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講　演　録

講
演
録
（
第
十
六
回
年
次
大
会
よ
り
）

―  　  ―

は
じ
め
に

　「
西
田
哲
学
」
と
私

―
文
字
ど
お
り
、
西
田
哲
学
に
私
が
い
か

に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
個
人
的
な
歴
史
を
、
副
題
で
あ
る

〈
邂
逅
〉（
思
い
が
け
な
い
出
会
い
、
め
ぐ
り
逢
い
）
と
い
う
視
点
か

ら
、
語
る
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
理
由
は
、
私
自
身
の
学

問
が
西
田
哲
学
と
の
出
会
い
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
、
と
い

う
重
い
事
実
に
あ
る
。
二
〇
一
七
年
七
月
に
刊
行
し
た
『
邂
逅
の
論

理
』

―
「
邂
逅
」
を
主
題
と
し
た
私
の
研
究
の
到
達
点
。
こ
こ
に

至
る
歩
み
は
、
陰
に
陽
に
西
田
哲
学
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
拙
著
は
、

西
田
と
の
出
会
い
な
し
に
は
書
か
れ
な
か
っ
た
、
と
申
し
上
げ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
西
田
哲
学
と
の
〈
邂
逅
〉
を

語
る
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
な
ぜ
『
邂
逅
の
論
理
』
を
書
い

た
の
か
を
語
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
当
方
の
思
惑
を
最
初
に
申
し

上
げ
る
。

　〈
邂
逅
〉
と
は
、
九
鬼
周
造
が
偶
然
性
を
「
独
立
な
る
二
元
の
邂

逅（
１
）」

と
定
義
し
た
よ
う
に
、
主
体
で
あ
る
甲
と
乙
と
が
、
図
ら
ず
も

面
々
相
対
す
る
二
者
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
間
違
い
は
な
い

が
、
私
の
考
え
る〈
邂
逅
〉に
は
、
第
三
の「
媒
介
者
」
が
か
か
わ
る
。

そ
れ
を
甲
と
乙
に

対
す
る
丙
と
呼
ぶ

な
ら
、
私
の
考
え

る〈
邂
逅
〉と
は
、

「
丙
の
導
き
の
下

に
甲
と
乙
が
出
会

う
こ
と
」
も
し
く

は
「
甲
と
乙
の
出

会
い
に
丙
が
立
ち

会
う
こ
と（
２
）」

で
あ

る
（
図
１
）。
も

し
も
、〈
邂
逅
〉

を
一
つ
の
〈
構

造
〉
と
考
え
る
な

図１

木
　
岡
　
伸
　
夫

（
関
西
大
学
）

「
西
田
哲
学
」
と
私

　

―
〈
邂
逅
〉
の
視
点
か
ら
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ら
、〈
私
―
汝
―
彼
〉
の
三
者
関
係
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
講
演
の

副
題
「〈
邂
逅
〉
の
視
点
か
ら
」
は
、
三
者
関
係
の
枠
組
で
〈
邂
逅
〉

の
事
実
を
考
え
る
、
と
い
う
前
提
を
意
味
す
る
。
こ
れ
か
ら
の
本
題

の
中
で
、
そ
う
い
う
第
三
者
と
し
て
の
媒
介
者
が
、
私
の
西
田
と
の

出
会
い
を
い
か
に
具
体
化
し
て
い
っ
た
か
を
、
お
話
し
す
る
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
、
本
講
演
の
全
体
が
〈
邂
逅
の
論
理
〉
の
例
証
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
話
を
お
聴
き
い
た
だ
き
た
い
。

一
　
異
国
で
の
邂
逅

―
パ
リ
に
て

　「
は
じ
め
に
」
で
お
断
り
し
た
意
味
で
の
西
田
哲
学
と
私
の
「
媒

介
者
」
は
、
留
学
地
の
パ
リ
に
お
い
て
、
三
者

―
ひ
と
組
の
グ

ル
ー
プ
と
二
人
の
個
人

―
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
挙
げ
て
ゆ
く
。

　
媒
介
者
①

―
西
田
研
究
会

　
二
〇
〇
二
年
度
の
在
外
研
修
で
は
、
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
の

在
職
す
る
パ
リ
のEH

ESS

（
フ
ラ
ン
ス
国
立
社
会
科
学
高
等
研
究

院
）
に
受
け
入
れ
を
許
し
て
も
ら
っ
た
。
到
着
し
て
す
ぐ
、
ラ
ス
パ

イ
ユ
通
り
の
同
院
日
本
研
究
所
で
面
識
を
忝
く
し
た
上
原
麻
有
子
先

生
（
当
時
ベ
ル
ク
指
導
の
下
で
、
学
位
論
文
準
備
中
）
か
ら
、
そ
の

翌
日
に
開
か
れ
る
と
い
う
「
西
田
研
究
会（
３
）」
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
、

急
遽
時
差
ボ
ケ
の
頭
で
参
加
し
た
。
そ
の
研
究
会
で
は
、
メ
ン
バ
ー

に
よ
る
研
究
発
表
と
併
せ
て
、
西
田
中
期
の
論
文
「
場
所
」（
一
九

二
六
年
）
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
手
が
け
ら
れ
て
い
た（
４
）。
そ
の
日
に
行

わ
れ
た
の
は
、
戸
坂
潤
に
よ
る
西
田
の
「
無
の
論
理
」
批
判
に
つ
い

て
の
紹
介
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
学
生
の
発
表（
５
）

だ
っ
た
。
驚
愕
し
た
の

は
、
第
一
に
、
日
本
人
研
究
者
の
中
で
も
数
少
な
い
と
思
わ
れ
る
よ

う
な
、
特
殊
な
思
想
史
的
テ
ー
マ
を
専
攻
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
が
い
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
、
西
田
な
ど
日
本
の
哲
学
に
対
す
る
関

心
の
潜
在
的
拡
が
り
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
パ
リ
の
西

田
研
究
の
中
心
に
は
、
多
士
済
々
の
日
本
人
グ
ル
ー
プ
（
上
原
さ
ん

の
ほ
か
、
リ
ー
ダ
ー
格
の
浅
利
誠
氏
に
、
斎
藤
多
香
子
、
黒
田
明
信

の
各
氏
）
が
位
置
を
占
め
、
そ
の
周
囲
に
は
相
当
数
の
フ
ラ
ン
ス
人

（
以
外
も
含
む
外
国
人
の
）
研
究
者
た
ち
が
陣
取
っ
て
い
た
。

　
一
年
間
の
留
学
中
、
ほ
と
ん
ど
休
む
こ
と
な
く
、
こ
の
研
究
会
に

参
加
し
た
と
思
う
。
学
問
上
の
刺
激
か
ら
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
生
活

上
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
至
る
ま
で
、
西
田
研
究
会
の
人
た
ち
に
ど
れ
ほ

ど
お
世
話
に
な
っ
た
か
、
計
り
知
れ
な
い
。
そ
の
期
間
の
終
わ
り
近

く
、
自
分
な
り
の
テ
ー
マ
で
発
表
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
テ
ー
マ
は
、

「
九
鬼
周
造
に
よ
る
西
田
哲
学
批
判（
６
）」。

そ
の
発
表
を
も
と
に
、
帰
国

前
に
、
こ
の
二
人
の
〈
出
会
い
〉
に
焦
点
化
し
た
論
文
を
仕
上
げ
た（
７
）。

　
媒
介
者
②

―
九
鬼
周
造

　
九
鬼
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
一
九
九
〇
年
代
か
ら
心
惹

か
れ
、
早
く
も
そ
の
哲
学
を
〈
邂
逅
の
論
理
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
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で
形
容
し
て
い
た（
８
）。
そ
れ
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴

い
た
九
鬼
が
、
当
時
の
西
洋
哲
学
と
い
か
に
対
峙
し
た
か
、
と
い

う
観
点
か
ら
浮
上
し
た
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
九
鬼
に
と
っ
て

の
「
邂
逅
」
を
、
日
本
人
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
と
の
関
係
に
当
て
は

め
て
考
え
よ
う
と
し
た
き
っ
か
け
は
、
私
自
身
が
、
か
つ
て
の
九
鬼

と
同
じ
パ
リ
に
身
を
置
い
た
こ
と
に
あ
る
。
九
鬼
本
人
に
と
っ
て
、

も
し
か
す
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
出
会
う
の
と
同
じ
く

ら
い
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
重
大
で
あ
っ
た
の
が
、
日
本
哲
学
の
中

心
を
占
め
る
西
田

と
の
出
会
い
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か

―
。
こ
の
こ
と

に
思
い
当
た
る
に

は
、
異
郷
体
験
を

反
芻
す
る
相
当
の

時
間
が
必
要
だ
っ

た（
９
）。

　
私
は
パ
リ
で
、

か
つ
て
日
本
に
い

た
と
き
に
は
な

か
っ
た
よ
う
な
切

実
な
関
心
の
下

に
、
西
田
に
出
会
っ
た
。
そ
の
出
会
い
を
導
い
た
の
は
、
九
鬼
で
あ

る
。
こ
の
事
実
を
、
先
に
述
べ
た
〈
邂
逅
〉
の
三
者
関
係
の
図
式
に

当
て
は
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
ず
、
⑴
西
田
（
甲
）
と
私
（
乙
）
の

