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の
誕
生
』﹇
石
井　

二
〇
一
五
﹈
他
の
著
作

と
共
鳴
し
て
お
り
、
石
井
の
著
作
も
併
せ

読
む
べ
き
で
あ
る
。

（
2
） 
こ
の
報
告
に
つ
い
て
「
ど
こ
か
楽
し
か
っ

た
高
揚
と
や
り
ど
こ
ろ
が
な
い
空
振
り
ぶ

り
」
と
だ
け
し
か
本
書
に
は
な
い
当
時
へ

の
言
及
は
、
同
じ
報
告
者
の
一
人
だ
っ
た

小
川
徹
太
郎
の
遺
稿
集
へ
の
「
解
説
」
で

よ
り
具
体
的
に
、
そ
し
て
ど
こ
か
パ
セ

テ
ィ
ッ
ク
な
ト
ー
ン
で
記
さ
れ
て
い
る

﹇
佐
藤　

二
〇
〇
六
﹈。

（
3
） http://gazo.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gakui/

cgi-bin/gazo.cgi?no= 216214
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」
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。
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わ
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語
や
人
名
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確
認
し
、
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文
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本
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読
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者
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図
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読
み

取
り
、
さ
ら
に
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そ
れ
と
は
「
異
な
る
読
み
」
と

「
異
な
る
本
」
の
可
能
性
ま
で
を
も
幻
視
し
な
が

ら
、
テ
ク
ス
ト
の
地
平
を
踏
査
し
よ
う
と
す
る
。

か
つ
て
の
私
は
、
そ
の
底
知
れ
な
い
テ
ク
ス

ト
の
迷
宮
か
ら
は
、
逃
げ
た
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直
い
え
ば
、
今
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で
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頼
も
、
最
初
は
断
ろ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
や

や
不
本
意
な
巡
り
合
わ
せ
を
経
て
、
私
は
こ
の
本

に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
私
は
、
一

人
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
、
こ
の
本
を

「
読
む
」。
テ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
カ
ー
と
し
て

真
正
面
か
ら
相
対
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
斜

め
か
ら
み
る
立
場
を
と
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
結

果
は
、
多
く
の
人
の
溜
息
を
誘
う
も
の
に
な
る
だ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
責
任
の
所
在
は
私
に
し

