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本
書
を
世
に
問
う
て
か
ら
十
年
あ
ま
り
過
ぎ
ま
し
た
。
当
時
は
公
共
哲
学
と
か
公
共
性
が
い
わ
れ
始
め
た
頃
で
、
そ

の
内
容
は
い
ま
だ
漠
然
と
し
て
は
い
ま
し
た
が
、
一
九
八
九
年
十
一
月
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
て
冷
戦
の
時
代
が

終
わ
り
を
告
げ
て
十
五
年
以
上
が
た
ち
、
数
年
前
の
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
同
時
多
発
テ
ロ
が
や

や
暗
い
影
を
差
し
て
い
た
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
は
明
る
い
希
望
の
も
と
、
公
共
哲
学
や
公
共
性
が
論
じ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
私
も
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
な
か
で
、
公
共
哲
学
、
公
共
性
と
は
な
に
か
を
論
じ
、
私
な
り
の
答
え
と

し
て
、「
公
共
性
と
は
開
か
れ
た
民
主
主
義
と
フ
ェ
ア
な
市
場
経
済
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
こ

と
が
公
共
哲
学
の
課
題
で
あ
る
」
と
主
張
し
ま
し
た
。

　

こ
の
考
え
方
は
い
ま
も
変
わ
っ
て
い
な
い
し
、
そ
の
意
味
で
は
増
補
と
い
っ
て
も
本
書
の
基
本
的
内
容
に
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
現
在
、
公
共
哲
学
や
公
共
性
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
楽
観
論
が
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
悲
観
論
に
染

ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

公
共
性
が
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
民
主
主
義
は
冷
静
な
議
論
ど
こ
ろ
か
、
対
立
す
る
政
治
勢
力
の
非
難
の
応
酬
に
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終
始
し
、
ま
た
大
衆
の
感
情
を
あ
お
り
立
て
る
劇
場
型
政
治
と
結
び
つ
い
て
、
排
他
的
で
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

生
み
出
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
発
展
途
上
国
の
み
な
ら
ず
成
熟
し
た
民
主
主
義
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
さ
え
、
開
か
れ
た

民
主
主
義
に
背
を
向
け
た
自
国
中
心
主
義
の
民
主
主
義
が
蔓
延
し
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
ま
た
、
市
場
経
済
は
フ
ェ
ア
な

競
争
を
通
じ
た
市
場
に
よ
る
平
和
ど
こ
ろ
か
、
格
差
の
拡
大
に
よ
る
対
立
と
争
い
の
激
化
を
生
み
出
し
、
絶
望
的
な
貧

困
と
グ
ロ
ー
バ
ル
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
温
床
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
い
て
も
弱
肉
強
食
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
蔓
延
し
て
い
ま
す
。
市
場
は
平
和
の
種
を
ま
く
ど
こ
ろ
か
、

争
い
の
種
を
ま
き
散
ら
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
認
識
に
立
ち
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
、
公
共
性
の
危
機
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
本
書
で
繰
り
返
し
述
べ
て

い
る
公
共
性
の
試
行
錯
誤
的
生
成
の
一
場
面
で
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
開
か
れ
た
民
主
主
義
も
フ
ェ
ア
な
市
場

経
済
も
直
線
的
に
生
成
発
展
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ジ
グ
ザ
グ
な
プ
ロ
セ
ス
を
へ
て
生
成
発
展
す
る
の
で
す
。
現
在
の

公
共
性
の
危
機
は
そ
の
ジ
グ
ザ
グ
の
一
場
面
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
し
、
公
共
性
の
危
機
を
克
服
し
て
、
開
か
れ
た
民
主
主
義
と
フ
ェ
ア
な
市
場
経
済
の
方
向
性
を
取
り
戻
す
た
め

に
は
、
現
在
の
民
主
主
義
や
市
場
経
済
が
見
失
い
つ
つ
あ
る
も
の
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
言
で

い
え
ば
、
責
任
倫
理
で
す
。
民
主
主
義
や
市
場
経
済
に
参
加
す
る
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
責
任
を
持
つ
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
な
に
も
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
政
治
家
は
政
治
家
ら
し
く
、
有
権
者
は
有
権
者
ら
し

く
民
主
主
義
に
参
加
す
る
。
企
業
家
は
企
業
家
ら
し
く
、
消
費
者
は
消
費
者
ら
し
く
市
場
に
参
加
す
る
。
一
人
一
人
の

生
活
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
現
場
で
生
活
者
ら
し
く
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
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た
実
践
の
積
み
重
ね
が
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
」
民
主
主
義
を
よ
り
開
か
れ
た
も
の
に
し
、
市
場
経
済
を
よ
り
フ

ェ
ア
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
を
本
文
の
な
か
で
よ
り
は
っ
き
り
と
表
現
し
よ
う
と
考
え
た
の
が
、
増
補
版
の

主
た
る
動
機
で
す
。

　

以
下
、
本
書
の
加
筆
修
正
箇
所
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
、
細
か
な
字
句
の
修
正
や
十
年
と
い
う