出
会
い
を
、
第
三
者
た
る
九
鬼
（
丙
）
が
、
い
わ
ば
「
演
出
」
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
⑵
私
が
パ
リ
で
着
想
し
た
の
は
、
九

鬼
（
甲
）
が
西
田
（
乙
）
と
い
か
に
出
会
っ
た
か
、
と
い
う
テ
ー
マ

で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
私
は
甲
と
乙
の
出
会
い
を
俯
瞰
す
る
丙

（
第
三
者
）
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
（
図
２
）。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
九

鬼
と
西
田
の
出
会
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
思
い
つ
か
れ
た
元
に
は
、

ず
っ
と
以
前
か
ら
、
私
が
西
田
哲
学
に
抱
い
て
い
た
関
心
が
働
い
て

い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
西
田
が
私
に
九
鬼
周
造
と
の
出
会
い

を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
三
つ
目
の
事
実
が
浮
上
す
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
⑶
九
鬼
（
甲
）
と
私
（
乙
）
に
対
し
て
、
西
田
が
丙
の
位
置

に
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
二
者
の
出
会
い
は
、
そ
の
背
後
に
第
三
者
が
想

定
さ
れ
る
三
者
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
二
人
の
出
会
い
は
、
そ
れ

に
立
ち
会
う
第
三
者
の
視
線
の
下
に
、〈
邂
逅
〉
の
様
相
を
帯
び
る
。

そ
こ
か
ら
考
え
る
に
、〈
邂
逅
〉
の
構
造
が
、
二
者
間
で
閉
じ
ら
れ

る
こ
と
の
な
い
三
者
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
理
上
、
出
会

い
が
外
へ
と
無
限
に
開
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味
に
お
け
る
〈
邂
逅
の
論
理
〉、
な
い
し
〈
縁
の
論
理
〉
に

つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
お
話
し
す
る
。

図２
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媒
介
者
③

―
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク

　
二
〇
〇
二
年
の
パ
リ
留
学
の
目
的
は
、
そ
の
前
年
に
関
大
（
ま
さ

し
く
こ
の
場
所）
10
（

！
）
で
対
面
し
た
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
の
下
で
、

彼
の
風
土
学
（
メ
ゾ
ロ
ジ
ー
）
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
、

日
本
で
彼
の
主
著
『
風
土
学
序
説
』
が
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
。
読
ま
れ

た
方
は
ご
承
知
の
と
お
り
、
そ
の
中
で
は
、
か
な
り
キ
ツ
イ
西
田
哲

学
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
西
田
理
解
は
、
彼
自
身
が
参
照

し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
中
期
の
「
場
所
」（
一
九
二

六
年
）
と
最
晩
年
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」（
一
九
四

五
年
）
の
二
点
の
み）
11
（

。
そ
れ
だ
け
の
わ
ず
か
な
知
識
を
も
っ
て
、
西

田
を
論
じ
、
か
つ
「
断
罪
」
で
き
た
の
は
、
彼
が
導
き
と
し
た
中
村

雄
二
郎
『
西
田
幾
多
郎
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
か
ら
、
西

田
哲
学
の
本
質
が
「
述
語
的
論
理
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

確
証
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る）
12
（

。
そ
れ
を
「
誤
解
」
と
し
て
片
づ
け

る
こ
と
は
、
実
に
た
や
す
い

―
現
に
当
時
、
西
田
研
究
会
の
メ
ン

バ
ー
も
、
ベ
ル
ク
の
西
田
解
釈
に
対
す
る
不
満
を
口
々
に
語
っ
て
い

た
し
、
私
も
そ
れ
に
同
調
し
て
い
た
。

　
そ
れ
か
ら
十
六
年
経
っ
た
今
、
私
は
ベ
ル
ク
に
よ
る
「
誤
解
」
に

は
、
そ
れ
な
り
に
も
っ
と
も
な
理
由
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、〈
邂
逅
の
論
理
〉
の
本
質
に
か
か
わ
る
自
己
確
認
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
で
あ
る）
13
（

。
私
の
風
土
学
で
は
、〈
脱
中

心
化
〉
と
〈
再
中
心
化）
14
（

〉
を
問
題
に
す
る
が
、
ベ
ル
ク
の
西
田
解
釈

に
は
、
そ
の
両
方
が
関
係
す
る
。
ベ
ル
ク
が
、
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論

か
ら
批
判
的
距
離
を
と
る

―〈
脱
中
心
化
〉す
る

―
た
め
に
は
、

自
国
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
日
本
と
い
う
風
土
に
身
を
置
き
、
い
わ

ば
日
本
と
い
う
〈
鏡
〉
に
自
己
を
映
し
出
す
手
続
き
が
、
不
可
欠
で

あ
っ
た
。
そ
の
と
き
日
本
文
化
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
西
洋
的
思

考
と
は
一
対
の
関
係
に
立
つ
対
照
物
、
と
い
う
意
義
を
帯
び
る
。
西

田
の
「
無
の
論
理
」「
場
所
の
論
理
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来

の
西
洋
の
「
主
語
的
論
理
」
に
対
し
て
、
そ
の
裏
返
し
の
「
述
語
的

論
理
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
格
好
の
〈
鏡
〉
と
い
う
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
で
き
る
。
西
洋
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
に
と
ど
ま
る
か

ぎ
り
、
困
難
な
自
己
相
対
化
が
、
和
辻
風
土
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

だ
が
、
西
田
哲
学
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
首
尾
よ
く
果
た
さ
れ

る
。

　
ベ
ル
ク
が
西
田
に
与
え
た
の
は
、
自
身
の
属
す
る
伝
統
の
限
界
を

照
ら
し
出
す
た
め
の
〈
鏡
〉、
な
い
し
照
明
装
置
の
役
割
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
西
田
哲
学
全
体
の
射
程
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
な

ど
な
い
。
各
位
が
ご
承
知
の
「
述
語
面
的
超
越
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

た
「
主
語
面
的
超
越
」
を
、
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
な
い

―
西
田

哲
学
の
西
洋
哲
学
に
つ
う
じ
る
側
面
を
視
野
に
入
れ
た
の
で
は
、
話

が
や
や
こ
し
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
そ
の
面
は
カ
ッ
ト
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
ベ
ル
ク
が
求
め
た
「
近
代
の
超
克
」
に
と
っ
て
は
、「
場

所
」
論
文
と
中
村
雄
二
郎
の
非
常
に
一
面
的
な

―
利
用
す
る
側
に
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と
っ
て
は
、
そ
れ
だ
け
好
都
合
な

―
西
田
解
釈
が
あ
れ
ば
、
十
分

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
〈
脱
中
心
化
〉
の
後
に
、〈
再
中
心
化
〉
が
や
っ
て
く
る
。

な
ぜ
な
ら
、
い
っ
た
ん
批
判
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
た
自
己
の
立
場

―
二
元
論
の
伝
統

―
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
、
お
の
れ
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
自
体
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
手
続

き
が
、〈
再
中
心
化
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
な
る
と
、
今
度
は
一

転
、
西
田
を
批
判
す
る
番
で
あ
る
。
西
田
の
「
述
語
的
論
理
」（
Ａ
）

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
の
「
主
語
的
論
理
」（
Ｂ
）
は
、
い
ず
れ

も
真
実
の
半
面
し
か
表
し
て
い
な
い）
15
（

。
Ａ
と
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
で
は
な

く
、
両
方
が
必
要
で
あ
る
。
西
洋
形
而
上
学
は
、
Ａ
を
無
視
し
て
Ｂ

の
み
を
扱
っ
て
き
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
Ａ
し
か
問
題
に
し
て
い
な

い
と
こ
ろ
に
西
田
哲
学
の
欠
陥
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
中
村
の
単

純
な
解
釈
に
依
拠
し
た
ベ
ル
ク
の
見
解
で
あ
る
（
そ
れ
に
付
随
す
る

誹
謗
の
類）
16
（

に
言
及
す
る
こ
と
は
、
時
間
の
無
駄
ゆ
え
省
略
す
る
）。

　
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ベ
ル
ク
風
土

学
（
メ
ゾ
ロ
ジ
ー
）
の
中
心
を
占
め
る
「
通
態
化
」（trajection
）

の
方
法
が
、
こ
こ
で
浮
上
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
主
張
す
れ

ば
矛
盾
を
来
す
二
つ
の
考
え
、
Ａ
と
Ｂ
の
あ
い
だ
を
、
時
間
差
を
つ

け
て
往
き
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矛
盾
律
の
適
用
を
か
わ
す
、
と

い
う
巧
妙
な
や
り
方）
17
（

で
あ
る
。
ベ
ル
ク
に
よ
る
西
田
「
誤
読
」
の
真

相
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
が
、

パ
リ
に
居
を
構
え
た
二
〇
〇
二
年
当
時
に
わ
か
っ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
一
年
間
の
留
学
中
に
見
当
が
つ
い
た
の
は
、
ど
う
や
ら
西
田

