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はじめに

1

は
じ
め
に

自
ら
考
え
る
時
代

　

こ
の
本
は
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
が
発
行
す
る
月
刊
誌
「
教
育
と
医
学
」
に
、
二
〇
〇
八
年
九
月
号
か
ら
二
〇

一
二
年
三
月
号
ま
で
三
年
七
カ
月
に
わ
た
っ
て
連
載
し
た
教
育
時
評
「
今
月
の
視
点
」
の
中
か
ら
選
ん
だ
文
章
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
連
載
を
も
と
に
、
学
習
と
教
育
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
い
う
道
を
行
こ
う
と
し

て
い
た
の
か
を
振
り
返
り
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
か
ら
生
ま
れ
た
未
来
へ
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
を
活
か
し
な
が
ら
、

教
育
の
視
点
で
ど
の
よ
う
に
社
会
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
け
る
の
か
を
考
え
た
い
。
政
権
交
代
や
大
震
災
、
原
発

事
故
な
ど
激
動
の
時
期
に
時
系
列
で
考
え
て
い
た
こ
と
を
再
度
顧
み
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
と
わ
た

し
は
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
各
所
に
、
現
時
点
で
読
み
や
す
い
よ
う
手
を
入
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
初
頭
時
点

で
の
、
そ
の
後
の
展
開
や
思
い
に
つ
い
て
、
付
記
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
（「
そ
の
後
の
メ
モ
」）。

　

連
載
が
始
ま
っ
た
の
は
、
自
民
党
政
権
で
福
田
康
夫
内
閣
か
ら
麻
生
太
郎
内
閣
へ
と
替
わ
っ
た
頃
だ
っ
た
。
一
年

後
の
〇
九
年
九
月
に
は
、
衆
議
院
選
挙
の
結
果
自
民
党
か
ら
民
主
党
に
政
権
交
代
と
な
り
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
が
誕
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2

生
す
る
。
政
治
が
変
わ
り
世
の
中
が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
昂
揚
感
に
、
多
く
の
国
民
が
浸
っ
た
。
わ
た
し
も

そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
こ
と
に
、
鳩
山
首
相
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
新
し
い
公
共
」
と
い
う
概
念
は
イ
ン
パ
ク
ト

が
あ
り
、
大
い
に
期
待
を
抱
い
た
も
の
だ
。

　

し
か
し
、
鳩
山
内
閣
は
わ
ず
か
九
カ
月
で
終
わ
り
、
次
の
菅
直
人
内
閣
は
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
起
き
た
東

日
本
大
震
災
に
直
面
す
る
。
こ
の
大
災
害
は
、
す
べ
て
の
日
本
人
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
原
発
事
故
を
含
め
た

こ
の
災
害
へ
の
対
応
問
題
な
ど
に
よ
り
、
菅
内
閣
も
一
年
三
カ
月
ほ
ど
で
倒
れ
、
野
田
佳
彦
内
閣
が
成
立
す
る
。

　

こ
の
連
載
の
期
間
は
、
こ
う
し
た
め
ま
ぐ
る
し
い
政
治
情
勢
の
変
化
や
、
巨
大
自
然
災
害
、
原
発
事
故
と
い
っ
た

大
事
件
に
揺
れ
た
時
代
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
こ
の
本
を
出
す
現
時
点
で
は
、
一
二
年
末
の
衆
議
院
選
挙

に
よ
っ
て
再
び
政
権
が
交
代
し
、
自
民
党
安
倍
晋
三
内
閣
が
誕
生
し
て
い
る
。
こ
う
な
っ
た
い
ま
か
ら
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
政
治
体
制
面
で
は
振
り
出
し
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
も
す
る
。

　

そ
し
て
教
育
問
題
も
、
こ
う
し
た
時
代
の
波
に
翻
弄
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、「
脱
ゆ
と
り
」、「
い
じ
め
」、
大
阪
の

