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亀

井

秀

雄

序

呂
的
と
範
囲

本
論
の

坪
内
追
議
の
吋
小
説
神
髄
』
研
究
の

し
て
、
者
五
日
即
日

U
o
d弘
雲
行
C
M

の
が
ベ

ZMV片
山
口
三

1
2
0同

m
g
g崎山口

開

HMm同
開
pm州

日

2
r
ハリ

CHHHHMO閉
山
昨
日

o
p
r
H
M詩
句

m
g
g叩

ω
g令
WMMS3(H
∞∞
N
)

か
り
に
、

プ
九
世
紀
半
ば
の
イ
ギ
ザ
ス
と
ア
メ
リ
カ
に
お

の
特
設
を
鴇
ら
か
に
す
る
こ
と

こ
の
本
を
出
版
し

(
明
治

W
-
D
‘
コ
ッ
ク
ス
は
東
京
大
学
予
鱗
門
の
英
語
教
師
榊
だ
っ
た
。

の

一
年
前
、
か
れ

は
主
〉
の
話
同
州
凶
同
HM巾
吋

O山
岳

O
H
Wロ
州
制

MUMM
刊
さ
ぬ
き
ぬ
由
同
O
H
V
M
Mさ
き
合

ω
Z仏
開
口
同
部
w
v

し
て
い
て
、

の
も
の
が
そ
れ
に
続
く
中

級
周
教
科
欝
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
は
一
一
一
一
日
う
ま
で
も
な
い
。

い
て
か
れ
は
そ
の
資
料
編
と
も

う
ベ
を
ま
の
ご
5
沼
田
町
的
。
州
出
口
包
山
岳

r
z
s
g
H担
問

C
H
M
尋問
5
8
m
宏
之
さ
2
3
9
∞∞
ω
i恕
〉
を
出
版
し
て
い
る
。

通
遺
が
開
成
学
校
普
通
科
に
入
学
し
た
の
は
明
治
九
年
(
阿
君
。
)
の
九
月
で
あ
る
が
、

の
際
見
、

開
成
学
校
は
東
京
大
学
、

持
品
心
人
文
学
部
総
婆



療
が
ん
・
視
点
e

物
語

て
留
年
〉
だ
っ
た
わ
け
で
、

か
れ
が
コ
ッ
ク
ス
の

東
京
大
学

一
年
九
月
に
は
既
に
ふ
人
学
予
備
門
を
卒
業
し
、

に
第
一
ニ
学
年
終
了
の
試
験
を
失
敗
し

か
な
ら
ず
し
も
大
き
く

英
語
学
校
が
東
京
大
学
予
備
門
と
改
組
さ
れ
て
、
か
れ
は
大
学
予
備
門
の
最
上
級
に
一
編
入
さ
れ

の
本
科
ハ
文
学
部
政
治
学
科
)
へ
進
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
コ

γ

ク
ス
が
着
在
し

本
論
で
検
…
討
す
る
予
定
の
テ
タ
ス
ト
が
出
版
さ
れ
た
年
に
片
山
本
科

そ
し
て
翠
一
一

な
い
。
む
し
ろ
ご

だ
っ
た
と
言
う
ベ

『
持
議
b

で
か
れ
が
言
及
し

の
論
文
は
、
菊
池
大
麓
訳
の
『
修

マ
あ
り
、
後
年
の

「
凶
櫨
護
議
」
で
は

の
図
書
鰭
も
英
慣
の
は

で、

(
中
略
〉

の
文
学
論
や
美
術
総
は
英
書
で
は
皆
無
、

修
簿
書
も
ベ
イ
ン

一
で
あ
っ

と

〉
F
M円E

き円
H
2
M
W
m
w
ル
ロ
の
名
を
挙
。
け
る
の
み

っ
た
。

そ
の
意
味
で
、

を
検
討
?

の
立
場
か
ら
み

コ
ッ
ク
ス
の
テ
ダ
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
の
は
け
っ
し
て
適
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切
な
選
択
と

え
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
コ
ッ
ク
ス
の
一
ア
タ
ス
ト

際
立
つ

し
く
、

c-MV・
0
口
出
合
同
容
E

HHゲ
ハ
滋
の

E
〉円四
4
田口

2
ふ

の

0
5明

。

同

(
u
c
g
}
M
G曲
川

C
C
H
H
自
己
初
日
M
Z
C
吋
死
二
信
m
S
と、

kr・
M
W
静
寂
の
主
一
切
HMM山
戸
山
田

y
n
o
Hロ匂
CmwXFO
ロ
静
岡
込

m
y
z
o
H山
内
、

と
い
う
、

会為

の
異
る
一
一
つ
の

の
折
衷
的
な
も
の
勺
し
か
な
か
っ

の
意
味
で
も
本
論
で

ろ
取
り
上
げ
る
べ
き
な
の

進
遁
'
月
身
も
名
前
安
挙
げ
て
い
た
ベ
イ
ン
の
修
辞
学
の
ほ

か
も
し
れ
な
い
。

い
は
、
材
製
研
究
や
比
較
文
学
的
な
影
響
関
係
の
測
定
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
勺
は
な
く
て
、

グ
ス
と
の
仕
事
を
同
時
代
的
な
現
象
と
し
て
と
ら
え
、
小
説
が
ど
ん
な
ジ
ャ

γ
ル
と
の
隣
銭
関
係
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
た
か
な
検
討
し

し
iJミ

の

コ
ツ

な
が
ら
、
ブ
開
ッ
ト
、
議
点
、

主
人
公
な
ど
の
概
念
が
あ
た
か
も
小
説
の

の
ご

け
さ
れ
て

紛
ら
め
る
こ
と
で
あ
る
。

名
前
合
挙
げ
た
材
源
と

と
の
間
関
係
は
、

は
じ
め
と
し

の
研
究
者
広



よ
っ
て
精
密
に
調
べ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
場
合
、
主
要
な
検
討
対
象
と
な
っ
た
の
は
芸
術
や
文
学
に
関
す
る
追
遣
の
観
念
水
準
、
あ
る
い

は
写
実
、
社
会
批
判
、
人
情
、
内
面
、
お
よ
び
作
者
の
主
体
性
な
ど
、
い
わ
ば
小
説
の

「
自
立
」

に
不
可
欠
な
、
本
質
条
件
に
関
す
る
理

解
水
準
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
理
念
は
わ
が
国
の
伝
統
に
欠
け
て
い
た
か
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
ご
く

稀
薄
に
し
か
存
在
せ
ず
、

し
か
も
か
れ
ら
自
身
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
/
日
本

l
先
進
/
後
進
と
い
う
先
入
観
に
ま
だ
と
ら
わ
れ
て
い
た
た
め
で

あ
ろ
う
、
結
局
そ
の
研
究
は
、
か
れ
ら
の
考
え
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
学
」
に
照
ら
し
た
迫
蓬
の
近
代
文
学
理
念
の
理
解
不
足
、
つ
ま

り
追
進
の
未
熟
さ
の
批
判
と
い
う
傾
向
か
ら
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
が
、
『
神
髄
』
下
巻
の
軽
視
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
。
も
と
も
と
『
小
説
神
髄
』
は
簡
易
和
績
じ
木
、
九
分
冊
の
形
で
出
版
さ

れ
、
上
巻
(
第
一

t
四
冊
、
明
治
一
八
年
九
月
l
一
九
年
三
月
)
は
「
小
説
総
論
」
「
小
説
の
変
遷
」
「
小
説
の
主
眼
」
「
小
説
の
種
類
」

ヱ
ツ
セ
u
J
U
V

ヤ
リ
ズ
ム

「
小
説
の
稗
益
」
な
ど
の
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
原
理
論
的
な
性
格
が
強
い
。
そ
の
た
め
本
質
主
義
的
な
志
向
の
強
い
研
究
者
の
関
心
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が
集
中
し
、
追
遠
の
説
く
小
説
の
非
功
利
性
を
文
学
自
立
の
主
張
と
受
け
取
っ
て
、
文
学
史
上
の
功
績
を
称
揚
す
る
と
共
に
、
写
実
観
の

暖
昧
さ
や
、
虚
構
と
現
実
の
関
係
認
識
の
混
乱
を
問
題
視
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「
文
体
論
」
や
「
小
説
脚
色
の
法

則
」
「
時
代
小
説
の
脚
色
」
「
主
人
公
の
設
置
」
「
叙
事
法
」
な
ど
の
章
で
構
成
さ
れ
た
下
巻
い
ず
れ
も
明
治
一
九
年
四

月
)
は
、
小
説
作
法
的
な
性
格
が
濃
厚
だ
っ
た
。
こ
の
原
理
篇
と
実
践
篇
と
い
う
二
部
構
成
の
方
法
は
、
多
分
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
修
辞
学

か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
の
テ
ク
ス
ト
で
コ
ッ
ク
ス
が
、

(
第
五

t
九
冊
、

凡
戸
田
由

ω口
F
g
n
p
m
r
z
o
H
W
E
4
m団
長
官

g
p
g白
-
3
2
w
g仏

P
F回目
m
F
m
匂
岡
山
口
口
円

1
2
丘
。
。
旨
吉
田
仲
昨
日
。
ロ
U

自

由

ロ

〉

立

場

仲

件

叩
ロ
同
σ
-
m
w
田
口
印
件
。
同
】
u-v-U1
昨
日
戸
町
田
ぬ
匂
同
日
ロ
ロ
印
刷
ユ
ゆ
印
件
。

-v-mwロ
江
口
町
・

と
説
き
、

ほ
ぼ
同
趣
旨
の
言
葉
が
ク
ア
ツ
ケ
ン
ボ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
修
辞
学
に
お
け
る

