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^

^
の
研
究
は
、
先
学
0
い
く
つ
か
の
業
績
が
存
在
す
る
と
は
肯
え>
 
最 

近
に
致
る
ま
で
不
当
に
閑
却
さ
れ
て
来
た
分
野
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は

'
 

様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
方
法
上
わ
が
国
に
お
け
る
経
済
史
研
究
の
大
勢
が

.、

.
 

「

商
業」

.の
役
割
に
つ
い
て
特
殊
の
規
定
を
下
し
た
か
ら
で
あ
り
、

又
、
技
術 

.
•的
に
は
、
非
常
に
多
く
の
労
力
と
時
間
を
要
す
る
基
礎
的
資
料
の
整
備
が
不
完 

全
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
最
近
に
至
.り
、
戦
後
急
速
に
進 

展
し
た
土
地
制
度
.村

造

.農
！
^
等
.の
研
毙
分
野
に
お
け
る
諸
業
績
を 

,
土
台
と
し
な
が
ら
、「

封
建
社
会
に
お
け
る
商
品
流
通

」

の
検
討
と
言
ぅ
立
場、.
 

か
ら
、「

商
®

1-
研
究
の
意
味
が
再
認
識
さ
れ
る
様
に
な> 
た
0
こ
の
新
し 

い
立
場
に
た
つ
.

「

商
！
^」

は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
商
業
を
独
立
し
た
経 

済
行
為
と
し
て
考
え
、
.そ
の
現
象
追
求
に
重
心
を
置
い
た
戦
前
の
商
蠻
に
比 

し
て
、
■

を
そ
の
時
代
に
お
け
る
経
済
活
動
の.一
環
と
.し
て
捉
え
、
こ
れ
を 

位
置
付
け
る
と
言
ぅ
点
で
、
今
後
に
お
い
て
そ
の
発
展
を
大
い
に
期
待
す
べ
き 

も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
方
に
お
い
て
、
土
台
と
な
る
べ
き
農
村
史

.

.

'

 

:

七

四C

四
六
0)

;

研
究
の
歴
史
も
浅
い
し
、
基
礎
的̂

料̂
の
整
備
も
進
ん
で
い
な
い
。
研
^
上 

の
障
害
、

は
、
そ
の
立
塲
か
ら
言
っ
て
も
む
し
ろ
倍
加
さ
れ
て
い
る
と
言 

っ
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

 

•

和
.歌
山
大
笔
の
安
藤
精
ー
；
氏
は
、

こ
の
様
な
研
究
の
現
状
に
お
い
て
、

「

近 

世
在
方
商
業
の
研
究.

」

.と
題
す
る一

書
を
世
に
問
わ
れ
た
。
氏
は
、
近
世
初
期 

の
農
对
構
造
、
土
地
制
度
に
関
し
て
も
既
に
多
く
の
モ
ノ
ダ
ラ
フ
を
豸
貞
さ 

れ
、
新
し
.い
商
1

の
著
者
と
し
て
ま
さ
に
適
任
の
資
格
を
持
っ
て
居
ら
れ
る 

し
、
そ
れ
だ
け
に
、i

に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
期
待
も
大
き
か
'っ
た
の
で
あ 

る

.0
以
下
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
若
干
の
批
判
を
加.え
て
み
た
い
と
思
う
。

第
一
章「

序
説」

.に
お
い
て
氏
は
在
方
商
業
の

「

重
要
問
題
の
す
べ
て
を
と 

り
あ
げ
ふ
の
で
は
な
く、
：

…

.一
ら
は
露
か
斬
a'
心…

…

二

つ

は

蒙

霧
 

の
発
達
と
：町
方
商
業
の
対
立

…
…

の一

一
点
を
中
心
と
し
な
が
ら
：
：
：
考
察
す 

る」
(

三
頁
、
傍
点
引
用
着

)

と
述
べ
、「

特
定
の
結
論
や
、
理
論
を
た
て
て
、 

そ
れ
に
都
合
の
よ
い
史
料
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
^
く
、
畏
本 

史
料
に
■あ
た
る
よ
う
に
つ
と
め
た

」
(

一
一
.一
頁

)

と
さ
れ
る
。

こ
め
^
合
氏
は
、 

藩
を
一
つ
の
単
位
と
し
、
藩
政
史
料
、
地
方
史
誌
類
を
駆
使
し
な
が
ら
ま
と
め 

た
事
を
述
べ
て
居
ら
れ
る。

'

つ
い
で
第
二
章「

近
世
劫
期
の
在
方
商
業
と
特
権
商
業

」

に
お
い
て
は
、ま

.
 

