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紹介と批評

K
・
ラ
イ
タ
ー
著
、
高
山
眞
知
子
訳

『
ニ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
と
は
何
か
』

　
　
　
　
国
聲
づ
Φ
些
■
o
詳
Φ
さ
醇
㌧
篭
§
ミ
§
亀
導
蓉
§
9
ぎ
匙
。
N
。
冬

　
　
　
　
　
　
（
○
義
o
艮
q
巳
く
零
巴
ぞ
℃
器
。
a
∫
乞
。
乏
K
。
二
《
矯
一
〇
〇。
O
）
●

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
構
造
機
能
主
義
理
論
を
こ
れ
ま
で
培

わ
れ
て
き
た
社
会
学
理
論
の
代
表
と
み
な
し
、
そ
の
実
証
主
義
的
性
格
を

強
烈
に
批
判
す
る
こ
と
で
従
来
の
社
会
学
に
内
在
す
る
因
果
論
的
前
提
を

厳
し
く
問
い
詰
め
て
き
た
の
が
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
に
携
わ
る
人
達
の

主
張
で
あ
る
と
一
応
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
る
こ
と
は
、
社
会
学
の
研
究
に

携
わ
る
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
（
例
え
ば
、

≦
o
の
ω
訂
窪
o
o
犀
卑
づ
q
切
o
σ
＞
づ
創
o
お
o
F
目
プ
o
国
芸
ぎ
ヨ
o
夢
＆
o
一
〇
魅
馨
9
日
一
冒

国
。
還
。
＆
＝
巨
げ
a
”
且
目
鷺
馨
。
畠
勺
昌
浮
註
§
の
お
。
・
9
）
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
ら
批
判
の
核
心
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
、
社
会
学
の
存
立
基
盤

を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
方
法
論
上
の
問
題
提
起
に
対
し
て
は
、
多
く
の
社

会
学
者
が
な
に
が
し
か
の
距
離
を
置
い
て
見
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
が
社
会
学
の
な
か
で
最
も
新
し
い
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
単
に
い
ま
だ
親
し
み
が
持
た
れ
て
い
な
い
と
い
う

だ
け
の
事
情
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は

種
々
の
紹
介
も
あ
り
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
は
き
て
い
る
の
だ
が
、
な
に
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か
捉
え
所
の
な
い
秘
密
め
い
た
研
究
と
い
う
印
象
が
、
評
者
も
含
め
た
大

方
の
感
触
で
は
な
か
ろ
う
か
．
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う

理
由
の
ひ
と
つ
は
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
者

に
は
（
評
者
の
よ
う
に
社
会
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た
と
し
て
も
）
、

現
象
学
的
視
角
に
基
づ
く
独
特
の
用
語
法
が
煩
雑
に
過
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
結
果
と
き
に
は
言
葉
の
森
に
迷
い
こ
ん
で
全
体
構

成
の
理
解
を
避
け
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
・
ジ
ー
が
持

つ
と
い
う
方
法
論
的
に
革
新
的
な
主
張
を
見
落
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
．

　
本
書
は
そ
の
序
文
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ニ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ

ー
が
全
体
と
し
て
有
す
る
根
本
的
問
題
提
起
の
理
解
が
容
易
と
な
る
よ
う

に
意
図
さ
れ
た
入
門
書
で
あ
る
．
こ
の
意
味
で
、
入
門
書
と
は
い
い
な
が

ら
も
注
目
す
べ
き
文
献
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
は
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー

が
持
つ
知
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ど
れ
だ
け
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
か
内

容
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
．
た
だ
し
、
著
者
自
身
に
よ
る
簡
潔
な
る

論
点
紹
介
が
序
文
で
与
え
ら
れ
、
ま
た
訳
者
に
よ
る
的
確
で
わ
か
り
や
す

い
内
容
整
理
が
あ
と
が
き
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
以
下
で
は
評

者
の
く
思
い
込
み
V
を
含
め
た
な
か
ぽ
虫
食
い
的
な
紹
介
に
な
る
こ
と
を

お
許
し
願
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
．

　
第
一
章
で
は
、
ニ
ス
ノ
メ
ソ
ド
β
ジ
ー
と
は
、
「
人
び
と
が
知
っ
て
い

る
と
思
い
込
み
使
用
し
て
い
る
事
柄
、
つ
ま
り
〈
日
常
知
〉
」
〔
二
頁
〕
の

研
究
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で

の
諸
理
論
の
よ
う
に
日
常
知
を
分
析
の
対
象
に
は
な
ら
ぬ
残
余
範
疇
と
見

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
日
常
知
こ
そ
分
析
を
要
す
る
対
象
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
着
目
さ
れ
る
の

