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漱
石
『
文
学
論
』
成
立
過
程
の
一
側
面

中
川
芳
太
郎
筆
草
稿

第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
を
視
座
と
し
て

服

部

徹

也

は
じ
め
に

明
治
三
十
五
年
十
月
十
日
頃
、
藤
代
禎
輔
は
文
部
省
か
ら
岡
倉
由
三
郎

を
通
じ
て
電
報
を
受
け
と
る
。
藤
代
に
下
さ
れ
た
命
は
、
留
学
生
夏
目
金

之
助
を
保
護
し
て
帰
朝
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

夏
目
狂
せ
り

と
の
噂

が
留
学
生
の
間
で
広
ま
り
、
文
部
省
の
耳
に
も
届
い
た
の
だ
と
推
定
さ
れ

て

１
）

い
る
。
こ
う
し
た
漱
石
の
留
学
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
め
ぐ
る
関
心
に
ひ
き
か

え
、
書
物
と
し
て
の
『
文
学
論
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
十
分
に
議
論

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
無
論
、
全
て
の
資
料
が
理
想
的
な
形
で
揃
う
こ
と

が
望
め
な
い
以
上
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の

ミ
ッ
シ
ン

グ
・
リ
ン
ク

と
い
う
べ
き
も
の
が
残
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
こ
と
は
現
存
す
る
資
料
を
無
視
し
て
よ
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

『
文
学
論
』
読
解
の
論
文
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
重

要
な
資
料
が
新
た
に
公
開
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

他
筆
に
よ
る
関
連

資
料

へ
の
無
関
心
は
い
ま
だ
克
服
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
が
所
蔵
す
る
中
川
芳
太
郎
筆
草
稿

「
第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
を
手
が
か
り
に
、
漱
石
『
文
学
論
』
の
成

立
過
程
に
つ
い
て
基
礎
的
な
考
証
を
行
う
も
の
で
あ
る
（
以
下
「
中
川
草

稿
」
と
呼
ぶ
）。
な
お
、
同
じ
く
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
所
蔵
資
料
に
、

漱
石
に
よ
る
帝
大
講
義
を
中
川
が
筆
記
し
た
「
受
講
ノ
ー
ト
」
も
現
存
し

て
い
る
（
以
下
「
中
川
ノ
ー
ト
」
と
呼
ぶ
。「
中
川
ノ
ー
ト
」
も
参
考
と

す
る
が
、
本
稿
は
主
に
『
文
学
論
』
後
半
部
の
加
筆
に
ま
つ
わ
る
事
情
に

焦
点
化
す
る
た
め
、「
中
川
ノ
ー
ト
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
詳
述
は
別

稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
）。

一

『
文
学
論
』
の
成
立
過
程
に
お
け
る

ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク

中
川
芳
太
郎
に
つ
い
て
、
同
級
の
森
田
草
平
は
「
三
高
〔
現
在
の
京
大

吉
田
南
キ
ャ
ン
パ
ス
〕
か
ら
は
中
川
芳
太
郎
と
い
っ
て
、
す
ば
ら
し
い
秀

才
が
英
文
科
へ
入
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
高
等
学
校
を
三
年
間
首
席
で
通
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
沙
翁
の
ご
と
き
は
、
そ
の
間
に
全
部
読
破
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
評
判
で
あ
る
」
と
い
う
。
漱
石
は
中
川
を
目
に
掛
け
、
卒
業

論
文
を
激
賞
し
た
。
そ
う
し
た
信
頼
も
あ
り
『
文
学
論
』
刊
行
に
携
わ
っ

た
中
川
で
あ
っ
た
が
、
森
田
に
よ
れ
ば
そ
れ
以
後
「
同
君
は
先
生
の
御
機

嫌
を
損
じ
て
、
す
っ
か
り
恐
縮
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
後
木
曜
会

に
も
あ
ま
り
顔
を
出
さ
な
く
な
り

も
っ
と
も
、『
虞
美
人
草
』
を
書
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く
た
め
に
先
生
の
ほ
う
で
一
時
木
曜
の
面
会
日
を
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
が

さ
ら
に
九
月
先
生
が
早
稲
田
南
町
へ
転
居
さ
れ

て
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
同
君
の
顔
を
見
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
略
）

私
は
中
川
君
の
失
敗
を
気
に
病
む
の
は
い
い
が
、
気
に
病
み
す
ぎ
て
、
だ

ん
だ
ん
先
生
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
返
す
返
す
惜
し
い
こ
と
だ
と
思

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
当
に
お
気
の
毒
だ
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
あ

る
」
と

２
）

い
う
。
伝
記
が
目
的
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
以
上
は
深
入
り
し
な

い
。中

川
草
稿
」
は
漱
石
の
孫
の
夏
目
房
之
介
氏
に
よ
り
実
家
か
ら
発
見

さ
れ
た
も
の
で
、『
文
学
論
』
第
五
編
の
草
稿
に
あ
た
り
、
漱
石
の
全
面

的
な
書
き
直
し
に
よ
っ
て
不
用
と
な
っ
た
も
の
が
、
破
棄
さ
れ
ず
に
残
っ

て
い
た
と
い
う
。
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
に
貴
重
な
資
料
の
発
見
と
し

て
報
道
さ
れ
て
以
来
、
研
究
に
活
か
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
三
四
字
×

三
〇
行
の
原
稿
用
紙
（
外
寸
三
〇
六
×
二
三
〇
㎜
）
に
縦
書
き
で
二
十
六

枚
に
わ
た
り
、
漱
石
に
よ
る
書
き
入
れ
は
な
い
。
一
行
目
に
「
第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
と
あ
り
最
終
頁
が
「
此
編
を
閉
づ
」
と
終
る
こ
と
、
漱

石
の
書
き
下
ろ
し
た
部
分
も
含
め
た
『
文
学
論
』
原
稿
（
県
立
神
奈
川
近

代
文
学
館
蔵
）
全
体
と
用
紙
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
版
に
際
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
間
違
い
な
い
。
な
お
「
中
川
ノ
ー
ト
」
の
方
は
原
稿
用

紙
で
な
く
洋
罫
紙
に
横
書
き
で
あ
る
。

中
川
草
稿
」
が
不
用
と
な
る
に
至
っ
た
経
緯
を
考
証
す
る
前
に
、
ひ

と
ま
ず
書
簡
類
に
よ
っ
て
時
系
列
を
確
認
し
て
お
く
。
書
肆
の
求
め
を
受

け
、
中
川
芳
太
郎
に
助
力
を
頼
ん
だ
日
時
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
明
治
三

十
九
年
五
月
十
九
日
中
川
宛
書
簡
に
「
御
願
の
文
学
論
は
い
そ
ぐ
必
要
な

し
。
面
倒
な
ら
ば
や
め
て
も
よ
し
。
僕
は
是
非
出
版
し
た
い
希
望
も
な

い
。
通
読
の
際
変
な
こ
と
あ
ら
ば
御
注
意
を
乞
ふ
」
と
あ
る
。
八
月
五
日

中
川
宛
書
簡
に
は
「
お
と
つ
さ
ん
が
御
病
気
で
血
を
吐
か
れ
た
さ
う
な
嘸

御
心
配
の
事
で
あ
ろ
」
云
々
と
あ
る
き
り
で
、『
文
学
論
』
に
つ
い
て
言

及
が
あ
る
の
は
同
年
十
月
十
九
日
野
間
真
綱
宛
書
簡
で
「
今
少
し
す
る
と

文
学
論
が
出
来
る
」
と
あ
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
月
二
十
九
日

薄
井
秀
一
宛
書
簡
に
「
小
生
近
刊
の
文
学
論
に
序
を
認
め
候
」
と
い
い
、

十
一
月
四
日
の
『
読
売
新
聞
』
日
曜
付
録
に
「
文
学
論
序
」
が
掲
載
さ
れ

る
。「
文
学
論
の
序
は
文
章
を
見
て
も
ら
ふ
の
で
も
何
で
も
な
い
。
あ
の

通
り
の
事
を
読
ん
で
ヘ
エ
ー
と
云
つ
て
も
ら
へ
ば
い
ゝ
。
読
売
へ
の
せ
る

必
要
も
な
か
つ
た
。
何
か
く
れ
と
い
ふ
か
ら
や
つ
た
」
と
は
同
月
六
日
森

田
草
平
宛
書
簡
で
の
言
だ
。
同
月
十
一
日
高
浜
虚
子
宛
書
簡
で
は
、「
今

日
は
早
朝
か
ら
文
学
論
の
原
稿
を
見
て
ゐ
ま
す
中
川
と
い
ふ
人
に
依
頼
し

た
処
先
生
頗
る
名
文
を
か
く
も
の
だ
か
ら
少
々
降
参
を
し
て
愚
痴
た
ら
ぐ

読
ん
で
い
ま
す
。
今
四
十
枚
ば
か
り
見
た
所
」
と
初
め
て
中
川
芳
太
郎
の

文
体
に
言
及
す
る
。
こ
の
時
期
の
こ
と
を
野
間
真
綱
が
昭
和
三
年
十
一
月

に
回
想
し
た
「
文
学
論
前
後
」
に
は
「
中
川
氏
が
骨
を
折
つ
て
あ
の
講
義

を
整
理
し
て
来
ら
れ
た
と
き
『
中
川
の
文
は
荘
重
で
文
学
論
に
は
持
つ
て

来
い
の
文
体
だ
よ
』
と
い
か
に
も
機
嫌
が
よ
か

３
）

っ
た
」
と
あ
る
が
、
記
憶

の
中
で
反
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
抜
け
落
ち
た
と
も
疑
わ
れ
る
。
明
治
三
十

九
年
十
一
月
二
十
九
日
片
上
伸
宛
書
簡
で
は
「
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
の
方
も
漸
の

事
で
十
二
月
二
十
日
〔
迄
〕
待
つ
て
貰
ひ
ま
し
た
。
夫
か
ら
学
校
の
試
験

を
し
て
文
学
論
の
校
正
を
し
て
大
晦
日
迄
働
く
積
り
で
あ
り
ま
す
」
と
い

う
。
十
二
月
十
九
日
中
川
宛
書
簡
で
「
文
学
論
の
校
正
が
舞
ひ
込
ん
で
来

た
是
は
君
の
所
へ
行
く
の
を
間
違
つ
て
僕
の
所
へ
来
た
の
だ
ら
う
」
と
あ

り
、
組
み
上
が
っ
た
版
か
ら
校
正
刷
り
に
か
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
年
が
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あ
け
て
明
治
四
十
年
二
月
十
六
日
松
根
東
洋
城
宛
書
簡
に
「
僕
は
文
学
論

で
困
却
の
体
で
あ
る
」、
同
月
二
十
一
日
坂
本
雪
鳥
宛
書
簡
に
「
只
今
あ

る
仕
事
に
追
は
れ
其
方
を
一
日
も
早
く
片
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
い
、

三
月
二
十
八
日
に
京
都
旅
行
に
発
つ
ま
で
に
終
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

刊
行
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
中
川
芳
太
郎
に
よ
る
「
序
」
の
末
尾
に
は
明

治
四
十
年
三
月
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
中
川
の
序
文
を
引
い
て
お
く

（『
漱
石
全
集
』
十
四
巻
、
第
二
次
刊
行
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
五
年
よ

り
引
用
。
以
下
、
同
書
を
「
刊
本
」
と
呼
ぶ
。
引
用
文
中
傍
線
は
以
下
す

べ
て
引
用
者
に
よ
る
）。

始
め
此
著
は
昨
年
内
を
限
り
と
し
て
出
版
の
予
定
な
り
し
も
幾
多

の
事
情
の
た
め
其
期
を
過
ぐ
る
こ
と
三
月
に
し
て
今
漸
く
こ
れ
を
公

に
す
る
を
得
た
り
。
遅
延
の
主
因
と
し
て
は
左
の
こ
と
あ
り
。

原
稿
整
理
の
嘱
を
う
け
し
余
に
日
々
の
業
務
あ
り
て
時
間
の
全

部
を
以
て
、
こ
れ
に
当
る
能
は
ざ
り
し
こ
と
、

原
稿
は
整
理
の
成
る
に
随
つ
て
先
生
の
校
閲
を
乞
ひ
し
も
、
改

訂
を
要
す
る
節
頗
る
夥
し
く
殊
に
最
後
の
一
篇
の
如
き
全
部
先

生
の
起
稿
を
煩
す
に
至
り
而
し
て
此
間
先
生
は
創
作
に
忙
は
し

く
し
て
、
こ
れ
に
用
ゆ
べ
き
日
子
の
極
め
て
得
難
か
り
し
こ

と
、

こ
れ
を
印
刷
に
附
す
る
に
方
り
て
も
原
稿
の
全
部
を
挙
げ
て
托

す
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
を
以
て
勢
ひ
其
進
捗
遅
々
と
し
て
督
促