教
育
基
本
条
例
、
教
育
委
員
会
制
度
…
…
次
か
ら
次
へ
と
課
題
が
露
呈
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
取
り
上
げ
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。

　

で
は
、
〇
九
年
の
政
権
交
代
に
は
意
味
が
な
か
っ
た
の
か
？���

国
民
が
、
自
民
党
に
大
勝
利
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど

民
主
党
に
失
望
し
た
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
ろ
う
が
、
で
は
、
あ
の
ま
ま
自
民
党
政
権
が
続
い
て
い
れ
ば
ど
う

な
っ
て
い
た
の
か
。
落
ち
着
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
ち
ら
も
そ
ち
ら
で
怪
し
い
も
の
だ
。
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ま
た
、
民
主
党
政
権
が
行
っ
た
政
策
の
す
べ
て
が
、
誤
り
で
あ
っ
た
り
不
十
分
で
あ
っ
た
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

特
に
、
教
育
に
関
す
る
も
の
は
な
か
な
か
の
成
果
を
生
ん
で
い
る
と
思
う
。
何
よ
り
大
き
い
の
は
、
す
べ
て
の
子
ど

も
に
高
校
教
育
を
保
障
す
る
た
め
の
高
校
授
業
料
無
償
化
で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
校
に
お
け
る
学
級
定
数
の
改
善
に

よ
る
教
師
増
や
大
学
奨
学
金
制
度
の
改
善
も
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
数
年
の
政
治
や
政
治
家
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
見
て
い
る
と
、
も
は
や
世
の
中
の
こ
と
を
政
治
家
に
お
任
せ
で

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
多
く
の
人
が
気
づ
い
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
社
会
を
ど
ん
な
も
の
に
し
て
い
く
か
は
、

他ひ

人と

任
せ
で
な
く
、
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
自
分
で
真
剣
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
主
党
大
勝

利
に
よ
る
政
権
交
代
か
ら
、
自
民
党
大
勝
利
に
よ
る
政
権
交
代
へ
、
そ
の
派
手
な
大
転
換
劇
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
今
後
の
わ
た
し
た
ち
の
社
会
の
あ
り
よ
う
を
決
め
る
の
は
自
分
自
身
な
の
だ
と
覚
悟
す
る
必
要
が
あ
る
。
教
育

の
よ
う
な
、
子
ど
も
た
ち
が
未
来
に
向
か
っ
て
生
き
抜
く
力
を
つ
け
て
も
ら
う
た
め
の
営
み
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が

最
も
重
要
で
あ
る
。

　

震
災
か
ら
二
年
以
上
経
っ
て
も
、
津
波
に
よ
る
莫
大
な
人
的
・
物
的
被
害
の
記
憶
は
覚
め
や
ら
ぬ
し
、
福
島
原
発

の
事
故
に
よ
る
放
射
能
災
害
は
い
ま
も
続
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
重
大
事
件
を
受
け
て
「
震
災
後
の

教
育
の
在
り
方
を
ど
う
す
る
の
か
」
の
議
論
が
政
府
の
側
か
ら
行
わ
れ
る
気
配
は
な
い
。
菅
政
権
は
「
震
災
復
興
構

想
会
議
」
を
設
置
し
、
二
〇
一
一
年
六
月
二
十
五
日
に
「
復
興
へ
の
提
言
～
悲
惨
の
な
か
の
希
望
」
と
い
う
提
言
を

ま
と
め
た
が
、
残
念
な
が
ら
教
育
に
関
す
る
議
論
は
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
政
府
や
行
政
が
指
針
を
示
さ
な



4

い
の
で
あ
れ
ば
、
市
民
が
自
ら
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
時
代
な
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
震
災
か
ら
す
で
に
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
思
い

は
全
国
の
教
育
の
場
や
教
育
関
係
の
言
論
等
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
微
力
な
が
ら
、
そ
れ
を
教
育
界