ず
領
王
侧
に
お
け
る
初
期
の
在
方
商
業
政
策
を
取
り
上
げ
る
。
近
世
初
期
、
封 

建
社
会
成
立
期
に
お
い
て
、
身
分
の
固
定
化
が
政
策
と
し
て
み
ら
.れ
、
そ
の
限 

り
に
お
い
て
、
農
民
の
商
人
化
は
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
既
に
存
在 

し
て
い
た
在
方
商
人
は
、
特
権
的
商
人
で
あ
り
、
町
方
商
業
と
在
方
商
業
の
対

•立
は
未
だ
み
ら
れ
な
か
っ
た
。そ
の
内
に
あ
っ
て
も
町
方
商
業
保
護
へ
の
カ
㈣ 

は
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
初
期
に
存
在
し
た
特
権
商
業
，に
は
、
地
域
的
特
権 

商
業
、
由
緒
的
特
権
商
業
お
上
び
座
的
特
権
商
業
が
：あ
る
。
立
地
条
件
に
ょ

ク 

て
商
業
が
許
さ
れ
た
在
方
、
門
前
町
、
市
場
町
、
宿
場
町
等
の

「

在
町
1-
は
第 

一
の
特
権
商
業
の
担
い
手
で
あ
り
、
ま
た
、
特
殊
の
由
緒
に
ょ
る
特
権
商
叢
は 

第
二
の
も
の
で
あ
る
。
氏
はこ
'れ
を
甲
州
九
一
色
鄕
の
場
合
に
つ
'い
てみ
ら
れ 

る
が
、
こ
こ
は
家
康
に
対
す
る
.功
労
と
い
う
由
緒
か.ら
、
_諸
国
へ
’の
行
商
が
許 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
.第
三
の
類
型
を
氏
は
未
解
放
部
落
の
商
業
に
求
め 

る
。
未
解
放
薩
内
部
で
の
特
権
商
業
の
座
は
、
..近
世
初
期
が
ら
存
在
し
た
も 

.の
で
は
な
い
が
、I

全
体
と
し
て
は
特
権
商
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
章
に
お
い
て
、-氏
は「

特
権
商
業j

の
演
じ
.た
役
割
に
つ
い
'て
は
何
も 

触
れ
て
居
ら
れ
な
い
し
、
座
的
特
権_

の
内
容
に
未
解
放
_

の
商
業
以
外 

の
も
の
を
考
え
て
居
ら
れ.る
か
否
か
も
不
明
で
あ
る
。.更
に
又
、
第
二
の
由
緒 

的
特
権
商
業
の「

由
緒」

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
言
わ
れ
る
ま
ま
に
信
ず
る
こ
と 

は
果
し
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
特
権
商
業 

(

成
く
は
商
業
のみ
に
と
V*
ま
ら
ず
、

特
権
手
工業
、：

特
権
漁
業
を
含
め
て
考 

ぇ
て
も)

は
何
故「

由
緒」

を
持
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か0
そ
れ
は
、
近 

供
社
会
と
如
何
な
る
点
で
矛
眉
し
、
や
が
て
は
役
し
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
.た 

の
か
が
追
求
さ
る
べ
き
で
あ
ろ5
。
在
方
商
業
を
著
者9
言
う
広
い
意
味(

恐 

ら
.く
は
農
#I

要
す
る
に
町
方
に
対
す
る
在
方
と
言
う
.程
の)

に
と
っ
た
 ̂

合
、
‘特
権
商
業
の
内
に.は
確
か
に
在
方
の
商
業
も
あ
っ
た
に
違
い
か
い
し
、
城 

下
町
出
現
以
前
の
段
階
で
は
、
商
業
は.す
べ
て
在
方
の
'商
業
で
あ
っ
た
ろ
う。
.

.寄
砰
及
び
紹
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.

