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近
年
、「
感
情
史
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
た
書
籍
や
雑
誌
が
多
数
登
場
し
て
い
る
。
西
洋
史
関
連
に
限
っ
て
も
、
ヤ

ン
・
プ
ラ
ン
パ
ー
『
感
情
史
の
始
ま
り
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
に
は
じ
ま
り
、
バ
ー
バ
ラ
・
Ｈ
・
ロ
ー
ゼ
ン

ワ
イ
ン
と
リ
ッ
カ
ル
ド
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ニ
に
よ
る
『
感
情
史
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）、
さ
ら
に

二
〇
二
三
年
に
入
っ
て
か
ら
は
伊
東
剛
史
・
森
田
直
子
編
『
共
感
の
共
同
体
：
感
情
史
の
世
界
を
ひ
ら
く
』（
平
凡
社
、

二
〇
二
三
年
）
の
出
版
に
加
え
、『
現
代
思
想
』（
青
土
社
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
号
）
が
感
情
史
を
特
集
し
て
い
る
。

　
四
年
以
上
に
わ
た
る
共
同
研
究
の
う
え
で
二
〇
一
七
年
に
『
痛
み
と
感
情
の
イ
ギ
リ
ス
史
』
と
い
う
論
文
集
に
寄
稿
し

た
経
験
か
ら
、
感
情
史
は
決
し
て
無
縁
の
研
究
動
向
で
は
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
学
生
と
話
す
機
会
も
あ
り
、
感

情
史
っ
て
な
ん
で
す
か
、
ど
う
や
る
ん
で
す
か
と
い
う
問
い
か
け
に
出
く
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
い

に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
人
間
の
基
本
的
な
感
情
に
は
、
幸
福
、
怒
り
、
悲
し
み
、
驚
き
、
嫌
悪
、
恐
れ
な
ど

が
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
感
情
史
が
は
じ
め
て
扱
っ
た
主
題
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
で
様
々
な
史

料
や
方
法
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
き
っ
と
感
情
史
に
関
す
る
様
々
な
書
籍
や
出
版
物

は
、「
感
情
史
と
は
な
に
か
」「
な
に
が
新
し
い
の
か
」
と
い
う
基
本
的
な
問
い
か
け
に
何
ら
か
の
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
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だ
ろ
う
。
そ
う
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
は
た
し
て
実
際
に
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
例
え
ば
、『
共
感
の
共
同
体
：
感
情
史
の
世
界
を
ひ
ら
く
』
刊
行
に
寄
せ
た
編
者
に
よ
る
ウ
ェ
ブ
記
事
に
は
、
感
情
史

は
歴
史
学
の
ひ
と
つ
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
新
た
な
歴
史
の
見
方
を
提
供
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う

な
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
特
色
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
で
は
「
感
情
史
と
い
う
調
理
法
の
特
徴
は
何
な

の
で
し
ょ
う
か
。
答
え
は
、『
感
情
』
に
着
目
し
て
史
資
料
を
分
析
す
る
か
ど
う
か
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
怒

り
の
歴
史
に
つ
い
て
調
べ
た
い
の
で
す
が
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
と
聞
い
て
く
る
学
生
に
、
怒
り
に
注
目
し
て
史
料

や
研
究
文
献
を
読
ん
で
ご
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
感
情
に
迫
る
ア

プ
ロ
ー
チ
と
は
何
か
と
問
う
て
、
感
情
に
注
目
す
る
こ
と
だ
よ
と
答
え
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
（
同
語
反

復
）
と
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
何
も
説
明
し
て
い
な
い
の
に
等
し
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

　
近
刊
の
『
現
代
思
想
』
感
情
史
特
集
号
も
見
て
み
よ
う
。
こ
の
号
は
、
ド
イ
ツ
史
を
ベ
ー
ス
と
し
て
感
情
史
に
関
わ
っ

て
き
た
二
人
の
研
究
者
の
対
談
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
感
情
に
注
目
す
る
の
は
、
人
間
の
相
互
理
解
の
た

