
中
で
こ
う
綴
る
。
舞
台
の

上
の

森
鴎
外
は
「
軍
医
総
監
の
森
鴎
外
」
、
あ
る
い
は
「
ド
イ
ツ
留
学
し
た
森
鴎

外
」
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
は

真
の
自
分
は
な
い
、
現
わ
れ
な
い
と
述
べ
る
。
透
け
て
見
え
る
も
の
は
自
身
の
寂

蓼
で
あ
る
。

　
夏

目
漱
石
も
ま
た
「
外
発
」
の
近
代
を
語
る
。
日
本
の
学
問
は
外
か
ら
い
わ
ば

強
制
的
に
学
ば
さ
れ
て
い
る
、
本
当
の
意
味
で
内
側
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
、
内
発

と
し
て
の
学
問
は
明
治
に
な
い
と
い
う
。
永
井
荷
風
も
同
様
に
近
代
に
お
け
る
日

本
の
文
化
の
衰
退
と
そ
の
悲
憤
を
表
す
る
。

　
明
治
に
お
け
る
性
急
な
西
洋
文
明
の
導
入
と
こ
れ
に
拠
る
不
安
定
な
内
面
世
界

の

不
毛
さ
が
見
え
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
明
治
に
し
ず
か
に
復
権
す
る
近
世
大
坂

文
化
の
意
味
は
軽
い
も
の
で
は
な
い
。
懐
徳
堂
の
「
は
た
ら
き
つ
つ
、
ま
な
ぶ
」

の

意
味
は
、
働
か
ざ
る
を
得
な
く
て
、
働
き
つ
つ
勉
強
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
は
る
か
に
越
え
た
も
っ
と
深
い
人
間
的
な
意
味
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
に
立
つ
学

問
の
世
界
に
届
い
て
い
る
。

　

そ
の
近
世
の
文
化
を
伝
え
て
、
わ
か
る
形
で
現
わ
し
、
そ
れ
を
見
事
な
建
築
作

品
と
し
た
、
そ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
こ
そ
が
、
中
之
島
図
書
館
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
そ
の
図
書
館
は
近
代
に
伝
え
ら
れ
た
近
世
大
坂
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
遺
産
で
あ

り
、
近
世
大
坂
の
精
神
の
核
に
つ
な
が
る
建
築
表
現
、
大
阪
の
至
宝
そ
の
も
の
な

の

で

あ
る
。
そ
の
学
の
精
神
に
例
え
ば
山
片
幡
桃
の
無
鬼
論
が
あ
る
。
こ
の
無
鬼

論

に
東
洋
的
科
学
的
精
神
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
。
近
世
大
坂

○

文
化
が
も
つ
意
味
の
大
き
さ
が
改
め
て
わ
か
る
。

　

近
世
大
坂
の
学
の
精
神
は
住
友
友
純
や
西
村
天
囚
を
介
し
て
復
権
し
、
明
治
に

受
け
継
が
れ
る
。
中
之
島
図
書
館
の
建
設
は
じ
つ
に
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
中
之
島
図
書
館
、
そ
れ
は
、
大
阪
町
人
文
化
の
精
神
の
核
、
魂
と
い
う
こ
と

と
同
時
に
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
、
「
人
間
が
い
か
に
生

き
る
か
」
あ
る
い
は
「
社
会
と
自
分
」
、
「
企
業
と
社
会
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る

一
つ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
永
遠
に
与
え
続
け
て
く
れ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
の
で
あ

る
。　

文
神
、
野
神
の
二
つ
の
像
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
。
一
言
で

い

え
ば
、
学
問
に
お
け
る
人
間
の
存
在
で
あ
る
。
言
い
足
せ
ば
、
幡
桃
の
無
鬼
論

も
そ
こ
に
遡
る
。

ZT注
宮
本
又
次
は
『
大
阪
商
人
』
講
談
社
学
術
文
庫
　
二
〇
一
〇
年

野
地

脩

左
一
中
世
密
教
伽
藍
、
天
台
宗
比
叡
山
延
暦
寺
の
最
澄
か
ら
浄
土
教
、

俊
乗
坊
重
源
「
浄
土
寺
浄
土
堂
」
に
わ
た
る
研
究
が
あ
る
。

［付
記
］

＊
本
稿
は
、
筆
者
が
大
阪
市
中
央
公
会
堂
で
「
中
之
島
図
書
館
、
新
た
な
百
年
の
一
歩
」

と
題
し
て
お
こ
な
っ
た
講
演
録
を
修
正
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
講
演
二
〇
一
三

　
年
三
月
三
日
「
明
日
の
中
之
島
図
書
館
を
考
え
る
会
」
主
催
）

＊
現
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
当
時
の
名
称
は
「
大
阪
図
書
館
」
で
あ
る
。