が
、
ω
一
連
の
身
近
な
知
識
（
日
常
生
活
に
か
か
わ
る
諸
知
識
）
、
㈹
日

常
生
活
の
自
然
的
態
度
（
事
実
と
し
て
の
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
）
、
⑥
日

常
的
思
考
法
（
見
方
の
互
換
性
と
意
味
の
適
切
性
の
体
系
が
一
致
し
て
い

る
と
い
う
考
え
方
）
、
と
い
う
日
常
知
の
三
現
象
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て

い
る
．
第
二
章
で
は
、
か
か
る
視
点
の
変
更
を
必
要
と
考
え
る
に
至
る
そ

の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
人
々
が
い
か
に
目
に
見
え
る
形
に
し
て

い
る
か
を
記
述
す
る
ニ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
社

会
学
が
な
お
ざ
り
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
．
人
々
が
意
味
を
構
築
す
る
た

め
に
用
い
る
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
。
そ
れ

ゆ
え
日
常
知
の
研
究
は
、
た
と
え
ば
社
会
規
範
の
意
味
を
人
々
が
い
か
に

判
断
し
、
行
為
の
基
礎
と
し
て
ど
の
規
範
を
用
い
よ
う
と
判
断
す
る
か
と

い
う
、
意
味
の
適
切
性
の
間
題
を
解
く
に
は
不
可
欠
な
作
業
と
な
り
、
社

会
が
個
人
に
対
し
て
有
す
る
圧
力
は
い
か
に
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
か
を

解
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
．

　
第
三
章
で
は
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
形
成
に
貢
献
し
た
知
的
伝
統
と

し
て
現
象
学
と
言
語
学
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
…
ル
は
、
社
会
的

世
界
を
事
実
と
見
る
人
々
の
素
朴
な
態
度
が
い
か
に
作
ら
れ
て
い
る
か
こ

そ
問
題
で
あ
る
と
し
、
世
界
の
事
実
性
を
所
与
と
し
て
受
け
い
れ
る
自
然

的
態
度
が
社
会
的
産
物
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、

社
会
的
世
界
の
意
味
を
理
解
す
る
と
き
”
当
事
者
に
よ
る
解
釈
”
が
重
要
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で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
科
学
的
思
考
法
と
は
異
な
る
日
常
的
思
考
法
そ
の

も
の
を
研
究
課
題
と
し
た
．
ま
た
シ
ク
レ
ル
は
言
語
学
か
ら
．
解
釈
手

続
”
と
い
う
発
想
を
得
、
そ
れ
を
展
開
さ
せ
て
．
意
味
の
生
成
モ
デ
ル
”

を
構
想
し
た
と
き
、
会
話
や
行
為
の
意
味
を
そ
の
文
脈
状
況
か
ら
離
れ
、

社
会
規
範
や
文
法
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
理
解
す
る
こ
と
を
強
く
批
判
し
た
、

と
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、
日
常
知
に
関
連
し
た
現
象
の
う
ち
、
そ

の
自
然
的
態
度
す
な
わ
ち
社
会
的
構
造
感
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
社

会
学
者
を
含
め
て
人
々
は
、
社
会
的
世
界
を
個
人
の
知
覚
か
ら
は
独
立
し

た
事
実
的
環
境
と
し
て
認
知
し
た
う
え
で
様
々
な
行
動
を
な
し
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
解
釈
を
施
し
て
い
る
．
こ
の
よ
う
に
日
常
知
の
利
用
は
そ
れ
が

自
然
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
認
知
の
さ
れ
方
、
利

用
の
さ
れ
方
を
研
究
す
る
に
は
特
別
の
努
力
と
視
点
の
転
換
が
必
要
に
な

る
と
い
う
．
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
く
る
の
が
、
社
会
的
世
界
の
事
実
性
と

は
そ
の
都
度
ご
と
に
一
連
の
作
業
を
通
し
て
成
員
に
よ
り
解
釈
さ
れ
描
写

さ
れ
収
集
さ
れ
構
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
み
る
と
い
う
方
法
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
り
社
会
的
世
界
の
事
実
性
が
形
成
さ
れ
使
用
さ
れ
維
持
さ
れ
る

過
程
に
肉
薄
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
で
は
、
社
会
的
構
造
感
と
人
々
の
行
な
う
叙
述
と
の
関
連
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
人
々
の
解
釈
を
通
し
不
断
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く