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語

実
践
と
は
要
す
る
に
散
文
一
般
の
作
文
練
習
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
特
に
小
説
の
書
き
方
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
小
説
そ
の
も
の
の
位
置
が
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
ま
だ
極
め
て
低
か
っ
た
た
め
で
も
あ
っ

皆
無
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、

た
。
先
に
引
用
し
た
「
回
憶
漫
談
」
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
追
遣
が
手
が
か
り
と
し
う
る
「
単
行
本
の
文
学
論
や
美
術
論
は
英
書
で
は

わ
ず
か
に
参
考
と
し
え
た
修
辞
学
に
お
け
る
小
説
の
扱
い
方
が
こ
の
よ
う
な
状
況
で
し
か
な
か
っ
た
と
す

れ
ば
、
結
局
か
れ
は
モ
デ
ル
な
し
に
自
己
流
の
小
説
作
法
を
手
作
り
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

や
む
を
え
ず
か
れ
は

わ
が
国
の
近
世
文
学
に
関
す
る
知
識
を
動
員
し
、
瀧
沢
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
内
の
「
小
説
七
則
」
を
叩
き
台
に
し
て
自
分
の
作

法
書
を
編
み
出
し
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
結
果
的
に
そ
れ
が
、
の
ち
の
研
究
の
者
か
ら
近
世
的
戯
作
意
識
の
残
浮
と
見
ら
れ
、
軽
視
の
原

日
本
近
代
文
学
大
系
3
』

角

川

書

庖

、

現

在

ま

で
の
と
こ
ろ
最
も
精
密
な
『
神
髄
』
注
解
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
上
巻
で
は
迫
遣
が
明
示
的
に
言
及
し
な
か
っ
た
材
源
ま
で
も
引
用

例
え
ば
中
村
完
の
『
小
説
神
髄
』
注
釈
(
『
坪
内
遣
準
集

昭
和
四
九
年
十
月
)
は
、
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因
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
巻
に
お
い
て
は
、
追
蓬
自
身
が
明
言
し
て
い
た
近
世
の
物
語
作
者
の
作
品
さ
え
も
確
認
で
き
て
い
な
い

『
鷲
塚
千
代
の
初
声
』
か
ら
採
っ
た

か
れ
が
引
用
し
た
の
は
、
金
水
か
ら
引
き
継
い
だ
山
々
亭
有
人
の
文

章
で
あ
っ
た
。
そ
の
程
度
の
こ
と
す
ら
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
中
村
氏
は
け
っ
し
て
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
傾
向

箇
所
が
幾
つ
か
み
ら
れ
る
。

か
れ
が
「
俗
文
体
」

の
一
例
と
し
て
引
用
し
た
松
亭
金
水
の
文
章
は
、

も
の
で
、

た
し
か
に
こ
の
作
品
に
着
手
し
た
の
は
金
水
で
あ
る
が
、

の
研
究
者
は
な
く
、
む
し
ろ
遺
蓬
の
前
近
代
的
な
も
の
へ
の
感
受
性
に
在
日
し
て
新
し
い
追
蓬
研
究
を
拓
い
て
き
た
功
績
を
持
つ
の
で
あ

る
が
、
そ
の
中
村
氏
に
し
て
な
お
こ
の
よ
う
な
精
粗
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
の
蓄
積
が
い
か
に
『
神
髄
』
上
巻
に
偏
つ

て
い
た
か
の
有
力
な
証
拠
と
言
え
よ
う
。



既
致
の
主
張
が
始
ま
っ
て
い
た
待
拐
に
、
潟
謹
は
雅
俗
折
衷
体
な
唱
え
た
。
こ
れ
は
先
の
よ
う
な
研
究
傾
向
か
ら
、
み
れ
ば
、

遼
遠
の
近
代
文
学
観
が
不
設
践
だ
っ
た
こ
と
の
重
喪
な
一
例
証
と
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
近
代
の
い
わ
ゆ
る
言
文
一
致
体
が
は
た
し
て

最
良
の
文
体
選
択
だ
っ
た
か
否
か
と
い
う
関
臨
躍
を
立
て
て
み
れ
ば
、
お
そ
ら
く
評
価
の
方
舟
は
一
変
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
れ
は
小
説
を

離
絡
議
徹
さ
佼
る
た
め
の
一
機
能
と
し
て
主
人
公
を
と
ら
え
、
し
か
も
具
体
的
に
近
世
の
物
認
を
挙
げ
て
説
明
す
る
際
に
は
、
こ
の
ム

お
そ
め

公
を
「
本
尊
」
と
言
い
換
え
た
。
馬
琴
の
内
松
染
情
史
秋
七
草
加
の
場
合
、
久
松
が
興
本
尊
、
阿
染
が
女
本
尊
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

人
去
と
は
作
者
の
「
内
面
」
が
仮
託
さ
れ
、
作
品
の
主
題
を
担
う
人
物
だ
、
と
い
う
見
方
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
蘇
絡
通
殺
の
一

で
し

か
な
い
主
人
公
畿
は
い
か
に
も
古
く
さ
く
、
そ
れ
を
「
本
尊
」
な
ど
と
呼
ぶ
あ
た
り
、
遺
筆
の
前
近
代
性
は
帆
紛
れ
も
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
の
『
神
髄
』
研
究
の
最
終
目
的
の
…
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
の
前
提
そ
の
も
の
の
形
成
過
訓
械
を
明
ら
め
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
当
時
の
迫
議
の
試
況
に
立
っ
て
み
る
こ
と
が
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
近
世

-5-

畿
や
修
辞
鏡
、
あ
る
い
は
物
語
そ
れ
自
体
の
成
熟
が
ど
の
よ
う
に
か
れ
を
支
え
て
い
た
か
、
と
い
う
見
方
も
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

〈同議
ω)
と、

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
畿
点
を
取
っ
て
み
る
持
、
部
え
ば
〉
z
v
cロ旬、
H
，

gzoMM坊
の
体
験
的
な
小
説
得
法
論
、

の
ぷ
ツ
セ
イ
と
は
恰
好
の
比
較
材
料
と
し
て
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ト
ロ
ロ
ー
プ
に
か
ぎ
ら
ず
、

そ
れ
は
認
可
5HHM
注
目
。
公
の

Z
H
A
。
S
M
2
2
0
H
H
F命

メ
'HM
〉

5
0玄
oh刷
器
開
岳
、
ゆ

一
八
世
紀
か

ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
数
多
く
の
イ
ギ
ザ
ス
作
家
が
体
験
的
小
説
諭
を
述
べ
、

2
0
2
M
w
u
Q話
。
〉
に
手
酷
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
は
イ
ギ
ザ
ス
や
ア
メ
り
カ
に
お
い
て
、

い
っ
た
い
何
回
瞬
、
体
験
的
小

説
論
と
次
一
冗
の
間
関
る
、

て
み
る
な
ら
ば
、

「
小
説
と
は
仰
か
」
と
い
う
テ
!
?
の
体
系
的
な
理
論
議
と
実
践
篇
と
が
出
現
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
に
追
壌
の
企
て
が
震
史
的
に
整
委
で
、
ま
た
そ
れ
故
の
早
産
的
米
熟
克
性
を
譲
え
込
家
、
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

「
単
行
本
の
文
学
識
や
美
術
論
は
英
警
で
は
皆
無
」
と
い
う
事
情
は
、

そ
の
よ
う
に

か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
当
時
の
東
京
大
学
の
臨
書
館

北
大
文
学
部
紀
凌



鰍
隣
府
民
・
視
点
・
物
語

が
ま
だ
充
実
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た

3

そ
し
て
こ
の
点
か
ら
み
て
も

の
文
体
論
や
ブ
門
H
y
k
y
f
論、

人
公
論
、

の
包
括
的
な
論
点
と
比
較
対
照
で
き
る
テ
ク
テ
ト
は
修
辞
学
蓄
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
弘
が
修

に
迂
回
す
る
も
う

つ
の
理
由
で
あ
る
。

の
ち
の
研
究
者
の

か
え
っ

に
み
る
な
ら
、
は
、
逃
謹
自
身
の
は
純
か
」
と
い
う
一

か
ら
本
質
論
的
怒
考
の
不
議
底
を
批
判
さ
れ
る
逆
説
的
な
結
果
を
招
い
て
し
ま
っ
た
と

も
っ
と
も
、
右
に
指
摘
し
た
こ
と

い
ま
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
発
想
が
議
議
に
取
り
患
い

自
体
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
、
ず
で
あ
る
。
私
の
遠
距
離
目
標
も
突
試
そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
さ
し
当
り
今
は

イ
ギ
リ
ス
一
八
、
九
世
紀
の
修
辞
観
や
物
語
観
を
等
髄
的
に
と
ら
え
た
上
で
、
こ
の

と
す
る

ヰ
一
一
口
え
な
く
も
な
い
。

わ
が
閣
の

の
交
錯
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し

と
検
討
と
言
っ
て
も
、

で
は
イ
ギ
リ
ス
や
ブ
メ
ザ
カ
の
修
辞
学

た
だ
し
こ
の
よ
ら
な
目
的
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
円
M

νト
9
ゐ
d
b
w

・

ア

ー

ト

コ

y

ポ

グ

u
v
g
u
J

の
関
心
は
霧
鳴
や
換
殺
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
文
彩
的
な
修
辞
法
で
は
な
く
て
、
散
文
の
文
翠
構
成
法
の
ほ

