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プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想
像
力

―
丸
山
眞
男
、
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
、

そ
し
て
日
本
思
想
研
究
に
関
す
る
覚
書

―
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
Ｅ
・
バ
ー
シ
ェ
イ

一
九
八
〇
年
の
家
永
三
郎
宛
の
書
簡
で
丸
山
は
、
日
本
思
想
史
上
も
っ
と
も
影

響
を
受
け
た
人
と
し
て
親
鸞
を
あ
げ
て
い
る
。
だ
が
実
際
に
は
丸
山
は
親
鸞
に
つ

い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
書
い
て
い
な
い
（
著
述
で
の
断
片
的
引
照
と
東
大
法
学
部
の

一
九
六
四
年
度
講
義
で
の
概
観
が
あ
る
の
み
で
あ
る
）。
し
か
し
『
自
己
内
対
話
』

に
お
け
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
悪
霊
』
に
関
す
る
メ
モ
は
、
丸
山
が
親
鸞
に

ひ
か
れ
た
理
由
を
解
く
糸
口
に
な
る
。
そ
れ
は
真
に
radicalな
思
想
と
は
何
か

を
彼
に
自
覚
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

親
鸞
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
関
す
る
丸
山
の
論
評
は
、
通
常
そ
の
名
で
連
想

さ
れ
る
よ
り
も
、
丸
山
が
世
界
を
暗
く
絶
望
的
に
見
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る(１
)。

根
本
悪
の
問
題
は
よ
く
知
ら
れ
た
丸
山
の
人
格
的
自
律
や
主
体
性
の
観
念
（
社
会

化
さ
れ
た
個
人
が
知
的
道
徳
的
に
判
断
し
、
環
境
に
働
き
か
け
、
そ
の
行
為
に
対

し
て
責
任
を
と
る
能
力
）
を
内
面
的
に
裏
づ
け
て
い
る
。
人
は
無
限
の
自
己
欺
瞞

能
力
を
も
つ
。
こ
れ
が
政
治
や
個
人
の
生
き
方
を
考
え
る
さ
い
に
、
丸
山
の
基
調

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

日
本
の
宗
教
思
想
と
そ
の
歴
史
に
お
い
て
、
人
間
の
内
面
的
な
悪
の
観
念
は
鎌

倉
時
代
の
救
済
主
義
的
な
「
改
革
」
仏
教
、
そ
し
て
よ
り
近
く
は
キ
リ
ス
ト
教
の

移
入
と
結
び
つ
い
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
救
済
主
義
的
要
素
が
も
た
ら
し
た
結
果
は

歴
史
的
政
治
的
に
複
雑
で
あ
り
、
多
く
の
思
想
家
、
作
家
、
歴
史
家
ら
の
関
心
を

ひ
い
て
き
た
。
私
の
報
告
は
丸
山
思
想
に
お
け
る
社
会
的
な
自
己
変
容
の
問
題
に

焦
点
を
あ
て
る
。
し
か
し
議
論
の
枠
組
み
は
こ
の
歴
史
的
結
果
の
複
雑
さ
に
よ
っ

て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
丸
山
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想
像
力
」

の
発
展
の
線
を
説
明
し
、
つ
ぎ
に
宗
教
社
会
学
者
ベ
ラ
ー
の
同
種
の
想
像
力
と
そ

れ
を
比
較
す
る
。

丸
山
は
組
織
的
な
宗
教
生
活
や
信
徒
共
同
体
の
戸
口
に
止
ま
り
、
信
徒
に
は
な

ら
な
か
っ
た
。
非
回
心
も
ま
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
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は
宗
教
感
情
に
対
し
て
音
痴
だ
と
自
認
し
た
し
、
逆
に
そ
の
精
神
性
に
お
い
て
全

く
カ
ト
リ
ッ
ク
的
だ
っ
た
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
教
会
が
実
際
に
は
普
遍
的

で
は
な
い
と
し
て
洗
礼
を
拒
ん
だ
。
も
し
丸
山
が
信
徒
に
な
っ
て
い
た
と
し
た

ら
、
彼
は
ど
の
集
団
に
属
し
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
彼
が
信
徒
に
な
ら
な
か
っ
た
結

果
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

丸
山
は
思
想
形
成
期
に
、
お
も
に
南
原
繁
を
通
じ
て
内
村
鑑
三
の
無
教
会
派
の

周
辺
に
あ
っ
た
。
丸
山
は
二
人
の
師
の
一
人
と
し
て
南
原
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。

南
原
ゼ
ミ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
ん
だ
丸
山
は
（
師
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
に
も
か
か
わ
ら

ず
）
ヘ
ー
ゲ
ル
に
感
化
さ
れ
た
。
日
本
政
治
思
想
の
研
究
を
強
く
丸
山
に
勧
め
た

の
も
南
原
だ
っ
た
。
南
原
は
内
村
と
違
い
、
伝
道
に
従
わ
ず
、
信
徒
も
組
織
せ
ず
、

平
和
主
義
者
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
晩
年
の
内
村
の
終
末
論
を
吸
収
し

て
、
官
僚
の
義
務
を
本
質
的
に
宗
教
的
な
意
味
で
捉
え
た
よ
う
に
み
え
る
。
現
世

を
善
き
秩
序
の
下
で
主
に
返
す
た
め
に
、
地
上
で
の
任
務
に
力
を
尽
す
。
こ
う
し

て
宗
教
信
仰
は
官
僚
の
専
門
知
識
へ
と
変
質
し
た
。「
官
僚
」の
か
わ
り
に「
学
者
」

を
置
け
ば
、
丸
山
が
選
ん
だ
生
き
方
を
暗
示
す
る
だ
ろ
う
。

個
人
の
良
心
、
牧
師
の
仲
介
な
し
に
聖
書
を
解
釈
す
る
力
、
人
格
の
物
理
的
不

可
侵
性
、
摂
理
的
日
本
観
（
宗
教
改
革
を
完
成
さ
せ
る
場
と
し
て
神
は
日
本
を
選

ん
だ
）
な
ど
、
無
教
会
派
は
丸
山
に
首
尾
一
貫
し
た
知
的
環
境
を
与
え
た
。
丸
山

が
他
の
思
想
家
か
ら
ど
ん
な
重
要
な
影
響
を
受
け
た
と
し
て
も
、
こ
の
派
の
影
響

な
し
に
は
、
自
己
、
政
治
、
日
本
の
民
主
主
義
、
そ
し
て
日
本
自
体
に
関
す
る
丸

山
の
把
握
は
、
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
他
方
で
も
し
彼
が
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
に
な
っ
て
い
た
ら
、
日
本
思
想
史
の
多
様
な
世
界
に
深
く
入
る
の
に
必
要

な
批
判
的
同
一
性
を
保
つ
の
は
難
し
か
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
丸
山
は
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
に
な
る
こ
と
な
し
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
な
っ
た
。
親
鸞
が
他
力
の
恩
寵
に
よ

る
罪
の
救
い
を
、
そ
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
恐
怖
を
う
む
自
己
欺
瞞
的
な
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
能
力
を
象
徴
す
る
と
す
れ
ば
、
丸
山
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想

像
力
は
世
俗
的
改
革
の
手
段
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
想
像
力
に
よ
っ
て
丸
山
は
、
政
治
の
世
界
で
権
力
追
求
者
を
駆
り
た
て
る

悪
魔
的
な
心
理
的
衝
迫
や
、伝
統
や
社
会
的
惰
性
の
大
き
な
力
、ま
た
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
が
う
む
画
一
性
へ
の
不
可
抗
的
な
圧
力
な
ど
を
認
識
す
る
近
代
的
人
格
の
型
の

把
握
へ
と
導
か
れ
た
。
そ
れ
は
世
界
に
向
か
っ
て
不
足
が
あ
る
と
言
い
、
否
定
的

な
諸
力
と
対
決
し
、世
界
を
変
え
る
た
め
に
実
際
に
行
動
を
求
め
る
人
格
で
あ
る
。

丸
山
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想
像
力
は
、
近
代
天
皇
制
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
主

義
や
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
な
全
体
的
思
想
体
系
に
も
と
づ
く
腐
敗
し
た
正
統

教
義
か
ら
抵
抗
さ
れ
た
。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
と
は
、「
神
」「
理
性
」「
主
義
」

