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序
章

第
一
節
　
研
究
の
意
義

本
書
が
対
象
と
す
る
の
は
、
ロ
シ
ア
の
思
想
家
に
し
て
ロ
シ
ア
正
教
会
の
司
祭
で
あ
っ
た
パ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ

チ
・
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
（
一
八
八
二
―
一
九
三
七
）（
別
図
1
）
の
思
想
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
と
い
う
人
物
が
日
本
に
お
い
て

現
在
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
敢
え
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
粛
清
さ
れ
た
彼
の
著
作
は
、

死
後
長
い
間
、
世
界
の
ど
の
場
所
に
お
い
て
も
ご
く
わ
ず
か
な
人
々
に
し
か
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ

て
か
ら
、
遺
族
の
協
力
の
も
と
、
そ
の
著
作
は
ロ
シ
ア
に
お
い
て
少
し
ず
つ
（
再
）
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
で
は
、
フ
ロ
レ

ン
ス
キ
イ
の
存
命
中
に
彼
の
周
囲
が
下
し
た
評
価
と
お
お
よ
そ
違
わ
ず
、
二
十
世
紀
の
ロ
シ
ア
思
想
を
代
表
す
る
人
物
と
見
做
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
研
究
は
未
だ
途
上
に
あ
り
、
二
〇
二
四
年
現
在
、
二
度
目
の
校
訂
版
も
未
完
で
あ
る
。

従
っ
て
、
本
書
の
性
格
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
研
究
の
集
大
成
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
ま
だ
、
集
大
成
的
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著
作
が
出
さ
れ
る
ほ
ど
研
究
の
進
ん
だ
人
物
で
は
な
い
。
翻
訳
論
文
集
『
逆
遠
近
法
の
詩
学）

1
（

』（
一
九
九
八
）
を
除
け
ば
、
フ
ロ
レ

ン
ス
キ
イ
に
関
し
て
日
本
語
で
書
か
れ
た
初
め
て
の
書
籍
と
な
る
本
書
が
、
第
一
に
目
標
と
し
て
掲
げ
る
の
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ

と
い
う
人
物
の
生
の
証
と
思
考
の
軌
跡
と
が
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
悪
名
高
き
ス
タ
ー

リ
ン
時
代
の
粛
清
に
よ
っ
て
前
途
を
絶
た
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
全
体
像
を
十
分
に
表
す
こ
と
が
つ
い
に
叶
わ
な
か
っ
た
思
想
家
の

遺
し
た
も
の
を
、
歴
史
の
塵
の
中
か
ら
拾
い
お
こ
し
、
二
十
一
世
紀
の
日
の
も
と
に
再
び
置
こ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
て
、
我
々
が

目
指
す
の
は
、
そ
れ
が
人
文
学
の
根
本
的
な
営
み
―
―
時
間
の
中
に
消
え
て
い
か
ん
と
す
る
声
、
人
々
の
思
考
や
感
情
を
聴
き
、
受

け
取
り
、
次
の
世
代
へ
託
す
こ
と
―
―
の
、
さ
さ
や
か
な
一
例
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
研
究
に
は
、
ロ
シ
ア
思
想
史
に
お
け
る
重
要
な
人
物
の
像
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
明
白
な
意
義
の
他
に
、
さ

ら
に
二
つ
の
意
義
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
思
想
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
思
想
の
み
な
ら
ず
ロ
シ
ア
の
社
会
、
宗
教
に
お
い
て
も
、

全
へ
向
か
う
力
と
個
へ
向
か
う
力
の
対
立
は
、
常
に
そ
の
動
性
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
全
と
個
の
問
題
は
、
全
体
主

義
と
個
人
主
義
の
対
立
を
内
包
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
単
純
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
問
題
の
も
と
で
、
た
と
え
ば

全
人
類
の
救
済
の
問
題
、
共
同
体
の
あ
り
よ
う
の
問
題
、
我
と
他
者
の
問
題
等
が
不
可
避
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
が
ロ

シ
ア
思
想
に
お
い
て
と
り
わ
け
先
鋭
化
す
る
の
は
十
九
世
紀
終
わ
り
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
で
あ
り
、
全
と
個
の
い
ず
れ
を

重
ん
じ
る
か
に
よ
っ
て
生
じ
た
二
つ
の
潮
流
に
は
互
い
に
道
を
譲
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ロ
シ
ア
思
想
史
研
究
の
泰
斗

で
あ
る
エ
ヴ
ラ
ー
ム
ピ
エ
フ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

も
し
我
々
が
人
間
た
ち
の
一
体
性
を
、
個
々
の
諸
人
格
と
並
び
立
つ
、
独
自
の
本
質
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
不
可
避
的
に

浮
上
す
る
の
が
次
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
「
優
先
権
」
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
諸
人
格
の
方
が
絶
対
的
根

源
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
従
っ
て
そ
れ
ら
諸
人
格
の
一
体
性
の
方
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
本
質
的
で
は
な
い
、
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と
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
一
体
性
の
方
が
原
初
的
で
根
源
的
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
諸
人
格
は
、
独
立
し
た
存
在

