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本
書
は
、
ア
ジ
ア
の
伝
統
染
織

と
民
族
服
飾
を
テ
ー
マ
と
し
て
、

大
き
く
民
族
服
飾
と
は
何
か
を
説

く
総
説
編
と
、
ア
ジ
ア
を
中
心
と

し
て
世
界
各
地
の
服
飾
に
つ
い
て

個
別
に
述
べ
た
地
域
編
に
分
け
て

書
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
総
説
編
の
内
容
を
紹
介
し

て
み
た
い
。
初
め
に
「
民
族
服
飾

序
説
」
と
し
て
、
民
族
服
飾
に
つ

い
て
、
用
語
の
定
義
、
解
説
が
な

さ
れ
、
故
小
川
安
朗
文
化
女
子
大

学
名
誉
教
授
の
一
九
七
九
年
の
著

作
『
民
族
服
飾
の
生
態
』
を
参
考

に
し
、
小
川
氏
の
民
族
服
飾
の
と

ら
え
方
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ

の
調
査
・
研
究
の
着
目
点
に
つ
い

て
も
ま
と
め
ら
れ
た
大
学
等
で
の

教
科
書
と
も
な
る
文
献
で
あ
る
と

い
え
る
。
小
川
安
朗
氏
の
著
作
に

つ
い
て
は
、
私
自
身
、
大
学
で
服

飾
に
つ
い
て
学
ん
だ
と
き
、
民
族

服
飾
と
は
ど
の
よ
う
な
服
飾
を
い

う
か
、
地
域
性
を
ど
う
と
ら
え
る

か
な
ど
に
つ
い
て
指
南
し
て
く
れ

た
、
大
変
参
考
と
な
る
文
献
で
あ

っ
た
。
私
の
学
生
当
時
、
こ
の
よ

う
な
研
究
の
分
野
、
服
飾
の
と
ら

え
方
が
あ
る
の
か
と
、
大
変
興
味

深
く
、
自
分
も
い
つ
か
、
ど
こ
か

の
地
域
の
民
族
服
飾
を
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
し
て
調
べ
て
み
た
い

と
、
何
度
も
読
み
返
し
た
こ
と
を

鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
道
明
氏
の

著
作
は
、
小
川
氏
の
研
究
を
受

け
、
さ
ら
に
展
開
、
発
展
さ
せ

て
、
博
物
館
で
の
展
示
の
視
野
も

含
め
て
、
衣
服
の
形
態
、
発
生
か

ら
展
開
へ
の
と
ら
え
方
が
、
大
変

わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
お

り
、
民
族
服
飾
の
と
ら
え
方
の
研

究
の
最
前
線
が
理
解
で
き
る
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
伝
統
染
織
や
民

族
服
飾
の
総
括
的
な
と
ら
え
方
か

ら
展
開
さ
れ
て
、
ア
ジ
ア
の
服
飾

の
具
体
的
な
事
例
で
あ
る
、
被
り

物
、
装
身
具
、
ま
た
藍
、
刺
繍
、

刺
子
、
絞
り
な
ど
の
ト
ピ
ッ
ク
ス

が
挙
げ
ら
れ
、
人
び
と
の
暮
ら
し

の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
技
術
、

細
か
い
手
仕
事
の
技
が
詳
し
く
述

べ
ら
れ
、
読
み
物
と
し
て
も
大
変

興
味
深
く
、
次
々
に
読
み
進
み
た

い
内
容
で
あ
る
。

次
に
地
域
編
で
は
、
日
本
の
着

物
か
ら
始
ま
り
、
東
南
ア
ジ
ア
、

南
ア
ジ
ア
、
西
ア
ジ
ア
、
中
央
ア

ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
道
明
氏

が
長
年
に
わ
た
っ
て
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
し
、
調
査
さ
れ
た
地
域
の

服
飾
に
つ
い
て
、
個
別
、
具
体
的

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
で
は
紛

争
の
地
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
失

わ
れ
つ
つ
あ
る
、
あ
る
い
は
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
中
央
ア
ジ
ア
の
服