続
く
論
文
で

-6-

て
叫
神
様
』
を
読
み
解
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
準
備
と
し
て

近
世
の
文
人
や
物
語
作
者
の

る
こ
と
に
し
た
い
。

う
に
向
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

は
、
ィ
ギ
ヲ
ス
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
的
な
修
辞
闘
に

い
て
い
る

る
か
も

し
れ
な
い
。

い
わ
ゆ
る
文
彩
的
な
修
辞
訟
に
つ
い
て
は
、
近
世
の
文
人
や
物
籍
持
者

る
轄
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う

G

お

よ

の
底
的
で
あ
っ
て
、
ま
ず
J

初
め
に
コ
ッ
ク
ス
の
名
誌
を
挙
げ
た
の
は
、
か
れ

に
最
も

Jニ

い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
折
衷
的
な
性
携
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
て
お
い
た
。

例

msw

ふ

7
ナ
'

そ
の
折
衷
性
を
か
な
ら
ず
し
も
杏



定
的
に
み
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
情
報
性
と
し
て
と
ら
え
返
し
た
上
で
、

コ
ッ
ク
ス
と
い
う
窓
口
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ

カ
の
修
辞
学
の
特
徴
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
窓
口
に
よ
っ
て
対
象
の
範
囲
を
定
め
た
い
の
で
あ
っ
て
、

も
し
そ
う
し
な
け
れ
ば
私
は
当
時
の
数
多
い
修
辞
学
の
大
海
に
紛
れ
込
ん
で
、
ト
ー
タ
ル
な
調
査
の
不
可
能
と
い
う
限
界
に
直
面
し
、
ど

ん
な
修
辞
学
を
も
っ
て
『
神
髄
』
と
比
較
対
照
す
れ
ば
よ
い
の
か
決
定
で
き
な
い
状
態
に
陥
ん
で
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
そ
ん
な
わ
け

コ
ッ
ク
ス
を
手
が
か
り
に
調
査
し
た
修
辞
学
の
う
ち
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
わ
が
国
に
入
っ
て
き
た
こ
と
が
確
実

で、な
も
の
の
み
を
本
論
の
対
象
と
し
た
。
そ
れ
ら
を
改
め
て
列
挙
す
れ
ば
、

お
よ
そ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

な
お
、
各
著
書
の
冒
頭
に

ω
l田
の
記
号
を
附
し
た
が
、
そ
れ
は
以
下
の
論
で
一
々
書
名
を
明
記
す
る
繁
雑
さ
を
避
け
る
た
め
の
処
置

で
あ
る
。

主

河
口
・

(UO凶

E叶
Z
M
V片山口口円
1
2
0同
2
2
0吋
山
口
出

Z
E
m
-
-∞
r
p
B吉
田
区
。
口
同

O
H
F宮
口
冊
目

ω
E
P
E
m
u
u
(
H∞∞
ω)

一-7 ー【

( 

∞ ) 

。・

MM・
0
口
問
ロ
}
内
向
ロ
ゲ
。
印

E〉内山
4q
白
ロ
ロ
ロ
一
円
凶
の

O口
吋
印
日
。
出
口
。
回
目

ν0団広山
O出
回
口
仏
間

}H201nvu(呂
町
九
日
)

( 

o 
) 

kr・
切
回
目
ロ

EHWロ
包
円

mHH
の
OHHH匂
O印日付目。ロ

mHM島
知
町
立

OH山口
3
(
E
S
)

( 

巴) 

〉
-
∞
田
山
口

E何
回
m
山口凹ゲ

(U05]呂
田
正

O口
出
口
円
山
間

r
E
C
H
R
U
(
H∞
∞
斗
)
雲
見
)
県
出
話

寧

同
o
rロ
ω・
出
回
片
付

E〉
宮
間
口
戸
内
凶
-
。
同

(UOBM呂
田
正
。
ロ
田
口
門
山
知

Z
吉
岡
山
口

3
3
∞叶。)

匂
)

K
M
・

o・
出
品
ゲ
戸

B

E呂
田
ロ
ロ
と
え
肘
ロ

h
t
u
r
同
N
F
Z
o巳
nvu(H雪
印
)

霊

k
r
ι
2
5
ω
・
出
巳

E叶
rmw
句
同
広
三

1
2
0同
月

r
m
g片
山
口
問
ロ
仏
斗
}
百
円
同
〉
毘
】
円
山
口
問
片
山

Oロョ

(H∞吋∞)

富

〉門回目同

HH凹
ω・
同
日

E吋
Z
H
U
H
-
5
n円
1
2
0間
同
月
回
目
付

O吋
山
口
田
口
仏
吋
宮
山
叶
〉
℃

1
k
E円。ロョ

(55)
命
)
見
)
県
尚
罰

雌
史
・
視
点
・
物
語



歴
史
・
視
点
・
物
語

こ
れ
の
う
ち
へ
て
フ
バ

i
ン
の
刷
は
詩
に
つ
い
て
の
考
察
を
含
ま
ず
、

ヒ
ル
の
師
と
制
に
至
っ
て
は
詩
だ
け
で
な
く
、
文
彩
的
な
修
辞
法

す
ら
も
除
外
し
て
、
関
心
を
散
文
的
な
文
章
構
成
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
詩
は
芸
術
(
出
ロ
巾
恒
三
)
の
一
つ
に

数
え
る
が
、
歴
史
や
伝
記
、
小
説
な
ど
の
散
文
は
芸
術
と
み
な
さ
な
い
の
が
当
時
の
修
辞
学
の
一
般
的
傾
向
で
、
そ
の
点
か
ら
み
れ
ば
こ

れ
は
か
な
り
際
立
っ
た
新
し
い
動
向
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

阿
川

r
z
o
H
F
n
U
己
お
∞
丘
町
ロ
ロ
開
。
同

F
問
項
目
白
ロ
島
問
。
ロ
回
目
。
同
司
HO凹
0・

句。

2
4
Z
-。ロ
q
g
d司
r
E
同
H
O
E
-
-
a
岳
町
岱
ロ
何
回
江
田
・
:
・
:
・
】
V
B田
m
u
Oロ
岳
白

g
E
s
q
-
三岡山
4
2
吉
田
R
O
B
-
-∞r
g
B
σ

。
三
者
同
丘
町
ロ
円
山
・

こ
の
よ
う
な
ヘ
ッ
プ
パ

1
ン
の
言
葉
か
ら
、
従
来
の
芸
術
観
を
振
り
切
っ
て
、
散
文
の
科
学
と
し
て
の
修
辞
学
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
意

- 8 ー

欲
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ベ
イ
ン
も
ま
た
ゆ
を
倒
に
改
訂
す
る
に
際
し
て
、
詩
の
考
察
を
削
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
代
っ
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

っ
た
の
は
出
関
口

5
0同
ω匂
町
四
口
げ
の
章
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
文
彩
的
な
修
辞
学
の
段
階
か
ら
ま
だ
抜
け
出
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
な

か
れ
は
、

kr
目
的
ロ
2
0同
ω
-
v
m
m
n
r
u
m
仏

2
-
E
5ロ
同
5
5
1包
ロ
田
口
門
目
。
丘
S
R
U
1
当
白
可
、
。
同
印
同
V
S
F
E
m
-
同OH
岳
町
田
田
町
開
。
同

m
B
E
2

巾一向目口同・

ヂ
ス
ク
り
プ
M
V

ヨ
ν

ナ

ν
t
V
君
"
'

と
定
義
し
つ
つ
、
そ
の
骨
三
己
目
。
ロ
を
生
む
知
的
能
力
や
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
、
文
体
を
論
ず
る
場
合
も
、
従
前
の
叙
述
、
語
り
、

ヱ

グ

ス

ポ

グ

グ

ヨ

リ

ザ

オ

ラ

ト

リ

イ

タ

リ

ア

ネ

ス

V

Y

プ

リ

γ
テ

イ

イ

y
プ

νγ
イ
グ
ネ
ス
ピ
ク
チ
ユ
ヤ

ν
ス
ク
キ
ス

説
明
、
雄
弁
な
ど
の
形
式
的
、
用
途
的
な
分
類
を
解
体
し
て
、
明
断
、
簡
潔
、
印
象
性
、
絵
画
性
な
ど
の
特
性
に
よ
る
分
類



に
再
編
成
し
た
。

」
れ
ら
の
特
性
は
、

他
の
修
辞
学
の
素
気
た
い
、

プ

ν
イ

y

平
明
な
、

典
雅
な
、

あ
る
い
は
華
麗
な
文
体
と
い
う
、

文
彩
的
特
色

に
よ
る
分
類
と
は
異
っ
て
、
よ
り
メ
ン
タ
ル
な
作
用
を
重
視
し
た
区
分
で
あ
り
、
そ
の
点
で
形
式
主
義
的
な
修
辞
学
か
ら
の
離
脱
、
そ
の

心
理
学
化
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
(
た
だ
し
そ
れ
が
修
辞
学
と
し
て
の
進
化
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
)
。
そ
れ
に
対
し

