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タ
イ
ト
ル
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
に
は
二
つ
の
テ
ー
マ

が
あ
る
。
一
つ
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
「
世
界
」
を
生
き
て
い

る
の
か
」、
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
時
代
は
「
い

つ
」
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
歴
史
学
を
含
む

人
文
学
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
り
、
そ
の
「
危
機
」
を
今
後
い

か
に
し
て
乗
り
越
え
て
い
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

二
つ
の
問
い
は
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
い
ま
わ
た
し
た
ち
が
ど

こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
処
方

箋
な
ど
示
し
よ
う
も
な
い
か
ら
だ
。

　
自
分
た
ち
が
い
ま
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
実
の
と
こ
ろ
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
人
文
学
に
限
ら
ず
わ
た
し
た
ち
研
究

者
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と

を
、山
室
信
一
は
正
直
に
認
め
る
。「
そ
も
そ
も
ど
こ
に
問
題
が
あ
り
、

そ
れ
に
対
す
る
解
決
方
法
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
戸
惑
い
、
漂
っ
て

い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
世
界
」
の
状
況

を
直
視
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
為
す
術
も
な
い
ま
ま
、
無
力
感
に
と

ら
わ
れ
て
立
ち
す
く
む
し
か
な
い
、と
い
う
思
い
に
沈
み
込
む
」（
本

書
一
〇
頁
）。

　
こ
れ
ま
で
の
知
見
が
（
少
な
く
と
も
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
）

何
ら
有
効
で
は
な
い
世
界
に
、
わ
た
し
た
ち
は
生
き
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
認
め
る
の
は
勇
気
の
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
れ

を
直
視
す
る
こ
と
な
し
に
現
状
に
対
す
る
有
意
味
な
分
析
な
ど
不
可

能
で
あ
る
し
、
跋
扈
す
る
人
文
学
無
用
論
に
反
論
す
る
こ
と
は
到
底

叶
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
本
書
は
お
も
に
前
半
部
で
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
抱
え
て

い
る
諸
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
や
人
工
知
能
に
よ
る

社
会
や
人
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
第
二
章
）。
均
質
な
「
人
民
」
を

前
提
と
し
た
国
民
の
政
治
的
意
見
を
政
党
が
媒
介
し
、
選
挙
を
通
じ

て
民
意
を
議
会
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
古
典
的
な
民
主
主
義
の
行
き

詰
ま
り
（
第
三
章
）
と
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
隆
盛
（
第
四
章
）。
議

論
で
は
な
く
、
相
手
を
攻
撃
す
る
た
め
の
手
段
と
化
し
て
し
ま
っ
た

歴
史
認
識
論
争
（
第
一
〇
・
一
二
章
）。

書
　
評

山
室
信
一
・
岡
田
暁
生
・
小
関
隆
・
藤
原
辰
史
編

『
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
「
世
界
」
を
生
き
て
い
る
の
か

　
　
　
　
　
　
―
来
る
べ
き
人
文
学
の
た
め
に
』

（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
九
年
）

小
野
寺
　
拓
　
也
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ま
た
、
私
た
ち
が
い
ま
抱
え
て
い
る
問
題
に
は
、
そ
う
し
た
近
年

の
も
の
だ
け
で
な
く
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
登
場
し
な
が
ら
い
ま

だ
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
。
前
衛
音
楽
が
そ
の

「
賞
味
期
限
切
れ
」
を
起
こ
す
（
第
六
章
）、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
体
制

や
総
力
戦
体
制
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
、
集
団
・
組
織
に
依
拠
し
た

社
会
が
個
人
化
の
進
展
に
よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
る
（
第
七
・
九
章
）、

精
神
医
学
か
ら
フ
ロ
イ
ト
の
「
抑
圧
」
が
消
滅
し
始
め
る
（
第
五
章
）

と
い
っ
た
論
点
が
、
本
書
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
後
期
近
代
、「
第

二
次
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
が
引
き
起
こ
し
た
諸
問
題
に
、
私
た
ち
は
ま

だ
処
方
箋
を
見
つ
け
ら
れ
ず
に
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
前
景
化
し
た
移
民
の
統
合
と
環
境
問
題
と
い
う
二
つ
の

テ
ー
マ
が
い
ま
だ
に
世
界
が
抱
え
る
最
大
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、

