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全
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︒

本
書
成
立
の
経
緯
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つ
い
て
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︑﹁
訳
者
あ
と
が
き
﹂
を
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さ
れ
た
い
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袁
本
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お
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お
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︑
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︒

︹

︺

訳
者
に
よ
る
補
足
箇
所
︒

︿

﹀

訳
者
に
よ
る
強
調
語
句
︒

﹇

﹈

原
文
の
ま
ま
︒
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者
の
注
釈
な
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に
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く
用
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ら
れ
て
い
る
︒

︽

︾
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冒
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文
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︒
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し
た
︒
た
だ
し
︑
原
文
で
は
フ
ラ
ン
ス
語

以
外
の
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は
原
則
と
し
て
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
強
調
と
み
な
さ
な
か
っ
た
︒

袁
註
番
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そ
れ
ぞ
れ
︑
原
註
を
﹁
＊
-
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＊
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訳
註
を
﹁︵
-
︶﹂﹁︵
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︶﹂
の
形
式
で
示
し
︑
註
本
文
は
巻
末

に
一
括
し
て
収
録
し
た
︒



日
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友
へ
の
手
紙＊
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親
愛
な
る
井
筒
教
授
︒

︵
⁝
︶私
た
ち
が
会
っ
た
と
き
︑
私
は
あ
な
た
に
﹁
脱
構
築
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
袂
袒
図
式
的
で
予
備
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が

袂
袒
い
く
つ
か
の
省
察
を
お
約
束
し
ま
し
た
︒
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
︑
要
す
る
に
︑
こ
の
語
を
日
本
語
に
訳
す
と
き
に
可
能
な
翻
訳

へ
の
予
備
考
察

プ

ロ

レ

ゴ

メ

ナ

で
し
た
︒
そ
の
た
め
に
少
な
く
と
も
︑
可﹅

能﹅

な
ら
ば
避
け
る
べ
き
意
味
も
し
く
は
含
意
の
否
定
的
な
規
定
を
試
み
る
こ
と

で
し
た
︒
し
た
が
っ
て
問
い
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
脱
構
築
で
な
い
も
の
と
は
何
な
の
か
︒
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
︑
脱
構
築

で
な
い
の
で
な﹅

け﹅

れ﹅

ば﹅

な﹅

ら﹅

な﹅

い﹅

も
の
と
は
何
な
の
か
︑
と
︒
私
は
こ
れ
ら
の
語︵﹁
可
能
﹂
と
﹁
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︶を
強
調
し
ま
す
︒

と
い
う
の
も
︑︹
脱
構
築
と
い
う
語
を
︺翻
訳
す
る
困
難
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
が︵
脱
構
築
の
問
い
は
︑
徹
頭
徹
尾
︑
翻
訳
の
問
い
そ﹅

の﹅

も﹅

の﹅

(�
)で
も
あ
り
︑
ま
た
も
ろ
も
ろ
の
概
念
か
ら
な
る
言
語
の
問
い
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
西
洋
﹂
形
而
上
学
の
概
念
コ
ー
パ
ス
の
問
い
そ
の
も

の
で
も
あ
り
ま
す
︶︑
し
か
し
﹁
脱
構
築
﹂
と
い
う
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
明ク
レ

確ー
ル

か
つ
一
義
的
な
な
ん
ら
か
の
意
味
に
十
全
に
適
合
し
て
い

る
な
ど
と
最
初
か
ら
信
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
で
は
素
朴
に
す
ぎ
ま
す
︒﹁
私
の
﹂
言
語︹
い
わ
ゆ
る
﹁
フ
ラ
ン
ス
語
﹂︺の
な
か
に
︑
す

で
に
翻
訳
の
薄
暗
い

ソ

ン

ブ

ル

問
題
が
存
在
し
て
い
ま
す
︒
こ
の
翻
訳
の
問
題
は
︑
こ
の︹
脱
構
築
と
い
う
︺語
の
も
と
︑
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
狙
う
こ

と
の
で
き
る
事
柄
と
︑
こ
の
語
の
慣
用
そ
の
も
の
や
こ
の
語
に
潜
在
す
る
資
源
と
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス

語
で
も
︑
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
移
れ
ば
事
態
が
変
わ
る
と
い
う
の
も
︑
す
で
に
明
白
な

ク

レ

ー

ル

こ
と
で
す
︒
さ
ら
に

ド
イ
ツ
語
︑
英
語
︑
と
り
わ
け
米
語
の
環
境
で
も
︑
同﹅

じ﹅

語
が
き
わ
め
て
異
な
る
含
意
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
情
動
的
・
感
受
的
な
価
値
に
す

