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現
代
日
本
の
哲
学
者
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橋
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大
三
郎
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社
会
学
を
専
攻
す
る
私
は
、
ど
う
し
て
も
社
会
学
的
な
関
心
か
ら
、

哲
学
者
の
著
作
を
読
ん
で
し
ま
う
。

わ
れ
わ
れ
社
会
学
の
な
か
ま
が
議
論
し
て
き
た
よ
う
な
問
題
が
、
哲

学
で
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
?
そ
っ
く
り
同
じ
問
題
で

な
く
て
も
、
か
た
ち
を
変
え
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
?

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
、
問
題
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
な
い
の
か
?

同
じ
よ
う
な
垣
根
越
し
の
関
心
は
、
哲
学
者
の
側
に
も
あ
る
ら
し
い
。

た
と
え
ば
肢
松
渉
氏
が
、
ア
メ
リ
カ
の
現
象
学
的
社
会
学
者
、

A
・
シ

ユ
ツ
ツ
の
問
題
構
成
に
関
心
を
寄
せ
た
り
、
大
庭
健
氏
が
、
最
近
の
著

書
『
他
者
と
は
誰
の
こ
と
か
』
で
、
ド
イ
ツ
の
機
能
主
義
社
会
学
者
、

N
・
ル

l
マ
ン
の
仕
事
を
踏
ま
え
た
り
、
と
お
互
い
さ
ま
で
あ
る
。

社
会
学
者
は
哲
学
に
、
思
考
の
厳
密
学
で
あ
る
こ
と
の
変
わ
ら
ぬ
尊

敬
を
覚
え
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
た
ち
の
社
会
学
が
、
そ
こ
か
ら
分
か

れ
て
き
た
伝
統
あ
る
学
問
に
、
郷
愁
を
感
じ
て
も
い
る
。
哲
学
者
は
哲

-
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ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
見
れ
ば
、
理
解
で
き
る
。

機
能
主
義
の
社
会
理
論
は
、
時
代
思
潮
と
し
て
、
戦
後
の
社
会
学
界

を
席
捲
し
た
。
そ
の
源
泉
は
ひ
と
つ
で
な
い
け
れ
ど
も
、
最
も
影
響
力

を
も
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ

l
ソ
ン
ズ

で
あ
る
。
伎
は
、

M
・
ヴ
ェ

l
パ
l
、

E
・
デ
ュ
ル
ケ

l
ム
、
サ
イ
パ

ネ
テ
ィ
ッ
ク
久
、
近
代
経
済
学
、
小
集
団
実
験
な
ど
を
養
分
に
し
て
、

五
0
年
代
に
構
造
l

機
能
分
析
(ω
可
ロ
の

E
E
-
A
Z
R
Z
Oロ
巳
自
己
可
・

巴
ω)
と
い
う
立
場
を
樹
立
。
こ
れ
は
、
富
永
健
一
、
吉
田
民
人
、
小
室

直
樹
ら
に
よ
っ
て
日
本
で
も
独
自
の
展
開
を
と
げ
、
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
を
通
じ
て
、
圧
倒
的
な
影
響
力
を
も
っ
た
。

ひ
と
口
に
構
造
1

機
能
分
析
と
言
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
主
張
を
持

っ
た
人
び
と
が
い
る
。
中
・
心
人
物
の
パ

l
ソ
ン
ズ
に
し
て
も
、
時
期
に

よ
っ
て
、
何
回
か
見
解
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
最
大
公
約
数

を
、
ご
く
簡
単
に
押
さ
え
て
み
れ
ば
|
|

キ
ー
に
な
る
概
念
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
ま
ず
シ
ス
テ
ム
(
体
系
)
。

多
く
の
変
数
が
複
雑
に
連
関
し
た
相
互
関
係
を
い
う
。
パ

l
ソ
ン
ズ
は
、

⑨ 中村雄二郎氏

学
者
で
お
そ
ら
く
、
社
会
学
に
、
人
間
の
い
っ
そ
う
具
体
的
で
現
実
的

な
生
き
方
の
手
触
り
み
た
い
な
も
の
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

* 

七

0
年
代
に
は
い
る
と
社
会
学
で
は
、
そ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
機
能

主
義
の
。
専
制
支
配
。
が
覆
え
き
れ
、
「
意
味
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
一
群

の
試
み
が
現
れ
て
き
た
。
こ
の
傾
向
は
、
八

0
年
代
に
入
る
と
、
い
よ

い
よ
わ
が
国
に
も
本
格
的
に
波
及
し
、
多
様
・
多
彩
な
展
開
を
見
せ
る

よ
う
に
な
る
。
私
自
身
も
こ
う
し
た
流
れ
の
末
に
連
な
り
、
人
間
の
言

語
活
動
を
社
会
関
係
の
基
礎
に
据
え
な
お
す
、
〈
言
語
〉
派
と
い
う
立
場

を
試
み
て
い
る
。

人
間
や
社
会
が
、
意
味
と
不
可
分
で
あ
る
な
ど
と
、
い
ま
さ
ら
言
う

の
も
お
か
し
い
と
思
う
む
き
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
い

う
こ
と
を
言
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
、
当
時
の
社
会
学
に

は
あ
っ
た
。
意
味
学
派
登
場
の
必
要
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
機
能
主
義
が

