
Title 桜井庄太郎著『恩と義理』: 社会学的研究
Sub Title Shōtarō Sakurai : On and giri
Author 十時, 厳周(Totoki, Toshichika)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1962

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.35, No.1 (1962. 1) ,p.116- 122 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19620115-0116

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


　
　
　
紹
介
と
批
評

oo

〇
お
ぴ
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
ム
ハ
　
　
　
　
（
一
　
一
幽
ハ
》

桜
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『
恩
　
と
　
義
　
理
』

　
　
　
　
　
　
1
社
会
学
的
研
究
5

　
輌
　
昭
和
十
三
年
．
論
文
集
『
日
本
封
建
社
会
意
識
論
』
を
出
版
し
た
著
者

は
、
こ
の
た
び
、
旧
著
の
主
要
な
部
分
を
詳
し
く
論
じ
た
新
し
い
著
書
を
公
け

に
し
た
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
．
旧
著
の
訂
正
増
補
版
で
あ
り
別
の
著
書
で
も

あ
る
。



　
著
者
は
．
か
つ
て
社
傘
研
究
の
中
心
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
た
「
社
会
意
識
』
の
古
く
か
ら
の
研
究
者
で
あ
り
．
現
在
で
も
社
会
意
識

の
研
究
は
決
し
て
そ
の
重
要
性
を
失
つ
て
い
な
い
と
し
、
と
く
に
、
日
本
封
建

社
会
に
お
け
る
社
会
関
係
意
識
を
中
心
に
論
述
を
進
め
て
い
る
。

　
本
書
は
、
序
論
と
本
論
に
わ
か
れ
．
序
論
に
お
い
て
は
．
社
会
意
識
（
第
一

章
）
、
日
本
封
建
社
会
（
第
二
章
）
．
日
本
封
建
社
会
に
お
け
る
社
会
関
係
意
識

（
第
三
章
）
の
各
章
．
本
論
に
お
い
て
は
．
恩
ー
施
恩
と
報
恩
（
第
一
編
》
．
分

限
（
第
二
編
）
．
義
理
（
第
三
編
）
．
の
三
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
構
成
か

ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
社
会
意
識
に
つ
い
て
の
新
し
い
理
論
を
う

ち
た
て
よ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
日
本
封
建
社
会
で
、
そ
の
特
有
の

社
会
構
造
の
制
約
を
う
け
て
ど
の
よ
う
な
社
会
意
識
が
生
ま
れ
．
ま
た
発
展
し

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
：
…
』
…
頁
）
こ
と
が
そ
の
基
本
目
的
と
な
つ
て
い

る
。

　
二
　
著
者
の
い
う
日
本
封
建
社
会
は
鎌
倉
時
代
の
始
め
か
ら
明
治
維
新
（
一

一
八
菰
ー
一
八
六
七
）
ま
で
の
約
六
八
O
年
間
と
さ
れ
。
さ
ら
に
．
そ
れ
は
e
前

期
封
建
社
会
（
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
時
代
の
社
会
）
．
⇔
中
期
封
建
社
会
（
南
北
朝
、

室
町
時
代
お
よ
び
安
土
・
桃
山
時
代
の
社
会
）
、
㊧
後
期
封
建
社
会
（
い
わ
ゆ
る
江

戸
時
代
の
社
会
V
、
の
三
つ
に
わ
け
ら
れ
る
（
二
六
頁
）
。
主
従
関
係
と
恩
給
制
度

を
封
建
制
度
成
立
の
基
礎
で
あ
る
と
み
な
す
著
者
は
．
各
時
期
の
主
従
関
係
お

よ
び
恩
給
制
度
を
検
討
し
な
が
ら
、
全
時
期
に
わ
た
る
日
本
封
建
社
会
の
主
要

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

な
性
格
を
．
e
差
別
性
・
不
平
等
性
、
ω
封
鎖
性
・
固
定
性
．
㊧
非
合
理
性
の

三
つ
に
要
約
し
て
い
る
。
時
代
区
分
お
よ
び
性
格
の
列
挙
は
、
本
書
の
中
心
課

題
を
展
開
す
る
た
め
の
布
石
に
過
ぎ
な
い
。

　
本
書
の
中
心
課
題
で
あ
る
「
社
会
関
係
意
識
」
の
分
析
に
と
つ
て
も
つ
と
も

重
要
な
点
は
．
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
封
建
社
会
そ
の
も
の
で
は
な
く
．
む