で
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
︒
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
し
ょ
う
し
︑
他
の
と
こ
ろ
で
一
仕
事
に
値
す
る
で
し
ょ
う
︒

私
が
こ
の
語
を
選
ん
だ
の
は
︑
も
し
く
は
こ
の
語
が
私
に
課
さ
れ
た
の
は
︑﹃
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
﹄
の
な
か
で
だ
っ
た
と
思
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い
ま
す
︒
そ
の
と
き
私
は
︑
当
時
自
分
が
か
か
わ
っ
て
い
た
言
説
に
お
い
て
︑
か
く
も
中
心
的
な
役
割
を
ひ
と
が
こ
の
語
に
見
出
す
と
は

思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
な
か
ん
ず
く
私
が
望
ん
で
い
た
の
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
D
e
stru
k
tio
n︹
破
壊
︺も
し
く
は
A
b
b
a
u︹
解
体
︺と
い

う
語
を
私
の
意
図
へ
翻
訳
し
翻
案
す
る
こ
と
で
し
た
︒
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
二
つ
の
言
葉
が
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
意
味
し
て
い
た
の
は
︑

西
洋
存
在
論
も
し
く
は
西
洋
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
の
伝
統
的
な
構﹅

造﹅

な
い
し
建﹅

築﹅

に
か
か
わ
る
操
作
で
し
た
︒
け
れ
ど
も
フ
ラ
ン
ス

語
で
は
﹁
破
壊︹
d
e
stru
c
tio
n︺﹂
と
い
う
語
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
解
釈
も
し
く
は
私
が
提
案
し
て
い
た
タ
イ
プ
の
読
み
よ
り
も
︑
お
そ

ら
く
は
む
し
ろ
ニ
ー
チ
ェ
的
な
﹁
粉
砕
﹂
に
近
い
無
化
︑
否
定
的
還
元
と
い
う
含
意
が
あ
ま
り
に
際
立
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
こ
で
私
は
こ

の
﹁
破
壊
﹂
と
い
う
語
を
し
り
ぞ
け
た
の
で
す
︒
私
は
こ
の
﹁
脱
構
築
﹂
と
い
う
語︵
一
見
き
わ
め
て
自
然
と
思
わ
れ
る
仕
方
で
私
に
到

来
し
た
こ
の
語
︶が
︑
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
か
ど
う
か
︑
探
っ
て
み
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
︒
私
は
こ
の
語
を
﹃
リ
ト
レ
辞
典
﹄

の
な
か
に
見
つ
け
ま
し
た
︒
そ
こ
で
は
文
法
上
の
︑
言
語
学
上
の
︑
修
辞
学
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
射
程
が
﹁
機
械
的
な
﹂
射
程
に
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
結
び
つ
き
は
き
わ
め
て
幸
運
な︹
h
e
u
re
u
se︺も
の
で
︑
少
な
く
と
も
私
が
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
に
ぴ

っ
た
り︹
h
e
u
re
u
se
m
e
n
t

(�
)︺だ
と
思
わ
れ
ま
し
た
︒﹃
リ
ト
レ
辞
典
﹄
か
ら
い
く
つ
か
の
項
目
を
引
用
さ
せ
て
く
だ
さ
い
︒﹁
脱﹅

構﹅

築﹅

袂
袒
脱

構
築
す
る
行
為
︒
／
文
法
用
語
袂
袒
文
の
な
か
の
単
語
の
構
成︹
c
o
n
stru
c
tio
n︵
構
築
︶︺を
乱
す
こ
と
﹂︒﹁
脱
構
築
︑
俗
な
言
い
方
を
す
れ

ば
︑
構
築
に
つ
い
て
｣︵
ル
マ
ー
ル(�

)﹁
言
語
を
学
ぶ
方
法
﹂﹃
ラ
テ
ン
語
講
義
﹄
第
十
七
章
︶︒
脱﹅

構﹅

築﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

袂
袒
㈠
一
個
の
全
体
の
諸
部
分

を
ば
ら
ば
ら
に
す
る
こ
と
︒
ほ
か
の
場
所
へ
運
ぶ
た
め
に
機
械
を
脱
構
築
す
る
︒
㈡
文
法
用
語﹇
⁝
﹈詩
句
を
脱
構
築
す
る
こ
と
︑
す
な
わ

