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紹
介
と
批
評

ジ
ョ
ー
ジ
，
・
ザ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
著

古
賀
信
夫
訳

『
ル
　
カ
　
ー
　
チ
』

　
ジ
ョ
ー
ジ
・
リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
は
「
あ
る
知
的
悲
惨
」
（
＞
ロ
一
馨
色
8
言
亀
9
器
醇
）

と
題
す
る
ル
カ
ー
チ
小
論
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
最
初
、
寧
§
§
ミ
§
く
畠

図
図
’
乞
。
ふ
●
冒
亀
」
8
ω
．
署
』
o。
－
o

。
・
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
後
に
幾
分
修
正
さ

れ
て
、
論
文
集
『
ぎ
9
§
§
燃
。
、
ミ
＆
。
遷
9
蕊
誉
O
導
ミ
穿
器
蜜
2
φ
名

属
。
爵
．
寄
鼠
。
躍
川
。
畠
ρ
く
写
鼠
繋
切
8
5
」
8
8
遠
。
漣
㎝
あ
3
に
再
録

さ
れ
て
い
る
．
こ
の
論
文
は
、
ル
カ
ー
チ
の
く
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
V
と
《
モ

ダ
ニ
ズ
ム
∀
批
判
を
め
ぐ
つ
て
、
主
と
、
し
て
彼
の
美
学
思
想
に
批
判
的
照
射
を

あ
て
た
も
の
だ
が
、
そ
の
最
後
の
一
節
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
．

　
そ
の
偽
ら
ざ
る
帰
結
は
ー
彼
の
批
判
的
な
仕
事
の
た
ん
な
る
量
が
、
そ
し
て
時

折
、
十
九
世
紀
ヨ
ー
・
ッ
パ
社
会
の
幾
つ
か
の
苦
境
に
対
し
て
ひ
ら
め
く
洞
察
力
の

質
が
、
い
か
に
印
象
的
で
あ
ろ
う
と
も
ー
ヒ
ト
ラ
ー
”
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
重
大

な
災
害
の
う
ち
に
か
ぞ
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
知
的
破
滅
と
い
う
も
の
は
・
そ
の
効

果
が
認
め
ら
れ
な
い
ゆ
え
に
、
ま
た
．
社
会
が
実
存
の
限
界
領
域
へ
と
ま
す
ま
す
追
放

し
て
し
ま
つ
た
次
元
に
そ
れ
が
関
連
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
だ
け
真
実
さ
が
乏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
　
（
一
四
〇
〇
）

し
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
お
け
る
近
代
性
に
対
し
て
真
に
批
判

を
加
え
る
代
り
に
、
東
西
と
も
に
工
業
文
明
の
抱
え
る
差
し
迫
つ
た
諸
間
題
を
洞
避

し
て
し
ま
う
単
純
化
さ
れ
た
二
元
論
に
移
調
さ
れ
た
、
独
断
論
的
著
述
の
雁
大
な
全

集
を
創
作
し
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
真
正
な
弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
代
つ
て
、
単

純
化
さ
れ
た
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
立
場
へ
の
盲
目
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
真
の
論

争
に
代
つ
て
、
冷
戦
に
つ
い
て
の
紋
切
型
の
言
葉
が
そ
こ
に
あ
る
．
六
十
年
間
の
熾

烈
な
、
広
範
囲
に
わ
た
る
活
動
の
終
末
に
あ
た
つ
て
、
ル
カ
ー
ヂ
は
、
読
者
が
彼
か

ら
期
待
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
思
想
的
綜
合
を
失
効
さ
せ
た
ぽ
か
り
で
は
な
い
。

彼
は
、
み
ず
か
ら
の
権
威
の
重
み
を
政
治
的
・
文
化
的
逆
行
に
委
ね
て
し
ま
つ
た
。

そ
れ
は
、
こ
の
悲
惨
な
時
代
の
知
的
悲
惨
の
最
悪
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
こ
の
ル
カ
ー
チ
の
知
的
悲
惨
は
、
彼
の
場
合
に
は
そ
の
擬
似
的
な
従
順
さ
と

い
う
べ
き
な
の
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
特
有
な
も
の
と
必
ず
し
も
言
え
な
い
と