し
ろ
、
日
本
封
建
社
会
に
お
け
る
も
つ
と
も
重
要
な
社
会
関
係
、
つ
ま
り
．
主

従
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
．
主
従
関
係
に
も
と
ず
く
主
従
関

係
意
識
を
中
心
に
．
本
書
の
論
述
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
．
主
従

関
係
意
識
と
し
て
は
．
具
体
的
に
は
、
恩
．
忠
義
、
奉
公
、
名
を
重
じ
恥
を
忌

む
、
死
を
恐
れ
な
い
、
身
の
ほ
ど
を
守
る
、
少
欲
知
足
．
倹
約
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
が
．
そ
れ
ら
の
う
ち
．
本
書
で
は
．
基
礎
的
主
従
関
係
意
識
と
し
て
の

「
恩
』
と
．
派
生
的
主
従
関
係
意
識
と
し
て
の
「
分
』
の
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

　
三
　
基
礎
的
主
従
関
係
も
し
く
は
第
一
次
的
主
従
関
係
と
し
て
の
恩
（
施
恩

と
報
恩
）
意
識
の
発
展
は
．
原
始
的
報
恩
意
識
が
ま
ず
存
在
し
．
そ
の
上
に
仏

教
的
報
恩
意
識
が
移
植
さ
れ
て
堆
積
し
、
交
じ
り
あ
つ
た
爾
者
を
土
壊
と
し
て

さ
ら
に
そ
の
上
に
封
建
的
報
恩
意
識
が
発
生
し
た
協
八
頁
）
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
著
者
の
研
究
範
囲
を
超
え
る
問
題
と
し
て
、
仏
教

に
お
け
る
報
恩
意
識
が
わ
が
国
に
受
容
さ
れ
た
社
会
的
根
拠
に
っ
い
て
は
、
別

段
．
詳
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
既
定
の
事
実
と
し

て
、
あ
る
い
は
．
封
建
的
報
恩
意
識
そ
の
も
の
が
発
生
し
た
際
の
．
単
な
る
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『
場
』
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
著
者
の
い
う
よ
う
に
・
原
始

的
報
恩
意
識
と
仏
教
的
報
恩
意
識
が
臼
本
封
建
社
会
に
お
け
る
報
恩
思
想
の
源

流
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
（
五
〇
頁
）
を
．
社
会
意
識
は
究
極
的
に
は
社
会
的
存

在
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
（
一
七
頁
）
と
い
う
考
え
方
と
対
応
さ
せ
る
限
り
、
そ

の
場
合
の
源
流
と
い
う
言
葉
の
意
味
ば
．
日
常
用
語
以
上
の
な
に
も
の
に
解
す

る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
の
源
流
の
意
味
は
、
単
な
る
『
場
』
に
過
ぎ
な

か
つ
た
の
φ
．
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
の
べ
る
》
。

　
封
建
社
会
に
入
る
と
．
報
恩
は
確
固
た
る
道
徳
規
範
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
血
は
武
士
階
級
に
お
け
る
主
従
関
係
に
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ

つ
た
が
、
劣
等
者
に
よ
る
優
等
者
の
模
倣
と
し
て
、
町
人
や
農
民
に
た
い
し
て

も
強
い
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
つ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
報
恩
意
識

成
立
の
条
件
を
．
e
階
級
的
社
会
と
し
て
の
封
建
社
会
の
成
立
、
⇔
主
従
関
係

の
普
遍
化
（
九
三
・
九
四
頁
）
の
二
つ
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
報
恩
意
識
の
内
容
と
そ
の
社
会
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
．
未