社
会
も
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
個
々
人
も
、
十
分
に
複
雑
な
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
と
直
観
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
複
雑
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か

の
秩
序
を
そ
な
え
て
い
る
。
で
は
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
か
。
こ

れ
が
パ

l
ソ
ン
ズ
の
抱
い
た
疑
問
だ
っ
た
。

パ
l
ソ
ン
ズ
は
社
会
学
に
、
機
械
論
そ
っ
く
り
の
シ
ス
テ
ム
論
を
持

ち
こ
む
つ
も
り
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
人
聞
が
意
味
を
知
っ

て
お
り
、
め
い
め
い
の
欲
求
や
価
値
観
や
動
機
に
も
と
づ
い
て
行
動
す

る
こ
と
(
主
意
主
義
的
行
為
理
論
)
を
、
よ
く
承
知
し
て
い
た
。
そ
こ
で

伎
は
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
!
(
二
律
背
反
)
に
直
面
す
る
。
自
由
な
(
と
い
う

こ
と
は
、
外
部
世
界
の
拘
束
を
受
け
な
い
)
諸
個
人
の
集
ま
り
で
あ
る
社

会
が
、
ど
う
し
て
一
定
の
秩
序
(
拘
束
性
)
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の

か
(
「
ホ

ッ
プ
ス
的
秩
序
の
問
題
」
)
。
こ
の
、
一
般
に
は
解
け
る
は
ず
の
な

い
問
題
を
前
に
し
て
、
彼
は
、
特
殊
な
場
合
に
な
ら
そ
う
い
う
秩
序
(
均

衡
)
が
実
現
す
る
と
言
え
そ
う
だ
、
と
考
え
る
。
そ
れ
が
、
規
範
解
だ
。

も
し
社
会
に
、
秩
序
が
行
き
わ
た
っ
て
い
る
な
ら
、
人
び
と
は
そ
れ

を
す
す
ん
で
、
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
、
分
け
持
つ
よ
う
に
な
り
や
す

い
だ
ろ
う
。
逆
に
も
し
、
人
ぴ
と
が
規
範
を
分
け
持
っ
て
い
る
の
な
ら
、

そ
こ

ιは
社
会
秩
序
が
実
現
す
る
は
ず
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
秩

序
は
、
人
び
と
が
そ
の
よ
う
に
規
範
に
志
向
す
る
場
合
に
、
安
定
し
て

実
現
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
社
会
り
機
能
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
、

と
パ

l
ソ
ン
ズ
は
考
え
た
。

こ
う
し
て
、
パ

l
ソ
ン
ズ
の
描
い
た
社
会
秩
序
は
、
人
ぴ
と
が
規
範

に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
「
体
制
維
持
」
「
保
守
」
の
色
合
い
の
強
い
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も
の
と
な
っ
た
。
人
び
と
の
「
自
由
」
も
名
ば
か
り
で
、
個
性
も
な
し

に
社
会
に
埋
没
し
て
い
る
。
こ
れ
に
怒
っ
て
、
さ
き
ほ
ど
の
意
味
学
派

の
人
び
と
が
、
登
場
し
て
く
る
。
彼
ら
は
こ
れ
を
、
機
能
主
義
の
欠
陥

で
あ
る
と
し
た
。
社
会
を
、
シ
ス
テ
ム
、
構
造
、
機
能
な
ど
の
語
葉
よ

っ
て
、
捉
え
よ
う
と
す
る
か
ら
い
け
な
い
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

* 

六
0
年
代
の
異
議
申
し
立
て
運
動
が
、
七

0
年
代
の
社
会
学
に
な
だ

れ
こ
ん
だ
観
も
あ
っ
た
か
、
構
造
l

機
能
分
析
は
彼
ら
の
攻
撃
の
恰
好

の
標
的
と
な
っ
て
い
く
。
文
句
を
言
い
立
て
る
側
の
意
味
学
派
は
、
一

枚
岩
で
な
く
、
い
く
つ
か
の
「
、
ミ
、

た
。
「
現
象
」
を
キ

l
概
念
に
、
人
間
の
主
観
的
経
験
と
現
実
構
成
を
重

視
す
る
、
現
象
学
的
社
会
学
派
。
会
話
の
や
り
と
り
な
ど
日
常
的
な
場

面
の
観
察
・
分
析
か
ら
出
発
す
る
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ

l
派
。
社
会

過
程
の
象
徴
的
な
側
面
に
注
意
を
集
中
す
る
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
・
イ
ン

タ
ラ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
派
:
:
:
。
こ
れ
ら
の
学
派
が
総
じ
て
主
張
す
る
の

で
な
い
、
社
会
を
生
き
る
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に

従
属
す
る
の
で
な
い
、
か
け
が
え
の
な
い
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と

