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は
じ
め
に

　
立
教
大
学
文
学
部
は
、
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
池
袋
本
店
と
連
携
し
、

二
〇
一
九
年
四
月
二
五
日
（
木
）
か
ら
一
一
月
八
日
（
金
）
ま
で
、

「
立
教
大
学
文
学
部
書
店
～
池
袋
に
文
化
の
灯
台
を
～
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
本
企
画
は
、
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
池
袋
本
店
が
二
〇
〇
三
年

か
ら
定
期
的
に
行
っ
て
い
る
「
作
家
書
店
」
と
い
う
企
画
の
一
環
で

す
。
こ
れ
は
、
本
に
深
く
関
心
を
寄
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の

著
名
人
が
七
〇
〇
点
程
度
の
選
書
か
ら
書
棚
レ
イ
ア
ウ
ト
ま
で
売
り

場
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
「
店
長
」
に
な
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
、

教
育
機
関
を
店
長
と
す
る
の
は
初
の
こ
と
で
す
。
今
回
の
「
立
教
大

学
文
学
部
書
店
」
で
は
、
立
教
大
学
文
学
部
の
所
属
教
員
約
六
〇
名

が
、
学
問
の
入
り
口
と
な
る
よ
う
な
本
か
ら
自
身
の
専
門
分
野
の
本

ま
で
、
幅
広
い
分
野
の
本
を
約
七
〇
〇
点
選
書
し
ま
し
た
。

　
こ
の
座
談
会
は
、
右
記
の
「
立
教
大
学
文
学
部
書
店
」
に
本
学
文

学
部
の
教
員
が
選
ん
だ
書
籍
（
選
書
）
の
な
か
か
ら
、
三
名
の
史
学

科
の
学
生
の
方
々
に
興
味
の
あ
る
も
の
を
選
ん
で
読
ん
で
き
て
頂

き
、
そ
の
本
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
三
名
の
学
生

は
、
文
学
部
史
学
科
の
日
本
史
学
専
修
、
世
界
史
学
専
修
、
超
域
文

化
学
専
修
か
ら
一
名
ず
つ
選
び
ま
し
た
。「
立
教
大
学
文
学
部
書
店
」

で
は
、「
専
門
に
上
が
る
ま
で
の
一
般
教
養
と
し
て
読
ん
で
お
き
た

い
本
」、「
学
部
に
か
か
わ
ら
ず
読
ん
で
ほ
し
い
本
」、「
読
ん
で
ほ
し

い
専
門
の
本
」
と
い
う
選
書
テ
ー
マ
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
学
生

の
み
な
さ
ん
は
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
三
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
一
冊
ず

つ
、
計
三
冊
を
選
び
ま
し
た
。
以
下
の
座
談
会
で
は
、
こ
の
三
つ
の

選
書
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
、
話
を
進
め
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
前
に
、
ま

ず
は
学
生
と
教
員
の
自
己
紹
介
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
。

学
生
教
員
座
談
会

ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
池
袋
店
特
別
企
画

　「
立
教
大
学
文
学
部
書
店
」
か
ら
史
学
科
の
学
び
へ
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学
生
と
教
員
の
自
己
紹
介

鈴
木
：
世
界
史
学
専
修
西
洋
近
現
代
史
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
ま
す
、
学

部
四
年
の
鈴
木
成
美
と
い
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
ゼ

ミ
で
は
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
粗
悪
品
問
題
、
質
の
悪
い
食
品
の

問
題
と
そ
の
規
制
に
つ
い
て
卒
業
論
文
で
取
り
扱
う
予
定
で
す
。

青
木
：
超
域
文
化
学
専
修
ア
メ
リ
カ
社
会
史
ゼ
ミ
の
所
属
の
青
木
涼

馬
と
申
し
ま
す
。
学
部
三
年
で
す
。
今
年
度
、
卒
業
論
文
予
備
論

文
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
ア
メ
リ
カ
の
都
市
計
画
を

調
べ
て
い
ま
す
。
今
は
ま
だ
最
初
の
段
階
な
の
で
す
が
、
都
市
計

画
に
携
わ
っ
た
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
マ
ー
シ
ュ
と
い
う
人
物
を
調
べ

よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

田
中
：
日
本
史
学
専
修
中
世
史
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
い
る
、
学
部
四

年
の
田
中
勇
作
で
す
。
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
院
政
期
と
呼
ば

れ
る
中
世
初
期
、
お
よ
そ
一
二
世
紀
後
半
の
公
家
社
会
、
つ
ま
り

最
上
層
の
人
間
関
係
と
か
、
そ
れ
と
政
治
の
関
わ
り
、
大
小
さ
ま

ざ
ま
な
権
力
の
あ
り
方
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
源
平
合
戦
へ
と
向

か
っ
て
ゆ
く
の
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。

松
原
：
超
域
文
化
学
専
修
ア
メ
リ
カ
社
会
史
ゼ
ミ
を
担
当
し
て
い
る

松
原
宏
之
で
す
。
専
門
は
近
現
代
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化
で
す
。

高
林
：
世
界
史
学
専
修
西
洋
近
現
代
史
ゼ
ミ
を
担
当
し
て
い
る
高
林

陽
展
で
す
。
専
門
と
し
て
い
る
の
は
、
近
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
医
療

や
身
体
の
歴
史
で
す
。
特
に
、
精
神
医
療
の
歴
史
に
関
す
る
研
究

に
つ
い
て
多
く
書
い
て
き
ま
し
た
。

「
専
門
に
上
が
る
ま
で
の
一
般
教
養
と
し
て
読
ん
で
お
き
た
い
本
」

に
つ
い
て

鈴
木
：
私
が
選
ん
だ
の
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ
、
川
崎
万
里
訳

『
子
ど
も
た
ち
に
語
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九

年;

原
著
二
〇
〇
六
年
）
と
い
う
本
で
す
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ
、
川
崎
万
里
訳
『
子
ど
も
た
ち
に
語
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
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鈴
木
：
こ
の
本
は
、
子
ど
も
た
ち
に
語
る
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず

使
わ
れ
て
い
る
用
語
が
と
て
も
平
易
で
す
。
前
編
が
「
子
ど
も
た

ち
に
語
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」、
後
編
が
「
子
ど
も
た
ち
に
語
る
中
世
」