な
ど
な
ん
で
あ
れ
、
見
え
ざ
る
権
威
に
よ
る
被
縛
感
を
も
つ
者
で
あ
る
。
と
く
に

見
え
ざ
る
権
威
を
見
失
う
現
代
的
な
危
険
は
、
政
治
権
力
、
世
論
、
名
声
の
よ
う

な
目
に
見
え
る
権
威
に
よ
っ
て
ひ
き
ず
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
想
像
力
の
核
に
あ
る
「
否
定
の
論
理
」
を
堕
落
変
成
さ
せ
る
力
で
あ
り
、

我
々
は
日
々
そ
の
影
響
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
ベ
ラ
ー
と
の
比
較
に
う
つ
る
。
両
者
は
実
行
可
能
な
近
代
化
の
方
途
や

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
探
求
し
た
点
で
似
て
い
る
。
二
人
は
と
も
に
、
敵
対
者
に

よ
る
一
回
的
、暴
力
革
命
的
な
顚
倒
が
必
要
な
も
の
と
し
て
伝
統
を
み
る
よ
り
も
、
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過
去
の
原
初
的
な
形
態
と
意
識
（
そ
の
宗
教
的
政
治
的
原
型
）
を
批
判
的
に
再
利

用
す
る
こ
と
で
、
根
本
的
な
自
己
変
革
と
持
続
的
な
革
新
が
可
能
に
な
る
よ
う
な

近
代
社
会
秩
序
を
構
想
し
た
。
こ
の
意
味
で
両
者
は
違
っ
た
仕
方
に
お
い
て
で
は

あ
る
が
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想
像
力
」
を
示
し
て
い
る
。

ベ
ラ
ー
の『
徳
川
宗
教
』（
一
九
五
七
年
）は
、そ
れ
自
体
の
歴
史
的
発
見
に
よ
っ

て
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
の
重
要
な
一
系
統
の
紹
介
書
と
し
て
も

今
も
現
役
で
あ
る
。
彼
は
楽
観
的
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
を
創
っ
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
弟

子
で
あ
り
、
両
者
の
方
法
を
総
合
し
た
同
書
は
、
日
本
の
雑
多
な
宗
教
伝
統
の
な

か
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
世
俗
内
禁
欲
倫
理
に
機
能
的
に
対
応
す
る
行
動
の

理
念
型
を
発
見
し
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
倫
理
は
資
本
主
義
の
精
神

と
の
間
に
非
意
図
的
だ
が
決
定
的
に
重
要
な
関
係
を
も
っ
た
。
ベ
ラ
ー
は
徳
川
宗

教
が
近
代
日
本
の
文
化
的
根
元
rootsを
提
供
し
た
か
否
か
を
問
題
と
し
、
経
済

に
お
け
る
手
段
の
合
理
化
へ
と
む
か
う
起
動
力
を
探
し
あ
て
、
そ
れ
を
文
化
的
道

徳
的
に
正
当
化
す
る
宗
教
的
動
機
、
運
動
、
思
想
家
を
み
い
だ
し
た
（
と
く
に
石

田
梅
岩
の
心
学
）。

だ
が
彼
の
も
っ
と
も
重
要
な
発
見
は
、
経
済
的
合
理
化
が
（
政
体
分
野
で
働
い

て
い
る
）
ヨ
リ
重
要
な
合
理
化
過
程
に
補
助
的
な
役
割
を
は
た
し
た
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
日
本
の
産
業
化
を
も
た
ら
し
た
合
理
化
過
程
で
支
配
的
だ
っ
た
の
は
、

経
済
の
直
接
に
普
遍
主
義
的
な
価
値
で
は
な
く
、
そ
れ
に
支
援
さ
れ
た
、
政
体
の

一
般
化
さ
れ
た
特
殊
主
義
で
あ
り
、後
者
が
経
済
に
浸
透
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

伝
統
的
な
藩
主
や
藩
、
最
終
的
に
は
天
皇
に
対
す
る
身
分
的
に
区
分
さ
れ
た
忠
誠

は
止
揚
さ
れ
、
そ
の
社
会
的
基
盤
が
拡
張
さ
れ
て
疑
似
普
遍
的
に
機
能
し
た
。
ベ

ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
政
体
（
中
心
的
価
値
体
系
）
の
特
殊
主

義
的
な
業
績
価
値
は
病
的
な
限
界
に
ゆ
き
つ
き
、
さ
ら
に
そ
れ
は
同
書
の
執
筆
時

に
お
い
て
さ
え
、
戦
後
の
民
主
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
価
値
を
引
き
さ
げ
て
い
る

と
い
う
。
し
か
し
全
体
と
し
て
同
書
に
は
、
歴
史
的
悲
劇
の
影
は
う
す
い
。

「
結
論
」
で
ベ
ラ
ー
が
い
う
よ
う
に
、『
徳
川
宗
教
』
は
一
八
六
八
年
以
後
の
時

期
は
扱
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
研
究
計
画
の
問
題
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
前
共
産

主
義
者
だ
っ
た
彼
は
同
志
の
名
前
を
告
げ
な
か
っ
た
た
め
、
博
士
課
程
の
研
究
を

日
本
で
行
う
の
に
必
要
な
旅
券
の
発
給
を
拒
ま
れ
た
。
彼
は
強
い
ら
れ
て
歴
史
の

研
究
を
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
政
治
が
違
っ
て
い
た
ら
、
彼
の
日
本
研
究
の
分

野
と
学
者
人
生
は
大
き
く
違
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
近
代
化
の
「
根

元
」
の
探
究
は
、
丸
山
と
の
出
会
い
と
い
う
決
定
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
た(２
)。
丸

山
は
『
徳
川
宗
教
』
に
つ
い
て
異
例
に
長
い
書
評
を
書
き
、
議
論
を
要
約
す
る
だ

け
で
な
く
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
変
数
パ
タ
ー
ン
の
体
系
を
分
析
し
た
。
丸
山
は
同
書

か
ら
刺
戟
を
受
け
た
が
、
最
後
に
ベ
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
理
解
の
間
違
い
を
指
摘

し
た
。
丸
山
の
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
刊
行
は
一
九
五
二
年
で
あ
り
、
二

人
は
一
点
に
収
束
す
る
よ
う
に
動
い
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

丸
山
は
、
徳
川
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
合
理
化
と
、
経
済
や
政
体
の
合
理
化
と

の
内
的
関
連
、
そ
の
近
代
化
へ
の
肯
定
的
影
響
を
主
張
す
る
ベ
ラ
ー
の
議
論
を
う

け
い
れ
な
い
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
国
学
が
推
進
し
た
天
皇
崇
拝
は
、
政
治
的
に
も

宗
教
的
に
も
合
理
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
反
対
に
天
皇
信
仰

は
、
統
合
体
系
か
ら
す
る
伝
統
主
義
の
不
断
の
再
生
産
を
通
し
て
、
社
会
関
係
全

プロテスタント的想像力（アンドリュー・Ｅ・バーシェイ）
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体
の
内
部
へ
と
恭
順
原
理
を
浸
透
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
頂
点
と
底
辺
に
お

け
る
呪
術
性
が
、
い
か
に
日
本
の
近
代
化
を
内
面
的
に
特
徴
づ
け
て
い
る
か
、
そ

れ
が
問
題
で
あ
る
。「
疑
似
普
遍
主
義
」
は
、
平
等
よ
り
も
階
層
制
を
正
当
化
す
る

こ
と
に
よ
り
普
遍
主
義
的
基
準
を
低
め
た
。
禁
欲
倫
理
は
、
現
実
に
適
用
さ
れ
れ

ば
現
世
と
緊
張
関
係
に
立
ち
、
現
世
を
変
え
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
忠
誠
と
利
己
主
義
、
節
約
と
放
縦
、
深
刻
な
熱
意
と

あ
き
ら
め
と
が
共
存
し
た
。
日
本
は
近
代
的
な
宗
教
革
命
を
経
験
し
な
か
っ
た

し
、出
来
な
か
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
近
代
性
は
悲
劇
的
に
不
完
全
で
歪
ん
で
い
た
。