ち
詩
句
の
韻
律
を
取
り
除
い
て
散
文
に
似
た
も
の
に
す
る
こ
と
︒
／
絶
対
用
法︹
他
動
詞
が
目
的
語
な
し
で
独
立
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
︺
袂
袒

﹁
先
取
観
念
的
な
文
の
方
法
で
は
翻
訳
か
ら
始
め
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
そ
の
利
点
の
ひ
と
つ
は
脱
構
築
す
る
必
要
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と

で
あ
る
｣︵
ル
マ
ー
ル
︑
前
掲
書
︶︒
㈢
み
ず
か
ら
を
脱
構
築
す
る
こ
と﹇
⁝
﹈自
己
の
構
成
を
失
う
こ
と
︒﹁
現
代
の
博
学
の
証
言
に
よ
れ
ば
︑

不
動
の
東
洋
の
あ
る
国
で
は
︑
完
成
し
た
言
語
が
︑
単
な
る
変
化
と
い
う
人
間
精
神
に
自
然
な
法
に
よ
っ
て
︑
お
の
ず
と
み
ず
か
ら
を
脱

構
築
し
て
変
質
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｣︵
ヴ
ィ
ル
マ
ン(�

)﹃
ア
カ
デ
ミ
ー
辞
典
﹄
の
﹁
序
文

＊

�

﹂︶︒
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も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
こ
と
を
す
べ
て
日
本
語
に
翻
訳
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
︑
そ
れ
は
問
題
を
先
送
り
す
る
こ
と
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
︒
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
︑﹃
リ
ト
レ
辞
典
﹄
が
列
挙
し
た
意
味
の
す
べ
て
は
︑
私
が
﹁
言
わ
ん
と
し
て
い
た
﹂
こ

と
と
の
近
さ
か
ら
私
の
興
味
を
ひ
い
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
ら
の
意
味
は
︑
お
望
み
な
ら
こ
う
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
︑
隠
喩
的
な
仕

方
で
︑
い
く
つ
か
の
意
味
の
モ
デ
ル
や
意
味
の
区
画
に
し
か
か
か
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
脱
構
築
が
そ
の
も
っ
と
も
抜
本
的
な
野
心

に
お
い
て
狙
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
全
体
に
は
か
か
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
︒
脱
構
築
の
も
っ
と
も
抜
本
的
な
野
心
は
︑
言
語
学

的
‒
文
法
的
モ
デ
ル
に
も
︑
意
味
論
的
モ
デ
ル
に
も
︑
も
ち
ろ
ん
機
械
的
モ
デ
ル
に
も
制
限
さ
れ
ま
せ
ん
︒
こ
う
し
た
モ
デ
ル
そ
の
も
の

が
脱
構
築
の
問
題
提
起
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
︒
そ
し
て
間
違
い
な
い
こ
と
に
︑
そ
う
し
た
﹁
モ
デ
ル
﹂
こ
そ
が
︑
脱

構
築
と
い
う
概
念
お
よ
び
語
に
対
す
る
数
多
く
の
誤
解
の
源
に
あ
っ
た
も
の
で
す︵
ひ
と
は
脱
構
築
を
そ
う
し
た
誤
解
さ
れ
た
姿
に
還
元

し
よ
う
と
し
ま
し
た
︶︒

こ
れ
も
言
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
︑
こ
の︹
脱
構
築
と
い
う
︺語
が
フ
ラ
ン
ス
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
て
︑
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
︒
こ
の
語
は
い
わ
ば
再
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
使
用
価
値
は
︑
当
時
﹃
グ
ラ
マ
ト

ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
﹄
を
軸
に
し
て
︑﹃
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
﹄
か
ら
出
発
し
て
企
て
ら
れ
た
言
説
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
ま
し

た
︒
い
ま
私
が
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
こ
の
使
用
価
値
で
あ
っ
て
︑
一
切
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
上
の
戦
略
を
免
れ
︑
そ
の

彼
方
に
あ
る
よ
う
な
な
ん
ら
か
の
原
初
的
な
意
味
や
語
源
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

｢コ
ン
テ
ク
ス
ト
﹂
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
︒
当
時
は
﹁
構
造
主
義
﹂
が
支
配
的
で
し
た
︒﹁
脱
構
築
﹂
は
︑

こ
の
語
が
構﹅

造﹅

へ
の
あ
る
種
の
注
目
を
意
味
し
て
い
た
の
で
︑
こ
の
方
向
へ
向
か
う
も
の
の
よ
う
に
見
え
て
い
ま
し
た︵
構
造
そ
れ
自
体