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
後
編
は
、
会
話
形
式
に
な
っ
て

い
ま
す
。
章
の
最
初
に
問
い
か
け
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
答

え
が
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
が
好
き
じ
ゃ
な
い
と

か
、
歴
史
の
知
識
が
あ
ま
り
な
い
っ
て
人
で
も
取
っ
掛
か
り
や

す
い
本
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
自
身
の
問
題
な
の
で
す

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
が
と
て
も
苦
手
と
い
う
か
、
と
っ
て
も

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
て
分
か
り
に
く
か
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ

て
、
高
校
生
か
ら
ず
っ
と
苦
手
意
識
が
あ
っ
た
の
で
す
け
ど
、
そ

の
私
で
も
結
構
読
み
や
す
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
読
ん
で
い

て
面
白
い
と
思
っ
た
の
が
、
著
者
の
ル
・
ゴ
フ
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴

史
家
な
ん
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
か
ら
見
た
世
界
史
み
た
い
な

視
点
が
と
て
も
多
か
っ
た
で
す
。
特
に
、人
権
の
話
で
す
と
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
初
め
て
で
き
た
思
想
だ
と
か
、
Ｅ
Ｕ
の
話
だ
と
、
統
一

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
み
た
い
な
言
い
方
を
し
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
世

界
観
を
感
じ
て
、
面
白
か
っ
た
で
す
。

松
原
：
実
際
に
書
店
で
、
ど
う
い
う
基
準
で
本
を
探
し
、
選
ん
だ
の

か
も
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。

鈴
木
：
一
般
教
養
と
い
う
基
準
と
い
う
よ
り
は
、
先
ほ
ど
も
言
っ
た

よ
う
に
、
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
中
で
も
、
特
に
中
世
が
苦
手
だ

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
、
私
が
理
解
す
る
た
め
に
、
何
か
ら

読
も
う
か
と
考
え
て
選
び
ま
し
た
。

高
林
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
は
、
も
う
一
歩
具
体
的
に
言
う
と
、
な
に

が
苦
手
に
さ
せ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。

鈴
木
：
国
の
境
界
が
曖
昧
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
国
や
人
間
の
あ

い
だ
の
関
係
も
、親
戚
関
係
で
成
り
立
っ
て
る
部
分
が
あ
る
の
で
、

そ
の
辺
が
す
っ
ぱ
り
、自
分
の
中
で
意
識
が
い
か
な
い
と
い
う
か
。

松
原
：
苦
手
意
識
っ
て
い
う
か
、
ち
ょ
っ
と
縁
遠
く
思
っ
て
い
た
鈴

木
さ
ん
に
と
っ
て
、
読
ん
で
み
る
と
思
い
の
ほ
か
面
白
い
と
か
、

何
か
ち
ょ
っ
と
分
か
っ
ち
ゃ
う
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
だ
と
思

い
ま
す
か
。

鈴
木
：
と
て
も
柔
ら
か
い
表
現
で
書
い
て
あ
る
の
で
、
用
語
と
か
は

分
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。

松
原
：
フ
ラ
ン
ス
人
ら
し
い
部
分
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
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う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
？

鈴
木
：
た
と
え
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
「
民
族
大
移
動
」
に
関
す
る
箇

所
で
す
。
そ
れ
を
ル
・
ゴ
フ
は
、「
大
進
入
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
呼
ぶ
の
か
な
と
不
思
議

に
感
じ
ま
し
た
。

高
林
：
フ
ラ
ン
ス
人
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
視
点
か
ら
見
て
、
そ
う
言
っ

て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。

鈴
木
：
そ
う
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

本
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
子
ど
も
た
ち
に
宛
て
て
い

る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
校
で

は
ラ
テ
ン
語
を
学
ぶ
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
と
、
ル
・
ゴ
フ
は
書
い

て
い
ま
し
た
。

松
原
：
と
て
も
面
白
い
で
す
ね
。
ル
・
ゴ
フ
は
、
ラ
テ
ン
語
が
な
い

と
つ
な
が
る
べ
き
世
界
に
つ
な
が
れ
な
い
っ
て
考
え
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

青
木
：
わ
た
し
は
、
阿
部
謹
也
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』（
筑

摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
を
選
び
ま
し
た
。

阿
部
謹
也
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
七
年
）

青
木
：
わ
た
し
が
こ
の
本
を
選
ん
だ
の
は
、
文
学
部
書
店
に
も
あ
っ

た
阿
部
謹
也
の
『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
：
伝
説
と
そ
の
世
界
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年;

初
版
一
九
七
四
年
（
平
凡
社
））
を

読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
こ
の
本
を
読
む
と
、
社
会
史

と
い
う
言
葉
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
こ
の
社
会
史
っ
て
い
う
言
葉

は
、史
学
科
の
い
ろ
い
ろ
な
講
義
で
よ
く
出
て
く
る
ん
で
す
け
ど
、

何
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
い
な
と
思
い
ま
し
て
。
そ
れ
で
、
図
書
館

で
関
係
図
書
を
読
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
阿
部
謹
也
は
社
会
史
の
す

ご
い
人
ら
し
い
と
い
う
の
を
知
っ
て
、『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
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男
』
を
読
み
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
社
会
史
っ
て
い
う
の
が
思

い
の
ほ
か
面
白
か
っ
た
。
特
に
、心
性
史
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

自
然
科
学
、
人
類
学
、
民
俗
学
な
ど
を
包
摂
し
て
い
る
よ
う
に
感

じ
、
と
て
も
面
白
か
っ
た
で
す
。
た
だ
、『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹

き
男
』
は
ち
ょ
っ
と
難
し
か
っ
た
で
す
。
そ
こ
で
、
も
う
ち
ょ
っ

と
阿
部
謹
也
の
読
み
や
す
い
本
を
読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
、『
自

分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』
を
選
び
ま
し
た
。

松
原
：
こ
の
本
は
、
自
伝
的
な
著
作
で
す
ね
。

青
木
：
そ
う
で
す
ね
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
『
ハ
ー
メ

ル
ン
の
笛
吹
き
男
』
の
補
足
の
よ
う
な
箇
所
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
本
の
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、

