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五
、
お
わ
り
に

─
さ
ら
な
る
問
い
へ

　

最
後
に
、
本
書
の
研
究
方
法
が
堅
実
で
精
細
で
あ
れ
ば
こ
そ
湧
い
て
く

る
新
た
な
問
い
に
触
れ
た
い
。

　

本
書
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
村
は
「
日
本
的
基
督
教
の
形

成
を
目
指
そ
う
と
し
た
」（
二
二
三
頁
）
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
の
嚆
矢
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「「
日
本
的
基
督
教
」
の
〈
源
流
〉
た
る
日
本
的

伝
統
」（
二
一
〇
頁
）
と
は
何
か
ら
何
ま
で
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
ら
た
め
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
内
村
が
不
敬
事
件
で
世
間
か

ら
突
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
も
、
ま
た
彼
自
身
の
倫
理
観
と
し
て
生
涯
保
た

れ
た
〈
武
士
〉
の
自
覚
も
、
死
の
床
で
慰
め
ら
れ
た
と
い
う
紀
貫
之
の
歌

（
第
五
章
）
も
、
い
ず
れ
も
〈
日
本
〉
や
〈
伝
統
〉
に
連
な
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
内
実
は
同
じ
で
は
な
く
、
時
に
は
対
立
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
る
。

　

お
そ
ら
く
内
村
に
関
わ
る
〈
日
本
〉
や
〈
伝
統
〉
は
今
後
さ
ら
に
詳
細

に
分
析
・
整
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
本
書
の
研
究
と
そ
の
方

法
は
、
こ
の
よ
う
な
方
面
の
内
村
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
と
い
う
意
義
を

も
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�

（
聖
心
女
子
大
学
教
授
）

望
月
詩
史
著

『
石
橋
湛
山
の
〈
問
い
〉

─
日
本
の
針
路
を
め
ぐ
っ
て
』

（
法
律
文
化
社
・
二
〇
二
〇
年
）

武
藤
　
秀
太
郎

　

本
書
は
、
一
般
に
「
小
日
本
主
義
」
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
石
橋

湛
山
（
一
八
八
四—

一
九
七
三
）
の
思
想
に
つ
い
て
、
多
角
的
に
考
察
・

再
検
討
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
で
あ
る
望
月
詩
史
が
こ
れ
ま

で
と
り
く
ん
で
き
た
石
橋
湛
山
研
究
を
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、

同
志
社
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
石
橋
湛
山
の
政
治
思
想

─
思
考

方
法
か
ら
読
み
解
く
」
が
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
章
に
収
録
さ
れ
た

論
文
が
も
っ
と
も
早
く
二
〇
〇
八
年
に
書
か
れ
て
お
り
、
十
年
以
上
に
お

よ
ぶ
筆
者
の
石
橋
湛
山
研
究
の
集
大
成
と
い
え
よ
う
。

　
「
序
章
」
の
整
理
に
し
た
が
え
ば
、
石
橋
湛
山
研
究
史
は
、
㈠
長
幸
男

や
松
尾
尊
兊
、
鹿
野
政
直
ら
に
よ
り
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
フ
ロ
ン
ト

ラ
ン
ナ
ー
た
る
「
急
進
的
自
由
主
義
」
者
と
し
て
の
湛
山
像
が
え
が
か
れ

た
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
の
第
一
段
階
、
㈡
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
と

ど
ま
ら
ず
、
湛
山
の
思
想
を
生
涯
に
わ
た
り
総
合
的
に
評
価
す
る
と
と
も

に
、
湛
山
の
「
小
日
本
主
義
」
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
て
ら
れ
た
増
田
弘
や
姜

克
實
に
代
表
さ
れ
る
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代
の
第
二
段
階
、
㈢
二
〇
〇
〇

年
代
以
降
の
第
三
段
階
と
、
大
き
く
三
つ
に
区
分
で
き
る
と
い
う
。
第
三
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段
階
の
動
向
は
さ
ら
に
、
①
明
治
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
ま
で
の
「
ア
ジ
ア