は
︑
単
に
観
念
で
も
︑
形
式
で
も
︑
総
合
で
も
︑
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︶︒
脱
構
築
す
る
こ
と
︑
そ
れ
は
構
造
主
義
的
な
振
る
舞

い
で
も
あ
り
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
構
造
主
義
的
問
題
圏
の
あ
る
種
の
必
然
性
を
引
き
受
け
る
振
る
舞
い
で
し
た
︒
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
反
‒

構
造
主
義
的
な
振
る
舞
い
で
も
あ
っ
た
の
で
す
︒
袂
袒
脱
構
築
の
毀
誉
褒
貶
は
一
部
こ
の
曖
昧
さ
に
起
因
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
も
ろ
も
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ろ
の
構
造
を
解
体
し
︑
分
解
し
︑
脱
堆
積
化
す
る
こ
と
で
し
た︵
そ
の
と
き
脱
構
築
さ
れ
る
構
造
と
は
︑
言
語
学
的
︑﹁
ロ
ゴ
ス
中
心
的
﹂︑

﹁
音
声
中
心
的
﹂
袂
袒
当
時
︑
構
造
主
義
は
︑
と
り
わ
け
言
語
学
的
モ
デ
ル
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
と
も
言
わ
れ
た
︑
い
わ
ゆ
る
構
造
言
語
学

の
モ
デ
ル
に
支
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
袂
袒
︑
社
会
‒
制
度
的
︑
政
治
的
︑
文
化
的
︑
そ
し
て
と
り
わ
け
何
よ
り
も
ま
ず
哲
学
的
な
︑
そ
う

し
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
構
造
で
し
た
︶︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
と
く
に
合
衆
国
に
お
い
て
︑
脱
構
築
の
モ
チ
ー
フ
は
﹁
ポ
ス
ト
構
造
主
義
﹂
に

結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
す︵
こ
の
﹁
ポ
ス
ト
構
造
主
義
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
そ
れ
が
合
衆
国
か
ら
﹁
帰
国
す
る
﹂
と
き
以
外
を
除
け
ば
︑

フ
ラ
ン
ス
で
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
︶︒
で
す
が
︑
構
造
を
解
体
す
る
こ
と
︑
分
解
す
る
こ
と
︑
脱
堆
積
化
す
る
こ
と︵
こ
れ
は
あ
る
意
味

で
︑
そ
れ
が
問
い
の
渦
中
に
投
げ
込
む
﹁
構
造
主
義
﹂
の
運
動
よ
り
も
歴
史
的
な
運
動
で
す
︶は
︑
否
定
的
な
操
作
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
︒
破
壊
す
る
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
一
個
の
﹁
集
合
﹂
が
ど
の
よ
う
に
し
て
構
築
さ
れ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の

た
め
に
当
の
﹁
集
合
﹂
を
構
築
し
な
お
す
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
否
定
的
な
外
見
は
︑
そ
れ
が
こ
の
語
の
文
法

︵
d
é
-︶の
な
か
に
読
み
取
ら
れ
て
し
ま
う
だ
け
に
︑
な
か
な
か
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
い
ま
で
も
そ
う
で
す
︒
粉
砕
よ

り
も
む
し
ろ
系
譜
上
の
派
生
関
係
を
こ
の
外
見
は
示
唆
し
う
る
の
で
す
が
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
こ
の
語
で
十
分
だ
と
︑
少
な
く
と
も
こ
の
語

だ
け
で
十
分
だ
と
思
っ
た
こ
と
な
ど
私
に
は
一
度
も
な
く︵
で
も
︑
ど
ん
な
語
な
ら
ば
十
分
な
の
で
し
ょ
う
︶︑
そ
れ
は
い
つ
も
一
個
の
言

説
に
よ
っ
て
輪
郭
を
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
ま
た
こ
の
否
定
的
な
外
見
を
消
し
去
る
の
が
困
難
だ
と
い
う
二
つ
目
の
理
由

は
︑
脱
構
築
の
作
業
に
お
い
て
私
は
︑
い
ま
も
こ
こ
で
し
て
い
る
よ
う
に
︑
伝
統
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
概
念
に
頼
る
必
要
性
を

袂
袒
少
な
く
と
も
抹
消
線
の
下
で
袂
袒
再
肯
定
し
な
が
ら
も
︑
そ
の
哲
学
的
諸
概
念
を
た
え
ず
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
最
終
的
に
は