手
に
取
っ
た
と
き
は
、
す
ご
い
不
思
議
だ
と
思
い
ま
し
た
。
で
も

実
際
に
読
ん
で
み
た
ら
、
タ
イ
ト
ル
の
意
味
が
分
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
て
、
面
白
か
っ
た
で
す
。

　
　
阿
部
謹
也
は
一
橋
大
学
経
済
学
部
に
入
っ
て
、
上
原
専
禄
さ

ん
と
い
う
歴
史
の
先
生
に
出
会
い
、
歴
史
学
に
目
覚
め
た
そ
う
で

す
。
そ
の
上
原
先
生
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
中
で
、
歴
史
学
を

学
ぶ
と
き
に
、
何
百
年
と
か
何
千
年
と
か
前
の
時
代
を
生
き
て
い

た
人
を
研
究
す
る
の
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
人
の
こ
と
を
他
者
と

し
て
、
何
か
客
体
化
し
て
見
て
し
ま
う
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
自
分
が
研
究
す
る
対

象
と
自
分
の
間
に
は
、
何
も
関
係
が
な
い
み
た
い
に
考
え
て
し
ま

う
こ
と
が
普
通
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
上
原
先
生
の
手
ほ
ど
き
を

受
け
る
中
で
阿
部
謹
也
は
、
今
か
ら
何
百
年
も
何
千
年
前
も
生
き

て
い
た
人
た
ち
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
何
か
し
ら
そ
の
人
た

ち
が
生
き
た
時
代
の
こ
と
を
自
分
の
経
験
と
し
て
内
在
化
さ
せ
る

べ
き
だ
と
考
え
た
そ
う
で
す
。
一
度
内
在
化
し
て
突
き
抜
け
な
い

と
、
そ
の
研
究
対
象
の
こ
と
は
本
当
に
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

　
　
た
だ
、
そ
の
人
の
こ
と
を
自
分
の
側
に
引
き
寄
せ
過
ぎ
て
し

ま
っ
て
、
過
度
に
同
調
す
る
と
、
今
度
は
そ
の
研
究
対
象
の
見
方

し
か
で
き
な
く
な
る
の
で
、
そ
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
べ
き
だ

と
い
う
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、『
自
分
の
な
か
に
歴

史
を
よ
む
』
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

高
林
：
卒
論
や
予
備
論
文
を
や
る
中
で
、
完
全
に
自
分
と
切
り
離
し

た
他
者
だ
か
ら
語
る
こ
と
の
で
き
る
ス
ト
ー
リ
ー
も
あ
る
と
は
思

う
ん
で
す
。
生
き
て
る
人
を
目
の
前
に
言
う
っ
て
い
う
の
は
、
何

か
評
価
す
る
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
ど
う
し
て
も
出
て
き
て
し
ま
う

と
難
し
い
で
し
ょ
う
。
で
も
一
方
で
、
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
完

全
な
他
者
と
し
て
切
り
離
し
て
考
え
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
に
デ
ジ

タ
ル
に
は
で
き
な
い
気
も
し
ま
す
。
ど
こ
か
で
個
人
的
な
モ
チ
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ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
研
究
対
象
と
つ
な
が
っ
て
く
よ
う
な
感

じ
が
す
る
か
ら
、
あ
る
テ
ー
マ
に
行
き
つ
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
距
離
感
っ
て
と
て
も
難
し
い
。
で
も
、
面
白
い
と
こ
ろ

で
す
よ
ね
。

田
中
：
わ
た
し
は
、
今
谷
明
ほ
か
編
『
二
〇
世
紀
の
歴
史
家
た
ち
　

第
一
巻
　
日
本
編
　
上
』（
刀
水
書
房
、
一
九
九
七
年
）
を
選
び

ま
し
た
。
こ
の
本
の
内
容
は
、
二
〇
世
紀
日
本
の
歴
史
家
の
群
像

伝
と
い
う
か
、
個
別
具
体
的
に
、
歴
史
家
と
そ
の
研
究
、
歴
史
家

個
人
の
人
生
を
描
き
出
す
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
徳
富
蘇
峰
、
石

母
田
正
、
原
勝
郎
な
ど
、
戦
後
歴
史
学
の
「
レ
ジ
ェ
ン
ド
」
と
で

も
言
う
べ
き
人
た
ち
で
す
。
こ
の
本
は
、
歴
史
家
の
名
前
な
ん
て

専
門
的
に
勉
強
し
て
い
な
け
れ
ば
知
ら
な
い
は
ず
の
人
た
ち
を
、

数
ペ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
十
数
ペ
ー
ジ
ほ
ど
で
、
そ
の
研
究
や
人
生

を
ま
と
め
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
点
は
と
て
も
歴
史
学
的
だ
と

思
い
ま
す
。
し
か
も
、
歴
史
家
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う

人
が
い
た
ん
だ
と
知
っ
て
お
く
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
面
白
い
。

人
生
が
研
究
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
こ
と
も
面
白
か
っ
た
。
こ

う
い
う
本
を
読
ん
で
い
て
も
面
白
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
教
養
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ま
し

た
。

今
谷
明
ほ
か
編
『
二
〇
世
紀
の
歴
史
家
た
ち
　
第
一
巻
　
日
本

編
　
上
』（
刀
水
書
房
、
一
九
九
七
年
）

高
林
：
み
な
さ
ん
、
高
校
で
は
教
科
書
で
歴
史
を
学
び
ま
す
よ
ね
。

あ
れ
ほ
ど
書
き
手
が
見
え
な
い
書
物
も
珍
し
い
。
み
な
さ
ん
は
、

そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
「
正
し
い
」
歴
史
の
事
実
を
学
べ
、
と
言

わ
れ
る
わ
け
で
す
。
教
科
書
の
末
部
に
著
者
の
名
前
は
書
い
て
あ

り
ま
す
け
ど
、
著
者
が
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
、
書
か
れ
て
い
る
正
し

い
事
実
を
学
ぶ
と
い
う
「
大
前
提
」
は
や
は
り
厳
然
と
し
て
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
も
、
大
学
に
来
る
と
、
も
う
事
実
、
事
実

と
は
言
わ
な
く
な
る
。
事
実
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
に
は
、