し
か
し
、

の「

在
方
商
業」

は
も
は
や
単
な
る
在
方
の
商
業
で
は
な.く
、
' 

特
権
商
業
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
畫

s
の
表
題
と
な
っ
た「

往 

方
商
業J

が
、ど
ち
ら
.の
意
味
に
あ
る
に
せ
よ
、
第
二
章
に
お
い
て
！̂

さ
れ
た 

特
権
商
業
の
記
述
灶
不
満
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
在
方
商
業」

と
の 

対
立
に
お
い
て
求
め
る
か
、
在
方
の
商
業
の
―

'部
と
し
て
こ
れ
を
位
置
付
け
る 

か
、
基
本
的
態
度
を
，明
確
片
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

さ
て
.第
三
#「

近
世
在
方
商
業
の
隱」

は
、
紙
数
に
お
い
て
も
本
書
全
体 

の
約
半
分
で
あ
り
、
著
者
の
最
も
力
点
を
置
か
れ
た
個
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ 

る
。
こ
こ
で
は
在
方
商
業
を
広
義
の
意
味
に
と
っ
て
、
そ
の
形
態
の
上
か
ら
在 

方
の
.市
、
在
方
小
商
業
、
在
出
商
業
、
'(

狭
義
の)

ヰ
力
®

の
四
つ
に
分
け
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
、
藤
毎
に
そ
れ
ら
の
実
際
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
る
。

在
方
の
市
に
つ
い
て
氏
は
、
避
世
初
頭
を
中
心
に
全
国
的
に
盛
ん
に
開
か
れ 

た
六
斎
市
を
、
尾
張
地
方
の
そ
れ
を
除
い
て
、

「

近
世
中
期
以
降
の
新
し
い
農 

民
的
な
商
品
生
産
の^
展

の

驚

、
市
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い

」
(

五
一 

頁)

と
さ
れ
る
。
従
ら
て
、「

商
品
生
産
の
醫
と
局
地
的
市
場
圏

」

の
成
立 

に
お
い
て
、「

市」

D
果
し
た
役
割
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
羞
を
考
慮
に
入
れ 

■*
:
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は.な
い
。
た
，だ
最
近
研
绝
が
進
ん
で 

い
る
尾
張
地
方
の
市
にク
ぃ
て
は「

170
禄
：.
享
保
期
に
お
け
る
農
民
的
商
品
生 

産
の
発
展
が
、
局
地
的
市
場
圈
の
成
立
と
し
て
の
六
_

を
该
汎
に
成
立
せし 

め
た」

が
、
そ
れ
は
へ

「

こ
の
地
方
で
は
い
ま
だ
充
分
に
在
方
商
人
層
の
発
展
が 

見
ら
.れ
ず
、
商
品
流
通
の
組
織
が
整
備
さ
れ
公
前
に
商
品
生
産
が
急
速
に
進 

み
、'領
王
侧
の
保
護
，ル
も
と
に
六
：

M
E
.

の
形
態
を
：‘と
っ
た」

(

六
四
頁〕

と
さ

.
 

'七
五(

四
六
ご



れ
て
い
る
:0
;■
'

.在
方
-

業̂
は
農
民
の
消
費
物
資
に
関
す
る
商
業
で
、
.
.—1
:
-貧
農
層
の
専
業
あ：
. 

る
い
は
農
間
佘
業
的
な̂
の
1-
'
.
.
で
あ
る
。：
農
民.の
消
費
生
活
向
上
に.疮
じ
.て
.小
. 

_

が
盛
に
な
り
、
農
民
の.商
人
化
が
^'
す
る
事
は
'領
主
の
身
分
固
定
政
策
か' 

ら
み
て
当
然
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
は
ど
の
小
商
業
の
禁
止
•
統
制
於 

を
加
賀
雜
，
岡
山
藩
、'津
山
藩
、
鳥
^
#
お
よ
び
長
州
藤
等
の
蒲
政
史
料
か
ら 

抽
出
さ
れ
て
い
.る
。

:第
三
の
在
出
商
業
と
は
町
方
か
ら
在
方
へ
の
行
商
形
態
を
と
る
小
商
業
で

. 

「

町
方
小
商
人
層
によ
る
農
民
の
日
常
生
活
必
需
品
の
販
売

」
(

ニ 
5
頁)

で
. 

あ
る
。
こ
こ
で
も
岡
山
、
鳥
取
、
，長
州
の
三
藩
を
.中
心
に

そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
惻 

に
よ
る
統
制
政
策
を
述
べ
て居
ら
れ
る
。
.