哲
学
と
そ
の
周
辺
の
思
想
が
、
西
洋
の
知
的
主
体
に
と
っ
て
重
大
な

意
義
を
担
っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
、
そ
の
程
度
の
こ
と
で
あ
る
。

二
　
帰
国
後

―
さ
ら
な
る
〈
邂
逅
〉
へ

　
一
年
間
の
在
外
研
修
を
終
え
た
私
は
、
二
〇
〇
三
年
三
月
に
帰
国

す
る
。
ベ
ル
ク
が
日
本
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
〈
脱
中
心
化
〉
し
た

後
、
自
身
の
精
神
的
伝
統
と
向
き
直
っ
て
〈
再
中
心
化
〉
し
た
、
と

い
う
先
ほ
ど
の
例
に
倣
う
な
ら
、
帰
国
後
の
私
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
〈
脱
中
心
化
〉
し
た
後
、
母
国
日
本
で
い
か
に
〈
再

中
心
化
〉
を
果
た
す
か
が
、
最
大
の
懸
案
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

パ
リ
で
生
ま
れ
た
西
田
哲
学
と
私
の
〈
縁
〉
が
、
日
本
の
現
実
の
中

で
い
か
に
発
展
変
容
し
て
い
っ
た
か
を
辿
り
た
い
。

　
風
土
学
の
構
想

　
話
を
単
純
化
す
る
た
め
に
、〈
脱
中
心
化
か
ら
再
中
心
化
へ
〉
と

い
う
道
筋
を
示
し
た
が
、
実
際
上
、
こ
の
二
つ
の
契
機
は
常
に
混
じ

り
合
い
、
同
時
的
に
進
行
す
る
。
私
の
場
合
、
ベ
ル
ク
か
ら
触
発
さ

れ
る
以
前
に
、
日
本
に
あ
っ
て
西
田
や
和
辻
へ
の
関
心
が
元
々
高

か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
パ
リ
留
学
が
新
た
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
生
じ
た
、

と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
風
土
学
と
、
そ
れ
に
先
行
す
る
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和
辻
風
土
学
、
さ
ら
に
そ
の
両
方
に
影
響
を
与
え
た
西
田
哲
学
、
と

い
う
大
ま
か
な
見
取
図
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ど
う
消

化
し
て
、
自
分
な
り
の
学
問
を
仕
上
げ
る
か
が
、
帰
国
後
の
課
題
と

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
学
に
職
を
得
た
一
九
八
〇
年
代
末
以
来
の
、

「
新
し
い
環
境
哲
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
風
土

学
」
の
理
論
構
築
と
い
う
課
題
が
、
目
前
に
浮
上
し
て
き
た
。

　
ベ
ル
ク
風
土
学
の
薫
陶
を
受
け
て
帰
国
し
た
後
、
ほ
ど
な
く
最
初

の
著
書
『
風
景
の
論
理
』
に
着
手
し
た
。
留
学
以
前
か
ら
な
じ
ん
で

い
た
氏
の
著
作
の
中
で
も
、『
風
土
の
日
本
』『
日
本
の
風
景
・
西
洋

の
景
観
』
な
ど
に
展
開
さ
れ
る
風
景
論
に
、
と
り
わ
け
心
惹
か
れ
る

も
の
が
あ
っ
た
。
環
境
破
壊
の
激
発
し
た
二
〇
世
紀
後
半
に
育
っ
た

私
の
、
最
大
と
い
っ
て
よ
い
関
心
事
は
、〈
風
景
の
消
失
〉で
あ
っ
た
。

留
学
へ
と
旅
立
つ
前
に
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
の
関
心
に
沿
っ
て
、

風
景
の
生
成
を
め
ぐ
る
論
考）
18
（

を
一
本
仕
上
げ
た
。
一
年
間
の
パ
リ
滞

在
を
経
て
、
帰
国
後
に
そ
の
内
容
を
敷
衍
し
発
展
さ
せ
た
も
の
が
、

二
〇
〇
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
風
景
の
論
理
』
で
あ
る
。

　
風
景
論
の
執
筆
中
に
、
つ
づ
い
て
取
り
上
げ
る
べ
き
テ
ー
マ
が
、

二
つ
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
一
つ
は
「
風
土
」、
も
う
一
つ
は
「
邂

逅
」
で
あ
る
。「
風
景
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
風
土
」
に
生
じ
る
多

様
な
「
世
界
の
見
方）
19
（

」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
の
用
語
で
あ

る
「
知
覚
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
風
土
学
と
い
う
新
し

い
学
問
に
、
既
存
の
哲
学
と
同
じ
概
念
装
置
を
、
そ
の
ま
ま
用
い
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、『
風
景
の
論
理
』
を
書
く
う
ち

に
了
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に）
20
（

、
哲
学
に

お
い
て
「
知
覚
」
の
占
め
る
位
置
が
、
風
土
学
で
は
「
風
景
」
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
風
土
学
に
お
け
る
風
景
論
は
、

哲
学
に
お
け
る
認
識
論
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
哲
学
に
お
け
る
存
在
論
は
、
風
土
学
で
は
何
に
な
る
の
か
。
そ

れ
は
、
風
景
を
成
立
さ
せ
る
世
界

―
風
土

―
に
焦
点
を
合
わ

せ
、
そ
の
意
義
や
成
立
の
仕
方
を
論
じ
る
風
土
論
以
外
に
は
な
い
。

か
く
し
て
『
風
土
の
論
理
』
が
、
書
か
れ
る
べ
き
第
二
の
著
作
と
し

て
浮
上
す
る
。

　
過
去
の
記
憶
を
正
確
に
辿
る
こ
と
は
難
し
い
。『
風
土
の
論
理
』

と
、
そ
の
後
に
来
る
『
邂
逅
の
論
理
』
の
構
想
が
、
時
間
順
に
生
じ

て
き
た
か
の
よ
う
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
さ
て
ど
ち
ら
が

先
だ
っ
た
か
？
　
と
い
う
よ
う
な
疑
い
が
生
じ
て
く
る
。
そ
ん
な
あ

い
ま
い
な
記
憶
に
頼
り
つ
つ
、
お
話
し
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
お

断
り
す
る
。
留
学
中
に
確
認
さ
れ
た
〈
邂
逅
〉
の
テ
ー
マ
は
、
九
鬼

の
媒
介
者
的
役
割
を
挙
げ
た
さ
い
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
か

ら
ず
っ
と
心
中
に
潜
ん
で
い
た）
21
（

。
そ
れ
が
、
認
識
論
と
し
て
の
『
風

景
の
論
理
』、
存
在
論
で
あ
る
『
風
土
の
論
理
』
と
並
ぶ
、
実
践
論
・

倫
理
学
と
し
て
の
『
邂
逅
の
論
理
』、
と
い
う
形
で
は
っ
き
り
意
識

さ
れ
た
の
は
、『
風
土
の
論
理
』
の
執
筆
中
で
あ
っ
た）
22
（

。
第
三
の
著

作
を
『
邂
逅
の
論
理
』
と
名
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
土
学
の
理
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論
三
部
作
が
完
成
す
る

―
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
次
第
に
出
来

上
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
構
想
を
具
体
化
す
る
上
で
、
大
き
な

弾
み
と
な
っ
た
の
は
、
帰
国
後
に
出
現
し
た
新
た
な
第
四
の
媒
介

者
、
山
内
得
立
と
の
出
会
い
で
あ
る
。

　
媒
介
者
④

―
山
内
得
立

　
こ
の
人
物
と
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
遭
遇
し
た
か
の
記
憶
は
、

定
か
で
な
い
。
そ
の
名
前
は
、
京
大
の
学
生
で
あ
っ
た
当
時
、『
学

生
便
覧
』
中
の
「
名
誉
教
授
」
リ
ス
ト
の
ト
ッ
プ

―
つ
ま
り
最
年

長

―
に
位
置
す
る
長
老
と
し
て
、
ま
た
中
世
哲
学
講
座
主
任
の
山

田
晶
先
生
の
恩
師
と
し
て
、
記
憶
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
山
内
得
立
が
、

過
去
の
京
大
教
授
の
一
人
、
と
い
う
だ
け
の
位
置
か
ら
浮
上
し
て
、

風
土
学
を
手
が
け
つ
つ
あ
る
私
の
眼
前
に
現
れ
て
き
た
の
は
、
三
木

清
『
構
想
力
の
論
理
』
に
引
か
れ
た
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
思
想
の
位
置
」

（
一
九
三
七
年
）
と
い
う
論
文
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ア
ナ

ロ
ギ
ア
（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）
の
重
要
性
に
目
覚
め
た
ば
か
り
の
当
時
の