論
を
俟
た
な
い
。

　
そ
の
意
味
で
、
第
八
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
核
問
題
と
Ｅ
・

Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
に
よ
る
平
和
運
動
は
や
や
異
質
で
は
あ
る
。
冷
戦
に

よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
の
問
題
は
ほ
か
の
諸
問
題
と
は
タ
イ
ム
ス
パ
ン

が
異
な
る
か
ら
だ
。
だ
が
、ア
メ
リ
カ
に
よ
る
Ｉ
Ｎ
Ｆ
条
約
の
破
棄
、

東
ア
ジ
ア
で
依
然
と
し
て
続
く
対
立
構
造
と
核
問
題
を
考
え
れ
ば
、

こ
れ
も
一
つ
の
「
い
ま
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
そ
し
て
そ
う
し
た
「
い
ま
」
と
の
格
闘
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

研
究
者
が
人
文
学
に
込
め
る
想
い
や
現
状
に
対
す
る
処
方
箋
が
見
え

て
く
る
。「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
と
い
う
「
言
葉
が
発
揮
す
る
圧
倒
的

な
喚
起
力
と
訴
求
力
」
に
よ
っ
て
犠
牲
者
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
誘
発

さ
れ
、
か
え
っ
て
集
団
間
の
対
立
激
化
を
ま
ね
て
い
る
と
い
う
現
実

を
ま
ず
は
直
視
す
る
（
第
一
〇
章
）、
歴
史
認
識
の
対
立
を
め
ぐ
っ

て
は
、
現
在
の
価
値
観
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
当
時
の
歴
史
の
現

場
に
立
ち
返
る
（
第
一
二
章
）
と
い
っ
た
指
摘
は
、
歴
史
研
究
者
と

し
て
当
然
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
本
書
の
後
半
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
領
域
を
実
例

と
し
て
、
人
文
学
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
な
の
か
と
い
う
考
察
が
展

開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中
国
と
い
う
「
他
者
」
に
た
い
す
る
日
本

の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
認
識
の
揺
れ
（
第
一
一
章
）、レ
ナ
ル
／
デ
ィ

ド
ロ
『
両
イ
ン
ド
史
』
の
パ
ラ
グ
ア
イ
布
教
区
に
関
す
る
記
述
の
読

み
解
き
（
第
一
三
章
）、
モ
デ
ル
ネ
の
時
間
感
覚
（
第
一
四
章
）、
対

象
を
支
配
し
、
操
作
し
、
変
換
す
る
と
い
う
や
り
方
と
は
異
な
る
研

究
者
の
営
み
（
第
一
五
章
）、
社
会
的
に
底
辺
に
い
た
人
び
と
に
よ

る
言
説
の
点
描
（
第
一
六
章
）
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
そ
う
し
た
記
述
を
通
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
「
処
方
箋
」

が
提
示
さ
れ
る
。
言
説
を
徹
底
的
に
当
時
の
文
脈
の
中
で
読
解
し
、

歴
史
過
程
の
「
根
本
的
な
偶
発
性
」
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
一
二
章
）、

「
情
報
ゴ
ミ
」
と
し
て
社
会
に
う
ず
た
か
く
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る

言
葉
を
強
靱
な
言
葉
へ
と
紡
ぎ
上
げ
て
い
く
（
第
一
六
章
）
と
い
っ

た
方
向
性
は
、
歴
史
研
究
者
の
多
く
が
共
感
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
全
体
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
「
い
ま
」
抱
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え
て
い
る
問
題
が
未
曾
有
の
も
の
で
あ
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
こ
と

を
認
め
た
上
で
、
そ
の
解
決
の
手
が
か
り
を
過
去
に
探
る
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、（
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
）

奇
妙
な
こ
と
で
は
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
起
き
た
事
象
に
関
す
る
事

実
の
集
積
か
ら
着
手
す
る
し
か
な
い
」（
二
四
頁
）
と
い
う
人
文
学

固
有
の
事
情
は
あ
る
。
だ
が
、
い
ま
未
曾
有
の
問
題
を
抱
え
て
い
て

そ
の
解
決
の
糸
口
も
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
知

見
が
役
に
立
つ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
も
第
六
章
で
岡
田
暁
生
が