め
に
は
合
理
性
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
感
情
は
頭
で
理
解
す
る
も
の
で
は
な
く
客
観
的
な
基
準
だ
け
で
説
明
で
き

な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
、
理
屈
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
も
の
を
歴
史
学
の
叙
述
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き

る
の
だ
と
、
感
情
史
の
意
義
が
説
明
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
近
代
歴
史
学
は
、
一
八
世
紀
以
降
の
啓
蒙
思
想
の
影
響
の
も

と
、
合
理
主
義
的
な
科
学
の
一
端
を
担
う
学
問
と
し
て
登
場
し
、
も
っ
ぱ
ら
歴
史
を
論
理
的
に
客
観
的
に
論
じ
よ
う
と
し

て
き
た
。
こ
う
言
わ
れ
る
と
、
少
し
わ
か
っ
た
気
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
理
屈
で
は
わ
か
ら
な
い
歴
史
的
な
事
象
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
感
情
史
が
は
じ
め
て
取
り
組
ん
だ

歴
史
学
上
の
新
し
い
課
題
で
は
な
い
。
西
洋
的
・
近
代
的
な
合
理
性
か
ら
理
解
で
き
な
い
も
の
・
こ
と
に
つ
い
て
は
、
文

化
人
類
学
が
象
徴
や
記
号
か
ら
読
み
解
い
て
き
た
。
そ
し
て
、
歴
史
学
は
二
〇
世
紀
後
半
に
人
類
学
か
ら
大
い
に
学
ん
で
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き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
し
い
文
化
史
と
呼
ば
れ
る
二
〇
世
紀
末
以
降
の
研
究
動
向
で
も
ま
た
、
史
料
に
は
明
示
さ
れ

に
く
い
社
会
や
集
団
内
に
お
け
る
価
値
観
や
ル
ー
ル
を
探
求
し
て
き
た
。
心
性
史
や
感
性
の
歴
史
と
い
っ
た
研
究
動
向
も

同
様
で
あ
る
。
人
々
が
も
の
の
考
え
方
や
感
じ
方
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
人
間
心
理
と
心
的
相
互
作
用
に
着
目
し
て
読

む
点
、
一
見
非
合
理
に
も
見
え
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
い
感
性
や
感
覚
に
つ
い
て
言
説
や
言
葉
を
て
が
か
り
に
し
て
探
求

し
て
い
る
点
で
、
感
情
史
と
心
性
史
・
感
性
の
歴
史
は
共
通
点
が
多
い
。
文
化
人
類
学
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
き
た
、

あ
る
歴
史
家
も
、ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
と
し
て
も
「
遠
か
ら
ず
」
だ
と
論
じ
て
い
る
。
事
実
、感
情
史
研
究
で
は
、「
感

情
体
制
」
や
「
感
情
共
同
体
」
と
い
っ
た
概
念
を
用
い
、
特
定
の
地
域
や
時
代
に
お
け
る
感
情
表
現
の
あ
り
方
を
規
定
す

る
文
化
的
な
枠
組
み
を
探
求
す
る
こ
と
を
提
起
す
る
研
究
者
も
い
る
の
だ
が
、
こ
の
手
法
は
文
化
人
類
学
や
文
化
史
研
究

で
実
践
さ
れ
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
そ
う
変
わ
り
が
な
い
。
こ
う
し
た
指
摘
に
対
し
て
、前
出
の『
現
代
思
想
』対
談
で
は
、

「
心
性
」
は
静
的
で
構
造
的
な
も
の
で
感
情
は
よ
り
動
的
で
短
期
的
な
も
の
だ
と
違
い
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

だ
け
の
違
い
で
わ
ざ
わ
ざ
感
情
史
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
現
代
思
想
』
対
談
で
は
、
感
情
史
は
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
解
釈
で
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た

も
の
を
視
点
や
問
題
関
心
の
変
化
か
ら
史
料
の
読
み
直
し
を
す
る
「
新
た
な
道
具
」
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
か
つ
て
社
会
史
も
同
様
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
本
当
だ
ろ
う
か
。