飾
文
化
に
つ
い
て
も
、
大
変
詳
細

に
書
か
れ
て
い
て
、
今
で
は
見
る

こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
伝
統
服

飾
の
記
録
と
し
て
も
貴
重
で
あ

る
。ア

ジ
ア
と
し
て
地
域
を
広
く
と

ら
え
、
ま
た
長
い
歴
史
の
な
か
で

の
民
族
服
飾
の
変
遷
を
ま
と
め
、

服
飾
の
形
態
、
系
譜
を
ま
と
め
て

い
く
こ
と
は
、
大
変
な
作
業
で
あ

る
と
思
う
。
服
飾
と
い
う
の
は
、

な
か
な
か
や
っ
か
い
で
、
国
、
民

族
、
地
域
に
よ
っ
て
共
通
性
も
あ

る
が
細
か
く
違
い
、
調
査
者
が
あ

る
ス
ポ
ッ
ト
で
出
会
っ
た
服
飾
に

つ
い
て
、
個
別
の
記
述
が
必
要
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。

服
飾
は
、
特
に
衣
服
と
し
て
と

ら
え
る
と
、
モ
ノ
で
あ
り
、
形
態

や
色
、
布
の
素
材
、
製
作
技
法
な

ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
服
飾
の
背
景
に
は
生
活
す
る

人
が
必
ず
い
て
、
調
査
者
は
、
そ

の
人
と
か
か
わ
り
、
話
を
聞
き
、

そ
の
衣
服
に
つ
い
て
知
る
と
い

う
、
生
活
す
る
人
と
か
か
わ
る
こ

と
が
、
第
一
の
楽
し
み
だ
と
い
う

こ
と
を
、
こ
の
本
は
教
え
て
く
れ

る
。
長
い
時
間
、
手
間
暇
か
け
て

材
料
を
吟
味
し
、
布
を
つ
く
り
、

色
や
形
を
工
夫
し
、
着
る
人
を
思

っ
て
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
た
衣
服
に

感
動
し
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
、

技
法
、
技
術
に
つ
い
て
詳
細
に
記

録
す
る
だ
け
で
な
く
、
研
究
報
告

と
し
て
伝
え
る
こ
と
の
意
義
を
教

え
て
く
れ
る
。
ま
た
調
査
の
と
き

に
過
ご
し
た
時
間
、
旅
の
途
中
で

出
会
っ
た
人
や
景
色
な
ど
、
旅
の

断
片
の
思
い
出
が
、
調
査
者
に
と

っ
て
か
け
が
え
の
な
い
記
憶
と
な

り
、
ま
た
そ
の
後
の
研
究
の
ヒ
ン

ト
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
思

い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
。

た
だ
、
現
代
に
お
け
る
人
び
と

の
暮
ら
し
を
考
え
る
と
、
世
界
的

に
み
て
も
、
経
済
の
伸
展
や
紛
争

の
高
ま
り
な
ど
に
よ
っ
て
、
伝
統

的
な
衣
生
活
は
す
た
れ
、
洋
服
が

浸
透
し
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
化
、
ま
た

フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
よ
ば

れ
る
よ
う
な
手
頃
な
衣
服
が
台
頭

し
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
各
地

域
や
民
族
の
文
化
の
象
徴
で
あ
っ

た
民
族
服
飾
が
消
え
、
人
び
と
の

意
識
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
ん
な
な
か
で
、
道
明

氏
が
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
現
代
の
状
況
と
正
反
対
の

方
向
に
あ
る
ス
ロ
ー
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
と
も
い
え
る
伝
統
染
織
や
民
族

服
飾
の
歴
史
や
文
化
の
意
義
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
有
意
義

で
あ
ろ
う
。
国
際
化
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
進
む
現
代
の
暮
ら
し
の
な

か
で
、
民
族
や
人
種
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
、
逆
に
問
わ
れ
、
求

め
ら
れ
る
世
界
に
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
後
の

私
た
ち
の
衣
生
活
、
ま
た
衣
生
活

の
み
な
ら
ず
生
活
の
あ
り
方
を
考

え
る
う
え
で
、
民
族
服
飾
や
伝
統

染
織
は
、
み
ず
か
ら
の
社
会
や
文

化
、
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
重
要

で
、
大
変
意
義
あ
る
も
の
と
な
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

私
自
身
、
大
学
卒
業
後
の
二
〇

代
前
半
、
文
化
服
装
学
院
で
服
飾

デ
ザ
イ
ン
を
学
ん
だ
経
験
を
も

ち
、
大
学
で
教
鞭
を
執
る
よ
う
に

な
っ
た
随
分
の
ち
に
、
文
化
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
研
究
機
構
で
研
究
助
成