そ
れ
ら
の
概
念
を
遠
ざ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
︒
し
た
が
っ
て
性
急
に
こ
う
言
わ
れ
た
も
の
で
す
︒
こ
れ
は
一
種
の
否
定

神
学
だ
︑
と︵
こ
れ
は
真
で
も
偽
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
そ
の
議
論
は
こ
こ
で
は
お
い
て
お
き
ま
す＊

�

︶︒

い
ず
れ
に
せ
よ
見
た
目
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
脱
構
築
は
分﹅

析﹅

で
も
批﹅

判﹅

で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
翻
訳
は
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
分
析
で
は
な
い
と
い
う
そ
の
理
由
は
︑
と
く
に
︑
構
造
の
分
解
は
単﹅

一﹅

要﹅

素﹅

へ
と
︑
分﹅

解﹅

不﹅

可﹅

能﹅

な﹅

起﹅

源﹅

日本の友への手紙

5



へ
と
遡
行
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
す
︒
要
素
と
か
起
源
と
い
っ
た
価
値
は
︑
分
析
と
い
う
価
値
と
同
じ
く
︑
そ
れ
自
体
が
脱
構
築
に

従
わ
せ
ら
れ
る
哲
学
素
で
す
︒
ま
た
そ
れ
は
︑
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
︑
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
︑
批
判
で
も
あ

り
ま
せ
ん
︒
k
rin
e
in
も
し
く
は
k
risis︵
決
定
︑
選
択
︑
判
断
︑
識
別
︶の
審
級
は
そ
れ
自
体
︑
そ
も
そ
も
超
越
論
的
批
判
の
装
置
全
体
と

同
じ
よ
う
に
︑
脱
構
築
の
本
質
的
な
﹁
主
題
﹂
も
し
く
は
﹁
対
象
﹂
の
ひ
と
つ
で
す
︒

方﹅

法﹅

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
︒
脱
構
築
は
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
︑
方
法
に
変
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
︒

こ
の
方
法
と
い
う
語
に
お
い
て
︑
手
続
き
的
も
し
く
は
技
術
的
な
意
味
が
強
調
さ
れ
る
場
合
は
︑
と
く
に
そ
う
で
す
︒
あ
る
環
境︵
私
の

念
頭
に
あ
る
の
は
と
く
に
合
衆
国
の
こ
と
で
す
が
︑
彼
の
地
に
お
け
る
大
学
の
環
境
も
し
く
は
文
化
の
環
境
︶の
な
か
で
︑﹁
脱
構
築
﹂
と

い
う
語
そ
の
も
の
に
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
技
術
的
・
方
法
論
的
な
﹁
隠
喩
﹂
が
︑
ひ
と
を
誘
惑
し
え
た
︑
も
し
く

は
迷
わ
せ
え
た
と
い
う
こ
と
は
本
当
で
す
︒
こ
こ
か
ら
︑
こ
の
同
じ
環
境
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
論
争
が
生
じ
ま
す
︒
す
な
わ
ち
︑
脱
構

築
は
読
み
や
解
釈
の
方
法
論
と
な
り
う
る
の
か
︑
と
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
脱
構
築
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
制
度
に
よ
っ
て
再
固
有
化
さ
れ
︑

飼
い
馴
ら
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

脱
構
築
は
︑
な
ん
ら
か
の
方
法
論
上
の
道
具
︑
す
な
わ
ち
諸
規
則
や
移
転
可
能
な
手
法
の
集
合
に
還
元
さ
れ
え
な
い
と
言
う
だ
け
で
は

十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
脱
構
築
の
個
々
の
﹁
出
来
事
﹂
は
単
独
的
に
と
ど
ま
る
と
か
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
固
有
語
法
や
署
名
の
よ
う
な
何

か
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
に
と
ど
ま
る
と
か
︑
そ
の
よ
う
に
言
う
だ
け
で
は
十
分
で
あ
り
ま
せ
ん
︒
脱
構
築
は
行﹅

為﹅

も
し
く
は
操﹅

作﹅

で
さ

え
な
い
︑
と
は
っ
き
り
言
う
必
要
も
あ
る
で
し
ょ
う
︒
脱
構
築
の
な
か
に
は
な
に
か
﹁
受
動
的
﹂
も
し
く
は
﹁
受
け
身
的
﹂
な
も
の
が
あ

る
か
ら
と
い
う
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん︵
ブ
ラ
ン
シ
ョ
な
ら
ば
︑
受
動
性
以
上
に
受
動
的
な
も
の
︑
能
動
性
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
か
ぎ