の
皆
さ
ん
に
問
題
提
起
し
、
考
え
る
こ
と
を
呼
び
か
け
よ
う
と
思
い
、
こ
の
本
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
数

年
を
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
で
、
未
来
を
つ
く
る
教
育
に
つ
い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
た
い
と
の
願
い

か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
歩
ん
で
き
た
道
、
戦
後
の
焼
け
野
原
か
ら
阪
神
大
震
災
へ

　

震
災
と
原
発
事
故
と
い
う
状
況
は
、
戦
後
に
生
ま
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
直
面
す
る
社
会
の
重
大
危
機
で

あ
る
。
自
分
た
ち
が
暮
ら
す
社
会
の
基
盤
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
事
態
に
緊
張
感
が
極
度
に
高
ま
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ

ろ
う
。
誰
も
が
、
自
分
や
家
族
の
身
の
安
全
を
図
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の
不
安
を
解
消
す
る
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
か
考
え
た
は
ず
だ
。

　

一
九
四
五
年
、
何
と
か
戦
争
が
終
わ
り
、
焦
土
と
化
し
た
国
土
を
前
に
し
て
、
日
本
人
は
社
会
を
大
き
く
変
え
る

決
心
を
し
た
。
そ
れ
が
、「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を

決
意
し
」（
憲
法
前
文
）
と
い
う
一
文
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
主
権
在
民
で
あ
り
、
戦
争
放
棄
で
あ
っ
た
。

そ
の
大
も
と
の
文
言
が
た
と
え
米
国
や
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
戦
後
の
日
本
は
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そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
よ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
一
九
四
七
年
に
は
教
育
基
本
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
前
文
に
は
日
本
国
憲
法
が
「
民
主
的
で
文
化
的
な
国

家
を
建
設
し
て
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
決
意
を
示
し
た
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

軍
事
国
家
と
決
別
し
、
経
済
国
家
で
も
な
く
文
化
国
家
と
し
て
世
界
に
認
め
ら
れ
貢
献
す
る
と
い
う
崇
高
な
理
念
を

持
と
う
と
し
た
当
時
の
日
本
人
を
、
わ
れ
わ
れ
は
尊
敬
し
、
誇
り
に
思
う
。

　

し
か
し
、
悲
し
い
こ
と
に
人
間
は
「
忘
れ
る
」
と
い
う
習
性
を
持
つ
。
特
に
、
昔
か
ら
多
く
の
自
然
災
害
に
見
舞

わ
れ
て
き
た
日
本
人
は
、
不
快
な
体
験
や
苦
し
い
経
験
は
記
憶
の
底
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
戦
争
の

末
に
国
家
崩
壊
に
至
っ
た
と
い
う
悲
惨
さ
を
忘
れ
た
日
本
人
は
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
経
済
復
興
か
ら
始
ま
る
経
済
成

長
に
酔
い
は
じ
め
る
と
、
文
化
国
家
を
目
指
し
た
決
意
を
す
っ
か
り
忘
れ
、
経
済
国
家
と
し
て
の
道
を
ひ
た
走
る
こ

と
に
な
る
。
東
京
五
輪
、
い
ざ
な
ぎ
景
気
、
大
阪
万
博
、
昭
和
元
禄
、
そ
し
て
バ
ブ
ル
景
気
へ
と
…
…
。

　

そ
の
経
済
成
長
一
辺
倒
の
社
会
に
大
き
な
反
省
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
戦
争
か
ら
五
十
年
後
の
一
九
九
五
年
に
起

き
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
あ
る
。「
物
質
文
明
な
ど
儚は
か
ない
も
の
だ
」
と
思
い
知
っ
た
の
は
、
決
し
て
わ
た
し
だ
け

で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
震
災
の
と
き
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
の
は
、
隣
近
所
の
支
え
合
い
と
助
け
合
う
市
民
の
姿
と
全
国
か