私
が
、
最
初
に
目
を
つ
け
た
の
は
、
当
の
論
文
を
収
め
た
『
體
系
と

展
相
』（
弘
文
堂
、
一
九
三
七
年
）
で
は
な
く
、
書
店
で
見
か
け
て

求
め
た『
意
味
の
形
而
上
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年）
23
（

）
で
あ
る
。

彼
の
主
著
と
目
さ
れ
る
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』（
岩
波
書
店
、
一
九

七
四
年
）
に
は
、
そ
れ
よ
り
も
遅
れ
て
手
を
着
け
た
。

　
山
内
得
立
が
、
私
に
と
っ
て
西
田
哲
学
へ
の
「
媒
介
者
」
た
る
ゆ

え
ん
は
、
何
よ
り
も
彼
が
、
西
田
の
最
も
古
い
弟
子
の
一
人
と
し
て
、

最
も
近
い
立
場
で
師
の
学
問
に
接
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
あ
る
。

も
し
そ
う
い
う
位
置
に
い
な
け
れ
ば
、
彼
の
学
問
は
よ
ほ
ど
違
っ
た

展
開
を
辿
っ
た
の
で
は
な
い
か

―
。
そ
う
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
の

全
業
績
が
「
師
と
の
対
決
」
で
あ
っ
た
、
と
見
る
べ
き
様
相
を
呈

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
世
間
の

常
識
的
評
価
と
は
異
な
る
。
こ
の
人
に
対
し
て
は
、
戦
前
と
は
違
っ

た
方
向
に
戦
後
の
京
大
哲
学
を
導
い
た
指
導
者
、
い
わ
ば
戦
前
か

ら
戦
後
へ
の
「
つ
な
ぎ
役
」、
と
い
う
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
。

Selbstdenken

を
強
調
す
る
そ
れ
ま
で
の
流
れ
を
、
哲
学
史
研
究

を
中
心
と
す
る
現
在
の
方
向
に
切
り
替
え
た
「
転
轍
機
」
的
存
在
、

と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
う
い
う
評
価
は
、
こ
の
人

独
自
の
学
問
的
個
性
を
あ
ま
り
重
視
し
な
い
見
方
で
あ
る
。
そ
う
で

は
な
い
、
と
私
が
考
え
る
の
は
、
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
山
内
は
、
京
大
を
出
た
後
、
母
校
で
中
世
哲
学
史
・
古
代
哲
学
史

の
講
座
を
担
当
し
た
が
、
戦
後
に
な
る
や
、「
純
哲
」（
第
一
講
座
）

の
主
任
と
し
て
、
哲
学
科
再
建
の
重
責
を
担
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア

か
ら
現
代
哲
学
ま
で
を
覆
う
彼
の
学
殖
は
、
各
分
野
（
講
座
）
に
最

適
任
の
担
当
者
を
据
え
た
、
そ
の
眼
力
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、

山
内
の
本
領
は
、
古
今
の
西
洋
哲
学
に
加
え
て
、
イ
ン
ド
・
中
国
な

ど
の
東
洋
思
想
を
も
覆
う
広
範
な
学
識
に
も
と
づ
く
、
彼
自
身
の
理

論
に
あ
る
。
著
書
に
展
開
さ
れ
る
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
」「
レ
ン



8―  　  ―

マ
の
論
理
」
は
、
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
両
方
を
俯
瞰
す
る
位
置

か
ら
の
「
東
西
の
論
理
的
綜
合
」
の
企
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
西

田
本
人
に
最
も
近
い
弟
子

―
「
側
近
」
と
い
う
べ
き
か

―
と
い

う
立
場
に
お
い
て
、
い
や
も
っ
と
強
く
言
え
ば
、
師
の
強
力
な
ラ
イ

ヴ
ァ
ル）
24
（

と
し
て
行
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
内
は
私
を

西
田
哲
学
に
結
び
つ
け
る
最
大
の
「
媒
介
者
」
と
な
っ
た
。

　
い
ま
述
べ
た
こ
と
を
、「
意
外
」
と
受
け
と
め
る
向
き
も
お
あ
り

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
理
も
な
い
。
弟
子
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、

師
匠
を
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
に
見
立
て
る
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
の
が
、
世
の
常
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
管
見
に
よ

れ
ば
、
一
流
の
師
は
一
流
の
弟
子
を
育
て
る
（
こ
れ
に
反
し
て
、

二
流
の
教
師
は
三
流
以
下
の
弟
子
し
か
育
て
よ
う
と
し
な
い

―
弟

子
が
自
己
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
と
な
る
こ
と
を
怖
れ
る
ゆ
え
に
）。
西
田

が
偉
大
で
あ
る
の
は
、
自
己
の
哲
学
を
批
判
し
、
乗
り
越
え
よ
う
と

す
る
弟
子
を
、
分
け
隔
て
な
く
受
け
入
れ
る
包
容
力
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
三
木
清
や
戸
坂
潤
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
西
田
の
「
無

の
論
理
」
は
、
弟
子
や
周
囲
の
人
々
に
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
が
ゆ
え

に
、
単
な
る
追
随
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
と
い
う
思
い
を
か
き
た
て
、

彼
ら
に
よ
る
批
判
の
標
的
と
な
っ
た
。

　
西
田
の
腹
心
的
立
場）
25
（

に
あ
っ
た
山
内
は
、
遺
著
『
隨
眠
の
哲
学
』

が
示
す
ご
と
く
、
生
涯
の
最
後
に
来
て
、
よ
う
や
く
公
然
た
る
西
田

哲
学
批
判
を
展
開
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
れ
以
前

の
す
べ
て
の
著
作
を
つ
う
じ
て
の
底
流
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
内

容
の
一
々
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
そ
の
批
判
の
眼
目
を
申
し
上
げ

る
な
ら
、
西
田
の
表
明
し
た
「
無
の
論
理
」
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で

は
西
洋
哲
学
に
対
抗
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
「
東
西
の
論
理
的
綜

合
」
は
実
現
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　「
無
の
論
理
」
の
改
訂
へ

　
た
と
え
ば
、「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」
は
、
本
来
、
否
定
性
で
し

か
あ
り
え
な
い
「
無
」
を
、
あ
た
か
も
実
体
の
ご
と
く
主
語
化
し
た

言
い
回
し
で
あ
り
、
合
理
性
を
基
本
と
す
る
西
洋
の
論
理
的
立
場
と

は
相
容
れ
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
田
辺
元
は
こ
の
点
を
衝
い
て
、

「
無
」
を
絶
対
否
定
と
す
る
「
絶
対
弁
証
法
」
を
表
明
し
た
。
ま
た
、

九
鬼
周
造
『
偶
然
性
の
問
題
』
に
お
け
る
「
離
接
的
偶
然
」
は
、「
絶

対
無
の
自
己
限
定
」
の
合
理
化
さ
れ
た
言
い
換
え
、
形
而
上
学
的
表

現
で
あ
る）
26
（

。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
接
近
し
た
三
木
清
の
場
合
で
さ
え
、

未
完
の
『
構
想
力
の
論
理
』
が
め
ざ
し
た
の
は
、「
無
の
論
理
」
の

人
間
学
的
改
訂
で
あ
る）
27
（

。
と
は
い
え
、「
無
」
を
合
理
化
す
る
た
め

の
ツ
ー
ル
が
、

―
九
鬼
の
企
て
を
例
外
と
し
て

―
「
弁
証
法
」

以
外
に
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
一
九
三
〇
年
代
当
時
の

日
本
の
哲
学
界
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
人
々
と
山
内
に
は
、
西
田
哲
学
の
中
心
概
念
で
あ
る

「
無
」
の
意
義
を
、
世
界
に
向
け
て
発
信
し
よ
う
と
す
る
共
通
の
志
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が
潜
ん
で
い
た
。
彼
ら
の
構
築
し
た
論
理
は
、
い
ず
れ
も
「
無
の
論

理
」
と
い
う
主
題
の〈
個
性
的
変
奏
〉、
も
し
く
は〈
改
訂
版
〉で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
、
一
番
長
く
生
き
、
ほ
ぼ

納
得
の
ゆ
く
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
仕
上
げ
る
地
点
に
ま
で
到
達
し
た
人

物
が
、
山
内
得
立
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン

マ
』
に
現
れ
る
「
即
の
論
理
」、『
隨
眠
の
哲
学
』
に
提
示
さ
れ
る
「
即

非
の
論
理
」
は
、
山
内
版
「
無
の
論
理
」
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
理

由
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
お
示
し
す
る
。

　
山
内
は
戦
後
、
東
洋
思
想
と
り
わ
け
仏
教
へ
の
傾
倒
を
強
め
、
そ

の
中
か
ら
西
洋
の
ロ
ゴ
ス
と
は
異
な
る
レ
ン
マ
の
論
理
を
取
り
上
げ

る
。
龍
樹
『
中
論
』
に
認
め
ら
れ
る
四
論
（
四
句
分
別
）
を
哲
学
的

に
解
釈
し
、
彼
独
自
の
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
（
四
つ
の
レ
ン
マ
）
と
し
て