論
文
な
ど
の
研
究
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
書
い
て
い
る
歴
史
家
が
い
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て
、
歴
史
家
は
史
料
を
読
ん
で
い
て
、
と
い
う
構
造
が
突
き
つ
け

ら
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
歴
史
家
の
話
っ
て
い
う
の
は
、
歴

史
学
に
お
い
て
大
事
な
パ
ー
ツ
だ
と
思
い
ま
す
。

松
原
：
も
う
ち
ょ
っ
と
か
み
砕
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。
普
通
の
学

部
生
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
そ
も
そ
も
歴
史
の
本
を
読
ん
で
く
だ
さ

い
っ
て
言
う
の
は
ハ
ー
ド
ル
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
上
に
さ
ら
に
、

歴
史
家
の
歴
史
と
か
、「
ど
ん
だ
け
お
前
ら
歴
史
好
き
な
ん
だ
」「
あ

ん
た
ら
歴
史
オ
タ
ク
だ
か
ら
そ
う
い
う
の
好
き
な
ん
じ
ゃ
な
い

の
」
と
か
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
う
い
う

こ
と
で
も
な
く
て
、
読
ん
で
み
た
ら
け
っ
こ
う
面
白
い
っ
て
い
う

こ
と
で
す
よ
ね
。
な
ぜ
な
ん
で
し
ょ
う
？

田
中
：
単
に
論
文
を
読
む
と
、
書
き
手
が
ど
こ
で
生
ま
れ
て
、
ど
こ

で
育
っ
て
、
ど
う
い
う
大
学
に
行
っ
て
、
ど
う
い
う
人
が
周
り
に

い
て
、と
い
う
こ
と
は
全
く
見
え
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、

こ
の
本
を
読
む
と
、
実
際
に
は
書
き
手
は
、
あ
る
時
代
の
、
あ
る

社
会
を
生
き
て
い
て
、
そ
の
中
で
必
死
に
考
え
な
が
ら
書
い
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
こ
に
人
間
味
を
感
じ
ま
す
。
歴
史
の
論
文

が
無
味
乾
燥
な
話
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
体
験
は
こ
う

い
う
本
じ
ゃ
な
い
と
得
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

松
原
：
今
の
話
は
、
さ
っ
き
青
木
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
阿
部
謹
也

の
自
伝
的
著
作
が
意
外
に
面
白
か
っ
た
と
い
う
話
と
似
て
い
ま
す

か
？

青
木
：
似
て
る
と
思
い
ま
す
。
思
っ
た
よ
り
も
人
間
味
が
あ
る
と
い

う
か
、
何
か
自
分
に
身
近
な
存
在
と
し
て
、
思
っ
た
よ
り
も
自
分

に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
感
覚
が
も
て
る
の
が
面
白
い
と
思

い
ま
す
。
社
会
問
題
や
日
常
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
て
い

る
こ
と
も
わ
か
る
。
論
文
だ
け
だ
と
堅
苦
し
い
っ
て
い
う
か
難
し

い
の
で
す
が
、
歴
史
家
た
ち
の
伝
記
や
自
伝
は
、
そ
こ
へ
の
入
口

に
な
る
感
じ
が
し
ま
す
。

高
林
：『
二
〇
世
紀
の
歴
史
家
た
ち
　
日
本
編
』に
話
を
戻
し
ま
し
ょ

う
か
。

田
中
：『
二
〇
世
紀
の
歴
史
家
た
ち
　
日
本
編
』
に
出
て
く
る
、
石

母
田
正
の
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年;

初
版
一
九
四
六
年
（
伊
藤
書
店
））
が
、
戦
時
中
に
書
か
れ
た
と

い
う
点
は
面
白
か
っ
た
で
す
。

松
原
：
テ
ー
マ
は
日
本
中
世
の
荘
園
の
話
を
克
明
に
書
い
て
い
る
ん

だ
け
れ
ど
も
、書
か
れ
た
時
期
が
戦
時
中
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
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言
い
た
い
こ
と
が
言
え
な
い
日
本
社
会
の
中
で
、
遺
言
の
よ
う
に

書
い
て
い
く
ん
で
す
よ
ね
。
中
世
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
よ
う
で

い
て
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
日
本
社
会
へ
の
観
察
だ
っ
た

り
異
論
だ
っ
た
り
が
濃
厚
に
書
か
れ
て
る
。

田
中
：
戦
時
中
に
書
い
て
い
る
一
方
で
、
大
き
な
話
と
し
て
は
、
古

代
的
な
公
家
の
支
配
に
中
世
的
な
在
地
領
主
が
抵
抗
し
、
し
か
し

結
果
と
し
て
負
け
て
い
く
と
い
う
、
革
新
的
な
も
の
が
古
代
的
な

も
の
に
駆
逐
さ
れ
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
描
い
た
著
作
で
も
あ
り
ま

す
。
歴
史
の
中
で
歴
史
が
書
か
れ
て
る
っ
て
い
う
、
感
覚
が
す
ご

く
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
あ
と
、
石
母
田
正
の
場
合
は
、
全
集

の
月
報
に
毎
回
、
知
人
と
か
友
人
に
よ
る
短
い
エ
ッ
セ
イ
が
載
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
読
む
の
も
結
構
面
白
い
で
す
。

「
学
部
に
か
か
わ
ら
ず
読
ん
で
ほ
し
い
本
」
に
つ
い
て

田
中
：
私
が
選
ん
だ
の
は
、
サ
ム
・
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
、
渡
部
竜

也
監
訳
『
歴
史
的
思
考
：
そ
の
不
自
然
な
行
為
』（
春
風
社
、

二
〇
一
七
年;

原
著
二
〇
〇
一
年
）
で
す
。
こ
の
本
の
対
象
読
者

は
、
歴
史
教
育
に
か
か
わ
る
中
高
・
大
学
の
教
員
だ
と
思
い
ま
す
。

も
っ
と
言
え
ば
、歴
史
が
嫌
い
な
学
生
を
抱
え
る
先
生
に
む
け
て
、

ど
う
す
れ
ば
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
教
え
ら
れ

る
か
を
考
え
る
本
で
す
。
中
高
で
歴
史
系
科
目
を
必
修
に
な
っ
て

い
る
現
状
で
、
歴
史
系
科
目
が
好
き
な
人
は
、
ほ
っ
と
い
て
も
や

る
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
嫌
い
な
人
に
対
し
て
学
ぶ
意
義
を
伝
え
る