ア

ー

ト

て
ヒ
ル
は
、
ヘ
ッ
プ
パ

l
y
と
異
り
、
修
辞
学
は
科
学
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
だ
と
主
張
し

ラ

Y
ゲ

ー

ジ

ワ

ー

ド

ア

1

F

て
い
た
が
、
実
際
の
考
察
に
お
い
て
は
言
語
よ
り
も
む
し
ろ
語
の
レ
ベ
ル
で
技
術
の
検
討
を
進
め
、
絵
画
と
の
安
易
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ

っ
て
散
文
を
論
ず
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、

叶

C
官
。
円
山
口

B
E
E
S
F
-
F
E
F
Z
自
由
片
町
岳
白
岡
町
戸
門
円
刊
門
町
O
同
∞

E
F
m
gロ
関
口
目
的
白
山
口
岳
町

B
Eロ
zmv
吾

刊

〈

mHσ
丘

団

Hmロ

5

F日
F
5
m
己
的
巳
岱
即
応

llW4『

C
E回
目

ro己
円
山
ず
由
記
阻
止

E

F刊
当

m
q
5
4岳
山

n
F
F
m
M『
由
同
開

B
C印
什
丘
出
口

5
E
W
岳

問

看

品

目

ロ

d
『

E
n
r
由
。
ロ
ロ
円
山

B。
印
同

n-。
日
刊

q
n
o
H
H何
回
目
包
ロ
門
目
白
吉
田
町

5
9
F
o
z
n口
町
四
日

FCP
。
同
ロ
ゲ
回
目
立

m
g
oロ
匹

目

3
m
m
E
F白

2
2
2
5

凹

H
Oロ
。
同
町
4
開
口
一
打
回
目
ロ
仲
『
開

m
c
u門司・

- 9 

と
、
読
者
の
関
心
が
言
語
の
介
在
を
忘
れ
て
意
味
ま
た
は
そ
の
対
象
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
た
め
に
は
語
の
響
き
や
文
学
の
連

な
り
が
伝
え
ら
れ
る
内
容
の
前
で
自
己
顕
示
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
修
辞
学
た
る
こ
と
を
自
己
否
定

さ
ら
に
制
を
田
に
改
訂
す
る
な
か
で
ト
ロ
戸
、
l
プ
の
『
自
伝
』
な
ど
同
時
代
の
作
家
の
意
見
を

積
極
的
に
取
り
入
れ
、
小
説
中
心
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
話
に
大
き
な
比
重
を
与
え
る
傾
向
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

も
し
こ
れ
ら
が
一
八
八

O
年
前
後
の
新
し
い
動
向
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

す
る
よ
う
な
方
向
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。

コ
ッ
ク
ス
の
凶
は
、
制
や
倒
と
ほ
ぼ
お
な
じ
時
期
に
書
か

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
や
古
風
な
形
を
ま
だ
残
し
て
、
詩
や
文
彩
的
な
修
辞
法
を
律
義
に
論
じ
て
い
た
。
迫
蓬
の
『
神
髄
』
は
、

お

の
ず
か
ら
そ
の
新
し
い
動
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
下
巻
に
お
け
る
律
義
な
包
括
性
の
点
で
は
コ
ッ
ク
ス
に
似
て
い
た
と
言

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語

う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

一
章
a

小
説
の
位
置

出
口
立
。
ロ

2

0口
問
。
同
岳
由
、
諸
問
問
ユ
タ
仏
白
血
刊

2
5岡
山

口

二

E
B
。
目
印
日
目
岳
町

r
oロ
Q
戸
円
由
自
門
目
白

H
H
H
O
E
s
g
z
F
E
E
4
m
E
F
2
H
O

σ日
目
ロ
円
四
田
町
同
4
0門同

-hoH
己
回
目
由
民
門
口
町
田
印
町
民
-
匂
吋

o
p
w由
回
目
。
ロ

O
間

口

Hg回
目
。
w

M

M

Q
刊件
H

パ
ア
匂
回
目
ロ
円
山
口

me
同

H
n
r
x開口一門戸
H片目・

こ
れ
は
出

g
q
F
B
gの

E
吋

Z
K戸
2
0内
出
口
町
O
R
V
(
H
∞
∞
品
)
に
紹
介
さ
れ
た
、
巧
回
目
芯
同
回
目
印
戸
己
の
同
名
の
エ
ッ
セ
イ
(
H
∞∞品)の

な
か
の
言
葉
で
あ
る
。

ベ
ザ
ン
ト
の
論
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
形
式
で
公
表
さ
れ
た
た
め
、
現
在
入
手
は
む
ず
か
し
く
、

ヘ
ン
リ
l
・
ジ
ェ
イ

- 10ー

ム
ス
の
批
判
を
通
し
て
そ
の
内
容
を
窺
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

か
れ
は
か
な
り
皮
肉
な
調
子
で
論
評
を
加
え
て
い
る
が
、
小
説
に
芸
術
と

し
て
の
市
民
権
を
与
え
よ
う
と
す
る
主
張
に
反
対
だ
っ
た
わ
け
で
な
い
。

た
だ
ベ
ザ
ン
ト
が
同
時
代
人
の
小
説
へ
の
要
求
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
趣
味
の
押
し
つ
け
や
道
徳
主
義
的
偏
見
を
含
む
)
を
ほ
と
ん
ど
無
批
判
に
受
容
れ
た
ま
ま
、
小
説
作
法
的
な
規
則
を
設
け
て
技
術
的
な

磨
き
を
か
け
る
こ
と
に
し
か
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
多
分
そ
の
妥
協
性
に
か
れ
は
不
満
を
感
じ
て
、
ベ
ザ
ン
ト
的
な
規
則
の
陵
昧
さ
を

批
判
し
、
そ
れ
と
と
も
に
創
作
行
為
を
同
時
代
人
の
実
利
主
義
的
な
要
求
か
ら
解
き
放
つ
自
由
を
も
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
か

れ
は
、
そ
の
自
由
が
作
者
に
と
っ
て
苦
痛
に
満
ち
た
試
練
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
一
八
八

0
年
代
、
小
説
の
芸
術
性
が
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
だ
っ
た
事
実
は
、
『
神
髄
』
に
新
し
い
照
明
を
与
え
て
く
れ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
遇
遣
は
小
説
を
文
学
の
な
か
で
最
も
芸
術
性
の
高
い
も
の
と
位
置
づ
け
、
勧
善
懲
悪
的
な
教
訓
性
か
ら
解
き

放
と
う
と
し
た
。
現
在
で
は
自
明
化
さ
れ
た
こ
の
観
念
を
、
か
れ
は
自
前
で
、
い
わ
ば
ベ
ザ
ン
ト
や
ヘ
シ
リ
l

・
ジ
ェ
イ
ム
ス
と
世
界
的



同
時
性
の
現
象
と
し
て
着
想
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
か
れ
が
モ
デ
ル
と
し
た
ベ
イ
ン
の
紛
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
、

小
説
は
ま
だ
芸
術
に
数
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

MVCEHU1
同
町
田
町
5
0
〉
3w
。同)印吋阻止ロ
mH})一可

5
2ロ凹

O同
F
oロ
ぬ
宮
口
Oロ
431白
仏
山
口
戸
田
口
ぬ
出
回
的
巾
・

MMOE弓
間
的
同
町
2
m
g
m
H山
口
田
口
可
豆
昨
日
凶

]Umg片山口
m
v
F巳
吉
日
♂
〉
R
E
8
2
5
9
田
口
仏
冨
5
山
口
山
田
口
仏

5

4

2
広
n
g戸
H片山田

合同日
4主
同
H
O
B
岳
由
吉
田
仲
2
5
8仲
間
宮
可
巾
自
主
ou弓仏・

こ
れ
は
コ
ッ
ク
ス
の

ωや
そ
の
他
の
修
辞
学
に
も
み
ら
れ
る
、

一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。

ベ
ザ
ン
ト
は
こ
の
可
。
立
弓
の
位
置
に

出
口
氏
。
ロ
を
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
一
寸
し
た
発
想
の
転
換
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
当
時
の
修
辞
学
の
な
か
に
は
、

ハ
ー
ト
の
回
の
よ
う
に
き
わ
め
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
小
説
評
価
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

-11ー

吋
-
5
m
H
g
Z
H
H
M国立

O同
F
m
m口巴
Oロ
ロ
04司
匂
戸
Hr--田
}H向
島
田
口
仏
門
町
田
門
日

r同
団
ロ
0
0岳
町
円
。

z
m
n仲
F
S
B
m
H
O
H
M
-
2
2
5
v
g門H

F
E
O同
問

4
2可
目
。
羽
町
庄
内
同
・

Z
0
4叩戸田

O同
F
H回
目
。

2
E
4日
間
骨
σ
g
E
m
由
同
町
内
山
口
同
ロ
句
。
ロ
岳
町
匂
HHEF口
B
5仏
・
吋

}HOH何回門出口開

。
同
岳
町
民
二
回
国

5
2目
S
S
E
-
島町田田町一宮神戸
O
P
E
H
T片山口
m
F
O
B包
2
σ
o岳
町
O吋
円
四
国
L
E
m
丘
回
目
。

5
0
-
2
E
a
r
z
v
同ロ円山

内

OH
同日戸白山口
3
2
4
0

仏
ロ
丘
町
田
。
同
口
問
巾
・

ア

ー

ト

プ

ν
ジ
ヤ

T

ユ一
Y
イ
リ
テ
イ

私
た
ち
の
技
術
の
目
的
が
楽
し
み
と
有
用
性
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
芸
術
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
け
す
る
。