も
の
と
社
会
的
構
造
感
を
想
定
す
る
と
き
、
か
か
る
想
定
の
基
礎
に
あ
る

の
は
、
人
々
の
会
話
や
行
動
や
事
物
な
ど
の
叙
述
に
付
着
し
て
い
る
文
脈

状
況
表
示
性
と
文
脈
状
況
再
帰
性
な
の
で
あ
る
。
文
脈
状
況
表
示
性
と
は
、

人
々
の
会
話
や
行
動
な
ど
の
意
味
を
確
定
す
る
に
は
そ
れ
が
な
さ
れ
た

（
場
に
固
有
の
）
文
脈
状
況
を
離
れ
て
は
な
し
え
ぬ
こ
と
を
言
う
が
、
そ

こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
が
機
械
的
構
成
物
と
し
て

の
文
脈
に
即
し
て
解
釈
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
こ
と
が
意
味
の
事
実
性

の
維
持
に
も
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
．
ま
た
こ
こ
か
ら
、
文
脈

状
況
再
帰
性
も
導
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
意
味
を
伝
え

よ
う
と
す
る
叙
述
は
、
そ
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
場
の
状
況
を
明
ぢ
か

に
す
る
と
共
に
、
そ
の
叙
述
の
意
味
は
場
か
ら
与
え
ら
れ
る
（
暗
黙
）
の

知
識
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
、
社
会
的
構
造

感
の
反
復
循
環
的
形
成
と
い
う
観
点
に
立
つ
と
、
従
来
の
社
会
学
で
用
い

ら
れ
て
き
た
”
文
脈
状
況
か
ら
分
離
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
意
味
の
安
定

性
”
な
い
し
”
人
々
の
間
に
お
け
る
認
知
の
合
意
”
と
い
う
前
提
に
基
づ

く
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
新
た
な
る
意
味
理
論
の
枠
組
が
模

索
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
六
章
で
は
社
会
秩
序
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
認
知
の
産
物
と
し

て
の
社
会
的
世
界
を
知
覚
と
は
独
立
し
た
客
体
の
ご
と
く
解
釈
す
る
作
業

の
記
述
を
行
な
う
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
・
ジ
ー
は
、
社
会
の
う
ち
に
は
秩
序
が

あ
る
と
い
う
事
実
性
の
感
覚
が
い
か
に
組
立
て
ら
れ
て
い
る
か
も
問
う
こ

と
に
な
る
．
こ
う
し
た
社
会
秩
序
感
覚
を
維
持
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る

の
は
人
々
の
行
な
う
描
出
的
叙
述
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
も
エ
ス

ノ
メ
ソ
ド
・
ジ
ー
が
特
に
課
題
と
す
る
の
は
、
人
々
が
出
来
事
を
相
互
主

観
的
世
界
の
な
か
の
出
来
事
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
た
め
に
用
い
る
描
出

的
叙
述
作
業
を
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
か
か
る
描
出
的

叙
述
作
業
に
は
、
社
会
的
世
界
の
事
実
性
に
さ
か
の
涯
る
”
原
型
遡
及
的
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解
釈
方
法
”
と
．
個
別
的
出
来
事
を
社
会
的
出
来
事
に
変
え
る
目
常
的
や

り
か
た
の
”
解
釈
手
続
”
と
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
じ
つ
は

後
者
は
前
者
を
構
成
す
る
作
業
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
第
七
章
で
は
、
相
互
作
用
と
規
範
に
対
す
る
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
・
ジ
ー
の

取
り
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
的
相

互
作
用
を
理
解
す
る
と
き
、
演
繹
的
因
果
説
明
の
原
因
主
体
た
る
地
位
を

社
会
規
範
が
取
り
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
規
範
と
行
動

と
の
間
に
は
文
脈
状
況
再
帰
性
の
関
係
が
あ
り
、
因
果
の
区
別
を
設
け
る

こ
と
が
無
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
動
機
や
人
物
類
型
を
含
め
規
範

は
、
人
々
の
行
動
を
理
解
し
解
釈
す
る
た
め
の
補
助
的
枠
組
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
社
会
的
相
互
作
用
、

特
に
発
話
を
構
成
要
素
と
す
る
対
面
的
相
互
作
用
が
構
築
さ
れ
る
と
き
、

そ
の
中
心
的
過
程
を
な
す
の
は
解
釈
作
業
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
相
互
作
用
も
解
釈
を
必
要
と
す
る
文
脈
状
況
表
示
性
を
備
え
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
相
互
作
用
は
様
々
な
解
釈
作
業
の
方
法
を
用
い
る
や
り