こ
と
っ
て
大
変
な
こ
と
な
ん
だ
な
と
い
う
感
想
を
持
ち
ま
し
た
。

周
り
に
歴
史
が
好
き
と
い
う
人
が
多
い
の
が
史
学
科
で
す
が
、
他

の
学
部
だ
と
、
歴
史
が
好
き
じ
ゃ
な
い
っ
て
い
う
人
も
た
く
さ
ん

い
る
ん
だ
と
い
う
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

サ
ム
・
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
、
渡
部
竜
也
監
訳
『
歴
史
的
思
考
：
そ

の
不
自
然
な
行
為
』（
春
風
社
、
二
〇
一
七
年
）

松
原
：
こ
の
本
は
、
歴
史
系
科
目
の
教
員
が
い
か
に
し
て
、
歴
史
嫌
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い
の
学
生
に
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
か
、
な
ぜ
歴

史
系
科
目
を
勉
強
す
る
べ
き
か
を
納
得
し
て
い
な
い
人
た
ち
に
対

し
て
、
特
殊
な
歴
史
用
語
を
と
に
か
く
覚
え
と
け
よ
と
い
う
ス
タ

イ
ル
を
と
る
こ
と
で
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
批
判
し
て
い

る
、
な
か
な
か
強
烈
な
本
で
す
。

田
中
：
こ
の
本
は
歴
史
の
教
員
向
け
な
の
で
、
学
部
に
か
か
わ
ら
ず

読
む
本
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
、
歴
史
の
こ
と
を
嫌
い
な
人
は
い
る
。
で
も
、
勉
強
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
嫌
い
じ
ゃ
な
く
な
る
、
あ
る
い
は
少
し
で

も
歴
史
を
学
ぶ
意
味
を
感
じ
ら
れ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か

と
い
う
テ
ー
マ
は
、
学
部
に
か
か
わ
ら
ず
読
む
本
と
い
う
こ
と
に

通
じ
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

青
木
：
私
は
、
文
化
人
類
学
者
小
川
さ
や
か
の
『「
そ
の
日
暮
ら

し
」
の
人
類
学
　
も
う
一
つ
の
資
本
主
義
経
済
』（
光
文
社
、

二
〇
一
六
年
）
と
い
う
本
を
選
び
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
中
国
と

か
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
貧
困
層
の
人
た
ち
の
生
活
を
人
類
学
的
な
視
点

か
ら
考
え
る
も
の
で
す
。
こ
の
本
を
選
ん
だ
理
由
は
、
わ
た
し
は

文
化
人
類
学
が
す
ご
い
好
き
で
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

学
部
の
奥
野
克
己
先
生
の
『
あ
り
が
と
う
も
ご
め
ん
な
さ
い
も
い

ら
な
い
：
森
の
民
と
暮
ら
し
て
人
類
学
者
が
考
え
た
こ
と
』（
亜

紀
書
房
、
二
〇
一
八
年
）
っ
て
い
う
本
も
す
ご
い
好
き
で
、
文
化

人
類
学
と
い
う
こ
と
で
こ
の
本
を
選
び
ま
し
た
。

　
　
こ
の
本
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
例
え
ば
中
国
に
つ
い
て
は
、
映

画
の
海
賊
版
や
音
楽
作
品
の
違
法
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
、
有
名
な
マ
ス

コ
ッ
ト
・
キ
ャ
ラ
の
盗
用
の
よ
う
な
知
的
財
産
権
の
問
題
が
あ
っ

て
、
日
本
の
人
か
ら
す
る
と
、
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
ん
だ

ろ
う
っ
て
い
う
ふ
う
に
思
い
が
ち
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
う
え
で
、

こ
の
本
を
読
む
と
、
中
国
と
か
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
人
た
ち
に
は
そ
う

せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。
日
本
は

や
っ
ぱ
り
今
で
も
比
較
的
裕
福
な
国
で
、「
地
下
経
済
」
を
見
な

く
て
済
む
、
見
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
社
会
を
生
き
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
こ
の
本
で
は
、「
地
下
経
済
」
で

生
き
ざ
る
を
得
な
い
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を
と
て
も
必
死

に
考
え
て
い
る
さ
ま
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
私
に
と
っ
て
こ
の
本
は
、『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
』
や
網

野
善
彦
『
宮
本
常
一
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
を
読
む
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
一
三
年;

初
版
二
〇
〇
三
年
）
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
先
進
国
的
な
、
あ
る
い
は
近
代
都

市
的
な
価
値
観
や
経
済
の
あ
り
方
か
ら
漏
れ
落
ち
て
し
ま
う
人
た

ち
に
と
っ
て
、
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
と
は
な
に
か
、
何
で
も
か
ん

で
も
き
れ
い
に
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
感
想

を
も
ち
ま
し
た
。
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私
は
、
こ
う
し
た
関
心
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
都
市
計
画
を
卒
業

論
文
予
備
論
文
の
テ
ー
マ
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
近
代
の

都
市
計
画
で
は
、
資
本
家
や
中
産
階
級
の
人
た
ち
の
意
見
だ
け
が

聴
取
さ
れ
、
街
の
整
備
の
あ
り
方
、
都
市
の
財
政
の
あ
り
方
が
決

め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
ど
う
し
て
も
漏
れ
出

て
し
ま
う
人
が
い
る
。
こ
れ
は
、
人
類
学
と
史
学
で
つ
な
が
る
と

こ
ろ
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

『「
そ
の
日
暮
ら
し
」
の
人
類
学
：
も
う
一
つ
の
資
本
主
義
経
済
』

（
光
文
社
新
書;

光
文
社
、
二
〇
一
六
年
）

松
原
：
人
類
学
に
せ
よ
、
歴
史
学
に
せ
よ
、
今
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て

て
、
こ
れ
以
外
に
あ
り
よ
う
は
な
い
は
ず
だ
と
思
っ
て
い
る
世
界

の
あ
り
よ
う
と
は
違
う
も
の
を
ぐ
っ
と
見
せ
て
く
れ
る
の
は
、
一

つ
の
魅
力
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
自
分
が
知
ら
な
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
・
セ
ク
タ
ー
の
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
の
中
の
人
か
ら
得
る