主
義
」
や
日
蓮
思
想
、
東
洋
経
済
新
報
社
の
経
営
に
関
わ
る
湛
山
研
究
、

②
政
治
家
や
立
正
大
学
学
長
と
し
て
の
戦
後
の
湛
山
研
究
、
③
第
二
段
階

で
定
着
し
た
「
小
日
本
主
義
」
の
適
否
を
め
ぐ
る
研
究
、
の
三
つ
に
分
類

さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
段
階
に
研
究
を
は
じ
め
た
望
月
は
、
は
じ
め
に
湛
山
の
天
皇
・
皇

室
論
を
テ
ー
マ
と
し
、
そ
の
後
日
蓮
論
、
文
化
論
、
思
考
方
法
に
と
り
く

み
、
最
終
的
に
一
九
三
四
年
に
東
洋
経
済
新
報
社
か
ら
創
刊
さ
れ
た
英
文

雑
誌T

he O
riental E

conom
ist

の
研
究
へ
と
い
た
っ
た
。
こ
れ
ら
一

連
の
研
究
は
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
研
究
で
は
見
落
と
さ

れ
て
い
た
り
、
掘
り
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
て
い
た
。
こ
れ
を
疑
問
に

思
っ
た
望
月
が
、
そ
の
理
由
を
さ
ぐ
っ
た
結
果
、「
小
日
本
主
義
」
概
念

の
問
題
や
分
析
ツ
ー
ル
と
し
て
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
。「
小
日
本
主
義
」
は
そ
も
そ
も
、
湛
山
の
思

想
を
分
析
す
る
枠
組
み
と
し
て
有
効
性
を
も
た
な
い
。
こ
の
見
地
に
た
っ

て
、
本
書
で
は
湛
山
の
思
想
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　

本
論
は
全
五
章
か
ら
な
り
、
第
一
・
二
章
の
「
第
Ⅰ
部�

思
考
方
法
と

哲
学
」、
第
三
・
四
章
の
「
第
Ⅱ
部�

二
つ
の
〈
問
い
〉」、
第
五
章
の
「
第

Ⅲ
部T

he O
riental E

conom
ist

研
究
」
の
三
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
か

れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
概
要
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

　

第
一
章
「
宗
教
論
」
で
は
、
湛
山
の
思
考
方
法
に
影
響
を
与
え
た
宗
教

と
し
て
、
日
蓮
と
キ
リ
ス
ト
教
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
湛
山
は
身
延

山
久
遠
寺
の
第
八
一
法
主
を
つ
と
め
た
父
を
も
ち
、
少
年
・
青
年
時
代
を

日
蓮
宗
僧
の
望
月
日
謙
の
も
と
で
す
ご
し
た
。
お
の
ず
と
宗
祖
日
蓮
に
対

す
る
敬
愛
の
念
は
強
く
、
生
涯
を
通
じ
て
日
蓮
に
言
及
し
て
い
る
。
中
で

も
、
湛
山
が
座
右
の
銘
と
し
た
の
が
、「
我
日
本
の
柱
と
な
ら
む
、
我
日

本
の
眼
目
と
な
ら
む
、
我
日
本
の
大
船
と
な
ら
む
、
等
と
ち
か
い
し
願
、

や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
」
と
説
い
た
『
開
目
抄
』
の
一
節
で
あ
っ
た
。

　

甲
府
中
学
校
在
学
中
に
キ
リ
ス
ト
教
に
ふ
れ
た
湛
山
は
、
将
来
「
宗
教

家
」
に
な
ろ
う
と
ま
で
考
え
た
。

　
『
東
洋
経
済
新
報
』
の
社
説
で
も
、
た
び
た
び
『
新
約
聖
書
』
を
引
用

し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
一
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
際
に
は
、

「
汝
等
の
う
ち
大
な
ら
ん
と
欲
う
者
は
、
汝
等
に
使
わ
る
る
者
と
な
る
べ

し
、
ま
た
汝
等
の
う
ち
頭
た
ら
ん
と
欲
う
者
は
、
汝
等
の
僕
と
な
る
べ

し
」
と
い
う
マ
タ
イ
オ
ス
に
よ
る
福
音
を
引
き
、
日
本
政
府
の
態
度
と
し

て
「
一
切
を
棄
つ
る
覚
悟
」
を
よ
び
か
け
た
。

　