證

の

「

在
方
商
業」

は
在
方
の
商
業
の
中
核
であ
る
が
、
氏
は
，加
質
藩
、.
 

紀
州
、
岡
山
藩
、
津
山
藩
、
.鳥
取
满
等
の
主
と
し
て
藩
政
史
料
に
俄
拠
し
つ 

つ
、
商
品
別
に
統
制
政
策
を
述
べ
て
お
ら
れ
：る
。
近
世
中
期
以
後
の
農
民
的
商 

品
生
産
の
！̂

が
、
在
方
商
業
を
成
立
せし
め
る
甚
礎
条
件
で
知
る
か
ら
、'
 
史 

料
の
上
で
は
こ
れ
を
統
制
せ
ん
と
し
な
が
ら
.制
压
し
得
ず
、：.あ
る
褽
合
は
#.
権 

化
さ
せ
、
.
あ
る
場
合
に
は

藩
の
機
関
を
通
じ
て
統
制
を
加
え
る藩
侧
の
態
度
を 

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「

在
方
商
業」

の
問
題
の
中
心
と
な
る
.

地
的
市
場
圏」

の
成
立
、
あ
る
い
は「

農
民
的
商
品
生
産」

と
言
ぅ
基
礎
条
件 

に
関
し
て
は
氏
は
殆
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
本
章
の
#
の
形
態
の 

在
方
_

に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る0
.在
方
商
業
の
.展
開
の
最
大
の
契
機
と
.な 

つ
た
も
の
は
、
言
ぅ
ま
で
も
な
く
農
民
的
商
品
生
産
の
発
展
で
ぁ
6
ぅ
。
こ
の

七

六(

四
六
ニ)

.

.

.

. 

»

前
提
を
否
定
し
な
い
限
り
、

本
章
に
期
待
す
る
ヾ
読
者
は
両
者
の
関
係
の
在
方 

や
、
本
章
で
示
さ
れ
た
広
義
：の
在
方
襲•の
.霞
態
の
有
機
的
な
連
関
に
-
つい 

て
著
者
が
如
何
に
解
明
し
て
い
る
か
とい.う
点
に
興
味
を
抱
く
に
違
い
ない
。
 

し
：か
し
本
章
で
は
そ
う
一
言
，っ
た
期
待
は
報
い
ら
れ
な
か
：っ
た
。

第
四
章「

在
方
商
業
の
?§
達
と
町
方
商
業
と
の
関
係

」

に
お
い
て
は
、
農
民 

的
な
商
品
生
産
のi

の
結
果
発
達
し
た
在
方
商
業
が
、

「

何
時
ま
で
も
町
方 

商
業
の
支
配
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
は
対
立
関
係
に
入
り
、
町
方
商
業 

を
衰
微
さ
す
に
い
た
る

」
0
1

四
八
頁)

。
著
者
は
越
後
、
信
濃
、
.紀
伊
の
三
力 

国
と
、
律
山
藩
、
鳥
取
雜
、
中
津
藩
の
場
合
に
つ
い
て
、
こ
の
様
な
両
者
の
関 

係
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
殆
ん'ど
の
場
合
、

既
に
領
主
に
よ
り

「

商 

人」

と
し
て
の
.身
分
を
公
認
さ
れ
て
い
る
町
方
商
人
を
領
主
側
が
保
護
し
て
い 

る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
町
方
周
辺
農
村
に
お
け
る
商
品
生
産
の
m
gに
杭
し 

得
ず
、
条
件
付
き
で
在
方
商
業
を
認
め
て
行
く
の
が
大
勢
で
あ
っ
た
と
言
え
よ 

5

0し
か
し
な
が
ら
を
力
商
^
は
何
故
領
主
側
の
保
護
と
い
う
条
件
を
超
え 

て
>
:町
方
商
業
を
.

「

压
倒」

し
た
の
だ
ろ
う
。
と
言
う
よ
り
も
、
町
方
商
業
は 

何
故
衰
微
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
果
し
て
そ
れ
は

「

压
倒」

と 

表
現
し
う
る
程
の
影
響
の
仕
方
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
場
合
の
.