　
社
会
史
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
世
界
が
民
主
主
義
化
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
政
治
経
済
の
歴
史
が
歴
史
学
の

主
流
を
占
め
、
人
々
の
生
活
や
文
化
が
見
え
て
こ
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
、
そ
こ
に
光
を
あ
て
る
こ
と
を
目
指
し
た
研
究

動
向
で
あ
る
。
公
文
書
や
法
令
と
い
っ
た
行
政
史
料
以
外
の
史
料
を
探
求
し
、
こ
う
し
た
公
の
文
書
を
使
う
場
合
も
そ
の

行
間
か
ら
人
々
の
生
活
や
文
化
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
「
下
か
ら
」「
周
縁
か
ら
」「
地
域
か
ら
」
の
歴
史
研

究
の
成
果
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
歴
史
観
・
人
間
観
・
世
界
観
は
よ
り
多
層
的
・
多
軸
的
な
も
の
へ
と
大
き
く
更
新
さ
れ
た
。
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こ
こ
で
大
事
な
点
は
、
民
主
化
す
る
社
会
に
み
あ
っ
た
歴
史
観
（
過
去
の
見
方
）
を
探
求
す
る
こ
と
が
、
社
会
史
の
ミ
ッ
シ

ョ
ン
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
学
の
研
究
動
向
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
当
時
の
世
界
を
背
景
に
し
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

　
感
情
史
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
感
情
史
研
究
者
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
へ
の
対
応
な
ど
比
較
的
近
年

の
出
来
事
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
今
の
時
代
が
多
大
な
感
情
表
出
を
特
徴
と
し
、
そ
れ
が
歴
史
を
動
か
す
要
因
と

な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
説
明
で
あ
り
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
ど
の
よ
う
な
ミ

ッ
シ
ョ
ン
に
基
づ
き
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
観
に
か
わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
あ

い
ま
い
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
感
情
史
を
研
究
す
る
と
こ
れ
ま
で
一
般
的
だ
っ
た
研
究
史
上
の
通
説

や
歴
史
観
、
あ
る
い
は
人
間
観
や
世
界
観
が
ど
う
変
わ
る
の
か
と
い
う
展
望
も
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

　
感
情
史
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
多
く
の
「
感
情
史
研
究
者
」
が
言
葉
を
に
ご
し
、
あ
い
ま
い
な
態
度
に
終

始
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
点
を
お
そ
ら
く
意
識
的
に
避
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
感
情
史
が
本
質
主
義
と
構
築

主
義
と
い
う
二
つ
の
世
界
観
を
め
ぐ
る
実
験
場
と
し
て
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
本
質
主
義
と
は
、

あ
る
歴
史
事
象
に
普
遍
的
な
実
体
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
種
と
い
う
と
き
、
同
じ
人
種
で

は
共
通
す
る
生
物
学
的
な
根
拠
が
あ
る
と
信
じ
る
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
構
築
主
義
で
は
、
人
種
を
め
ぐ

っ
て
様
々
な
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
言
葉
が
先
行
し
て
人
種
は
実
際
に
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
現
実
を
つ

く
り
だ
す
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
局
面
を
重
視
す
る
。
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
世
界
を
ど
う
見
る
の
か
と
い
う
世
界
観

を
二
分
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
き
た
。

　
感
情
史
は
、
こ
の
二
つ
の
主
義
の
対
立
を
前
提
と
し
て
登
場
し
た
、
ひ
と
つ
の
歴
史
学
の
「
実
験
場
」
で
あ
る
。
そ
の

起
点
に
は
、
な
に
よ
り
も
二
〇
世
紀
末
以
降
の
神
経
科
学
と
認
知
科
学
の
発
展
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
精
神
の
機
能
を

脳
神
経
の
機
能
や
情
報
の
認
知
の
仕
組
み
か
ら
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
問
領
域
で
は
、
進
化
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の
過
程
で
習
得
さ
れ
た
認
知
機
能
が
感
情
の
あ
り
方
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
歴
史
学