を
い
た
だ
き
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・

ア
チ
ェ
の
服
飾
文
化
研
究
に
た
ず

さ
わ
っ
た
経
験
が
あ
る
。
今
回
、

本
書
を
読
む
こ
と
で
、
道
明
氏
の

研
究
の
軌
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、

自
分
自
身
の
民
族
服
飾
と
か
か
わ

っ
て
き
た
過
去
の
経
験
と
重
ね
合

わ
せ
、
感
慨
深
く
読
ま
せ
て
い
た

だ
い
た
。

（
琉
球
大
学
教
育
学
部
教
授
）

２
０
２
１
年
５
月
２１
日
、
「
少

年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
が
成
立
し
た
。
同
法
が
施
行

さ
れ
る
２
０
２
２
年
４
月
１
日

は
、
民
法
上
の
成
人
年
齢
が
引
き

下
げ
ら
れ
る
日
で
も
あ
る
。
法
務

省
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
２
０
１
６

年
の
選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
と

も
合
わ
せ
て
、
今
回
の
改
定
の
背

景
に
は
、
１８
歳
・
１９
歳
の
少
年
が

「
重
要
な
権
利
・
自
由
を
認
め
ら

れ
、
責
任
あ
る
主
体
と
し
て
社
会

に
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

立
場
」
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
理

解
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
改

定
の
狙
い
を
説
明
し
て
い
る
。
非

行
少
年
へ
の
対
応
に
お
い
て
、
保

護
と
厳
罰
の
ど
ち
ら
が
望
ま
し
い

の
か
を
め
ぐ
る
議
論
は
古
く
か
ら

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
犯

し
た
過
ち
に
向
き
合
い
な
が
ら
生

き
て
い
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
何

が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
主

体
と
し
て
の
成
人
と
少
年
と
の
間

に
は
、
い
か
な
る
違
い
が
あ
る
と

い
う
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
「
非
行
か
ら
の
�
立

ち
直
り
�
」
を
主
題
と
し
、
少
年

院
教
育
と
非
行
経
験
者
の
語
り
へ

の
分
析
を
通
し
て
、
こ
の
問
い
に

向
き
合
う
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

著
者
の
指
摘
す
る
通
り
に
、
「
犯

罪
・
非
行
の
そ
の
後
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
る
」
研
究
は
近
年
よ
う
や

く
注
目
を
集
め
て
お
り
、
日
本
で

は
特
に
「
処
遇
を
経
た
後
の
非
行

少
年
に
直
接
的
か
つ
継
続
的
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
た
」
研
究
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
現
状
を
打

破
す
る
本
書
は
、
少
年
法
が
大
き

く
改
定
さ
れ
た
今
こ
の
タ
イ
ミ
ン

グ
に
お
い
て
、
非
行
少
年
／
少
年

非
行
の
理
解
を
よ
り
豊
か
に
す
る

知
見
を
提
供
し
て
く
れ
る
、
必
読

の
一
冊
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
ま
ず
序
章
と
第
１
章
で
、

先
行
研
究
の
概
要
や
公
的
処
遇
の

動
向
が
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い

る
。
続
く
第
２
章
で
は
、
Ｅ
・
ゴ

ッ
フ
マ
ン
の
「
全
制
的
施
設
」
概

念
を
ひ
き
な
が
ら
、
少
年
院
で
実

際
に
行
わ
れ
て
い
る
教
育
へ
の
参

与
観
察
を
通
し
て
得
ら
れ
た
気
付

き
が
丁
寧
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

著
者
も
述
べ
る
よ
う
に
、
「
犯
罪

と
は
無
縁
の
生
活
を
送
る
大
多
数

の
人
々
に
は
、
非
行
少
年
が
逮
捕

さ
れ
た
後
、
ど
の
よ
う
な
処
遇
を

経
て
、
社
会
生
活
を
送
る
よ
う
に

な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
」
の
が
現
状

で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
般
社
会
か

ら
隔
絶
さ
れ
た
「
少
年
院
」
が
ど

の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
か
は
、
ま

す
ま
す
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の

橋
渡
し
を
行
う
役
割
を
果
た
し
て

い
る
点
も
、
本
書
の
特
長
の
一
つ

で
あ
ろ
う
。
後
半
と
な
る
第
３
章

以
降
で
は
、
少
年
院
出
院
者
の
語

り
を
通
し
て
論
が
進
め
ら
れ
て
お

り
、
処
遇
に
対
す
る
意
味
付
け
や

非
行
集
団
と
の
関
係
性
を
通
し

て
、
出
院
後
に
築
か
れ
る
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
の
あ
り
よ
う
が
複
線
的
に

描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
は
「
非
行
か

ら
の
�
立
ち
直
り
�
と
は
何
か
」

を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
は
た

し
て
「
非
行
」
は
「
立
ち
直
り
」

の
た
め
の
与
件
な
の
だ
ろ
う
か
。

今
日
、
「
犯
罪
・
非
行
を
し
な
い

こ
と
」
を
も
っ
て
立
ち
直
り
を
達

成
し
た
と
理
解
す
る
研
究
は
少
な

く
な
い
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
に
対

し
て
、
明
確
に
異
な
る
、
距
離
を

置
く
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
序
章

に
お
い
て
既
に
、
著
者
は
「�
生

活
者
�
の
側
面
を
中
心
に
据
え
、

�
犯
罪
を
し
な
い
こ
と
�
を
ゴ
ー

ル
と
し
な
い
立
場
を
と
る
」
こ
と

を
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
。
だ

と
す
る
と
、
何
を
も
っ
て
「
立
ち

直
り
」
を
目
指
す
先
に
は
何
が
待

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に

本
書
に
お
い
て
「�
立
ち
直
り
�

の
ゴ
ー
ル
自
体
も
動
的
な
性
質
の

も
の
と
し
て
捉
え
て
い
く
」
立
場

を
と
る
こ
と
も
予
め
示
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の

言
明
は
、
「
立
ち
直
り
」
が
何
か

し
ら
の
「
方
向
性
」
と
そ
れ
を
生

じ
さ
せ
る
「
起
点
」
に
よ
っ
て
成

立
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
含
意

し
て
い
る
。

「
生
活
者
」
と
し
て
の
一
つ
ひ

と
つ
の
「
生
活
」
を
尊
重
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
「
立
ち
直