本
書
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、
湛
山
の
思
考
方
法
を
特
徴
づ
け
る
「
国
民

的
使
命
観
」
に
日
蓮
、「
道
徳
的
使
命
観
」
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
、

そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
と
い
う
。
湛
山
は
日
蓮
や
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
日
本

人
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
教
訓
を
く
み
と
る
一
方
、
両
宗
教
の
教
義

そ
の
も
の
に
は
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
。
湛
山
の
宗
教
観
に
は
、
早
稲
田

大
学
時
代
の
恩
師
で
あ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
・
田
中
王
堂
か
ら
の
感
化

も
小
さ
く
な
い
と
さ
れ
る
。

　

第
二
章
「
進
化
論
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
は
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ

れ
て
き
た
湛
山
の
「
真
」
を
追
求
す
る
思
考
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
真
」
と
は
、「
日
本
人
の
「
生
活
の
方
法
」
と
し
て
有
効
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性
を
も
つ
も
の
」
を
意
味
す
る
。
先
行
研
究
が
重
視
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
を
基
盤
と
す
る
「
欲
望
統
整
」
哲
学
は
、
進
化
論
を
通
じ
、
こ
の

「
真
」
を
追
求
す
る
思
考
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
。

　

生
活
と
の
結
び
つ
き
を
説
く
「
欲
望
統
整
」
哲
学
は
、
も
と
も
と
田
中

王
堂
が
構
築
し
た
も
の
で
あ
る
。
王
堂
の
「
倫
理
学
」
講
義
を
う
け
た
湛

山
が
「
初
め
て
人
生
を
見
る
目
を
開
か
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
本
書
が
着
目
す
る
の
は
、
こ
の
「
欲
望
統

整
」
哲
学
と
と
も
に
、
進
化
論
が
湛
山
に
受
容
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

　

た
だ
、
湛
山
は
進
化
論
を
そ
の
ま
ま
う
け
い
れ
た
わ
け
で
な
く
、「
社

会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
に
批
判
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
。
社
会
進
化
論

や
有
機
体
説
を
み
と
め
つ
つ
も
、
進
化
に
一
定
の
基
準
が
あ
る
と
考
え
た
。

こ
の
基
準
と
は
、「
生
活
の
方
法
」
と
し
て
有
効
性
を
も
つ
か
否
か
で
あ

り
、
も
っ
て
い
れ
ば
「
真
」
と
な
る
。「
真
」
は
一
定
不
変
で
な
く
、
状

況
に
応
じ
変
化
す
る
と
さ
れ
る
。

　

望
月
は
、
こ
う
し
た
湛
山
の
「
真
」
を
追
求
す
る
思
考
が
「
日
本
」
的

視
角
に
根
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
第
一
章
で
ふ
れ
た

「
国
民
的
使
命
観
」
と
「
道
徳
的
使
命
観
」
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
曖
昧
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
湛
山
の
愛
国
心
に
つ
い
て
、
そ
の
言

論
活
動
を
つ
ら
ぬ
く
支
柱
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

第
三
章
「
国
内
政
治
論
」
で
は
、
湛
山
の
天
皇
・
皇
室
論
と
議
会
政
治

論
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
湛
山
は
天
皇
を
立
憲
君
主
と
み
な
し
、
そ
の
存

在
意
義
に
つ
い
て
国
民
の
政
治
的
感
情
を
ま
と
め
る
最
上
の
政
治
機
関
で

あ
る
点
に
見
出
し
た
。
ま
た
、
皇
室
が
国
民
感
情
を
統
一
さ
せ
る
代
表
的

存
在
で
あ
り
、
国
民
の
崇
拝
を
う
け
る
対
象
で
あ
る
と
認
識
し
た
。
湛
山

が
こ
う
し
た
天
皇
・
皇
室
観
を
一
貫
し
て
保
持
し
て
い
た
と
し
、
戦
後
に

共
和
制
を
志
向
し
た
と
す
る
姜
克
實
ら
の
見
解
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。