で
は
人
間
の
感
情
は
場
所
や
時
間
に
左
右
さ
れ
る
も
の
と
理
解
す
る
が
、
認
知
科
学
・
神
経
科
学
で
は
そ
れ
が
い
つ
ど
こ

で
も
同
じ
だ
と
い
う
、
本
質
主
義
的
な
理
解
と
な
る
。

　
例
え
ば
、
梅
田
聡
・
小
嶋
祥
三
監
修
『
感
情
：
ジ
ェ
ー
ム
ズ
／
キ
ャ
ノ
ン
／
ダ
マ
シ
オ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）

で
は
、
人
間
は
「
ク
マ
に
出
く
わ
し
、
怖
く
な
っ
た
か
ら
震
え
る
」
と
い
う
外
的
な
脅
威
を
認
知
し
て
か
ら
恐
怖
と
い
う

感
情
が
生
起
す
る
の
で
は
な
く
、「
ク
マ
に
出
く
わ
す
こ
と
で
身
体
が
震
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
怖
く
な
る
」
と
い
う
問
題

を
提
起
し
て
い
る
。
人
間
は
、
ク
マ
の
よ
う
な
脅
威
を
感
じ
う
る
動
物
に
出
会
っ
た
と
き
、
実
は
そ
れ
は
は
じ
め
て
の
遭

遇
で
は
な
い
。
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
同
様
の
脅
威
を
経
験
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
経
験
か
ら
、
ま
ず
身
体
が
脅
威
に
対

し
て
自
動
的
に
震
え
を
起
こ
さ
せ
る
。
そ
の
身
体
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
脳
神
経
に
到
達
し
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
「
怖
い
」
と

い
う
感
情
が
主
観
的
に
認
識
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
脳
が
脅
威
を
感
知
し
て
感
情
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
進
化
の
過
程

で
身
に
着
け
た
脅
威
を
感
知
す
る
と
震
え
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
恐
怖
と
い
う
感

情
は
進
化
の
過
程
で
人
間
が
み
な
身
に
着
け
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
感
情
史
研
究
の
第
一
人
者
だ
っ
た
プ
ラ
ン
パ
ー
が
、『
感
情
史
の
始
ま
り
』
の
冒
頭
で
神
経
学
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ル
ド
ゥ
ー

の
闘
争
本
能
研
究
、
す
な
わ
ち
人
間
が
脅
威
と
感
じ
る
生
物
に
遭
遇
し
た
際
に
戦
う
か
逃
げ
る
か
の
反
応
を
す
る
た
め
の
自

律
神
経
が
一
二
ミ
リ
秒
と
い
う
短
時
間
で
活
性
化
さ
れ
る
と
い
う
議
論
に
触
れ
て
い
る
の
も
、
認
知
の
自
動
性
と
い
う
自
然

科
学
の
知
見
が
歴
史
学
に
と
っ
て
重
大
な
示
唆
を
持
つ
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
認
知
科
学
・
神
経
学
者
の
言
う
よ
う
に
、

感
情
は
普
遍
的
な
も
の
な
の
か
。
感
情
に
歴
史
は
あ
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
か
ら
「
感
情
史
」
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
感
情
史
研
究
を
先
導
し
て
き
た
歴
史
家
た
ち
は
、
と
き
に
認
知
科
学
・
神
経
科
学
の
知
見
を
用
い
て
歴
史
の

書
き
換
え
を
試
み
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
抗
し
て
感
情
に
も
地
域
性
・
時
代
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
っ



－  6  －－  7  －

感
情
史
と
い
う
実
験
場
（
高
林
）

史　苑　の　窓

た
。
後
者
に
お
い
て
も
、
認
知
科
学
・
神
経
科
学
を
一
様
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
世
界
観
を
部
分
的
に
借
用
し

た
り
翻
案
す
る
試
み
も
な
さ
れ
た
。
こ
う
考
え
て
ゆ
く
と
、
感
情
史
固
有
の
新
し
さ
と
は
、
神
経
科
学
・
認
知
心
理
学
の

知
見
な
い
し
世
界
観
と
向
き
合
っ
た
歴
史
学
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
の
感
情
史
研
究
者
に
は
そ

