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以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
本
書
の
議
論
は
、
学
知
の
自
明
性
を
歴
史

的
に
相
対
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
、
現
代
の
教

団
が
自
明
と
す
る
諸
認
識
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い

い
が
た
い
。
既
存
の
認
識
の
枠
組
み
か
ら
仏
教
史
研
究
を
解
放
し
た
い
の

で
あ
れ
ば
、
現
代
の
教
団
に
対
す
る
現
代
的
観
点
か
ら
の
批
判
を
い
っ
た

ん
横
に
お
き
、
徹
底
的
に
教
団
外
の
視
点
か
ら
教
団
史
を
位
置
づ
け
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
真
宗
史
研
究
を
単
な
る
歴
史
実
証
に

終
わ
ら
せ
な
い
」（
一
一
八
頁
）
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
そ
の
前
提

と
な
る
歴
史
実
証
の
基
礎
を
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
せ
て
い
く
の
か
が
、
今

後
の
仏
教
史
研
究
に
と
っ
て
重
大
な
課
題
と
な
る
こ
と
を
、
本
書
は
示
し

て
い
る
。

�

（
京
都
先
端
科
学
大
学
准
教
授
）

平
石
直
昭
著

『
福
澤
諭
吉
と
丸
山
眞
男

─
近
現
代
日
本
の
思
想
的
原
点
』

（
北
海
道
大
学
出
版
会
・
二
〇
二
一
年
）

河
野

　
有
理

　

本
書
は
、
平
石
直
昭
氏
が
、
こ
れ
ま
で
福
澤
諭
吉
と
丸
山
眞
男
に
関
連

し
て
著
し
た
諸
論
文
あ
る
い
は
書
評
類
を
、
改
め
て
一
冊
に
編
み
な
お
し

た
論
文
集
で
あ
る
。
第
一
部
が
福
澤
諭
吉
、
第
二
部
が
丸
山
眞
男
に
関
す

る
二
部
構
成
で
、
全
一
三
章
、
他
に
小
伝
が
一
篇
、
補
論
が
五
篇
、
書
評

が
三
篇
（
但
し
、
書
評
や
小
文
を
組
み
合
わ
せ
て
一
章
を
構
成
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
）。
初
出
の
う
ち
で
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
一
九
八
七
年
、
も
っ

と
も
新
し
い
も
の
は
二
〇
一
九
年
、
そ
の
間
は
お
よ
そ
三
十
年
と
い
う
時

間
の
幅
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
は
追
記
が
付
さ
れ
る
他
、
そ
れ
ぞ

れ
の
収
録
論
文
に
関
し
て
詳
細
な
後
記
が
配
さ
れ
て
お
り
、
近
代
日
本
思

想
史
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
一
望
す
る

の
に
便
利
で
あ
る
。
ま
さ
に
集
大
成
的
な
一
冊
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

但
し
、「
集
大
成
」
と
い
っ
て
も
、
収
録
論
文
の
選
択
は
機
械
的
で
も

網
羅
的
で
も
な
い
点
に
は
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

福
澤
と
も
丸
山
と
も
直
接
に
は
関
係
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
論
文
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
竹
内
好
を
扱
う
第
一
〇
章
及
び
書
評
3
、
三
谷
太
一
郎
の

著
書
を
評
し
た
第
一
一
章
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
い
は
、
主
題
的
に
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収
録
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
収
録
の
論
文

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
戦
中
・
戦
後
徂
徠
論
批
判

─
初
期
丸
山
・
吉

川
両
学
説
の
検
討
を
中
心
に
」（『
社
会
科
学
研
究
』
三
九
─
一
、
一
九
八
七

年
八
月
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
本
論
集
が
時
期
と
論
文
タ

イ
ト
ル
に
よ
っ
て
「
ソ
ー
ト
」
を
か
け
た
だ
け
の
書
物
で
は
な
い
こ
と
を

示
唆
す
る
。
そ
こ
に
は
あ
る
狙
い
や
意
図
が
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
た
形
に

編
成
さ
れ
た
ま
と
ま
り
や
構
造
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
本
書
を
見
た
場
合
、
本
書
の
構
造
の
コ
ア
を
な
す

の
は
第
一
部
第
二
章
「
福
澤
諭
吉
の
戦
略
構
想
」
及
び
そ
の
続
編
と
し
て

の
第
三
章
「「
理
論
」
と
「
政
談
」」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ

う
に
見
て
い
く
と
、
第
二
部
の
丸
山
論
に
つ
い
て
も
あ
く
ま
で
丸
山
の
福

澤
論
が
そ
の
分
析
の
主
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
本
書
は
第
一
部
と
第
二
部
で
截
然
と
分
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