彼
ら
が
社
会
的
現
実
を
紡
ぎ
出
さ
な
け
れ
ば
、
社
会
秩
序
も
存
立
不
可

能
な
こ
と
、
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
問
題
は
、

意
味
の
客
観
的
・
公
共
的
な
側
面
に
、

向
け
ら

れ
て
い
く
。

パ
l
ソ
ン
ズ
の
問
題
の
た
て
方
に
、
問
題
が
あ
っ
た
の
は
な
い
か
。

自
由
な
主
体
と
し
て
の
人
間
を
せ
っ
か
く
思
い
描
い
て
も
、
そ
れ
と
別

ム
)
と
と
ら
え
た
。
社
会
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
、
個
人
は
外
部
(
環

境
)
。
個
人
の
与
え
る
創
発
的
な
新
奇
性
・
予
測
不
能
な
撹
乱
を
ま
え

に
、
い
つ
も
ゆ
ら
い
で
い
る
。
パ

l
ソ
ン
ズ
は
こ
れ
を
見
誤
り
、
あ
た

か
も
固
定
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
が
個
々
人
の
「
環
境
」
で
あ
る
か
の
よ

う
に
想
定
し
た
の
で
は
な
い
か
。

今
回
(
『
自
己
組
織
性
』
創
文
社
、

『
モ
ダ
ン
の
脱
構
築
』
中
公
新
書
)
に

よ
る
と
、
パ

l
ソ
ン
ズ
の
発
想
は
、
高
度
成
長
期
の
産
業
社
会
特
有
の

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
モ
ダ
ン
の
脱
構
築
、
意
味
シ
ス
テ
ム
の

創
造
的
な
構
成
が
、
主
題
と
な
る
。
個
々
人
に
過
度
の
画
一
性
を
強
い

た
効
率
社
会
か
ら
、
個
々
人
の
多
様
性
を
支
援
す
る
意
味
シ
ス
テ
ム
の

時
代
へ
。
こ
う
し
た
転
換
が
、
社
会
学
の
理
論
現
場
で
も
起
こ
っ
て
き

た

* 

こ
の
よ
う
な
学
派
の
消
長
や
、
問
題
関
心
の
戯
し
い
推
移
が
、
時
代

に
関
わ
る
社
会
学
の
あ
り
方
だ
。
同
じ
よ
う
な
時
代
と
の
緊
張
関
係
を
、

哲
学
の
を
動
向
の
な
か
に
見
て
と
れ
る
こ
と
が
、
私
に
は
興
味
深
い
。

た
と
え
ば

『共
通
感
覚
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
中
村
雄
二
郎
の
仕
事
は
、

社
会
学
が
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ち
ょ
う
ど
ト
ン
ネ

ル
の
反
対
側
か
ら
掘
り
進
む
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

哲
学
と
社
会
学
で
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
あ
り
方

も
、
古
典
と
さ
れ
る
文
献
も
、
構
築
の
ス
タ
イ
ル
も
ま
る
で
異
な
る
。

だ
が
そ
う
し
た
相
違
は
、
問
題
の
深
度
に
比
べ
れ
ば
、
表
層
的
な
も
の

の
は
ず
で
あ
る
。

に
社
会
秩
序
を
考
え
た
の
で
は
、
結
局
人
間
は
、
「
自
由
」
で
も
「
主
体

的
」
で
も
あ
り
え
な
い
。
こ
の
発
想
で
は
、
「
社
会
化
」
(
社
会
秩
序
の
内

容
を
、
個
々
人
が
自
分
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
に
取
り
入
れ
る
こ

と
て
つ
ま
り
、
社
会
↓
個
人
に
は
た
ら
く
作
用
ば
か
り
を
強
調
せ
ざ
る

を
え
ず
、
逆
方
向
(
個
人
↓
社
会
)
は
問
題
に
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
で
つ
。そ

う
で
な
く
て
、
意
味
が
社
会
的
な
実
在
で
あ
る
と
考
え
よ
う
。
個
々

人
は
最
初
か
ら
、
社
会
的
な
現
実
を
生
き
は
じ
め
る
。
そ
れ
を
離
れ
て
、

社
会
シ
ス
テ
ム
が
、
ど
こ
か
に
実
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
意
味
学
派

が
総
じ
て
主
張
し
た
の
は
、
結
局
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
意
味
が
、

。
個
人
と
社
会
。
と
い
う
古
典
的
な
対
立
を
乗
り
越
え
る
媒
介
項
と
し

て
、
社
会
学
の
中
心
的
な
記
述
の
対
象
と
な
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
、

シ
ス
テ
ム
論
の
洗
礼
を
経
た
あ
と
、
こ
こ
二

O
年
の
社
会
学
理
論
の
主

要
な
動
向
で
あ
る
。*

 