か
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
最
初
に
お
断
り
し
て
お

き
た
い
。

テ
ク
ス
ト
と
の
距
離

先
に
不
本
意
な
巡
り
合
わ
せ
と
記
し
た
。
最
初

の
巡
り
合
わ
せ
は
、
佐
藤
の
本
の
巧
妙
な
配
置
に

囚
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
柳
田
國
男
の
テ

ク
ス
ト
か
ら
、「
老
い
」
の
意
味
を
読
み
取
ろ
う

と
す
る
研
究
ノ
ー
ト
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
直
接
的

な
意
図
は
、
副
題
に
も
明
示
さ
れ
た
『
読
書
空
間

の
近
代
』
の
続
編
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
テ
ー
マ
は
、
私

の
直
近
の
経
験
を
鋭
角
に
抉
っ
た
。
本
を
捨
て
て

野
に
で
た
私
は
、
ほ
ぼ
二
五
年
間
、
祭
り
や
民
俗

芸
能
を
中
心
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て

き
た
。

私
に
と
っ
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
は
、
何

だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
も

参
与
観
察
を
専
ら
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
よ
り
正

確
に
は
、「
参
パ
ー
テ
ィ
シ
ペ
ー
シ
ョ
ン

与
」
に
重
き
を
お
い
て
い
た
と
言

う
べ
き
だ
ろ
う
。
私
は
、
自
ら
調
査
対
象
と
な
る

祭
り
に
参
加
し
た
。
地
元
の
人
々
と
共
に
御
神
酒

を
呷
り
、
準
備
作
業
を
手
伝
い
、
後
片
付
け
を

指
示
し
た
。
曳
山
を
引
き
、
神
輿
を
担
ぎ
、
獅

子
を
舞
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
四
半
世
紀
の
月
日
が

流
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
と
て
も
長
い
道
の
り
の

よ
う
で
も
あ
り
、
瞬
く
間
の
出
来
事
の
よ
う
で
も

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
だ
か
ら
、
言
え
る
こ
と
で

あ
る
。

気
が
つ
け
ば
私
に
は
、
も
う
若
衆
と
祭
り
を
続

け
る
体
力
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
夜
を
徹
し

て
語
り
合
う
こ
と
も
、
酔
い
つ
ぶ
れ
て
リ
バ
ー
ス

し
て
か
ら
、
飲
み
直
す
気
力
も
失
わ
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
調
査
を
い
つ
ま
で
も
続
け
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
調
査
に
区
切
り
を

つ
け
、
研
究
者
の
本
分
に
立
ち
か
え
る
頃
な
の
だ

ろ
う
。
そ
う
、
言
い
聞
か
せ
る
自
分
が
い
た
。
だ

か
ら
、
こ
の
本
が
「
老
い
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

こ
と
に
、
密
や
か
な
共
感
が
湧
き
で
る
こ
と
を
抑

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
私
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
自
ら
の
「
老
い
」
を
重
ね
て

い
た
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
柳
田
國
男
か
ら
「
老
い
」
の

積
極
的
な
意
味
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
困
難
を
覚

え
る
、
佐
藤
に
も
共
感
を
感
じ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。「「
老
い
」
の
救
済
を
論
じ
ら
れ
る
と
は

思
わ
な
い
」（
一
六
）
と
嘆
息
す
る
佐
藤
の
真
摯

な
眼
差
し
に
、
受
容
す
べ
き
「
老
い
」
へ
の
抗
い

の
痕
跡
を
み
て
い
た
と
も
い
え
る
。

蛇
足
だ
が
、
こ
の
か
な
り
早
い
時
期
に
記
さ

れ
、
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
「
老
い
」
の
テ

ク
ス
ト
の
重
層
性
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
実
際
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
柳
田
の
老
い
を
語
り
つ
つ
、

佐
藤
が
研
究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
邂
逅

し
た
知
の
先
達
た
ち
、
と
り
わ
け
、
鶴
見
俊
輔
へ

の
弔
辞
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
鶴
見

の
引
用
や
彼
の
思
い
出
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
言
葉

に
は
、
佐
藤
の
預
言
者
と
し
て
の
側
面
が
よ
く
表

れ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
た
る
所
以
だ
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ろ
う
が
、
彼
の
本
の
特
徴
が
、
あ
る
テ
ー
マ
や
方

法
の
も
と
に
異
な
る
位
相
、
異
な
る
時
空
が
か
け

あ
わ
さ
れ
、
響
き
合
う
、
知
の
共
鳴
作
用
に
あ
る

こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
う
や
っ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
迷
い
込
ん
だ
私

は
、
も
う
一
つ
の
邂
逅
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
そ
れ
は
、
こ
の
本
へ
と
私
を
誘
っ
た
導

き
手
に
と
っ
て
は
、
織
り
込
み
済
み
の
も
の
だ
ろ

う
。
著
者
で
あ
る
佐
藤
に
と
っ
て
は
「
発
見
」
で

さ
え
な
い
、
自
明
の
理
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
私

の
目
の
梁
を
、
彼
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
払
っ
て

く
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
柳
田
國
男
と
い
う

人
物
と
対
フ
ィ
ー
ル
ド

象
と
の
重
層
的
な
関
係
性
に
つ
い
て
の

描
写
に
他
な
ら
な
い
。
柳
田
が
「
郷
土
研
究
」
に

託
し
た
意
図
の
現
在
性
、
と
言
い
か
え
て
も
い

い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
全
て
に
私
自
身
が
同
意
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
位
置
づ
け

は
、
私
が
今
考
え
つ
つ
あ
る
「
民
俗
学
者
」
の
あ

り
よ
う
と
、
幾
つ
か
の
不
協
和
音
を
奏
で
な
が
ら

も
響
き
あ
っ
た
。
佐
藤
の
言
葉
に
従
え
ば
、「
方

法
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
運
動
」
と
し
て
の
柳

田
國
男
が
、
私
の
見
て
き
た
も
の
と
重
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
訳
で
、
私
は
『
柳
田
國
男
の