り
」
と
い
う
枠
組
み
を
必
要
と
し

な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら

ば
、
「
生
活
者
」
と
し
て
の
一
つ

ひ
と
つ
の
「
生
活
」
は
、
犯
罪
・

非
行
を
し
た
と
い
う
事
実
と
は
無

関
係
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら

で
あ
る
。
犯
罪
・
非
行
を
し
た

「
か
ら
」
な
の
か
、
し
た
「
け
れ

ど
も
」
な
の
か
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
犯
罪
・
非
行
を
し
た
と
い
う

「
事
実
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
立

ち
直
り
」
と
い
う
視
点
に
有
用
性

が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
本
書
で
は
非
行
少

年
の
加
害
行
為
の
背
景
に
あ
る
被

害
経
験
に
焦
点
を
当
て
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
受
け

た
当
事
者
に
と
っ
て
被
害
経
験
の

影
響
が
い
か
に
大
き
い
か
、
決
し

て
無
か
っ
た
こ
と
に
で
き
な
い
こ

と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
加
害
と

い
う
概
念
は
原
理
的
に
、
被
害
と

い
う
対
概
念
を
伴
っ
て
し
か
生
じ

得
な
い
。
被
害
者
の
存
在
を
念
頭

に
置
く
限
り
、
程
度
に
差
は
あ
れ

ど
も
、
規
範
的
な
問
題
と
し
て

「
犯
罪
・
非
行
を
し
な
い
こ
と
」

は
求
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ

う
。以

上
の
検
討
か
ら
も
分
か
る
通

り
、
「
立
ち
直
り
」
と
い
う
動
態

的
な
生
の
「
過
程
」
に
お
い
て
、

「
犯
罪
・
非
行
を
し
た
と
い
う
事

実
」
と
「
犯
罪
・
非
行
を
し
な
い

こ
と
」
の
両
者
に
折
り
合
い
を
い

か
に
つ
け
て
い
く
の
か
は
、
非
常

に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
の
関
心
は
、
評
者
の
見

る
限
り
、
決
し
て
著
者
の
知
見
と

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
本
書
の
中
で
著
者
は
こ
の
点
に

対
し
、
丹
念
な
る
経
験
的
研
究
の

積
み
重
ね
を
通
し
て
、
「
検
討
し

た
事
例
の
範
囲
」
で
の
誠
実
な
言

及
が
随
所
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の

と
理
解
し
て
い
る
。
著
者
の
初
の

単
著
は
、
読
み
や
す
さ
と
読
み
応

え
の
両
立
し
た
、
紛
れ
も
な
い
良

書
で
あ
っ
た
。

（
北
陸
学
院
大
学
人
間
総
合
学
部

社
会
学
科
准
教
授
）

藤本憲正 著

�ハンス・キュングと宗教間対話
人間性をめぐるその神学的軌跡

３・１刊 Ａ５判３２４頁 本体２９５０円

三恵社

「人間性」を軸に、偉大な神学者
ハンス・キュングの思想を分析
各時期における主な著作を論じ、変化の過程をたどる

竹下 ルッジェリ・アンナ

尾関周二 著

�２１世紀の変革思想へ向けて
環境・農・デジタルの視点から

４・２０刊 四六判３７６頁 本体２７２８円

本の泉社

スケール雄大な
変革思想の現代的試み
「物質代謝様式」「労農アソシエーション」「個人的・社会的所有」
「農工デジタル社会」という四つの新造語を提案する

島崎隆
今
年
の
三
月
一
日
に
本
書
で
あ

る
『
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ
と
宗
教

間
対
話
�
�
人
間
性
を
め
ぐ
る
そ

の
神
学
的
軌
跡
』
が
出
版
さ
れ

た
。
数
日
後
、
著
者
の
藤
本
憲
正

氏
か
ら
送
っ
て
も
ら
い
、
興
味
深

く
読
み
始
め
た
。
何
年
前
に
私
も

本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ハ
ン
ス
・

キ
ュ
ン
グ
の
思
想
を
研
究
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
読
み
終
わ
っ
た

直
後
に
、
母
国
で
あ
る
イ
タ
リ
ア

の
新
聞
で
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ
が

九
四
歳
で
死
去
し
た
こ
と
を
知
ら

さ
れ
た
。
そ
の
日
は
、
四
月
六
日

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
不
思
議

な
タ
イ
ミ
ン
グ
に
驚
い
た
。

ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ
（H

ans

K
üng

、
一
九
二
八
―
二
〇
二

一
年
）
は
二
十
世
紀
の
最
も
偉
大

な
神
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
膨
大

な
著
作
を
残
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
に
お
け
る
教
皇
の
非
可
謬
性