「

ま
力 

商
業」
の
性
格
に
は
変
化
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う

言
っ
た
疑 

問
点
に
'つ
い
て
史
実
に
基
い
た
解
決
を
見
出
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

第
五
章r
近
世
に
お
け
る
在
方
商
業
論

」

は
近
世
の
識
者
の
眼
に
映
じ
た
在 

方
商
業
.に
関
す
る
考
え
方
を
述
べ
て
居
ら
れ
る
が
、
‘
在
方
_

の
肯
定
論
が 

「

い
ま
だ
商
品
生
産
お
よ
び
商
品
流
通
が
そ
れ
ほ
ど
発
展
せ
ず
、
.
農
民
の
商
人

化
も
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
く
、.そ
の
弊
害
が
比
較
的
に
す
く
な
か
っ
た
申̂ 

頃
に
強
か
っ
た」

.と
言
う
興
味
深
い
論
述
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
故
だ 

ろ
う
か
、
著
若
は
解
答
を
与
え
てい
な
い
。

.

.

•第
六
章
結
論
は
次
の
九
項
目
に
つ
い
て
の

「

一.応
の
結
論」

か

ら

な

る

。
.
_ 

㈠
近
世
初
期
の
在
方
商
業
。㈡
在
方
商
業
の
：.一
形
態
と
し
て
の
市
。㈢
夜
方
小 

1

0

㈣在
出
小
商
業
。
㈤
證
の
在
方
商
業
。
：㈥
在
方
商
業
と
町
方
商
業
の 

関
係
。
㈦
花
方
商
業
論
。'㈧近
世
封
建
社
会
、i

期
の
評
価
。
：㈨
明
治
維
新 

以
後
に
お
け
る
在
方
商
業
統
制
。
こ
れ
ら
の
内㈠

——

㈦
に
つ
い
て
は
既
に
述 

べ
た
如
く
で
あ
る
。
た
だ
闫
に
つ
い
て-̂
農
民
層
の
階
層
分
化
の
結
果
、

(

の 

み
で
は
な
.い
に
せ
ょ)

貧
^
層
の
農
業
か
ら
の
離
脱1

小
商
人
化
と
言
う
コ 

I
，ス
を
考
え
て
居
ら
れ
る
様
で
あ
る
：。
こ
こ
で
気
に
.な
る
の
は
、
貧
農
層
の
み 

な
ら
ず
、
富
農
層
に
お
い
て
も
農
業
か
ら
の
離
脱
が
起
り
、
商
人
化
し
て
行
く 

例
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
農
村
の
質
屋
、
穀
物
商
人
等
が
地
主
層
ン
村 

役
人
層
の
出
身
で
あ
る
例
を
多
く
知
？
て
い
る
。
む
し
.ろ
、
こ
の
様
な
形
態
を. 

通
じ
て
、
在
方
商
業
が
農
民
的
商
品
生
産
を
捉
え
て
行
く
の
で
あ
る
.か
ら
、
本 

醫
に
そ
の
様
な
意
來
で
の
在

k

商
業
、，
在
方
商
人
の
位
置
付
け
を
望
み
た
か
っ 

た
の
で
あ
る
。

'

結
論
㈧
の
近
世
封
建
社
会
の
評
価
に
つ
い
て
、
氏

は

「

在
方
商
業
の
問
題
を 

中
心
と
し
な
が
ら」

，

(

四
o
五
®

次
の
如
く
述
べ
る
。「

何
れ
の
面
に
お
.い
て 

も
封
建
社
会
本
来
の
姿
が
う
ち
こ
わ
さ
れ
、
，.新
し
い
発
展
が
見
ら
れ
る
一
面
で 

は
、
な
お
停
滞
的
な
も
の
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
日
傭
に
、

■あ
る
い
は
マ
ニ 

H

フ
ァ
ク
チ
ァ
ア
に
、
.ブ

ル

ジ

a
ア
的
な
発
展
を
見
出
すこ
と
が
で
き
る
に
し

書

評

及

び

紹

介

.

て
も
、
た
だ
ち
に
、.そ
れ
の
み
を
強
く
主
張
す
る
な
ら
ば
、
.歴
史
的
真
実
を
見 

失
う
。
：
，..：，
一
：
つ
.の
結
論
を
証
す
る
た.め
に
.都
合
の
よ
い
も
の
の
み
を̂
め
、
. 