其
効
を
致
さ
ゞ
り
し
こ
と
。

（
略
）
最
初
一
二
篇
は
字
句
の
修
正
に
の
み
限
ら
れ
し
も
、
中
頃
、

整
理
の
際
省
略
に
過
ぎ
論
旨
の
貫
徹
を
欠
く
節
多
か
り
し
を
以
て
、

先
生
の
筆
を
添
ふ
る
こ
と
漸
く
密
に
、
遂
に
第
四
篇
の
終
り
二
章
及

び
第
五
篇
の
全
部
に
至
り
て
は
悉
く
先
生
に
よ
り
稿
を
新
に
せ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
り
し
な
り
。（
略
）
全
部
の
訂
正
を
終
り
、
先
生
更
に
遡

つ
て
、
初
め
に
簡
な
り
し
部
分
を
改
む
る
の
意
あ
り
し
と
雖
も
、
参

考
す
べ
き
前
半
は
既
に
印
刷
を
了
へ
た
る
も
の
な
り
し
を
以
て
、
ま

た
如
何
と
も
な
す
能
は
ざ
り
し
な
り
。

こ
の
中
川
の
「
序
」
に
よ
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
資
料
を
も
と
に
作
っ
た

原
稿
を
「
整
理
の
成
る
に
随
つ
て
」
漱
石
に
渡
し
て
い
っ
て
、
初
め
は
そ

れ
で
許
さ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
「
省
略
に
過
ぎ
論
旨
の
貫
徹
を
欠
く
節

多
か
り
し
」
た
め
に
漱
石
が
新
稿
を
書
き
下
ろ
し
、
後
か
ら
思
い
直
し
て

い
ま
ま
で
「
字
句
の
修
正
」
に
止
め
て
い
た
前
半
部
分
に
も
加
筆
す
る
希

望
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

で
は
、
何
を
も
と
に
中
川
は
浄
書
原
稿
を
書
い
て
い
た
の
か
。
素
朴
に

こ
う
問
う
て
も
よ
い
。
も
し
秩
序
立
っ
て
文
章
化
さ
れ
た

講
義
用
読
み

上
げ
原
稿

の
よ
う
な
も
の
を
渡
さ
れ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
中
川
が
浄
書

を
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
果
た
し
て
師
の
不
興
を
買
う
ま
で
に
内
容

を
刈
り
込
む
こ
と
を
敢
え
て
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
立
ち
入
る
に
際
し
、『
文
学
論
』
関
連
資
料
を
大
別
す
れ

ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
）

漱
石
旧
蔵
書
、
蔵
書
書
き
込
み
、
図
書
購
読
ノ
ー
ト
（「
ギ
デ

ィ
ン
グ
ス
・
ノ
ー
ト
」
な
ど
）

二
）

「
文
学
論
ノ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
草
稿
群

三
）

帝
国
大
学
受
講
生
に
よ
る
受
講
ノ
ー
ト
（「
中
川
ノ
ー
ト
」
含

む
）

四
｜
一
）

中
川
芳
太
郎
に
よ
る
浄
書
原
稿
（
漱
石
に
よ
る
修
正
を
受

け
、
出
版
に
使
用
さ
れ
た
部
分
）
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四
｜
二
）

中
川
芳
太
郎
に
よ
る
浄
書
原
稿
（
破
棄
？

第
四
編
第
七

章
の
途
中
か
ら
第
八
章
末
ま
で
）

四
｜
三
）

中
川
芳
太
郎
に
よ
る
浄
書
原
稿
（
不
使
用
。
中
川
筆
草
稿

「
第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」）

五
）

漱
石
に
よ
る
書
下
ろ
し
部
分
原
稿
（
四
｜
一
と
足
し
て
一
巻
と

な
る
）

六
｜
一
）
『
文
学
論
』
初
版：

明
治
四
十
年
五
月
七
日
、
大
倉
書
店

（
誤
字
多
く
、
正
誤
表
作
る
）

六
｜
二
）
『
文
学
論
』
再
版：

明
治
四
十
年
六
月
二
十
日
、
同
（
多

く
を
訂
正
）

六
｜
三
）
『
文
学
論
』
縮
刷：

大
正
六
年
六
月
三
日
、
同
（
没
後
出

版
だ
が
一
部
変
更
あ
り
）

右
の
便
宜
上
の
大
別
に
お
い
て
、
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
と
な
っ
て
し

ま
う
の
は
主
に

二
）と

三
）の
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漱
石
自
筆
に
よ

る

読
み
上
げ
用
原
稿

が
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
参
照
し
て

四
）中
川
芳
太
郎
浄
書
稿
が
書
か
れ
、
さ
ら
に

五
）書
き
下
ろ
し
の
際
に

も
参
照
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
判
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。『

文
学
評
論
』
出
版
の
原
稿
の
整
理
を
担
っ
た
森
田
草
平
は
次
の
よ
う

に
回
想
し
て
い
る
。

今
度
の
仕
事
は
『
文
学
論
』
と
違
い
、
先
生
の
草
稿
そ
の
も
の
が

り
っ
ぱ
な
文
章
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
私
達
の
や
る
仕
事
と
し
て

は
、
た
だ
横
の
も
の
を
縦
に
書
き
直
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の

は
、
先
生
は
講
義
の
草
稿
を
作
る
の
に
、
い
つ
も
蝿
頭
の
文
字
で
横

書
き
に
さ
れ
る
。
仕
事
に
脂
が
乗
っ
て
、
熱
心
に
な
ら
れ
れ
ば
な
ら

れ
る
ほ
ど
、
文
字
が
小
さ
く
な
っ
て
く
る
。
少
し
大
袈
裟
に
言
え

ば
、
し
ま
い
に
は
虫
眼
鏡
で
も
用
い
な
け
れ
ば
見
え
な
い
ほ
ど
小
さ

く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
縦
に
し
て
普
通
の
文
字
に
書
き
直
す
だ

け
（
略
）
原
語
が
遠
慮
な
く
使
っ
て
あ
る
の
を
、
書
き
直
し
な
が
ら

日
本
語
に
翻
訳
し
て
い
く
の
と
、
も
う
一
つ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
引

用
し
て
あ
る
ポ
ー
プ
な
ら
ポ
ー
プ
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
な
ら
ス
ウ
ィ
フ
ト

の
本
文
（
テ
キ
ス
ト
）
を
翻
訳
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
は

い
っ
さ
い
手
を
つ
け
て
く
れ
る
な
と
い
う
先
生
の
命
令
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
し
か
し
な
が
ら
中
川
君
の
『
文
学
論
』
に
懲
り
ら
れ
た
か
ら

に
は
相
違
な
い
が
、
校
正
ま
で
自
分
で
し
よ
う
と
言
わ
れ
た
の
は
、

ま
っ
た
く
す
ま
な
い
気
が
し
た
。（
略
）
の
ち
に
先
生
の
手
を
入
れ

ら
れ
た
原
稿
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
や
は
り
中
川
君
の
原
稿
同
様

真
っ
赤
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て

４
）

い
る
。

『
文
学
評
論
』
に
あ
た
る
「
十
八
世
紀
英
文
学
」
講
義
の
た
め
に

読

み
上
げ
用
原
稿

が
作
成
さ
れ
て
い
た
の
は
書
簡
か
ら
も
窺
え
る
。
実
際

明
治
三
十
八
年
九
月
十
六
日
中
川
芳
太
郎
宛
書
簡
で
「
泥
棒
が
講
義
の
草

稿
を
持
つ
て
行
つ
た
ら
僕
は
辞
職
す
る
訳
だ
が
」
と
冗
談
を
い
い
、
同
年

十
二
月
六
日
野
間
真
綱
宛
書
簡
で
も
「
草
稿
を
か
く
の
で
い
そ
が
し
い
」、

明
治
三
十
九
年
八
月
頃
の
書
簡
に
は
講
義
が
書
け
て
い
な
い
苦
し
み
が

度
々
見
え
る
。
で
は
、『
文
学
論
』
に
あ
た
る
講
義
で
は
ど
う
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
中
川
芳
太
郎
に
よ
る
浄
書
に
用
い
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

こ
の
空
隙
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
相
矛
盾
す
る
記
述
が
与
え
ら

れ
て
き
た
。
便
宜
的
に
、『
文
学
論
』
に
つ
い
て
記
し
た
事
典
項
目
に
よ

っ
て
代
表
さ
せ
て
お
く
。
ま
ず
、
平
成
十
二
年
、
小
倉
脩
三
に
よ
る
解
説
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は
次
の
通
り
で
あ
る
。

明
治
三
六
年
九
月
か
ら
三
八
年
六
月
ま
で
、「
英
文
学
概
説
」
と

題
し
て
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
科
で
行
っ
た
講
義
の
内
容
を
、
後

に
、
受
講
生
で
も
あ
っ
た
中
川
芳
太
郎
に
講
義
原
稿
を
託
し
て
整
理

清
書
さ
せ
、
さ
ら
に
漱
石
自
身
の
手
で
加
筆
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
、

明
治
四
〇
年
五
月
、
大
倉
書
店
か
ら
刊
行
さ

５
）

れ
た
。

次
い
で
遡
り
、
平
成
四
年
、
三
好
行
雄
に
よ
る
解
説
を
引
く
。

明
治
三
六
年
九
月
か
ら
明
治
三
八
年
六
月
ま
で
、「
英
文
学
概
説
」

と
題
し
て
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
学
科
で
行
っ
た
講
義
の
内
容
。

最
初
の
受
講
生
中
川
芳
太
郎
が
自
筆
の
ノ
ー
ト
を
も
と
に
、
同
級
生

の
皆
川
正
禧
ら
の
ノ
ー
ト
を
も
と
に
参
照
し
て
ま
と
め
た
草
稿
を
漱

石
が
校
閲
し
、
改
訂
補
筆
し
て
完
成

６
）

し
た
。

前
者
の
記
事
は
後
者
を
参
照
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
否
定
し
た
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。
両
者
の
大
き
な
相
違
点
は
中
川
が
何
を
見
て
浄
書
稿
を
書

き
上
げ
た
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
川
の
教
え
子
本
多
顕
彰
あ
き
ら

は
「
筆
記
者

中
川
芳
太
郎
は
、（
略
）
篤
学
の
士
で
あ
る
け
れ
ど
も
、『
文
学
論
』
を
自

分
の
筆
記
を
も
と
に
し
て
整
理
す
る
こ
と
を
ま
か
さ
れ
る
に
は
、
ま
だ
学

力
が
十
分
で
な
か
つ
た
で
あ

７
）

ろ
う
」
と
い
う
が
、
そ
の
判
断
の
根
拠
は
示

し
て
い
な
い
。
中
川
存
命
中
に
会
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
漱
石
の
話
は
お

互
い
に
出
な
か
っ
た
と
い
う
の
だ
。
同
様
に
こ
の
二
つ
の
事
典
記
事
も
、

紙
幅
の
制
限
も
あ
っ
て
か
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
漱
石
に
関
す
る
汗
牛

充
棟
の
著
作
物
の
中
か
ら
典
拠
を
推
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
三
好

の
記
事
に
つ
い
て
は
、
小
宮
豊
隆
が
昭
和
十
一
年
に
記
し
た
推
測
を
断
定

に
置
き
換
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
小
宮
は
い
う
（
傍
点
原
文
）。