を
批
判
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

い
る
が
、
特
に
宗
教
間
対
話
と
世

界
倫
理
の
推
進
に
尽
力
し
て
い
た

学
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
彼
は
宗
教
に
限
ら
ず
、
政

治
、
経
済
、
文
学
の
世
俗
的
な
諸

分
野
で
も
世
界
規
模
の
普
遍
的
な

平
和
を
目
指
し
て
活
躍
し
続
け
、

そ
れ
を
学
問
的
に
取
り
組
ん
で
い

た
。
キ
ュ
ン
グ
は
わ
か
り
や
す
い

表
現
で
学
問
を
叙
述
し
た
た
め
、

一
般
の
人
も
理
解
し
や
す
く
、
彼

の
著
書
は
広
く
読
ま
れ
、
尊
敬
を

集
め
た
。

本
書
で
は
、
キ
ュ
ン
グ
の
思
想

が
幅
広
く
か
つ
順
序
よ
く
分
析
さ

れ
て
い
る
。
キ
ュ
ン
グ
は
生
涯
に

わ
た
っ
て
多
面
的
な
研
究
と
活
躍

を
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
は
一
つ

の
分
野
に
限
ら
な
い
た
め
、
本
書

の
各
章
に
お
い
て
は
異
な
っ
た
テ

ー
マ
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
の
問
題

意
識
は
キ
ュ
ン
グ
に
お
け
る
「
人

間
性
」
と
い
う
概
念
で
あ
り
、
そ

し
て
彼
が
取
り
組
ん
で
き
た
「
宗

教
間
対
話
」
を
分
析
し
な
が
ら
、

そ
の
取
り
組
み
の
中
で
重
要
な
位

置
を
占
め
た
人
間
性
が
、
「
ど
の

よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
て
中
心
的

テ
ー
マ
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
与
え
ら
れ
て
き
た
の
か
」
と

い
う
点
を
探
っ
た
。
か
く
し
て
、

著
者
は
こ
の
よ
う
な
「
人
間
性
」

を
軸
に
し
て
、
本
書
を
論
じ
て
い

る
。時

期
に
よ
っ
て
、
キ
ュ
ン
グ
の

研
究
分
野
が
変
化
し
て
い
る
こ
と

に
着
目
し
、
著
者
は
本
書
の
章
ご

と
に
こ
の
変
化
の
過
程
を
分
析
す

る
。
ま
ず
、
六
〇
年
代
に
キ
ュ
ン

グ
は
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
教
会

を
目
指
し
て
教
皇
や
教
会
革
命
に

つ
い
て
論
じ
た
」が
、一
九
七
〇
年

代
に
は
、
「
キ
リ
ス
ト
論
を
独
立

し
た
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
た

う
え
で
、
教
皇
論
に
並
ん
で
諸
宗

教
や
世
俗
と
の
対
話
に
集
中
的
に

取
り
組
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。そ
し
て
、一
九
八
〇
年
代
に
、

キ
ュ
ン
グ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学

の
視
点
か
ら
諸
宗
教
に
つ
い
て
語

る
だ
け
で
は
な
く
、
諸
宗
教
の
歴

史
や
教
え
に
つ
い
て
独
自
に
研
究

し
た
」
。
こ
の
時
期
に
、
伝
統
と

教
理
を
解
釈
す
る
方
法
を
と
そ
の

枠
組
み
を
示
し
、
宗
教
に
お
け
る

パ
ラ
ダ
イ
ム
（paradigm

a

）

と
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
い
う
独
自

の
分
析
を
試
み
た
。
ま
た
、
一
九

九
〇
年
代
に
キ
ュ
ン
グ
は
「
キ
リ

ス
ト
教
神
学
や
宗
教
学
の
範
囲
か

ら
、
世
界
平
和
を
目
指
し
た
政
治

経
済
的
な
領
域
へ
と
探
求
の
範
囲

を
広
げ
」
て
、
宗
教
間
対
話
の
取

り
組
み
を
発
展
さ
せ
た
。そ
し
て
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
キ
ュ
ン
グ
は
、

