
編
者
村
上
陽
一
郎
氏
ほ
か
六
人
の
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
志
で
選
択
 
 

し
た
「
科
学
論
の
名
著
」
十
二
編
を
お
の
お
の
紹
介
・
概
説
し
た
十
二
 
 

幸
か
ら
成
る
本
書
は
、
さ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
構
成
を
取
る
本
に
 
 

と
か
く
あ
り
が
ち
な
、
単
な
る
寄
せ
集
め
に
堕
す
る
こ
と
を
見
事
に
免
 
 

れ
て
い
る
。
編
者
が
序
文
で
提
示
す
る
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
に
貫
か
れ
て
全
 
 

体
が
一
つ
の
流
れ
と
な
り
、
終
章
「
広
重
徹
『
科
学
の
社
会
史
』
」
 
へ
 
 

と
首
尾
よ
く
流
れ
込
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

氏
が
予
め
用
意
す
る
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
は
明
快
で
あ
る
。
一
般
に
「
科
 
 

学
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
曖
昧
で
あ
る
現
状
に
対
し
て
、
氏
は
ま
 
 

ず
第
一
に
、
本
書
に
お
い
て
の
「
科
学
」
、
あ
る
い
は
「
科
学
思
想
」
 
 

の
定
義
を
明
確
に
す
る
。
（
s
c
i
e
n
c
e
）
と
い
う
言
葉
が
、
本
来
の
 
「
知
 
 

識
一
般
の
探
求
」
と
い
う
意
味
の
厚
み
を
持
た
な
く
な
る
時
期
、
す
な
 
 

わ
ち
「
科
学
」
と
い
う
新
た
な
概
念
の
完
全
な
成
立
時
期
を
、
村
上
氏
 
 

は
十
九
世
紀
の
後
半
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
 
 

〔
書
評
〕
村
上
陽
一
郎
編
『
現
代
科
学
論
の
名
著
』
 
 

（
中
公
新
書
・
一
九
八
九
年
）
 
 

そ
の
 
「
科
学
」
を
め
ぐ
る
「
科
学
思
想
」
は
、
そ
れ
以
降
に
成
立
し
た
 
 

も
の
を
限
定
的
に
指
す
の
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
も
デ
カ
ル
ト
も
、
本
 
 

書
に
は
出
番
が
な
い
。
論
じ
ら
れ
た
 
「
名
著
」
 
の
中
で
古
い
も
の
が
、
 
 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
 
『
論
理
学
的
論
考
』
 
（
一
九
二
二
）
 
で
あ
 
 

り
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
『
科
学
と
近
代
世
界
』
 
〓
九
二
五
）
 
な
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

続
い
て
第
二
に
は
、
そ
う
い
っ
た
限
定
に
か
な
う
「
科
学
論
」
 
の
中
 
 

で
も
、
「
知
識
の
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
壁
を
壊
し
て
、
知
識
の
前
線
 
 

の
組
み
換
え
や
、
構
造
の
変
革
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
も
の
」
 
 

（
序
文
）
 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
さ
ら
に
つ
け
加
え
ら
 
 

れ
て
ゆ
く
。
採
録
さ
れ
た
 
「
名
著
」
は
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
う
い
っ
た
基
準
 
 

を
満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
中
で
も
、
近
代
科
学
の
 
 

礎
を
成
す
哲
学
的
原
理
を
そ
の
根
底
か
ら
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
 
 

た
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
模
索
を
促
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
『
科
学
と
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近
代
世
界
』
は
、
と
り
わ
け
そ
の
代
表
格
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
本
 
 

書
の
第
一
章
を
飾
っ
て
い
る
の
も
む
ろ
ん
偶
然
で
は
な
い
の
だ
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
 
『
科
学
と
近
代
世
界
』
か
 
 

ら
始
ま
る
本
書
が
、
非
西
欧
世
界
に
生
ま
れ
、
育
ち
、
仕
事
を
し
た
広
 
 

重
徹
の
『
科
学
の
社
会
史
』
で
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
奇
異
の
感
を
 
 

抱
か
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
し
か
し
、
日
本
が
行
な
っ
た
欧
 
 

米
の
科
学
技
術
の
移
入
は
、
実
の
と
こ
ろ
十
九
世
紀
後
半
に
世
界
的
規
 
 

模
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
科
学
の
制
度
化
の
一
環
で
あ
っ
た
と
看
破
す
る
 
 

広
重
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
る
「
名
著
」
 
の
意
 
 

義
を
理
解
す
る
上
で
の
一
つ
の
重
要
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
終
 
 

章
を
読
み
終
え
た
時
、
そ
れ
ま
で
に
紹
介
さ
れ
た
「
名
著
」
 
の
名
著
た
 
 

る
所
以
に
改
め
て
は
っ
き
り
と
得
心
が
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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