　

湛
山
は
一
九
一
〇
年
代
よ
り
主
権
が
国
民
全
体
に
あ
る
と
主
張
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
が
天
皇
・
皇
室
の
存
在
と
矛
盾
し
な
い
と
考
え
た
。
そ
の

上
で
、
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
政
党
政
治
に
も
と
づ
く
議
院
内

閣
制
の
確
立
と
非
立
憲
勢
力
の
排
除
を
う
っ
た
え
た
。
湛
山
が
い
ち
早
く

男
女
普
通
選
挙
論
を
唱
え
、
貴
族
院
や
枢
密
院
の
廃
止
を
求
め
た
の
も
、

立
憲
代
議
政
体
の
実
現
を
め
ざ
し
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
天
皇
は
君
主
無

答
責
の
原
則
の
も
と
、
立
憲
君
主
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

　

湛
山
と
い
う
と
、
終
戦
直
後
に
靖
国
神
社
の
廃
止
を
主
張
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
た
だ
、
望
月
に
よ
れ
ば
、
こ
の
廃
止
論
に
天
皇
・
皇
室
を
否

定
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
湛
山
は
天
皇
・
皇
室
の
本
質
が
平
和

主
義
に
あ
る
と
と
ら
え
、
天
皇
を
軍
人
の
象
徴
と
し
て
祭
り
上
げ
る
靖
国

神
社
を
問
題
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
戦
後
の
湛
山
に
は
、
天
皇
へ

内
閣
に
注
意
を
与
え
る
権
限
を
も
た
せ
よ
う
と
い
う
従
来
と
異
な
っ
た
提

案
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
当
時
の
岸
信
介
総
理
に
よ
る
強
権

政
治
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
一
時
的
な
発
言
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ

る
。

　

第
四
章
「
対
外
論
」
で
は
、
湛
山
の
対
外
論
が
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
の
お
よ
そ
四
倍
に
あ
た
る
八
五
頁
と
、
他
の
章
と
比
べ
多
く
の
分

量
が
割
か
れ
て
い
る
。
望
月
が
長
年
の
湛
山
研
究
を
通
じ
、
痛
感
す
る
に

い
た
っ
た
「
小
日
本
主
義
」
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
真
正
面
か
ら
と
り
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189　書　評

あ
げ
た
本
書
の
メ
イ
ン
と
な
る
章
で
あ
る
。

　
「
小
日
本
主
義
」
は
東
洋
経
済
新
報
社
第
四
代
主
幹
で
あ
っ
た
三
浦
銕

太
郎
に
よ
り
、「
領
土
の
拡
張
に
反
対
し
、
保
護
政
策
に
反
対
し
、
主
と

し
て
内
地
の
改
善
、
個
人
の
自
由
と
活
動
力
と
の
増
進
に
よ
っ
て
、
国
利

民
福
の
増
進
せ
ん
と
す
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た

湛
山
研
究
史
の
第
三
段
階
以
降
、
湛
山
の
対
外
論
は
こ
の
「
小
日
本
主

義
」
の
枠
組
み
に
も
と
づ
き
、
一
貫
し
て
い
た
か
否
か
が
問
わ
れ
て
き
た
。

と
く
に
、
当
問
題
へ
大
き
な
一
石
を
投
じ
た
の
が
、
上
田
美
和
『
石
橋
湛

山
論

─
言
論
と
行
動
』（
二
〇
一
二
年
）
で
あ
る
。
上
田
は
湛
山
が
一
九

三
〇
年
代
半
ば
に
い
た
り
、
台
湾
・
朝
鮮
・
樺
太
を
日
本
の
領
土
の
一
部

と
み
な
す
発
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
事
実
な
ど
を
挙
げ
、「
小
日
本
主
義
」

か
ら
の
逸
脱
を
指
摘
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
望
月
は
石
橋
の
対
外
論
が
「
境
遇
」
に
応
じ
、「
目
標