と
し
て
の
全
き
完
全
性
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
対
立
図
式
こ
そ
、

こ
の
「
二
者
択
一
」
こ
そ
が
、
ロ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
「
人ペ
ル
ソ
ナ
リ
ズ
ム

格
主
義
」
の
支
持
者
と
「
霊ソ
ボ
ー
ル
ノ
ス
チ

的
共
同
体
」
の
支
持
者
と
の
間
の
激

烈
な
論
争
全
体
を
規
定
し
て
き
た）

2
（

。

エ
ヴ
ラ
ー
ム
ピ
エ
フ
は
、
こ
の
よ
う
な
対
立
的
状
況
か
ら
の
脱
却
は
、
両
極
端
の
観
点
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
そ
の
も
の
を
虚
偽
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
、

後
者
の
思
想
を
展
開
し
た
人
物
と
し
て
、
レ
フ
・
プ
ラ
ト
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
・
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ン
（
一
八
八
二
―
一
九
五
二
）
ら
の
名
を

挙
げ
て
い
る
。
だ
が
本
書
で
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
思
想
に
お
い
て
、
全
と
個
の
対
立
に
関
し
、
他
の
思
想
家
と
異
な
る
独
自
の

方
法
で
解
決
策
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
本
書
で
我
々
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
自
身
が
明
確
な
概
念
化
を
せ

ず
に
用
い
て
き
た
た
め
に
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
〈
形
〉
と
い
う
語
に
着
目
し
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
思
想
に
お
い
て
〈
形
〉
が

持
つ
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
全
と
個
の
問
題
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ

の
こ
と
は
、
翻
っ
て
、
ロ
シ
ア
思
想
史
の
重
要
な
一
局
面
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
光
を
当
て
る
と
い
う
意
義
を
持
つ

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
〈
形
〉
を
巡
る
思
想
は
、
そ
の
分
野
を
敢
え
て
問
う
な
ら
ば
、
宗
教
思
想
、

神
秘
思
想
の
皮
を
被
っ
た
美
学
で
あ
る
と
答
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
美
学
と
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
領
域
で
あ
り
、
本
書
は
新
た
な
学
術
的
領
域
へ
の
道
標
の
一
つ
と
な
り
う
る
。

今
一
つ
の
意
義
は
、
本
書
が
、
二
十
世
紀
初
頭
、
ロ
シ
ア
革
命
前
後
の
ロ
シ
ア
の
知
的
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
の
重
要
な
一

例
と
な
る
こ
と
で
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
当
時
の
科
学
的
知
見
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
は
文
化
史

の
み
な
ら
ず
、
科
学
史
的
観
点
か
ら
も
価
値
を
持
ち
う
る
。
革
命
前
後
か
ら
ソ
連
時
代
に
か
け
て
の
ロ
シ
ア
の
知
的
状
況
と
し
て
は
、

共
産
党
員
の
動
向
に
関
し
て
は
重
要
な
研
究
が
様
々
に
あ
り
、
た
と
え
ば
近
年
で
も
、『
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
科
学
の
裏
庭
―
―
イ
デ
オ
ロ
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ギ
ー
を
め
ぐ
る
葛
藤
と
共
存）

3
（

』（
二
〇
二
三
）
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
党
員
の
哲
学
者
や
科
学
者
た
ち
が
、
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
や
権
力
と
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
研
究
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
つ
ぶ
さ
に
記
述
し
て
い
る
。
他
方
、
本
書
が
扱
う

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
よ
う
に
、
共
産
党
員
で
は
な
か
っ
た
人
物
が
何
を
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
文
学
者
で
も
芸
術

家
で
も
な
い
場
合
に
は
、
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
と
い
う
人
物
は
矛
盾
の
多
い
人

物
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
正
教
会
の
司
祭
で
あ
り
な
が
ら
、
科
学
に
通
暁
し
、
数
学
や
科
学
の
最
新
の
知
見
を
思
想
に
取
り
入
れ
、
さ
ら

に
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
電
化
事
業
に
も
一
役
買
っ
た
。
し
か
し
共
産
党
と
の
関
係
は
良
く
は
な
く
、
度
々
批
判
の
対
象
と
さ
れ
、
遠
方

の
収
容
所
に
送
ら
れ
る
。
外
国
の
文
学
に
親
し
み
、
外
国
の
芸
術
を
愛
し
、
し
か
し
亡
命
を
打
診
さ
れ
な
が
ら
も
―
―
そ
し
て
弟
子

た
ち
の
亡
命
を
祝
福
し
な
が
ら
も
―
―
自
身
は
頑
な
に
ロ
シ
ア
に
留
ま
り
、
ロ
シ
ア
で
処
刑
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
そ
の

生
涯
に
ど
の
よ
う
な
思
想
を
展
開
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
ご
く
単
純
に
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
道
行
き
を
辿
れ
ば
、

科
学
と
宗
教
と
の
、
知
と
神
秘
と
の
、
ま
た
西
欧
と
ロ
シ
ア
と
の
、
拮
抗
と
融
合
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
こ
の
点
に
は
、

意
義
と
同
時
に
危
う
さ
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
論
に
は
、
少
な
か
ら
ず