一
九
六
〇
年
代
の
は
じ
め
に
ベ
ラ
ー
は
日
本
を
訪
れ
、
現
代
日
本
の
宗
教
と
知

的
生
活
を
調
査
す
る
こ
と
で
失
っ
た
時
間
を
取
り
も
ど
し
た
。
実
際
そ
の
後
の
一

〇
年
間
に
彼
が
書
い
た
論
考
か
ら
、
現
代
日
本
の
知
的
生
活
が
彼
の
関
心
事
だ
っ

た
と
わ
か
る
。
ベ
ラ
ー
は
丸
山
の
批
判
を
う
け
い
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
教
徒

革
命
は
「
最
も
根
本
的
で
長
い
影
響
を
残
す
社
会
的
文
化
的
構
造
に
お
け
る
基
本

的
変
化
の
象
徴
的
代
表
」
で
あ
り
、
そ
れ
と
ア
ジ
ア
の
文
化
現
象
と
の
類
比
が
適

切
で
あ
る
た
め
に
は
、
動
機
や
制
度
の
一
部
で
は
な
く
、
変
革
そ
れ
自
体
を
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ラ
ー
は
内
村
鑑
三
を
引
用
し
な
が

ら
、
構
造
的
変
容
の
失
敗
が
ド
イ
ツ
の
災
厄
を
う
み
、
宗
教
改
革
の
衣
鉢
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
か
ら
米
国
へ
移
り
、
米
国
に
は
ま
だ
そ
れ
が
残
っ
て
い
る
と
（
当
時
は
）

信
じ
て
い
た
（

）。

Beyond
Belief,pp.57-58

し
ば
ら
く
の
間
ベ
ラ
ー
に
と
っ
て
宗
教
改
革
は
枢
要
な
方
向
づ
け
だ
っ
た
。
信

徒
で
な
い
丸
山
と
違
っ
て
ベ
ラ
ー
は
、
改
革
の
内
側
か
ら
、
た
だ
学
者
的
に
で
は

な
く
宗
教
的
に
も
書
い
た
。
こ
の
主
題
に
関
す
る
彼
の
著
述
に
は
、
そ
れ
が
自
分

の
領
分
だ
と
い
う
ほ
と
ん
ど
独
占
的
な
感
情
が
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
日
本
の
隠

れ
た
超
越
の
伝
統
を
述
べ
る
さ
い
、そ
れ
は
個
人
を
社
会
の
編
み
目
に
埋
め
こ
み
、

後
者
か
ら
区
別
し
な
い
根
強
い
価
値
範
型
に
対
し
、
不
断
の
シ
ジ
フ
ォ
ス
的
で
さ

え
あ
る
闘
争
を
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
し
た
価
値
範
型
を
特
徴
づ
け

る
た
め
に
彼
は
ま
た

（

）
と
い
う
比
喩
を
使
っ
て

ground
bass

basso
ostinato

い
る
（

）。

Beyond
Belief,p.119

し
か
し
結
局
『
徳
川
宗
教
』
の
近
代
版
は
書
か
れ
ぬ
ま
ま
、
六
〇
年
代
後
半
ま

で
に
彼
の
日
本
研
究
は
実
質
上
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
。
紀
元
前
千
年
紀
の
枢
軸
的
突
破

に
焦
点
を
あ
て
た
宗
教
進
化
へ
の
長
期
的
な
関
心
、
ま
た
米
国
の
「
市
民
宗
教
」

に
関
す
る
偶
発
的
だ
が
強
力
な
介
入
が
そ
こ
に
は
作
用
し
た(３
)。
お
そ
ら
く
彼
の
最

後
の
重
要
な
貢
献
は
一
九
七
八
年
に
書
か
れ
た
徂
徠
と
梅
岩
と
の
比
較
だ
っ
た

（

）。
一
方
で
日

Japanese
T
houghtin

the
T
okugaw

a
Period,pp.137-152

本
に
お
け
る
近
代
意
識
の
独
自
の
ル
ー
ツ
に
関
す
る
丸
山
の
生
産
的
な
著
述
を
認

め
な
が
ら
も
、
ベ
ラ
ー
に
と
っ
て
梅
岩
の
本
質
的
に
宗
教
的
な
態
度
は
ず
っ
と
魅

力
的
な
も
の
だ
っ
た
。
も
し
徂
徠
の
「
近
代
化
す
る
」
衝
撃
が
な
ん
ら
か
の
道
徳

的
根
拠
か
ら
切
断
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
梅
岩
の
宗
教
的
態
度
も
不
可

欠
だ
と
彼
は
い
う
。
重
要
な
の
は
徂
徠
の
「
概
念
的
」
視
野
と
梅
岩
の
「
象
徴
的
」

視
野
の
い
ず
れ
も
が
、
西
洋
へ
の
引
照
や
接
触
な
し
に
独
自
に
生
じ
た
こ
と
で
あ

る
。
両
者
は
真
に
日
本
的
で
あ
り
、近
代
の
方
向
へ
む
か
っ
て
自
己
変
革
す
る「
伝

統
」
の
力
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
の
程
度
ま
で
は
ベ
ラ
ー
は
『
徳
川
宗
教
』
の
議

国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見
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論
を
再
形
成
し
、
究
極
的
に
は
肯
定
し
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
丸
山
の
批
判
を

完
全
に
は
受
け
い
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
よ
り
大
き
な
意
味
で
、
ベ
ラ
ー
自
身
の
立
っ
て
い
た
「
基
礎
」
が
変
化
し

た
。
日
本
独
自
の
近
代
化
の
説
明
は
よ
い
と
し
て
、『
徳
川
宗
教
』
は
近
代
化
が

と
っ
た
現
実
形
態
の
問
題
は
避
け
て
い
た
。
い
ま
や
彼
に
は
「
近
代
」
の
到
来
が
、

世
界
の
ど
こ
に
も
新
教
徒
の
天
国
（
下
か
ら
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
）
を
も
た
ら
さ

ず
、か
わ
り
に
多
様
な
形
を
と
っ
た
絶
望
的
な
奇
形
を
も
た
ら
す
よ
う
に
み
え
た
。

丸
山
が
信
じ
つ
づ
け
た
よ
う
に
、
一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
日
本
が
そ
う
し
た
奇

形
の
一
つ
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ベ
ラ
ー
は
彼
自
身
の
米
国
が
別
の
奇
形
だ
と
考
え

は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
人
は
い
か
に
し
て
、
こ
の
分
有
さ
れ
た
ジ
レ
ン
マ
に

立
ち
む
か
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ど
ん
な
知
的
資
源
を
も
ち
、
ど
ん
な
立
場
か

ら
。ふ

り
返
っ
て
み
る
と
、
丸
山
と
ベ
ラ
ー
は
あ
る
決
定
的
な
時
点
で
、
世
人
が
彼

ら
に
関
す
る
公
的
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
、
そ
れ
が
彼
ら
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
反
射

す
る
よ
う
な
論
文
を
書
い
た
と
い
え
る
。
丸
山
の
場
合
は
一
九
四
六
年
の
「
超
国

家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
と
そ
れ
に
つ
づ
く
一
連
の
同
時
代
の
日
本
政
治
の
分
析

で
あ
り
、
ベ
ラ
ー
の
場
合
は
一
九
六
六
年
の
「
米
国
の
市
民
宗
教
」
で
あ
る
。
そ

の
論
文
は
米
国
人
が
自
国
の
民
主
政
治
と
社
会
を
判
定
す
る
内
的
・
超
越
的
原
理

の
批
判
的
肯
定
を
与
え
た
。
両
者
は
弁
証
法
的
な
ペ
ア
を
な
し
て
い
る
。

「
超
国
家
主
義
」
論
文
は
丸
山
が
、
腐
敗
し
破
産
し
た
帝
国
体
制
の
病
理
学
的
最

終
局
面
と
み
な
し
た
も
の
の
批
判
的
否
定
で
あ
り
、
破
産
と
い
う
運
命
に
ふ
さ
わ

し
く
、
新
し
い
民
主
的
な
政
治
的
道
徳
的
意
識
へ
と
道
を
開
く
よ
う
に
意
図
さ
れ

て
い
た
。
次
の
十
数
年
間
、
丸
山
は
自
ら
欲
す
る
こ
と
な
し
に
、
同
時
代
政
治
の

分
析
者
と
な
り
政
治
闘
争
の
参
加
者
に
な
っ
た
。
彼
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想
像