定
式
化
す
る
。
Ⅰ
　
肯
定
、
Ⅱ
　
否
定
、
Ⅲ
　
肯
定
で
も
な
く
否
定

で
も
な
い（
両
非
）、
Ⅳ
　
肯
定
で
も
あ
り
否
定
で
も
あ
る（
両
是
）、

と
い
う
論
理
形
式
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
四
つ
の
レ
ン
マ
の
う
ち
、

Ⅰ
と
Ⅱ
は
、
日
常
的
世
界
を
支
配
す
る
ロ
ゴ
ス
的
な
二
値
論
理
に
合

致
す
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
Ⅲ
と
Ⅳ
は
、
世
俗
の
次
元
を
超
え
た
仏

教
的
な
真
理
に
関
係
す
る
。「
肯
定
で
も
な
く
否
定
で
も
な
い
」（
第

三
レ
ン
マ
）
が
ゆ
え
に
、「
肯
定
で
も
あ
り
否
定
で
も
あ
る
」（
第
四

レ
ン
マ
）
と
い
う
論
法
は
、
絶
対
否
定
的
な
「
空
」
の
地
平
を
指
し

示
す
。
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
は
、
日
常
的
真
理
（
世
俗
諦
）
か
ら
仏
教
的

な
「
空
」
の
境
地
（
勝
義
諦
）
へ
の
、
転
回
を
し
る
し
づ
け
る
論
理

形
式
で
あ
る
。
こ
の
定
式
の
う
ち
、
特
に
第
三
レ
ン
マ
か
ら
第
四
レ

ン
マ
ヘ
の
移
行
が
、「
即）
28
（

」
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
山
内
は
こ
れ

を
「
即
の
論
理
」
と
称
す
る
。

　「
空
」
は
、
そ
の
絶
対
否
定
性
に
お
い
て
、
西
田
の
言
う
「
絶
対

無
」
に
等
し
い
。
し
か
し
、「
絶
対
無
」
の
内
実
は
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、「
絶
対
無
の
場
所
」
は
、
場
所
的
限
定

に
よ
っ
て
世
界
を
成
立
せ
し
め
る
点
に
お
い
て
、
有
の
絶
対
的
根
源

で
も
あ
る
。『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』
に
お
け
る
「
即
の
論
理
」
で
は
、

絶
対
無
の
否
定
的
側
面
は
顕
著
と
な
っ
て
も
、
そ
の
反
面
を
な
す
、

こ
う
し
た
積
極
的
側
面
は
説
明
さ
れ
な
い
。
絶
対
否
定
的
な
「
空
」

に
は
、
絶
対
無
に
お
い
て
す
べ
て
が
生
起
す
る
、
と
い
う
根
源
と
し

て
の
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
地
点
か
ら
進
ん
で
、
存
在
と
非

存
在
が
そ
こ
か
ら
成
立
す
る「
非
」
の
地
平
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、

遺
著
『
隨
眠
の
哲
学
』
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て「
即
の
論
理
」
は
、

「
即
非
の
論
理
」
へ
と
面
目
を
改
め
る
。

　「
非
」
と
は
何
か
。
そ
れ
自
体
は
、
肯
定
で
も
な
く
否
定
で
も
な

い
、
有
で
も
な
く
無
で
も
な
い
、
と
い
う
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
存
在

と
非
存
在
が
そ
こ
か
ら
分
か
れ
て
出
て
来
る
究
極
の
地
平
で
あ
る）
29
（

。

西
洋
形
而
上
学
に
お
い
て
、
存
在
者
と
「
存
在
の
根
拠
」
が
区
別
さ

れ
、「
存
在
の
根
拠
」
は
、
そ
れ
自
体
、
い
か
な
る
存
在
者
で
も
な

い
絶
対
者
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
存
在
者

と
は
異
な
る
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
で
あ
る）
30
（

。
形
而
上
学
に
お
け
る
そ
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の
よ
う
な
「
存
在
の
根
拠
」
の
、
東
洋
的
・
日
本
的
表
現
が
、
西
田

の
「
絶
対
無
」
で
あ
る
。

　
だ
が
、
仮
に
そ
う
い
う
見
方
が
で
き
る
と
し
て
も
、「
神
は
絶
対

無
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
、
西
洋
の
知
的
主
体
が
す
ん

な
り
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
キ
ッ

プ
リ
ン
グ
の
よ
う
に
、
東
は
東
、
西
は
西
と
割
り
切
っ
て
、
異
質
な

文
明
の
棲
み
分
け
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
か
。
そ
れ
と
も
、
さ
ら
な

る
東
西
総
合
へ
の
道
を
歩
み
出
す
か

―
。
西
田
の
弟
子
山
内
は
、

あ
え
て
後
者
の
道
を
選
び
、
彼
な
り
に
歩
き
通
し
た
。
そ
の
お
そ
ら

く
最
終
地
点
に
、「
即
非
の
論
理
」
が
位
置
す
る
。

　
西
田
に
お
け
る
「
絶
対
無
」
は
、
山
内
の
「
即
非
の
論
理
」
に
よ
っ

て
、
存
在
と
非
存
在
が
そ
こ
か
ら
分
か
れ
て
く
る
根
拠
的
な
「
非
」

と
し
て
、
規
定
し
直
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、『
隨
眠
の
哲
学
』
か
ら
窺

わ
れ
る
山
内
哲
学
の
「
到
達
点
」
で
あ
り
、
龍
樹
の
『
中
論
』
を
介

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
し
た
、
山
内
と
西
田
の
〈
邂
逅
〉
の
意
味

で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
山
内
の
思
想
を
知
る
過
程

で
、
私
に
生
じ
て
き
た
の
は
、
Ａ
山
内
を
介
し
て
の
西
田
と
の
出
会

い
、
Ｂ
西
田
を
介
し
て
の
山
内
と
の
出
会
い
、
と
い
う
二
重
の
出
会

い
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
意
味
を
含
む
〈
邂
逅
〉
が
、
す
で
に
紹
介

し
た
よ
う
な
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
と
絡
み
合
う
中
か
ら
、
私
自

身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
『
邂
逅
の
論
理
』
が
、
具
体
的
な
形
を
と
っ
て

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

三
　〈
邂
逅
の
論
理
〉
へ
の
道

　
西
田
哲
学
の
位
置
づ
け

　
西
田
幾
多
郎
と
そ
の
周
辺
に
接
す
る
中
か
ら
、
浮
上
し
て
き
た

テ
ー
マ

―
〈
邂
逅
の
論
理
〉。
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
な
ぜ
、

そ
れ
が
浮
上
し
て
き
た
の
か
。
先
に
、
帰
国
後
の
山
内
得
立
へ
の
接

近
が
契
機
で
あ
る
か
の
ご
と
く
述
べ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

た
だ
い
ま
の
到
達
点
を
過
去
に
投
影
し
て
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る

必
然
的
な
展
開
を
構
成
す
る
、
と
い
っ
た
「
合
理
化
」
な
ら
、
で
き

な
く
は
な
い
。
だ
が
、〈
邂
逅
の
論
理
〉
が
風
土
学
の
実
践
論
・
倫

理
学
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
、
後
知
恵
に
す
ぎ
ず
、
眼
鼻
も
つ
か
ぬ

よ
う
な
学
問
の
手
探
り
状
態
の
中
で
、
当
初
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
た

も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
正
確
な
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
無

理
で
も
、
そ
こ
に
収
斂
す
る
考
え
の
筋
道
を
い
く
つ
か
提
出
す
る
こ

と
な
ら
可
能
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
し
て
み
た
い
。

　
一
つ
の
筋
道
は
、「
日
本
の
哲
学
」
へ
の
疑
問
で
あ
る
。「
日
本
の

哲
学
」
は
、
哲
学
一
般
の
中
で
、「
ド
イ
ツ
の
哲
学
」「
ア
メ
リ
カ
の

哲
学
」
な
ど
と
並
ぶ
、
特
殊
型
の
一
つ
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問

が
、
学
生
時
代
か
ら
答
え
る
こ
と
の
難
し
い
問
題
と
し
て
、
心
底
に

わ
だ
か
ま
り
つ
づ
け
て
き
た
。
日
本
人
が
、
日
本
語
で
も
の
を
考
え
、

日
本
語
で
表
現
す
る
。
そ
れ
が
、
他
地
域
、
他
の
言
語
で
行
わ
れ
る

哲
学
と
同
類
の
営
み
で
あ
る
の
な
ら
、「
日
本
の
哲
学
」
は
、
根
本
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的
に
一
つ
で
あ
る
哲
学
の
と
る
、
多
様
な
表
現
形
態
の
一
つ
に
過
ぎ

な
い
（
ヘ
ー
ゲ
リ
ア
ン
な
ら
、
た
ぶ
ん
そ
う
言
う
だ
ろ
う
）。
し
か

し
、
極
東
の
島
国
で
、
長
ら
く
鎖
国
状
態
に
あ
っ
た
後
、「
近
代
化
」

の
手
段
と
し
て
、
西
洋
か
ら
哲
学
（philosophy

）
を
導
入
し
た

日
本
の
歴
史
的
経
緯
は
、
西
洋
文
明
圏
の
中
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以