と
も
に
福
澤
を
そ
の
対
象
と
す
る
研
究
者
と
し
て
平
石
直
昭
と
丸
山
眞
男

が
対
峙
す
る
と
い
う
構
図
で
読
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
書
の
中
心
は
上
に
あ
げ
た
二
論
文
で
あ
り
、
以
下
も
こ
の
二
論
文

な
か
で
も
第
二
章
の
「
戦
略
構
想
」
論
文
を
中
心
に
叙
述
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
し
て
、
各
章
の
梗
概
や
要
約
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と

と
し
た
い
。「
戦
略
構
想
」
論
文
を
本
書
の
中
心
と
見
定
め
論
じ
て
い
く

ス
タ
イ
ル
が
、
書
評
と
し
て
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
読
者
に
判
断
を

委
ね
る
ほ
か
な
い
が
、「
戦
略
構
想
」
論
文
が
本
書
の
中
心
を
成
す
と
い

う
認
識
自
体
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、「
戦
略
構
想
」
論
文
に
本
書
収
録

に
あ
た
っ
て
重
要
な
注
が
い
く
つ
か
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
本

書
刊
行
後
す
ぐ
に
第
二
章
、
第
三
章
の
解
題
お
よ
び
「
続
編
」
と
な
る
論

考
（「
福
澤
諭
吉
を
ど
う
読
む
か

─
『
学
者
安
心
論
』
の
位
置
づ
け
を
中
心

に
」、『
三
田
評
論
』
二
〇
二
二
年
三
月
号
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ

の
傍
証
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
二
章
「
戦
略
構
想
」
論
文
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
の
方
法
的
な
構
え

─
歴
史
主
義
な
い
し
コ
ン
テ
ク
ス
ト
主
義

─
に
あ
る
。
福
澤
の
代
表

作
に
し
て
、
近
代
日
本
最
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
た
る
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

は
、
研
究
史
上
と
も
す
れ
ば
福
澤
諭
吉
の
思
想
や
哲
学
が
そ
こ
に
内
包
さ

れ
た
体
系
的
な
書
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

本
論
文
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が
も
と
も
と
は
明
治
五
年
か
ら
明
治
九
年

に
か
け
て
一
篇
ず
つ
刊
行
さ
れ
、
全
一
七
篇
が
明
治
一
三
年
に
合
本
と
し

て
改
め
て
出
版
さ
れ
た
と
い
う
書
誌
的
事
実
に
立
ち
戻
り
、
当
時
の
時
代

環
境

─
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
政
治
的
・
社
会
的
・
知
的
な
激
変
期
で

あ
る

─
及
び
他
の
著
作
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
「
戦
略
構

想
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
に
込
め
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。

　
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
バ
ラ
バ
ラ
に
解
体
す
る
こ
う
し
た
方
法
論
的
な

構
え
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、
一
見
反
丸
山
的
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

丸
山
こ
そ
福
澤
に
関
す
る
非
歴
史
主
義
的
読
解
を
進
め
て
き
た
張
本
人
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
身
を
「
青
年
時
代
か
ら
い
わ
ば
「
歴

史
主
義
的
」
思
考
の
毒
に
骨
の
髄
ま
で
冒
さ
れ
た
者
」
と
規
定
し
つ
つ
、

あ
え
て
「
歴
史
的
背
景
の
詮
索
を
ひ
と
ま
ず
ヌ
キ
に
し
て
…
…
じ
か
に
原

典
に
ぶ
つ
か
っ
て
行
く
」
こ
と
を
宣
言
し
た
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
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む
』（
一
九
八
六
年
）
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
姿
勢
が
自
覚
的
に
追
求
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
福
澤
研
究
史
上
、
周
知
に
属
す
る
。
平
石
氏
が
福
澤
研
究

を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
丸
山
の
姿
勢
は
当
然
意
識
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
り
興
味
深
い
の
は
、「
書
評
：
丸
山
眞
男
著

『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』」（
本
書
第
一
二
章
所
収
、
初
出
時
は
匿
名
で

『
み
す
ず
』
三
一
四
号
、
一
九
八
七
年
二
月
に
掲
載
）
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
平

石
氏
は
、
丸
山
の
達
成
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、『
文
明
論
之
概
略
』