漱
石
が
是
を
自
分
で
書
か
ず
に
、
他
人
に
書
か
せ
た
と
い
う
事

は
、
漱
石
第
一
の
失
敗
で
あ
つ
た
。（
略
）
そ
の
七
月
に
や
つ
と
大

学
を
出
よ
う
と
し
て
ゐ
る
、
若
い
中
川
芳
太
郎
に
と
つ
て
、
こ
の
仕

事
が
到
底
背
負
ひ
切
れ
な
い
重
荷
だ
つ
た
事
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
い

事
で
あ
る
。
漱
石
は
、『
十
八
世
紀
英
文
学
』（
後
に
『
文
学
評
論
』

と
改
題
）
の
講
義
こ
そ
「
蝿
頭
の
細
字
」
で
原
稿
を
作
り
、
教
場
で

は
そ
れ
を
朗
読
す
る
だ
け
の
事
に
し
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
、
是
こ
そ
ほ

ん
と
に
浄
書
す
る
だ
け
で
事
足
り
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
『
文
学

論
』
の
講
義
の
草
稿
は
、
そ
れ
ほ
ど
体
裁
を
な
さ
ず
、
従
つ
て
そ
の

「
章
節
の
区
分
目
録
の
編
纂
其
他
一
切
の
整
理
」
の
仕
事
は
、
単
な

る
学
識
の
み
な
ら
ず
、
頭
の
相
当
な
内
面
的
成
熟
を
必
要
と
す
る
も

の
で
あ
つ
た
。
中
川
芳
太
郎
は
、
そ
れ
に
必
要
な
材
料
や
、
自
分
の

ノ
ー
ト
や
、
恐
ら
く
他
の
学
生
達
の
ノ
ー
ト
を
、
十
分
参
酌
し
て

「
一
切
の
整
理
」
に
当
つ
た
に
は
違
ひ
な
い
。（
略
）
漱
石
は
明
治

三
十
九
年
十
月
二
十
九
日
の
手
紙
で
、
自
分
が
「
近
刊
の
文
学
論
に

自
序
を
認
め
」
た
か
ら
、「
も
し
そ
れ
に
て
も
よ
ろ
し
け
れ
ば
此
次

の
附
録
に
差
し
上
げ
て
も
よ
ろ
し
」
い
旨
を
、
当
時
読
売
新
聞
の
記

者
を
し
て
ゐ
た
、
薄
井
秀
一
に
報
じ
て
ゐ
る
。
是
は
中
川
芳
太
郎
の

仕
事
が
、
十
月
中
も
し
く
は
十
一
月
の
初
め
に
は
出
来
上
が
る
見
込

が
つ
い
た
為
に
、
漱
石
は
そ
れ
に
ざ
つ
と
目
を
通
し
た
上
で
、
す
ぐ

印
刷
に
と
り
か
か
ら
せ
る
積
り

即
ち
漱
石
は
、
ま
だ
中
川
芳
太

郎
の
仕
事
に
目
を
通
さ
な
い
前
に
、
こ
の
序
文
を
書
い
た
も
の
に
違

ひ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
然
る
に
明
治
三
十
九
年
十
一
月
十
一
日
、
漱

石
は
高
浜
虚
子
に
宛
て
て
、「
今
日
は
早
朝
か
ら
文
学
論
の
原
稿
を

見
て
ゐ
ま
す
中
川
と
い
ふ
人
に
依
頼
し
た
処
先
生
頗
る
名
文
を
か
く

も
の
だ
か
ら
少
々
降
参
し
て
愚
癡
た
ら
〴
〵
読
ん
で
ゐ
ま
す
╱
今
四
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十
枚
ば
か
り
見
た
処
…
…
」
と
書
い
た
。
漱
石
は
恐
ら
く
、
こ﹅
の﹅
日﹅

初
め
て
中
川
芳
太
郎
の
原
稿
に
眼
を
通
し
て
、
是
は
困
つ
た
事
に
な

つ
た
も
の
だ
と
、
沁
沁
感
じ
た
の
で

８
）

あ
る
。

複
数
の
間
接
的
な
情
報
源
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
な
い
小
宮
の
言
で
あ

る
か
ら
、
全
て
を
疑
っ
て
か
か
る
必
要
も
あ
る
ま
い
し
、
既
に
引
い
た
森

田
草
平
の
言
と
も
大
筋
で
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
推
論
に
頼

る
ほ
か
な
い
事
柄
の
記
述
に
お
い
て
、
慎
重
に
も
「
恐
ら
く
」
を
二
度
繰

り
返
し
て
い
る
点
に
は
留
意
し
た
い
。
右
引
用
の
う
ち
、「
恐
ら
く
他
の

学
生
達
の
ノ
ー
ト
を
、
十
分
参
酌
し
て
」
と
い
う
記
述
を
よ
り
多
く
疑
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
後
に
述
べ
る
と
お
り
、
実
際
に
他
の
学
生
の
ノ
ー
ト
と

比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
推
測
は
あ
ま
り
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
と
こ
ろ
で
三
好
の
記
事
は
『
文
学
論
』
講
義
を
三
十
六
年
九
月
か
ら

と
し
つ
つ
、
同
年
に
す
で
に
卒
業
（
明
治
三
十
六
年
七
月
十

９
）

一
日
）
し
て

い
た
皆
川
正
禧
ま
さ
き

の
ノ
ー
ト
に
言
及
す
る
論
理
矛
盾
を
冒
し
て
い
る
こ
と
か

ら
察
す
る
に
、
四
名
の
受
講
ノ
ー
ト
を
も
と
に
編
ま
れ
た
『
英
文
学
形
式

論
』（
岩
波
書
店
、
大
正
十
三
年
）
に
ま
つ
わ
る
事
情
を
混
同
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
漱
石
没
後
の
出
版
に
な
る
『
英
文
学
形
式
論
』
の

「
は
し
が
き
」
で
編
者
皆
川
正
禧
は
刊
行
経
緯
を
述
べ
て
次
の
よ
う
に
い

う
。

大
正
八
年
の
暮
郷
里
越
後
に
起
臥
し
て
居
た
自
分
に
在
京
の
野
上

臼
川
君
か
ら
漱
石
先
生
の
此
講
義
の
草
稿
が
ど
う
し
て
も
見
当
ら
な

い
か
ら
、
当
時
の
聴
講
生
た
る
自
分
共
の
ノ
ー
ト
よ
り
編
成
し
て
は

呉
れ
ま
い
か
と
の
相
談
が
あ
つ
た
。（
略
）
ハ
ー
ン
先
生
の
草
稿
無

し
の
口
授
を
筆
記
す
る
に
忙
殺
さ
れ
た
学
生
に
は
日
本
語
の
講
義
が

解
り
過
ぎ
て
ノ
ー
ト
に
す
る
に
は
反
つ
て
小
面
倒
で
あ
つ
た
で
あ
ら

う
。（
略
）
不
審
に
堪
へ
な
い
の
は
先
生
の
草
稿
が
遂
に
見
出
さ
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
。
或
は
故
意
に
破
棄
せ
ら
れ
た
と
も
想
像
さ
れ

る
。
さ
る
場
合
に
は
此
抄
録
の
発
表
は
故
先
生
の
意
志
に
背
い
た
行

動
と
も
な
る
訳
だ
が
、（
後
略
）

ハ
ー
ン
の
授
業
ス
タ
イ
ル
と
比
較
し
て
草
稿
の
存
在
を
い
う
皆
川
の
証

言
は
信
頼
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
当
の
授
業
に
出
席
し
て
い
な
い
三

学
年
下
の
臼
川
野
上
豊
一
郎
が
「
講
義
の
草
稿
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え

て
い
た
の
に
も
理
由
が
あ
る
。
一
高
一
年
次
に
漱
石
に
よ
る
英
語
の
授
業

を
受
け
、
帝
大
で
は
「
十
八
世
紀
英
文
学
」
講
義
を
受
け
て
い
た
野
上
は

当
時
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に

10
）

い
う
。

そ
の
頃
の
講
義
は
、
平
生
時
間
が
な
い
た
め
、
暑
中
休
暇
中
に
大

半
を
作
製
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
。
草
稿
と
い
ふ
の
は
ア
ヒ
版
の
洋
罫

紙
に
、
釘
の
頭
で
突
い
た
や
う
な
細
字
を
、
初
か
ら
終
ま
で
隙
間
な

く
、
行
に
も
何
ん
に
も
関
係
な
し
に
並
べ
た
奴
を
、
毎
日
一
二
枚

づ
ゝ
持
つ
て
来
ら
れ
た
。

こ
の
野
上
の
証
言
は
同
級
で
あ
っ
た
中
勘
助
の
回
想
で
も
裏
付
け
ら
れ

る
。
中
勘
助
は
い
う
。

先
生
の
講
義
は
十
八
世
紀
の
英
文
学
の
評
論
と
て
む
ぺ
す
と
で
あ

つ
た
。
前
者
の
最
初
の
部
分
は
評
論
を
す
る
時
の
態
度
と
い
ふ
や
う

な
こ
と
で
あ
つ
た
。
私
は
筆
記
の
必
要
を
感
じ
な
か
つ
た
の
で
、
屡

先
生
の
す
ぐ
前
に
席
を
占
め
な
が
ら
つ
ひ
ぞ
ぺ
ん
を
と
つ
た
こ
と
が

な
か
つ
た
。
先
生
は
一
寸
そ
れ
を
気
に
す
る
や
う
に
み
え
た
。（
略
）

先
生
は
合
版
の
西
洋
紙
の
草
稿
を
一
枚
づ
ゝ
と
り
あ
げ
て
み
な
が

ら
、
ね
つ
ゝ
り
〳
〵
と
捏
ち
あ
げ
て
ゆ
く
。
調
子
が
調
子
な
り
題
材

が
題
材
な
り
、
そ
の
上
そ
の
ま
た
草
稿
が
何
で
も
一
行
の
罫
の
中
へ
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小
さ
な
字
で
二
行
に
書
い
て
あ
る
様
子
で
、
そ
れ
が
一
時
間
に
一
頁

半
か
二
頁
位
の
割
合
（
？
）
で
進
ん
で
ゆ
く
。（
略
）
先
生
は
私
が

先
生
の
引
証
す
る
英
文
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
の
綴
り
が
わ
か
ら
な

い
で
つ
か
へ
て
ゐ
る
と
、
必
ず
綴
り
を
い
つ
て
く

11
）

れ
た
。

野
上
は
「
十
八
世
紀
英
文
学
」
講
義
を
受
け
た
際
に
目
に
し
た
「
草

稿
」
の
記
憶
か
ら
遡
っ
て
類
推
し
、「
形
式
論
」
の
草
稿
を
探
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
な
お
「
ア
ヒ
版
の
洋
罫
紙
」
と
あ
る
た
め
、
サ
イ
ズ
か
ら
し
て

も
、
留
学
期
の
い
わ
ゆ
る
「
文
学
論
ノ
ー
ト
」
に
主
と
し
て
使
用
さ
れ
た

す﹅
か﹅
し﹅
で
罫
が
入
っ
て
い

12
）

る
紙
と
区
別
で
き
な
い
。
と
も
か
く
、
皆
川
・

野
上
・
中
の
証
言
を
繫
い
で
み
る
と
、
洋
紙
を
手
に
日
本
語
で
講
述
、
引

用
文
は
英
語
で
読
み
上
げ
る
漱
石
の
授
業
ス
タ
イ
ル
は
一
貫
し
て
い
た
ら

し
い
。
た
だ
し
、
刊
本
『
文
学
論
』
の
成
立
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
問
題

と
な
る
の
は
、
そ
の
洋
紙
に
記
さ
れ
た
文
章
の
粗
密
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
次
節
で
考
察
し
た
い
。