ら
駆
け
つ
け
た
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
震
災
で
人
々
を
救
っ
た
の
は
、
金
の
力
で

は
な
く
、
人
間
の
心
の
力
だ
っ
た
。
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二
〇
〇
二
年
に
文
化
庁
長
官
に
就
任
し
た
心
理
学
者
・
河
合
隼
雄
が
提
唱
し
た
「
文
化
で
日
本
を
元
気
に
し
よ

う
」
と
い
う
運
動
は
、
東
京
周
辺
で
は
文
化
よ
り
経
済
成
長
だ
と
の
声
に
掻
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
関
西

で
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
の
「
関
西
元
気
文
化
圏
」
運
動
と
し
て
広
が
り
を
見
せ
、
今
日
に
続
い
て
い
る
。「
文
化
の

力
を
信
じ
よ
う
」
と
い
う
関
西
の
動
き
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
体
験
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

近
代
で
は
「
地
位
の
上
昇
」
や
「
賃
金
の
上
昇
」「
社
会
的
な
尊
敬
」
が
幸
せ
の
尺
度
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ

が
行
き
詰
ま
り
、
い
ま
や
公
務
員
以
外
で
終
身
雇
用
の
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

年
金
も
十
分
に
も
ら
え
る
か
ど
う
か
、
ま
し
て
や
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
将
来
年
金
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
と
い
う
話
に
ま
で
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
ん
な
と
き
に
、
お
金
や
地
位
な
ど
は
心
の
支
え
に
な
ら
な
い
。

　

実
は
、
世
界
中
の
先
進
国
が
そ
の
状
況
に
ど
う
対
応
す
る
か
を
考
え
て
い
る
。「
金
以
外
に
何
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」

と
。
欧
米
諸
国
に
は
宗
教
と
い
う
拠
り
所
が
あ
り
、
そ
の
多
く
が
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
を
共
有
し
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
近
代
に
確
立
さ
れ
て
き
た
個
人
主
義
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
、「
自
分
は
自
分
、
他
人
は
他
人
と
考
え
て
い

こ
う
」
と
い
う
、
精
神
的
支
柱
を
持
つ
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
で
、
多
く
の
ア
ジ
ア
人
に
と
っ
て
の
「
支
え
」
は
故
郷
や
共
同
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
故
郷
の
仲

間
や
家
族
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
“
人
間
的
な
つ
な
が
り
”
の
よ
う
な
も
の
し
か
頼
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
拠
り
所
が
「
文
化
」
な
の
だ
。
世
界
で
一
番
の
豊
か
さ
を
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ

ん
な
に
豊
か
で
は
な
く
と
も
文
化
的
だ
と
い
う
こ
と
が
、
人
に
と
っ
て
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
。
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文
化
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
「
芸
術
」
も
そ
う
い
っ
た
、
豊
か
さ
以
外
の
尺
度
に
十
分
な
り
得
る
と
思
う
。
わ
た
し

は
現
在
京
都
造
形
芸
術
大
学
に
勤
め
て
い
る
が
、
う
ち
の
よ
う
な
芸
術
系
の
大
学
が
、
い
ま
一
番
元
気
が
い
い
、
換

言
す
れ
ば
学
生
が
一
番
幸
せ
そ
う
な
の
は
芸
術
系
の
大
学
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
金
の
こ
と
に
執
着
し
て
い

な
い
面
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
芸
術
系
の
大
学
は
他
の
文
科
系
の
大
学
に
比
べ
て
授
業
料
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
定
員
割
れ
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
世
の
中
は
お
金
持
ち
の
子
ど
も
ば
か
り
で
は
な
い
か
ら
、

学
生
た
ち
は
必
死
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
高
い
授
業
料
を
払
っ
て
い
る
分
だ
け
、
皆
と
て
も

よ
く
勉
強
す
る
。「
自
分
の
人
生
は
楽
し
く
あ
り
た
い
」
と
い
う
根
本
的
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
若
い
人
た
ち
が
増