し
て
も
、
ソ
ヴ
ェ
ト
正
統
性
と
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
か
か
わ
り
と
い
う
個
人
的

体
験
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
無
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
《
現
代
の
思
想

家
V
叢
書
の
一
冊
『
ル
カ
ー
チ
』
論
の
な
か
で
、
リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
「
ル
カ
ー
チ
は
、
生
涯
を
通
じ
て
多
く
の
仮
面
を
か
ぶ
つ
て
ぎ
た

し
、
ま
た
計
算
さ
れ
た
上
で
の
ご
ま
か
し
、
和
解
、
卑
下
と
い
つ
た
行
為
を
行

つ
て
ぎ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
選
ん
だ
世
界
を
標
準
と
し
て
見
て
も
異
常
な
も
の

で
あ
つ
た
」
（
一
三
六
頁
）
。
と
く
に
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
彼
の
活
動
は
、

「
い
わ
ば
脳
葉
無
痛
切
除
手
術
を
う
け
て
、
脳
の
一
部
を
取
り
除
い
た
あ
と
モ

ス
ク
ワ
宣
伝
者
た
ち
の
ス
・
ー
ガ
ソ
で
補
つ
た
男
の
産
物
と
し
か
い
い
よ
う
の

な
い
も
の
」
（
二
二
頁
）
で
あ
つ
た
。

　
リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
は
、
若
い
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
知
識
人
で
あ
つ
た
ル
カ
ー
チ
が
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
者
か
ら
出
発
し
、
・
一
九
一
四
年
以
前
の
ド
イ
ッ
の
多
彩
な
精
神
風



土
に
つ
つ
ま
れ
な
が
ら
（
リ
ッ
ケ
ル
ト
等
の
新
カ
ン
ト
派
、
デ
ィ
ル
タ
イ
お
よ

び
ジ
ン
メ
ル
の
生
の
哲
学
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
、
ウ
ェ
ー
バ
！
の
社
会
科
学
、
さ
ら

に
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
を
中
心
と
す
る
詩
人
サ
ー
ク
ル
）
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と

な
つ
て
行
く
、
つ
ま
り
『
魂
と
形
式
』
の
著
者
が
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
、
の
著

者
へ
と
い
か
に
変
貌
し
た
か
、
そ
の
思
想
的
軌
跡
を
簡
潔
に
た
ど
つ
て
い
る
。

だ
が
、
「
ル
カ
ー
チ
は
へ
ー
ゲ
ル
を
へ
て
マ
ル
ク
ス
に
到
達
し
、
そ
れ
か
ら
、

す
で
に
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
で
着
手
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
主
義
主
張
を
否
定

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
到
達
し
て
い
る
が
、
一
九
二
四
年
に
は

古
い
自
己
を
脱
ぎ
捨
て
、
ど
う
見
て
も
完
全
に
自
己
を
変
貌
さ
せ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
事
実
上
レ
ー
ニ
ン
主
義
へ
の
政
治
的
動
向
に
よ
つ
て
も
、
世
界
の
性

質
や
人
間
の
運
命
に
つ
い
て
、
彼
が
一
九
一
四
年
以
前
に
身
を
委
ね
て
い
た
あ

る
一
般
的
命
題
の
真
実
性
を
消
し
去
り
は
し
な
か
つ
た
。
つ
ま
り
、
ル
カ
ー
チ

に
と
つ
て
真
実
は
、
絶
対
的
・
客
観
的
か
つ
非
経
験
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
そ

の
妥
当
性
は
実
証
主
義
的
な
意
味
で
の
く
科
学
V
に
よ
つ
て
も
．
非
合
理
的
な

盲
目
の
信
仰
に
よ
つ
て
も
保
証
さ
れ
ず
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
真
の
性
質
へ
の
直
観

的
洞
察
に
ょ
つ
て
保
証
さ
れ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
そ
の
モ
デ

ル
を
示
し
て
い
る
知
的
操
作
に
ょ
つ
て
な
の
で
あ
る
」
（
二
七
頁
）
と
い
う
指
摘

は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
ル
カ
ー
チ
は
、
ベ
ラ
・
ク
ー
ン
の
創
設
し
た
共
産
党
に
一
九
一
八
年
十
二
月