こ
れ
に
類
す
る
動
き
は
、
機
能
主
義
の
側
で
も
生
じ
て
い
る
。
パ
ー

ソ
ン
ズ
の
後
継
者
と
目
さ
れ
る

N
・
ル

l
マ
ン
は
、
構
造
l

機
能
分
析

を
換
骨
奪
胎
し
、
意
味
の
選
択
プ
ロ
セ
ス
を
中
心
に
据
え
た
社
会
シ
ス

-
テ
ム
論
を
構
想
す
る
。
そ
こ
で
は
、
パ

l
ソ
ン
ズ
が
描
い
た
よ
う
な
社

会
や
個
体
の
実
在
性
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
想
定
さ
れ
な
い
。

わ
が
国
の
機
能
論
者
も
、
意
味
を
重
視
し
は
じ
め
て
い
る
。
た
と
え

ば
今
回
高
俊
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
を
、
自
己
組
織
シ
ス
テ
ム
(
つ
ま
り
、

自
分
の
な
か
に
根
拠
を
持
ち
え
ず
、
不
断
に
自
己
変
容
を
と
げ
る
シ
ス
テ

社
会
学
で
は
、
意
味
の
公
共
性
、
社
会
性
、
客
観
性
が
強
調
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
意
味
が
主
観
的
な
問
題
と
し
て
、
社
会
シ
ス
テ
ム
(
社
会
学
の

記
述
の
本
来
の
対
象
で
あ
る
と
さ
れ
る
実
在
)
と
切
り
離
さ
れ
、
二
義
的

な
扱
い
受
け
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
抗
議
の
戸
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
哲

学
で
は
、
意
味
の
問
題
は
い
つ
だ
っ
て
中
心
的
な
テ

l
マ
で
あ
り
続
け
、

そ
の
復
権
を
改
め
て
強
調
す
る
必
要
な
と
き
ら
き
ら
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
哲
学
で
は
問
題
の
配
置
が
異
な
る
。
代
わ
っ
て
位
置
づ
け
が
大

き
く
変
化
し
た
も
の
は
、
身
体
で
あ
っ
た
。

人
聞
の
意
味
の
世
界
が
、
主
観
的
、
か
つ
客
観
的
に
存
在
す
る
こ
と

の
根
拠
。
そ
れ
が
身
体
で
あ
る
。
身
体
に
注
目
す
れ
ば
、
個
々
人
の
生

き
る
意
味
の
世
界
が
、
(
社
会
の
)
客
観
性
か
ら
切
断
さ
れ
た
ま
ま
個
々

人
の
内
部
に
閉
じ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
そ
の
外
側
に
広
が
っ
て
い
く
様

相
が
見
え
て
く
る
。
共
通
感
覚
と
い
う
の
は
、
ば
ら
ば
ら
な
主
観
の
性

能
に
純
化
さ
れ
て
き
た
視
覚
、
聴
覚
、
:
:
:
等
々
の
機
能
が
、
じ
つ
は

身
体
上
で
交
錯
す
る
こ
と
を
、
よ
ぴ
か
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

共
通
感
覚
は
、
身
体
を
、
個
々
の
感
覚
(
精
神
機
能
)
の
織
り
あ
わ
さ
る

場
所
と
し
て
、
伝
統
哲
学
の
耳
語
か
ら
呼
ぴ
か
え
る
試
み
で
あ
る
と
言

、
え
ヲ
令
。

*
 

中
村
雄
二
郎
の
仕
事
が
、
共
通
感
覚
の
問
題
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
そ

こ
に
収
赦
す
る
必
然
を
、
も
う
少
し
仔
細
に
追
っ
て
み
よ
う
。

一
九
七
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
共
通
感
覚
論
』
は
、
「
知
の
組
み
か
え

の
た
め
に
」
と
副
題
が
つ
い
て
い
る
。
哲
学
の
閉
塞
状
況
を
、
そ
の
系

中村雄二郎55 54 
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伏
流
し
て
い
た
本
来
の
問
題
に
た
ど

そ
こ
を
起
点
に
問
題
の
配
置
そ
の
も
の
を
組
み
直
そ
う
と
い

う
展
望
を
も
っ
た
試
み
で
あ
る
。

諮
を
逆
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

り
っ
き
、

内
容
は
ま
こ
と
に
多
岐
に
わ
た
り
、

戸
坂
潤
か
ら
、

メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ

デ
カ
ル
ト
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、

「
ア
ユ
、
ン
ヤ
ン
、

ィ
、
桁
村
病
理
学
、

論
、
ソ
シ
ュ

l
ル

、

個

々

の

論

者

に

対

す

る
言
及
が
簡
略
に
な
っ
て
い
る
の
は
や
む
を
得
な
い
が
、

ベ
ン
サ
ム
、

フ
ー
コ

l

英
国
経
験

-
・
:
:
と
枚
挙
の
暇
も
な
い
。

そ
の
代
わ
り
、

哲
学
史
を
つ
ら
ぬ
く
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス

の
伝
統
を
看
て

と
ろ
う
と
い
う
雄
揮
な
図
柄
が
、

(
共
通
感
覚
)