歴
史
社
会
学
│
続
・
読
書
空
間
の
近
代
』
と
向

か
い
あ
う
羽
目
に
な
っ
た
。

柳
田
國
男
と
い
う
テ
ク
ス
ト

本
書
は
、
柳
田
國
男
の
テ
ク
ス
ト
を
軸
と
し

な
が
ら
、
彼
が
構
想
し
た
「
民
俗
学
」
の
可
能

性
を
批
判
的
に
捉
え
な
お
し
て
い
く
。「
は
じ
め

に
」
に
続
く
一
章
の
「
テ
ク
ス
ト
空
間
の
再
編

成
」
は
、
柳
田
國
男
の
テ
ク
ス
ト
を
「
読
む
」
と

い
う
実
践
の
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
柳
田
の

「
初
の
全
集
」
の
編
纂
に
取
り
組
む
際
に
生
じ
た

課
題
と
、
渦
中
で
生
じ
た
問
題
と
、
新
た
に
像
を

結
び
つ
つ
あ
る
発
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
全
集
」

と
い
う
ア
ー
カ
イ
ブ
の
形
式
が
要
請
す
る
様
々
な

問
題
に
対
処
し
つ
つ
、
翻
っ
て
『
定
本
柳
田
國
男

集
』
が
創
り
あ
げ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
批
判

的
に
再
考
す
る
。
二
章
で
は
、『
遠
野
物
語
』
に

お
い
て
怪
異
の
陰
に
隠
れ
て
い
る
「
現
実
の
空
間

や
生
活
の
記
述
」（
一
二
五
）
の
可
能
性
が
、
三

章
で
は
「
写
真
」
を
め
ぐ
る
柳
田
國
男
の
重
層

的
な
視
座
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
四
章

は
「
歴
史
社
会
学
」
の
視
座
か
ら
、
柳
田
國
男
に

つ
い
て
の
や
や
性
急
で
偏
っ
た
評
価
が
丁
寧
に
払

拭
さ
れ
る
。
同
時
に
未
発
の
ま
ま
に
埋
も
れ
て
い

た
複
数
の
可
能
性
と
そ
れ
ら
を
「
読
む
」
た
め
の

視
座
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
本
の
要
と
捉
え
て
い

い
。
五
章
と
六
章
は
、
柳
田
國
男
と
い
う
存
在
自

体
を
脱
中
心
化
す
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
「
民

俗
学
史
」
の
可
能
性
が
試
行
さ
れ
て
い
る
。
折
々

の
論
争
や
あ
る
時
代
の
エ
ポ
ッ
ク
と
な
る
論
集
、

地
方
の
研
究
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
に
触
れ
な
が

ら
、「
年
表
」
に
収
ま
ら
な
い
学
史
の
可
能
性
が

探
求
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
各
章
ご
と
に
副
次
的
な
テ
ー
マ
が
張

り
巡
ら
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
複
数
の
章
を
横
断
し
つ

つ
、
そ
の
多
様
な
側
面
を
照
射
す
る
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
柳
田
國
男
に
お
け
る
「
郷

土
」
の
概
念
は
、
二
章
で
喚
起
さ
れ
、「
付
論
」

の
テ
ー
マ
と
し
て
よ
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な
さ

れ
、
四
章
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
二
章
で
示
さ
れ

た
柳
田
國
男
と
「
自
然
主
義
」
と
の
距
離
は
、
彼

の
テ
ク
ス
ト
論
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
、
農
政
官
僚

時
代
の
地
方
視
察
に
お
け
る
対
象
へ
の
眼
差
し
と

も
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
三

章
の
写
真
論
の
な
か
で
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
。
柳
田
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が
写
真
を
読
む
視
線
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
具
体