末
に
入
党
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
彼
は
、
ハ
ソ
ガ
リ
ー
の
外
で
は
殆
ん
ど
無
名

な
理
論
家
E
・
サ
ボ
ー
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
。
リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
は
両
者

の
接
触
を
か
な
り
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
一
九
一
九
年
の
ハ
ン
ガ
リ
i
革
命
は

ル
カ
ー
チ
に
と
つ
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
、
教
育
人
民
委
員
と
し

　
　
　
紹
介
と
批
評

て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。
と
言
つ
て
も
、
こ
の
革
命
の
惨
澹
た
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
生
き
残
つ
た
指
導
者
L
・
カ
ッ
シ
ャ
ー
ク
の
回
想
か
ら
推
察
さ
れ
る
と

お
り
、
哲
学
者
、
詩
人
、
美
学
者
た
ち
の
論
争
に
明
け
暮
れ
、
へ
ー
ゲ
ル
、
マ

ル
ク
ス
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
引
用
が
と

び
か
う
、
ま
つ
た
く
非
現
実
的
、
非
政
治
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
つ
た
（
五
九
頁
）
。

と
も
か
く
、
一
九
二
四
年
の
コ
ミ
ソ
テ
ル
ソ
第
五
回
大
会
に
お
け
る
ジ
ノ
ヴ
ィ

ー
エ
フ
の
批
判
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
、
「
サ
ボ
ー
の
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ソ
ジ
カ
リ
ズ

ム
か
ら
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
革
命
的
社
会
主
義
へ
、
そ
れ
か
ら
レ
ー
ニ
ン
ヘ
と

い
う
ル
カ
ー
チ
の
知
的
発
展
が
彼
を
危
険
人
物
に
し
て
し
ま
つ
た
」
（
七
二
頁
）

わ
け
で
あ
る
。

　
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
は
、
精
神
の
弁
証
法
的
活
動
に
内
在
す
る
自
己
活
動

的
過
程
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
観
念
を
復
活
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
解
釈
に
お

い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
的
自
己
意
識
が
歴
史
の
主
体
”
客
体
、
あ

る
い
は
《
実
践
V
の
弁
証
法
的
総
体
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
ル
カ

ー
チ
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
〈
科
学
的
V
唯
物
論
を
平
然
と
無
視
し
て
、
初
期
マ

ル
ク
ス
ヘ
と
回
帰
す
る
「
異
端
思
想
」
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ビ
ト
ハ

イ
ム
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
に
初
期
マ
ル
ク
ス
の
立
場
へ
の
復
帰

を
果
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
ル
カ
ー
チ
は
正
統
派
か
ら
分
離
し
、
し
か
も
、
人
間

の
精
神
と
根
源
的
に
無
縁
な
外
界
の
模
写
（
＞
蜜
5
と
い
う
く
唯
物
的
V
認

識
論
を
認
め
る
の
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
正
統
派
の
攻
撃
に
結
着
を
つ
け

た
。
こ
う
い
つ
た
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
．
彼
は
へ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
ス

に
忠
実
で
あ
つ
た
と
主
張
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
彼
の
思
考
過
程
で
中
心
的
役
割

を
果
す
く
総
体
性
V
の
カ
デ
．
コ
リ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
そ
の
理
論
に
織
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
輔
　
　
（
一
四
〇
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

込
ん
で
い
る
観
念
的
遺
産
の
部
分
を
な
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
資
本

論
』
の
著
者
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
彼
の
経
済
学
研
究
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

社
会
の
哲
学
的
批
判
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
発
見
は
、
『
資
本