こ
と
も
あ
る
し
、
中
世
の
公
家
た
ち
の
問
題
で
気
が
付
く
場
合
も

あ
る
。
本
を
読
む
と
き
に
、
自
分
の
身
の
回
り
に
あ
る
近
さ
だ
け

で
楽
し
む
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
少
し
離
れ
て
見
る
と
か
、
異
質
な

も
の
を
見
る
と
か
、
ず
ら
し
て
見
た
り
す
る
と
面
白
く
て
、
手
が

伸
び
る
本
が
増
え
た
り
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

鈴
木
：
私
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
、
佐
々
木
昭
夫

訳
『
疫
病
と
世
界
史
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年;

初
版

一
九
八
五
年
（
新
潮
社
）;

原
著
一
九
七
六
年
）
を
選
び
ま
し
た
。

こ
の
本
を
選
ん
だ
理
由
は
、
世
界
史
っ
て
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い

た
か
ら
で
す
。
た
だ
、
歴
史
の
話
と
い
う
よ
り
は
、
科
学
や
理
科

系
の
知
識
が
な
い
と
、
読
む
の
が
か
な
り
難
し
い
本
で
し
た
。
な

の
で
、医
学
と
か
病
気
に
興
味
の
あ
る
マ
ニ
ア
の
方
が
読
ん
だ
ら
、

と
て
も
楽
し
め
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

学
部
に
よ
ら
ず
読
む
本
に
挙
げ
た
理
由
で
す
。
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ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
、
佐
々
木
昭
夫
訳
『
疫
病
と

世
界
史
』（
中
公
文
庫;

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
）

高
林
：
こ
れ
は
、
私
が
選
ん
だ
本
で
す
。
今
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
と
お

り
で
、
こ
の
本
は
、
高
校
ま
で
で
学
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
「
世
界
史
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、歴
史
と
か
世
界
史
と
言
う
と
き
、

人
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

こ
の
本
の
主
人
公
は
、
病
気
、
も
っ
と
い
え
ば
病
原
体
で
す
。
一

般
的
な
歴
史
の
叙
述
で
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
ど
こ
か
ら
ど

こ
に
移
動
し
て
、
と
語
る
と
こ
ろ
を
、
マ
ク
ニ
ー
ル
は
、
病
原
体

を
中
心
に
移
動
を
語
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
確
か
に
、
一
般

的
な
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
、
世
界
史
の
教
科
書
を
読
ん
で
き
た

人
が
す
ぐ
に
面
白
い
と
は
思
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
理
系
的
な

思
考
の
人
が
過
去
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
き
に
手
助
け
に
な

る
っ
て
い
う
の
は
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
な
に
か

面
白
か
っ
た
箇
所
と
か
あ
り
ま
し
た
か
？

鈴
木
：
私
は
、
疫
病
っ
て
聞
く
と
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
浮
か
ん
で

し
ま
い
ま
す
。
例
え
ば
、
コ
レ
ラ
で
す
。
こ
の
本
は
そ
う
で
は
な

く
て
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
移
動
と
疫
病
の
問
題
と
か
、
ア
メ
リ
カ

大
陸
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
あ
い
だ
で
の
病
気
の
交
換
（
コ
ロ
ン

ブ
ス
の
交
換
）
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
の
が
、
新
た
な
視
点
と

い
う
こ
と
で
面
白
か
っ
た
で
す
。

高
林
：「
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
交
換
」
は
、
他
の
方
々
に
説
明
し
て
も
い

い
か
も
し
れ
な
い
で
す
。

鈴
木
：
一
五
世
紀
末
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
到
達
以
降
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
間
で
交
易
が
広
が
る
わ
け
で
す

が
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
に
行
く

こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
経
験
し
て
き
た
病
気
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
し
か
な
か
っ
た
病
気
（
天
然
痘
、
は
し
か
な
ど
）

が
、
航
路
を
介
し
て
ア
メ
リ
カ
に
行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る

と
、
抗
体
を
持
っ
て
な
い
、
ア
メ
リ
カ
の
原
住
民
の
人
が
ど
ん
ど
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ん
死
ん
で
し
ま
う
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
か
ら
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
逆
に
病

気
（
梅
毒
）
が
伝
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
疫
病
の
交
換
の
こ
と
で
す
。

松
原
：
片
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
か
ら
富
を
も
ら
う
の

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
側
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
持
っ
て
き
た
の
は
病

気
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
ほ
ぼ
絶
滅
す
る
と
い
う
毒
の
あ

る
タ
ー
ム
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
病
原
菌
に
寄
り
添
う
と
、
今
ま
で

見
え
て
い
た
「
世
界
史
」
が
一
変
す
る
。
こ
れ
は
、高
校
の
歴
史
、

あ
れ
だ
け
が
歴
史
だ
と
思
う
と
全
然
違
う
っ
て
こ
と
に
な
る
と
い

う
、歴
史
学
の
幅
の
広
さ
を
知
る
に
は
、格
好
の
テ
ク
ス
ト
に
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

青
木
：
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
、
柴
田
裕
之
訳
『
サ
ピ
エ

ン
ス
全
史
：
文
明
の
構
造
と
人
類
の
幸
福
』（
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
一
六
年;

原
著
二
〇
一
一
年
）
も
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
ね
。

高
林
：
病
原
体
を
主
人
公
に
す
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
面
白
い
視

点
だ
と
思
い
ま
す
。
コ
レ
ラ
菌
は
、
元
々
は
イ
ン
ド
の
ベ
ン
ガ
ル

湾
に
し
か
存
在
せ
ず
、
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
は
風
土
病
で
し
か
な

か
っ
た
。
そ
の
地
域
を
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
病
原
体
だ
っ
た
ん

で
す
。
そ
れ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
・
兵
士
が
来
て
、
開
発
が
進

ん
で
ゆ
く
過
程
で
、
お
そ
ら
く
宿
主
と
環
境
面
で
の
変
化
が
生
じ

て
、
徐
々
に
北
半
球
へ
進
出
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
突
然
変
異
し