え
、
今
後
の
成
長
な
き
時
代
に
は
、「
個
人
の
幸
せ
を
第
一
に
考
え
る
」
と
い
う
大
き
な
価
値
観
の
転
換
が
求
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
価
値
観
の
転
換
は
若
者
の
側
、
そ
れ
も
従
来
型
の
「
い
い
学
校
か
ら
い
い
会
社
」
志
向
に
と
ら

わ
れ
な
い
芸
術
系
、
福
祉
・
医
療
系
、
農
林
水
産
業
系
な
ど
実
験
・
実
習
が
中
心
の
学
校
に
学
ん
で
い
る
学
生
な
ど

の
間
で
は
急
速
に
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
は
広
が
り
き
れ
て
い
な
い
。
こ
と
に
、
高
度
経
済
成
長
や
バ

ブ
ル
の
恩
恵
を
い
っ
ぱ
い
に
受
け
て
き
た
大
人
た
ち
に
は
受
容
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
原
発
事
故
に
よ

る
放
射
能
の
恐
怖
よ
り
、
電
力
不
足
に
よ
る
産
業
の
停
滞
や
生
活
の
不
便
が
我
慢
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
二
年
末
の
衆
議
院
選
挙
で
も
、
自
民
党
か
ら
共
産
党
ま
で
一
二
の
政
党
全
部
が
、
経
済
成
長
を
前
提
に
政
策
を
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訴
え
て
い
た
。
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
一
一
年
の
大
震
災
を
経
て
、
普
通
に
考
え
れ
ば
も
は
や
経
済
成

長
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
で
も
考
え
方
を
切
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
が
、
こ
の
社
会

の
政
治
を
担
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
任
せ
て
い
て
い
い
は
ず
が
な
い
。

　

政
治
に
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
こ
れ
ま
た
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、「
マ
イ
ナ
ス
成
長
」
さ
え
受
け
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
将
来
の
社
会
に
対
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
自
分
の
頭
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ

る
「
ゆ
と
り
教
育
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
「
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
」
と
は
、
実
は
こ
う
し
た
時
代
の
到
来
を

念
頭
に
置
い
た
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
政
治
家
に
任
せ
る
「
お
任
せ
民
主
主
義
」
か
ら
、
自
ら
が
動
く
「
参
加
型
民

主
主
義
」
へ
の
移
行
が
可
能
な
主
権
者
た
る
国
民
を
育
て
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

　

い
ま
必
要
な
の
は
、
同
じ
よ
う
な
政
策
を
並
べ
た
て
る
古
い
考
え
の
政
党
や
政
治
家
で
は
な
い
。
は
っ
き
り
と
し

た
新
し
い
社
会
像
を
提
示
す
る
確
か
な
思
想
と
、
そ
の
思
想
を
理
解
し
そ
の
中
か
ら
自
分
の
思
考
を
選
択
で
き
る
国

民
を
育
て
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

わ
た
し
が
教
え
を
乞
う
偉
大
な
先
達
で
あ
る
評
論
家
の
西
部
邁
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
な
思
想
を
打
ち
出
す
。

「
現
代
社
会
の
理
想
は
『
自
由
・
平
等
・
友
愛
・
合
理
』
の
カ
ル
テ
ッ
ト
で
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
た

い
し
て
現
代
社
会
の
現
実
は
『
秩
序
・
格
差
・
競
合
・
懐
疑
』
の
四
幅
対
と
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
理
想

と
現
実
の
あ
い
だ
の
バ
ラ
ン
ス
（
平
衡
）
こ
そ
が
大
事
だ
と
考
え
る
者
は
、『
活
力
・
公
正
・
節
度
・
常
識
』
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が
政
治
的
な
道
義
だ
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
」（
毎
日
新
聞
一
二
年
一
二
月
一
九
日
朝
刊
「
異
論
反
論
」）