二

失
わ
れ
た
「
旧
稿
」
に
つ
い
て

皆
川
ら
が
い
う
「
草
稿
」、
ま
た
小
倉
が
想
定
す
る
「
講
義
原
稿
」
と

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
現
在
残
さ
れ
て
い
る
「
文
学
論

ノ
ー
ト
」
の
こ
と
か
、
森
田
・
小
宮
が
『
文
学
論
』
講
義
に
際
し
て
は
作

っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る

読
み
上
げ
用
原
稿

の
こ
と
な
の
か
。
ま
ず

は
『
文
学
論
』
の
「
序
」
を
見
て
お
く
。

第
三
学
年
に
も
此
講
義
の
稿
を
続
く
べ
か
り
し
を
種
々
の
事
情
に

遮
ぎ
ら
れ
て
果
た
さ
ず
〔
に
「
十
八
世
紀
英
文
学
」
を
講
じ
た：

引

用
者
注
、
以
下
同
じ
〕。
已
に
講
述
せ
る
部
分
の
意
に
満
た
ぬ
所
、

足
ら
ざ
る
所
を
書
き
直
さ
ん
と
し
て
又
果
た
さ
ず
、
約
二
年
の
間
其

儘
に
て
筐
底
に
横
は
り
し
を
、
書
肆
の
乞
に
応
じ
て
公
け
に
す
る
事

と
な
れ
り
。

公
け
に
す
る
事
を
諾
し
た
る
後
も
、
身
辺
の
事
情
に
束
縛
せ
ら
れ

て
、
わ
が
旧
稿
を
自
身
に
浄
写
す
る
暇
さ
へ
見
出
し
得
ず
。
已
を
得

ず
、
友
人
中
川
芳
太
郎
氏
に
章
節
の
区
分
目
録
の
編
纂
其
他
一
切
の

整
理
を
委
託
す
。
中
川
氏
は
此
講
義
の
あ
る
部
分
に
主
席
し
た
る

上
、
博はっ
洽こう
の
学
と
篤
実
の
質
を
か
ね
た
れ
ば
、
余
の
知
人
中
に
て
、

か
ゝ
る
事
を
処
理
す
る
に
於
て
尤
も
適
当
の
人
な
り
。

と
あ
る
。「
序
」
の
後
続
箇
所
に
は
「
余
に
取
つ
て
は
是
程
の
仕
事
を

成
就
し
た
る
丈
に
て
多
大
の
満
足
な
り
」
と
校
了
し
た
か
の
よ
う
に
い
う

が
、
先
述
の
と
お
り
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
九
日
薄
井
秀
一
宛
書
簡
に

序
文
を
認
め
た
旨
記
述
が
あ
り
、
初
出
掲
載
は
同
年
十
一
月
四
日
「
読
売

新
聞
」
で
あ
る
。
小
宮
の
い
う
と
お
り
原
稿
加
筆
作
業
に
本
格
的
に
と
り

か
か
る
前
に
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
執
筆
時
点
か
ら
未
来
を

先
取
り
し
て
書
く
と
い
う
意
味
で
の
虚﹅
構﹅
性﹅
を
も
つ
こ
と
に
注
意
し
た

い
。他

の
箇
所
で
は
英
国
人
の
「
親
切
」
に
感
謝
し
、
自
ら
を
狂
人
扱
い
し

た
者
達
に
、
果
て
は
「
神
経
衰
弱
と
狂
気
」
そ
の
も
の
に
ま
で
感
謝
す
る

と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
る
こ
の
序
文
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
虚
構
が

混
じ
ら
ざ
る
を
得
な
い
出
版
経
緯
に
つ
い
て
は
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に

説
明
す
る
よ
り
も
レ
ト
リ
ッ
ク
を
優
先
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ

で
い
う
「
旧
稿
」
が
、
文
字
通
り
書
き
下
さ
れ
た
原
稿
、

読
み
上
げ
用

原
稿

を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。「
序
」
に
は
こ
う
も
あ
る
。

但
十
年
の
計
画
を
二
年
に
つ
ゞ
め
た
る
為
め
（
名
は
二
年
な
る
も

出
版
の
際
に
費
や
し
た
る
時
間
を
除
い
て
実
際
に
使
用
せ
る
は
二
夏
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な
り
）
又
純
文
学
学
生
の
所
期
に
応
ぜ
ん
と
し
て
、
本
来
の
組
織
を

変
じ
た
る
為
め
、
今
に
至
つ
て
未
成
品
に
し
て
、
又
未
完
品
な
る
を

免
が
れ
ず
。

つ
ま
り
、
一
旦
作
り
上
げ
た
「
本
来
の
組
織
」
を
変
形
さ
せ
る
た
め
に

「
二
夏
」、
つ
ま
り
帝
国
大
学
講
義
の
な
か
っ
た
明
治
三
十
六
年
五
月
二

十
九
日

金
）〜
九
月
二
十
日

日
）、
明
治
三
十
七
年
七
月
一
日

木
）〜
九

月
十
九
日

月
）の
う
ち
の
幾
ら
か
を
あ
て
た
も
の
と
解
せ
る
。
前
者
は
神

経
衰
弱
が
悪
化
し
鏡
子
と
別
居
す
る
期
間
で
あ
り
、
後
者
も
神
経
衰
弱
を

見
か
ね
た
鏡
子
が
虚
子
に
頼
み
能
を
見
に
行
か
せ
る
な
ど
し
た
期
間
で
あ

る
。
同
時
期
を
題
材
に
し
た
小
説
『
道
草
』（
岩
波
書
店
、
大
正
四
年
）

で
は
教
員
で
あ
る
健
三
が
夏
に
妻
を
追
い
出
し
て
蝿
頭
の
細
字
で
ノ
ー
ト

を
書
き
続
け
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
に
作
成
さ
れ
た
講
義
の

読
み
上
げ

用
原
稿

と
断﹅
定﹅
で
き
る
資
料
は
現
存
し
な
い
。

た
と
え
ば
、「
文
学
論
ノ
ー
ト
」
中
に
「
本
講
」、「
愚
見
を
述
べ
て
諸

君
の
清
聴
を
煩
は
さ
ん
と
す
。
夫
と
て
も
後
の
講
義
に
便
宜
な
る
迄
に

と
ゞ
む
る
積
」
と
講
義
を
意
識
し
た
も
の
が
混
在
し
て

13
）

い
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
を
受
講
生
の
ノ
ー
ト
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
符
合
す
る
の
は
ご

く
わ
ず
か
だ
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
記
述
ス
タ
イ
ル
の
ノ
ー
ト
が
『
文

学
論
』
講
義
全
編
を
通
じ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
他
方
、「
文
学
論
ノ
ー
ト
」
に
は
、
授
業
で
扱
っ
た
（
刊
本
に

対
応
箇
所
が
見
い
だ
せ
る
）
項
目
に
取
り
消
し
線
を
引
い
た
痕
跡
も
あ

る
。
こ
れ
ら
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、『
文
学
論
』
講
義
は
「
文
学
論
ノ
ー

ト
」
中
か
ら
数
枚
を
携
行
す
る
か
、
抜
き
書
き
を
す
る
か
し
て
、
講
義
を

し
た
可
能
性
が
高
い
。
む
ろ
ん

読
み
上
げ
用
原
稿

が
全
編
に
わ
た
り

存
在
し
、
皆
川
正
禧
が
い
う
よ
う
に
「
或
は
故
意
に
破
棄
せ
ら
れ
た
」

（
前
掲
）
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
現
存
す
る
の
は
取
捨
選
択
し
て
保

存
さ
れ
た
ノ
ー
ト
群
な
の
だ
と
構
え
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

『
文
学
論
』
講
義
に
際
し
何
か
洋
紙
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

く
、
使
わ
れ
な
か
っ
た
部
分
と
お
ぼ
し
き

読
み
上
げ
用
原
稿

も
残
っ

て
い
る
。
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
さ
ら
な
る
資
料
の
発
見
を
ま
つ
ま
で
ま
さ

し
く
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
と
呼
ん
で
お
く
ほ
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も

『
文
学
論
』
第
五
編
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
別
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は

な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
中

川
芳
太
郎
筆
草
稿
「
第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
次
節
で
詳
論
す
る
こ
と
と
し
て
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
別
の
ミ
ッ
シ

ン
グ
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

漱
石
は
初
版
『
文
学
論
』
に
つ
い
て
「
校
正
者
の
不

な
為
め
誤
字
誤

植
雲
の
如
く
癇
癪
が
起
つ
て
仕
様
が
な
い
。
出
来
れ
ば
印
刷
し
た
千
部
を

庭
へ
積
ん
で
火
を
つ
け
て
焚
い
て
仕
舞
い

14
）

た
い
」
と
し
た
か
ら
、
漱
石
に

よ
る
校
正
刷
り
へ
の
加
除
訂
正
が
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
し
か
し
、

『
漱
石
全
集
』（
十
四
巻
第
二
版
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
五
年
）
注
解
で

亀
井
俊
介
が
疑
問
を
呈
し
て
い
る
と
お
り
、

５
）原
稿
と

６
｜
１
）刊
本

初
版
で
は
字
句
が
異
な
る
箇
所
が
あ
る
（
た
と
え
ば
「
準
対
置
法
」↓

仮

対
法
」）。
校
正
刷
り
が
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
意
思
伝
達
が
行
わ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
が
未
詳
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
資
料
と
資
料
と
の
間
に
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
が
存
在

し
、『
文
学
論
』
の
成
立
過
程
は
依
然
と
し
て
推
論
に
よ
る
し
か
な
い
部

分
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
資
料
批
判
は
着
実
に
進
み
つ
つ
あ
る
。
た

と
え
ば
、
金
子
健
二
『
人
間
漱
石
』（
い
ち
ろ
社
、
昭
和
二
十
三
年
十
一

月
）、
荒
正
人
・
小
田
切
秀
雄
『
増
補
改
訂
漱
石
研
究
年
表
』（
集
英
社
、

―93―



昭
和
五
十
九
年
）、
村
岡
勇
編
『
漱
石
資
料

文
学
論
ノ
ー
ト
』（
岩
波

書
店
、
昭
和
五
十
六
年
）
に
つ
い
て
、
特
に
『
文
学
論
』
に
関
係
す
る
か

ぎ
り
で
は
再
検
討
す
べ
き
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

村
岡
勇
編
『
漱
石
資
料

文
学
論
ノ
ー
ト
』
は
、
複
数
ペ
ー
ジ
を
糊

付
け
し
た
ノ
ー
ト
の
採
録
に
際
し
、
ペ
ー
ジ
進
行
方
向
が
逆
転
し
て
お

り
、
漱
石
が
書
き
継
い
で
い
っ
た
順
に
ノ
ー
ト
を
読
め
な
い
と
い
う
深
刻

な
不
備
、
そ
の
他
断
り
な
く
採
録
を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
な
ど
の
問
題

点
が
小
倉
脩
三
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

15
）

い
た
。
ま
た
、『
文
学
論
』
の
序

に
い
う
「
蝿
頭
の
細
字
に
て
五
六
寸
の
高
さ
に
達
し
た
」「
留
学
中
に
余

が
蒐
め
た
る
ノ
ー
ト
」
と
目
さ
れ
た
中
に
、
帰
国
後
の
も
の
が
あ
る
こ
と

が
岡
三
郎
ら
の
調
査
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。『
漱
石
全
集
』
二
十
一
巻

（
岩
波
書
店
、
平
成
十
五
年
）
後
記
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
）

帰
国
後
に
第
一
高
等
学
校
の
附
属
図
書
館
か
ら
借
り
出
し
て
読

ん
だ
本
の
ノ
ー
ト
が
認
め
ら
れ
る
（
岡
三
郎
「
東
京
大
学
教
養
学

部
図
書
館
に
発
見
さ
れ
た
漱
石
の
書
き
入
れ
本
」、
同
著
『
夏
目

漱
石
研
究
』
第
一
巻
（
一
九
八
一
年
）
所
収
、
参
照
）。

２
）

明
治
三
十
九
年
四
月
二
十
八
日
付
の
購
入
書
籍
請
求
書
の
裏
に

記
さ
れ
た
ノ
ー
ト

Ⅳ
｜
３
）が
存
在

16
）

す
る
。

３
）

ノ
ー
ト
Ⅰ
｜
４
の
よ
う
に
、
読
者
（
受
講
者
）
を
明
ら
か
に
意

識
し
た
、
講
義
の
準
備
の
た
め
と
思
わ
れ
る
ノ
ー
ト
が
存
在
す

る
。

金
子
健
二
『
人
間
漱
石
』
は
、
漱
石
の
元
教
え
子
が
当
時
の
日
記
を
引

用
し
て
そ
の
実
像
を
伝
え
た
記
録
と
し
て
、
ま
た
受
講
者
で
あ
り
同
じ
英

文
学
者
で
も
あ
る
著
者
に
よ
る
『
文
学
論
』
批
判
と
し
て
長
ら
く
重
視
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
後
、
孫
の
金
子
三
郎
氏
に
よ
っ
て
、
健
二
の
受
講
ノ
ー

