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は
じ
め
に

本
書
は
、
人
文
学
を
学
び
た
い
、
あ
る
い
は
人
文
学
に
つ
い
て
知
り
た
い
、
と
い
う
方
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
文
学
は
な
ぜ
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？

一
言
で
答
え
る
な
ら
、
真
理

0

0

で
は
な
く
意
味

0

0

を
追
求
す
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
人
生
に
真
理
は
な
く
、
た
だ
意
味
だ
け
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
。

真
理
と
意
味

真
理
と
い
う
の
は
、
不
変
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
で
も
、
通
用
す
る
の
が
真
理

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
は
つ
ね
に
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
え
ず
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。



はじめに　  8

他
方
、
意
味
と
い
う
の
は
多
様
で
す
。
同
じ
物
事
が
異
な
る
複
数
の
意
味
を
持
ち
え
ま
す
。
た
と
え
ば
第
二
次
世
界

大
戦
が
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
非
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
人
類

史
上
最
悪
と
言
え
る
ほ
ど
で
す
。
し
か
し
、
国
家
機
構
や
法
制
度
の
見
直
し
、
人
権
に
関
す
る
新
た
な
意
識
、
植
民
地

主
義
や
戦
争
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
な
ど
、
そ
れ
ま
で
放
置
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
、
後
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な

意
味
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
も
た
し
か
で
し
ょ
う
（
だ
か
ら
と
い
っ
て
戦
争
を
正
当
化
で
き
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
あ

り
ま
せ
ん
）。
同
様
に
、
当
時
の
若
者
に
目
標
と
し
て
教
え
込
ま
れ
た
「
お
国
の
た
め
に
死
ぬ
」
と
い
う
発
想
が
、
今

日
で
は
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
意
味
の
多
様
性
を
示
す
事
柄
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
意
味

0

0

に
は
少
な
く
と
も
良
い
意
味
と
悪
い
意
味
が
あ
る
―
―
そ
し
て
そ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
無
限

に
あ
る
―
―
わ
け
で
す
が
、
真
理

0

0

は
良
く
も
悪
く
も
な
く
、
ど
こ
の
国
の
い
か
な
る
立
場
の
人
に
と
っ
て
も
、
た
だ
一

つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

と
は
い
え
、
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
不
変
の
真
理
と
い
う
の
も
、
も
ち
ろ
ん
不
可
欠
で
す
。
核
爆
弾
の
構
造
は
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
、
こ
れ
と
原
子
力
発
電
は
ど
う
違
う
の
か
。
人
口
に
比
し
て
電
力
は
ど
れ
く
ら
い
必
要
で
、
原
子
炉

に
は
ど
れ
ほ
ど
の
耐
用
期
間
が
あ
る
の
か
。
放
射
性
廃
棄
物
と
は
何
か
、
ほ
か
の
有
害
で
な
い
発
電
方
法
は
な
い
の
か
。

こ
う
し
た
問
い
に
は
確
定
可
能
な
「
正
解
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
正
解
」
こ
そ
が
真
理
で
す
。
そ
し
て
唯
一
の
正
解
、

変
わ
る
こ
と
の
な
い
真
理
を
追
究
す
る
の
は
、
自
然
科
学
の
役
割
で
す
（
つ
い
で
な
が
ら
「
正
解
」
に
基
づ
か
な
い
政

策
は
、
す
べ
て
非
科
学
的
で
す
）。

自
然
科
学
の
対
象
は
、
自
然

0

0

で
す
。
近
代
科
学
が
発
達
す
る
以
前
、
自
然
を
対
象
と
す
る
学
問
は
自
然
学
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
自
然
はphusis

、
英
語
のphysics

の
語
源
で
す
。physics

は
物
理
学
と
訳
さ
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れ
ま
す
が
、
物
理
学
の
「
物
」
と
は
自
然
物
、
自
然
界
の
「
物
」
を
指
し
ま
す
。
そ
う
し
た
「
物
」
の
「
理
」、
つ
ま

り
真
理
を
探
究
す
る
の
が
、
も
と
も
と
自
然
学
だ
っ
た
物
理
学
で
す
。
知
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
対
象
と
な
る
自
然
物
も

ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
た
た
め
、
自
然
学
も
そ
れ
に
応
じ
て
物
理
学
や
化
学
や
生
物
学
な
ど
に
分
か
れ
て
展
開
し
て

い
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
今
日
「
理
系
」
と
総
称
さ
れ
る
こ
れ
ら
自
然
科
学
の
諸
分
野
は
、
基
本
的
に
は
自
然
を