を
「
経
典
」
と
し
て
扱
い
そ
の
「
注
釈
書
」
と
し
て
自
著
を
位
置
付
け
よ

う
と
す
る
そ
の
姿
勢
に
つ
い
て
「
内
容
と
形
式
の
齟
齬
」（
三
七
三
頁
）

を
指
摘
す
る
。
丸
山
の
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』（
以
下
、『
読
む
』）

に
は
、『
文
明
論
之
概
略
』
の
厳
密
な
注
釈
と
し
て
の
部
分
と
、「
氏
自
身

に
よ
る
現
代
文
明
批
評
、
な
い
し
読
者
へ
の
問
題
提
起
」「
ア
ピ
ー
ル
」

と
し
て
の
部
分
が
混
在
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
「
本
書
を
一
個
の
作
品

と
し
て
見
た
場
合
に
そ
れ
が
持
つ
弱
さ
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

平
石
氏
の
こ
こ
で
の
丸
山
批
判
が
正
鵠
を
射
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
必

ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。「
歴
史

主
義
」
に
抗
し
直
接
原
典
と
の
対
話
を
志
向
す
る
丸
山
の
姿
勢
と
、「
注

釈
」
と
「
ア
ピ
ー
ル
」
を
峻
別
す
る
平
石
の
態
度
が
正
確
に
か
み
合
っ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
か
ら
は
、
平

石
氏
へ
の
方
法
的
純
粋
さ
へ
の
志
向
の
強
さ
が
確
か
に
う
か
が
え
る
よ
う

に
思
う
。
本
来
的
に
「
流
動
的
」
か
つ
「
混
沌
」
と
し
た
も
の
を
「
腑
分

け
」
し
徹
底
的
に
「
対
象
化
」
す
る
作
業
が
、
意
味
連
環
の
再
構
成
に
先

立
っ
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
強
固
な
確
信
が
氏
に
は
存
在
す

る
。
そ
し
て
丸
山
の
『
読
む
』
さ
え
そ
う
し
た
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
な

い
以
上
は
、
そ
の
作
業
は
氏
自
身
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

「
戦
略
構
想
」
論
文
に
お
け
る
、
平
石
氏
の
一
見
歴
史
主
義
・
コ
ン
テ
ク

ス
ト
主
義
的
な
姿
勢
が
持
つ
含
意
は
、
氏
の
主
観
に
「
内
在
的
」
に
即
し

て
み
た
場
合
に
は
、
丸
山
が
あ
え
て
峻
拒
し
た
歴
史
主
義
へ
の
回
帰
と
い

う
よ
り
は
、
上
述
の
如
き
「
腑
分
け
」
と
「
対
象
化
」
の
作
業
の
徹
底
化

と
し
て
見
た
方
が
、
素
直
な
解
釈
な
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

平
石
氏
の
主
観
に
即
し
た
整
理
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
「
戦
略
構

想
」
論
文
の
意
外
な
わ
か
り
に
く
さ
を
解
き
ほ
ぐ
す
手
掛
か
り
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。「
戦
略
構
想
」
論
文
の
意
外
な
わ
か
り
に
く
さ
と
は
、
そ
れ

が
方
法
論
的
に
は
明
ら
か
に
反
・
丸
山
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

こ
で
描
き
出
さ
れ
る
福
澤
像
は
意
外
に
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
点
に
存

す
る
。「
戦
略
構
想
」
論
文
の
新
し
さ
は
、
丸
山
の
福
澤
論
よ
り
も
む
し

ろ
、
方
法
論
を
共
有
す
る
歴
史
主
義
的
な
立
場
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
先

行
研
究
と
比
較
し
た
と
き
に
よ
り
は
っ
き
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
ど
う
い

う
こ
と
か
。
以
下
見
て
い
こ
う
。

　

丸
山
自
身
が
『
読
む
』
で
も
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
福
澤
に
つ
い
て

の
歴
史
主
義
的
研
究
に
そ
れ
な
り
に
分
厚
い
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ

れ
ら
は
丸
山
の
初
期
福
澤
研
究
に
刺
激
さ
れ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
と
い

う
側
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
福
澤
惚
れ
に
よ
っ
て
福
澤
の
真
実
に
は

と
う
て
い
到
達
で
き
な
い
」
と
啖
呵
を
切
る
服
部
之
総
「
福
澤
諭
吉
」

（『
改
造
』
一
九
五
三
年
一
二
月
）
の
矛
先
は
、
正
面
か
ら
丸
山
眞
男
に
よ
る
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福
澤
選
集
第
四
巻
「
解
題
」（
一
九
五
二
年
）
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
福
澤