読
者
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
仕
掛
け
に

な
っ
て
い
る
。

中
村
自
身
の
言
に
よ
っ
て
、

深
度
を
探
っ
て
み
よ
う
。

諸
感
覚

彼
が
北
ハ
通
感
覚
に
か
け
る
問
題
意
識
の

(
セ
ン
ス
)

A
も
と
も
と
〈
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
〉
と
は
、

に
相
渉
っ
て
共
通
(
コ
モ
ン
)
で
、
し
か
も
そ
れ

私
た
ち
人
聞
の
い
わ
ゆ
る
五
感

ら
を
統
合
す
る
感
覚
、

(
視
覚
、

聴
覚
、

暁
覚
、

味
覚
、

触
覚
)

に
相
渉
り
つ
つ
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
働
く
総
合

的
で
全
体
的
な
感
得
力
(
セ
ン
ス
)
、

っ
た

V
(七
頁
)
。

つ
ま
り
〈
共
通
感
覚
〉
の
こ
と
だ

A
現
在
私
た
ち
の
前
に
提
出
さ
れ
て
い
る
人
間
論
や

ア
イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

、

生

き

ら

れ

る

時

間

や

空

間

、

風

景
、
制
度
、
虚
偽
意
識
な
ど
の
諸
問
題
は
、
み
ん
な
共
通
感
覚
の
問
題

に
か
か
わ
り
、
そ
こ
に
収
赦
し
て
い
く
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う

V
(九

芸
術
論
や
多
く
の
重
要
な
問
題
、

一一昌吉問、

す
な
わ
ち
、

知
覚
、

身
体
、

批
評
の
根
拠
、

味頁
σ〉。

客プ
観ふ

的よ
なみ

流亡
哩聞
の題
培の
:!tl!.求
、，1、
あ量
るに
身あ
体た
η る

主

通
感
覚

そ
れ
は
、
意

も
っ
と
も
基
本
的
な
性

角
形
〉
(
一
種
の
だ
ま
し
絵
)
を
紹
介
す
る
箇
所
で
、
中
村
は
こ
う
の
べ

る。

A
部
分
と
し
て
は
成
り
立
つ
が
全
体
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
視
覚
が
そ
れ
を
可
能
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
許
容
す

る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
近
代
世
界
の
視
覚
優
位
と
結
び
つ
い
た
機
械

論
、
全
体
は
部
分
の
総
和
か
ら
成
る
と
す
る
機
械
論
の
考
え
方
の
逆
理

そ
の
も
の
を
、
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る

V
(七
回
頁
)
。
視
覚
は
本
来
、

た
か
だ
か
共
通
感
覚
を
織
り
な
す
感
覚
の
ひ
と
つ
で
、
他
の
感
覚
と
協

働
し
な
が
ら
、
世
界
の
体
験
の
構
成
に
参
画
す
る
は
ず
の
も
の
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
脈
絡
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
あ
た
か
も
視
覚
だ
け
が
自
存
し

て
世
界
を
体
験
し
う
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
る
か
ら
、
か
え
勺
て
だ

ま
し
絵
に
足
を
と
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
逆
説
に
み
ま
わ
れ
る
。
そ
こ

に
思
い
い
た
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
を
捉
え
て
い
る
感

覚
の
体
制
を
、
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。

視
覚
(
観
る
主
体
)
の
成
立
が
、
近
代
的
な
人
間
個
体
の
自
立
と
並
行

す
る
現
象
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
解
体
の
予
兆
が
構
造
主
義
に

よ
っ
て
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
私
も
か
つ
て
の
べ
た
こ
と
が

あ
る
(
『
は
じ
め
て
の
構
造
主
義
』
講
談
社
現
代
新
書
)
。
共
通
感
覚
へ
の

覚
醒
が
、
視
覚
の
制
度
、
ひ
い
て
は
近
代
の
諸
制
度
の
脱
構
築
に
結
び

つ
く
、
と
い
う
戦
略
は
、
こ
の
理
解
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ

が
、
構
造
主
義
と
軌
を
一
に
す
る
哲
学
潮
流
に
連
な
っ
て
い
る
の
は
み

や
す
い
。

* 

視
覚
に
つ
づ
け
て
、
中
村
は
、
言
語
・
時
間
・
記
憧
と
い
っ
た
テ
l

能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
は
、

れ
が

A
〈
共
通
感
覚
〉
お

5
8ヨ
ヨ
ロ
ロ
が
共
通
感
覚
と
呼
ば
れ
る

そ
れ
が
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
な
感
覚
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ

か
ら
生
ま
れ
る
か

二
つ
の
意
味
が

さ
て
、「

個
々
の
諸
感
覚
の
よ
く
規
整
さ
れ
た
使
用
」

「
共
通
」
に
は
少
な
く
と
も
、

ら
で
あ
る

V
(五
五
頁
)
。

ゑりヲ
hv
。

第
二
は
感
覚
l

感
覚
聞
の
、

第
一
は
人
間
l

人
間
聞
の
共
通
性
、

共
通
性
。
両
者
は
無
関
係
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
、

り
中
村
が
考
慮
す
る
の
は
、

き
し
あ
た

後
者
な
の
だ
。

* 

諸
々
の
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
捻
じ
れ
や
交
錯

を
み
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

あ
る
人
間
の
な
か
で
、

つ
く
の
か
、

意
味
の
公
共
性
・
社
会
性
に
ど
う
結
び

意
味
の
社
会
性
を

と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、

考
え
る
う
え
で
、
共
通
感
覚
論
は
踏
ま
え
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