対
象
と
し
、
真
理
を
追
究
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
人
間

0

0

を
対
象
と
し
、
意
味
を
追
求
す
る
人
文
学
と
の
違
い
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
人
間
を
自
然

界
の
「
物
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
（
人
体
を
「
物
」
の
よ
う
に
み
な
す
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
そ
れ

に
よ
っ
て
発
達
し
た
の
は
自
然
科
学
の
一
部
と
し
て
の
医
学
で
す
）、
人
文
学
は
も
っ
ぱ
ら
唯
一
の
真
理
を
目
指
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

前
提
さ
れ
た
対
象

と
こ
ろ
で
、「
文
系
」
と
総
称
さ
れ
る
学
問
分
野
に
は
、
社
会
科
学
と
呼
ば
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
あ
り
ま
す
。
法
学

や
経
済
学
や
社
会
学
が
こ
れ
に
含
ま
れ
ま
す
。
社
会
科
学
の
対
象
は
、
も
ち
ろ
ん
社
会
で
す
。
対
象
と
は
前
提

0

0

で
も
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
法
学
に
と
っ
て
の
憲
法
や
法
律
、
経
済
学
に
と
っ
て
の
貨
幣
経
済
や
資
本
主
義
、
社
会
学
に
と
っ

て
の
具
体
的
な
人
間
集
団
や
人
間
社
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
前
提
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
前

提
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
み
ず
か
ら
の
対
象
と
し
て
措
定
し
た
上
で
、
研
究
を
進
め
る
の
が
科
学
で
す
。
こ
の
点
で
は
、

自
然
科
学
も
社
会
科
学
も
同
じ
で
す
（
後
述
の
よ
う
に
、
人
文
学
も
そ
う
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。
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こ
う
し
た
科
学
的
所
作
の
難
点
は
、
対
象
と
し
た
前
提
の
存
在
そ
の
も
の
を
疑
い
に
く
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

点
に
あ
り
ま
す
。
太
陽
が

地
球
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
地
球
が
太
陽
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
す
で
に
自
然
科
学

的
な
問
い
で
す
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
太
陽
が
な
か
っ
た
ら
と
考
え
る
と
し
た
ら
、
別
の
道
を
歩
み
始
め
る
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
。「
も
し
太
陽
が
な
か
っ
た
ら
」
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
、
自
然
科
学
の
通
常
の
道
程
を
超
え
出
て
い

ま
す
。
同
様
に
、
今
あ
る
憲
法
や
法
律
、
現
行
の
貨
幣
経
済
や
資
本
主
義
、
既
存
の
人
間
集
団
や
人
間
社
会
な
ど
に
つ

い
て
、
そ
の
存
立
を
根
本
か
ら
疑
う
法
学
者
や
経
済
学
者
や
社
会
学
者
は
、
一
般
的
な
社
会
科
学
的
考
察
か
ら
は
外
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
え
て
そ
う
す
る
学
者
が
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
勇
気
や
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
自
然
科
学

的
で
も
社
会
科
学
的
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
科
学
が
尽
き
る
と
こ
ろ
で
人
文
学
が
始
ま
る
、
と
。

自
然
や
社
会
と
い
っ
た
眼
の
前
に
あ
る
対
象
を
、
そ
の
ま
ま
自
明
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
な
く
な
る
と
き
、
人
文
学

が
始
ま
る
。
自
然
の
事
物
や
社
会
制
度
を
い
わ
ば
斜
め
か
ら
眺
め
、
前
提
と
な
る
対
象
の
所
与
性
自
体
に
疑
い
を
抱
く

と
き
、
人
文
学
が
始
ま
る
。「
我
思
う
故
に
我
在
り
」
さ
え
懐
疑
的
に
捉
え
、
人
間
存
在
の
真
理
と
い
う
よ
り
、
そ
の

意
味
を
考
え
る
と
き
、
本
当
の
人
文
学
が
始
ま
る
、
と
。

か
じ
る
こ
と

本
書
は
、
人
文
学
の
レ
ッ
ス
ン
で
す
。

目
次
に
あ
る
通
り
、
第
一
部
は
文
学
、
第
二
部
は
芸
術
、
第
三
部
は
歴
史
に
割
か
れ
て
い
ま
す
。
各
部
が
ど
の
よ
う
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な
観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
初
の
頁
―
―
扉
裏
―
―
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
今

こ
こ
で
は
、
な
ぜ
文
学
、
芸
術
、
歴
史
な
の
か
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