と
さ
れ
る
世
界
像
」
を
修
正
し
て
い
る
た
め
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
主

張
す
る
。「
小
日
本
主
義
」
の
一
貫
性
を
説
く
者
も
、
変
化
を
強
調
す
る

者
も
、
湛
山
が
日
本
人
の
生
活
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
見

落
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
二
章
で
論
じ
ら
れ
た
湛
山
の
「
真
」
を
追

求
す
る
思
考
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
湛
山
の
思
想
を
分

析
す
る
枠
組
み
と
し
て
「
小
日
本
主
義
」
は
適
切
で
な
く
、
そ
の
定
義
の

一
部
で
あ
る
「
国
利
民
福
の
増
進
」
だ
け
が
妥
当
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
。

　

第
五
章
「T

he O
riental E

conom
ist�

創
刊
と
そ
の
時
代
」
は
、
文

字
通
りT

he O
riental E

conom
ist

（
以
下O

E

誌
）
を
考
察
対
象
と
し

て
い
る
。O

E

誌
に
関
す
る
研
究
は
二
〇
一
〇
年
代
に
入
る
ま
で
、
ほ
と

ん
ど
手
つ
か
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、O

E

誌
に
掲
載
さ
れ

た
記
事
の
多
く
が
『
東
洋
経
済
新
報
』
の
英
訳
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
現
存

資
料
の
少
な
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
旧
版
の
『
石
橋
湛
山
全
集
』
全
一
五
巻

に
も
、
湛
山
がO

E

誌
に
発
表
し
た
文
章
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
英
文
で
書
か
れ
たO

E

誌
で
は
、
読
者
層
の
違
い
を
念
頭
に
置
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
た
。
本
章
で
は
そ
う
し
た
見
地
か
ら
、

一
九
三
四
年
か
ら
三
七
年
に
わ
た
るO

E

誌
創
刊
初
期
の
全
体
像
が
サ
ー

ベ
イ
さ
れ
て
い
る
。

　

評
者
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、O

E

誌
を
創
刊
す
る
に
い
た
っ

た
経
緯
で
あ
る
。
湛
山
は
戦
後
、O

E

誌
を
刊
行
し
た
目
的
に
つ
い
て

「
ひ
と
え
に
世
界
の
す
べ
て
の
国
家
の
軍
備
放
棄
を
実
現
す
る
こ
と
を
世

界
に
訴
え
た
い
た
め
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
た
。
こ
の
回
顧
談
に
対
し
、

望
月
は
当
時
の
資
料
を
引
き
つ
つ
、
湛
山
の
意
図
が
何
よ
り
も
、
為
替
ダ

ン
ピ
ン
グ
批
判
な
ど
、
諸
外
国
の
日
本
に
対
す
る
誤
解
を
解
く
点
に
あ
っ

た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
湛
山
に
お
け
る
愛
国
心
の
発
露

を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
、
本
論
の
内
容
を
み
て
き
た
が
、
湛
山
研
究
の
門
外
漢
で
あ
る
評

者
が
、
は
た
し
て
内
容
を
ど
れ
だ
け
的
確
に
把
握
で
き
て
い
る
か
は
、
は

な
は
だ
心
も
と
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
書
は
紛
れ
も
な
く
、
石
橋

湛
山
の
新
た
な
全
体
像
を
描
こ
う
と
試
み
た
大
作
で
あ
り
、
今
後
の
湛
山

研
究
に
お
け
る
一
里
塚
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
湛
山
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、

広
く
近
代
日
本
思
想
史
研
究
者
に
も
一
読
を
す
す
め
た
い
。
最
後
に
二
点

ほ
ど
愚
見
を
述
べ
、
書
評
の
責
め
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
と
す
る
。
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一
点
目
は
、
本
書
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
あ
た
る
「
小
日
本
主
義
」
に
関

す
る
点
で
あ
る
。
評
者
は
か
つ
て
、
さ
き
に
ふ
れ
た
上
田
美
和
『
石
橋
湛

山
論
』
を
読
み
、
湛
山
の
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
を
通
じ
た
思
想
の
核
心
が