人
聞
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、

伝
統
的
に
哲
学
は
、

そ
の
イ
メ

ー
ジ
を
与
え
て
き
た
。

そ
し
て
、

つ
い
に
そ
の
主
流
を
占
め
る
に
い
た

っ
た
の
が
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
(
主
体
/
客
体
図
式
、

あ
る
い
は
、

要
素
還
元

論
)
だ
と
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
伝
統
は
、
現
実
を
解
釈
す
る
枠
組
み
と

語
葉
と
感
受
性
の
、
よ
厚
い
推
積
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
を
剥
ぎ
と
ら

な
い
と
、
時
代
の
現
実
の
新
し
い
相
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
場

合
、
哲
学
の
伝
統
に
ど
う
対
抗
し
た
ら
い
い
だ
ろ
、
、
か
。
そ
れ
が
共
通

感
覚
で
あ
る
と
、
中
村
は
直
観
し
た
。
共
通
感
覚
に
照
準
す
る
こ
と
が
、

戦
略
的
に
重
要
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
視
覚
の
優
住
に
対
す
る
挑
戦
。
〈
ぺ
ン
ロ

l
ズ
の
立
方
三

マ
に
も
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。
同
じ
志
向
は
、
『
哲
学
の
現
在
』
『
術
語

集
』
『
問
題
群
』
(
い
ず
れ
も
岩
波
新
書
)
と
い
っ
た
著
書
に
も
、
一
貫
し

て
い
る
。

共
通
感
覚
は
、
視
覚
(
映
像
)
、
聴
覚
(
言
語
、
音
楽
て
そ
の
ほ
か
の

感
覚
や
感
情
(
:
:
:
愛
情
?
)
な
ど
に
切
り
離
さ
れ
、
ば
ら
ば
ら
に
論
じ

ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
、
ひ
と
つ
の
身
体
上
で
生
じ
る
問
題
と
し
て

考
え
直
し
た
ら
ど
う
か
と
提
案
す
る
の
が
、
共
通
感
覚
論
で
あ
る
。
こ

う
い
う
ス
タ
ン
ス
に
中
村
雄
二
郎
の
特
徴
が
、
よ
く
出
て
い
る
と
も
言

え
よ
う
。
彼
は
「
テ
キ
ス
ト
の
読
み
手
」
で
あ
る
。
哲
学
史
上
の
多
様

な
素
材
を
渉
猟
し
つ
つ
、
そ
れ
を
共
通
感
覚
と
い
う
テ

l
マ
に
即
し
て
、

彼
の
書
物
の
な
か
に
配
列
す
る
。
読
者
の
理
解
は
深
ま
る
だ
ろ
う
。
た

だ
、
頭
で
そ
れ
を
わ
か
る
こ
と
と
、
共
通
感
覚
が
社
会
的
な
現
実
の
な

か
に
復
権
で
き
る
こ
と
(
近
代
合
理
主
義
の
方
法
で
あ
る
分
析
理
性
に
措

抗
す
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
原
理
と
し
て
対
置
さ
れ
る
こ
と
)
と
は
、
違
う

(
距
離
が
あ
る
)
の
で
は
な
い
か
。

* 

こ
の
よ
う
な
共
通
感
覚
論
に
は
、
紙
一
重
の
と
こ
ろ
で
・空
振
り
に
終

り
か
ね
な
い
、
き
わ
ど
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

視
覚
が
特
権
的
で
あ
る
な
ど
と
、
近
代
に
よ
っ
て
体
制
づ
け
ら
れ
て

し
ま
う
以
前
の
、
諸
感
覚
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
、
あ
る
が
ま
ま
の
関
係
。

そ
れ
が
共
通
感
覚
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
①
原
初
的
で
あ
っ
て
、

し
か
も
、
②
近
代
的
原
理
の
外
部
に
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
急
進
的
エ
コ

ロ
ジ
ス
ト
に
と
っ
て
の
自
然
と
か
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
と
っ
て
の
ル
・

56 
中村雄二郎

ヲーラ一一一f司、，可 γ 可
， 

57 

ん
釦
部
N
斜
配
郎
究
凶
都
議

mn必
刻
刻
1
・d
創
匂
I
Jd
倒
閣
1

t
刈
附
刈

J

L
B
'
「

言



{
1

t

・4

R
T
L

，asn，、

1
s
t
 

セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
(
原
記
号
態
)
と
か
の
よ
う
に
、
近
代
(
こ
の
社
会
)