ユ
テ
イ
リ
テ
イ

イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
発
想
で
あ
っ
て
、
追
遁
も
そ
れ
に
倣
っ
て
小
説
を
功
利
的
目
的
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

」
れ
は

ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
小
説
の
楽
し
み
は
ご
く
低
俗
な
も
の
で
し
か
な
く
、
公
共
の
精
神
を
堕
落
さ
せ
て
し
ま
う
。
無
差
別
な
小
説
の
乱
読
は

記
憶
力
に
破
壊
的
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
、
と
さ
え
か
れ
は
こ
れ
に
続
く
文
章
の
な
か
で
語
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
続
け
て
か
れ
は
、
す
ぐ
れ

北
大
文
学
部
紀
要
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美
の
知
覚
を
生
む
よ
う
に
み
え
る
が
、
私
た
ち
が
既
に
そ
の
物
の
美
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
触
覚
に
よ
っ
て
あ

る
程
度
私
た
ち
は
柔
ら
か
さ
や
規
則
性
な
ど
を
判
断
で
き
る
け
れ
ど
も
、
視
覚
の
助
け
が
な
け
れ
ば
即
座
に
十
分
な
正
確
さ
を
も
っ
て
そ

の
姿
を
と
ら
え
て
認
識
の
喜
び
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
触
味
喋
覚
は
過
去
の
経
験
を
回
想
さ
せ
て
好
ま
し
い
思
考
の
連

鎖

(
a
H
m
g
Z巾
可
回
目
ロ
え

F
oロ
mE)
を
惹
き
起
す
場
合
も
あ
る
が
、
精
神
的
な
喜
び

(
B
g
gご
V
H
2
2
2
)
の
源
泉
た
り
え
な
い
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

ク
ア
ツ
ケ
ン
ボ
ス
は
、
視
覚
と
聴
覚
に
つ
い
て
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。

H
，
r町
田
町
田
自
田
町
田
{
盟
関
宮
白
ロ
仏
国

g
H
E
m
]
印
g
B
Z
宮
古
田
江
戸
口
巳
回

H
q
山
口
吾
何
回
目

H
i
g
o
h
F
m
m
g
]・
叶

}
5
2
5白昨日。
E

Hr巾
可
官
。
仏
ロ
ロ
白
白
同
町
℃
口
同

P
ロ
E
m
H
E
r
-
E目
ロ
目
立

g
r
ロ
。
件
ロ

040HE--
、H
，
ZUH
口。ロ

R
5
5
0
5
F日
B
F
E
m
g
F
2
F
S

忌
o
m
g
g百
円
口
問
。

h
E白
・
叶

}HOM可
官
。
ロ
ロ
円
四

5
1
2印
己
円
四
国
司
}
岡
山
口
}
回
同
同
町
出
。
仲
田
開

-
r
r
田
口
島
田
町
同
岡
田
口
白
「
ゲ
三
口

C
E問
問
ロ
門
田
町

-
2
?

片岡ロ
m-

- 13ー

そ
う
し
て
み
る
と
、
ベ
イ
ン
や
ク
ア
ツ
ケ
ン
ボ
ス
は
触
味
喋
覚
/
視
聴
覚
と
い
う
区
別
の
な
か
に
、
肉
体
/
精
神
と
い
う
こ
項
対
立
を

含
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
芸
術
の
公
共
性
を
説
き
、
後
者
は
視
聴
覚
の
非
利
己
性
を
指
摘
し
て
と
り
わ
け
視
覚
の
優
越
性
を

強
調
し
た
。
(
叶

r
o
m可白

σ白山口
mv
自
宅
巾
『
同
司
四
回

2
P
H
r
o
虫
色

E
B
o
h
F冊
目

024FJL門
日
間
ロ
仏
国
ゲ
ロ
ロ
円
山
由
巳
回
目
ロ
田
阻
止
。
ロ
タ

Z

X

目
。
印
件
。
ご

Z
F
O
R
F
l
-
g
-
E
E
m
w
田
口
己
主
日
開
場
同

R
E
S
2
5
P
自
門
ご

g
r
s
u
?
m阻
止

E
m
w
-間同巾

mMロ
古
田
町
四

-U1
邑
門
日
同
白
田
白
色
・
)

も
し
そ
う
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、
か
れ
ら
の
考
え
る
芸
術
と
は
公
共
の
共
同
享
受
と
し
て
個
人
性
を
疎
外
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の

人
聞
が
お
互
に
共
感
や
同
情
を
養
い
う
る
よ
う
な
美
的
規
範
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
視
聴
覚
、
と
く
に
視
覚
が
重
要
視
さ
れ
た
の
は
、
た
だ
単
に
対
象
を
空
間
的
に
措
定
す
る
能
力
が
触
味
現
覚
よ
り
優
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
対
象
を
一
つ
の
全
体
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
把
握
し
な
が
ら
、
そ
の
内
部
を
分
節
化
し
て
ゆ
く
仕
方
が
明
確
で
、

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語

多
分
そ
れ
は
こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

よ
り
客
観
性
が
高
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
歴
史
や
小
説
に
お
い
て
も
「
視
点
」
が
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、

ヒ
ル
は
散
文
を
論
ず
る
に
当
っ
て
語
の
レ
ベ
ル
か
ら
考
察
を
開
始
し
た
が
、
視
覚
的
に

は
一
挙
に
(
同
時
的
に
)
与
え
ら
れ
る
対
象
を
内
部
の
各
要
素
に
分
節
化
す
る
こ
と
と
、
そ
の
対
象
の
属
性
を
言
葉
に
よ
っ
て
次
々
と
繰

ア

ナ

ヲ

テ

イ

グ

り
述
べ
る
仕
方
(
換
言
す
れ
ば
、
一
か
た
ま
り
の
対
象
の
言
語
的
線
条
化
)
と
を
対
応
さ
せ
て
、
物
語
の
始
源
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。

一
対
象
の
ま
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
運
動
性
が
先
験
的
に
内
在
す
る
こ
と
を

言
わ
ば
視
覚
の
な
か
に
、

仮
定
し
、
そ
こ
に
物
語

1
時
間
の
根
源
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
視
覚
重
視
の
時
代
的
傾
向
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
れ
は
小
説
の
芸
術
性
が
ま
だ
間
わ
れ
ぬ
段
階
で
の
問
題
で
あ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
芸
術
観
が
支
配
的
で
あ
る
か
、
ぎ
り
、
そ
の

- 14ー

な
か
に
数
え
ら
れ
る
の
は
詩
の
ほ
う
で
あ
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
依
然
と
し
て
詩
は
公
共
性
の
大
き
い
表
現
と
み
ら
れ
て
い
た

し
|
lそ
れ
故
叙
事
詩
に
特
権
的
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
た
|
|
韻
律
の
聴
覚
性
、
主
人
公
の
行
為
の
崇
官
室
、
巧
妙
な
文
彩
に
よ
っ

て
高
め
ら
れ
た
情
景
描
写
の
絵
画
性
な
ど
、
い
ず
れ
も
聴
衆
あ
る
い
は
読
者
の
感
性
や
心
性
を
高
尚
な
ら
し
め
る
美
的
な
規
範
と
意
味
づ

け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
小
説
の
ほ
う
は
出
版
に
よ
っ
て
公
共
性
を
拡
げ
た
か
に
み
え
な
が
ら
、
か
え
っ
て
そ
の
享
受

は
極
端
に
個
人
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
享
受
形
態
が
や
が
て
読
者
論
を
喚
び
起
す
わ
け
だ
が
、
し
か
し
ま
だ
そ
の
意
義
づ
け
方
が
見
出

せ
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、

ヘ
ン
リ

l

・
ジ
ェ
イ
ム
ス
が
い
み
じ
く
も
喝
破
し
た
よ
う
に
、
読
者
が
気
が
つ
い
て
警
戒
す
る
以
前
に

心
の
な
か
に
浸
み
込
ん
で
有
害
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
い
か
が
わ
し
さ
が
小
説
享
受
に
は
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
、
と
見
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ハ

l
ト
の
意
見
は
そ
う
い
う
懸
念
の
率
直
正
直
な
表
明
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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歴
史
・
視
点
・
物
語

こ
の
よ
う
な
紹
介
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
歴
史
の
ほ
う
が
小
説
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と

ナ
ヲ
テ
イ
グ

い
う
問
題
は
、
同
時
に
、
な
ぜ
旅
行
記
や
航
海
記
な
ど
が
歴
史
と
一
緒
に
物
語
の
な
か
に
含
ま
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
と
か
か
わ
っ
て
く

る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
は
次
の
章
に
譲
り
、
ま
ず
こ
こ
で
は
小
説
、
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば

工
‘
フ
工
、
。

チ
J
戸
ル
V

ごナ
J

】

V

ナ
ヲ
テ
イ
ウ
フ
イ
グ
シ
ヨ
シ

ハ
ー
ト
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
小
説
観
は
既
に
紹
介
し
た
。
ク
ア
ツ
ケ
シ
ボ
ス
は
物
語
と
虚
構
の
相
違
を
、
前
者
の
語
る
出
来
事
は
真
実