の
こ
と
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
「
あ
い
ま
い
さ
」
や
「
わ

か
り
に
く
さ
」
を
生
ん
で
い
る
。
何
度
か
言
及
し
た
『
現
代
思
想
』
の
対
談
で
も
、感
情
史
が
登
場
し
た
背
景
に
は
「
二
〇

世
紀
末
の
脳
神
経
科
学
の
発
展
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
一
言
述
べ
る
だ
け
で
そ
れ
以
上
深
く
立
ち
入
ろ
う
と
し
て
い
な

い
。
む
し
ろ
感
情
史
が
「
脳
神
経
科
学
に
限
ら
ず
」
様
々
な
要
因
か
ら
発
展
し
て
き
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

感
情
史
研
究
が
そ
の
根
底
に
持
っ
て
い
る
、
感
情
は
普
遍
的
な
も
の
な
の
か
、
感
情
に
歴
史
は
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
か

け
を
、
日
本
の
感
情
史
研
究
者
／
紹
介
者
は
共
有
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
姿
勢
の
も

と
で
感
情
史
研
究
が
試
み
ら
れ
る
と
き
、「
こ
れ
は
感
情
だ
」と
私
た
ち
が
通
念
的
に
思
う
よ
う
な
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、

「
〇
〇
の
感
情
史
」
と
い
う
研
究
が
量
産
さ
れ
る
だ
け
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、『
感
情
史
の
始
ま
り
』
で
ヤ
ン
・
プ
ラ
ン

パ
ー
が
既
に
警
告
し
た
危
険
性
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
日
本
で
は
適
切
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
認
知
科
学
・
神
経
科
学
が
歴
史
学
に
突
き
つ
け
て
い
る
の
は
、
人
間
心
理
を
理
解
す
る
モ
デ
ル
を
更
新
す
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
感
情
が
普
遍
的
で
自
動
的
だ
と
い
う
考
え
方
は
、
私
た
ち
が
漠
然
と
信
じ
て
い
る
、
あ
る
人
間
心
理
の
モ
デ

ル
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
人
間
が
主
体
的
に
意
識
を
も
ち
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
行
動
を
と
る
と
い

う
古
典
的
な
啓
蒙
思
想
に
基
づ
く
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
心
理
の
モ
デ
ル
は
、
構
造
主
義
や
文
化
人
類
学
的

な
視
点
に
も
と
づ
く
研
究
に
よ
っ
て
二
〇
世
紀
半
ば
以
降
に
相
対
化
さ
れ
つ
く
さ
れ
て
お
り
、
認
知
科
学
・
神
経
科
学
の

知
見
が
こ
と
さ
ら
新
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
に
は
意
識
が
あ
る
／
主
観
性
は
あ
る
の
だ
と
い
う
誰
し
も
が
感

じ
う
る
素
朴
な
直
観
に
も
と
づ
く
歴
史
書
は
い
ま
だ
に
多
く
存
在
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
認
知
科
学
・
神
経
科
学
が
仮
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想
敵
と
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
意
識
下
に
は
無
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
が
意
識
の
動
き
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
、
い
ま
だ
根
強
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
フ
ロ
イ
ト
的
な
心
理
学
理
解
で
も
あ
る
。
漠
然
と
私
た
ち
が
採
用
し
て
き
た

人
間
心
理
モ
デ
ル
に
対
し
て
そ
の
更
新
を
強
く
迫
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
歴
史
叙
述
も
刷
新
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、

感
情
史
に
よ
る
も
っ
と
も
重
大
な
問
題
提
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
加
え
て
言
え
ば
、
神
経
科
学
・
認
知
科
学
は
時
間
軸
に
つ
い
て
も
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
彼
ら
の
新
し
い
科

学
は
、
人
間
の
思
想
や
行
動
、
あ
る
い
は
政
治
経
済
上
の
事
件
や
体
制
変
化
を
も
っ
て
時
間
の
隔
た
り
を
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
進
化
と
発
達
と
い
う
長
期
に
わ
た
る
時
間
軸
に
基
づ
い
た
過
去
の
理
解
を
提
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
依
拠
し
て
き
た
心
理
学
的
な
準
拠
枠
を
見
つ
め
な
お
し
新
た
な
準
拠
枠
を
受
け
入
れ
る
の
か
。
新