の
外
に
あ
っ
て
、
こ
の
近
代
(
こ
の
社
会
)
を
批
判
す
る
た
め
の
足
が
か

り
に
な
っ
て
い
る
。
人
聞
は
、
こ
の
共
通
感
覚
を
経
由
す
る
こ
と
で
、

失
な
わ
れ
た
本
来
性
を
回
復
す
る
、
と
い
う
。

こ
れ
は
、
七

0
年
代
に
特
有
の
楽
天
的
な
構
図
に
見
え
て
し
ま
う
。

と
い
う
の
は
、
「
近
代
を
脱
出
し
、
克
服
す
る
」
と
い
う
言
説
そ
れ
自
身

こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
近
代
の
産
物
で
あ
り
、
近
代
に
ど
う
し
ょ
う
も
な

繋
留
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
皮
肉
で
逆
説
的
な
指
摘
(
こ
と
に
フ

l
コ
ー

の
文
体
)
が
、
八

0
年
代
の
日
本
で
は
す
っ
か
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
た
と
え
ば
、
内
田
隆
三
「
〈
構
造
主
義
〉
以
後
の

社
会
学
的
課
題
」
『
思
想
』
六
七
六
号
)
。
そ
も
そ
も
近
代
か
ら
脱
出
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
、
ポ
ス
ト
近
代
を
目
指
す
こ
と
を
語
ら
な
か
っ
た
よ

う
な
近
代
の
言
説
が
、
は
た
し
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
と
、
近
代
を
攻
撃
す
る
「
批
判
」
的
言
説
が

持
っ
て
い
た
効
力
を
、
再
点
検
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
批
判
的
な
価
値
観

も
感
受
性
も
、
ナ
イ
ー
ブ
に
そ
れ
を
表
明
す
る
だ
け
で
は
、
批
判
の
効

力
を
保
証
し
て
く
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
フ

l
コ
ー
み
た
い
な
文
体
の

ほ
う
だ
つ
て
、
自
分
が
着
地
す
る
場
所
を
確
保
し
て
い
る
わ
け
で
は
き

ら
き
ら
な
く
で
、
八

0
年
代
を
通
じ
て
の
た
う
ち
回
っ
て
い
る
の
だ
が
。

と
に
か
く
、
八

0
年
代
は
、
そ
の
前
の
時
期
(
共
通
感
覚
論
が
す
ん
な
り

と
、
批
判
的
言
説
と
し
て
人
び
と
に
受
け
取
ら
れ
た
当
時
)
か
ら
、

一
段
階
前
に
進
ん
だ
恐
ろ
し
い
場
所
に
出
て
し
ま
っ
た
。

*・

J
h
u

、っ

っ
て
議
論
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
点
が
目
に
つ
く
。
こ
う
し
た
類
似

と
差
異
に
気
付
く
こ
と
に
も
、
哲
学
/
社
会
学
が
垣
根
越
し
に
関
心
を

持
ち
あ
、
う
つ
こ
と
の
利
点
が
あ
る
と
吾
一

中
村
雄
ニ
郎
(
な
か
む
ら
ゆ
う
じ
ろ
、
う
つ
ユ)

 

略
歴

一
九
二
五
年
生
ま
れ
。
哲
学
、
思
想
史
専
攻
。
明
治
大
学
法
学
部

教
授
。
演
劇
、
言
語
、
人
類
学
な
ど
に
対
す
る
幅
広
い
造
詣
に
裏
打
ち
さ

れ
た
、
数
多
く
の
思
想
書
や

エ
ッ
セ
ー
を
著
し
て
い
る
。
『
感
性
の
覚
醒
』

『
哲
学
の
現
在
』
『
共
通
感
覚
論
』
の
三
部
作
を
は
じ
め
、
『
魔
女
ラ
ン
ダ

考
』
『
術
語
集
』
な
ど
、
そ
の
と
き
ど
き
の
関
心
を
リ
ー
ド
す
る
著
作
群

の
、
愛
読
者
は
多
い
。

主
著

『
パ
ス
カ
ル
と
そ
の
時
代
』
(
一
九
六
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
)

『
近
代
日
本
に
お
け
る
制
度
と
思
想
』
(
一
九
六
七
年
、
未
来
社
)

『
感
性
の
覚
醒
』
(
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
庖
:
:
:
第
二
章
で
共
通
感
覚
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
)

『
劇
的
言
語
』
(
一
九
七
七
年
、
白
水
社
:
:
:
鈴
木
忠
志
氏
と
の
共
著
)

『
哲
学
の
現
在
』
(
一
九
七
七
年
、
岩
波
新
書
:
:
:
共
通
感
覚
論
の
内
容

を
、
初
学
者
に
分
か
り
ゃ
す
く
の
べ
て
い
る
)

『
知
の
変
貌
|
|
構
造
的
知
性
の
た
め
に
』
(
一
九
七
八
年
、
中
央
公
論
社

:
:
:
構
造
主
義
と
、
そ
の
登
場
を
必
然
と
し
た
哲
学
的
伝
統
に
つ
い
て
、

平
易
に
の
べ
る
)