た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
瞬
間
の
コ
レ
ラ
菌
っ
て
、
ど
ん

な
気
持
ち
だ
っ
た
の
か
な
。

鈴
木
：
す
ご
い
喜
び
？

「
読
ん
で
ほ
し
い
専
門
の
本
」
に
つ
い
て

青
木
：
選
ん
だ
の
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
、
大
橋
洋

一
訳
『
知
識
人
と
は
何
か
』（
平
凡
社
、
一
九
九
八
年;

初
版

一
九
九
五
年;

原
著
一
九
九
四
年
）
で
す
。
こ
の
本
は
、
超
域
文

化
学
専
修
の
山
下
王
世
先
生
の
選
書
で
す
。
最
初
に
読
み
始
め
た

時
は
、内
容
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

反
権
威
主
義
的
と
い
う
か
、
研
究
者
の
言
っ
て
る
こ
と
は
必
ず

疑
っ
て
か
か
れ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が

ち
ょ
っ
と
き
つ
過
ぎ
る
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。
た
だ
、
栗
原
康
と

い
う
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
研
究
者
の
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
：
一
丸
と
な
っ
て

バ
ラ
バ
ラ
に
生
き
ろ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
と
い
う
本

を
読
ん
で
か
ら
、『
知
識
人
と
は
何
か
』
に
戻
っ
て
き
た
ら
、
意

外
と
す
ん
な
り
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
サ
イ
ー
ド
の

言
っ
て
る
こ
と
、
分
か
る
な
っ
て
思
え
た
り
も
し
て
。
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エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
、大
橋
洋
一
訳
『
知
識
人
と
は
何
か
』

（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー;

平
凡
社
、
一
九
九
八
年
）

高
林
：
私
も
読
み
ま
し
た
。

松
原
：
反
知
識
人
口
調
で
す
ね
。

青
木
：
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
言
う
と
、
二
〇
世
紀
初
頭

の
ア
メ
リ
カ
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
ん
で
す
が
、

そ
こ
で
は
、知
識
人
や
支
配
的
な
階
級
の
人
た
ち
に
主
導
さ
れ
て
、

ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
、
社
会
階
級
に
応
じ
た
区
画
分
け
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
も
と
も
と
は
、
ベ
ン

ジ
ャ
ミ
ン
・
マ
ー
シ
ュ
と
い
う
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
最
初
に
借
用

　
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
、
貧
困
層
や
、
頑
張
っ
て
働
い
て
る
け
ど
大

し
た
賃
金
が
得
ら
れ
な
い
労
働
者
の
人
た
ち
を
救
う
た
め
の
ア
イ
デ

ア
で
し
た
。
し
か
し
、『
知
識
人
と
は
何
か
』
を
読
む
に
つ
れ
、
知

識
人
や
専
門
家
が
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
彼
ら
が
考
え

た
こ
と
を
疑
う
べ
き
で
は
な
い
か
、そ
う
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

松
原
：
植
民
地
支
配
で
も
同
様
の
こ
と
は
起
き
ま
す
よ
ね
。
植
民

地
支
配
は
被
支
配
地
域
に
と
っ
て
恩
恵
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
と

か
を
、
何
も
強
欲
な
政
治
家
や
軍
人
が
言
う
だ
け
で
な
く
て
、
実

に
し
ば
し
ば
知
識
人
や
小
説
家
が
そ
の
と
お
り
だ
と
言
っ
た
り
し

て
、
当
然
か
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
よ
う
に
も
見
え
て

ゆ
く
。
そ
れ
が
、エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
、今
沢
紀
子
訳
『
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
平
凡
社
、一
九
九
三
年;

初
版
一
九
八
六
年
）

で
描
い
た
こ
と
の
一
つ
の
局
面
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

高
林
：
ほ
か
の
方
は
サ
イ
ー
ド
の
著
作
を
読
み
ま
し
た
か
？

鈴
木
：
博
物
館
概
論
で
読
ん
だ
気
が
し
ま
す
。

鈴
木
：
私
は
、
角
山
榮
・
川
北
稔
編
『
路
地
裏
の
大
英
帝
国
：
イ
ギ

リ
ス
都
市
生
活
史
』（
平
凡
社
、二
〇
〇
一
年;

初
版
一
九
八
二
年
）

で
す
。
簡
単
に
内
容
を
お
話
す
る
と
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
イ
ギ

リ
ス
の
生
活
に
つ
い
て
、食
、病
気
、チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
、都
市
構
造
、
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レ
ジ
ャ
ー
な
ど
様
々
な
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
本
で
す
。
こ
の

本
は
、
と
て
も
読
み
や
す
か
っ
た
で
す
。
な
ぜ
読
み
や
す
か
っ
た

の
か
を
考
え
て
み
た
ん
で
す
け
ど
、
私
が
内
容
を
既
に
あ
る
程
度

知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
上
の
な
に

か
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
と
し
て
専

門
的
で
あ
り
な
が
ら
、
で
も
広
く
浅
く
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
に

も
感
じ
ま
し
た
。
も
し
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
を
研
究
し
た
い
方
が

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
こ
の
本
を
読
ん
で
、
ど
こ
が
面
白
か
っ
た

か
っ
て
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
い
け
ば
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
と
、
お
薦
め
し
た
い
本
で
し
た
。

角
山
榮
・
川
北
稔
編
『
路
地
裏
の
大
英
帝
国
：
イ
ギ
リ
ス
都
市

生
活
史
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
）

高
林
：
こ
の
本
が
な
ぜ
分
か
り
や
す
い
か
は
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

鈴
木
：
た
ぶ
ん
、
一
つ
一
つ
の
章
（
ト
ピ
ッ
ク
）
と
し
て
も
十
分
に

面
白
く
読
め
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
、
全
部
通
し
て
読
ん
で
み
て

も
、
す
ご
い
つ
な
が
っ
て
て
、
理
路
整
然
と
し
て
い
て
、
何
か
納

得
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
お
も
し
ろ

い
け
ど
、
簡
単
に
も
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

高
林
：
こ
の
本
は
、
不
思
議
な
魅
力
が
あ
る
本
で
す
、
学
部
一
年
生

や
二
年
生
の
授
業
で
よ
く
使
い
ま
す
が
、
学
生
か
ら
常
に
い
い
反

応
が
得
ら
れ
る
貴
重
な
本
で
す
。
こ
の
本
で
、
反
応
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
印
象
で
す
。