自
立
主
義
と
経
済
合
理
主
義
に
あ
り
、「
小
日
本
主
義
」
が
戦
間
期
に
こ

の
二
つ
の
主
義
が
交
差
し
た
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
明
快
な
主
張
に
刺
激
を
う
け
た
。
こ
の
上
田
本
に
対
す
る
感
情
的
と
い

え
る
反
論
の
書
評
も
、
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　

本
書
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
う
け
つ
つ
、「
小
日
本
主
義
」
の
一
貫

性
を
唱
え
る
者
も
、
そ
の
逸
脱
を
指
摘
す
る
者
も
、
湛
山
が
日
本
人
の

「
生
活
」
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
点
を
看
過
し
て
い
た
と
し
、
分
析
す
る

枠
組
み
と
し
て
「
小
日
本
主
義
」
の
有
効
性
を
否
定
す
る
。
た
だ
、
こ
れ

は
評
者
の
読
解
不
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
行
研
究
が
こ
の
日
本
人
の

「
生
活
」
に
対
す
る
湛
山
の
関
心
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
正
直

な
と
こ
ろ
よ
く
飲
み
込
め
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、
一
九
一
〇
年

代
か
ら
二
〇
年
代
初
め
に
お
け
る
湛
山
の
植
民
地
放
棄
論
に
つ
い
て
、

「
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
世
界
に
お
け
る
名
誉
を
向
上
さ
せ
る
方
法
の
一

つ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
（
実
際
は
「
心
構
え
」
と
し
て
の
性
格
が
強

い
）」
と
解
釈
し
て
い
る
が
（
一
九
二
頁
）、
は
た
し
て
そ
う
い
い
き
れ
る

か
も
疑
問
に
残
っ
た
。
湛
山
は
自
由
主
義
と
経
済
合
理
主
義
の
立
場
か
ら
、

本
気
で
植
民
地
放
棄
を
唱
え
た
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

二
点
目
は
、
湛
山
の
昭
和
恐
慌
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日
経
・
経
済
図

書
文
化
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
話
題
と
な
っ
た
岩
田
規
久
男
編
『
昭
和
恐

慌
の
研
究
』（
二
〇
〇
四
年
）
は
、
金
解
禁
論
争
に
お
い
て
新
平
価
解
禁
を

説
く
と
と
も
に
、
デ
フ
レ
脱
却
の
必
要
性
を
う
っ
た
え
た
湛
山
の
言
動
を

再
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
編
著
者
で
あ
る
岩
田
や
著
者
の
若
田
部
昌
澄
が

そ
の
後
日
本
銀
行
副
総
裁
と
な
り
、
金
融
政
策
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
近
も
、
著
者
の
一
人
で
あ
り
、
日
本
銀

行
政
策
委
員
会
審
議
委
員
を
つ
と
め
た
原
田
泰
が
、
和
田
み
き
子
と
共
著

で
『
石
橋
湛
山
の
経
済
政
策
思
想

─
経
済
分
析
の
帰
結
と
し
て
の
自
由

主
義
、
民
主
主
義
、
平
和
主
義
』（
二
〇
二
一
年
）
を
公
刊
し
て
い
る
。
昨

今
の
リ
フ
レ
政
策
に
お
い
て
、
湛
山
の
昭
和
恐
慌
論
が
大
き
な
論
拠
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

こ
れ
は
政
治
思
想
に
焦
点
を
あ
て
た
本
書
の
内
容
と
直
接
関
連
を
も
た

な
い
た
め
、
研
究
史
の
第
三
段
階
に
含
め
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
湛
山
の
昭
和
恐
慌
論
は
今
日
の
金
融
政
策
に
通
ず
る
、
最
も
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
り
、「
小
日
本
主
義
」
の
問
題
と
も
関
わ
っ

て
こ
よ
う
。
な
い
も
の
ね
だ
り
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
再
評
価
に
関

す
る
筆
者
の
具
体
的
見
解
を
ぜ
ひ
聞
い
て
み
た
か
っ
た
。

�

（
新
潟
大
学
准
教
授
）
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