的
な
写
真
の
利
用
法
、
隠
喩
と
し
て
の
写
真
と
民

俗
学
の
方
法
論
が
、
相
互
に
反
響
し
合
い
な
が
ら

読
み
解
か
れ
て
い
く
。
ま
た
、
四
章
で
佐
藤
が
柳

田
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
出
し
た
「
歴
史
」
へ
の
ま

な
ざ
し
は
、
五
章
や
六
章
で
テ
ー
マ
化
さ
れ
る

「
学
史
」
と
し
て
の
歴
史
へ
と
接
続
さ
れ
る
。
特

に
こ
の
「
学
史
」
の
再
構
成
に
至
る
視
点
に
は
、

佐
藤
の
態
度
、
あ
る
い
は
方
法
が
如
実
に
現
れ
て

い
る
。
彼
は
、
柳
田
が
日
本
の
民
俗
や
歴
史
に
む

け
た
眼
差
し
を
、
再
帰
的
に
民
俗
学
自
体
の
歴
史

に
も
む
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
掘
削
し
た
時
に
貌
を
の
ぞ

か
せ
る
各
々
の
鉱
脈
は
、
思
い
の
外
、
深
く
、
広

い
。
到
底
、
限
ら
れ
た
原
稿
量
で
論
じ
尽
く
せ
る

も
の
で
は
な
い
。
不
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
イ
ン
ポ
ッ
シ
ブ
ル

可
能
な
企
て
で
あ
る
。
そ
こ

で
あ
え
て
以
下
で
は
、
た
だ
一
点
に
論
を
絞
っ
て

テ
ク
ス
ト
を
読
み
込
ん
で
み
た
い
。
そ
れ
は
「
柳

田
國
男
を
読
む
」
と
い
う
行
為
は
、
現
在
の
民
俗

学
に
、
さ
ら
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。

こ
の
問
い
か
け
は
、
あ
る
い
は
自
己
再
帰
的

で
あ
る
よ
り
自
己
完
結
的
か
も
し
れ
な
い
。
横
断

領
域
的
と
い
う
よ
り
は
領
域
従
属
的
か
も
し
れ
な

い
。
私
の
読
み
は
、
こ
の
豊
か
な
テ
ク
ス
ト
に
つ

い
て
の
一
つ
の
、
し
か
も
限マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
リ
ポ
ー
ト