と
り
の
な
か
で
相
互
主
観
的
に
創
ら
れ
、
か
つ
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
い
う
。
最
後
の
第
八
章
で
は
前
章
ま
で
の
議
論
が
要
約
さ
れ
る
と

と
も
に
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
持
つ
学
問
的
意
義
は
、
「
間
接
的
デ

ー
タ
の
分
析
や
公
理
演
繹
理
論
の
構
築
に
い
そ
し
む
」
〔
三
二
五
頁
〕
今
目

の
社
会
学
に
対
し
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
成
立
を
提
示

す
る
こ
と
に
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
本
書
を
読
み
お
え
て
の
感
想
は
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
基
本

的
論
点
を
簡
潔
に
提
示
し
た
い
と
い
う
著
老
の
意
気
込
は
、
し
っ
か
り
論

理
構
築
さ
れ
て
い
る
と
の
印
象
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
は
言
ウ
て
も

本
書
が
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
・
ジ
ス
ト
の
研
究
事
例
を
豊
富
に
引
用
し
な
が

ら
従
来
の
社
会
学
理
論
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド

ロ
ジ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
こ
れ
ま
で
の
批
判
に
多
数
の
事
例
を
用
い
て
反
駁

す
る
こ
と
で
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
基
本
的
論
点
を
明
確
に
し
て
ゆ

く
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
時
に
そ
の
事
例
の
多
さ
に
圧
倒
さ

れ
読
み
に
く
さ
を
覚
え
て
し
ま
う
こ
と
の
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
さ
ら
に

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
し
た
事
例
が
部
分
的
あ
る
い
は
断
片
的
に

提
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
理
論
的
展
開
過
程
や

エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ス
ト
相
互
の
理
論
的
異
同
に
関
連
づ
け
、
そ
の
基
本

的
論
点
を
把
握
す
る
に
は
い
さ
さ
か
の
困
難
が
伴
お
う
．
だ
が
著
者
の
意

図
よ
り
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
点
は
犠
牲
に
し
て
も
、
全
体
と
し
て
の
エ
ス

ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
が
何
を
め
ざ
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大

事
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
輪
郭
を
鮮
明
に

し
た
い
と
い
う
著
者
の
目
的
は
十
分
に
達
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
．

ま
た
そ
う
し
た
方
針
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
従
来
の
社
会
学
理
論
に
対
す

る
批
判
に
二
、
三
見
う
け
ら
れ
る
誤
解
に
つ
い
て
も
細
か
く
あ
げ
つ
ら
う

必
要
も
あ
る
ま
い
．
た
だ
欲
を
言
う
な
ら
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
今

後
に
つ
い
て
著
者
の
展
望
を
聞
い
て
み
た
い
気
持
が
す
る
だ
け
で
あ
る
．

エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
・
ジ
ー
は
、
社
会
的
構
造
感
を
人
々
が
生
成
維
持
す
る
方

法
を
記
述
す
る
だ
け
で
満
足
し
、
社
会
学
の
な
か
の
自
省
的
パ
ラ
ダ
イ
ム

に
止
ま
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
、
も
し
く
は
全
く
別
個
の
社
会
学
を
樹
立

し
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
は
、
従
来
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の
社
会
学
、
特
に
実
証
主
義
的
社
会
学
が
採
用
し
て
き
た
因
果
論
的
科
学

方
法
論
の
廃
棄
ま
で
求
め
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
．
あ
る
い
は
エ
ス
ノ
メ

ソ
ド
・
ジ
ー
は
、
理
論
的
説
明
の
枠
組
を
時
に
条
件
づ
け
時
に
そ
の
礎
材

を
提
供
す
る
と
い
う
や
り
か
た
で
、
科
学
的
説
明
と
の
接
合
を
は
か
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に
つ
き
本
書
は
明
快
に
答
え
て
は
く

れ
な
い
が
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
が
持
つ
知
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
み
ご
と

に
描
ぎ
だ
し
て
い
る
点
は
一
読
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
．
な
お
原
文
と
比

較
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
訳
文
は
よ
く
推
敲
さ
れ
て
い
て
平
易
で
あ
る
。

ま
た
訳
者
あ
と
が
き
に
は
簡
潔
明
瞭
な
用
語
解
説
も
付
さ
れ
て
お
り
、
術

語
の
訳
し
か
た
を
含
め
評
者
に
も
大
い
に
参
考
と
な
り
、
本
評
に
お
い
て

も
さ
っ
そ
く
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
曜
社
、
一
九
八
七
年
）
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紹介と批評
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