開
社
会
に
お
け
る
ポ
ト
ラ
ッ
チ
，
あ
る
い
は
給
付
と
反
対
給
付
の
関
係
．
そ
の

一
そ
う
発
展
し
た
形
態
で
あ
る
契
約
的
関
係
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
．
e
主

従
関
係
は
ポ
ト
ラ
ヅ
チ
的
．
契
約
的
社
会
関
係
で
あ
る
．
⇔
し
た
が
つ
て
主
従

関
係
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
社
会
意
識
は
ポ
ト
ラ
ッ
チ
的
．
相
互
的
、
平

等
的
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
㊧
し
か
し
な
が
ら
．
主
従
関
係
は
一
面
に
お

い
て
上
下
磯
権
力
的
螺
で
あ
る
た
め
恩
と
い
う
芳
的
甕
会
意
識
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
　
二
一
八
》

生
さ
せ
た
、
⑳
そ
れ
ゆ
え
恩
は
表
面
的
に
み
れ
ぱ
一
方
的
な
社
会
意
識
で
あ
る

が
そ
の
根
底
に
は
ポ
ト
ラ
ヅ
チ
的
、
相
互
的
意
識
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
（
一
二
二
・
一
二
三
頁
）
と
結
論
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
、
主
従
関
係
の
ポ
ト
ラ
ッ
チ
的
、
契
約
的
性
質
を
指

摘
し
た
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、
報
恩
と
い
う
一
方
的
な
社
会
意
識
を
発
生
せ

し
め
た
根
拠
の
説
明
に
．
す
こ
ぶ
る
納
得
し
難
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
。
た
し
か
に
．
日
本
封
建
社
会
に
お
い
て
は
、
武
士
階
級
の
上
層
に
よ
つ

て
報
恩
と
い
う
道
徳
意
識
が
強
調
さ
れ
．
武
土
階
級
の
下
層
の
従
者
を
強
く
拘

束
し
た
こ
と
（
＝
三
頁
）
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
上
下
的
・
権
力
的
関

係
に
あ
つ
た
西
欧
封
建
社
会
に
も
、
同
様
の
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
日
本
と
西
欧
の
封
建
社
会
の
相
違
、
と
く
に

恩
意
識
に
つ
い
て
の
一
方
的
と
相
互
的
と
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
如
何
な

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
上
下
的
．
権
力
的
関
係
に
立
脚
し
な
い
封
建
社

会
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
で
も
つ
て
、

日
本
封
建
社
会
に
お
け
る
一
方
的
報
恩
意
識
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
問
題
を
十

分
に
説
明
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
四
　
派
生
的
主
従
関
係
も
し
く
は
第
二
次
的
主
従
関
係
と
し
て
の
「
分
限
意

識
」
は
．
身
分
社
会
に
お
け
る
社
会
的
地
位
の
差
別
そ
の
も
の
を
示
す
と
共
に

そ
の
社
会
的
地
位
に
相
応
す
る
行
為
の
基
準
を
示
す
と
こ
ろ
の
規
範
意
識
で
あ

つ
た
（
一
四
六
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
限
意
識
は
仏
教
思
想
．



中
国
思
想
の
移
入
に
伴
》
，
す
で
に
早
く
古
代
の
日
本
思
想
界
に
も
た
ら
さ
れ

た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
社
会
的
地
盤
が
で
ぎ

て
い
な
か
つ
た
た
め
．
そ
れ
は
根
強
い
社
会
意
識
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
（
一
四
七
頁
）
と
し
、
は
じ
め
て
こ
の
思
想
を
受
け
容
れ
．
育
て
る
社
会
的

地
盤
を
封
建
社
会
の
成
立
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
各
封
建
期
に
あ

ら
わ
れ
た
諸
文
献
を
検
討
し
な
が
ら
、
武
士
階
級
の
上
層
か
ら
与
え
ら
れ
た

「
う
へ
を
み
な
』
．
「
み
の
ほ
ど
を
し
れ
」
の
五
字
七
字
の
訓
え
が
．
町
人
・
農

民
の
意
識
内
容
に
次
第
に
強
く
浸
透
し
、
つ
い
に
か
れ
ら
被
支
配
階
級
の
人
生

観
・
社
会
観
に
ま
で
し
み
こ
ん
で
．
日
常
一
般
行
為
の
基
準
と
な
つ
て
い
た
点

を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
．
分
限
意
識
は
．
一
群
の
傍
系
的
社
会
意
識
、
た
と
え