鈴
木
：
ひ
と
つ
思
っ
た
の
が
、
結
構
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
話
が
書

い
て
あ
る
こ
と
も
面
白
さ
を
感
じ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
き
れ
い
な
こ
と
、
い
い
側
面
だ
け
じ
ゃ
な

く
て
、
さ
っ
き
話
に
出
て
き
た
、
あ
ん
ま
り
良
く
な
い
部
分
、
全

然
整
備
さ
れ
て
な
く
て
、
み
ん
な
苦
し
ん
で
た
よ
、
み
た
い
な
部

分
と
か
も
載
っ
て
る
の
で
、
そ
こ
が
魅
力
と
し
て
、
読
み
や
す
い

の
か
な
と
は
思
い
ま
し
た
。
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
一
号
）

田
中
：
私
は
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
、
波
田
節
夫
・
中
楚
芳
之
・

吉
田
正
勝
訳
『
宮
廷
社
会
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年;

原
著
一
九
六
九
年
）
を
選
び
ま
し
た
。
一
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
宮

廷
社
会
を
対
象
と
し
た
本
で
す
が
、
日
本
史
の
研
究
よ
り
も
、
私

の
研
究
テ
ー
マ
の
参
考
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

本
で
は
、ル
イ
一
四
世
を
頂
点
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
社
会
で
は
、

王
は
家
臣
と
は
隔
絶
し
た
絶
対
的
な
地
位
に
い
て
、
何
で
も
好
き

好
き
勝
手
に
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
自
ら
も
宮
廷
と
い
う
シ

ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
、
日
々
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
維
持
に
尽
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
細
部
に
意
味
が
込
め
ら
れ
た
儀
礼
や
邸
宅
を
通
じ
て
、

宮
廷
社
会
を
動
か
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
　
私
は
、
古
代
の
最
末
期
か
ら
中
世
初
期
に
あ
た
る
院
政
期
と
い

う
時
期
を
研
究
し
て
い
る
の
で
す
が
、
天
皇
を
ト
ッ
プ
と
す
る
公

家
社
会
の
中
で
、
儀
礼
は
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
を
誰
が
参
加
し
て

い
る
と
か
、
誰
が
ど
の
役
回
り
を
こ
な
し
て
る
と
い
う
の
が
、
家

レ
ベ
ル
で
も
、
国
家
レ
ベ
ル
で
も
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の

頃
に
、貴
族
の
中
で
は
日
記
が
流
行
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

日
記
に
、
ど
の
儀
礼
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
の

を
書
い
て
お
い
て
、
次
の
世
代
に
伝
え
て
、
同
じ
儀
礼
を
し
っ
か

り
と
こ
な
せ
る
よ
う
に
伝
承
す
る
た
め
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
秘

伝
の
日
記
の
存
在
を
も
っ
て
、
宮
廷
内
の
特
定
の
役
回
り
が
特
定

の
家
に
固
定
化
さ
れ
て
く
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

時
代
も
場
所
も
違
う
の
に
、
エ
リ
ア
ス
に
は
共
感
し
な
が
ら
読
み

ま
し
た
。
例
え
ば
、
貴
族
が
乗
る
牛
車
に
付
け
ら
れ
る
飾
り
も
、

家
の
ラ
ン
ク
に
応
じ
て
全
部
緻
密
に
決
ま
っ
て
い
る
。
位
階
と
い

う
、
天
皇
へ
の
距
離
感
を
明
確
に
し
た
指
標
を
伴
っ
て
、
シ
ス
テ

マ
テ
ィ
ッ
ク
に
構
成
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
エ
リ
ア
ス

の
『
宮
廷
社
会
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
、
波
田
節
夫
・
中
楚
芳
之
・
吉
田
正

勝
訳
『
宮
廷
社
会
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）

高
林
：
少
し
エ
リ
ア
ス
に
つ
い
て
補
足
し
ま
し
ょ
う
。
教
科
書
的
に
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学
生
教
員
座
談
会

は
、
一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
王
政
の
あ
り
方
を
、

絶
対
王
政
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
フ
ラ
ン
ス
の

一
七
世
紀
の
一
番
華
や
か
だ
っ
た
頃
と
言
わ
れ
る
、
ル
イ
一
四
世

の
宮
廷
を
見
て
い
く
と
、
国
王
は
常
に
盤
石
な
権
力
を
持
っ
て
い

た
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
貴
族
に
打
倒
さ
れ
る
可
能
性
も
ま
だ
あ
っ

た
。
た
だ
一
七
世
紀
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
貴
族
が
経
済
的
に
困
窮

し
始
め
て
、
王
の
お
金
に
頼
る
た
め
に
宮
廷
に
集
ま
る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
、
王
の
寵
愛
を
求
め
て
貴
族
同
士
で
争
い
を
し
て
ゆ

く
。
王
は
そ
れ
を
見
て
、
貴
族
同
士
を
争
わ
せ
て
お
け
ば
、
自
分

の
立
場
は
安
泰
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
う
し
て
、
権
力
バ
ラ
ン
ス

を
調
整
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
な
権
力
を
行
使
し
た
の
で

は
な
く
て
、
細
か
な
調
整
と
駆
け
引
き
こ
そ
が
宮
廷
社
会
の
特
質

だ
と
論
じ
た
も
の
で
す
。

　
　
そ
れ
を
、
日
本
史
の
視
点
か
ら
見
る
と
い
う
の
は
、
日
本
史
だ

と
当
た
り
前
だ
っ
た
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
ス
史
と
い
う
視
点
を
導
入

し
て
見
る
こ
と
で
、
よ
り
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
、
そ
れ
ま

で
と
は
違
う
表
現
な
い
し
整
理
の
仕
方
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
活
か
さ
れ
方
は
、
エ
リ

ア
ス
も
本
望
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

高
林
：
今
日
は
二
時
間
ほ
ど
、
み
な
さ
ん
の
お
時
間
を
頂
き
ま
し
た
。

話
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
ま
で
で
。
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