力
が
も
っ
と
も
充
実
し
統
合
的
な
相
互
連
関
に
達
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
時

代
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
三
た
び
平
和
に
つ
い
て
」、『
日
本
の
思
想
』、
そ
し
て

一
九
六
〇
年
の
安
保
条
約
改
定
反
対
の
国
民
運
動
の
時
代
で
あ
る
。
当
時
の
彼
の

著
述
を
読
む
こ
と
は
、い
ま
だ
に
人
を
ぞ
く
ぞ
く
さ
せ
る
。
し
か
し
結
局
丸
山
は
、

行
動
主
義
と
政
治
分
析
は
彼
の
「
夜
店
」
に
す
ぎ
ず
、
自
分
は
奉
仕
を
強
制
さ
れ

た
歴
史
家
だ
っ
た
と
述
べ
て
、世
の
丸
山
イ
メ
ー
ジ
に「
抵
抗
す
る
」よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
六
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
に
は
、
ベ
ラ
ー
が
同
時
代
の
米
国
社
会
に

関
す
る
仕
事
を
始
め
た
の
と
は
逆
に
、
丸
山
は
同
時
代
分
析
か
ら
ほ
と
ん
ど
立
ち

さ
っ
た
。

丸
山
論
者
は
し
ば
し
ば
こ
の
退
去
に
失
意
を
表
明
す
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
日
本

の
公
共
分
野
か
ら
主
要
な
声
の
一
つ
が
失
わ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
。
丸
山
の
退
去

は
、
日
本
の
政
治
、
宗
教
、
歴
史
意
識
の
「
原
型
」（「
古
層
」「
執
拗
低
音
」）
と

彼
が
よ
ぶ
も
の
へ
の
探
究
を
伴
っ
た
。
あ
る
人
は
そ
れ
が
、
ベ
ラ
ー
に
よ
る
日
本

社
会
の
基
本
的
な
価
値
形
態
の
分
析
と
よ
く
似
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
影
響
さ
れ

た
、く
り
返
し
起
る
原
型
と
い
う
非
歴
史
的
世
界
へ
の
逃
走
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

急
進
左
翼
と
の
厳
し
い
衝
突
は
、
丸
山
が
「
夜
店
」
を
畳
む
う
え
で
あ
る
役
割
を

は
た
し
た
。
し
か
し
も
っ
と
長
い
懐
胎
期
を
も
つ
他
の
理
由
が
あ
っ
た
。
最
後
に

そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

プロテスタント的想像力（アンドリュー・Ｅ・バーシェイ）
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ベ
ラ
ー
の
「
市
民
宗
教
」
論
文
は
、
公
民
権
運
動
と
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
と
が

と
も
に
昂
揚
し
た
最
中
に
出
さ
れ
、
著
者
が
驚
く
ほ
ど
多
く
の
学
術
的
論
評
や
宗

教
的
反
応
を
ま
ね
き
、
社
会
科
学
的
予
言
者
と
し
て
の
公
的
役
割
へ
と
彼
を
ひ
き

こ
ん
だ
。
そ
れ
は
偶
然
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
彼
は
そ
れ
を
手
放
そ
う
と
し

な
か
っ
た
。
は
じ
め
ベ
ラ
ー
は
米
国
的
価
値
を
批
判
的
に
肯
定
し
て
い
た
。
し
か

し
時
代
の
気
ま
ぐ
れ
な
文
化
的
実
験
が
新
自
由
主
義
に
屈
す
る
に
つ
れ
、（
私
が

思
う
に
初
め
て
）
彼
は
「
改
革
後
」
社
会
と
し
て
の
米
国
の
内
在
的
構
造
的
問
題

の
分
析
に
む
か
う
持
続
的
な
努
力
に
着
手
し
た
（『
心
の
習
慣
』『
善
き
社
会
』）。

彼
の
予
言
者
的
職
務
は
も
は
や
た
ん
に
、「
枢
軸
」
後
社
会
と
し
て
の
米
国
の
失
敗

だ
け
で
な
く
、
地
球
的
規
模
に
お
け
る
「
枢
軸
」
的
・「
市
民
」
的
双
方
の
宗
教
の

失
敗
を
あ
ば
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ベ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
き
わ
め
て
憂
慮
す
べ
き
こ

と
に
こ
う
し
た
失
敗
は
、
米
国
社
会
が
作
動
し
て
い
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
規
範

の
欠
陥
の
現
わ
れ
だ
っ
た
。
そ
の
「
個
人
主
義
」
的
な
「
ハ
ー
ト
」
が
病
む
に
つ

れ
て
、
帝
国
的
な
気
取
り
が
誇
張
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
世
界
に
お
け
る
米
国
に
関

す
る
彼
の
最
後
の
著
作
は
幻
滅
的
な
悲
嘆
が
主
調
に
な
っ
た
。

か
く
し
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
以
後（
し
ば
し
ば
世
の
注
目
を
浴
び
な
が
ら
）ベ
ラ
ー

は
ま
す
ま
す
同
時
代
の
分
析
に
向
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
う
す
る
た
め
に
歴
史
上

の
初
の
「
枢
軸
」
的
突
破
の
分
析
に
ま
す
ま
す
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
過

程
で
彼
は
、

に
み
ら
れ
た
急
進
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
か

Beyond
Belief

ら
聖
公
会

へ
と
移
り
、
ロ
ー
マ
教
会
の
神
学
者
や
社
会
思
想

Episcopalianism

家
と
頻
繁
に
連
携
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
主
題
が
強
く
な

り
、
哲
学
者
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
が
と
く
に
同
種
の
精
神
と
し
て
現
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

ベ
ラ
ー
自
身
が
観
察
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
ポ
ス
ト
枢
軸
的
個
人
主
義
に
対

す
る
批
判
は
、「
非
枢
軸
」
社
会
、
つ
ま
り
自
己
と
他
者
、
主
体
と
客
体
の
断
絶
に

よ
っ
て
裂
か
れ
て
い
な
い
社
会
と
し
て
の
日
本
に
関
す
る
長
い
思
索
か
ら
影
響
さ

れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
最
初
の
場
合
と
同
じ
く
最
後
に
も
、
ベ
ラ
ー
は
決

し
て
た
ん
な
る
日
本
「
専
門
家
」
で
は
な
か
っ
た
。
進
化
思
想
に
魅
了
さ
れ
た
彼

は「
日
本
を
通
し
て
」も
自
分
の
思
考
が
進
化
し
た
こ
と
を
認
め
る
。
そ
れ
は「
今
」

へ
と
む
か
う
進
化
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
「
今
」
は
、
枢
軸
的
な
宗
教
思
想
の
新
と

旧
と
い
う
意
味
で
判
断
さ
れ
た「
現
在
」で
あ
る
。
彼
の
最
後
の
大
作
で
あ
る「
人

間
進
化
に
お
け
る
宗
教
」（
二
〇
一
一
年
）
は
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

生
物
学
的
歴
史
的
進
化
の
所
産
と
し
て
、
四
つ
の
「
枢
軸
的
突
破
」
の
ケ
ー
ス
の

出
現
（
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ギ
リ
シ
ア
、
中
国
、
イ
ン
ド
）
を
説
明
す
る
。
そ
の

物
語
は
西
暦
紀
元
前
に
終
わ
り
、
決
し
て
進
歩
の
物
語
で
は
な
い
。
し
か
し
ベ

ラ
ー
は
、
何
か
を
な
し
、
作
り
、
破
壊
す
る
「
我
々
」
の
能
力
が
事
実
上
抑
制
な

し
に
機
能
す
る
よ
う
に
み
え
る
世
界
で
、
人
間
性
が
生
き
残
る
最
善
の
希
望
と
し

て
（
多
元
的
な
形
態
に
お
け
る
）「
枢
軸
性
」
の
た
め
に
よ
き
理
由
を
与
え
た
の
で

あ
る
。

一
九
九
六
年
の
死
に
際
し
て
丸
山
は
、
重
要
な
作
品
を
未
完
成
の
ま
ま
に
遺
し

た
。
日
本
政
治
思
想
に
お
け
る
構
成
的
観
念
と
し
て
の
正
統
と
異
端
の
関
係
を
め

ぐ
る
共
同
研
究
で
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
心
は
日
本
の
政
治
的
伝
統
を
、
近
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代
天
皇
制
を
中
心
と
し
つ
つ
全
体
に
検
討
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
問
題