ま
ず
も
っ
て
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
は
完
璧
に
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
文
学
、
芸
術
、
歴
史
と
い
う
の
は
、
絶
対
的
な
区
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
相
互
に
絡
み

合
っ
て
い
ま
す
。
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
は
対
象
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
仕
方
で
文
学
、
芸
術
、

歴
史
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
文
学
、
芸
術
、
歴
史
だ
け
で
、
人
文
学
そ
の
も
の

0

0

0

0

を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
ほ
か
に
も
分
野
が
あ
る

―
―
哲
学
、
宗
教
、
倫
理
な
ど
が
あ
る
―
―
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
人
文
学
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
は
誰
に
も
で

き
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
音
楽
そ
の
も
の
を
聴
く
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
す
。
つ
ま
り

耳
に
で
き
る
の
は
バ
ッ
ハ
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
個
々
の
曲
だ
け
で
、
ど
れ
ほ
ど
聴
い
て
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
そ
の
も

の
を
聴
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
（
も
ち
ろ
ん
ロ
ッ
ク
や
ジ
ャ
ズ
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
）。

こ
う
し
た
場
合
、
逆
に
で
き
る
の
は
、
か
じ
る

0

0

0

こ
と
で
す
。
す
べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
か
じ
る

こ
と
で
重
要
な
何
か
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
を
、
ま
さ
に
「
か
じ
る
」
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の

場
合
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
そ
の
も
の
に
及
ば
な
い
の
は
当
然
で
す
が
、
そ
れ
で
も
フ
ラ
ン
ス
料
理
に
と
っ
て
非
常
に
大
切

な
何
か
―
―
そ
れ
な
し
で
は
フ
ラ
ン
ス
料
理
が
成
立
し
な
い
基
礎
中
の
基
礎
―
―
を
味
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。

同
様
に
、
文
学
、
芸
術
、
歴
史
を
か
じ
る
こ
と
で
、
人
文
学
の
根
幹
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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「
開
か
れ
」
に
つ
い
て

な
ぜ
な
ら
、
文
学
、
芸
術
、
歴
史
は
、
人
文
学
の
い
わ
ば
代
表
曲
で
あ
り
、
代
表
料
理
だ
か
ら
で
す
。「
も
し
太
陽

が
な
か
っ
た
ら
」
と
い
う
仮
定
が
、
自
然
科
学
の
通
常
の
道
程
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
ま
し
た
。
前
提
と
な
っ

て
い
る
対
象
の
存
在
を
疑
い
、
目
の
前
に
あ
る
客
観
的
な
事
実
と
は
異
な
る
仮
定
を
試
み
た
先
に
あ
る
の
は
、
一
種
の

虚
構
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
現
に
あ
る
の
と
は
別
の
世
界
が
、
そ
こ
に
は
広
が
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
う
し
た
虚

構
な
い
し
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
許
容
す
る
制
度
こ
そ
、
文
学
で
あ
り
芸
術
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
文
学
も
ま
た
芸
術
の
一

部
で
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
ぱ
ら
言
葉
を
使
用
す
る
点
で
、
絵
画
や
音
楽
か
ら
は
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆
に
、

演
劇
や
芝
居
な
ど
、
言
葉
を
多
く
使
用
す
る
芸
術
は
、
そ
れ
だ
け
文
学
に
近
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
書
で
は
、
こ
う

し
た
多
様
性
を
味
わ
い
な
が
ら
、
両
方
を
か
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
0

と
は
い
え
、
文
学
や
芸
術
の
意
義
は
、
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
目
の
前
の

世
界
と
は
異
な
る
別
の
世
界
を
開
示
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
世
界
を
別
の
光
の
も
と
で
見
え
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
す
。
文
学
や
芸
術
は
娯
楽
と
か
余
興
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
も
し
文

学
や
芸
術
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
？　

一
部
の
人
々
に
と
っ
て
趣
味
の
世
界
が
失
わ
れ
る
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
現
実
世
界
を
捉
え
直
す
機
会
が
ま
る
ご
と
失
わ
れ
る
の
で
す
。
全
体

主
義
的
な
政
治
が
文
学
や
芸
術
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
理
由
も
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
支
配
者
に
と
っ
て
は
、
現
実
世

界
に
疑
い
を
差
し
挟
む
人
々
が
い
な
い
方
が
好
都
合
だ
か
ら
で
す
。
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同
様
に
、
全
体
主
義
的
な
政
治
は
、
歴
史
も
嫌
い
ま
す
。
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
の
都
合
に
あ
わ
せ
て
改
竄
し
、
修
正