定
さ
れ
た
読
み
に
す

ぎ
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
読
み
が
複
数
的
で
あ
る
こ

と
も
、
佐
藤
に
よ
る
柳
田
の
読
解
に
お
い
て
再
認

さ
れ
る
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

「
郷
土
」
と
歴
史
社
会
学

最
初
に
、
問
い
に
対
す
る
私
な
り
の
応
え
を
ま

と
め
て
お
こ
う
。
柳
田
を
読
む
と
い
う
行
為
の
意

義
と
は
、
そ
れ
が
現
在
の
民
俗
文
化
研
究
が
よ
う

や
く
た
ど
り
着
い
た
場
所
の
方
法
論
的
な
基
礎
と

な
り
う
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
り
わ
け
重
要

な
点
は
、
佐
藤
が
柳
田
か
ら
導
き
出
し
た
「
歴
史

社
会
学
」
と
し
て
の
可
能
性
で
あ
る
。
彼
は
そ
の

特
質
を
⑴
歴
史
遡
及
の
現
在
性
、
⑵
比
較
の
脱
領

域
性
、
⑶
自
己
再
帰
性
の
三
点
に
整
理
す
る
。
い

ず
れ
も
戦
後
の
日
本
民
俗
学
の
趨
勢
と
は
程
遠
い

ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。

ま
ず
彼
は
、
民
俗
学
が
求
め
る
「
歴
史
」
と

は
、
現
在
か
ら
の
遡
及
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え

る
。「
現
実
の
社
会
問
題
」（
二
三
〇
）
や
社
会
現

象
の
「
変
動
の
理
由
」
を
「
歴
史
的
・
社
会
的
な

関
係
性
の
変
容
」
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
目
指
さ

れ
る
。
次
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
「
比
較
」
の
視
座

と
方
法
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
佐
藤
が
捉

え
る
「
比
較
」
と
は
「
空
間
的
・
共
時
的
な
対
照

に
だ
け
か
ぎ
る
か
た
よ
っ
た
限
界
を
打
ち
や
ぶ

り
、
時
間
的
・
継
時
的
な
対
照
の
実
践
を
含
む
領

域
」（
二
三
三
）
だ
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
よ
う

な
眼
差
し
は
、
研
究
自
体
の
「
脱
領
域
化
」
を
促

し
、「「
学
際
性
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
、
境
界
横

断
の
特
質
が
生
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
」（
二
三
四
）

と
い
う
。
さ
ら
に
重
要
な
点
が
第
三
の
「
自
己
再

帰
性
」（
二
三
五
）
で
あ
る
。
研
究
者
は
探
究
す

べ
き
対
象
と
向
か
い
合
う
姿
勢
が
問
わ
れ
、
そ
の

動
機
の
所
在
が
研
究
の
専
門
性
に
遡
行
し
て
問
い

直
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
柳
田
國
男
を
読
み
直
す
研

究
者
は
、
い
か
な
る
視
点
と
方
法
論
の
も
と
に
、

ど
の
よ
う
な
目
的
と
意
図
と
可
能
性
を
も
っ
て
挑

む
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
方
法

に
か
か
わ
る
問
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
対
象
と

主
体
の
位
置
関
係
に
か
か
わ
る
問
い
」（
二
三
六
）

で
も
あ
る
。
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し
か
も
佐
藤
は
、
こ
の
三
つ
の
視
座
を
掲
げ

た
う
え
で
、「
歴
史
社
会
学
」
の
探
究
す
べ
き
世

界
を
、「
文
字
以
外
の
歴
史
」
へ
と
広
げ
て
い
く
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
文
字
＝
歴
史
学
、
声
＝
民
俗
学

と
い
っ
た
硬
直
し
た
二
分
法
を
踏
襲
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
何
よ
り
も
身
振
り
や
声
に
は
、「「
眼
前

の
事
実
」
と
い
う
意
味
で
の
「
現
在
性
」
を
有

し
て
い
る
」
と
佐
藤
は
語
る
。「
現
在
の
現
象
に
、

構
造
的
に
作
用
し
て
い
る
力
の
あ
り
よ
う
を
、
変

遷
と
し
て
、
あ
る
い
は
変
容
と
し
て
語
る
こ
と
が

で
き
た
時
、
わ
れ
わ
れ
は
「
歴
史
」
を
構
築
し
え

た
と
い
え
る
」（
三
六
一
）
の
で
あ
る
。

こ
の
拡
が
り
の
な
か
で
前
景
化
さ
れ
る
対

象
が
、「
郷
土
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

一
九
三
〇
年
代
に
展
開
し
た
「
郷
土
教
育
」
の
よ

う
に
地
域
を
特
化
し
、
と
も
す
れ
ば
お
国
自
慢
に

偏
す
る
よ
う
な
固
定
的
な
領
域
で
は
な
い
。
近

年
の
柳
田
批
判
に
連
な
る
定
型
と
し
て
、「
民
族
」

や
「
国
家
」
に
つ
い
て
の
本
質
主
義
的
な
主
張
と

同
じ
位
相
で
捉
え
る
議
論
か
ら
も
切
断
さ
れ
る
。

「
郷
土
」
と
は
、「
身
体
レ
ベ
ル
で
設
定
さ
れ
た
、

無
意
識
に
ま
で
根
ざ
す
主
体
性
」（
二
六
四
）
と

読
み
込
ま
れ
、
研
究
に
あ
た
っ
て
は
「
単
純
な
共

通
文
化
の
抽
出
で
は
な
く
、
比
較
や
批
判
の
共
有

な
し
に
は
た
ち
あ
が
ら
な
い
」（
二
七
三
）
も
の

と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
佐
藤
は
「
郷
土
研
究
の
特

質
」
を
「
担
う
主
体
に
わ
り
あ
て
ら
れ
た
実
践
」

（
二
五
六
）
か
ら
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
郷
土
」、
な
い
し
は
「
郷
土
研