論
』
の
未
刊
行
の
草
稿
－
一
八
五
七
年
－
五
八
年
の
『
政
治
経
済
学
批
判

綱
要
』
i
が
や
つ
と
一
九
三
九
年
か
ら
四
一
年
に
か
け
て
陽
の
目
を
見
た
時

受
け
る
は
ず
で
あ
つ
た
あ
の
確
証
を
依
然
と
し
て
欠
い
て
い
た
。
し
か
し
記
録

上
の
証
拠
な
し
に
で
は
あ
る
が
、
晩
年
の
マ
ル
ク
ス
が
故
意
に
よ
そ
お
つ
て
い

た
実
証
主
義
の
仮
面
を
ル
カ
ー
チ
は
直
観
的
に
見
破
つ
て
い
た
の
だ
。
こ
う
い

つ
た
す
べ
て
は
全
く
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
モ
ス
ク
ワ
が
一

旦
合
図
を
す
れ
ば
、
ル
カ
ー
チ
を
襲
う
非
難
の
奔
流
が
な
ぜ
お
こ
る
の
か
と
い

う
理
由
を
も
明
ら
か
に
す
る
」
（
八
四
i
八
五
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
ル
カ
ー
チ
は
ド
イ
ッ
古
典
哲
学
に
注
目
し
た
ば
か
り
で
は
な

い
。
彼
の
哲
学
的
な
仕
事
が
文
芸
批
評
か
ら
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
シ
ラ
k
ゲ
ー
テ
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ソ
な
ど
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
古
典
文

学
の
芸
術
作
品
の
分
析
に
も
す
ぐ
れ
た
．
才
能
を
発
揮
し
て
い
る
。
『
歴
史
小
説

論
』
『
シ
ラ
ー
の
美
学
に
寄
せ
て
』
『
ゲ
ー
テ
と
そ
の
時
代
』
な
ど
の
著
作
に
、

本
書
の
半
分
が
割
か
れ
て
お
り
、
最
後
に
、
「
美
学
の
マ
ル
ク
ス
」
の
地
位
を

要
求
せ
ん
と
す
る
七
十
八
歳
の
ル
カ
ー
チ
の
大
作
『
美
の
特
性
』
が
取
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
．
「
彼
が
彼
独
自
の
領
分
と
し
て
美
学
を
選
ん
だ

こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
芸
術
の
世
界
で
は
、
恐
ら
く
他
の
領

域
と
も
違
つ
て
、
歴
史
に
お
け
る
《
主
体
目
客
体
の
一
致
V
を
写
し
だ
そ
う
と

い
う
意
図
に
か
な
り
の
成
功
の
見
込
み
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
一
七
九
頁
）
と

リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
美
学
の
領
域
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
三
　
　
（
一
四
〇
二
）

ル
カ
ー
チ
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
労
働
に
よ
つ
て
世
界
と
自
己
自
身
と
を
変

形
す
る
、
と
い
う
確
信
に
充
ち
た
地
点
に
到
達
可
能
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
ρ

け
だ
し
、
美
的
過
程
に
お
け
る
「
主
体
”
客
体
の
一
致
」
と
し
て
の
芸
術
こ

そ
、
類
と
し
て
の
人
間
の
自
己
意
識
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
ル
カ
ー
チ
に

よ
れ
ば
、
け
つ
し
て
想
像
力
の
恣
意
で
は
な
く
、
真
に
生
産
的
な
、
「
客
観
的

な
」
価
値
創
造
、
世
界
に
つ
い
て
の
真
実
の
「
反
映
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ

か
ら
。
か
く
し
て
、
『
小
説
の
理
論
』
の
冒
頭
の
あ
の
リ
リ
カ
ル
な
叙
述
、
「
自

我
と
世
界
と
の
本
質
的
な
差
異
」
「
魂
と
行
為
と
の
不
一
致
」
と
い
う
・
マ
ソ

主
義
的
な
世
界
苦
か
ら
、
ル
カ
ー
チ
は
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
少

な
く
と
も
政
治
の
世
界
か
ら
は
も
つ
と
も
遠
く
隔
つ
た
彼
方
で
あ
る
。
リ
ヒ
ト

ハ
イ
ム
は
．
R
・
ウ
ェ
レ
ク
の
言
葉
を
以
て
本
書
を
結
ん
で
い
る
（
一
七
九
－

一
八
○
頁
）
．

文
学
全
体
に
は
、
あ
る
輔
つ
の
基
本
的
な
統
一
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
十
七

世
紀
の
場
合
と
は
異
質
の
新
し
い
芸
術
を
創
造
す
る
試
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は