の
内
政
論
と
外
交
論
と
を
区
別
し
、
少
な
く
と
も
内
政
論
に
関
し
て
は
、

「
典
型
的
な
市
民
的
自
由
主
義
者
」
と
し
て
一
貫
し
、
個
人
的
な
自
由
と

国
家
的
な
独
立
の
間
の
「
見
事
な
バ
ラ
ン
ス
」「
古
典
的
均
衡
」
が
終
始

維
持
さ
れ
て
い
た
と
見
る
丸
山
に
対
し
、
服
部
は
明
治
六
年
か
ら
明
治
十

四
年
に
至
る
福
澤
に
二
度
の
「
戦
術
」
的
変
化
を
認
め
、
と
り
わ
け
明
治

十
四
年
政
変
直
前
の
福
澤
の
一
連
の
国
会
論
に
民
権
運
動
を
「
籠
絡
」
す

る
謀
略
と
し
て
の
性
格
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
服
部
の
見
る
と
こ
ろ
、

「
戦
略
」
の
レ
ベ
ル
で
は
福
澤
は
「
市
民
的
自
由
主
義
者
」
ど
こ
ろ
か
一

貫
し
て
絶
対
主
義
者
で
あ
り
続
け
て
お
り
、
そ
う
し
た
「
戦
略
」
達
成
の

最
適
な
手
段
と
し
て
そ
の
時
々
の
「
戦
術
」
が
変
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

服
部
の
所
論
は
、
福
澤
の
内
政
論
に
お
け
る
変
化
の
契
機
を
重
視
し
つ

つ
、
そ
う
し
た
変
化
を
「
戦
術
」
論
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
、
他
方
で

「
戦
略
」
の
次
元
で
は
一
貫
性
を
認
め
る
点
で

─
た
だ
し
、
そ
の
評
価

は
丸
山
と
は
正
反
対
で
あ
る
が

─
、
丸
山
と
実
は
立
場
を
同
じ
く
し
て

い
る
と
い
う
や
や
こ
し
さ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
遠
山
茂
樹
『
福
澤

諭
吉�

思
想
と
政
治
と
の
関
連
』（
Ｕ
Ｐ
選
書
、
一
九
七
〇
年
）
は
、
服
部
の

問
題
意
識
を
深
化
さ
せ
つ
つ
、
さ
ら
に
精
緻
に
福
澤
の
「
思
想
」
と
「
政

治
」
と
の
関
連
を
追
跡
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

遠
山
は
や
は
り
丸
山
の
選
集
解
題
（
一
九
五
二
年
）
を
主
た
る
論
敵
と
し

て
取
り
上
げ
、
そ
の
内
政
・
外
交
峻
別
論
自
体
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
当

該
期
の
福
澤
に
お
い
て
、
そ
の
内
政
論
と
外
交
論
は
言
う
な
れ
ば
相
互
浸

透
し
て
お
り
、
丸
山
が
福
澤
の
外
交
論
に
認
め
た
「
地
殻
の
論
理
自
体
」

に
及
ぶ
変
動
は
実
は
そ
の
内
政
論
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

服
部
が
一
貫
し
た
謀
略
家
と
し
て
福
澤
を
描
い
た
と
し
た
ら
、
遠
山
が

福
澤
に
見
い
だ
し
た
の
は
い
わ
ば
そ
の
挫
折
で
あ
り
、「
逃
避
」
で
あ
っ

た
。
遠
山
に
よ
れ
ば
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
七
篇
（
明
治
七
年
三
月
刊
）

と
そ
れ
以
降
に
は
明
ら
か
に
断
層
が
存
在
し
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
福

澤
の
民
権
運
動
に
た
い
す
る
「
態
度
決
定
か
ら
の
逃
避
」（
遠
山
、
七
一

頁
）
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
対
外
的
危
機
の
昂
進
に
こ
と
よ
せ
た
挙

国
一
致
・
官
民
調
和
論
的
主
張
、「
政
体
の
問
題
と
引
き
離
さ
れ
た
…
…

人
権
の
主
張
へ
の
限
定
と
、
自
由
民
権
運
動
へ
の
傍
観
者
的
批
判
」
が
福

澤
の
基
本
的
な
姿
勢
と
な
る
。
そ
の
こ
と
が
結
局
、『
文
明
論
之
概
略
』

第
九
章
と
第
十
章
の
間
に
「
論
理
的
な
間
隙
」
を
生
み
、「
無
原
則
な
機

会
主
義
」
に
陥
る
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し
た
、
遠
山
は
そ
の
よ
う
に
論