時
間
の
経
過
に
伴
う
記
述
の
変
更
を
別
と
し
て
、
い
ま
述
べ
た
増
補
の
目
的
に
か
か
わ
る
部
分
は
主
に
第
四
章
と
第
八

章
、
第
九
章
で
す
。
第
四
章
「
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
の
公
共
哲
学
」（
こ
れ
は
私
の
公
共
哲
学
の
主
張
で
す
が
）
で
は
、
公
共

性
の
生
成
と
は
、
単
に
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
政
治
、
経
済
、
社
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
責

任
倫
理
の
生
成
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
加
筆
修
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

こ
の
点
で
、
他
の
各
章
と
の
連
携
を
図
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
第
六
章
「
民
主
主
義
」
の
相
互
尊
重
的
熟
議
民
主
主

義
の
と
こ
ろ
な
ど
で
す
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
第
八
章
「
寛
容
」
と
第
九
章
「
公
共
精
神
」
の
と
こ
ろ
で
す
。

　

第
八
章
で
は
、
第
四
章
の
議
論
と
連
関
さ
せ
つ
つ
、
責
任
倫
理
の
生
成
に
は
試
行
錯
誤
に
お
け
る
寛
容
（
勝
っ
た
り

負
け
た
り
の
習
慣
づ
け
）
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
日
本
で
は
近
世
以
降
、「
な
ら
ぬ
堪
忍

す
る
が
堪
忍
」
と
い
う
堪
忍
の
観
念
と
し
て
共
有
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
第
九
章
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し

て
生
成
す
る
責
任
倫
理
を
戦
後
日
本
と
い
う
文
脈
で
〈
平
和
と
民
主
主
義
〉
と
表
現
し
て
、
そ
れ
を
開
か
れ
た
公
共
精

神
と
し
て
一
層
強
化
発
展
さ
せ
る
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
す
。〈
平
和
と
民
主
主
義
〉
は
特
定
の
立
場
と
結
び
つ
い
た

主
義
主
張
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
義
主
張
の
い
ず
れ
も
が
〈
平
和
と
民
主
主
義
〉
に
依
拠
し
な

が
ら
議
論
を
展
開
す
る
た
め
の
共
通
の
価
値
基
準
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
自
由
で
節
度
あ
る
論
争
を
通
じ
て
よ
り
強
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固
で
よ
り
開
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
公
共
精
神
な
の
で
す
。

　

最
後
に
、
今
回
の
多
数
に
お
よ
ぶ
細
か
な
字
句
の
修
正
や
い
く
つ
か
の
実
質
的
な
加
筆
を
含
め
て
、
私
の
多
岐
に
わ

た
る
要
望
を
辛
抱
強
く
受
け
と
め
て
増
補
版
と
い
う
形
で
お
認
め
く
だ
さ
っ
た
勁
草
書
房
編
集
部
の
宮
本
詳
三
様
に
深

く
感
謝
申
し
上
げ
て
筆
を
お
く
こ
と
と
し
ま
す
。

二
〇
一
六
年
十
月

桂
木
隆
夫
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き

　

公
共
哲
学
と
は
な
ん
だ
ろ
う
？   

と
い
わ
れ
る
と
、
読
者
の
中
に
は
、
自
分
た
ち
に
そ
の
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
て

い
て
、
著
者
で
あ
る
私
が
そ
の
問
い
に
答
え
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
本
書

の
題
名
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
問
い
は
、
私
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
自
身
が
、
公

共
哲
学
と
は
な
ん
だ
ろ
う
？   

と
自
問
自
答
し
て
、「
そ
れ
は
民
主
主
義
と
市
場
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
方
を
示
す
こ

と
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
自
分
な
り
の
一
応
の
答
え
を
出
し
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

　

い
ま
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
、
公
共
と
か
公
共
性
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
の
ち
の
公
共
性
と
か

自
然
環
境
の
公
共
性
、
国
際
平
和
と
国
際
公
共
性
な
ど
が
し
き
り
に
論
じ
ら
れ
、
ま
た
、
公
共
性
と
い
う
言
葉
が
必
ず

し
も
使
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、
街
づ
く
り
の
会
合
で
人
と
人
の
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
た
り
、
企
業
の
あ
り
方
を
め
ぐ

っ
て
会
社
は
誰
の
も
の
か
が
論
じ
ら
れ
た
り
、
教
育
改
革
を
め
ぐ
っ
て
愛
国
心
が
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
暗
黙
の
う

ち
に
公
共
性
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

公
共
哲
学
と
い
う
学
問
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
社
会
の
問
い
か
け
が
あ
る
の
で
す
が
、
率
直
に
い
っ
て
、
公
共
哲
学
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が
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
に
満
足
な
答
え
を
与
え
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
い
や
、
満
足
な
答
え
を
与
え
る
こ
と
は
も

と
も
と
無
理
な
の
で
す
が
、
人
々
の
問
い
か
け
に
対
し
て
考
え
方
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
も
十
分
に
で
き
て
い
な
い
と