辛
辣
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
を
参
照
す
る
と
い
う
行
為
に

は
、「
既
に
知
っ
て
い
る
何
か
が
理
解
の
手
が
か
り
と
し
て
で
て
く

る
」
た
め
、
何
か
を
「
分
か
っ
た
気
に
」
さ
せ
る
以
上
の
効
果
は
実

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
一
二
五
頁
）。

　
だ
が
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、「
お
わ
り
に
代
え
て
」
の
箇
所
に

書
か
れ
て
い
る
。「「
過
去
の
世
界
を
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は

今
日
の
自
明
の
非
自
明
性
に
気
づ
き
、
ひ
い
て
は
未
来
に
お
け
る
別

世
界
の
可
能
性
に
思
い
を
馳
せ
る
想
像
力
を
獲
得
す
る
」（
三
六
四

頁
）。「
歴
史
学
の
使
命
の
一
つ
と
は
恐
ら
く
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
一

見
些
末
あ
る
い
は
無
意
味
と
も
思
え
る
よ
う
な
過
去
の
事
実
の
パ
ー

ツ
を
過
去
と
い
う
名
の
お
も
ち
ゃ
箱
か
ら
探
し
出
し
、
そ
れ
を
元
に

新
た
な
未
来
像
を
間
接
的
に
指
し
示
し
、
あ
る
い
は
構
成
し
な
お
す

こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
」（
三
六
五
頁
）。

　
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
未
来
像
」
と
は
科
学
的
な
予
想
で
は
な

く
、「
一
種
の
思
考
実
験
モ
デ
ル
」（
三
六
六
頁
）
で
あ
る
が
、
そ
う

し
た
モ
デ
ル
が
あ
っ
て
こ
そ
、「
い
ま
」「
こ
こ
」
を
無
批
判
に
受
容

す
る
の
で
は
な
い
別
の
選
択
肢
が
見
え
て
く
る
の
だ
と
い
う
指
摘

に
は
共
感
で
き
る
。「
未
来
を
示
唆
す
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
」
こ
と
。

そ
れ
が
、「
価
値
付
け
＝
意
味
づ
け
を
恐
れ
な
い
」「
物
語
形
式
こ
そ

人
文
学
の
生
命
線
だ
と
認
識
す
る
」
こ
と
と
並
ん
で
今
後
と
も
人
文

学
の
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
提
言
に
は
、
評
者
も
基
本
的
に
賛

成
で
あ
る
。

　「
基
本
的
に
」
と
留
保
を
つ
け
た
の
に
は
、
二
つ
理
由
が
あ
る
。

一
つ
は
、こ
う
し
た
言
説
が
や
や
も
す
る
と
人
文
学
の
「
揺
り
戻
し
」

を
ま
る
ご
と
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
危
惧
で
あ
る
。
長
谷
川
貴
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
後
に

お
け
る
日
本
の
歴
史
学
は
お
お
よ
そ
以
下
の
四
つ
の
段
階
を
踏
ま
え

て
進
展
し
て
き
た
。
①
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
政
治
的
進
歩
主
義
、
発

展
段
階
論
・
経
済
還
元
主
義
。
②
実
証
主
義
と
結
び
つ
い
た
社
会
史

研
究
。
③
思
想
・
文
化
の
も
つ
規
定
性
を
重
視
し
、
言
説
の
自
律
性
、

言
説
＝
実
践
に
よ
る
社
会
の
構
築
を
主
張
す
る
、ポ
ス
ト
構
造
主
義
・

言
語
論
的
転
回
。
④
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
（
行
為
主
体
性
）、
パ
ー
ソ

ナ
ル
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
、
情
動
を
重
視
す
る
ポ
ス
ト
言
語
論
的
転
回
（
１
）
。

「
語
る
主
体
」
を
復
権
さ
せ
、
物
語
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
近

年
の
ポ
ス
ト
言
語
論
的
転
回
は
、
一
見
す
る
と
「
人
間
と
は
何
か
」

と
い
う
人
文
学
の
永
遠
の
テ
ー
マ
に
回
帰
し
た
だ
け
の
よ
う
に
も
見
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え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
言
説
、
自
己
と
主
体
性
（
主
観
性
）、
経