ず
る
。

　

平
石
氏
に
先
立
っ
て
、
遠
山
が
す
で
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
内
部
に

存
在
す
る
亀
裂
に
着
目
し
、
当
時
の
政
局
と
の
関
係

─
具
体
的
に
は
政

府
当
局
者
と
民
権
運
動
双
方
へ
の
距
離
感

─
及
び
『
文
明
論
之
概
略
』

と
の
関
連
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
平
石
氏
の
所
論
は
、

基
本
的
に
、
遠
山
と
そ
の
方
法
論
的
構
え
を
同
じ
く
し
つ
つ
、
遠
山
と
は

異
な
る
福
澤
像
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
福
澤
像
は
、
こ

れ
ま
た
あ
え
て
言
え
ば
、
丸
山
的
な
も
の
で
あ
る
。
遠
山
が
、
挫
折
し
転

向
す
る
福
澤
像
を
描
い
た
と
す
れ
ば
、
平
石
氏
は
、
丸
山
が
か
つ
て
福
澤

に
見
い
だ
し
た
「
古
典
的
均
衡
」
を
、
精
密
な
「
腑
分
け
」
を
遂
行
し
つ

日本思想史学55-書評【再校】　　［出力］ 2023年9月29日　午後1時30分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



205　書　評

つ
、
ふ
た
た
び
い
わ
ば
動
的
均
衡
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
た
と
言

え
よ
う
。

　

精
密
な
「
腑
分
け
」
の
手
さ
ば
き
、
史
料
批
判
の
厳
密
さ
と
史
料
操
作

の
見
事
さ
が
平
石
氏
の
本
領
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
人
が
認
め
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
か
ら
、
再
構
成
さ
れ
た
福
澤
像
が
丸
山
の
そ
れ
に
結
果
と
し
て

似
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
に
言
い
募
る
の
は
野
暮
と
い
う
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
単
純
な
丸
山
の
模
倣
で
は
な
い
。

平
石
氏
は
、
福
澤
の
「
戦
略
構
想
」
を
析
出
す
る
に
あ
た
り
、「
状
況
認

識
」
と
「
役
割
規
定
」
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
る
。
こ
こ
で
「
状
況
認

識
」
と
は
単
に
同
時
代
の
政
局
に
つ
い
て
の
福
澤
の
判
断
に
と
ど
ま
ら
ず
、

お
よ
そ
明
治
維
新
の
来
し
方
と
行
く
末
に
つ
い
て
の
「
文
明
史
」
的
展
望

を
含
む
。
氏
は
福
澤
の
明
治
維
新
認
識
（
無
論
、
当
然
、
当
時
に
お
け
る
同

時
代
史
認
識
で
あ
る
）
を
と
り
わ
け
重
視
し
、
そ
う
し
た
時
代
認
識
が
福

澤
の
「
役
割
意
識
」
を
規
定
し
て
い
た
と
見
る
。
福
澤
の
論
調
の
変
化
は
、

多
く
の
場
合
、
こ
の
福
澤
が
自
身
に
課
し
た
「
役
割
意
識
」「
役
割
規
定
」

の
変
化

─
「
親
玉
の
御
師
匠
番
」
か
「
読
書
渡
世
の
一
小
民
」
か
、

「
文
明
の
理
論
家
」
か
「
外
交
の
政
論
家
」
か

─
と
し
て
説
明
可
能
で

あ
る
。
思
想
を
単
な
る
状
況
の
従
属
関
数
と
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
歴
史

主
義
的
な
方
法
が
陥
り
が
ち
な
隘
路
を
越
え
て
、
氏
は
福
澤
の
思
想
に
お

け
る
「「
進
歩
」
の
跡
」、「
思
想
固
有
の
発
展
」
を
追
跡
し
よ
う
と
試
み

る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
遠
山
が
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
第
七
篇
を
福
澤
の
民
権

運
動
へ
の
最
接
近
と
み
な
し
、
第
十
二
篇
と
し
て
予
定
さ
れ
た
（
結
局
は

別
の
篇
に
差
し
替
え
）「
内
は
忍
ぶ
べ
し
、
外
は
忍
ぶ
可
ら
ず
」
と
の
間
の

論
調
の
変
化
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
平
石
氏
の
方
は
、
政
治
か
ら
の
距

離
の
確
保
を
説
く
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
四
篇
「
学
者
職
分
論
」
と
、