ト
と
日
記
と
が
翻
刻
・
編
集
さ
れ
少
部
数
出
版
さ
れ
た
。
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

・『
川
渡
り
餅
や
い
餅
や
い

金
子
健
二
日
記
抄

』（
平
成
十
年

十
二
月
、
奥
付
な
し
・
上
中
下
三
巻
。「
記
録
魔
」
と
で
も
い
う
べ

き
健
二
の
生
涯
に
渡
る
日
記
か
ら
抄
録
し
た
も
の
。
以
下
『
金
子
日

記
抄
』
と
呼
ぶ
）

・『
記
録

東
京
帝
大
一
学
生
の
ノ
ー
ト
』（
リ
ー
ブ
企
画
出
版
社
、
平

成
十
四
年
三
月
。
小
泉
八
雲
の
講
義
と
、
漱
石
の

G
en
era

l C
o
n
-

cep
tio
n o

f L
itera

tu
re

講
義
、
両
者
に
関
わ
る
日
記
の
抜
き
書

き
を
収
め
る
。
以
下
『
金
子
ノ
ー
ト
』
と
呼
ぶ
）

伊
狩
章
は
『
金
子
日
記
抄
』
を
取
り
あ
げ
て
、
日
記
体
か
ら
な
る
『
人

間
漱
石
』
が
日
記
実
物
と
は
「
か
な
り
の
食
い
違
い
の
あ
る
こ
と
に
気
付

か
さ
れ
た
」
と
し
て

17
）

い
る
。
こ
れ
を
承
け
て
詳
細
な
比
較
を
行
っ
た
鈴
木

良
昭
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

〔『
人
間
漱
石
』
は：

引
用
者
注
〕
形
式
・
体
裁
は
「
日
記
」
だ
が
、

「
事
実
の
記
録
」
を
旨
と
す
る
日
記
と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

（
略
）
事
実
の
記
録
で
あ
る
『
日
記
』〔『
金
子
健
二
日
記
抄
』
の
対

応
箇
所
本
文：

引
用
者
注
〕
の
何
倍
も
の
分
量
の
加
筆
が
な
さ
れ
、

事
実
と
異
な
る
記
載
が
あ
っ
た
り
す
る
。（
略
）
日
記
で
は
な
く
日

記
文
学
の
よ
う
な
も
の
、
と
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
。（
略
）『
人
間
漱

石
』
が
掲
げ
る
日
記
を
「
日
記
」
と
解
し
て
漱
石
の
調
査
研
究
等
の

資
料
に
用
い
る
こ
と
に
は
余
程
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な

く
と
も
『
日
記
』
と
の
照
合
を
経
ず
に
用
い
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き

で

18
）

あ
る
。

こ
う
し
た
調
査
を
も
と
に
、
鈴
木
は
荒
正
人
・
小
田
切
秀
雄
『
増
補
改

―94―



訂
漱
石
研
究
年
表
』
に
お
け
る
漱
石
の
授
業
時
間
割
の
誤
り
を
指
摘
し
、

『
金
子
日
記
抄
』
等
を
も
と
に
漱
石
の
時
間
割
を
再
現
し
て
い
る
。
時
間

割
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
が
参
照
し
て
い
る
通
り
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館

漱
石
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
断
片
「
東
京
大
学
講
師
時
代
の
時
間
割
」
か
ら

裏
付
け
ら
れ
る
（
な
お
、
時
間
割
の
裏
に
は
講
義
計
画
と
思
わ
れ
る
メ
モ

が
あ
る
）。
時
間
割
で
は
、
月
曜
一
〇
時
〜
一
二
時
「
シ
エ
ク
ス
ピ
ア
講

義
（K

in
g
 
L
ea
r

）」。
火
曜
九
時
〜
一
〇
時
同
講
義
、
続
い
て
一
〇
時
〜

一
一
時
「
文
学
論
」。
木
曜
九
時
〜
一
一
時
「
文
学
論
」。
こ
の
よ
う
に
一

日
二
時
間
を
週
三
日
、
一
般
講
義
と
専
門
講
義
を
半
分
ず
つ
行
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
つ
の
時
間
割
で
あ
る
か
は
、『
リ
ア
王
』
講
義
が

月
曜
に
二
時
間
続
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。『
リ
ア
王
』

講
義
期
間
（
明
治
三
十
七
年
二
月
十
八
日
〜
十
一
月
二
十
九
日
）
中
の
出

席
時
刻
や
講
義
内
容
に
つ
い
て
の
記
述
を
『
金
子
日
記
抄
』
か
ら
拾
う

と
、
明
治
三
十
七
年
六
月
の
年
度
納
め
ま
で
の
月
曜
日
は
『
文
学
論
』
講

義
が
二
時
間
続
き
と
わ
か
る
。
夏
休
み
明
け
の
明
治
三
十
七
年
九
月
二
十

日

火
）開
始
の
新
年
度
で
は
、
月
曜
日
が
二
時
間
続
き
の
『
リ
ア
王
』
講

義
に
替
わ
る
。
同
十
一
月
二
十
九
日
に
『
リ
ア
王
』
を
終
え
、『
ハ
ム
レ

ッ
ト
』
に
移
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
間
割
が
当
て
は
ま
る
の
は
明
治
三
十
七
年
九
月
か
ら

十
一
月
末
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
裏
に
書
か
れ
た
メ
モ
も
こ
の
時
期

に
前
後
す
る
も
の
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
明
治
三
十
七
年
七
月
、
漱
石
は

坂
本
四
方
太
に
愚
痴
を
こ
ぼ
し
、
俳
体
詩
に
「
来
年
の
講
義
を
一
人
苦
し

が
り
╱
パ
ナ
マ
の
帽
を
鳥
渡
う
ら
や
む
」
と
詠
ん
だ
と

19
）

い
う
。
お
そ
ら
く

夏
休
み
中
に
考
え
た
新
年
度
の
構
成
を
、
既
に
講
じ
た
項
目
（「
第
四
編

第
二
章

投
入
語
法
」
ま
で
）
と
こ
れ
か
ら
講
じ
る
項
目
（「
第
四
編
第

三
章

自
己
と
隔
離
せ
る
聯
想
」
か
ら
）
と
に
わ
け
て
一
覧
化
し
た
メ
モ

な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
論
を
裏
付
け
る
の
は
、『
金
子
ノ
ー
ト
』（
三
九

二
頁
）
に
「（
二
年
級
終
り
）」「（
前
学
年
の
続
き
）」
と
あ
る
境
目
が
、

刊
本
「
第
四
編
第
二
章

投
入
語
法
」
の
最
終
盤
（
二
八
〇
頁
）
に
相
当

す
る
こ
と
、
ま
た
一
学
年
上
の
森
巻
吉
の
受
講
ノ
ー
ト
（
東
京
大
学
駒
場

博
物
館
蔵
）
が
同
じ
箇
所
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ
の
メ

モ
に
は
「
第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
に
あ
た
る
項
目
は
書
き
記
さ
れ
て

い
な
い
。「
集
合
的
Ｆ
」
が
講
じ
ら
れ
る
の
は
年
度
は
じ
め
の
明
治
三
十

七
年
九
月
か
ら
数
え
て
半
年
以
上
先
と
な
る
。

三

中
川
芳
太
郎
筆
草
稿

第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」

『
文
学
論
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
中
川
芳
太
郎
筆
草
稿
は
い
く
つ
か

の
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。『
文
学
論
』
第
五
編
に
あ
た
る
項

目
は
前
述
の
と
お
り
、
講
義
計
画
と
思
わ
れ
る
時
間
割
裏
の
メ
モ
に
記
さ

れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
明
治
三
十
七
年
九
月
か
ら
の
学
期
中
に
作
ら

れ
た
か
、
同
年
年
末
に
作
ら
れ
た
か
し
た
草
稿
に
よ
っ
て
講
義
が
行
わ
れ

た
の
だ

20
）

ろ
う
。『
文
学
論
』
第
五
編
に
あ
た
る
講
義
の
初
日
は
『
金
子
日

記
抄
』
に
よ
れ
ば
明
治
三
十
八
年
四
月
二
十
日
木
曜
日
で
あ
り
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

午
後
九
時
よ
り
夏
目
講
師
の
文
学
論
に
出
席
す
。
今
日
よ
り
講
義

の
題
目
改
ま
り
文
学
的
要
素
の
一
た
る
コ
グ
ニ
チ
ー
ブ
・
エ
レ
メ
ン

ト
の
各
時
代
各
個
人
に
由
て
異
る
こ
と
を
述
べ
ら
る
。
観
察
点
の
奇

警
な
る
は
此
の
講
師
の
特
色
な
り
。
来
六
月
迄
に
此
の
講
義
を
完
結

す
る
予
定
な
り
と
言
へ
ば
余
等
は
最
も
幸
福
の
位
置
に
立
て
り
と
言
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は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。（
三
年
引
き
続
い
て
同
一
の
問
題
に
て
研
究
せ

ら
れ
し
を
以
て
な
り
）。

文
学
論
序
」
に
い
う
、
三
年
連
続
講
義
の
つ
も
り
が
二
年
と
し
た
と

い
う
決
断
は
、
事
実
上
こ
の
と
き
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
金
子
が
こ
こ

で
い
う
「
三
年
」
は
一
箇
月
に
過
ぎ
ぬ
「
形
式
論
」
を
一
年
と
し
た
数
え

方
）。
こ
の
「
第
五
編
」
に
つ
い
て
は
、『
金
子
ノ
ー
ト
』、「
中
川
草
稿
」、

「
漱
石
原
稿
」、
刊
本
『
文
学
論
』
と
い
う
比
較
が
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
『
金
子
ノ
ー
ト
』
に
つ
い
て
は
、「
第
五
編
」
に
あ
た
る
講
義
時

期
の
日
記
が
『
金
子
日
記
抄
』
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
た
め
、

欠
席
に
よ
っ
て
『
金
子
ノ
ー
ト
』
に
穴
が
開
い
て
い
な
い
か
が
確
定
さ
れ

な
い
が
、
お
そ
ら
く
完
全
な
も
の
で
あ
る
（
金
子
健
二
の
ノ
ー
ト
及
び
日

記
の
原
本
に
あ
た
る
こ
と
は
ご
遺
族
の
意
向
に
よ
り
見
合
わ
せ
た
）。
な

お
管
見
の
か
ぎ
り
、
第
五
編
を
記
録
す
る
学
生
受
講
ノ
ー
ト
は
『
金
子
ノ

ー
ト
』
の
み
で
あ
る
。

次
に
「
中
川
草
稿
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、「
第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
と
始
ま
り
、
末
尾
に
「
編
を
閉
づ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

刊
行
の
た
め
の
浄
書
稿
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
「
第
五
編
」
の
「
漱
石
原
稿
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
文
は
原

稿
用
紙
に
罫
を
無
視
し
て
朱
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。
同
筆
に
よ
る
加
除
訂

正
も
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
細
か
な
字
句
の
推
敲
で
あ
る
。
今
回

の
調
査
範
囲
で
は
取
り
あ
げ
る
べ
き
箇
所
が
と
く
に
見
つ
か
ら
な
い
た

め
、
現
行
『
漱
石
全
集
』
本
文
を
「
刊
本
」
と
し
て
代
表
さ
せ
て
用
い
る

こ
と
と
す
る
。

そ
こ
で
『
金
子
ノ
ー
ト
』、「
中
川
草
稿
」、
刊
本
『
文
学
論
』
の
三
者

を
照
合
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
川
が
序
文
で
い
う
「
中
川
草
稿
」
の

問
題
点
「
整
理
の
際
省
略
に
過
ぎ
論
旨
の
貫
徹
を
欠
く
節
多
か
り
し
」
こ

と
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
前
節
で
留
保
し
た
中
川
の

浄
書
原
稿
作
成
に
際
し

読
み
上
げ
用
原
稿

が
も
と
に
な
っ
た
の
か
、

中
川
自
身
の
受
講
ノ
ー
ト
が
も
と
に
な
っ
た
の
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
示