究
」
が
、
柳
田
に
よ
る
構
想
の
域
を
で
て
い
な

い
、
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
想
像
さ

れ
る
「
担
う
主
体
」
と
は
、
都
市
の
知
識
人
を
超

え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
も
主
張
で
き
る
。
佐
藤

の
眼
差
し
の
圏
域
は
、
印
刷
資
本
主
義
に
促
さ
れ

た
雑
誌
（
謄
写
版
も
含
め
て
だ
が
）
や
そ
れ
ら
に

参
画
し
て
い
た
（
中
央
と
地
方
を
問
わ
な
い
と

は
い
え
）
研
究
者
や
知
識
人
の
テ
ク
ス
ト
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
試
み
が
柳
田
に
よ
っ
て

目
論
ま
れ
、
あ
る
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
の
な
か

で
人
的
な
資
源
が
動
員
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

連
結
し
あ
っ
た
事
実
も
ま
た
、
率
直
に
認
め
る
べ

き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
ま
で
佐
藤
が
見
出
し
た
柳
田
の
実
践
、
あ
る
い

は
「
郷
土
研
究
」
の
諸
相
は
、
現
在
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
行
う
者
に
と
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
視

座
と
な
っ
て
い
る
。

詳
細
を
説
明
す
る
遑
は
な
い
し
、
そ
の
必
要
も

な
い
く
ら
い
に
民
俗
学
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

一
方
で
は
、
過
疎
と
高
齢
化
に
歯
止
め
は
か
か
ら

ず
、
多
く
の
地
域
で
民
俗
文
化
は
お
ろ
か
、
地
域

社
会
そ
の
も
の
が
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
他

方
で
、
閉
塞
状
況
の
地
域
社
会
に
対
し
て
応
用
的

な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、
民
俗
学
や
歴
史
学
な
ど
の

知
見
を
表
層
的
に
流
用
し
な
が
ら
、「
地
域
」
や

「
文
化
」
の
「
振
興
」
を
謳
い
あ
げ
る
。
調
査
地

の
現
状
か
ら
も
学
問
の
要
請
か
ら
も
、
民
俗
学
は

取
り
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
民
俗
学
が
な
す
べ

き
こ
と
は
、
地
方
自
治
体
の
「
歴
史
」
記
述
に
甘

ん
じ
、
講
演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
権
威
を
か
ざ

す
こ
と
で
は
な
い
。
現
地
で
は
冷
徹
な
観
察
に
徹

し
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
学
会
と
い
う
空
疎
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
、
事
例
を
弄
ぶ
こ
と
で
も
な

い
。
そ
の
よ
う
な
作
業
で
「
民
俗
学
」
が
維
持
で

き
る
と
考
え
て
い
る
者
が
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
単
な
る
無
知
か
、
相
当
の
偽
善
者
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
実
践
は
、
様
々
な
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問
題
を
抱
え
つ
つ
、
現
に
今
を
生
き
て
い
る
人
た

ち
の
あ
り
方
と
、
彼
ら
の
こ
れ
か
ら
の
生
活
を
築

く
方
途
を
探
る
こ
と
な
し
に
あ
り
え
な
い
。
そ
の

た
め
に
我
々
は
、「
郷
土
」
に
あ
る
人
々
と
協
働

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑴
現
状
を
多
面
的
に
理

解
す
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
の
社
会
の
歩
み
を
遡
行

し
、
検
証
す
る
視
座
を
養
う
べ
き
で
あ
る
。
⑵

研
究
者
の
知
見
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
他
地
域
や
他

分
野
の
研
究
の
成
果
と
（
場
合
に
よ
っ
て
応
用
的

な
）
実
践
の
諸
相
を
整
理
し
、
分
析
し
、
共
有
し

て
い
く
必
要
も
あ
る
。
⑶
さ
ら
に
我
々
は
、
そ
の

よ
う
な
実
践
の
意
味
を
問
い
直
し
、
そ
の
試
み
と

課
題
と
成
果
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。

こ
の
よ
う
に
対
照
化
し
て
み
れ
ば
、
佐
藤
が

示
す
三
つ
の
視
座
は
、
今
日
の
民
俗
学
者
の
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
た
り
う
る
こ
と
が
わ
か
る
。
佐
藤
が