(叶

E
m
)
に
限
ら
れ
る
が
、
後
者
は
想
像
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
事
件
と
い
う
事
実
の
上
に
性
格
や
会
話
や
場
面

な
ど
の
細
部
を
想
像
で
補
う
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
十
分
に
虚
構
た
り
う
る
と
考
え
た
。
追
蓬
の
時
代
小
説
観
も
か
な
り
そ
れ
に
近
か
っ

た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
と
に
か
く
、
続
い
て
か
れ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

吋

v
o
n
r同日ロ

O片
山
口
口
正
日
ロ
仲
間

O口
当

E
n
r
日
出
口

C
C口
町
内

O
E丘
町
門

r
u
g
-
-
m門回目同印

E
Cゲ
〉
匂
目
。
仲
田
げ

Oロ
E
ロ
O片
r
m
m
Fユ
ロ

m
q

片
岡

HH同U
S
E
r
-
m
u
日
付
回
宮
口
]
仏

r
m
5
2同
「
円
。
ロ
∞
広

R
E
-ロ
と

ご

宮

司

R
F
S
(同
町

O
B自
由

m
a
g
H
O
F巾
品
回
目

4日
F
m
同町田内

HOHW田

山
口
同
四
日
三
岳
同

Oロ
m
t
5
5・
叶
宮
田
町

O町
宮
口
吉
田
口
日
仏
ゲ
可

H
2
2
4
5
m
g
B
m
E
4
0
H仲
間
巳
仏

8
0
5
B
g仲
間
。

H
H
r
m
F
2・

2
2仲
件
。
同

mOO門H
1
0グ
ロ

O岳
山
口
問
即
日
目

OH開
ロ
開
口
四
回
目
白
弓
同

0
2
2
2∞
宮
岱
丘
町
片
山

O
E
n
o
s
H吉
田
正

Oロ
岳
田
口
問
団

E
r
z
m町

田
口
円
山
口
問
問

E
E
B
旬
。
門
昨
日
目
立

H
H
m
O同
口
}
百
円
同

2
2・
同
ロ
去
三
門
同

E
-
官
。
己
目
阻
止
片
山
内
山
阻
止

B
E仏
国
ロ
仏
自
由
ロ
ロ

2
回
目
出
回
同
げ
日
口
問
吋
己
主
。

5
・

- 16ー

か
れ
は
別
な
と
こ
ろ
で
、

ω
z
q
と
は
一
般
に
吋
丘
町
と
同
義
で
使
わ
れ
る
が
、
過
去
の
出
来
事
の
物
語
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
多

い
と
言
い
、
吋
丘
町
に
つ
い
て
は
、

短
篇
で
登
場
人
物
の
数
も
限
ら
れ
、

サ
ス
ペ
ン
ス
で
読
者
の
関
心
を
つ
な
い
だ
り
、

大
団
円
に
導
こ

う
と
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
意
味
の
説
明
を
し
て
い
た
。
そ
の

ω
g
q
と
、
右
の
引
用
の

E
♀
と
は
勿
論
意
識
的
に
使
い
分
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
追
遣
が
親
炎
し
た

ω町
ー
君
田

-
Z
H
ω
8
2
は
、
同
問
ロ
o
k
r
g
tロ
の
E
肘

5
5日
3

の
批
評
(
民
自
)
の
な
か
で
、

2
2



に
つ
い
て

J
r
o
o
t
τ
2
0同

2
2可
印

E
H
F
-
ロ
04刊
-
E
3
と
い
う
註
を
加
え
た
。

ク
ア
ツ
ケ
ン
ボ
ス
の
概
念
と
ほ
ぼ
同
義
だ
っ
た
と
思

ら
か
に
す
る
こ
と
だ
と
主
張
し
た
が
、

わ
れ
る
。
追
造
は
小
説
と
仮
作
物
語
(
多
分
目
立
芯
ロ
の
訳
)
と
を
同
じ
よ
う
に
使
い
、
そ
の
目
的
は
も
つ
れ
合
っ
た
因
果
の
秘
密
を
明

お
そ
ら
く
脈
絡
通
徹
と
い
う
言
葉
で
緊
密
に
仕
組
ま
れ
た
長
篇
小
説
的
構
成
を
考
え
て
い
た
の
で

あ
る
。そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。

ナ
ヲ
テ
イ
グ

ク
ア
ツ
ケ
ン
ボ
ス
は
、
多
分
に
虚
構
を
物
語

l
歴
史
に
引
き
つ
け
て
と
ら
え
て
い
た
気
配
が
あ
り
、
だ
か
ら
小

説
に
も
現
代
(
風
俗
)
史
的
な
条
件
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

吋

}MmZ04白
-
w
F
oロ
m
r
F
5
-即
日
内
叩
吾
四
河

O
B田
口
口
白
宮
町
田
自
由
ぽ
同
町
田
吉
吋
白
夕
食
再
開
門
印
片
岡

O
B
F
o
-
2
5片
山
ロ

F
E
円
仲
間
目
白
印

E

F
白

骨

-
5
2
2
0口
え

印

Oロ
E

B
田
ロ
ロ

2
印
V
O
H
F
m
含
4巳
OHM自
由
ロ
件
。
同
問

2
0
q
F
E己
主

oロ
岳
町
広
三
円
凶

g
g
o問
。
丘
町
ロ
同

Hu-

-山内

P
2
t
o
F
Z
m
z
r
2
u
当
日
混
同
日
回
目
岳
白
河

o自
由
ロ
ロ

m
u
g由
主
。
ロ
山
口
口

E
S
F
ロ

2
5
2巴
M1-B同
氏
。
ぴ
同

Emu
ゲ

E
m
L
g
m
m
F
2

1
5
8仏
0
5
0同
岳
町
ロ

O
B
5
0ロ
ロ

O口
吋
回
目
。
町
民
∞

E

F
印
宮
町
田
町
巳
仏
回
予

1
0ロ
-
m
m
g
r
o同
S
m
oロ
σ
同
m
g
v
Z
H
o
r

a
-
o
-
z
。
問
問

O
H
5
2
己

5
2
w
田口問)巾

E
Eロ
E
-
2
g
F
S門

H
4白
m
町田岡山

g
。同

Hr四
日

B
a
-
S片山
Oロ

5
m
m口
町
同
国
-
-

- 17ー

マ

ー

ペ

ヲ

ス

プ

ロ

パ

プ

戸

ウ

ォ

ル

タ

l

・
ス
コ
ッ
ト
は

E

叶
宮
吋
。
2
5
2
0
同
呂
∞
刊
で
w
の
前
書
き
(
H
∞
出
)
で
、
驚
異
と
蓋
然
性
と
い
う
二
つ
の
要
求
を
充
た
す

ピ
リ
オ
ド

歴
史
小
説
の
条
件
を
こ
ん
な
ふ
う
に
説
明
し
た
。
最
も
色
彩
に
豊
ん
だ
歴
史
の
時
代
と
い
う
の
は
、
古
代
の
粗
野
で
野
蛮
な
風
習
が
衰
退

し
か
も
そ
の
反
面
、
新
た
に
開
化
さ
れ
洗
練
さ
れ
た
時
代
の
動
き
が
始
ま
っ

た
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
。
前
者
に
よ
っ
て
目
覚
ま
し
く
特
異
な
人
物
の
事
件
を
導
入
し
、
後
者
の
感
情
や
性
格
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
に
現
実

の
萌
し
を
み
せ
つ
つ
も
ま
だ
十
分
に
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、

感
を
与
え
つ
つ
描
き
出
す
。

つ
ま
り
奇
具
な
事
件
を
設
定
し
て
も
読
者
か
ら
異
議
の
出
な
い
程
度
に
は
隔
り
、
現
代
人
の
心
理
や
感
情
で

リ
プ
ラ
イ
ス
出
来
る
く
ら
い
に
近
い
よ
う
な
歴
史
的
転
換
期
こ
そ
が
望
ま
し
い
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ク
ア
ツ
ケ

γ
ボ
ス
が
物
語

1
歴

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語

史
に
引
き
つ
け
て
虚
構
を
論
じ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
ユ
ポ
ッ
ク
の
小
説
的
発
見
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
、

右
に
引
用
し
た
箇
所
で
は
、
ス
コ
ッ
ト
的
な
混
合
形
態
か
ら
ロ
マ
ン
ス
と
ノ
ヴ
ェ
ル
を
蹄
分
け
し
、
社
会
風
俗
の
描
写
、
日
常
生
活
の
な

か
の
事
件
に
基
づ
く

ω
z
q
の
展
開
と
い
う
条
件
を
、
小
説
の
特
質
と
し
て
意
味
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
た
生
活
の
描
写
、
人
生
の
再
現
と
い
う
当
時
の
小
説
家
た
ち
の
合
言
葉
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。

た
だ
し
へ
ン
リ

l

・
ジ
ェ
イ

ム
ス
ふ
う
に
言
え
ば
、
当
時
の
作
者
た
ち
は
け
っ
し
て
現
代
社
会
の
人
生
を
リ
ア
ル
に
描
い
て
能
事
足
れ
り
と
安
心
で
き
て
い
た
わ
け
で

イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
社
会
で
は
、
多
く
の
人
は
は
っ
き
り
と
言
明
す
る
の
を
恥
じ
て
は
い
る
が
、
要
す
る
に