論
理
的
に
筋
の
通
っ
た
も
め
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
面
と
古 

い
面
と
を
な
ら
べ
て
み
る
と
、
そ
の̂

に̂
迷
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か 

し
、.要
す
る
.亿
，封
建
的
ぬ
面
、
停
滞
的
な
面
の
み
を
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ァ 

的

な

商

の

み

を

、
王

_
.§,
な
ら
ば
、.：そ
れ
は
歴
史
の
.
一
面
の
解
釈
と
は
な
る 

が
、
社
会
構
成
本
の
性
格
そ
の
も
の
を
見
失
う
こ
と
と
な
る
。

す
く
な
く
と 

も
、
近
世
中
期
以
降
、
特
に
幕
末
期
は
、
封
建
的
な
も
の
も
か
な
り
強
い
こ
と 

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
：
封
建
的
な
も
の
を
う
ち
く
ず
し
、
新
し
い
資 

本
主
義
が
発
展
し
て
ゆ
く
基
礎
が
形
成
さ
れ
つ
つ
.あ
：っ
た
こ
と
を
暴
す
こ
と 

は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
新
し
い
芽
生
え
に
こ
そ
注
0
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の' 

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
近
世
中
期
以
降
、#に
^
ま
期
は
、
' 前
M
的
ブ
ル
ジ 

ョ
ア
ぬ
な
性
格
を
も
ら
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
る

」
(

四
二
〇
丨
一
頁)

。
氏
は 

..こ
こ
で
何
を
主
張
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
.史
実
の
も
つ
多
様
性
は
、
あ 

る
時
代
のr

評
価」

に
際
し
て
一
義
的
な
決
定
を
下
す
事
を
避
け
る
理
由
と
は 

な
ら
な
い
。
社
会
を
•一

 
個
の
静
止
体
と
考
え
て
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
断
面
を 

描
け
ば
、
氏
の
い
うr

新
し
い面

-!

と「

古
い
面
1-
は
共
に
存
在
す
る
。
し
か 

し
、
.社
会
は
、
現
実
に
は
動
く
も
の
で
あ
り
、
速
度
の
差
は
あ
っ
七
も
、
古
き 

も
ひ
は
常
に
捨
て
ら
れ
、
：
.新
し
い
も
の
は
常
に
生
成
す
る
。
氏
が

r

前
期
的
ブ 

.ル
ジ
、ョ
ァ
的
衣
性
格
を
も
ち
つ•つ
あ
マ
た」

と
言
わ
れ
る
時
、
こ
の
社
会
は
動 

ベ
も
の
で
あ
っ
たv

し
か
し
、
か
.く
述
べ
る
事
は
あ
る
時
代
の

「

評
価」

た
り 

得
る
だ
ろ
う
か
。
も%
ろ
ん
、.
.氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、

ー

 
つ
の
仮
宠
を
立
て
、

七

七(

四
六
三)



そ
れ
に
都
合
の
ょ
い
部
分
だ
け
を
史
寒
の
中
か
ら
求
め
る
方
法
、
あ
る
い
は
社
成
立
等
の
基
本
的
問
題
に

.つ
い
.て
の
検
討
を
期
待
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
困 

会
構
造
の
異
な
：っ
た.

f

所
に
見
出
さ
れ
る
歴
史
法
則
を
当
て
は
め
，る

と

言

ぅ

様

難

な

研

発

分

野

に

.

.

L

つ
の
業
績
を
発
表
さ
れ
た
氏
の
努
力
に
敬
意
：を
払
い
つ
つ 

.な
や
り
方
は
否M
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い0ぺ
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
ぅ
て
、
史

実

も

、
問
題
の
重
要
ざ
の
故
に
敢
え
て
批
評
を
試
み
た
次
第
で

.あ
る
。
產E

を
い 

の
多
様
性
の
内
に
埋
没
し
て
し
ま
う
事
は
許
さ
れ
な
い
。
我

々

は

そ

の

时

か

ら

.わ
ば
土
台
石
，の一

づ
と
し
て
氏
な
ら
び
に
学
界
全
体
の
よ
り
深
き
前
進
を
切
望

一
淀
の
万
向
を
見
極
め
ね
ば.な
ら
な
い
し
、
，
時
代
の

m

価」

を
決
定
す
べ
き
. 

で
あ
ろ
ぅ
。
 

.

.