た
な
準
拠
枠
を
参
照
し
な
が
ら
過
去
の
感
情
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
を
考
え
る
の
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
次
代
の
歴
史
学
を

構
想
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
、
す
な
わ
ち
構
築
主
義
と
本
質
主
義
と
い
う
世
界
観
を
め
ぐ
る
問
い
が
、
感

情
史
の
始
ま
り
に
は
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
実
験
場
が
感
情
史
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
プ
ラ
ン
パ
ー
は
『
感
情

史
の
始
ま
り
』
で
、
感
情
を
扱
う
歴
史
の
長
さ
、
人
類
学
と
神
経
科
学
、
文
化
構
築
主
義
と
本
質
主
義
と
い
っ
た
順
で
語

り
、
そ
の
う
え
で
、
感
情
史
の
実
験
場
で
実
践
を
試
み
よ
う
と
す
る
歴
史
家
に
対
し
て
神
経
科
学
の
理
解
力
を
高
め
る
こ

と
を
求
め
た
。
歴
史
家
が
構
築
主
義
の
正
当
性
を
考
え
、
時
間
と
空
間
を
扱
う
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
の
意
義
を
考
え
て

ゆ
く
そ
の
前
に
、
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
感
情
史
を
狭
く
と
っ
て
い
る
、
可
能
性
を
減
じ
て
い
る
と
い
う
声
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
的
外
れ
な
指
摘
で
あ
る
。
感
情
史
は
、
神
経
科
学
・
認
知
科
学
と
向
き
合
い
、
そ
う
す
る
こ
と
で
既
存
の
歴
史
学

か
ら
あ
え
て
は
み
だ
そ
う
と
す
る
実
験
場
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
向
き
合
う
つ
も
り
が
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
史
・
構
築

主
義
の
立
場
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
感
情
史
」
な
ど
と
名
乗
ら
ず
、「
〇
〇
の
文
化
史
」
と
言
え
ば
い
い
だ
け
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。

　
か
つ
て
夢
野
久
作
は
小
説
『
ド
グ
ラ
マ
グ
ラ
』（
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
、「
胎
児
の
夢
」
と
い
う
言
葉
で
、
人
間
の

胎
児
が
体
内
に
い
る
間
に
何
百
億
年
の
進
化
の
過
程
を
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
見
せ
た
。
私
自
身
は
、
歴
史
学

に
お
け
る
自
然
科
学
、
と
り
わ
け
認
知
科
学
や
神
経
科
学
の
無
批
判
な
受
容
に
は
抵
抗
を
覚
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
胎

児
の
夢
」
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
進
化
を
軸
に
し
た
時
間
の
感
覚
を
、
時
間
を
扱
う
歴
史
家
が
無
視
し
て
よ
い
は
ず
は
な
い

と
も
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
の
「
実
験
場
」
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
感
情
に
迫
る
た
め
に
、
な
ん
と
な
く
知
っ
て

い
る
感
情
概
念
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
た
ち
が
依
っ
て
立
っ
て
い
な
い
自
然
科
学
的
な
感
情
理
解
と
向
き

合
う
こ
と
。
そ
れ
を
「
始
ま
り
」
と
し
て
、
過
去
を
ど
う
描
く
の
か
、
歴
史
叙
述
の
可
能
性
を
探
求
す
る
。
そ
の
実
験
の

先
に
こ
そ
、感
情
史
の
歴
史
学
上
の
意
義
が
見
出
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。そ
う
考
え
て
ゆ
く
と
、「
感
情
史
と
は
何
か
」「
何

が
新
し
い
の
か
」と
い
う
素
朴
な
問
い
に
対
し
て
端
的
に
答
え
る
こ
と
は
ま
だ
難
し
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、

感
情
史
と
い
う
実
験
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
だ
か
ら
。
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