「
世
界
倫
理
の
議
論
を
発
展
さ
せ

る
と
同
時
に
、
自
ら
神
学
を
振
り

返
る
著
作
や
自
伝
を
発
表
し
て
、

自
ら
の
神
学
的
行
程
の
ま
と
め
を

行
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

著
者
は
各
時
期
に
お
け
る
キ
ュ

ン
グ
の
主
な
著
作
を
分
析
し
、
バ

ル
ト
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
ヒ
ッ
ク
、

カ
ブ
、
ニ
ッ
タ
ー
、
ト
レ
ー
シ
ー

等
の
他
の
神
学
者
と
の
比
較
に
触

れ
な
が
ら
、
議
論
を
進
め
て
い

く
。紙

面
の
都
合
上
、
全
て
を
紹
介

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
自
分

の
研
究
に
も
関
係
あ
る
テ
ー
マ
に

触
れ
た
い
。す
な
わ
ち
第
四
章「
宗

教
の
�
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
�
と
�
人

間
性
�
」
に
分
析
さ
れ
て
い
る
宗

教
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
こ
と

で
あ
る
。
解
釈
的
モ
デ
ル
（in-

terpretative
m

odel

）
で
あ

る
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
の

科
学
者
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン

（T
hom

as
S.K

uhn

、
一
九

二
二
―
一
九
九
六
年
）
が
提
唱
し

た
概
念
で
あ
る
が
、
科
学
哲
学
の

分
野
に
限
ら
ず
、
他
分
野
の
学

問
、
そ
し
て
一
般
社
会
に
ま
で
解

釈
さ
れ
、
広
く
使
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
特
に
ハ
ン
ス
・
キ
ュ

ン
グ
は
、
こ
の
概
念
を
宗
教
学
の

分
野
に
応
用
す
る
こ
と
を
試
み
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
六
種
類
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
（
「
原
始
キ
リ
ス
ト

教
的
な
黙
示
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
、

「
古
代
教
会
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
パ

ラ
ダ
イ
ム
」、「
中
世
の
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
、

「
宗
教
改
革
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」、「
啓
蒙
さ
れ
た

近
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」、「
同
時
代

の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
〔
近
代
―
後
〕
？
」
）
を
提
案

す
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教

と
イ
ス
ラ
ム
教
に
関
し
て
も
諸
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
提
案
し
、
他
の
宗
教

に
関
し
て
も
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
を
広

げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加

え
て
、
社
会
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
つ

い
て
も
述
べ
て
い
た
。
本
書
の
著

者
は
、
キ
ュ
ン
グ
に
よ
る
パ
ラ
ダ

イ
ム
論
を
分
析
す
る
上
で
、
「
キ

ュ
ン
グ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
は
、
諸

宗
教
に
お
け
る
信
仰
理
解
の
歴
史

的
な
変
転
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
宗
教
間
対
話
と
、
そ
の
た

め
の
宗
教
の
基
礎
的
な
歴
史
研
究

の
促
進
を
狙
い
に
し
て
い
る
と
い

え
る
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
疑
問

と
し
て
「
神
学
に
お
い
て
、
パ
ラ

ダ
イ
ム
と
明
確
に
呼
べ
る
ほ
ど
の

理
解
の
枠
組
み
が
あ
る
の
か
ど
う

か
は
い
ま
だ
定
か
で
は
な
い
」
と

論
述
を
展
開
す
る
。

特
に
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」
お
よ

び
「
宗
教
間
対
話
」
に
関
し
て
興

味
が
あ
る
方
に
は
、
直
接
本
書
を

読
む
こ
と
を
強
く
お
薦
め
す
る
。

と
り
わ
け
、
日
本
語
で
書
か
れ
た

ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ
の
思
想
に
つ

い
て
の
先
行
研
究
は
非
常
に
少
な

い
こ
と
か
ら
本
書
の
重
要
性
を
強

く
感
じ
る
。

対
面
で
一
度
し
か
お
会
い
し
た

こ
と
が
な
い
が
、
偉
大
で
非
常
に

勇
気
の
あ
る
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ

の
死
去
を
深
く
悲
し
ん
で
い
る
。

同
時
に
、
彼
の
思
想
を
本
書
で
こ

の
よ
う
に
順
序
立
て
て
見
事
に
ま

と
め
て
叙
述
し
た
藤
本
憲
正
氏
に

感
謝
し
た
い
。

（
京
都
外
国
語
大
学
教
授
）

私
は
尾
関
氏
の
著
作
を
ほ
と
ん

ど
拝
読
し
て
き
た
が
、
そ
の
問
題

関
心
の
広
さ
と
内
容
の
豊
富
さ
、

着
眼
点
の
よ
さ
に
は
、
お
お
い
に

学
ん
で
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
多
く

の
問
題
領
域
を
自
分
な
り
に
面
白

く
展
開
す
る
論
者
は
多
い
が
、
そ

こ
で
発
生
し
て
き
た
多
様
な
議
論

を
客
観
的
に
フ
ォ
ロ
ー
し
な
が

ら
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
の
ち
に

自
説
を
組
み
立
て
る
人
は
少
な

い
。氏
の
独
自
性
は
そ
こ
に
あ
る
。

本
書
の
狙
い
は
、
�１
地
球
環
境
問

題
、
�２
農
業
・
食
の
問
題
、
�３
Ａ

Ｉ
、
Ｉ
Ｔ
な
ど
デ
ジ
タ
ル
革
命
の

問
題
と
い
う
三
つ
の
視
点
を
統
合

し
て
、
二
一
世
紀
の
あ
ら
た
な
変

革
思
想
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ

り
、
氏
の
長
い
研
究
歴
で
総
括
的

な
位
置
を
し
め
る
著
作
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
私
は
本
書
を
読
ん
で