.
著
'者
が
.こ
：の
書
で
依
拠
さ
れ
た
史
料
は
、
1藩
政
史
料
が
，殆
ん
ど
で
あ
っ
た
。

」 

.従
：っ
て
^
方
商
業
に
対
す
る
領
主
侧
の
政
策
に
づ
い
て
は
ょ
く
知
る
事
が
で
き 

た
と
言
え
る
。
し
か
し、
' 在
方
®

そ
の
も
の
の
内
容
は
も
は
や
こ
の
種
の
史 

料
か
ら
ば
求
め
ら
れ
な
い
。-:
や
は
り
各
埤
の
-
.
1虫
料
か
ら
得
る
べ
き
で
，
 

あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
著
者
も
指
摘
す
る
如
く
非
常
に
.
1で
あ
る
に
違 

い
な
い
。「

夜
方
商
業」

の
研
究
で
あ
る
な
ら
ば
、''
'
:藩
側
.の
史
料
の
み
で
は.そ
. 

れ
こ
そ「

一
面
的」

な
理
解
し
か
.で
き
な
い
0
何
故
な
ら
実
体
と
な
る

「

在
方 

商
業」

そ
れ
自
身
.は
商
人
の
経
済
行
動
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
ぅ
言
っ
た
点
に
お 

い
て「

在
方
商
業」

と
し
て
の
特
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら。
.
.

こ
の
様
に
考
え
て
く
る
と
、：
氏
の
著#'
は
、「

近
世
在
方
商
業
政
策
の
研
究

」 

と
題
し
て
い
た
だ
き
だ
か
っ
た
気
が
す
る
。
、若
し
：'「

在
方
商
業
の
研
究」

で
ぁ
' 

る
な
ら
、
少
な
く
と
も
、
最
初
に
述
べ
た
様.に、瓶業を経済のとして 

考
え
る
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
、
土
地
制
度
、
村
落
構
造
に
関
す
る
研
究
成
果 

を
十
分
に
取
り
入
れ
て
い
た
だ
き
た
かった
。
ま
た
員
員
㈣
^
ロ⑽
&
^

と
の
結 

び
づ
き
、
日
本
に
お
け
る
資
本
、王
義
成
立
に
対
し
て
演
じ
た
歴
史
的
役
割
に
：つ 

い
て
、
す
な
わ
ち.、
在
方
®
!に
よ
る
資
本
の
蓄
積
、
農
民
層
分
化、
' 市
場
の

す
る
も
の
で
あ
る
.。(

吉
川
'弘
文

館

発

行

、

昭
和
三
十
一
ー

1年
十
一
月
、
本
文
四 

ニ
1
--
頁
、
索
引
を
附
す
。
七
八
〇
5

.

.

.

.

.
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内
容
は
、
第
一
章一

八
九
四
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
党
大
会
に
お
け
る
独
占
の 

評
価
、
第
二
章
独
占
資
本
主
義
と
修
正
主
義
、
第
三
章
独
占
と
労
働
貴
族
、
第 

四
章
一
九
〇
〇
年
マ
イ
ン
ッ
党
大
会
に
お
け
る
帝
国
主
義
の
評
価
、
の
四
章
か 

ら
な
っ
て
い
る
。

■ま
ず
、
各
章
ご
と
に
論
旨
を
み
る
と
、
第
一
章
で
は
、
㈣
自
に
対
す
る
せ
を 

民
主
党
の
評
価
分
析
の
出
発
点
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
党
大
会
に
お
く
。

そ
れ 

は
、
こ
の
大
会
が
、
第
一
に
、
当
時
充
分
に
成
長
し
た
独
占
体
を
§

に
、
は 

じ
め
て
資
本
主
義
の
構
造
変
化
を
と
り
あ
げ
た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
改
良 

主
義
を
提
唱
し
た.フ
ォ
ル
マ
ー
ル
演
説

(

一
八
九
一
年)

が
党
大
会
の
.シ
ッ
。へ 

ル
演
説
と
な
っ
た
点
で
、

機
会
主
義

copportunismus) 
'の
発
展
に
一
時 

期
を
劃
す
か
ら
で
あ
っ
た
。
著
者
はy 

Iザ
I
の

著

書(Die deutschen 

GroBTbanken und iinre 

Konzentration 

im

 Zusammenliange 

mit der Entwlcklung der Gesamtwlrtschaft in D
e

-dtscMand, 

Jena., 1912) 、.