来
の
学
芸
を
継
承
し
て
き
た
地
域
の
あ
り
方
と
は
、
か
け
離
れ
て
い

る
。「
日
本
の
哲
学
」
と「
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
」「
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
」

等
々
を
、
同
列
に
置
い
て
比
較
す
る
こ
と
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
は
な

い
か
。
そ
う
思
わ
れ
る
理
由
は
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考
え
る
な
ら
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
西
洋
哲
学
は
、
①
日
本
に
元
か
ら
あ
る
思
考
の
型
（
一
種
の
哲

学
）
と
は
異
な
る
、
新
し
い
思
考
の
型
と
し
て
、
日
本
社
会
に
導
入

さ
れ
た
、
②
い
ろ
ん
な
角
逐
を
経
な
が
ら
、
新
し
い
哲
学
は
日
本
社

会
に
そ
れ
な
り
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
こ
の
二
点
は
、
他
の
国
々
に

は
見
ら
れ
な
い
、
日
本
特
有
の
事
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
以
後

に
形
成
さ
れ
て
い
く
日
本
の
哲
学
を
、
カ
ッ
コ
付
き
の
「
哲
学
」
と

し
て
扱
う
必
要
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
そ
う
い
う
「
哲
学
」
の
代
表
が
、
西
田
哲
学
で
あ
る
。
東
西
の
融

合
・
総
合
と
い
っ
た
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
私
が
い
ま
さ
ら
何
か

を
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
。「
無
の
論
理
」

―
そ
の
発
展
形
で

あ
る「
場
所
の
論
理
」
も
含
め
て

―
は
、
上
の
①
に
挙
げ
た
⒜
「
元

か
ら
あ
る
哲
学
」
と
⒝
「
新
し
い
思
考
の
型
」
と
の
す
り
合
わ
せ
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
禅
仏
教
的
な
「
無
」
の
体
験
的
意
味

―
ま
さ
し
く
「
不
立
文
字
」
そ
の
も
の

―
を
、
西
洋
哲
学
の
論

理
的
表
現
に
移
し
替
え
る
、
と
い
う
破
天
荒
な
試
み
で
あ
っ
た
。
西

田
を
崇
拝
す
る
方
々
に
は
、
失
礼
な
申
し
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

木
に
竹
を
接
ぐ
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
て
、
成
功
す
る
見
込
み
が
な
い

企
て
で
あ
る

―
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」
を
槍
玉
に
挙
げ
た
よ
う

に
。
無
理
な
こ
と
は
、
最
初
か
ら
解
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
問
題

に
な
る
二
つ
の
哲
学
の
う
ち
、
⒜
に
な
く
て
⒝
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

「
論
理
」、
そ
れ
を
借
り
て
⒜
を
表
現
し
た
も
の
が
、「
無
の
論
理
」

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
問
題
は
、「
無
の
論
理
」
が
い
か
な
る
論
理
な
の
か
で
あ
る
。
考

え
ら
れ
る
道
は
二
つ
、（
ア
）
西
洋
哲
学
の
論
理
（
⒝
）
以
外
に
論

理
は
な
い
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
も
の
だ
け
を
「
哲

学
」
で
取
り
扱
う
、（
イ
）
日
本
（
東
洋
）
の
哲
学
（
⒜
）
に
は
、

⒝
と
は
異
な
る
論
理
が
存
在
す
る
と
し
て
、
そ
の
論
理
に
よ
っ
て

「
無
」
を
表
現
す
る
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
西
田
の
数
多
く
の
弟
子

の
う
ち
、
後
者
（
イ
）
の
道
を
歩
き
通
し
た
唯
一
の
人
物
が
、
山
内

得
立
で
あ
る
。『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』『
隨
眠
の
哲
学
』
に
盛
り
込
ま

れ
た
成
果
を
、
一
々
紹
介
し
た
り
批
評
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
本
講

演
の
主
題
で
は
な
い
。
彼
の
前
人
未
到
の
企
て
に
は
、〈
邂
逅
の
論

理
〉
に
よ
る
援
護
射
撃
が
不
可
欠
だ
、
と
私
が
考
え
る
理
由
を
説
明

し
て
、
本
日
の
話
を
締
め
く
く
り
た
い
。
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な
ぜ
〈
邂
逅
の
論
理
〉
が
必
要
か

　
西
田
は
、
自
身
の
精
神
的
伝
統
で
あ
る
禅
仏
教
に
お
け
る
「
無
」

の
意
味
を
、
西
洋
哲
学
か
ら
借
り
た
論
理
形
式
に
移
し
て
表
現
し
よ

う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
単
な
る
「
形
式
」（
体
）
と
「
内
容
」（
用
）

の
問
題
で
は
な
い
。
異
な
る
二
つ
の
哲
学
の
〈
あ
い
だ
〉
を
ど
う
開

く
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
名
を
挙
げ
た
西
田
の
後
継

者
や
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
た
ち
は
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
西
田
哲
学
と
対

決
し
、「
無
の
論
理
」
の
〈
改
訂
版
〉
に
相
当
す
る
も
の
を
仕
上
げ

（
よ
う
と
し
）
た
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
目
的
を
、
思
い
切
り
卑

俗
な
言
い
方
に
移
し
て
、「
日
本
の
哲
学
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
」
と
し
よ
う
。
そ
れ
に
成
功
し
た
者
が
い
る
か
？
　

―
否
、

誰
も
い
な
い
。
過
去
に
も
い
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
た
ぶ
ん
い

な
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
「
哲
学
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
、
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
が
、
誰
も
解
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
私
見
を
申
し
上
げ
る
な
ら
、
日
本
の
「
哲
学
」
は
、
西
洋
哲
学
と

ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
関

係
、
同
一
で
も
な
く
別
異
で
も
な
い
、
と
い
う
「
不
一
不
異
」
の
関

係
を
了
解
す
る
に
は
、
東
と
西
の
〈
あ
い
だ
〉
が
開
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。〈
あ
い
だ
を
開
く
〉

―
憚
り
な
が
ら
、
拙
著
の
タ
イ

ト
ル
で
あ
る

―
と
は
、
正
し
い
意
味
で
〈
出
会
う
〉
こ
と
、
す
な

わ
ち
〈
邂
逅
〉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
は
自
分
、
相
手
は
相
手
、

そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
で
生
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
い
て
な
お
、

双
方
に
一
致
す
る

点
が
あ
る
こ
と
を

認
め
合
う
関
係
、

そ
れ
が
対
等
同
格

の
〈
出
会
い
〉
と

い
う
も
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意

味
で
の
真
の
出
会

い
、〈
邂
逅
〉
は
、

西
洋
と
日
本
に
い

ま
だ
生
ま
れ
て
い

な
い
。
こ
の
事
実

を
暴
露
し
、
告
発

す
る
資
格
を
も
つ

の
は
、
対
等
同
格
の
出
会
い
を
阻
ま
れ
る
「
劣
位
者
」
の
側
、
近
代

以
後
の
東
西
の
関
係
で
言
え
ば
、
東
洋
、
と
り
わ
け
日
本
の
役
割
で

あ
る）
31
（

。

　
日
本
「
哲
学
」
の
使
命
は
、
西
洋
哲
学
に
よ
る
一
極
支
配
的
な
現

実
へ
の
追
随
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
反
抗
で
も
な
い
。「
邂

逅
の
不
在
」
と
い
う
現
実
を
、
当
事
者
同
士
に
知
ら
し
め
、
そ
こ
か

ら
正
し
い
意
味
で
の
〈
出
会
い
〉

―
簡
単
に
「
相
互
承
認
」
と
言

い
か
え
て
も
よ
い

―
を
実
現
す
る
た
め
の
環
境
づ
く
り
を
す
る
と

図３
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い
う
、
こ
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
式
的
に
示
し
た
〈
甲

―
乙
―
丙
〉
の
三
者
関
係
で
言
う
な
ら
、
第
三
の
丙
の
位
置
に
立
っ

て
、
甲
（
東
洋
）
と
乙
（
西
洋
）
の
閉
ざ
さ
れ
た
〈
あ
い
だ
〉
を
開

く
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
よ
う
や
く
到
達
し
た
日
本
「
哲
学
」
の
存

在
理
由
で
あ
る
（
図
３
）。

お
わ
り
に

―
西
田
哲
学
と
は
？

　
本
講
演
の
主
題
で
あ
る
「「
西
田
哲
学
」
と
私
」
―
私
の
人
生
・

学
問
に
と
っ
て
、
西
田
哲
学
が
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
た
か
を
、〈
邂

逅
〉
の
視
点
か
ら
語
っ
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
話
し
た
こ
と
の
全
体
を

振
り
返
り
、
結
論
的
に
ま
と
め
て
結
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　〈
邂
逅
〉
と
呼
ば
れ
る
出
来
事
は
、
西
田
幾
多
郎
（
甲
）
と
木
岡

伸
夫
（
乙
）
と
い
う
二
人
の
間
だ
け
に
生
じ
る
事
柄
、
と
し
て
閉
じ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
申
し
上
げ
る
べ
き
事
情
を
、
私
の
研