唆
を
得
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
紙
幅
の
関
係
で
『
金
子
ノ
ー
ト
』、「
中
川
草
稿
」、

刊
本
『
文
学
論
』
三
者
の
比
較
結
果
を
す
べ
て
こ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
い
さ
さ
か
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
特
徴
的
な
箇
所
を
選

ん
で
【
資
料
】
と
し
て
末
尾
に
掲
載
し
た
。

現
物
を
ご
覧
に
な
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
三
者
中
「
中
川
草
稿
」

の
文
章
量
の
少
な
さ
は
際
だ
っ
て
い
る
。
と
き
に
は
複
数
項
目
に
分
け
て

説
明
し
た
う
ち
の
い
く
つ
か
の
項
が
丸
ご
と
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
も
あ

る
（【
資
料
】
中
、
四
四
六
・
一
、
四
四
六
・
一
、
四
七
九
・
一
〇
）。
こ

れ
ら
の
箇
所
で
は
、
金
子
健
二
の
受
講
ノ
ー
ト
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
刊
本

『
文
学
論
』
の
本
文
に
近
い
。

さ
て
、
前
節
で
保
留
と
し
た
失
わ
れ
た
「
旧
稿
」
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
『
文
学
論
』
第
五

編
に
あ
た
る
講
義
箇
所
に
つ
い
て
は
「
文
学
論
ノ
ー
ト
」
に
近
い
メ
モ
で

あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

読
み
上
げ
用
原
稿

と
い
え
る
ほ
ど
文
章
化
さ
れ
た
も
の
が
も
し
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
も

と
に
中
川
が
浄
書
を
行
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
説
明
が
付
か
な
い
ほ
ど
に

「
中
川
草
稿
」
は
論
述
の
目
が
粗
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、【
資
料
】
の
「
四
一
九
・
一
〇
」
に
あ
る
と
お
り
、
漱
石

は
こ
こ
で
第
五
編
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
集
合
的
Ｆ
」
の
「
Ｆ
」
の
定
義

を
改
め
て
確
認
し
て
い
る
。
と
く
に
断
り
無
く
「
Ｆ
」
と
い
う
と
き
は
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（
Ｆ
＋
ｆ
）
を
意
味
す
る
と
。
だ
と
す
れ
ば
「
集
合
的
Ｆ
」
の
推
移
と
は

「
集
合
的
（
Ｆ
＋
ｆ
）」
の
推
移
を
意
味
す
る
し
、「
天
才
的
Ｆ
」
は
「
天

才
的
（
Ｆ
＋
ｆ
）」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
重
要
な
断
り

書
き
は
『
金
子
ノ
ー
ト
』
対
応
箇
所
に
徴
し
て
講
義
で
も
言
及
さ
れ
た
と

わ
か
る
が
、「
中
川
草
稿
」
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
で
は
第
五

編
の
論
理
展
開
に
誤
読
の
可
能
性
を
生
じ
て
し
ま
う
。
中
川
の
い
う
「
整

理
の
際
省
略
に
過
ぎ
論
旨
の
貫
徹
を
欠
く
節
」
と
は
こ
う
し
た
小
さ
な
、

し
か
し
重
大
な
省
略
の
積
み
重
ね
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
リ

反
動
アクショ

」ン
概

念
も
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
）。

『
文
学
論
』
は
前
半
部
こ
そ
同
一
趣
旨
を
説
明
す
る
た
め
に
文
例
を
列

挙
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
中
川
の
判
断
で
も
具
体
例
を
削
る
こ
と
は
容
易

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
半
部
に
至
り
論
述
の
肌
理
が
細
か
く
な
っ

て
き
た
と
こ
ろ
で
、
論
点
そ
の
も
の
を
損
な
う
ほ
ど
に
削
る
こ
と
を
独
断

で
あ
え
て
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
多
忙
か
つ
精
神
的
に
不
安
定
な

時
期
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
中
川
芳
太
郎
の
知
性
を
あ
ま
り
に
低
く
見
積

も
る
こ
と
は
得
策
で
な
い
。

む
し
ろ
問
題
は
、
中
川
が
授
業
で
と
っ
た
ノ
ー
ト
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
中
川
の
受
講
ノ
ー
ト
の
う
ち
、
現
存
す
る
の
は
刊
本
『
文

学
論
』
の
冒
頭
か
ら
、
第
一
編
第
二
章
「

ｄ
）運
動
」
の
途
中
（
四
八

頁
）
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
は
『
金
子
ノ
ー
ト
』
や
森
巻
吉
の
受

講
ノ
ー
ト
（
東
京
大
学
駒
場
博
物
館
蔵
）
に
比
し
て
も
遜
色
の
な
い
詳
し

い
筆
記
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
年
間
の
う
ち
に
中
川
の
ノ
ー

ト
・
テ
イ
キ
ン
グ
に
変
化
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

金
子
健
二
は
日
記
か
ら
も
窺
え
る
と
お
り
几
帳
面
な
人
物
で
、
授
業
を

ほ
ぼ
逐
語
的
に
書
き
取
ろ
う
と
し
（
も
ち
ろ
ん
用
例
を
省
い
て
い
る
箇
所

は
あ
る
）、
図
書
館
で
引
用
文
を
確
か
め
て
訂
正
し
、
ノ
ー
ト
を
完
成
さ

せ
よ
う
と
し
た
ら
し
い
（
た
だ
し
、
刊
本
『
金
子
ノ
ー
ト
』
は
そ
の
凡
例

に
あ
る
と
お
り
金
子
三
郎
氏
が
あ
た
う
限
り
典
拠
に
あ
た
り
引
用
文
を
補

訂
し
て
お
り
、
金
子
健
二
の
筆
記
そ
の
も
の
の
質
を
必
ず
し
も
反
映
し
て

い
な
い
こ
と
に
留
意
）。
他
方
で
、
皆
川
の
証
言
に
よ
れ
ば
着
任
当
初
の

学
生
達
の
反
応
は
筆
記
拒
否
と
し
て
も
現
れ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
小
泉

八
雲
騒
動
を
別
に
し
て
も
、
す
で
に
引
い
た
中
勘
助
の
よ
う
に
興
味
の
無

い
部
分
は
筆
記
を
行
わ
ず
、
気
が
向
い
た
ら
筆
記
す
る
学
生
も
い
た
。
そ

の
点
、
三
高
の
首
席
と
い
わ
れ
る
中
川
芳
太
郎
は
、
理
解
が
早
く
、
す
べ

て
を
逐
語
的
に
書
き
取
る
必
要
を
感
じ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
受
講
当
時
は
記
憶
も
新
し
い
か
ら
粗
め
の
記
述
で
も
困
ら
な
か
っ
た

が
、
二
年
近
く
経
っ
て
本
に
す
る
と
言
わ
れ
て
み
る
と
、
論
旨
が
た
ど
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

お
ま
け
に
漱
石
に
よ
る
メ
モ
は
頼
り
に
な
ら

な
い

中
川
の
み
ま
わ
れ
た
ト
ラ
ブ
ル
と
は
大
筋
で
こ
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
漱
石
が
授
業
で
用
い
た
「
旧
稿
」
が

読
み
上

げ
用
原
稿

の
形
で
あ
れ
ば
、
中
川
は
よ
り
質
の
高
い
原
稿
を
書
け
て
い

た
で
あ
ろ
う
。「
中
川
草
稿
」
に
見
切
り
を
つ
け
た
後
、
漱
石
は
自
分
で

な
い
と
読
む
順
番
も
分
か
ら
な
い
よ
う
な
断
片
的
な
メ
モ
を
つ
な
ぎ
合
わ

せ
て
、
講
義
を
復
元
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
な
お
も

推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
諸
賢
の
批
正
を
仰
ぎ
た
い
。

最
後
に
、
刊
本
五
一
二
頁
に
相
当
す
る
あ
た
り
で
『
金
子
ノ
ー
ト
』
が

「
学
年
終
り

三
十
八
年
六
月
八
日
」
と
終
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

「
中
川
草
稿
」
は
さ
ら
に
続
き
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
そ
の
続

い
て
い
る
内
容
は
、
暗
示
論
と
成
功
論
で
あ
る
。
刊
本
は
こ
の
順
序
を
逆

転
さ
せ
、
成
功
論
を
第
六
章
の
末
尾
に
、
暗
示
論
を
第
七
章
に
補
遺
と
し
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て
収
め
て
い
る
（
他
に
も
刊
本
で
順
序
が
変
更
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
が
こ

こ
で
は
触
れ
な
い
）。
金
子
が
「
学
年
終
り
」
と
し
た
こ
の
六
月
に
つ
い

て
、
小
宮
豊
隆
も
指
摘
す
る
通
り
、『
文
学
評
論
』「
序
論
」
に
は
「
然
し

此
六
月
に
学
年
が
了
へ
る
と
此
九
月
か
ら
急
に
新
し
い
講
義
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
ん
」「
兎
に
角
夏
休
が
済
ん
で
直
ぐ
始
め
る
と
云
ふ
早
急
な
場
合

に
碌
な
事
が
書
け
る
者
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。
明
治
三
十

八
年
六
月
の
授
業
日
数
が
数
日
余
っ
て
、
次
年
度
用
の
序
論
部
分
を
講
じ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
『
金
子
ノ
ー
ト
』
に
「
学
年
終
り
」

と
あ
り
、「
中
川
草
稿
」
に
は
そ
の
続
き
が
あ
る
こ
と
と
は
ど
う
整
合
す

る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
学
年
の
差
が
授
業
の
出
席
に
関
係
し
た
可
能
性
を
考
え
た
い
。

金
子
は
そ
の
七
月
付
で
卒
業
す
る
第
三
学
年
で
あ
る
か
ら
、
第
一
・
二
学

年
生
と
扱
い
が
違
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
中
川
芳
太
郎
は
当
時
第
二
学
年

で
あ
る
。
情
報
の
行
き
違
い
か
、
金
子
の
勘
違
い
か
、
漱
石
が
発
言
を
翻

し
て
補
遺
と
し
て
講
義
を
補
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
残
り
の
日
数
に

「
中
川
草
稿
」
の
み
に
記
さ
れ
た
『
文
学
論
』
講
義
の
最
終
部
と
「
十
八

世
紀
英
文
学
」
の
序
論
と
が
講
じ
ら
れ
た
、
と
す
れ
ば
つ
じ
つ
ま
が
あ

う
。今

回
の
調
査
で
は
、
第
五
編
に
つ
い
て
『
金
子
ノ
ー
ト
』
と
刊
本
『
文

学
論
』
の
記
述
と
は
根﹅
本﹅
的﹅
な﹅
見﹅
直﹅
し﹅
と
い
う
ほ
ど
に
は
変
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
増
補
は
あ
る
し
、
説
明
の
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
が
増
え
て
は
い
る
（「
天
才
的
Ｆ
」
に
つ
い
て
の
説
明
方
法
な

ど
）。
し
か
し
、「
中
川
草
稿
」
を
比
較
に
加
え
る
と
、
そ
う
し
た
些
細
な

違
い
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
。
両
者
に
比
べ
て
、「
中
川
草
稿
」
は
格
段

に
痩
せ
細
っ
た
本
文
を
も
つ
か
ら
だ
。
と
く
に
講
義
で
項
目
分
け
し
て
述

べ
ら
れ
た
こ
と
を
削
っ
て
し
ま
う
辺
り
は
、
中
川
の
独
断
に
よ
る

編
集

行
為

と
は
考
え
が
た
い
。
受
講
時
に
理
解
し
た
が
書
き
留
め
な
か
っ
た

こ
と
が
、「
中
川
草
稿
」
を
説
明
不
足
な
も
の
に
し
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、「
整
理
の
際
省
略
に
過
ぎ
論
旨
の
貫
徹
欠
く
節
」
の