構
成
の
仕
方
は
、
近
代
政
治
の
多
く
に
関
わ
る
宗
教
概
念
と
い
う
点
で
、
日
本
以

外
の
歴
史
か
ら
の
由
来
を
示
し
て
い
る
。

日
本
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
そ
の
他
ど
こ
で
あ
れ
、
丸
山
は
、
正
統
と
異
端
と
の

弁
証
法
に
関
心
を
も
っ
た
。
近
代
世
界
に
お
け
る
自
由
の
諸
相
、
そ
の
た
め
の
条

件
と
可
能
性
に
関
心
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
自
覚
的
な
日
本
の
知
識
人

と
し
て
彼
は
、
自
分
の
社
会
と
伝
統
に
お
け
る
自
由
の
問
題
に
最
初
か
ら
ひ
き
つ

け
ら
れ
た
。
問
題
は
彼
が
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
枠
組
み
が

本
質
的
に
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
国
儒
教
は
「
正
統
」
を

構
成
し
維
持
す
る
の
に
必
要
な
あ
る
種
の
知
的
「
機
軸
」
を
も
っ
て
い
る
。
し
か

し
そ
こ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
い
わ
ば
自
然
に
生
ま
れ
た
反
対
概
念
の
鋭
い

描
写
が
欠
け
て
い
た
。
丸
山
と
共
同
研
究
者
は
、
こ
の
解
き
が
た
い
問
題
と
闘
っ

た
。
つ
ま
り
日
本
が
近
代
に
入
っ
た
時
で
さ
え
（
そ
し
て
丸
山
は
西
洋
起
源
の
思

想
が
事
実
上
土
着
化
す
る
と
信
じ
た
が
）、
そ
の
枠
組
み
は
日
本
の
正
統
と
異
端

問
題
を
分
析
す
る
の
に
適
合
的
に
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
丸
山
は
こ
の
枠
組
み

に
固
執
し
た
。
な
ぜ
な
ら
自
分
や
同
世
代
者
、
年
長
世
代
が
経
験
し
た
天
皇
制
と

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
求
心
力
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ヨ
リ
適
切
な
構
成
を
発

見
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

丸
山
ら
の
研
究
は
、
日
本
で
通
用
し
て
い
る
「
正
統
」
が
教
義
や
ロ
ゴ
ス
を
欠

き
、「
改
革
」
に
強
く
抵
抗
す
る
支
配
の
原
理
で
あ
り
、
祭
式
的
・
制
度
的
・
社
会

的
に
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
だ
が
戦
後
が
進
む
に
つ

れ
て
「
天
皇
制
」
自
体
が
変
形
し
た
。
松
下
圭
一
が
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
大

衆
化
」
さ
れ
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
社
会
的
政
治
的
階
統
制
は
「
中
流
」
に
向
か
っ

て
収
斂
し
た
。
経
済
的
に
は
不
要
物
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
天
皇
制
機
構
の
弱
体

化
に
つ
れ
て
、
反
天
皇
制
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
風
化
し
、
批
判
的
意
味
を

失
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
変
化
の
中
で
丸
山
は
「
精
神
的
ス
ラ
ン
プ
」
に
陥
っ
た
。
天
皇
制
に

縛
ら
れ
て
い
た
彼
は
そ
の
批
判
的
否
定
を
誓
っ
た
が
、
他
方
で
天
皇
制
を
批
判
す

る
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
知
的
批
判
を
通
し
て
自
分
の
立
場
を
定
め
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
批
判
的
な
敵
対
者
な
き
戦
後
の
「
天
皇
制
」
に
対
峙
す
る
こ
と
は
、「
暖
簾

に
腕
押
し
」
を
す
る
こ
と
だ
と
石
田
雄
は
書
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
柔
ら
か
い
対

象
に
対
し
て
は
、人
の
力
は
ま
っ
た
く
無
な
の
で
あ
る
。
実
際
に
丸
山
は
、「
大
衆
」

社
会
が
、
自
分
の
警
告
し
て
き
た
目
に
見
え
る
諸
力
、
と
く
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
化

さ
れ
た
商
品
の
標
識
下
で
作
用
す
る
力
に
事
実
上
ど
こ
で
も
従
属
し
て
い
る
の
を

み
て
、
全
面
的
に
「
型
の
喪
失
」
を
嘆
く
よ
う
に
な
っ
た
。

歴
史
上
の
原
初
の
「
起
源
」
を
再
利
用
し
、
現
代
の
変
化
す
る
目
的
の
た
め
に

使
う
の
は
難
し
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
過
去
を
た
だ
英
雄
化
し
て
現
代
に

と
っ
て
の
役
割
モ
デ
ル
と
し
て
教
え
る
た
め
に
は
、
丸
山
は
あ
ま
り
に
弁
証
法
的

す
ぎ
た
。
だ
が
丸
山
は
そ
れ
が
可
能
な
場
合
に
は
、
モ
デ
ル
の
提
供
を
躊
躇
し
な

か
っ
た
。
主
君
の
顔
を
お
か
し
て
諫
言
す
る
中
世
武
士
、
制
度
は
作
為
し
解
体
で

き
る
こ
と
を
発
見
し
た
荻
生
徂
徠
、
ま
た
道
徳
的
価
値
の
た
め
に
国
家
の
権
威
を

求
め
る
習
慣
を
破
ろ
う
と
し
た
福
沢
諭
吉
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
丸
山
の
方
法

を
な
す
肯
定
と
否
定
の
弁
証
法
に
お
い
て
、
肯
定
の
要
素
を
な
す
。
こ
れ
に
対
し

プロテスタント的想像力（アンドリュー・Ｅ・バーシェイ）
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て
否
定
の
要
素
は
、
こ
れ
も
未
完
に
終
わ
っ
た
日
本
に
お
け
る
歴
史
、
倫
理
、
政

治
意
識
の
「
原
型
」
を
研
究
す
る
形
を
と
っ
た
。
ベ
ラ
ー
は
、
最
後
に
は
自
ら
が

積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
枢
軸
的
伝
統
の
解
説
に
む
か
う
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が

丸
山
の
場
合
は
逆
に
、
自
ら
の
文
化
的
伝
統
の
最
底
辺
で
、
も
っ
と
も
手
ご
わ
い

敵
対
者
に
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。

注

＊

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
四
日
開
催
の
丸
山
眞
男
没
後

周
年
記
念
国
際
シ

20

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
と
重
複
す
る
主
題
を
も

つ
論
文
と
し
て
、小
島
亮
訳「
異
論
者
た
ち
の
近
代
―
―
丸
山
眞
男
、ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー

の
日
本
思
想
研
究
に
関
す
る
覚
え
書
」（
中
部
大
学
国
際
人
間
学
研
究
所
編
『
ア
リ
ー
ナ
』

第
一
八
号
、
二
〇
一
五
年
掲
載
）
が
あ
る
。
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
平
石
直
昭
・
松

沢
弘
陽
両
教
授
と
の
対
話
に
よ
っ
て
更
に
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
原
稿
を
本
書
に
掲
載
す
る
に
あ
た
り
、
丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
期
間
中
、
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
に
て
調
査
し
た
資
料
の
概
要
を
注
の
な
か

で
示
し
た
。

（
１
)
こ
の
点
を
更
に
深
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
お
よ
び
親
鸞
の
著
作
・
関
連
書
と
そ
れ
ら
へ
の
書
込
み

は
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
、
所
蔵

図
書
の
書
目
一
覧
を
示
し
て
お
き
た
い
。

以
下
の
一
覧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
登
録
番
号
順
と
し
、
配
架
の
別
は
示
し
て
い
な
い
（
た
だ

し
、
書
込
み
の
あ
る
も
の
（
そ
の
す
べ
て
は
閉
架
書
庫
）
に
は
＊
印
を
付
し
た
）。
書
誌

情
報
お
よ
び
そ
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
東
京
女
子
大
学
図
書
館
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
従
っ
た
。

な
お
、
丸
山
文
庫
所
蔵
図
書
に
お
け
る
配
列
（
蔵
書
状
況
）
の
意
義
に
つ
い
て
は
「
丸
山

眞
男
文
庫
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
」（

）
を

http://m
aruyam

abunko.tw
cu.ac.jp/shoko/

参
照
。

⑴

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
著
作
・
関
連
書

ウ
オ
ル
ィ
ン
ス
キ
イ
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
』
埴
谷
雄
高
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九

八
七
年
、
登
録
番
号
0180343

ジ
ョ
ン
・
キ
ャ
ロ
ル『
水
晶
宮
か
ら
の
脱
出
：
ア
ナ
ル
コ
＝
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
的
批
判

シ
ュ

テ
ィ
ル
ナ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
』
松
原
公
護
ほ
か
訳
、
未
来
社
、
一

九
八
〇
年
、
登
録
番
号
0180988

Stefan
Zw
eig,D

rei
M
eister

:
Balzac,

D
ickens:

D
ostojew

ski,Leipzig:Insel,

登
録
番
号
0181888

1921.
A
ndré

Gide
;w
ith
an
introduction

by
A
rnold

Bennett,D
ostoevsky,transl.