り
で
の
受
動
性
以
上
に
受
動
的
な
も
の
︑
と
言
う
で
し
ょ
う
︶︒
ま
た
脱
構
築
は
︑
そ
れ
を
主
導
す
る
主﹅

体﹅

︑
す
な
わ
ち
脱
構
築
を
な
ん

ら
か
の
対
象
や
テ
ク
ス
ト
や
主
題
と
い
っ
た
も
の
に
適
用
す
る
よ
う
な
主﹅

体﹅

︵
個
人
的
な
も
の
で
あ
れ
集
団
的
な
も
の
で
あ
れ
︶に
帰
着
し

な
い
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
脱
構
築
は
起
き
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
主
体
に
よ
る︵
さ
ら
に
は
近
代
性
に
よ
る
︶熟
慮
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や
意
識
や
組
織
化
を
待
つ
こ
と
の
な
い
出
来
事
な
の
で
す
︒
そ﹅

れ﹅

は﹅

自﹅

己﹅

を﹅

脱﹅

構﹅

築﹅

す﹅

る﹅

の
で
す
︒︿
そ﹅

れ﹅

︹
ç
a︺﹀は
こ
こ
で
は
︑
な
に
か

自
我
論
的
な
主
体
性
に
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
非
人
称
的
な
事
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ﹅

れ﹅

は﹅

脱﹅

構﹅

築﹅

の﹅

う﹅

ち﹅

に﹅

存﹅

在﹅

す﹅

る﹅

の
で
す︵
リ
ト

レ
は
﹁
み
ず
か
ら
を
脱
構
築
す
る
こ
と
⁝
⁝
自
己
の
構
成
を
失
う
こ
と
﹂
と
言
っ
て
い
ま
し
た
︶︒
そ
し
て
﹁
み
ず
か
ら
を
脱
構
築
す
る

こ
と
﹂
の
﹁
み
ず
か
ら
﹂
と
い
う
の
は
︑
自
我
も
し
く
は
意
識
の
反
省
性
＝
再
帰
性
の
こ
と
で
は
な
く
︑
ま
さ
に
謎
の
全
体
を
担
っ
て
い

ま
す
︒
親
愛
な
る
友
よ
︑
翻
訳
を
助
け
る
た
め
に
ひ
と
つ
の
語
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
︑
私
は
困
難
さ
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
し
か
し
て
い

な
い
と
気
づ
い
て
い
ま
す
︒
不
可
能
な
﹁
翻
訳
者
の
使
命
｣︵
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
︶︑
こ
れ
も
ま
た
﹁
脱
構
築
﹂
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
で
す
︒

そ
れ︹
ç
a︺が
場
を
も
つ
ど
こ
で
で
も
︑
何
か
が
存
在
す
る
ど
こ
で
で
も
︑
脱
構
築
は
起
こ
り
え
ま
す︵
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
意
味
や
テ
ク

ス
ト
袂
袒
こ
の
語
の
普
通
の
︑
書
物
と
い
う
意
味
で
の
テ
ク
ス
ト
袂
袒
に
か
ぎ
り
ま
せ
ん
︶︒
し
か
し
な
が
ら
︑
今
日
わ
れ
わ
れ
の
世
界

で
︑﹁
現
代
﹂
に
お
い
て
何
が
起
き
て
い
る
の
か
︑
脱
構
築
が
そ
の
言
葉
︑
特
権
的
な
主
題
︑
可
動
的
な
戦
略
な
ど
と
と
も
に
一
個
の
モ

チ
ー
フ
に
な
る
と
き
に
︑
何
が
起
き
て
い
る
の
か
︑
こ
れ
を
思
考
す
る
作
業
が
残
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
問
い
に
対
す
る
単
純
で
形
式
化
可

能
な
答
え
を
私
は
も
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
私
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
︑
こ
の
途
方
も
な
い
問
い
と
の
対
決
的
説
明
の
試
み
で
す
︒
私
の
試
み
は

解
釈
の
企
て
で
あ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
︑
こ
の
問
い
の
さ
さ
や
か
な
症
候
で
す
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
図
式
に
従
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
脱
構

築
内
存
在(�

)袂
袒
他
の
﹁
時
代
﹂
の
な
か
に
現
れ
た
り
隠
れ
た
り
し
た
か
も
し
れ
な
い
脱
構
築
内
存
在
袂
袒
の
一
﹁
時
代
﹂
の
な
か
に
存
在