究
歴
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
す
で
に
お
わ
か
り
の
よ
う

に
、
西
田
哲
学
に
私
が
出
会
う
こ
と
を
触
発
し
、
促
進
す
る
何
人

も
の
「
媒
介
者
」（
丙
）
の
存
在
を
つ
う
じ
て
、〈
邂
逅
〉
が
実
現
し

た
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
丙
の
導
き
の
下
に
甲
と
乙

が
出
会
う
こ
と
」
も
し
く
は
「
甲
と
乙
の
出
会
い
に
丙
が
立
ち
会
う

こ
と
」
が
、〈
邂
逅
〉
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
丙
」、
す
な
わ
ち
第
三
者

を
、
後
期
西
田
哲
学
の
用
語
で
あ
る
「
弁
証
法
的
一
般
者
」、
あ
る

い
は
そ
れ
と
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
る
「
彼
」
―
「
私
」
と
「
汝
」

注

（
１
） 　『
偶
然
性
の
問
題
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
三
頁
。

（
２
） 　
実
際
に
は
、
甲
と
乙
の
二
者
だ
け
が
居
合
わ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
一
方
が
〈
出
会
い
〉
を
俯
瞰
す
る
丙
の
位
置
に
立
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、〈
邂
逅
〉が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。そ
う
い
う〈
邂
逅
〉

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
十
分
で
は
な
い
ま
で
も
、『
邂
逅
の
論

理

―
〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
七
年
）
に
先

立
つ
『
風
土
の
論
理

―
地
理
哲
学
へ
の
道
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

を
媒
介
す
る
第
三
者

―
に
置
き
換
え
た
な
ら
、
そ
の
意
味
に
お
け

る
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
な
い
し
「
彼
」
が
、
西
田
と
い
う
「
汝
」

と「
私
」
と
が
相
対
す
る「
個
物
と
個
物
の
相
互
限
定
」
に
か
か
わ
っ

て
き
た
。
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
田
哲

学
に
お
け
る
「
弁
証
法
」

―
こ
の
用
語
を
私
は
、
適
切
な
も
の
と

は
考
え
な
い

―
が
、
そ
の
ま
ま
私
の
主
張
す
る
〈
邂
逅
の
論
理
〉

に
一
致
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
求
め
て
き
た
〈
邂
逅
の

論
理
〉
は
、
そ
こ
に
辿
り
着
く
ま
で
の
紆
余
曲
折
の
過
程
全
体
が
、

何
と
、
西
田
幾
多
郎
に
よ
っ
て
す
で
に
表
現
さ
れ
た
「
弁
証
法
的
論

理
」
の
一
変
奏
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
把
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
、
い
ま
や
想
い
到
っ
た
。
ま
さ
し
く
、
釈
迦
の
掌
の
上
を

飛
び
回
る
孫
悟
空
！

　
以
上
が
、「「
西
田
哲
学
」
と
私
」
の
結
論
で
あ
る
。
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二
〇
一
一
年
）「
第
十
章

―
風
土
の
構
造
（
二
）」
で
論
じ
た
。

（
３
） 　
正
式
名
称
は
、「
近
代
日
本
哲
学
研
究
会

―
西
田
幾
多
郎
と

そ
の
周
辺
」（G

roupe de recherches sur la philosophie du 
Japon m

oderne : N
ishida K

itarô et ses contem
porains

）。

（
４
） 　
日
仏
両
語
に
通
じ
た
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
着
実
な
翻
訳
が
続
け
ら

れ
て
い
た
が
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
先
駆
け
て
、
別
の
日
本
人
単
独

の
仏
訳
（Le lieu ; traduit par R

eiko K
obayashi, O

siris, 
2002.

）
が
刊
行
さ
れ
た
た
め
に
、
西
田
哲
学
会
に
よ
る
労
作
の
世

に
出
る
機
会
が
失
わ
れ
た
。

（
５
） 　
浅
利
誠
氏
に
師
事
す
る Brice Fauconier 

氏
に
よ
る
発
表
自

体
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
行
わ
れ
た
も
の
の
、
漢
字
で
の
板
書
、
質
問

者
と
の
や
り
と
り
は
、
日
本
語
で
行
わ
れ
た
。

（
６
） 　
発
表
原
稿
は
、
上
原
麻
有
子
氏
、
ベ
ル
ク
先
生
の
お
二
方
に
よ

る
懇
切
な
加
筆
修
正
を
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
生
涯
初
の
フ
ラ

ン
ス
語
論
文
に
仕
上
げ
ら
れ
た
。《K
uki Shûzô, un critique de 

la philosophie nishidienne

》 （「
西
田
哲
学
の
批
判
者
、
九
鬼
周

造
」）、『
関
西
大
学
　
文
学
論
集
』
第
五
十
三
巻
第
一
号
、
二
〇
〇

三
年
。

（
７
） 　「
九
鬼
周
造
と
西
田
幾
多
郎

―
あ
る
い
は
邂
逅
の
論
理
」、『
関

西
大
学
　
哲
学
』
関
西
大
学
哲
学
会
、
第
二
二
号
、
二
〇
〇
三
年
。

（
８
） 　「
邂
逅
の
論
理

―
九
鬼
周
造
」、
常
俊
宗
三
郎
編
『
日
本
の
哲
学

を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
八
年
。

（
９
） 　
西
田
あ
る
い
は
日
本
の
哲
学
と
の
〈
距
離
〉
を
現
実
化
す
る
た
め

に
は
、
日
本
か
ら
離
れ
る
必
要
が
あ
る
。
パ
リ
に
住
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
方
で
は
フ
ラ
ン
ス
や
西
洋
に
向
か
っ
て
、
他
方
で
は
日
本
に

対
し
て
、〈
あ
い
だ
〉（
ど
ち
ら
で
も
な
い
中
間
）
が
開
か
れ
て
く
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
視
点
か
ら
、
九
鬼
に
つ
い
て
書
い

た
の
が
、「〈
あ
い
だ
〉
に
佇
つ

―
あ
る
い
は
二
重
の
伝
道
」（『
現

代
思
想
』
二
〇
一
七
年
一
月
臨
時
増
刊
号
《
総
特
集
　
九
鬼
周
造
》）

で
あ
る
。

（
10
） 　
東
西
学
術
研
究
所
創
立
五
〇
周
年
を
記
念
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
、
関
西
大
学
百
周
年
記
念
会
館
で
開
催
さ
れ
、
ベ
ル
ク
氏
と
私

は
、
た
ま
た
ま
発
表
者
と
し
て
隣
り
合
わ
せ
た
。
そ
の
機
に
乗
じ
て

―
正
確
に
は
、
事
前
の
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
を
つ
う
じ
て

―
、

当
時
氏
の
勤
め
て
い
た EH

ESS

（
フ
ラ
ン
ス
国
立
社
会
科
学
高
等

研
究
院
）
に
翌
年
の
在
外
研
修
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お

願
い
し
て
、
快
諾
さ
れ
た
。

（
11
） 　
テ
ク
ス
ト
名
を
挙
げ
て
の
言
及
は
、
こ
の
二
点
の
み
で
あ
る
。
そ

の
ほ
か
で
は
、
西
田
批
判
の
論
文
（
注
16
）
が
槍
玉
に
挙
げ
る
「
日

本
文
化
の
問
題
」（
一
九
四
〇
年
）
に
も
、
目
を
通
し
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
。

（
12
） 　
中
村
を
筆
頭
に
、
日
本
と
諸
外
国
の
研
究
者
多
数
か
ら
成
る
セ
ッ

シ
ョ
ン
が
、
日
本
国
内
と
フ
ラ
ン
ス
で
開
催
さ
れ
、『
場
所
の
論
理

と
近
代
の
超
克
』
と
題
す
る
二
巻
の
報
告
書
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。

ベ
ル
ク
の
関
心
の
所
在
は
、
書
名
に
明
ら
か
で
あ
る
。A

ugustin 
B
erque 

（dir.

）, Logique du lieu et dépassem
ent de la 

m
odernité, 2 vols, ousia, 2000.