多
い
「
中
川
草
稿
」
を
前
に
し
て
、
結
果
的
に
は
『
金
子
ノ
ー
ト
』
に
比

し
て
も
遜
色
な
い
本
文
を
書
き
下
ろ
す
と
い
う
漱
石
の
作
業
は
、
記
録
の

再
読

で
な
く
、

校
正

で
も
な
く
て
、
自
身
の
失
わ
れ
た
講
義
の

復
元
・
再
構
築

の
作
業
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。「
未
成
市
街
の

廃
墟
」（「
文
学
論
序
」）
と
い
う
言
葉
は
、
図
ら
ず
も
自
ら
の
改
稿
作
業

の
道
行
き
を
予
示
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
本
稿
が
し
た
よ
う

に
、

他
筆
に
よ
る
関
連
資
料

と
の
比
較
を
通
し
て
、
受
講
生
達
の
記

録
す
る
『
文
学
論
』
講
義
に
は
見
ら
れ
な
い
、
刊
本
『
文
学
論
』
固
有
と

い
う
べ
き
言
説
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
留
学
以

来
の
一
連
の
理
論
的
生
成
過
程
と
し
て
の

文
学
論

総
体
を
読
み
直
す

作
業
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

注１
）

末
延
芳
晴
『
夏
目
金
之
助
、
ロ
ン
ド
ン
に
狂
せ
り
』（
青
土
社
、
平
成
十
六

年
）、
第
十
八
章
。

2
）

森
田
草
平
『
夏
目
漱
石

二
）』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
五
十
四
年
）、
一

〇
三
頁
、
三
一
三
｜
一
四
頁
。
初
刊
は
『
続
夏
目
漱
石
』（
甲
鳥
書
林
、
昭
和

十
八
年
）

3
）

野
間
真
綱
「
文
学
論
前
後
」（『
漱
石
全
集
』
別
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
六

年
）

4
）

森
田
、
三
一
四
｜
一
五
頁
。

5
）

小
倉
脩
三
「
文
学
論
」（
平
岡
敏
夫
他
編
『
夏
目
漱
石
事
典
』
勉
誠
出
版
、

平
成
十
二
年
）
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6
）

三
好
行
雄
「（
漱
石
作
品
事
典
）
文
学
論
」（
同
編
『
夏
目
漱
石
事
典
』
学
燈

社
、
平
成
四
年
）

7
）

本
多
顕
彰
「
解
説
」（『
夏
目
漱
石
全
集
』
五
、
創
芸
社
、
昭
和
三
十
年
四

月
）

8
）

小
宮
豊
隆
「
文
学
論
」（『
漱
石
の
藝
術
』
岩
波
書
店
、
昭
和
十
七
年
。
初
出

は
決
定
版
『
漱
石
全
集
』
の
解
説
で
、
記
事
末
尾
に
昭
和
十
一
年
四
月
十
九
日

と
あ
る
）、
ま
た
同
「
文
学
評
論
」
も
参
照
。

9
）

近
藤
哲
『
夏
目
漱
石
と
門
下
生
・
皆
川
正
禧
』（
歴
史
春
秋
社
、
平
成
二
十

一
年
）。

10
）

野
上
豊
一
郎
「
大
学
講
師
時
代
の
夏
目
先
生
」（『
漱
石
全
集
』
別
巻
、
前

掲
）。

11
）

中
勘
助
「
漱
石
先
生
と
私
」（『
漱
石
全
集
』
別
巻
、
前
掲
）。

12
）

湯
本
智
子
「
漱
石
文
庫
の
整
理
に
た
ず
さ
わ
っ
て

３
）自
筆
資
料
に
見
ら
れ

る
用
紙
と
未
翻
訳
断
片
に
つ
い
て
」（「
木
這
子
」
二
一
・
三
、
東
北
大
学
附
属

図
書
館
、
平
成
八
年
十
二
月
三
十
一
日
）。

13
）

〔
Ⅰ
｜
４

L
ife

に
就
て
〕」、「〔
Ⅲ
｜
１

A
rt
に
就
て
〕」（『
漱
石
全
集
』

二
一
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
五
年
）
お
よ
び
そ
の
脚
注
を
参
照
。

14
）

菅
虎
雄
宛
書
簡
、
明
治
四
十
年
五
月
三
十
日
。

15
）

小
倉
脩
三
「
東
北
大
学
所
蔵
『
文
学
論
』
関
係
資
料
に
つ
い
て
」（『
漱
石
研

究
』
三
、
翰
林
書
房
、
平
成
六
年
）。

16
）

そ
の
他
、「1903

」「1904

」
と
い
う
年
号
の
透
か
し
の
あ
る
用
紙
な
ど
、
用

紙
か
ら
帰
国
後
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
も
の
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
湯
本
智
子

「
漱
石
文
庫
の
整
理
に
た
ず
さ
わ
っ
て

３
）自
筆
資
料
に
見
ら
れ
る
用
紙
と
未

翻
訳
断
片
に
つ
い
て
」（「
木
這
子
」
二
一
・
三
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
、
平

成
八
年
十
二
月
三
十
一
日
）。

17
）

伊
狩
章
『
鷗
外
・
漱
石
と
近
代
の
文
苑

付
整
・
譲
・
八
一
等
の
回
想
』

（
翰
林
書
房
、
平
成
十
三
年
）。

18
）

鈴
木
良
昭
『
文
科
大
学
講
師
夏
目
金
之
助
』（
冬
至
書
房
、
平
成
二
十
二

年
）。

19
）

高
浜
虚
子
「
俳
話

六
）」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
明
治
三
十
七
年
八
月
）。

20
）

明
治
三
十
六
年
夏
の
勉
強
が
こ
こ
に
関
わ
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
岡
三
郎

は
第
一
高
等
学
校
図
書
館
旧
蔵
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
『
イ
ギ
リ
ス
小
説
史
』

（B
a
y
a
rd
 
T
u
ck
erm

a
n
:
A
 
H
istory

 
of
 
E
n
glish

 
P
rose

 
F
iction

,

N
ew
y
o
rk

&
L
o
n
d
o
n
,
1899.

）
へ
の
書
き
入
れ
が
漱
石
に
よ
る
と
立
証
し

た
う
え
で
、「
明
治
三
十
六
年
夏
の
時
点
で
漱
石
が
こ
の
よ
う
な
文
献
に
出
会

っ
た
こ
と
で
、
の
ち
の
『
文
学
論
』
の
第
五
編
の
集
合
的
Ｆ
に
つ
い
て
の
〔
英

文
学
史
的
〕
叙
述
の
見
通
し
が
い
っ
そ
う
確
実
に
な
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が

で
き
よ
う
」
と
す
る
。
岡
三
郎
『
夏
目
漱
石
研
究

第
一
巻

意
識
と
材
源
』

（
国
文
社
、
昭
和
五
十
六
年
）、
八
｜
九
章
参
照
。

※
漱
石
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
平
成
十
四
年
版
、
第
二
次
刊
行
『
漱
石
全
集
』（
岩
波

書
店
）
に
よ
っ
た
。
金
子
健
二
受
講
ノ
ー
ト
は
金
子
三
郎
編
『
記
録

東
京
帝
大

一
学
生
の
ノ
ー
ト
』（
リ
ー
ブ
企
画
出
版
社
、
平
成
十
四
年
三
月
）
に
よ
っ
た
。

『
文
学
論
』
原
稿
、
中
川
芳
太
郎
筆
「
受
講
ノ
ー
ト
」、
中
川
芳
太
郎
筆
草
稿

「
第
五
編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
は
い
ず
れ
も
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
蔵
。
翻
刻

に
際
し
合
略
字
は
「
し
て
」「
こ
と
」
の
よ
う
に
す
べ
て
開
い
た
。
以
上
の
テ
ク

ス
ト
に
つ
い
て
適
宜
、
カ
タ
カ
ナ
文
を
ひ
ら
が
な
文
に
改
め
、
句
読
点
を
補
い
、

か
な
に
濁
点
を
附
す
等
、
表
記
を
改
め
て
使
用
し
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

※
調
査
に
際
し
、
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
資
料
課
長
北
村
陽
子
様
に
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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【
資
料
】

刊
本
『
文
学
論
』
第
五
編
本
文
と
他
筆
に
よ
る
関
連
資
料
の
比
較
（
抄
）

※
本
表
は
抄
録
で
あ
り
、
異
同
箇
所
を
網
羅
し
て
い
な
い
。
引
用
文
中
の
傍
線
、
及
び
①
②
③
…
…
と
い
う
番
号
は
対
応
箇
所
指
示
の
た
め
引
用
者
が
附
し
た
。〔

〕
は
引
用
者
注

記
。
対
応
箇
所
が
な
い
場
合
は
×
を
記
し
た
。
対
応
箇
所
が
構
成
上
移
動
し
て
い
る
場
合
は
、〔

〕
内
に
対
応
頁
数
を
記
し
た
。

刊
本

頁

行
）

刊
本
『
文
学
論
』
本
文

（
第
五
編
執
筆
は
明
治
四
十
年
二
・
三
月
頃
で
あ
る
と
推
定
す
る
）

中
川
芳
太
郎
筆
「
集

合
Ｆ
の
差
異
」

（
明
治
三
十
九
年
後

半
？
）

金
子
健
二
受
講
ノ
ー
ト

（
第
五
編
は
明
治
三
十
八
年
四
月
二
十
日
か
ら
六
月
八
日
に
筆
記
さ
れ
た

と
日
記
か
ら
特
定
可
能
）

四
一
九

文
学
的
Ｆ
は
必
ず
（
Ｆ
＋
ｆ
）
の
公
式
を
具
ふ
と
の
結
果
を
示
し
た

り
。
然
れ
ど
も
（
Ｆ
＋
ｆ
）
は
Ｆ
の
一
種
な
る
を
以
て
、
単
に
Ｆ
と
云

ふ
も
、
ｆ
を
伴
は
ず
と
附
記
せ
ざ
る
限
り
は
文
学
的
Ｆ
を
含
む
と
見
做

す
を
妨
げ
ざ
る
に
似
た
り
。

×

〔
四
四
八
〕
文
学
のg

en
era

l fo
rm

は
Ｆ
＋
ｆ
と
な
る
な
り
。
故
に
Ｆ

の
差
異
と
云
ふ
と
き
は
文
学
的elem

en
t

の
差
異
と
見
て
可
な
り
。

〔
四
五
〇
〕
今
迄
述
べ
し
こ
と
は
一
般
に
干
す
る
Ｆ
な
れ
ど
も
こ
ゝ
に
て

云
は
ん
と
す
る
は
特
に
文
学
上
の
Ｆ
と
見
る
を
便
と
す
。
一
般
の
場
合
に

て
はem

o
tio
n
(f )

が
加
は
ら
ず
文
学
上
に
て
云
ふ
と
き
は
此
Ｆ
に
ｆ
が

加
は
る
も
の
と
す

四
二
二

六

①
生
存
上
に
必
要
な
る
模
倣
性

②
第
二
義
の
模
倣
と
は
必
要
な
ら
ざ
る
に
、
好
奇
の
余
、
他
を
模
倣
す

る
を
云
ふ
。

③
自
然
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
る
模
倣
な
り
。
自
己
の
意
志
以
上
の
あ
る
も