す
る
の
だ
な
ど
と
︑
だ
い
そ
れ
た
こ
と
を
言
う
の
も
や
め
ま
し
ょ
う
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
時
代
﹂
の
思
考
︑
と
り
わ
け
存
在
の
運
命
の
結
集

や
そ
の
行
先
の
統
一
性
や
そ
の
配
剤︵
S
c
h
ic
k
e
n
,
G
e
sc
h
ic
k︶と
い
っ
た
思
考
は
︑
な
ん
ら
か
の
保
証
を
決
し
て
生
み
出
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
︒

き
わ
め
て
図
式
的
に
言
え
ば
︑
こ
う
い
う
こ
と
で
す
︒﹁
脱
構
築
﹂
と
い
う
語
を
定﹅

義﹅

す﹅

る﹅

こ
と
の
難
し
さ
︑
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ

を
翻﹅

訳﹅

す﹅

る﹅

こ
と
の
難
し
さ
は
︑
一
瞬
そ
う
し
た
定
義
や
翻
訳
に
使
え
る
よ
う
に
見
え
る
述
語
や
定
義
用
の
概
念
や
語
彙
上
の
意
味
や
︑

さ
ら
に
は
統
辞
上
の
分
節
と
い
っ
た
も
の
が
す
べ
て
︑
直
接
的
に
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
︑
そ
れ
ら
も
ま
た
脱
構
築
の
対
象
で
あ
り
︑
脱
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構
築
可
能
な
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
点
に
起
因
す
る
の
で
す
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
︑
一
切
の
語
に
つ
い
て
と
同
様
に
︑
脱
構
築
と
い
う

語﹅

に
つ
い
て
も
︑
そ
の
統
一
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
︑
あ
て
は
ま
り
ま
す
︒﹃
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
﹄
は
﹁
語
﹂
の
統
一
性
を

問
題
視
し
︑
ま
た
一
般
に
﹁
語
﹂
に
認
め
ら
れ
て
い
る
袂
袒
と
り
わ
け
︑
そ
の
名﹅

詞﹅

と
い
う
形
式
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
袂
袒
す
べ

て
の
特
権
を
問
題
視
し
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
﹁
思
考
﹂
の
た
め
に
は
語
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
︑
こ
の
語
の
無
能
力
を
代
補
で
き
る
の
は

も
っ
ぱ
ら
一
個
の
言
説
の
み
︑
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
︑
一
個
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
み
な
の
で
す
︒﹁
脱
構
築
は
Ｘ
で
あ
る
﹂
と
か

﹁
脱
構
築
は
Ｘ
で
は
な
い
﹂
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
あ
ら
ゆ
る
文
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
妥
当
性
を
欠
い
て
お
り
︑
少
な
く
と
も
間
違
っ
て
い

る
と
言
い
ま
し
ょ
う
︒
あ
な
た
も
ご
承
知
の
と
お
り
︑
も
ろ
も
ろ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
﹁
脱
構
築
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
最
重
要
の
賭

金
の
ひ
と
つ
は
︑
ま
さ
し
く
存
在
‒
論
の
限
界
画
定
で
あ
り
︑
何
よ
り
も
ま
ず
︑
Ｓ
は
Ｐ
で﹅

あ﹅

る﹅

と
い
う
直
説
法
現
在
形
三
人
称
の
限
界

画
定
な
の
で
す
︒

｢脱
構
築
﹂
と
い
う
語
も
︑
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
語
と
同
じ
く
︑
あ
り
う
る
置
き
換
え
の
連
鎖
の
な
か
へ
の
記
入
か
ら
し
か
︑
す
な
わ

ち
ひ
と
が
平
然
と
﹁
コ
ン
テ
ク
ス
ト
﹂
と
呼
ぶ
も
の
の
な
か
へ
の
記
入
か
ら
し
か
︑
み
ず
か
ら
の
価
値
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒

私
に
と
っ
て
︑
私
が
書
こ
う
と
企
て
た
︑
そ
し
て
い
ま
も
企
て
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
︑
脱
構
築
と
い
う
語
が
関
心
を
ひ
く
と
し
た
ら
︑

そ
れ
は
あ
る
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
︑
す
な
わ
ち
脱
構
築
と
い
う
語
が
他
の
数
多
く
の
語
袂
袒
た
と
え
ば
﹁
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂﹁
痕
跡
﹂﹁
差
延
﹂﹁
代
補
﹂﹁
婚
姻
＝
処
女
膜
﹂﹁
パ
ル
マ
コ
ン
﹂﹁
余
白
﹂﹁
切
り
込
み
﹂﹁
パ
レ
ル
ゴ
ン
﹂
等
々
袂
袒
を