ば
、
少
欲
知
足
意
識
．
佗
び
の
精
神
．
人
を
羨
む
な
．
人
ま
ね
を
す
る
な
、
あ

き
ら
め
な
ど
と
、
し
ば
し
ば
相
結
び
相
伴
つ
て
現
わ
れ
て
い
る
（
一
七
八
頁
）
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
限
意
識
成
立
の
条
件
は
、
要
す
る
に
、
主
従
関

係
を
主
要
な
社
会
的
紐
帯
と
す
る
封
建
社
会
の
階
級
的
構
成
．
そ
の
固
定
性
、

封
鎖
性
お
よ
び
社
会
生
活
圏
の
狭
少
性
に
あ
り
（
一
九
七
頁
）
、
し
か
も
、
封
建

社
会
人
．
と
く
に
そ
の
中
層
．
下
層
の
人
々
の
心
の
中
に
深
く
浸
透
し
て
い
た

（
一
九
八
頁
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
封
建
社
会
成
立
以
前
に
、
分
限
意
識
が
根
強
い
社
会
意
識
と
な

つ
て
い
な
か
つ
た
、
と
断
定
す
る
に
足
る
充
分
な
根
拠
を
本
書
は
何
に
も
示
し

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
一
五
〇
頁
）
。
た
だ
．
封
建
社
会
成
立
以
前
の
諸
文
献

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

に
．
少
数
の
例
外
を
除
ぎ
．
分
限
に
関
連
す
る
特
定
の
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
な
か

つ
た
こ
と
で
も
つ
て
、
そ
の
よ
う
に
断
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ

る
。
勿
論
．
封
建
社
会
以
前
の
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
会
に
独
自
の
別
の

社
会
構
造
の
制
約
を
う
け
る
別
個
の
社
会
意
識
が
存
在
し
て
い
た
と
著
者
は
仮

定
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
ま
た
、
両
者
の
間
の
変
動
過
程
の
分
析
は
別

個
の
研
究
課
題
に
属
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
，
そ
れ
ら

の
方
法
論
上
の
諸
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
な
し
に
は
、
分
限
意
識
の
解
明
も

き
わ
め
て
公
式
論
的
な
枠
組
を
で
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
は
、
各

編
の
「
補
説
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
明
治
以
後
の
社
会
に
お
け
る
意
識
の
残
存
、

っ
ま
り
．
封
建
社
会
で
成
立
・
発
展
し
た
社
会
意
識
は
す
べ
て
明
治
維
新
以
後

の
社
会
に
も
ち
こ
ま
れ
て
残
存
す
る
結
果
に
な
つ
た
（
一
二
三
頁
）
こ
と
に
関

す
る
公
式
論
的
な
解
釈
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
五
　
前
期
・
中
期
封
建
社
会
で
は
、
恩
の
社
会
意
識
が
強
い
拘
束
力
を
発
揮

し
た
が
．
後
期
封
建
社
会
（
江
戸
時
代
）
で
は
、
こ
の
恩
の
意
識
は
、
前
期
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

中
期
封
建
社
会
砥
ど
強
烈
・
頻
繁
に
現
わ
れ
ず
、
こ
れ
に
代
つ
て
著
し
い
存
在

を
示
す
よ
う
に
な
つ
た
の
が
義
理
と
い
う
社
会
意
識
で
あ
る
（
二
一
五
頁
）
と
し

て
・
こ
の
義
理
と
い
う
社
会
意
識
を
克
明
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、