験
と
実
践
と
い
っ
た
諸
概
念
を
構
造
主
義
の
隘
路
か
ら
救
い
出
す
（
２
）
」

と
い
う
、
言
語
論
的
転
回
と
の
格
闘
の
末
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。ス
ク
リ
プ
ト
、パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
、「
経
験
」
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
構
造
主
義
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
た
要
素
を
認
め
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
れ
で
も
消
去
し
き
れ
な
い
エ

イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
着
目
す
る
の
が
ポ
ス
ト
言
語
論
的
転
回
な
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
言
語
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
脱
構
築
と
い
う
ポ
ス
ト
構

造
主
義
の
手
法
も
援
用
し
つ
つ
、「
大
き
な
物
語
」
の
書
き
換
え
を

迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
語
る
主
体
」
を
た
だ
復
権
さ
せ
、
恐
れ
る
こ
と

な
く
意
味
づ
け
を
打
ち
出
せ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
第

一
一
章
で
小
野
寺
史
郎
が
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
議
論
を

研
究
史
と
し
て
整
理
し
着
実
に
積
み
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
、
わ
た

し
た
ち
は
同
じ
誤
り
を
犯
し
た
り
同
じ
議
論
を
繰
り
返
し
た
り
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
文
学
が
「
学
」
と
し
て
今
後
も
存
続
し
て

い
く
た
め
に
は
、
基
本
方
針
を
確
認
し
あ
う
だ
け
で
な
く
、
着
実
に

何
か
を
「
積
み
上
げ
」
て
い
く
し
か
な
い
。「
わ
か
り
や
す
い
物
語

を
特
定
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
発
信
し
、
安
易
に
現
状
診
断
や
未
来

予
測
を
行
う
」
の
が
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
時
代
に
行
き
渡
っ
て
い

る
言
説
で
あ
る
こ
と
を
、
研
究
者
は
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
だ

ろ
う
（
そ
の
意
味
で
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
わ
か
ら
な
い
と
認
め
る

勇
気
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
）。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
つ
ね
に
脳
裏
を
よ
ぎ
る
の
は
磯
前
順

一
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

　「
学
問
の
客
観
性
と
は
、
み
ず
か
ら
の
歴
史
性
、
主
観
的
制
約
を

引
き
受
け
た
と
き
に
、
そ
の
対
象
化
の
過
程
で
確
保
さ
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら
の
主
観
や
感
情
を
排
除
し
た
と
こ
ろ
で
唱
え
ら

れ
る
よ
う
な
客
観
性
は
、
研
究
者
自
身
の
身
体
性
を
含
め
た
日
常
の

生
活
世
界
の
外
部
に
自
分
が
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
幻
想
の
う
え

に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
３
）

」。

　「
み
ず
か
ら
の
歴
史
性
、
主
観
的
制
約
」
を
引
き
受
け
た
う
え
で
、

そ
の
対
象
化
の
過
程
で
学
問
と
し
て
の
客
観
性
を
確
保
す
る
と
い
う

ギ
リ
ギ
リ
の
営
み
。
そ
の
よ
う
な
営
み
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
、
最
終
的
に
は
個
別
の
研
究
ご
と
に
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も

う
一
つ
の
留
保
と
は
、
さ
き
ほ
ど
の
三
原
則
を
満
た
し
て
い
る
か
ら

問
題
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
「
静
的
」
な
学
問
で
は
、
人
文
学
は
お

そ
ら
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
こ
に
答
え
が
あ
る
の
か
も
わ
か
ら

な
い
状
況
で
も
が
き
苦
し
む
中
で
、
よ
う
や
く
「
均
衡
点
」
ら
し
き

も
の
が
見
い
だ
せ
た
時
、
そ
の
営
み
は
お
そ
ら
く
成
功
と
言
え
る
の

だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
均
衡
点
は
多
様
な
読
み
手
の
あ
い
だ
で
の

折
衝
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
動
す
る
「
動
的
」
な
も
の
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
書
き
手
が
「
一
歩
踏
み
出
す
」
そ
の
歩
幅
が
大
き
け
れ
ば

大
き
い
ほ
ど
、
読
み
手
の
あ
い
だ
で
の
「
均
衡
点
」
の
揺
れ
幅
も
よ
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り
大
き
な
も
の
と
な
る
。