の
に
余
儀
な
く
せ
ら
れ
た
る
模
倣
な
り
と
。

×
〔
刊
本
の
よ
う
な

「
模
倣
」
概
念
の
多

面
的
な
整
理
は
中
川

稿
に
は
な
い
〕

〔
刊
本
の
よ
う
に
項
目
化
さ
れ
て
い
な
い
が
、
対
応
す
る
記
述
を
示
す
。

四
五
〇
〕

①
吾
人
は
模
倣
せ
ざ
れ
ば
生
存
す
る
を
得
ず
。

②
模
倣
す
る
必
要
な
き
こ
と
迄
も
模
倣
す
る
は
人
情
な
り

③
自
ら
模
倣
せ
ざ
る
と
思
へ
る
人
も
能
く
反
省
す
れ
ば
矢
張
り
模
倣
し

つ
ゝ
あ
る
な
り

四
二
四

十

波
動
は
生
命
の
続
く
限
り
、
社
会
の
存
す
る
限
り
曲
線
を
描
い
て
停
止

す
る
所
な
し
。
此
故
に
Ｆ
は
必
ず
推
移
を
意
味
す
。（
活
動
な
き
Ｆ
を

想
像
す
る
と
き
、
吾
人
は
記
憶
の
観
念
を
離
れ
ざ
る
を
得
ず
。
只
一
Ｆ

に
と
ゞ
ま
つ
て
左
右
を
顧
み
前
後
を
連
結
す
る
能
は
ざ
る
を
以
て
、
吾

人
と
Ｆ
と
は
合
し
て
一
と
な
る
。
而
し
て
其
一
た
る
事
を
す
ら
認
識
す

る
能
は
ず
。）

〔
四
四
四
に
禅
の
例
あ
り
。
曰
く
、「
禅
に
頓
悟
な
る
も
の
あ
り
、
其

説
を
き
く
に
自
か
ら
悟
に
近
き
つ
ゝ
、
自
か
ら
知
ら
ず
、
多
年
修
養
の

功
、
一
朝
機
縁
の
熟
す
る
に
逢
ふ
て
、
俄
然
と
し
て
乾
坤
を
新
た
に
す

と
。
此
種
の
現
象
は
禅
に
限
る
に
あ
ら
ず
。
吾
人
の
日
常
生
活
に
於
て

多
く
遭
遇
し
得
る
の
状
態
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。（
吾
人
は
と
く
に
禅

×

〔G
en
iu
s

のco
n
scio

u
sn
ess

の
説
明
の
中
に
対
比
と
し
て
、
四
五
二
〕

若
し
文
字
通
り
に
Ｆ
即
ちco

n
scio

u
sn
ess

が
移
ら
ず
と
せ
ば
如
何
に
な

る
べ
き
か
。
一
種
異
な
り
た
る
結
果
を
生
ず
べ
し
。
即
、
我
と
云
ふ

co
n
scio

u
sn
ess

が
消
え
て
物
と
我
と
がid

en
tica

l

に
な
る
べ
し
。

（
略
）
波
（
Ｆ
）
の
留
る
に
二
つ
の
方
法
あ
り
。
一
はco

n
scio

u
sn
ess

の
内
容
が
零
と
な
る
場
合
、
恐
く
は
死
と
云
ふ
情
態
が
之
な
る
べ
し
。
他

の
一
つ
は
Ｆ
の
内
容
（p

rim
a
ry
 
m
em
o
ry

）
が
一
定
不
変
な
る
を
云

ふ
。
此
場
合
に
はm

em
o
ry

な
る
こ
と
全
く
止
む
。（
略
）
自
己
の
有
す

る
過
去
な
る
感
は
滅
却
す
べ
し
。
同
時
に
自
己
が
物
よ
り
独
立
し
て
存
在

せ
り
と
云
ふ
感
も
な
く
な
る
べ
し
。
故
に
此
る
場
合
に
は
Ｆ
は
我
に
し
て

我
は
Ｆ
な
り
と
感
ず
る
に
至
る
。
無
我
の
状
体
は
是
な
り
。（
略
）
天
才
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に
於
て
此
特
別
の
権
利
を
附
与
す
る
の
理
由
を
認
め
ざ
る
が
故
に
）。

只
変
化
の
至
る
迄
内
に
昻
騰
し
つ
ゝ
あ
る
新
意
識
を
自
覚
す
る
能
は
ざ

る
が
故
に
此
種
の
推
移
に
逢
へ
ば
之
を
突
然
と
云
ふ
。」〕

×

の
Ｆ
が
移
ら
ぬ
と
云
ふ
は
此
る
意
味
の
物
に
あ
ら
ず
。
此
る
種
類
の
も
の

は
禅
僧
の
純
一
無
雑
の
意
味
な
り
。

四
三
五

一
四

（
諸
君
若
し
Ｆ
の
発
育
す
る
過
程
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ばB

a
ld
w
in

（
書
名
略
）
又
実
例
に
就
て
天
才
の
風
貌
を
窺
は
ん
と
欲
す
る
も
の
は

L
o
m
b
ro
so

書
名
略
）G

u
sta
v
e L

e B
o
n

のT
h
e P

sych
ology of

 
S
ocialism

は
通
俗
に
し
て
学
説
の
深
奥
な
る
も
の
な
し
と
雖
も
集
合

せ
る
人
心
の
活
動
状
態
を
知
る
に
便
宜
あ
る
を
以
て
通
読
す
る
を
可
と

す
）。

×

此
の
三
つ
のco

n
scio

u
sn
ess

に
付
て
研
究
す
る
と
き
は
妙
味
あ
り
。
参

考
に
す
べ
き
は//

B
a
ld
w
in

（
書
名
略
）//

G
u
sta
v
e L

e B
o
n

（
書
名

略
）//

L
o
m
b
ro
so

（
書
名
略
）

四
四
六

一

一
）吾
人
意
識
の
推
移
は
暗
示
法
に
因
つ
て
支
配
せ
ら
る
。//

二
）吾

人
意
識
の
推
移
は
普
通
の
場
合
に
於
て
数
多
の
Ⓕ
の
競
争
を
経
。（
あ

る
時
は
Ｆ
と
F′
の
両
者
間
に
も
競
争
あ
る
べ
し
）。//

三
）此
競
争
は
自

然
な
り
。
又
必
要
な
り
。
此
競
争
暗
示
な
き
時
は//

四
）吾
人
は
習
慣

的
に
又
約
束
的
に
意
識
の
内
容
と
順
序
を
繰
り
返
す
に
過
ぎ
ず
。//

五
）推
移
は
順
次
に
し
て
急
劇
な
ら
ざ
る
を
便
宜
と
す
。（
反
動
は
表

面
上
急
劇
に
し
て
実
は
順
次
な
る
も
の
な
り
）。//
六
）推
移
の
急
劇
な

る
場
合
は
前
後
両
状
態
の
間
に
対
照
あ
る
を
可
と
す
。（
対
照
以
外
に

之
と
同
等
な
る
又
は
同
等
以
上
の
刺
激
あ
る
と
き
は
此
限
り
に
あ
ら

ず
）

一
）暗
示
は
あ
り
得

べ
し
と
云
ふ
よ
り
も

寧
ろ
必
然
な
り
と
云

ふ
方
適
当
な
り
、

二
）其
暗
示
は
其
働

き
掛
け
む
と
す
る
Ｆ

と
類
似
の
度
合
大
な

る
に
比
例
し
て
其
効

力
を
増
進
す
る
も
の

と
す
。（
略
）
突
飛

の
暗
示
は
押
し
潰
さ

れ
て
遂
に
自
滅
す
る

に
終
る
こ
と
普
通
な

り
と
す
。

Ⅰ
）Su

g
g
estio

n

はp
o
ssib

le

な
る
の
み
な
ら
ず
必
然
な
り
。

Ⅱ
）

S
u
g
g
e
stio

n

な
き
場
合
は
Ｆ
（c

o
n
sc
io
u
sn
e
ss

）
はA

c
q
u
ire

d
 

o
rd
er

をrep
ea
t

す
。

Ⅲ
）Su

g
g
estio

n

はp
reced

in
g
 
co
n
scio

u
s-

n
ess

に
縁
近
き
と
き
に
成
功
す
。
即
ち
Ｆ
と
Ｆ’

と
が
非
常
に
近
き
時
に

成
功
す
。（
略
）
突
飛
な
るsu

g
g
estio

n

は
功
少
し
。
此
一
事
が
文
学
史

研
究
上
最
も
注
目
す
べ
き
問
題
な
り
。

Ⅳ
）多
く
のsu

g
g
estio

n

は
互

にstru
g
g
le

に
て
発
顕
せ
ん
と
力
め
つ
ゝ
あ
り
。
又p

reced
in
g

Ｆ
と

n
ew
 
su
g
g
estio

n

と
が
互
にstru

g
g
le

す
る
こ
と
も
あ
り
。

四
七
九

十

吾
人
は
次
にT

h
o
m
so
n

のT
h
e
 
S
eason

s

を
と
つ
て
此
原
則
の
意

義
を
二
三
の
方
面
よ
り
証
明
す
る
を
得
べ
し
と
信
ず
。

①
吐
属
の
主
題
は
自○
然○
に
存
す
。（
略
）
英
国
詩
人
が
天
地
山
水
に
対

す
る
真
情
は
（
略
）
其
暗
示
の
流
を
遠
き
半
世
に
遡
れ
ば
、
其
淵
源

す
る
所
却
つ
て
こ
の
辺
に
存
す
。

②
多
少
の
超
自
然
的
材
料
を
含
む
。
幽
玄
の
境
致
に
怪
異
を
髣
髴
せ
し

む
る
の
み
な
ら
ず
、
明
ら
さ
ま
に
幽
霊
の
文
字
を
使
用
せ
る
箇
所
一

×〔T
h
o
m
so
n
“T
h
e

 
S
eason

s”

に
つ
い

て
の
言
及
な
し
〕

次
にT

h
o
m
so
n

を
と
り
て
検
す
る
も
矢
張
り
同
一
な
り
。

①
春
夏
秋
冬
の
四
季
を
分
け
てn

a
tu
re

な
るelem

en
ts

に
重
き
を
置

い
て
歌
ひ
し
も
の
は
氏
の“T

h
e
 
S
eason

s”

な
り
。（
略
）
其su

g
-

g
estio

n

の
遠
き
所
は
却
てT

h
o
m
so
n

の
詩
の
中
に
あ
る
な
り
。

②su
p
ern

a
tu
ra
l

の
凄
味
あ
るelem

en
ts

あ
り
。
幽
邃
の
景
色
、
幽

霊
等
あ
り
。（
略
）C

o
lerid

g
e

の
如
きrefin

ed
,
d
elica

te,
su
p
er-

n
a
tu
ra
l

に
至
り
し
な
り
。
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二
に
し
て
足
ら
ず
。（
略
）C

o
lerid

g
e

の
擅せん
場
（
略
）
其
暗
示
の

糸
を
繰
り
て
逆
し
ま
に
十
八
世
紀
に
入
る
と
き
、
吾
人
は
吾
人
の
通

路
に
於
てT

h
e S

eason
s

の
横
は
る
を
認
め
て

③
沈
鬱
な
る
所
あ
り
、
想
に
於
て
悲
傷
す
る
所
な
き
に
あ
ら
ず
。（
略
）

T
h
o
m
so
n

は
実
に
初
期
の
暗
示
を
後
人
に
与
へ
た
る
を
証
す
べ

し
。

④sen
tim

en
ta
l

な
る
小
話
を
挿
む
事
多
し
。
是
彼
がS

tern
e

及
び

G
o
ld
sm
ith

と
共
有
す
る
要
素
に
し
て
、
一
事
天
下
に
流
行
せ
る

W
erth

erism
の
先
駆
と
見
る
を
得
べ
き
に
似
た
り
。

⑥
同
時
代
の
趣
味
を
帯
べ
る
は
吾
人
が
研
究
上
尤
も
興
致
あ
る
事
実
な

り
。（
略
）
当
時
に
流
行
せ
る
風
潮
と
、
後
代
に
発
達
せ
る
傾
向
と

が
同
一
所
に
居
を
卜
し
て
相
隣
る

③m
ela
n
ch
o
ly
 
to
n
e

を
帯
ぶ
。（
略
）
大
き
に
論
ず
る
と
き
は
矢
張

su
g
g
estio

n

がg
ra
d
u
a
l

な
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
る
な
り
。

④
詩
の
中
に
はsen

tim
en
ta
l

の
所
あ
り
。
之
はS

tern
e

或
はG

o
ld
-

sm
ith

の
有
す
るelem

en
t

に
し
て
一
時
流
行
せ
しW

erth
erism

の
先
き
が
け
と
見
て
も
可
な
り
。

⑤
又sla

v
ery

を
の
ゝ
し
り
禽
獣
を
の
ゝ
し
れ
る
所
は
後
のC

o
w
p
er

の
さ
き
が
け
な
り

⑥
後
に
あ
ら
は
れ
来
る
物
にsu

g
g
estio

n

を
与
へ
又
同
時
代
の
こ
と
を

あ
ら
は
せ
り
。（
略
）
当
時
の
こ
と
及
後
世
に
起
り
来
る
こ
と
をsid

e
 

b
y
 
sid
e

に
あ
ら
は
せ
る
も
の
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