後
期
封
建
社
会
の
文
学
作
品
そ
の
他
の
資
料
を
検
討
し
な
が
ら
、
義
理
は
、
当

事
者
が
同
一
の
階
級
（
階
層
）
に
所
属
し
当
事
者
の
間
に
所
属
階
級
（
階
層
）
の
著

し
い
差
が
な
い
場
合
の
ポ
ト
ラ
ッ
チ
的
・
契
約
的
社
会
意
識
で
あ
る
（
二
五
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
　
二
一
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

頁
》
と
結
ん
で
い
る
。
し
た
が
つ
て
．
義
理
と
恩
と
の
関
係
は
、
歴
史
的
に
は

恩
”
武
士
階
級
的
社
会
意
識
．
義
理
”
町
人
階
級
的
社
会
意
識
で
あ
り
、
社
会

関
係
的
に
は
恩
“
上
下
関
係
的
社
会
意
識
、
義
理
鮭
平
等
的
・
水
平
的
社
会
意

識
で
あ
る
（
二
五
八
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
　
つ
ま
り
．
他
人
か
ら
好
意
を

受
け
た
場
合
で
も
．
相
手
が
主
君
．
主
人
．
一
般
に
目
上
の
と
ぎ
は
恩
を
受
け

た
と
意
識
し
．
相
手
が
同
じ
身
分
の
者
で
あ
る
と
き
は
義
理
が
あ
る
と
意
識
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
（
二
八
O
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
常
用
語
と
し
て
の
二
つ
の
言
葉
の
使
い
わ
け
は
．
著
者
の
指

摘
す
る
よ
う
に
、
明
確
に
．
江
戸
期
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
・
階
層
に
わ
た
つ
て
広

く
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
の
検
討
し
て
き
た
文
学
作
品
そ
の

他
の
文
献
資
料
．
お
よ
び
そ
れ
ら
に
た
い
す
る
著
者
の
解
釈
以
外
に
、
さ
ら
に

多
く
の
場
合
に
多
く
の
異
つ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
．
「
…
…
だ
れ
だ
れ
か
ら
恩
を
受
け
た
義
理
が
あ
る
の
で

…
己
と
い
つ
た
場
合
は
．
こ
の
二
つ
の
用
語
を
著
者
の
解
釈
の
よ
う
に
明
確

に
意
識
し
て
使
い
わ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
．
こ
う
し
た
表
現
こ

そ
．
著
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
．
許
す
こ
と
の
で
き
な
い
無
学
な
表
現
と
で
も

い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
．
日
常
生
活
に
お
い
て
、
し
ば
し
ぽ
用
い
ら
れ

る
表
現
の
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
．
江
戸
期
の
各
階
級
．
階
層
に
よ
つ
て
．
こ
の
二

つ
の
用
語
が
使
い
わ
け
や
れ
て
い
た
傾
向
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
恩
、
忠
義
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
　
　
（
一
二
〇
》

義
理
、
人
情
と
い
つ
た
問
題
を
整
序
す
る
上
に
．
き
わ
め
て
重
要
な
間
題
を
提

起
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
六
　
本
書
の
論
述
は
、
首
尾
一
貫
し
て
、
日
本
封
建
社
会
の
社
会
構
造
か
ら

制
約
さ
れ
た
特
定
の
社
会
意
識
ー
恩
と
分
限
と
義
理
ト
ー
を
克
明
に
分
析
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
費
さ
れ
た
文
学
作
品
そ
の
他
の
文
献
資
料
の
調
査
研
究

に
は
、
社
会
学
の
み
な
ら
ず
国
史
、
国
文
学
、
哲
学
上
の
諸
研
究
の
業
績
が
統

合
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
古
く
か
ら
こ
の
方
面
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
つ

て
き
た
著
者
に
し
て
は
じ
め
て
期
待
し
う
る
え
が
た
い
収
穫
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
本
書
に
示
さ
れ
た
研
究
方
針
に
関
す
る
方
法
論
上
の
問
題
に
．
ま
つ

た
く
疑
問
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
社
会
意
識
は
．
著
者
に
よ
る
と
．
「
同
一
の
社
会
に
属
し
．
共
同
生
活
を
い