ア
ポ
ロ
グ
エ
テ
ィ
ッ
ク
ス

ω
5
4
の
よ
う
に
見
せ
か
け
の
現
実
で
し
か
な
い
も
の
は
何
ら
か
の
程
度
で
護
教
諭
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

主
-
£
、
。

'
u
v
d
/

、L
V

真
に
人
生
の
再
現
を
試
み

て
い
る
か
の
ご
と
き
口
実
は
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

」
の
よ
う
な
暗
黙
の
圧
力
の
下
で
、

か
れ
ら
は
一
寸
し
た
余
談
を
設
け
て
み

- 18ー

ず
か
ら
手
の
内
を
明
か
し
、
小
説
は
現
実
の
み
せ
か
け
で
し
か
な
い
と
釈
明
し
た
。

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
小

ア
ポ
ロ
グ
エ
デ
ィ
タ
タ

説
の
自
己
言
及
的
な
性
格
が
、
最
近
構
造
主
義
的
な
立
場
か
ら
関
心
を
呼
ん
で
き
た
が
、
も
と
も
と
は
以
上
の
ご
と
き
自
己
弁
明
的
な
事

情
に
始
ま
り
、
や
が
て
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
内
に
そ
の
解
読
法
を
仕
組
ん
だ
独
自
な
言
語
体
系
に
自
立
さ
れ
る
発
展
を
辿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
W
・
D
-
コ
ッ
ク
ス
の
虚
構
観
は
、
単
に
と
ら
え
方
だ
け
で
な
く
、
そ
の
言
い
ま
わ
し
ま
で
ク
ア
ツ
ケ
ン
ボ
ス
と
ほ
と
ん
ど
お
な

じ
で
あ
っ
た
が
、

わ
ず
か
に
次
の
よ
う
な
点
に
コ
ッ
ク
ス
ら
し
さ
が
認
め
ら
れ
る
。

k
r
m
o
o門
同
め
己
芯
ロ

mro戸
E
白
-d-品
、
田
ゲ
日
当

HF丘
町
ロ

4
1
F
恒

三

日

当

吉

田

rod-ロ
m
F
m
σ
g
E
U『
同
ロ
門

H
2
E
B
H
v
r
o同
R
E
}岡
田
口
門

H

4FHHCHP
間
口
仏

F
m
仏
出
向
。

H
B
I一
可
自
門
同
匂

H
M
H
H
U
r
H
S
E
O同
同
国
-
田
町

F00仏
田
口
門

H
i
s
-
吋
}
阿
佐
ロ
戸
国
間
由
。
同
ロ

S
E
E
R
-回
目

OH白
羽
正
即
日
〕
『

吋
何
回
門

H
F
S
S
U
1
0
F
2
w
g門
目
。
同
窓
口

m
M
2
2
同

匂

O当
日
同
巳
吉
出
回
目
口
口
開

0
4
2
B
O
B
-回
出
口
門

H
S由
同
問
由
。
同
白
ロ

E
-
oロ・



吋}凶日〉可。刊、町内噌
4

岳
山
口
}
同
町
田
空
回
同
巾

pvtoロ円山
g
R
F
g
m
F
O
山口ロ広町ロ

g
c
H
5
0内HOHロ
印

O口町田
-
E向
。

H
B同ロロ
m
H
p
n
o
E回
目
'

山
口
ぬ
四
4
由同一可唱。印回一寸日開

4
同吋日開片山「
C
同
門
戸
戸
田
同
田
口
一
打
開
門
田
ロ
円
円
。
向
田
口
町
ロ
ゆ
吋
一
ア
出
口
仏
仏
由
回
目
的
口
問
門
四
件
。
四
阿
ロ
芹
白
片
0
4
け
『
由
史
山
田
門
同
町
へ
田
町
三
内
山
口
ω
印仲

σ同

問

H
a
E
2
2
2巴
Oロ
O同
0
4
8
F
同
ロ
山
口

4
0
H
a
B
m
E
え

5
5
2∞
F

S
円
山
岳

O
E
M
5
4目
-
-
g
m
o同
百

E

S巳
何
回
。
向
田
V-E-

コ
ッ
ク
ス
ら
し
さ
と
言
っ
て
も
、
結
局
そ
れ
は
ク
ア
ツ
ケ
ン
ボ
ス
の
意
見
合
}
少
し
ば
か
り
敷
街
し
て
美
/
醜
、
真
実
/
虚
偽
、
美
徳
/

悪
徳
と
い
う
よ
う
な
二
項
対
立
の
観
点
を
持
ち
込
む
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
初
め
に
も
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、

つ
ま
り
ベ
イ
ン
の

ωつ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
箇
所
と
の
関
連
は

か
れ
は
詩
を
芸
術
の
一
つ
に
数
え
て
い
た
が
、

H
V
5
2
目
立
芯
ロ
に
つ

い
て
は
そ
の
詩
の
考
察
の
な
か
で
僅
か
に
言
及
し
た
だ
け
で
、
要
す
る
に
小
説
と
は
叙
事
詩
の
散
文
的
翻
訳
に
す
ぎ
ず
、
主
題
を
現
代
に

- 19ー

ち
な
み
に
か
れ
が
明
ら
か
に
参
照
し
た
も
う
一
つ
の
修
辞
学
、

見
出
す
か
過
去
か
ら
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
種
別
が
出
来
る
、
と
い
う
程
度
の
こ
と
を
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ク
ア
ツ
ケ

シ
ボ
ス
は
、
そ
も
そ
も
芸
術
と
い
う
問
題
に
は
関
心
を
払
わ
ず
、
詩
は
ご
く
つ
け
足
し
程
度
に
し
か
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

コ
ッ
ク
ス

が
後
者
に
依
拠
し
て
小
説
を
考
察
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
、
真
善
美
の
観
点
の
導
入
を
、
一
国
家
の
徳
義
や
審
美
眼
へ
の
影
響
と
い
う
点
と
結
び
つ
け
て
み
る
な
ら
ば
、
新
た
な
特
徴
が
一

つ
浮
ん
で
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
三
宅
雪
嶺
の
『
真
善
美
日
本
人
』
の
出
現
を
予
告
す
る
よ
う
な
、
美
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
想
で

あ
る
。
真
善
美
の
偽
悪
醜
に
対
す
る
勝
利
と
い
う
、
こ
の

HV。丘一口
H
d
在
日
の
方
法
は
|
|
こ
の
点
だ
け
は
ベ
イ
ン
の
叙
事
詩
論
か
ら
コ

ナ
ヲ
テ
イ
グ

ッ
ク
ス
は
摂
取
し
た
と
思
わ
れ
る
|
|
i
民
族
や
共
同
体
や
国
家
が
そ
の
内
部
で
み
ず
か
ら
の
物
語

l
歴
史
を
作
る
と
き
の
伝
統
的
な
仮
構

方
法
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
小
説
の
根
本
要
件
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
は
、
小
説
を
民
族
や
国
家
な
ど
の
歴
史
の
隠
轍
と
化
す
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語

そ
う
す
る
と
問
題
は
、
小
説
が
み
ず
か
ら
の
複
雑
な
仕
掛
を
発
く

E
E
の
方
向
を
選
ぶ
と
き
、

は
た
し
て
そ
れ
が
隠
聡
と
し
て
の
民

族
や
国
家
の
歴
史
の

E
E
を
も
発
く
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
単
に
小
説
に
お
け
る
物
語
性
の
喪
失
と
自
滅
を
招

テ
ヲ
テ
イ
グ

来
す
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
判
断
す
る
前
に
、
歴
史
が
物
語
で
あ
る
所
以
を
み
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

章

歴
史
と
い
う
物
語

ヘ
ッ
プ
バ

l
ン
の
刷
は
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
修
辞
学
の
な
か
で
最
も
多
く
歴
史
に
筆
を
費
し
て
い
た
が
、
時
代
区
分
に
つ
い
て
こ
ん

エ
ポ
ツ
ク

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
時
代
を
区
分
す
る
こ
と
は
歴
史
を
明
確
で
完
全
に
理
解
す
る
重
要
な
手
段
で
あ
っ
て
、
時
代
の
境
界
線
を
画
期

- 20ー

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
連
の
出
来
事
が
終
結
す
る
重
要
な
事
件
に
よ
っ
て
画
さ
れ
、
か
つ
歴
史
の
コ

l
ス
に
新
し
い
方
向
を
与

え
る
。
そ
こ
か
ら
過
去
を
探
り
、
あ
る
い
は
新
た
な
段
階
へ
入
っ
て
ゆ
く
有
益
な
地
点
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
に

画
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
、
事
件
の
特
質
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
明
瞭
な
歴
史
的
個
性
を
備
え
、
事
件
の
プ
ロ
ッ
ト
を
完
遂
す
る
ド

ピ
ギ

=
yグ
ミ

ド

山

W

エ

y
ド

エ

ポ

ツ

ク

ラ
マ
を
演
じ
、
そ
れ
自
体
の
開
始
と
中
間
と
終
結
を
持
つ
。
換
言
す
れ
ば
、
画
期
と
は
世
紀
単
位
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
る
種