　

理
想
主
義
と
現
実
主
義
と
い
う
二
分
法
の
対
立
に
陥
る
こ
と
な
く
、
両
者
の
間
に
あ
る
平
衡
主
義
を
考
慮
に
入
れ

選
択
し
た
ら
ど
う
か
と
の
考
え
方
で
あ
る
。
成
長
な
き
時
代
に
は
従
来
革
新
勢
力
が
唱
え
て
き
た
理
想
主
義
の
「
自

由
・
平
等
・
友
愛
・
合
理
」
を
実
現
で
き
る
よ
う
な
財
源
と
サ
ー
ビ
ス
を
保
障
で
き
る
「
大
き
な
政
府
」
は
望
め
な

い
。
か
と
い
っ
て
最
近
台
頭
著
し
い
新
自
由
主
義
者
の
現
実
主
義
「
秩
序
・
格
差
・
競
合
・
懐
疑
」
で
は
、
社
会
の

中
に
徒い
た
ずら

に
対
立
が
生
ま
れ
、
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
に
、
ど
の
バ
ラ
ン
ス
で
平
衡
を
と
る
か
は
と

も
か
く
、
両
者
の
間
に
「
活
力
・
公
正
・
節
度
・
常
識
」
で
折
り
合
い
を
つ
け
る
平
衡
主
義
の
提
案
は
魅
力
的
で
あ

る
。

　

い
わ
ゆ
る
「
ゆ
と
り
教
育
」
の
目
指
し
た
も
の
も
、
戦
後
の
東
西
冷
戦
構
造
の
中
で
革
新
＝
理
想
主
義
と
当
時
は

保
守
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
現
実
主
義
の
二
分
法
か
ら
脱
却
し
て
、
自
ら
学
び
自
ら
考
え
た
結
果
と
し
て
、
○
か

×
か
で
は
な
い
多
様
な
結
論
を
出
せ
る
人
間
を
育
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
の
答
え
を
求
め
る
の
で
な
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
考
え
方
を
許
容
し
認
め
合
う
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
、
そ
の
力
を
つ
け
る
大
き
な
機
会
と
な
り
得
る
。

　

〇
二
年
か
ら
導
入
さ
れ
た
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
経
験
し
た
世
代
は
、
既
に
大
学
生
、
高
校
生
に
ま
で
育
っ
て

い
る
。
彼
ら
と
話
す
と
、
二
分
法
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な
発
想
で
社
会
の
在
り
方
を
考
え
て
い
る
者
が
少
な
く
な

い
。
行
き
詰
ま
っ
て
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
日
本
社
会
の
現
状
を
変
え
る
新
し
い
方
向
性
が
出
て
く
る
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と
す
る
と
、
そ
れ
は
よ
り
若
い
世
代
の
間
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
だ
。

　

し
か
し
そ
れ
で
は
、
い
く
ら
何
で
も
わ
れ
わ
れ
日
本
の
大
人
は
情
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
現
在
の
若
者
た

ち
が
社
会
で
そ
れ
な
り
の
発
言
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
時
間
を
要
す
る
。
こ
こ
は
、
わ
れ
わ
れ
大

人
も
、
い
ま
か
ら
で
も
遅
く
な
い
、
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
力
を
身
に
着
け
、
社
会
を
変
え
る
た
め
の
行
動
に
出
な

く
て
は
。
子
ど
も
や
若
者
だ
け
で
な
く
、
生
涯
学
習
の
観
点
か
ら
大
人
に
も
新
た
な
学
び
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

出
来
事
が
次
々
と
消
費
さ
れ
忘
れ
去
ら
れ
が
ち
な
現
在
、
教
育
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
、
こ
れ
ま
で
の
変
化
を
振

り
返
り
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
の
本
が
、
そ
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二
〇
一
三
年
三
月

�

寺
脇　

研　
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