引
用
す
る
柳
田
の
言
葉
に
も
、
調
査
の
現
場
に
お

い
て
「
同
じ
レ
ベ
ル
に
立
っ
て
触
れ
る
と
い
う

趣
意
」（
二
五
〇
）
が
説
か
れ
、「
共
同
作
業
」
が

「
自
己
省
察
の
修
練
」
の
場
に
な
る
こ
と
さ
え
示

唆
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
、
現
在
の
民
俗
学

は
、
柳
田
國
男
が
構
想
し
、
そ
し
て
挫
折
し
た

「
郷
土
研
究
」
を
、
よ
う
や
く
実
践
で
き
る
立
場

に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
と
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
紹

介
す
る
「
共
同
作
業
」
と
は
あ
く
ま
で
研
究
者
間

に
お
け
る
「
協
働
」
で
あ
る
。
佐
藤
に
よ
る
「
郷

土
研
究
」
の
対
象
化
も
、
そ
れ
ら
を
共
有
す
る
の

は
、
研
究
を
推
進
す
る
側
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ

り
、
場
で
あ
り
、
実
践
に
と
ど
ま
る
。
佐
藤
自
身

も
「
郷
土
は
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
に
住
ま
う
読
者
の

実
践
の
な
か
に
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
」（
二
七
〇
）

と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、「
共
同
作
業
」
が
作
用
す
る
場
を
、

フ
ィ
ー
ル
ド
へ
と
拡
大
す
る
積
極
的
な
誤
読
も
、

必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
郷
土
」
を
批
判
的
に

と
ら
え
、
現
状
の
課
題
に
取
り
組
む
の
は
、「
同
郷

人
」
に
こ
そ
課
せ
ら
れ
た
テ
ー
マ
の
は
ず
で
あ
る
。

彼
ら
が
「
担
う
主
体
」
足
ら
ん
と
す
る
時
、
民
俗

学
者
は
自
ら
の
知
見
と
実
践
の
す
べ
て
を
か
け
て

「
共
同
作
業
」
を
お
こ
な
う
義
務
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
「
民
俗
学
と
い
う
学
問

が
何
を
願
っ
た
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
「
本
願
」」

（
二
七
四
）
を
描
き
だ
そ
う
と
す
る
佐
藤
の
視
線
と

も
違
う
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
書
で
佐
藤
自
身
が
明
確
に
は
応
え
な
か
っ

た
重
要
な
問
い
か
け
の
一
つ
が
、「
現
代
の
わ
れ

わ
れ
の
方
法
が
、
こ
の
よ
う
な
郷
土
研
究
の
基
準

を
み
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」（
二
七
三
）
で

あ
る
。
誤
読
を
引
き
受
け
た
う
え
で
の
一
人
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
回
答
は
、
こ
れ

ま
で
の
議
論
の
通
り
で
あ
る
。

民
俗
学
は
、
そ
の
発
祥
か
ら
し
て
屍
臭
の
漂

う
学
問
だ
と
三
島
由
紀
夫
は
語
っ
た
。
た
ぶ
ん
、

そ
れ
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
屍
臭
の
な
か
か

ら
、
幾
度
か
の
転
生
の
末
に
「
新
た
な
民
俗
学
」

が
産
声
を
あ
げ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
、
そ

の
声
は
未
発
の
ま
ま
に
死
産
さ
れ
て
い
く
の
か
。

し
か
し
、
確
か
な
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
も
う
、

次
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤
健
二
が
、

新
時
代
の
民
俗
文
化
研
究
の
預
言
者
で
あ
り
産

婆
な
の
か
、
滅
び
ゆ
く
学
問
の
予
言
者
で
あ
り

奪
衣
婆
な
の
か
は
、
ほ
ど
な
く
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。

 （
か
わ
む
ら
・
き
よ
し
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）