登
録
番
号
0183510

from
the
French,London:J.M

.D
ent,1925.

F.
M
.
D
ostojew

ski
;
m
it
einer

Einleitung
von

D
m
itri
M
ereschkow

ski,
PolitischeSchriften(Säm

tliche
W
erke

;A
bt.I,Bd.13.),M

ünchen:R.Piper,

登
録
番
号
0183513

1920.

江
川
卓
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
四
年
、
登
録
番
号
0184013

松
本
健
一
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
日
本
人
』
朝
日
選
書
、
一
九
七
五
年
、
登
録
番
号

0187860

ド
ブ
ロ
リ
ュ
ー
ボ
フ
『
打
ち
の
め
さ
れ
た
人
々
』
重
石
正
巳
・
石
山
正
三
共
訳
、
日
本
評

論
社
、
一
九
四
九
年
、
登
録
番
号
0189486

寺
田
透
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
む
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
登
録
番
号
0189772

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
貧
し
き
人
々
・
分
身
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
三

年
、
登
録
番
号
0190834

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
ス
チ
ェ
パ
ン
チ
コ
ヴ
ォ
村
と
そ
の
住
人
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出

書
房
、
一
九
四
三
年
、
登
録
番
号
0190835

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
虐
げ
ら
れ
し
人
々

１
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四

二
年
、
登
録
番
号
0190836

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
虐
げ
ら
れ
し
人
々

２
／
伯
父
様
の
夢
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出

書
房
、
一
九
四
二
年
、
登
録
番
号
0190837

国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見
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＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
罪
と
罰

１
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
一
年
、
登

録
番
号
0190838

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
罪
と
罰

２
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
二
年
、
登

録
番
号
0190839

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
悪
霊

１
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
二
年
、
登
録

番
号
0190840

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
悪
霊

２
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
二
年
、
登
録

番
号
0190841

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
悪
霊

３
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
二
年
、
登
録

番
号
0190842

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟

１
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一

九
四
三
年
、
登
録
番
号
0190843

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟

２
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一

九
四
三
年
、
登
録
番
号
0190844

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟

３
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一

九
四
三
年
、
登
録
番
号
0190845

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟

４
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一

九
四
三
年
、
登
録
番
号
0190846

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
貧
し
き
人
々
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
九
年
、
登

録
番
号
0190847

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
主
婦
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
五
〇
年
、
登
録
番
号

0190848

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
白
夜
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
五
〇
年
、
登
録
番
号

0190849

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
ネ
ー
ト
チ
カ
・
ネ
ズ
ヷ
ー
ノ
ヷ
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、

一
九
五
一
年
、
登
録
番
号
0190850

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
伯
父
様
の
夢
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
五
一
年
、
登

録
番
号
0190851

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
死
の
家
の
記
録

１
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
六

年
、
登
録
番
号
0190852

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
死
の
家
の
記
録

２
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
六

年
、
登
録
番
号
0190853

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
地
下
生
活
者
の
手
記
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
五
〇

年
、
登
録
番
号
0190854

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
賭
博
者
』
河
出
書
房
、
米
川
正
夫
訳
、
一
九
四
八
年
、
登
録
番

号
0190855

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
白
痴

１
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
八
年
、
登
録

番
号
0190856

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
白
痴

２
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
九
年
、
登
録

番
号
0190857

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
白
痴

３
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
九
年
、
登
録

番
号
0190858

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
白
痴

４
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
九
年
、
登
録

番
号
0190859

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
永
遠
の
良
人
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
五
〇
年
、
登

録
番
号
0190860

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
未
成
年

１
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
七
年
、
登

録
番
号
0190861

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
未
成
年

２
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
七
年
、
登

録
番
号
0190862

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
未
成
年

３
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
八
年
、
登

録
番
号
0190863

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
未
成
年

４
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
八
年
、
登

録
番
号
0190864

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
作
家
の
日
記

１
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
七
年
、

登
録
番
号
0190865

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
作
家
の
日
記

２
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
七
年
、

登
録
番
号
0190866
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ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
作
家
の
日
記

３
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
七
年
、

登
録
番
号
0190867

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
作
家
の
日
記

４
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
八
年
、

登
録
番
号
0190868

＊
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
作
家
の
日
記

５
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
八
年
、

登
録
番
号
0190869

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
作
家
の
日
記

６
』
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
八
年
、

登
録
番
号
0190870（
以
上
、
米
川
正
夫
訳
本
は
『
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
全
集
』）

＊
メ
レ
ジ
コ
フ
ス
キ
イ
『
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
：
宗
教
思
想
篇
』
香
島
次
郎

訳
、
朱
雀
書
林
、
一
九
四
二
年
、
登
録
番
号
0190948

ツ
ゥ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
『
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
研
究
：
弁
証
法
神
学
よ
り
観
た
る
』
丸
川
仁

夫
訳
、
新
生
堂
、
一
九
三
四
年
、
登
録
番
号
0190949

＊
Ｊ
・
Ｍ
・
マ
リ
『
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
：
作
品
と
生
涯
』
西
村
孝
次
訳
、
文
学
界
社
、

一
九
三
六
年
、
登
録
番
号
0190951

ウ
オ
ル
イ
ン
ス
キ
イ
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
』
埴
谷
雄
高
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
九

年
、
登
録
番
号
0190960

＊
ニ
コ
ラ
イ
・
ベ
ル
ヂ
ャ
ー
エ
フ
『
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
の
世
界
観
』
香
島
次
郎
訳
、
朱

雀
書
林
、
一
九
四
一
年
、
登
録
番
号
0190962

ウ
オ
ル
ィ
ン
ス
キ
イ
『
美
の
悲
劇
：
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
『
白
痴
』
研
究
』
大
島
か
お
り

訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
、
登
録
番
号
0190965

＊
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
著
・
神
西
清
訳
編
『
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
歴
程
』
河
出
書
房
、

一
九
四
九
年
、
登
録
番
号
0190966

作
田
啓
一
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
、
登
録
番
号

0190969

シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
：
肯
定
と
否
定
』
水
野
忠
夫
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
六
六
年
、
登
録
番
号
0190970

ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
『
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
書
簡
集
：
禁
行
』
笠
間
杲
雄
訳
、
改
造

社
、
一
九
三
〇
年
、
登
録
番
号
0190971

＊
ヤ
ン
コ
・
ラ
ヴ
リ
ン
『
超
人
の
悲
劇
：
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
の
生
涯
と
哲
学
』
市
川
白
弦
訳
、

ふ
た
ら
書
房
、
一
九
四
〇
年
、
登
録
番
号
0190972

弘
文
堂
編
集
部
編
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
哲
学
：
神
・
人
間
・
革
命
』
弘
文
堂
、
一
九

五
〇
年
、
登
録
番
号
0190973

ア
ン
ナ
・
ゼ
ー
ガ
ー
ス
『
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
』
伊
東
勉
訳
、
未
来
社
、

一
九
六
六
年
、
登
録
番
号
0190974

メ
レ
ジ
ュ
コ
ー
フ
ス
キ
イ『
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
』（『
世
界
名
著
叢
書
』