し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
改
竄
さ
れ
修
正
さ
れ
た
歴
史
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
正
確
な
事
実

に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
点
で
、
歴
史
学
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
文
学
や
芸
術
に
お
け
る
の
と
は
逆
に
、

科
学
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
近
づ
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ね
に
不
変
で
同
一
の
事
実
―
―
つ
ま
り
真
実

0

0

―
―
を
確
定

す
る
こ
と
が
、
最
初
の
仕
事
に
な
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
個
々
の
事
実
そ
の
も
の
は
、
ま
だ
歴
史
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ろ
も
ろ
の
事
実
を
時
系
列
に
沿
っ
て
報
告

す
る
だ
け
な
ら
、
ど
れ
ほ
ど
正
確
で
あ
ろ
う
と
も
、
単
な
る
事
実
確
認
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
事
実
と

事
実
の
あ
い
だ
の
関
係
を
考
察
し
、
複
数
の
事
実
か
ら
一
つ
の
知
ら
れ
ざ
る
事
象
を
導
き
出
し
て
示
す
こ
と
。
そ
の

よ
う
に
し
て
、
す
で
に
知
ら
れ
た
現
実
世
界
の
う
ち
に
別
の
解
釈
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
。
こ
れ
が
歴
史
学
の
社
会
的

役
割
で
す
。
そ
の
実
践
的
性
格
は
、
文
学
や
芸
術
に
通
じ
て
い
ま
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
眼
前
の
対
象
を
自
明
視
せ
ず
、

現
実
世
界
を
過
去
に
も
未
来
に
も
開
か
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
文
学
、
芸
術
、
歴
史
の
共
通
点
だ
と
言
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
開
か
れ
」
こ
そ
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
文
学
そ
の
も
の
を
特
徴
づ
け
る
の
で
す
。
そ

れ
は
「
今
こ
こ
」
を
別
の
時
間
と
別
の
空
間
に
接
続
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
自
然
科
学
や
社
会
科
学
で
は
、

み
ず
か
ら
の
対
象
が
目
の
前
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
、「
今
こ
こ
」
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
通
用
す
る
真
理
は
、
ど
ん
な
任
意
の
時
点
で
も
確
認
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る
以

上
、
ま
さ
に
「
今
こ
こ
」
で
確
認
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
人
文
学
で
は
、
目
の
前
に
あ
る
対
象

そ
の
も
の
を
疑
う
が
ゆ
え
に
、
必
ず
し
も
「
今
こ
こ
」
に
縛
ら
れ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
間
が
生
き
る
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時
間
は
、
不
可
避
的
に
流
れ
去
る
物
理
的
な
時
間
軸
に
は
還
元
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
別
の
時
間
が
あ
ら
か
じ
め
導

入
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
目
に
見
え
る
現
実
世
界
と
は
異
な
る
視
野
が
開
か
れ
る
の
で
す
（
な
お
「
開
か
れ
」
と
い

う
表
現
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
と
い
う
哲
学
者
の
著
書
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
）。

レ
ッ
ス
ン
の
意
味

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
誤
解
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
科
学
と
人
文
学
は
対
立
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
両
者
は
補
い
合
う
関
係
に
あ
る
の
で
す
。
科
学
者
に
と
っ
て
も
、
閃
き

0

0

は
不
可
欠
で
す
。
閃
き
と
は
、「
今
こ
こ
」

に
何
か
が
参
入
し
て
く
る
経
験
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
別
の
時
間
と
別
の
空
間
に
「
今
こ
こ
」
が
接
続
さ
れ
る
わ
け
で

す
。
こ
の
電
光
石
火
の
「
開
か
れ
」
は
、
人
文
学
的
な
次
元
に
根
ざ
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
人
文
学
に
と
っ
て
も
、
眼

前
の
対
象
を
考
察
す
る
際
に
、
科
学
的
な
思
考
様
式
が
有
用
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
本
書
自
体
、

そ
の
意
味
で
十
分
に
科
学
的
―
―
分ア
ナ
リ
テ
イ
ツ
ク

析
的
で
認エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ツ
ク

識
論
的
―
―
で
す
。
こ
の
よ
う
に
科
学
と
人
文
学
は
互
い
に
互
い
を

必
要
と
し
て
お
り
、
一
方
な
く
し
て
他
方
は
な
い
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
科
学
が
重
要
だ
か
ら
こ
そ
人
文
学
も
ま
た
重
要
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
唯
一
不
変
の
真
理

を
追
究
す
る
科
学
な
く
し
て
、
今
日
の
生
活
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
同
様
に
、
多
様
な
意
味
を
追
求
す
る
人