　
そ
の
意
味
で
、本
書
で
強
い
感
銘
を
受
け
た
の
が
、田
辺
明
生
（
第

三
章
）と
小
関
隆（
第
八
章
）の
論
考
で
あ
っ
た
。「
人
民（
ピ
ー
プ
ル
）」

と
い
う
均
質
化
さ
れ
た
一
つ
の
ま
と
ま
り
が
国
家
主
権
を
も
つ
と
い

う
理
念
が
有
効
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
階
層
・
人
種
・
民
族
・

出
自
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
宗
教
・
言
語
な
ど
の

多
元
的
な
軸
に
よ
っ
て
人
び
と
が
差
異
化
さ
れ
た
ま
ま
に
、
い
か
に

し
て
「
関
係
性
の
政
治
」
が
可
能
と
な
る
の
か
。
そ
こ
で
田
辺
が
提

唱
す
る
の
が
、「
方
法
と
し
て
の
主
体
」、「
可
能
性
と
し
て
の
他
者
」

で
あ
る
。
評
者
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
帯

び
た
属
性
を
絶
対
化
す
る
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
引
き
受
け
つ
つ

も
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
そ
の
権
力
性
や
問
題
性
に
気
づ
き
、
み

ず
か
ら
を
変
容
さ
せ
て
い
く
こ
と
、
同
じ
よ
う
に
他
者
の
属
性
も
絶

対
視
す
る
こ
と
な
く
、
別
の
現
れ
を
も
ち
う
る
存
在
と
し
て
理
解
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
小
関
は
、
歴
史
家
ト
ム
ス
ン
に
よ
る
反
核
運
動
の
言
説
を
取
り
上

げ
る
。
そ
し
て
、
長
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か
で
現
在
と
未
来

を
捉
え
、
歴
史
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
（
人
間
の
意
図
は
し
ば
し
ば
裏

切
ら
れ
、
予
想
外
の
結
果
を
生
む
と
い
う
）
知
見
を
生
か
し
て
「
予

言
」
を
行
う
と
い
う
こ
と
も
歴
史
研
究
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
、
小
関
は
主
張
す
る
。

　
正
直
な
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
議
論
に
も
違
和
感
は
あ
る
。
田
辺
の

主
張
は
理
想
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
田

辺
自
身
が
認
め
て
い
る
と
お
り
、「
こ
う
し
た
人
び
と
の
集
ま
り
が

群
れ
の
力
に
酔
っ
て
、
自
分
自
身
が
内
包
す
る
差
異
や
権
力
性
を
忘

れ
、
わ
れ
わ
れ
こ
そ
が
人
民
で
あ
る
と
宣
言
す
る
と
き
、
そ
こ
に
排

他
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
」（
六
五
頁
）。
そ

し
て
、
今
ま
さ
に
世
界
で
そ
う
し
た
動
き
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
の
次
の
議
論
も
改
め
て
思
い
出
す
。

　「
自
我
の
新
た
な
「
不
確
実
性
」
を
実
践
し
享
受
す
る
者
は
、
そ

れ
を
「
自
由
」
と
し
て
語
り
が
ち
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
常
に
「
追
っ
て
通
知
の
あ
る
ま
で
」
の
も
の
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
と
は
、自
由
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、

決
し
て
勝
利
で
終
わ
る
こ
と
の
な
い
解
放
戦
争
に
強
制
的
に
徴
兵
さ

れ
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

と
言
っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
来
る
日
も
来
る
日
も
、
脱

却
、
清
算
、
忘
却
の
た
め
の
戦
い
が
あ
り
、
休
ま
せ
て
は
も
ら
え
な

い
」。「
進
ん
で
自
由
な
選
択
に
と
も
な
う
リ
ス
ク
と
困
難
へ
自
分
を

さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
・
安
全
を
獲
得
・
維
持
し
て
い
く
こ
と

を
望
む
人
が
い
る
。
こ
う
い
う
人
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
曖
昧

さ
を
残
し
、
定
ま
り
き
っ
て
な
い
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
し
が
ち

で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
固
定
さ
れ
ず
、不
完
全
な
ま
ま
で
、