『
共
通
感
覚
論
|
|
知
の
組
み
か
え
の
た
め
に
』
(
一
九
七
九
年
、
岩
波
書

庖・・・・
・・
本
文
参
照
)

『
精
神
の
ト
ポ
ス
|
|
対
話
現
代
思
想
』
(
一
九
七
九
年
、
青
土
社
)

『
知
の
旅
へ
の
誘
い
』
(
一
九
八
一
年
、
岩
波
新
書
:
:
:
山
口
昌
男
氏
と
の

共
著
)

『
西
田
幾
太
郎
』

(
一
九
八
三
年
、

岩
波
書
庖
)

社
会
学
の
意
味
学
派
に
、
で
は
、
そ
う
い
う
心
配
は
な
い
の
か
。

意
味
学
派
は
、
共
通
感
覚
論
と
ご
く
近
い
と
こ
ろ
で
、
身
体
を
論
じ
、

意
味
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
直
面
し
て
い
る
困
難
は
、
も

う
少
し
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
る
。
近
代
(
社
会
)
を
、
そ
の
外
に
あ

る
批
判
の
規
準
を
足
が
か
り
に
し
て
批
判
し
よ
う
と
い
う
戦
略
で
は
な

く
て
、
そ
も
そ
も
社
会
が
ど
の
よ
う
な
意
味
過
程
か
ら
出
来
あ
が
っ
て

い
る
か
を
、
直
接
解
明
し
よ
う
と
す
る
戦
略
を
も
っ
て
い
る
か
ら
。

こ
う
い
う
意
味
学
派
が
共
通
し
て
直
面
す
る
の
は
、
自
己
言
及
の
問

題
で
あ
る
。

現
象
学
派
で
あ
れ
ば
、
多
様
な
現
実
の
う
ち
な
に
が
支
配
的
な
現
実

と
な
る
か
。
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
で
あ
れ
ば
、
理
解
が
ど
の
よ
う
に

根
拠
づ
け
ら
れ
る
か
。
言
語
ゲ

i
ム
論
で
あ
れ
ば
、
言
語
ゲ

l
ム
全
体

の
記
述
の
妥
当
性
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
、
を
め
ぐ
っ
て
自
己
言

及
が
生
じ
て
く
る
。
ル

i
マ
ン
の
議
論
、
今
回
高
俊
の
自
己
組
織
性
論
、

大
津
真
幸
の
身
体
論
で
は
、
自
己
言
及
そ
の
も
の
が
モ
デ
ル
に
組
み
こ

ま
れ
、
社
会
モ
デ
ル
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

総
じ
て
、
社
会
学
の
意
味
学
派
は
、
八

0
年
代
の
フ

l
コ
l
的
文
体

を
ふ
ま
え
て
理
論
形
成
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
批
判
理
論
み
た
い

に
楽
観
的
で
は
あ
り
え
ず
、
自
分
の
根
拠
を
自
分
で
生
産
し
な
が
ら
、

な
お
か
つ
社
会
の
客
観
的
な
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
本
質
的
な
困
難
の
ま

え
で
、
一
様
に
苦
し
ん
で
い
る
。

こ
う
い
う
場
所
か
ら
み
る
と
、
共
通
感
覚
論
は
、
き
わ
め
て
興
味
よ

か
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
い
か
わ
ら
ず
真
実
と
虚
偽
の
二
分
法
に
よ
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、

『
魔
女
ラ
ン
ダ
芳
γ
|
|
演
劇
的
知
と
は
何
か
』
(
一
九
八
三
年
、
岩
波
書
庖

:
・
パ
リ
島
の
コ
ス
モ
ロ
ジ

l
を
導
入
に
、
ベ
イ
ト
ソ
ン
、
子
供
、
女

性
、
ド
ラ
マ
な
ど
に
つ
い
て
縦
横
に
論
じ
る
)

『
述
語
集
l
l
i
気
に
な
る
こ
と
ば
』
(
一
九
八
四
年
、
岩
波
書
庄
)

『
ト
ポ
ス
の
知
|
|
箱
庭
療
法
の
世
界
』
(
一
九
八
四
年
、

T
B
S
ブ
リ
タ

ニ
カ
:
:
:
河
合
隼
雄
氏
と
共
著
)

『
哲
学
的
断
章
』
(
一
九
八
六
年
、
青
土
社
)

『
西
田
哲
学
の
脱
構
築
』
(
一
九
八
七
年
、
岩
波
書
庖
)

『
終
末
へ
の
予
感
欲
望
・
記
号
・
歴
史
』
(
一
九
八
八
年
、
平
凡
社
:
:
:

多
木
浩
二
氏
と
共
著
)

『
問
題
群
||
哲
学
の
贈
り
も
の
』
(
一
九
八
八
年
、
岩
波
新
書
:
:
:
全
部

で
一
五
の
選
り
す
ぐ
っ
た
問
題
を
掲
げ
、
哲
学
史
に
思
索
を
遊
ぶ
入
門

室

自

)(
は
し
づ
め
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
・
東
京
工
業
大
学
助
教
授
・
社
会
学
)
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