取
り
換
え
た
り
︑
ま
た
そ
れ
ら
の
語
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
よ
う
な
︑
そ
う
し
た
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
お
い

て
の
み
で
す
︒
こ
う
し
た
取
り
換
え
可
能
な
言
葉
の
リ
ス
ト
は
︑
定
義
上
︑
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
私
が
引
用
し
た
の
は
名
詞
た

ち
だ
け
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
り
︑
あ
く
ま
で
も
節
約
の
た
め
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
事
実
さ
ま
ざ
ま
な
文
を
引
用
す
べ
き
だ
っ

た
し
︑
ま
た
い
く
つ
か
の
私
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
名
詞
を
限
定
し
て
い
る
文
の
連
鎖
を
引
用
す
べ
き
だ
っ
た
で
し
ょ
う
︒

脱
構
築
が
そ
れ
で
は
な
い
も
の
︑
で
す
か
？

す
べ
て
で
す
！
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脱
構
築
と
は
何
か
︑
で
す
か
？

な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
！

以
上
の
す
べ
て
の
理
由
か
ら
︑
私
は
そ
れ
が
適﹅

切﹅

な﹅

語﹅

で
あ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
︒
と
り
わ
け
︑
見
事
な
語
と
は
言
え
な
い
︒
た
し
か

に
︑
し
っ
か
り
と
限
定
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
は
︑
な
に
か
の
役
に
立
つ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
本
質
的
な
不
完
全
さ
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
一
連
の
あ
り
う
る
置
き
換
え
の
な
か
で
こ
の
語
が
特
に
重
視
さ
れ
た
理
由
を
知
る
に
は
︑
こ
の
﹁
し
っ
か
り
と
限
定
さ
れ
た
状

況
﹂
と
い
う
も
の
を
分
析
し
︑
脱
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
困
難
な
作
業
で
あ
り
︑
こ
こ
は
そ
れ
を
す
る
場
所
で
は
な

い
で
し
ょ
う
︒

結
論
を
急
ぐ
た
め
に︵
す
で
に
こ
の
手
紙
は
長
く
な
り
す
ぎ
て
い
ま
す
か
ら
︶︑
も
う
一
言
︒
私
は
翻
訳
が
も
と
の
言
語
や
テ
ク
ス
ト
に

対
し
て
副
次
的
で
派
生
的
な
出
来
事
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
︒
た
っ
た
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
脱
構
築
﹂
も
置
き
換
え
の
連
鎖
の
な
か
で

本
質
的
に
取
り
換
え
可
能
な
語
で
す
︒
こ
の
取
り
換
え
は
一
個
の
言
語
か
ら
他
の
言
語
へ
と
移
る
と
き
に
も
起
こ
り
え
ま
す
︒﹁
脱
構
築
｣

︵
な
る
も
の
︶に
と
っ
て
の
チ
ャ
ン
ス
︑
そ
れ
は
︑
同
じ
事
柄︵
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
他
で
あ
る
も
の
︶を
言
う
た
め
に
︑
脱
構
築
に
つ
い
て

語
り
脱
構
築
を
他﹅

の﹅

場﹅

所﹅

へ﹅

連﹅

れ﹅

出﹅

す﹅

た
め
に
︑
脱
構
築
を
書
き
転﹅

写﹅

す﹅

る﹅

た
め
に
︑
他
の
語︵
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
他
で
あ
る
語
︶が
日

本
語
で
見﹅

つ﹅

け﹅

出﹅

さ﹅

れ﹅

︑
発﹅

明﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

こ
と
で
し
ょ
う
︒
は
る
か
に
見
事
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︑
あ
る
語
の
な
か
に
︒

他
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
︑
は
る
か
に
見
事
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
こ
と
を
語
る
と
き
︑
も
ち
ろ
ん
私
は
翻

訳
を
詩
の
危
険
お
よ
び
チ
ャ
ン
ス
と
解
し
て
い
ま
す
︒﹁
詩
｣︹
と
い
う
語
︺を
︑
一
個
の
﹁
詩
﹂
を
︑
い
か
に
翻
訳
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
︒

﹇
⁝
﹈親
愛
な
る
井
筒
教
授
︑
私
の
感
謝
と
心
か
ら
の
友
情
を
信
じ
て
く
だ
さ
い
︒
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