「
国
権
可
分
の
説
」（
明
治
八
年
六
月
）
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
福
澤
の
葛

藤
を
見
る
。
こ
の
時
期
に
、
あ
る
種
の
変
化
を
検
出
す
る
点
で
は
両
者
は

共
通
す
る
の
だ
が
、
平
石
氏
に
と
っ
て
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
戦
線
整
理
の

必
要
」（
八
七
頁
）
で
あ
っ
て
、
挫
折
や
転
向
、
ま
し
て
変
説
と
は
到
底

言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
分
岐
の
延
長
線
上
に
両
者
の
官
民
調
和
論
理
解
も
置
く
こ
と
が

で
き
る
。
福
澤
に
お
け
る
官
民
調
和
論
の
起
源
に
つ
い
て
、『
全
集
緒
言
』

に
お
け
る
本
人
の
証
言
を
却
下
し
よ
り
後
年
に
そ
の
端
緒
を
求
め
よ
う
と

す
る
遠
山
に
対
し
、
氏
は
福
澤
の
証
言
を
素
直
に
採
用
し
、
明
治
九
年
二

月
の
『
学
者
安
心
論
』
の
段
階
で
は
確
実
に
「
官
民
調
和
論
」
の
立
場
に

あ
り
、（
こ
こ
が
重
要
な
の
だ
が
）
そ
う
し
た
立
場
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

第
四
篇
の
議
論
の
射
程
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

官
民
調
和
論
も
ま
た
、
氏
に
あ
っ
て
は
挫
折
や
転
向
で
は
な
く
、
思
想
内

在
的
な
「
発
展
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

福
澤
に
お
け
る
「
変
化
」
の
側
面
を
、「
役
割
規
定
」
の
自
覚
的
ス
イ

ッ
チ
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
氏
の
議
論
は
魅
力
的
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
遠
山
が
「
論
理
的
間
隙
」
と
し
て
把
握
す
る
し
か
な
か
っ
た

『
文
明
論
之
概
略
』
第
九
章
と
第
十
章
の
間
に
あ
る
断
層
は
こ
の
視
点
に

よ
っ
て
見
事
に
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
氏
の
議
論
を
経
た

後
で
は
、
遠
山
の
理
解
が
な
る
ほ
ど
「
思
想
を
状
況
の
従
属
関
数
」
に
還
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元
し
て
い
る
部
分
が
目
に
付
く
よ
う
に
な
る
。

　

た
だ
、
変
化
を
説
明
す
る
に
際
し
、
そ
れ
が
「
挫
折
」
や
転
向
な
の
か
、

そ
れ
と
も
「
戦
線
整
理
」
の
末
の
「
論
理
的
内
在
的
な
発
展
」
な
の
か
の

判
定
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い

て
問
題
な
の
は
、
氏
の
福
澤
論
が
「
未
完
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
「
論
理
内
在
的
な
発
展
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
に
そ
う

で
は
な
い
場
合
と
の
対
比
に
お
い
て
論
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ

を
変
説
や
転
向
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
福
澤
の
議
論
に
お
い
て

「
論
理
内
在
的
な
発
展
」
で
は
な
い
変
化
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
。
そ

れ
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
う
し
た
変
化

が
彼
の
「
役
割
規
定
」
の
切
り
替
え
と
し
て
説
明
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
な

の
か
。
そ
う
し
た
点
が
本
来
は
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
本
書
に
お
い
て
は
福
澤
の
思
想
に
お
け
る
「
論
理
内
在
的
な

発
展
」
の
追
跡
は
第
二
章
と
第
三
章
（
及
び
『
三
田
評
論
』
所
収
の
論
文
）、

時
期
的
に
は
明
治
十
年
前
後
で
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
明
治
十
四
年

政
変
、
い
わ
ゆ
る
「
脱
亜
論
」
前
後
の
外
交
政
略
論
、『
時
事
新
報
』
社

説
執
筆
期
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
の
整
理
や
他
者
の
研
究
の
書
評
、
も
し

く
は
執
筆
者
の
推
定
と
い
っ
た
基
礎
的
・
間
接
的
な
接
近
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
福
澤
に
お
け
る
「
論
理
内
在
的
」
な
ら
ざ
る
変
化
の
存
在
が
推
定

さ
れ
る
こ
の
時
期
に
つ
い
て
、
氏
に
よ
る
本
格
的
な
検
討
が
な
さ
れ
た
と

き
、
本
書
は
は
じ
め
て
真
の
意
味
で
完
成
す
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

�

（
法
政
大
学
教
授
）
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