西
欧
へ
の
批
判
、
近
代
へ
の
批
判
、
合
理
性
へ
の
批
判
、
科
学
へ
の
批
判
が
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
お
い
て
は
多
く
の

場
合
内
省
を
伴
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
二
〇
二
二
年
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
開
始
以
降
最
も
悪
い
形
で
顕
在
化
し
て
い
る
ロ
シ
ア
の
自

他
へ
の
意
識
と
地
続
き
で
あ
る
た
め
だ
。

ド
イ
ツ
に
追
随
し
た
十
九
世
紀
を
経
て
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
、
ロ
シ
ア
思
想
は
自
身
の
独
自
性
を
歴
史
と

信
仰
に
求
め
な
が
ら
花
開
い
た
。
こ
の
、
歴
史
と
信
仰
が
ロ
シ
ア
に
課
し
て
き
た
も
の
は
重
い
。
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
治
世
（
一
六

八
二
―
一
七
二
五
）
以
降
、
ロ
シ
ア
の
歴
史
は
常
に
西
欧
に
対
す
る
後
進
性
と
劣
等
性
の
意
識
と
と
も
に
想
起
さ
れ
、
そ
れ
は
思
想

に
お
い
て
も
、
ス
ラ
ヴ
派
と
西
欧
派
と
い
う
非
常
に
長
く
尾
を
引
く
対
立
構
造
を
生
み
出
し
、
こ
の
対
立
の
根
は
今
日
の
ロ
シ
ア
社

会
に
も
な
お
残
存
し
て
い
る
。
現
在
の
ロ
シ
ア
を
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も
方
向
づ
け
る
一
要
因
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
も
ま

た
、
決
し
て
平
明
な
も
の
で
は
な
い
。
ル
ー
シ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
導
入
さ
れ
た
時
期
は
九
八
八
年
と
遅
く
、
文
化
に
お
い
て



17  　序章

キ
リ
ス
ト
教
は
異
教
（
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
土
着
の
多
神
教
信
仰
）
的
要
素
と
奇
妙
に
結
び
つ
き
、
エ
ヴ
ラ
ー
ム
ピ
エ
フ
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
理
解
は
、
人
生
の
不
動
の
礎
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
苦
渋
に
満
ち
た
難
問
に
な
っ
た
。
こ
の

難
問
の
解
決
の
仕
方
次
第
で
、
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
も
、
国
民
全
体
に
と
っ
て
も
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
だ
が
こ
の
難
問
は
、
決
し
て
最
終
的
に
解
決
さ
れ
な
か
っ
た）

4
（

」。
こ
う
し
た
重
荷
で
あ
る
歴
史
と
信
仰
と
を
、
そ
れ
ゆ
え

に
却
っ
て
ロ
シ
ア
を
ロ
シ
ア
た
ら
し
め
る
重
要
な
要
素
と
し
て
見
つ
め
直
す
こ
と
、
そ
こ
に
ロ
シ
ア
の
独
自
性
の
根
拠
を
見
出
そ
う

と
す
る
こ
と
が
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
の
ロ
シ
ア
思
想
の
大
き
な
支
柱
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ロ
シ
ア
思
想
史
研
究
者
で

あ
る
北
見
が
「
ロ
シ
ア
哲
学
は
、
西
欧
哲
学
が
見
逃
し
続
け
て
き
た
も
の
、
し
か
し
そ
う
で
あ
り
つ
つ
も
西
欧
的
な
理
性
や
意
識
の

基
盤
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
最
終
的
に
規
定
し
て
い
る
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
を
自
ら
が
所
有
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
で
、
歪
ん

だ
優
位
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た）

5
（

」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
の
歴
史
上
の
後
進
性
を
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
や
ル
ー
シ

の
継
承
者
と
い
う
自
意
識
と
し
て
、
正
教
の
信
仰
の
保
持
を
西
欧
の
合
理
的
精
神
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
し
て
捉
え
直
す

こ
と
で
、
つ
ま
り
は
西
欧
に
対
す
る
遅
れ
を
遅
れ
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
西
欧
に
対
す
る
他
者
と
し
て
、
自
己
を
再
定
義
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
っ
た
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
思
想
も
ま
た
、
こ
の
大
き
な
文
脈
の
中
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は

現
況
に
照
ら
せ
ば
た
だ
手
放
し
で
興
味
深
い
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
ロ
シ
ア
と
い
う
一
国
家
の
運
命
と
向
き
合
う
上

で
、
そ
れ
で
も
や
は
り
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
我
々
は
言
い
た
い
。

第
二
節
　
研
究
史

一
　
出
版
史

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
著
作
に
は
、
生
前
に
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
多
く
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
出
版
社
を
通
じ
た
出
版
と

い
う
形
を
取
ら
ず
と
も
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
自
身
の
原
稿
の
内
容
を
友
人
た
ち
に
度
々
語
っ
た
り
、
あ
る
い
は
手
紙
に
記
し
た
り

し
て
お
り
、
ま
た
講
義
に
お
い
て
話
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
も
多
く
、
未
出
版
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し