と
な
む
人
々
の
間
に
見
い
だ
さ
れ
る
共
通
の
意
識
で
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
れ
ら

の
人
々
に
よ
つ
て
意
識
内
容
の
共
通
が
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
』

（
一
四
頁
）
と
さ
れ
．
社
会
意
識
は
、
ま
た
、
社
会
的
存
在
に
反
作
用
を
あ
た
え

る
が
、
究
極
的
に
は
、
社
会
的
存
在
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
（
一
七
頁
）
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
社
会
的
存
在
が
変
化
す
れ
ば
、
勿
論
、
そ
れ
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
社
会
的

意
識
も
変
化
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
社
会
的
存
在
の
変
化
が
徐
々
に
行
な
わ

れ
る
場
合
．
あ
る
い
は
．
変
化
が
急
激
で
あ
つ
て
も
徹
底
を
欠
く
場
合
．
前
代

の
社
会
の
社
会
意
識
鑛
の
社
会
へ
伝
達
さ
れ
て
残
享
る
．
、
残
存
し
た
前



代
の
社
会
意
識
と
新
海
に
生
ま
れ
た
後
代
の
社
会
意
識
と
は
別
個
の
も
の
と
し

て
併
存
す
る
の
で
は
な
く
．
む
し
ろ
慣
習
や
制
度
の
中
に
．
ま
た
文
学
作
品
そ

の
他
の
芸
術
作
品
の
中
な
ど
に
．
複
雑
に
、
ま
た
奇
妙
に
結
び
つ
き
、
融
け
合

つ
て
存
在
す
る
こ
と
が
多
ど
（
一
九
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
、
前
代
の
社
会
意
識

と
後
代
の
社
会
意
識
と
の
間
に
摩
擦
．
衝
突
が
生
ま
れ
、
両
者
は
互
い
に
他
の

影
響
を
う
け
純
粋
な
形
で
は
存
在
し
え
な
く
な
る
現
象
を
、
社
会
意
識
の
「
堆

積
」
と
よ
ん
で
い
る
（
一
九
頁
）
。
そ
し
て
．
日
本
の
社
会
で
は
こ
の
よ
う
な
旧

社
会
意
識
の
堆
積
が
と
く
に
著
し
い
こ
と
を
、
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
知
り
た
い
の
は
、
実
は
．
こ
の
「
堆
積
』
現
象
に
は
た
ら
く
法

則
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
の
論
述
に
関
し
て
の
べ
れ
ば
．

日
本
封
建
社
会
成
立
以
後
に
ど
の
よ
う
な
堆
積
現
象
が
お
こ
つ
た
か
、
あ
る
い

は
．
明
治
維
新
以
後
に
ど
の
よ
う
な
堆
積
現
象
が
お
こ
り
つ
つ
あ
つ
た
か
、
ま

で
を
も
知
り
度
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
前
代
の
社
会
意
識
の

残
存
を
既
定
の
事
実
と
み
な
す
だ
け
で
、
そ
の
こ
と
に
は
な
ん
ら
触
れ
る
こ
と

な
く
．
後
代
の
社
会
の
社
会
構
造
と
そ
の
構
造
の
も
と
に
お
け
る
社
会
意
識
と

の
関
係
の
み
を
分
析
す
る
．
一
面
的
な
「
構
造
分
析
」
に
終
始
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
後
代
の
社
会
の
社
会
意
識
は
、
そ
の
社
会
の
構
造
に
よ
つ
て
制
約
さ

れ
る
と
同
時
に
．
前
代
の
社
会
の
社
会
意
識
の
残
存
に
よ
つ
て
も
、
き
わ
め
て

強
い
作
用
を
う
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
・
つ
ま
り
、
著
者
も
い
う
よ
う
に
．

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

社
会
的
構
造
が
変
化
し
だ
こ
と
に
よ
つ
て
．
ま
つ
た
く
別
優
の
社
会
意
識
が
．

新
し
く
真
空
状
態
か
ら
生
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
新
し
い

社
会
意
識
形
成
の
た
め
の
素
材
と
し
て
．
前
代
の
社
会
の
社
会
意
識
の
残
存
が

新
し
い
社
会
意
識
形
成
の
た
め
の
一
つ
の
方
向
を
き
め
る
、
有
力
な
手
が
か
り

と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
．
こ
の
よ
う
な
堆
積
現

象
の
プ
ロ
セ
ス
に
働
く
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
社
会
意
識
の
研
究