拡
張
可
能
で
あ
る
方
が
よ
い
。
と
に
か
く
簡
単
に
破
棄
し
た
り
、
変

更
で
き
る
方
が
よ
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
イ
デ
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一
・
岡
田
暁
生
・
小
関
隆
・
藤
原
辰
史
編
『
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
「
世
界
」
を
生
き
て
い
る
の
か
―
来
る
べ
き
人
文
学
の
た
め
に
』（
小
野
寺
）

ン
テ
ィ
テ
ィ
戦
争
の
影
響
を
被
る
側
の
人
び
と
は
、
無
理
矢
理
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
を
押
し
つ
け
ら
れ
、精
神
的
な
苦
痛
に
苛
ま
れ
て
い
る
。

自
分
が
い
い
と
思
う
選
択
肢
は
、
手
の
届
か
な
い
遠
い
と
こ
ろ
に
置

か
れ
て
い
る
上
、自
分
の
状
況
が
あ
ま
り
に
も
不
安
定
な
の
で
、ゲ
ー

ム
の
ル
ー
ル
を
変
え
る
こ
と
を
ま
じ
め
に
考
え
る
余
裕
す
ら
な
い
。

こ
う
し
た
人
び
と
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
生
ま
れ
な
が
ら
の
権

利
、
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
刻
印
、
あ
る
い
は
奪
わ
れ
る
こ

と
の
な
い
所
有
物
で
あ
る
と
見
な
し
が
ち
で
あ
る
（
４
）
」。

　
そ
し
て
小
関
の
認
め
る
と
お
り
、
歴
史
家
は
通
常
「
予
言
」
を
慎

む
。
歴
史
学
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
に
せ
よ
、
歴
史

に
は
数
多
く
の
偶
然
性
が
付
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
未
来
が
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
前
に
歴
史
研
究

者
は
口
を
つ
ぐ
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ト
ム
ス
ン

の
予
言
は
（
幸
運
な
こ
と
に
）
的
中
し
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
こ
こ
で
話
は
前
に
戻
る
。
人
文
学
の
役
割
が
「
一
種
の
思

考
実
験
モ
デ
ル
」
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
の
な
ら
、
い
ま
現
実
に

は
難
し
い
理
想
像
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
到
来
し
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
未
来
像
に
も
少
な
か
ら
ず
意
味
は
あ
る
。
私
の
違
和
感
を
ひ

と
ま
ず
括
弧
に
入
れ
れ
ば
、
こ
れ
も
人
文
学
の
重
要
な
営
み
で
は
あ

る
の
だ
。

　
以
前
、「
歴
史
学
は
デ
パ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
言
葉

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
店
が
基
本
的
に
は
好
き

勝
手
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
が
、
店
舗
と
し
て
は
「
歴
史
学
」
と
い

う
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
維
持
し
て
い
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
と

記
憶
し
て
い
る
。

　「
な
ん
で
も
あ
り
」
の
多
様
性
と
、
人
文
学
を
貫
く
淡
い
共
通
軸

と
の
は
ざ
ま
で
、
わ
た
し
た
ち
は
と
も
に
何
を
守
り
、
創
っ
て
い
く

べ
き
な
の
か
。
歴
史
学
を
軽
ん
じ
る
新
自
由
主
義
的
な
何
か
と
、
別

の
意
味
で
歴
史
学
を
軽
ん
じ
る
「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
」
に
挟
ま

れ
て
い
る
私
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
答
え
を
必
死
に
模
索
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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註（１
）長
谷
川
貴
彦『
現
代
歴
史
学
へ
の
展
望
―
言
語
論
的
転
回
を
超
え
て
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）。

（
２
）
同
書
、
一
〇
四
頁
。

（
３
）
礒
前
順
一
、「
石
母
田
正
と
敗
北
の
思
考
―
一
九
五
〇
年
代
に
お
け

る
転
回
を
め
ぐ
っ
て
」、
安
丸
良
夫
・
喜
安
朗
編
『
戦
後
知
の
可
能

性
―
歴
史
・
宗
教
・
民
衆
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、

三
三
―
六
六
頁
、
こ
こ
で
は
六
一
頁
。

（
４
）
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
、
長
谷
川
啓
介
訳
『
リ
キ
ッ
ド
・
ラ

イ
フ
―
現
代
に
お
け
る
生
の
諸
相
』（
大
月
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、

六
二
、七
〇
頁
。

（
東
京
外
国
語
大
学
　
世
界
言
語
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
　
特
任
講
師
）
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