い
る
あ
い
だ
、
た
え
ず
斎
藤
幸
平

『
人
新
世
の
「
資
本
論
」
』
と
い

う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
比
較
し
て
い

た
。
両
者
と
も
に
、
環
境
問
題
を

重
視
し
、
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
に
注

目
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
内
容
的

な
差
異
も
当
然
あ
り
、
そ
こ
が
あ

ら
た
に
知
的
刺
激
を
呼
び
起
こ
さ

ざ
る
を
え
な
い
。
さ
て
氏
は
、
本

書
で
「
物
質
代
謝
様
式
」
「
労
農

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
「
個
人
的

・
社
会
的
所
有
」
「
農
工
デ
ジ
タ

ル
社
会
」
と
い
う
四
つ
の
新
造
語

を
提
案
す
る
。
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス

の
思
想
の
い
く
つ
か
の
新
解
釈
も

興
味
深
い
。
と
は
い
え
氏
は
、
さ

ら
に
世
界
的
に
、核
戦
争
の
脅
威
、

貧
富
の
差
の
拡
大
、
科
学
・
技
術

の
否
定
的
影
響
、
人
口
増
大
な
ど

の
問
題
群
を
考
慮
し
て
い
る
。
以

下
、
さ
き
の
四
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

に
そ
っ
て
論
評
し
て
い
き
た
い
。

「
物
質
代
謝
様
式
」
と
い
う
の

は
、
人
間
と
自
然
の
間
の
物
質
代

謝
を
マ
ル
ク
ス
の
労
働
論
と
し
て

解
釈
し
て
、
環
境
問
題
の
解
決
に

役
立
て
よ
う
と
す
る
見
方
で
あ

り
、
従
来
の
史
的
唯
物
論
の
根
底

に
さ
ら
に
こ
の
立
場
を
置
く
べ
き

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
コ
ロ

ジ
ー
的
マ
ル
ク
ス
主
義
を
唱
え
る

多
く
の
論
者
が
こ
の
「
物
質
代
謝

史
観
」
を
採
用
す
る
が
、
氏
は
さ

ら
に
若
き
マ
ル
ク
ス
の
提
唱
し
た

「
人
間
主
義
と
自
然
主
義
の
統
一
」

と
い
う
立
場
を
、
こ
の
物
質
代
謝

様
式
と
あ
ら
た
に
結
合
し
て
考
え

る
。
こ
の
複
合
的
な
見
方
の
ほ
う

が
幅
広
く
説
得
的
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
の
史
的
唯
物
論

は
、
近
年
、
そ
の
説
得
性
の
問
題

も
あ
っ
て
か
、
言
及
が
避
け
ら
れ

て
き
た
と
い
え
よ
う
。
と
は
い

え
、
氏
は
い
わ
ゆ
る
史
的
唯
物
論

に
は
否
定
的
な
態
度
を
か
な
ら
ず

し
も
と
っ
て
い
な
い
が
、
マ
ル
ク

ス
『
経
済
学
批
判
』
「
序
言
」
の

史
的
唯
物
論
の
公
式
を
現
時
点
で

ど
う
評
価
す
る
か
、
あ
ら
た
め
て

検
討
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

う
。
興
味
深
い
の
は
、
地
層
と
の

類
比
で
い
わ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の

「
社
会
構
成
体
」
に
関
し
て
、
単

に
奴
隷
制
・
封
建
制
・
資
本
制
と

横
へ
発
展
す
る
の
み
で
は
な
く
、

先
行
の
共
同
体
を
古
層
と
し
て
、

そ
れ
を
縦
の
関
係
と
し
て
、
そ
の

う
え
で
新
し
い
構
成
体
が
積
み
上

が
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
マ
ル
ク
ス
史
的
唯
物
論

で
は
横
と
縦
の
二
重
の
複
雑
な
運

動
が
内
包
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

こ
の
点
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
。
実
は
「
個
人
的
・
社
会

的
所
有
」
の
構
想
も
、
こ
の
共
同

体
重
視
の
考
え
と
つ
な
が
る
。
と

い
う
の
も
、
氏
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ

ク
が
個
人
の
労
働
が
純
粋
に
土
地

や
生
産
物
の
所
有
に
つ
な
が
る
と

考
え
た
の
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク

ス
は
前
近
代
か
ら
の
共
同
体
所
有

が
大
前
提
に
あ
り
、
そ
れ
を
基
盤

に
部
分
的
に
私
有
が
発
生
し
て
き

た
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ

そ
晩
年
の
マ
ル
ク
ス
は
、
ロ
シ
ア

で
残
存
す
る
農
村
共
同
体
を
継
承

し
て
、
共
産
主
義
社
会
が
成
立
可