い
う
の
が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
、
人
々
の
問
い
か
け
に
答
え
る
前
に
、
ま
ず

自
分
に
そ
の
問
い
を
ぶ
つ
け
て
自
分
な
り
に
考
え
方
を
整
理
し
、
自
分
な
り
の
一
応
の
答
え
を
出
し
て
み
よ
う
と
し
た

の
が
本
書
で
す
。
そ
の
ね
ら
い
は
次
の
二
点
で
す
。

　

ひ
と
つ
は
、
公
共
哲
学
の
役
割
が
、
民
主
主
義
や
市
民
社
会
を
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
市
場
に
つ
い
て
の
新
し
い
見

方
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
書
で
論
じ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や

ア
ー
レ
ン
ト
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
公
共
哲
学
が
、
市
場
に
つ
い
て
の
考
察
を
等
閑
視
し
あ
る
い
は
経
済
学
に
委
ね
て
、

も
っ
ぱ
ら
市
民
社
会
論
や
民
主
主
義
理
論
に
傾
注
す
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
も
っ
と
市
場
の

公
共
性
や
市
場
と
民
主
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
公
共
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
人
権
の
保
障
と
か
安
定
し
た
秩
序
の
実
現
と
か
、
あ
る
い
は
愛

国
心
の
涵
養
な
ど
と
い
っ
た
、
な
に
か
特
定
の
基
本
的
な
価
値
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
公
共
性
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
特
定
の
価
値
の
実
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
様
々
な
基
本
的
な
価
値
の
バ
ラ

ン
ス
を
追
求
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
書
の
第
六
章
と
第
七
章
で
示
し
た
民
主
主
義
と
市
場
の
イ

メ
ー
ジ
図
に
は
、
こ
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
民
主
主
義
と
市
場
は
そ
う
し
た
バ
ラ
ン

ス
を
模
索
し
維
持
す
る
仕
組
み
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
、
自
由
社
会
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
論
じ
て
き
ま
し
た
。
一
九
八
八
年
刊
行
の
ヒ
ュ
ー
ム
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哲
学
を
論
じ
た
『
自
由
と
懐
疑
』（
木
鐸
社
）
か
ら
始
ま
っ
て
、『
自
由
社
会
の
法
哲
学
』（
弘
文
堂
）、『
市
場
経
済
の
哲

学
』（
創
文
社
）、『
自
由
と
は
な
ん
だ
ろ
う
』（
朝
日
新
聞
社
）
と
、
論
じ
方
は
様
々
で
す
が
、
い
ず
れ
も
、
民
主
主
義
と
市

場
が
支
え
る
自
由
社
会
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
本
書
も
そ
の
試
み
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
す
が
、
私

と
し
て
は
、
こ
の
基
本
テ
ー
マ
の
ポ
イ
ン
ト
が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、

本
書
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
著
作
と
比
較
し
て
も
、
こ
の
基
本
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
誤
り
を
恐
れ
ず
、
か
な
り
踏
み
込
ん

で
自
分
の
考
え
を
い
く
つ
か
述
べ
て
い
ま
す
。
読
者
諸
兄
の
率
直
な
ご
批
判
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

＊

　

こ
こ
で
本
書
の
体
裁
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
く
と
、
本
書
は
注
を
付
し
て
い
ま
せ
ん
。
本
文
中
の
引
用
は
著
者
名

と
頁
数
を
記
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
巻
末
の
文
献
一
覧
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
体
を
通
読
す
る
と
き
の
読

み
や
す
さ
を
考
え
て
の
こ
と
で
す
。
本
文
中
に
い
く
つ
か
コ
ラ
ム
を
入
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
本
文
に
強
調
（
太
字
）
を
付
し
た
の
も
、
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
こ
と
で
理
解
の
助
け
に
な
れ
ば
と
考
え
た
か

ら
で
す
。
ま
た
、
目
次
に
数
多
く
の
見
出
し
を
立
て
、
巻
末
の
索
引
は
最
小
限
に
と
ど
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
通
読
の

余
裕
は
な
い
が
興
味
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
を
み
て
み
た
い
と
い
う
読
者
の
便
宜
を
考
え
て
の
も
の
で
す
。
も
し
こ
れ
ら
の

工
夫
が
、
私
の
期
待
に
反
し
て
読
者
に
読
み
に
く
い
印
象
を
与
え
る
と
き
に
は
、
ご
海
容
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

＊
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最
後
に
、
本
書
が
成
る
に
あ
た
っ
て
は
、
勁
草
書
房
編
集
部
の
徳
田
慎
一
郎
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
徳

田
氏
か
ら
は
、
本
書
全
体
の
構
成
や
議
論
の
基
本
的
な
流
れ
、
個
々
の
文
書
表
現
、
ま
た
本
書
の
題
名
に
つ
い
て
、
多

く
の
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　

二
〇
〇
五
年
六
月

 

桂
木
隆
夫　
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