ヤ
イ
デ
ル
ス
の
著
書

(Das verMltniwder deutschen 

GroBlbanken zur Industrie roit besonderer B
e

srclssichtigung 

der Eiseniiidustrie, Leipzigy 1905 )

お
ょ
び
ク
チ
ン
スキー

の
前
掲 

著
書
な
ど
に
ょ
っ
て
、
金_
罾
^
の
磘
立
過
程
と
、^
員
吣
侵
略
の
|

#

の 

姿
を
え
が
い
た
ぅ
え
で
、.フ
ラ
、ン
ク
フ
ル
ト
觉
大
会
の
密
議.を
分
析
す
る
。

-
著
者
は
ま
ず
、
分
析
基
準
と
.

し
て
、
第
一
次
大
戦
ま
で
帝
国
主
義
の
理
論
は 

未
確
立
で
あ
ヶ
、
他
面
、
々
ル
ク
ス
、'

エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
予
見
的
な
形
で
独
占

.
 

理
論
の
基
礎
を
す
え
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、

.こ
の
.大
会
.

の
密
議
か
.

書

評

及

び

紹

介 

■

ら
、
.
一
方
に
ヵ
ル
テ
ル

に

f

引
下
げ
の
.
^
者̂
、

生
産
安
定
化
の
保
証
を 

み
、
労
資
協
調
を
と
く
シッ
ぺ
ル
の
演
説
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
に
、ル
'ク
セ
ン 

ブ
ル
ダ
、
シm

1

エ
ン
ラ
ン
ク
ら
革
命
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
独
占
体
に
対
す 

る
評
価
を
対
置さ
せ
な
が
ら
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
シ

ッT:

ル
.の
演
説
と
実
際
に
採
択
さ
れ
た
、
言
葉
だ
け
革
命
的
な 

決
議
と
の
ち
が
い
に
、
理
論_
争
を
極
力
避
け
、
実
践
で
漫
透
を
は
か
る
機
会 

主
義
者
の
特
徴
と
、
こ
れ
に
対
す
る
党
指
導
部

(

ベ
一
ベ
ル
、
ヵ
ゥ
ッ
キ

ー
、

リ
t
プ
ク
ネ
ヒ
ト

)

の
あ
い
ま
い
な
態
度
が
示
さ
れ
る
。
と
く
に
、
他
な
ら
ぬ 

シ
ッ
ベ
ル
に
独
占
体
調
査
，の
犬
#
決
^

を
担
当
さ
せ
た
こ
と
に
、

こ
れ
は
よ
く 

示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
採
択
さ
れ
た
決
議it
、

一
面
で
、

チ
ル
フ
ル
ト
綱
領
に
依
拋
し
な 

が
ら
も
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
資
本
蓄
積
法
則
と
、

マ

ル
ク
ス

主
義
国
家
理
論
か 

ら
は
ず
れ
て
い
る
。
特
に
後
者
が
社
会
民
主
党
の
根
本
的
な
弱
点
で
.あ

っ
た
。

第
三
に
、
こ
の
時
ま
で
機
会
主
義
者.

(opportunismus)

は
、

マ
ル
ク 

ス
、
.エ
ソ
ゲ
ル
ス
を
引
合
い
に
，だ
さ
ず
、
自
分
の
発
意
と
し
て
改
良
、王
義
を
提

唱
し
た
点
で
S
そ
の
後
の
発
展
.と
区
別
さ
れ
る
。

,

’
 

.
.
.

:

ニ

第
二
章
で
は
、

一
八
九
四
年
のフラ
ン

ク
フ
ル
ト
觉
大
会
で
、
改
良
主
義
者 

と
革
命
的
マ
'ル
ク
ス
主
義
者
に
ニ
分
さ
れ
、
党
指
導
部
は
折
衷
的
態
度
を
と
っ
，
 

だ
が
、
ひ
き
つ
づ.い
.

V

の
改
良
主
義
的
傾
向
増
大
の
中
で
あ
ら
わ
れ
た
ベ
ル
ン 

シ
ユ
タ
イ
ン
の『

諸
問
題』

r
o
i
e 

Probleme des Sozialismuso
、

七
九
'.C

四
六
五T