文
学
な
く
し
て
、
私
た
ち
の
人
生
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

本
書
は
、
そ
う
し
た
人
文
学
の
レ
ッ
ス
ン
だ
と
言
い
ま
し
た
。
レ
ッ
ス
ン
と
い
う
の
は
、
ラ
テ
ン
語
のlectio

「
読

む
こ
と
」、
さ
ら
にlego

「
私
は
読
む
」
に
由
来
し
ま
す
（lego
に
は
「
私
は
集
め
る
、
選
ぶ
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
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ま
す
）。
文
学
、
芸
術
、
歴
史
を
か
じ
る
と
い
う
の
は
、「
読
む
」
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
か

じ
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
味
わ
う

0

0

0

こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。
意
味0

や
吟
味0

の
た
め
に
は
、
よ
く
味
わ
う
こ
と
が
不
可
欠
で

す
。
文
学
や
芸
術
や
歴
史
を
た
ん
な
る
趣
味0

に
と
ど
め
な
い
た
め
に
は
、
た
だ
味
わ
う
の
で
は
な
く
、
よ
く
味
わ
う
こ

と
、
よ
く
「
読
む
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
章
を
、
ゆ
っ
く
り
か
じ
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、

読
み
返
し
た
り
、
読
み
直
し
た
り
す
る
こ
と
も
、
よ
く
味
わ
う
た
め
に
は
重
要
で
す
。
そ
の
上
で
、
四
つ
の
章
か
ら
構

成
さ
れ
る
文
学
、
芸
術
、
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
味
が
し
た
か
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
つ
ま
り
文

学
と
は
何
か
、
芸
術
と
は
何
か
、
歴
史
と
は
何
か
、
そ
れ
ら
そ
の
も
の

0

0

0

0

に
つ
い
て
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

際
、
各
部
の
先
頭
の
頁
―
―
扉
裏
―
―
に
あ
る
文
章
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
、
だ
ん
だ
ん
と
「
読

む
」
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
（
た
だ
し
、
前
述
の
通
り
「
正
解
」
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

さ
ら
に
、
各
章
の
終
わ
り
に
は
「
読
書
案
内
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
人
文
学
を
よ
り
深
く
味
わ
う
た
め
の
案
内

で
す
。
各
執
筆
者
が
手
に
取
っ
て
み
て
ほ
し
い
と
考
え
る
本
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
面
白
い
と
感
じ
た
章
や
関

心
を
持
っ
た
事
柄
を
も
と
に
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
な
か
に
は
図
書
館
に
し
か
な
い
本
も
あ
り
ま
す
が
、
探
索
の
楽

し
み
も
味
わ
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
（
こ
れ
に
よ
っ
てlego

の
別
の
意
味
「
私
は
集
め
る
、
選
ぶ
」
も
成
就

さ
れ
ま
す
）。

ま
た
末
尾
に
あ
る
「
質
問
箱
」
は
、
本
書
や
人
文
学
全
体
に
関
わ
る
Ｑ
＆
Ａ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
取
扱
説
明

書
の
よ
う
な
内
容
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
ち
ら
を
最
初
に
確
認
す
る
と
い
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
明
日
へ
の
道
筋
に
つ
い
て
は
「
お
わ
り
に
」
も
大
切
で
す
。
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最
後
に
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、「
も
し
文
学
や
芸
術
や
歴
史
が
な
か
っ
た
ら
」
と
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
も
し
太

陽
が
な
か
っ
た
ら
」
と
い
う
仮
定
と
同
じ
く
、「
真
っ
暗
闇
」
と
い
う
帰
結
に
な
る
の
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い

こ
と
で
し
ょ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
人
文
学
と
は
私
た
ち
に
と
っ
て
太
陽
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
意
味

0

0

と
は
太
陽
が
育
む
無
数
の

命
―
―
有
為
転
変
に
充
ち
た
地
上
の
生
―
―
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、〈
複
数
の
人
間
性
〉

H
um

anities
こ
そ
が
、
ま
さ
に
人
文
学
な
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
も
ま
た
異
な
る
無
数
の
意
味
、
地
球
の
上
で
の
偶
然
の
出
会
い
に
基
づ
く
複
数
性
と
多
様
性

に
開
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
複
雑
で
豊
か
な
味
わ
い
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
下
の
味
覚
障
害
も
、
全
体
主
義
的
な
政
治
も
、

決
し
て
奪
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
付
言
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
ま
た
根
本
的
な
自
由
の
萌
芽
が
あ
る
は
ず
で
す
。
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