（
13
） 　
他
者
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
相
手
を
知
る
と
同
時
に
、
お
の
れ
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が
何
も
の
か
を
知
る
。〈
邂
逅
〉
に
よ
っ
て
、〈
自
己
認
識
〉
と
〈
他

者
認
識
〉
が
同
時
に
成
立
す
る
。
西
田
と
い
う
〈
他
者
〉
を
ど
う
把

え
る
か
は
、
ベ
ル
ク
本
人
が
〈
自
己
〉
を
い
か
に
認
識
す
る
か
、
と

い
う
問
題
に
か
か
わ
る
。

（
14
） 　
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、〈
脱
中
心
化
〉
と
は
、
自
己
の
生
ま
れ
育
っ

た
世
界
か
ら
出
て
、
他
者
の
世
界
に
身
を
置
く
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
〈
自
己
相
対
化
〉
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、〈
再

中
心
化
〉
と
は
、
元
の
世
界
に
復
帰
す
る
と
同
時
に
、
自
己
の
あ
り

方
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
15
） 　「
主
体
の
同
一
性
の
論
理
学
は
、
物
そ
の
も
の
の
論
理
で
あ
り
、

場
所
の
論
理
は
、物
を
理
解
す
る
方
法
の
論
理
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

…
こ
の
二
つ
の
論
理
が
相
互
に
補
足
的
な
関
係
に
あ
る
の
は
、
わ
た

し
に
は
明
ら
か
な
こ
と
に
見
え
る
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
の
無
意
識

が
、
こ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て

の
現
実
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
論
理
の
ど
ち
ら
か
だ
け
を
選
ぶ

の
は
、
非
現
実
的
な
の
だ
」（
ベ
ル
ク
『
風
土
学
序
説

―
文
化
を

ふ
た
た
び
自
然
に
、
自
然
を
ふ
た
た
び
文
化
に
』
中
山
元
訳
、
筑
摩

書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
二
四
九
頁
）。

（
16
） 　
最
も
目
立
つ
の
は
、
西
田
を
「
超
国
家
主
義
者
」
と
す
る
類
の

批
判
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ベ
ル
ク
に
先
立
っ
て
、
西
田
お
よ
び
京

都
学
派
の
戦
争
協
力
を
弾
劾
す
る
論
評
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ

れ
に
追
随
し
て
西
田
批
判
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
、
反
フ
ァ
シ

ズ
ム
の
国
フ
ラ
ン
ス
で
要
求
さ
れ
る
社
会
的
マ
ナ
ー
で
あ
っ
た
か

と
忖
度
さ
れ
る
。cf. Pierre Lavelle, 

《N
ishida, l

’École de 

K
yôto et l

’ultranationalism
e

》, R
evue Philosophique de 

Louvain,X
CX
II,4 （nov. 1994

）. 

（
17
） 　
ベ
ル
ク
は
、
後
述
す
る
山
内
得
立
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
元
々
ロ

ゴ
ス
的
な
論
理
の
世
界
に
生
き
る
住
人
で
あ
る
。
後
者
の
う
ち
だ
し

た
「
レ
ン
マ
的
論
理
」
を
ま
だ
知
ら
な
い
時
点
で
、
そ
れ
に
ギ
リ
ギ

リ
ま
で
接
近
し
た

―
山
内
の
言
う
「
東
西
の
論
理
的
綜
合
」
に
近

づ
い
た

―
着
想
が
、「
通
態
化
」
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

（
18
） 　「
沈
黙
と
語
り
の
あ
い
だ
」、
安
彦
一
恵
・
佐
藤
康
邦
編
『
風
景
の

哲
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。
こ
の
短
い
論
考
に
盛
り

込
ん
だ
「
沈
黙
か
ら
語
り
へ
」
と
い
う
着
想

―
『
風
景
の
論
理

―
沈
黙
か
ら
語
り
へ
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
七
年
）
の
副
題

に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

―
を
、
い
か
に
具
体
化
す
る
か
と

い
う
課
題
を
担
い
つ
つ
、
留
学
の
途
に
就
い
た
。

（
19
） 　
“a w

ay of seeing the w
orld

”. 

イ
ギ
リ
ス
の
文
化
地
理
学
者

コ
ス
グ
ロ
ー
ヴ
（D

enis Cosgrove, 1948‒2008

）
の
表
現
。

（
20
） 　『
風
景
の
論
理
』（
注
18
）
一
〇
〜
一
二
頁
参
照
。

（
21
） 　
九
鬼
周
造
か
ら
着
想
し
た
こ
の
テ
ー
マ
は
、『
日
本
の
哲
学
を
学

ぶ
人
の
た
め
に
』（
注
８
）
で
担
当
し
た
章
の
表
題
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。

（
22
） 　「
場
所
」
と
「
瞬
間
」
か
ら
風
土
の
生
成
を
説
明
す
る
、
と
い
う

本
書
の
大
胆
な
構
想
に
は
、
瞬
間
的
・
場
所
的
な
出
来
事
を
人
と
人

と
の
〈
出
会
い
〉
と
把
え
る
着
眼
が
、
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

の
点
か
ら
す
れ
ば
、『
風
土
の
論
理
』
は
、
次
な
る
『
邂
逅
の
論
理
』

を
当
然
予
想
す
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
23
） 　『
意
味
の
形
而
上
学
』
を
読
み
だ
し
た
当
初
は
気
づ
か
な
か
っ
た

が
、山
内
哲
学
の
全
体
像
が
見
え
て
く
る
に
つ
れ
て
、こ
の
書
の
「
第

十
一
　
表
現
の
論
理
」
に
、
戦
前
か
ら
追
究
さ
れ
て
き
た
「
ア
ナ
ロ

ギ
ア
の
論
理
」
の
到
達
点
が
あ
る
、と
い
う
事
実
が
判
明
し
た
。「
表

現
」
は
、
周
知
の
と
お
り
、
西
田
哲
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
。
こ
こ
に
も
、

〈
対
決
〉
の
気
配
が
濃
厚
に
漂
っ
て
い
る
。

（
24
） 　
遺
著
『
隨
眠
の
哲
学
』
に
至
る
ま
で
、
山
内
は
西
田
哲
学
と
の
対

決
姿
勢
を
公
に
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
彼
の
人
生
に
お
い
て

師
の
存
在
が
い
か
に
重
か
っ
た
か
を
、
逆
説
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

（
25
） 　
九
鬼
の
京
大
就
職
に
先
立
っ
て
、
西
田
か
ら
山
内
に
宛
て
ら
れ
た

私
信
で
は
、
よ
く
引
か
れ
る
田
辺
宛
の
コ
メ
ン
ト
と
は
打
っ
て
変
わ

り
、
九
鬼
の
研
究
を
「
道
楽
学
問
」
と
酷
評
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
弟
子
が
、
師
に
と
っ
て
、
い
か
に
気
心
の
通
じ
る
相
手

で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
事
実
で
あ
る
。
旧
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
第

十
八
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
三
七
六
頁
（
本
巻
の
中
で
、

九
鬼
は
実
名
で
は
な
く
、
伏
字
の
○
○
と
し
て
指
さ
れ
て
い
る
）。

（
26
） 　『
偶
然
性
の
問
題
』
は
、
西
田
哲
学
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て

―
無
論
、
そ
の
種
の
献
辞
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が

―
西
田
に

捧
げ
ら
れ
た
書
で
あ
る
、
と
私
は
確
信
す
る
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、

野
田
又
夫
は
、「
離
接
的
偶
然
」
が
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」
の
合

理
化
的
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
を
夙
に
行
っ
て
い
る
。「
九
鬼

先
生
の
哲
学
」『
哲
学
の
三
つ
の
伝
統
　
他
十
二
篇
』
岩
波
文
庫
、

二
〇
一
三
年
、
二
八
九
頁
。

（
27
） 　『
構
想
力
の
論
理
』「
序
」
に
お
い
て
、
三
木
は
、「
私
の
研
究
に

お
い
て
西
田
哲
学
が
絶
え
ず
無
意
識
的
に
或
は
意
識
的
に
私
を
導
い

て
き
た
の
で
あ
る
」（
六
頁
）
と
告
白
し
、
つ
づ
い
て
「
構
想
力
の

論
理
は
行
為
的
直
観
の
立
場
に
立
ち
」（
八
頁
）
と
表
明
す
る
。
そ

の
意
図
は
、
カ
ン
ト
の
「
生
産
的
構
想
力
」
に
よ
っ
て
、「
無
か
ら

の
創
造
」（
四
〇
九
頁
）
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
約
言

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
28
） 　「
即
と
は
分
た
れ
た
も
の
が
同
時
に
あ
り
、
分
か
た
れ
て
あ
る
ま

ま
に
一
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
」（
山
内
得
立
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
三
〇
九
頁
）。

（
29
） 　「
非
は
肯
否
の
合
一
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
肯
否
の
区

別
が
そ
れ
（「
非
」）
か
ら
発
源
す
る
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
、
そ

れ
﹇
＝
「
非
」﹈
を
根
拠
と
す
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
山
内
得
立
『
隨
眠
の
哲
学
』
燈
影
舎
、
二
〇

〇
二
年
、
二
六
八
頁
）。

（
30
） 　
山
内
の
弟
子
山
田
晶
は
、
神
と
被
造
物
の
存
在
論
的
地
位
を
、「
在

り
て
あ
る
も
の
」
と
「
在
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
も
の
」
と
し
て
区
別

し
た
。
神
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
〈
存
在
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、「
存

在
の
根
拠
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。「
非
」
は
、

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、「
存
在
の
根
拠
」
を
「
無
」
と
す
る
立
場
で

あ
る
。

（
31
） 　
一
世
紀
近
い
過
去
、
二
〇
世
紀
前
半
に
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
思
し

き
日
本
人
が
、九
鬼
周
造
で
あ
る
。
た
だ
彼
の
み
が
、〈
邂
逅
の
論
理
〉

が
哲
学
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
に
示
唆
し
た
。
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