能
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
社
会

主
義
成
立
時
の
「
個
人
的
所
有
の

再
建
」
（
『
資
本
論
』
）
と
い
う
構

想
も
、
個
人
的
か
つ
社
会
的
な
所

有
の
成
立
を
表
現
し
て
い
る
。
こ

の
点
で
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
マ
ル
ク

ス
を
誤
読
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

氏
の
指
摘
に
賛
成
し
た
い
。

さ
て
、
「
労
農
ア
ソ
シ
エ
ー
シ

ョ
ン
」
と
い
う
考
え
は
、
氏
が
農

学
部
所
属
だ
っ
た
と
い
う
事
実
に

も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、

〈
農
〉
を
重
視
す
る
と
い
う
発
想

が
こ
こ
に
関
わ
る
。そ
こ
で
氏
は
、

〈
共
生
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
環

境
保
全
農
業
、
地
産
地
消
、
半
農

半
Ｘ
、
市
民
菜
園
、
週
末
農
業
な

ど
の
現
象
に
注
目
し
、
貨
幣
に
よ

る
商
品
の
購
買
の
逓
減
、
奢
侈
的

な
欲
望
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
提
唱

し
て
き
た
。
こ
れ
は
さ
き
の
、
マ

ル
ク
ス
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
共
同

体
重
視
の
考
え
に
も
つ
な
が
る
。

こ
の
点
で
氏
は
、
環
境
的
正
義
、

自
然
の
権
利
、
自
然
の
内
在
的
価

値
な
ど
の
、
従
来
の
エ
コ
ロ
ジ
ー

思
想
に
も
検
討
を
加
え
る
。
い
わ

ゆ
る
レ
ー
ニ
ン
型
の
労
農
同
盟
だ

と
、
遅
れ
た
農
民
を
労
働
者
が
指

導
す
る
と
い
う
発
想
に
な
っ
て
し

ま
い
が
ち
だ
が
、
〈
農
〉
を
重
視

す
る
氏
の
立
場
で
は
、
ま
さ
に
発

想
が
逆
転
す
る
。
最
近
エ
コ
マ
ル

ク
ス
主
義
で
強
調
さ
れ
る
〈
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
〉
は
、
国
家
主
導

の
社
会
主
義
建
設
で
は
な
く
て
、

農
民
・
労
働
者
が
水
平
的
に
連
合

し
て
政
治
や
生
産
を
お
こ
な
う
と

い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、

労
働
者
も
農
民
も
個
人
的
か
つ
共

同
的
な
労
働
を
お
こ
な
う
と
さ
れ

る
。
「
農
工
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
で
は
、

ま
ず
氏
は
現
代
進
行
中
の
「
デ
ジ

タ
ル
革
命
」「
第
四
次
産
業
革
命
」

の
も
と
で
、
八
〇
年
代
の
Ｍ
Ｅ

化
、
Ｉ
Ｔ
化
か
ら
、
さ
ら
に
Ｉ
ｏ

Ｔ
化
、
人
工
知
能
、
ロ
ボ
ッ
ト
、

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー

ニ
ン
グ
な
ど
の
発
展
に
注
目
し
て

紹
介
す
る
。
こ
う
し
て
氏
は
、
最

新
の
科
学
・
技
術
の
問
題
に
も
果

敢
に
挑
戦
す
る
。
さ
ら
に
ス
マ
ー

ト
農
業
、
Ａ
Ｉ
農
業
な
ど
に
も
触

れ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
視
点
も

脱
資
本
主
義
化
の
も
と
で
考
え
ら

れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
「
デ
ジ
タ

ル
生
産
様
式
」
の
指
摘
に
も
言
及

さ
れ
る
が
、
こ
の
生
産
様
式
が
史

的
唯
物
論
と
い
か
に
関
わ
る
の
か

を
含
め
て
、
上
記
の
最
新
の
テ
ー

マ
は
、
ま
だ
批
判
的
に
深
め
ら
れ

る
余
地
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

本
書
は
丁
寧
に
わ
か
り
や
す
く

叙
述
さ
れ
て
お
り
、
変
革
の
た
め

の
現
代
的
な
思
想
は
い
か
に
あ
る

べ
き
か
と
い
う
問
題
が
、
多
く
の

現
実
と
諸
説
（
ハ
ラ
リ
、
ウ
ォ
ー

ラ
ス
テ
ィ
ン
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
、
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
、
渡
辺
憲
正
、
平
子

友
長
、
野
口
宏
、
池
内
了
ら
）
に

即
し
て
よ
く
理
解
で
き
る
。
こ
れ

か
ら
の
世
界
の
展
望
に
つ
い
て
幅

広
く
考
え
た
い
と
い
う
人
た
ち
に

お
薦
め
し
た
い
好
著
で
あ
る
。

（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）