第
七
編
）
昇
曙
夢
訳
、
東
京
堂
、
一
九
二
四
年
、
登
録
番
号
0190975

ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
』
武
者
小
路
実
光
訳
、
日
本
社
、
一
九
四

六
年
、
登
録
番
号
0190976

＊
シ
ェ
ス
ト
フ
『
悲
劇
の
哲
学
』
木
寺
黎
二
・
小
面
孝
作
訳
、
三
笠
書
房
、
一
九
三
九
年
、

登
録
番
号
0190980

久
山
康
編
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
世
界
観
』
基
督
教
学
徒
兄
弟
団
、
一
九
五
三
年
、
登

録
番
号
0191381

内
村
剛
介
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
』（『
人
類
の
知
的
遺
産
』
第
五
一
巻
）
講
談
社
、
一
九

七
八
年
、
登
録
番
号
0193189

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
ス
チ
ェ
パ
ン
チ
コ
ヴ
ォ
村
と
そ
の
住
人

１
』（『
ド
ス
ト
エ
ー

フ
ス
キ
イ
全
集
』
第
六
巻
）
米
川
正
夫
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
五
〇
年
、
登
録
番
号

0193992

埴
谷
雄
高
『
埴
谷
雄
高
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
全
論
集
』
講
談
社
、
一
九
七
九
年
、
登
録
番

号
0205337

⑵

親
鸞
著
作
・
関
連
書

親
鸞
述
・
唯
圓
編
『
歎
異
抄
』
金
子
大
栄
校
訂
、
岩
波
文
庫
、
改
版
、
一
九
五
八
年
、
登

録
番
号
0180535

中
島
誠
『
変
容
の
時
代
の
日
本
学
：
親
鸞
・
宣
長
・
柳
田
國
男
』
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
、

登
録
番
号
0180824

野
間
宏
『
親
鸞
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
三
年
、
登
録
番
号
0182131

後
藤
宏
行
『
転
向
と
伝
統
思
想
：
昭
和
史
の
中
の
親
鸞
と
西
鶴
』
思
想
の
科
学
社
、
一
九

七
七
年
、
登
録
番
号
0183043
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相
良
亨
ほ
か
編
集
『
自
然
』（『
講
座
日
本
思
想
』
第
一
巻
）
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

三
年
、
登
録
番
号
0184925

佐
藤
正
英
『
歎
異
抄
論
註
』
青
土
社
、
一
九
八
九
年
、
登
録
番
号
0185391

家
永
三
郎
教
授
東
京
教
育
大
学
退
官
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
古
代
・
中
世
の
社
会
と

思
想
』（『
家
永
三
郎
教
授
東
京
教
育
大
学
退
官
記
念
論
集
』
第
一
巻
）
三
省
堂
、
一
九

七
九
年
、
登
録
番
号
0185481

増
谷
文
雄
・
遠
藤
周
作
『
親
鸞
：
親
鸞
講
義
』
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
登
録
番
号

0185664

東
本
願
寺
出
版
部
編
『
親
鸞
の
世
界
』
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
六
四
年
、
登
録
番
号

0185665

＊
赤
松
俊
秀
『
親
鸞
』（
日
本
歴
史
学
会
編
『
人
物
叢
書
』
第
六
五
巻
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九

六
一
年
、
登
録
番
号
0185670

＊
唐
澤
富
太
郎
『
親
鸞
の
人
間
観
・
教
育
観
』
第
一
書
房
、
一
九
四
二
年
、
登
録
番
号

0185730

＊
加
藤
周
一
『
親
鸞
：
一
三
世
紀
思
想
の
一
面
』（『
日
本
文
化
研
究
』
第
八
巻
）
新
潮
社
、

一
九
六
〇
年
、
登
録
番
号
0186870

親
鸞
『
教
行
信
證
』
金
子
大
榮
校
訂
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
、
登
録
番
号
0189002

＊
親
鸞
述
・
唯
圓
編
『
歎
異
抄
』
金
子
大
栄
校
訂
、
岩
波
文
庫
、
一
九
三
一
年
、
登
録
番
号

0189004

野
間
宏
『
歎
異
抄
』
増
補
新
版
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
登
録
番
号
0189676

西
田
幾
多
郎
著
・
竹
内
良
知
編
『
西
田
幾
多
郎
集
』（『
近
代
日
本
思
想
大
系
』
第
一
一
巻
）

筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
、
登
録
番
号
0192083

三
木
清
著
・
住
谷
一
彦
編
『
三
木
清
集
』（『
近
代
日
本
思
想
大
系
』
第
二
七
巻
）
筑
摩
書

房
、
一
九
七
五
年
、
登
録
番
号
0192097

三
木
清
『
三
木
清
全
集
』
第
一
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
登
録
番
号
0192715

親
鸞
『
親
鸞
：
教
行
信
証
』（『
原
典
日
本
仏
教
の
思
想
』
第
六
巻
）
星
野
元
豊
・
石
田
充

之
・
家
永
三
郎
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
登
録
番
号
0193397

笠
原
一
男
『
親
鸞
研
究
ノ
ー
ト
』
図
書
新
聞
社
、
一
九
六
五
年
、
登
録
番
号
0193585

親
鸞
著
・
石
田
瑞
麿
編
訳
『
親
鸞
』（『
日
本
の
名
著
』
第
六
巻
）
中
央
公
論
社
、
一
九
六

九
年
、
登
録
番
号
0195611

親
鸞
著
・
増
谷
文
雄
編
『
親
鸞
集
』（『
日
本
の
思
想
』
第
三
巻
）
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八

年
、
登
録
番
号
0203069

＊
親
鸞
『
親
鸞
』（『
日
本
思
想
大
系
』
第
一
一
巻
）
星
野
元
豊
・
石
田
充
之
・
家
永
三
郎
校

注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
登
録
番
号
0203111

三
木
清
ほ
か
『
現
代
評
論
集
』（『
現
代
日
本
文
学
大
系
』
第
九
七
巻
）
筑
摩
書
房
、
一
九

七
三
年
、
登
録
番
号
0205270

梅
本
克
己
『
宗
教
・
文
学
・
人
間
』（
梅
本
克
己
著
作
集
編
集
委
員
会
編
『
梅
本
克
己
著
作

集
』
第
九
巻
）
三
一
書
房
、
一
九
七
八
年
、
登
録
番
号
0205309

な
お
、
家
永
三
郎
に
よ
る
親
鸞
の
思
想
史
的
研
究
の
す
ぐ
れ
た
も
の
の
一
つ
『
日
本
思

想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
』（
弘
文
堂
、
一
九
四
〇
年
、
登
録
番
号
0193328）

の
所
蔵
も
認
め
ら
れ
る
が
、
丸
山
に
よ
る
書
込
み
等
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
書
目
の
ほ
か
、
宗
教
に
た
い
す
る
丸
山
の
関
心
を
知
る
上
で
波
多
野
精
一

著
作
と
そ
れ
へ
の
書
込
み
が
重
要
で
あ
る
（
松
沢
弘
陽
教
授
の
指
摘
に
よ
る
）。
丸
山
文

庫
に
は
以
下
の
波
多
野
著
作
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

＊
波
多
野
精
一
『
時
と
永
遠
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
三
年
、
登
録
番
号
0181599

波
多
野
精
一
『
宗
教
哲
学
序
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
、
登
録
番
号
0187815

＊
波
多
野
精
一
『
宗
教
哲
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
、
登
録
番
号
0188667

以
上
に
と
り
あ
げ
た
書
目
の
う
ち
、
た
と
え
ば
、
波
多
野
『
宗
教
哲
学
』
の
末
尾
に
は
、

「
年
の
始
め
よ
り
肋
膜
肺
炎
を
患
ひ
て
漸
く
床
を
離
る
ゝ
を
許
さ
れ
た
る
日

一
九
三

八
・
三
・
五
読
了
」、
ま
た
、
ベ
ル
ヂ
ャ
ー
エ
フ
『
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
の
世
界
観
』
の

末
尾
に
は
、「
一
九
四
三
・
九
・
八
」
と
し
て
、
読
了
日
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
丸
山
が
関

心
を
示
し
た
時
期
を
推
定
す
る
上
で
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