に
と
つ
て
不
可
欠
の
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
た
と
え
ぽ
．
報
恩
意
識
が
日
本
封
建
社
会
に
と
く
に
根
強
く
意
識
さ
れ
た
事

実
は
、
日
本
封
建
社
会
の
社
会
構
造
を
上
下
的
・
権
力
的
関
係
で
あ
つ
た
と
分

析
し
た
だ
け
で
は
決
し
て
十
分
に
説
明
し
た
こ
と
に
は
叛
ら
な
い
。
報
恩
意
識

が
強
く
意
識
さ
れ
た
事
実
は
．
さ
ら
に
．
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
特
定
の
意
識

（
残
存
V
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
．
構
造
が
如
何
に
変
化
し
て
も
．
そ
れ
に
適
し
い
素
地
が
存
在
し

て
い
な
け
れ
ぽ
．
構
造
に
制
約
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
複
数
の
意
識
の
な
か
の

特
定
の
意
識
が
．
と
く
に
根
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
文
化
人
類
学
者
ボ
グ
ト
に
よ
れ
ぽ
．
構
造
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
る
指
向
的

過
程
に
お
い
て
．
そ
の
変
動
方
向
を
決
定
づ
け
る
主
要
な
要
因
の
一
つ
と
考
え

ら
れ
る
も
の
は
．
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
伝
統
的
な
価
値
志
向
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
（
ロ
く
象
騨
＜
o
讐
り
．
、
0
5
爵
0
8
馨
8
冨
9
警
峯
o
呂
器
即
区

胃
0
8
器
冒
o
巳
ε
蚕
一
拶
昌
昏
『
8
0
一
〇
鮫
ざ
ト
目
o
ユ
畠
昌
＞
昌
§
3
づ
o
一
〇
〇
〇
冨
“
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く
o
一
●
露
℃
2
9
『
ご
8
）
。
し
か
も
．
価
値
志
向
に
お
け
る
『
対
人
関
係
的
側

面
』
は
．
他
の
諸
側
面
と
比
較
し
変
化
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ

て
い
る
。
し
た
が
つ
て
．
日
本
封
建
社
会
に
お
け
る
社
会
関
係
意
識
を
中
心
課

題
と
す
る
著
者
の
研
究
は
、
構
造
的
分
析
の
み
で
は
な
く
、
著
者
の
い
う
堆
積

現
象
に
関
す
る
過
程
的
分
析
を
も
必
要
と
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
ゐ
。
と
く
に
、
明
治
以
後
の
堆
積
過
程
を
究
明
す
る
こ
と
は
，
旧
社
会
意
識

の
堆
積
が
著
し
い
と
い
わ
れ
る
現
代
日
本
社
会
の
研
究
に
と
つ
て
．
か
け
が
え

の
な
い
重
要
さ
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
本
書
は
、
な
ん

ら
理
論
的
な
解
明
の
方
法
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
．
本
書
の
論
述
は
．
構
造
的
分
析
に
集
中
し

た
こ
と
か
ら
生
ず
る
一
連
の
限
界
を
し
め
し
な
が
ら
も
．
構
造
分
析
の
領
域
に

お
け
る
優
れ
た
道
標
の
一
つ
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
述
明
解
に
し
て
、

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
々
あ
つ
た
こ
と
を
申
し
そ
え
た
い
。
（
昭
和
三
十
六
年
五

月
ア
サ
ヒ
社
発
行
）
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号
か
ら
は
、
内
外
の
雑
誌
論
文
を
も
加
え
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
　
集
　
部

従
来
．
紹
介
批
評
欄
は
．
内
外
の
著
書
の
み
を
採
り
あ
げ
て
ぎ
た
が
、
本