正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
で
も
な
く
十
八
世
紀
啓
蒙
思
想
で
も
な
い
新
し
い
哲
学
を
企
図

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
見
解
は
、
人
間
の
能
力
の
全
体
性
を
強
調
す
る
。

つ
ま
り
理
性
だ
け
を
あ
る
い
は
感
情
だ
け
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
直
観

つ
ま
り
「
知
的
直
観
」
や
想
像
力
を
強
調
す
み
。
そ
れ
は
神
と
現
世
と
の
、
魂
と
肉
体

と
の
、
主
体
と
客
体
と
の
一
致
に
到
達
し
た
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
復
活
で
あ
り
、
汎
神
論

思
想
（
正
統
的
信
仰
に
ど
う
譲
歩
し
て
い
よ
5
と
も
）
な
い
し
」
元
論
思
想
の
復
活

で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
思
想
の
提
唱
者
た
ち
は
、
自
ら
の
考
え
の
不
確
か
さ
や
む
ず

か
し
さ
を
い
つ
も
意
識
し
て
い
た
。
こ
う
い
つ
た
考
え
は
し
ば
し
ば
か
な
た
の
理
想

と
し
か
思
わ
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
ド
イ
ッ
ロ
マ
ン
派
の
あ
の

　
大
ま
か
に
い
え
ば
、
十
八
世
紀
中
葉
か
ら
ゲ
ー
テ
の
死
に
い
た
る
ま
で
の
ド
イ
ツ



「
永
遠
の
熱
望
」
つ
ま
り
進
化
の
強
調
や
理
想
へ
の
手
さ
ぐ
り
と
し
て
の
芸
術
の
強

調
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
書
の
翻
訳
に
つ
い
て
付
言
し
て
置
く
と
、
逐
一
、
原
書
と
対
比

し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
幾
箇
所
か
不
適
切
な
と
こ
ろ
が
眼
に
つ
く
。

例
え
ぽ
四
二
頁
（
原
董
三
ハ
頁
）
は
三
行
ほ
ど
欠
落
し
て
い
る
。
七
〇
頁
（
同
五

五
頁
）
に
は
「
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
は
…
…
い
つ
も
当
面
の
問
題
に
し
つ
く
り

あ
て
は
ま
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
て
■
い
る
。
そ
れ
は
ル
カ
ー
チ
が
ハ
ン
ガ
リ
ー

に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
思
想
の
展
開
の
地
平
を
奪
い
返
し
た
や
り
方
に
よ
る
の
で

あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
訳
で
あ
り
、
「
『
歴
史
と
階
級
意
識
』

が
…
…
今
な
お
ひ
き
続
い
て
有
意
味
で
あ
る
の
は
、
ル
カ
ー
チ
が
マ
ル
ク
ス
思

想
の
へ
ー
ゲ
ル
的
次
元
を
奪
回
し
た
そ
の
仕
方
に
あ
る
」
と
訳
す
ぺ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
セ
　
　
う

り
、
ま
た
そ
の
直
後
に
来
る
文
章
中
の
「
ま
つ
た
く
単
純
な
動
機
」
と
い
う
の

も
、
文
意
の
う
え
か
ら
「
さ
ら
に
単
純
な
動
機
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
八
頁
（
同
六
一
頁
）
の
「
唯
物
論
と
唯
心
論
の
間
の
陳
腐
な
論
争
に
終
止
符
を

打
つ
よ
う
な
純
粋
に
唯
物
論
的
な
論
理
」
は
「
弁
証
法
理
論
」
の
間
違
い
で
あ

る
。
そ
の
他
、
訳
語
の
不
統
一
な
ど
、
本
書
が
初
学
者
の
た
め
の
も
の
で
あ
れ

ば
、
ル
カ
ー
チ
か
ら
の
引
用
文
は
．
す
で
に
す
ぐ
れ
た
著
作
集
の
邦
訳
が
出
揃

つ
て
い
る
現
在
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．

　
　
（
新
潮
社
　
二
〇
二
頁
　
一
九
七
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
　
和
重

紹
介
と
批
卜
評
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三
　
　
（
一
四
〇
三
》