（
２
)
丸
山
文
庫
所
蔵
の
草
稿
資
料
類
に
は
、
こ
の
書
評
の
た
め
に
丸
山
が
作
成
し
た
膨
大
な

草
稿
・
メ
モ
類
が
あ
る
（「「
ベ
ラ
ー
『
徳
川
時
代
の
宗
教
』
に
つ
い
て
」
関
連
メ
モ
」
資

料
番
号
306。
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
画
像
枚
数
に
よ
れ
ば
実
に
一

四
二
枚
に
及
ぶ
）。

プロテスタント的想像力（アンドリュー・Ｅ・バーシェイ）
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ま
た
、
同
文
庫
所
蔵
の
図
書
資
料
類
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ベ
ラ
ー
の
著
作
が
多
数

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
一
覧
を
掲
げ
る
（
丸
山
没
後
に
丸
山
文
庫
が
収
集
し

た
ベ
ラ
ー
の
丸
山
論
文
献
を
含
む
）。
な
お
一
覧
の
表
記
方
法
に
つ
い
て
は
注
１
を
参

照
。

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
ほ
か
『
心
の
習
慣
：
ア
メ
リ
カ
個
人
主
義
の
ゆ
く
え
』
島
薗
進
・
中
村

啓
志
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
一
年
、
登
録
番
号
0180080

＊Robert
N
.Bellah,T

okugaw
a
religion

:
the
values

of
pre-industrial

Japan,

登
録
番
号
0180407

N
ew
Y
ork:Free

Press,c1957.

登
録
番
号

RobertN
.Bellah,etc.,T

he
G
ood
society,N

ew
Y
ork:K

nopf,1991.

0180439

＊RobertN
.Bellah,etc.,H

abitsoftheheart:individualism
and
com
m
itm
entin

登
録
番
号

A
m
erican

life,Berkley:U
niversity

of
California

Press,c1985.

0180460

RobertN
.Bellah,T

he
broken

covenant:A
m
erican

civilreligion
in
a
tim
e
of

登
録
番
号

trial(T
heW

eillectures:1971),N
ew
Y
ork:Seabury

Press,1975.

0180528

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
『
社
会
変
革
と
宗
教
倫
理
』
河
合
秀
和
訳
、
未
来
社
、
一
九
七
三
年
、

登
録
番
号
0183122、
0192892

ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
『
破
ら
れ
た
契
約
：
ア
メ
リ
カ
宗
教
思
想
の
伝
統
と
試
練
』
松

本
滋
・
中
川
徹
子
訳
、
未
来
社
、
一
九
八
三
年
、
登
録
番
号
0183582

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
『
徳
川
時
代
の
宗
教
』
池
田
昭
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
、
登
録

番
号
0189425

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
『
宗
教
と
社
会
科
学
の
あ
い
だ
』
葛
西
実
・
小
林
正
佳
訳
、
未
来
社
、

一
九
七
四
年
、
登
録
番
号
0191948

＊
Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
『
日
本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
：
日
本
近
世
宗
教
論
』
堀
一
郎
・
池
田
昭

訳
、
未
来
社
、
一
九
六
二
年
、
登
録
番
号
0205626

＊M
arius

B.
Jansen

(ed.)；
contributors,

Robert
N
.
Bellah,

etc.,
Changing

Japanese
attitudes

tow
ard

m
odernization,

Princeton,
N
.J.:

Princeton

登
録
番
号
0206013

U
niversity

Press,c1965.
Irw
in
Scheiner,

M
odern

Japan
:
an
interpretive

anthology,
N
ew
Y
ork:

登
録
番
号
0206023

M
acm
illan,c1974.

Robert
N
.
Bellah,

T
w
o
lectures,

Berkley:
Center

for
Japanese

studies,

登
録
番
号
0210175

U
niversity

ofCalifornia,2007?.
Robert

N
.Bellah,Im

agining
Japan

:the
Japanese

tradition
and

its
m
odern

登
録
番
号

interpretation,Berkley:U
niversity

of
California

Press,c2003.

0210638

ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
・
島
薗
進
・
奥
村
隆
編
著
『
宗
教
と
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
：

ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
と
の
対
話
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
登
録
番
号
0210843

（
３
)
ベ
ラ
ー
の
「
市
民
宗
教
」
に
た
い
す
る
丸
山
の
考
え
は
、「
正
統
と
異
端
」
研
究
会
で
の
発

言
の
な
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
（「「〈
Ｏ
正
統
と
Ｌ
正
統
〉（
含
、
国
体
論
）」
談
話
速

記

一
九
八
九
年
一
〇
月
二
三
日
」（
資
料
番
号

）
三
三
―
三
五
頁
）。
参
考
ま
で

720-2

に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

丸
山
は
、
一
九
六
〇
年
代
（
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
沈
静
化
の
後
）
の
米
国
に
お
け
る
公
民

権
運
動
と
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
と
を
、
米
国
の
民
主
主
義
の
「
思
想
的
基
礎
」（
Ｏ
正
統
：

O
rthodoxy）
に
問
い
を
発
し
た
運
動
と
し
て
取
り
上
げ
、
両
運
動
が
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ

シ
ュ
メ
ン
ト
か
ら
「「
反
国
体
」
的
な
行
動
様
式
」
と
見
な
さ
れ
得
る
と
し
た
上
で
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
が
シ
ビ
ッ
ク
・
レ
リ
ジ
ョ
ン
を
提
唱
し
た
の
も
こ
う
し
た
社
会

的
背
景
に
お
い
て
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
価
値
相
対
主

義
の
氾
濫
と
、
そ
れ
に
相
伴
っ
て
進
行
す
る
社
会
的
退
廃
と
病
理
現
象
に
対
す
る
歯

止
め
の
企
て
と
し
て
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
国
体
明
徴
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。（
ぼ
く
が
行
っ
た
と
き
、「
お
前
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
国
体
明
徴
運
動
じ
ゃ
な

い
か
」
と
言
っ
た
ら
、
ベ
ラ
ー
は
声
を
立
て
て
笑
い
ま
し
た
。
決
し
て
否
定
し
な
か
っ

た
。）彼
が
ア
メ
リ
カ
憲
法
よ
り
も
特
に
独
立
宣
言
の
意
義
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
も
、

Ｌ
正
統
〔
Legitim
acy
を
指
す
―
―
筆
者
〕
の
自
明
な
繰
り
返
し
以
上
に
そ
の
思
想

的
基
礎
づ
け
と
し
て
の
Ｏ
正
統
の
探
究
の
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
論
議
の
範
囲
は

や
や
限
定
さ
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
八
〇
年
代
以
後
の
動
向
が
行
動
主
義
的

国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見
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（
ビ
ヘ
イ
ビ
ア
リ
ズ
ム
）
ア
プ
ロ
ー
チ
の
全
盛
時
代
に
駆
逐
さ
れ
た
か
に
見
え
た
レ

オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
自
然
法
論
の
見
直
し
、
あ
る
い
は
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ウ
ォ
ー
リ
ン

に
よ
る
ま
さ
に
正
統
性
の
問
題
を
正
面
か
ら
押
し
出
し
た
政
治
学
の
根
本
的
再
建
の

た
め
の
一
連
の
企
図
な
ど
も
、
経
験
的
実
証
主
義
と
価
値
相
対
主
義
の
一
方
的
進
行

と
し
て
現
代
の
思
想
的
動
向
を
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。（
オ
ー
ソ
ド

ク
シ
ー
は
古
く
な
っ
て
い
な
い
。）」

な
お
、
当
該
資
料
は
、
研
究
会
の
音
源
を
筑
摩
書
房
編
集
者
が
活
字
化
し
た
も
の
で
あ

り
、
明
ら
か
な
誤
植
は
断
り
な
く
訂
正
し
た
他
は
、
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
関
連
資
料
の
概

要
等
に
つ
い
て
は
、
河
野
有
理
「
Legitim
acy
の
浮
上
と
そ
の
隘
路
―
―
「
正
統
と
異

端
」
研
究
会
と
丸
山
政
治
学
」『
現
代
思
想
』
第
四
二
巻
第
一
一
号
（
臨
時
増
刊
号
）、
二

〇
一
四
年
八
月
を
参
照
。

プロテスタント的想像力（アンドリュー・Ｅ・バーシェイ）
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