ナ
ラ
テ
イ
ゲ

の
教
会
史
や
世
俗
史
に
用
い
ら
れ
る
世
紀
単
位
の
区
分
に
よ
っ
て
物
語
を
中
断
す
る
よ
う
な
愚
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
れ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
断
っ
た
理
由
は
、
二
つ
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
右
の
要
約
的
紹
介
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
か
つ
て
優
勢
を
誇
っ
た
教
会
史
の
方
法
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
。
教
会
史
は
聖
書
の
予
言
に
従
っ
て
人
類
の
運
命
を
千
年
単
位
で

と
ら
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
十
分
割
し
て
世
紀
と
い
う
概
念
を
作
っ
た
が
、
現
在
で
も
そ
れ
は
世
紀
末
意
識
や
終
末
観
と
し
て
残
っ
て
い
る
。



し
か
し
か
れ
の
よ
う
に
事
件
の
生
成
と
終
結
に
よ
っ
て
時
代
区
分
を
構
想
す
る
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
世
紀
と
は
単
な
る
年
表
上
の
目
盛

に
す
ぎ
な
い
。
時
代
に
個
性
を
見
、
事
件
の
展
開
と
い
う
旦
己
に
よ
っ
て
時
代
を
画
そ
う
と
す
る
意
識
。
こ
の
雌
誠
意
識
も
、
あ
る
い

ア
ネ
ク
V
1ト

は
伝
道
者
や
荊
教
者
の
逸
話
の
集
積
で
あ
る
よ
う
な
布
教
史
に
対
す
る
批
判
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
時
代
の
始
ま
り
と
中

間
と
終
結
と
い
う
構
成
を
強
調
す
る
発
想
の
な
か
に
、
世
紀
末
意
識
や
終
末
論
の
残
像
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

も
う
一
つ
の
、

よ
り
強
調
さ
れ
た
理
由
は
、
年
代
記
か
ら
歴
史
を
質
的
に
区
別
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属

す
る
出
来
事
を
時
間
的
順
序
に
配
列
し
た
だ
け
の
年
代
記
は
歴
史
の
資
料
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
あ
る
事
件
の
原
因
と
結
果
を
明
ら
か

に
す
る
観
点
か
ら
そ
れ
を
取
捨
選
択
す
る
と
こ
ろ
に
歴
史
が
成
立
す
る
。
こ
れ
は
一
人
へ
ッ
プ
パ
!
ン
に
か
ぎ
ら
ず
、
当
時
の
修
辞
学
者

た
ち
に
共
通
の
認
識
だ
っ
た
。
も
う
少
し
こ
れ
を
敷
桁
す
れ
ば
、
年
代
記
的
な
時
間
意
識
と
は
、
年
毎
に
繰
り
返
さ
れ
る
祭
-
組
、
儀
礼
や

生
産
活
動
に
よ
る
持
続
感
と
、
あ
る
年
の
自
然
的
社
会
的
事
情
に
よ
る
そ
れ
ら
の
一
寸
し
た
変
更
が
、
隣
接
す
る
年
と
の
比
較
で
差
異

l
変

化
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
両
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
い
わ
ば
時
間
的
隣
接
性
の
な
か
の
差
異
の
連
鎖
が
ロ

註
三

マ
l
ン
・
ヤ
l
コ
ブ
ソ
ン
の
言
う
換
職
的
な

ω
Z弓
を
作
る
わ
け
で
、
そ
の
反
復

l
持
続
が
何
ら
か
の
形
で
断
ち
切
ら
れ
な
い
か
、
ぎ
り
歴

史
は
生
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ッ
プ
パ

l
ン
た
ち
の
考
え
る
歴
史
と
は
、
そ
の
差
異
の
終
結
の
な
い
連
鎖
の
な
か
に
事
件

y
ド

ナ

ヲ

テ

イ

ず

の
生
成
を
見
出
し
て
因
果
論
的
な

E
2
を
構
成
し
、
事
件
の
終
結
に
よ
っ
て
時
代
を
画
す
る
物
語
の
方
法
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

エ
ポ
ツ
タ

う
。
そ
の
意
味
で
画
期
と
は
世
紀
単
位
の
区
分
に
劣
ら
ず
人
為
的
な
虚
構
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
れ
ら
の
眼
に
は
あ
く
ま

で
も
事
実
の
領
域
で
起
っ
た
事
件
の
幕
が
降
る
、
現
実
的
な
区
切
り
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
区
分
の
方
法
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
社
会
単
位
に
対
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ
ッ
プ
パ

l
γ

は
当
時
の
多
く
の
歴
史
家
に
み
ら
れ
た
、
単
な
る
歴
史
的
事
件
へ
の
興
味
で
戦
争
や
革
命
、
陰
謀
、
政
治
的
取
り
引
き

北
大
文
学
部
紀
要
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Every society can have its history. The most important of this class [Special History] is the history 

of a nation. 
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“J¥lIen expect from history，" says Guizot，“experience analogous to the wants they feel， to the life 

they live; they desire to understand the real nature and hidden springs of institutions; to enter into 

the movements of parties， to follow them in their combinations， to study the secret of the in:fluence of 

the masses， and of the action of individuals. Men and things must resuscitate before them， no longer 

merely as an interest or deversion， but as a revelation of how rights， liberties， and power are to be acquired， 

exercised， and defended; how to combine opinions， Interests， passions， the necessities of circumstances， 
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ナ

ν
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グ

ヨ

シ

し
か
し
歴
史
家
は
生
彩
に
富
ん
だ
語
り
口
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
、
そ
れ
と
幅
広
い
哲
学
的
な
視
点
と
の
統
合
を
理
想
と
し
た
。
哲
学
的
視
点
と
は
ギ
ゾ
l
が
言
う
よ
う
に
、
抽
象
的
に
は
人
類
の
事
業

と
社
会
の
発
展
が
力
強
い
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、
権
利
や
自
由
や
権
力
が

ギ
ゾ

1
の
意
見
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
、

ヘ
ッ
プ
バ

l
γ

は、

い
か
に
獲
得
さ
れ
、
実
践
さ
れ
、
守
ら
れ
る
か
を
開
示
し
て
、
歴
史
が
自
由
を
重
ん
ず
る
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

ハ
ー
ト
に
と
っ
て
一
般
に
歴
史
と
は
国
家
あ
る
い
は
帝
国
(
又
は
そ
の
統
治
)

テ
ラ
テ
イ
ウ

ス
に
と
っ
て
は
共
同
体
や
国
家
の
事
件
の
物
語
で
あ
っ
た
。

の
事
業
の
記
録
で
あ
り
、

ク

ア

ツ

ケ

ン

ボ

- 23ー

ヘ
ヅ
プ
バ

l
ン
は
そ
れ
に
較
べ
て
歴
史
の
あ
り
方
を
も
っ
と
幅
広
く
と
ら
え

て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
結
局
、
歴
史
の
主
要
な
社
会
単
位
は
(
ギ
ゾ
l
と
お
な
じ
く
)
国
家
以
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

国
家
が
ま
だ
多
く
の
人
々
の
重
要
な
献
身
対
象
だ
っ
た
時
代
の
、
そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
傾
向
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、

お
そ
ら
く
国
家
と
い
う
枠
組
み
な
し
に
は
歴
史
が
現
代
に
至
る
ま
で
人
文
科
学
の
主
要
な
一
領
域
と
な

エ
ポ
ツ
ク

り
う
る
ほ
ど
発
達
は
と
げ
な
か
っ
た
し
、
時
代
と
か
画
期
と
か
い
う
概
念
も
そ
の
枠
組
み
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち
え

さ
し
あ
た
り
歴
史
学
に
で
き
る
抵
抗
は
一
見
し
て
明
ら
か
な
物
語
性
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
時
代
と
い
う
観

ナ
ヲ
テ
イ
グ

念
や
、
後
述
す
る
よ
う
な
物
語
の
基
本
的
要
素
は
依
然
と
し
て
残
し
て
い
る
。
歴
史
家
も
も
ち
ろ
ん
み
ず
か
ら
の
方
法
を
明
か
し
は
す

な
い
で
あ
ろ
う
。

る
。
だ
が
、
小
説
は
そ
の
自
己
言
及
的
な
性
格
の
お
か
げ
で
み
ず
か
ら
の
盟
主
を
明
か
す
も
う
一
つ
の

}
U
F
?を
内
在
さ
せ
る
こ
と
が
で

北
大
文
学
部
紀
要
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There are two defective methods of historical composition which are very prevalent. 

1st. History deals with individual concr巴tefacts， and aims to embody them in an a妊ectivepicturesque 

narrative; it is closely related to poetry and romance. If it is written with a view simply to giv巴 a

brilliant narrative that shall please the imagination and satisfy curiosity， it b巴comesa romance; and 

realizes none of ends for which history is written. 

2nd. If the writer gives promin巴nceto the principles which can be derived from the facts， and make his 

work a depository of general views， that gratify the speculative intellect， he does not write history; his 申

work is a scientific treatise， wanting in the essential features of genuine history. 

A perfect history avoids both extremes. 1t gives to imagination and reason their du巴 andcombines 

vivid narration with broad philosophical views. History is not science. It exhibits individual facts， and 

is not a system of notions and general principles，・・・・・ittells， not what generally is， or what must be， but 

facts that once occurred and that will never occur again. 
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別
な
歴
史
の
考
え
方
を
採
る
な
ら
ば
、

空
間
の
な
か
に
そ
っ
く
り
再
現
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
い
う
限
界
論
の
、
そ
の
裏
返
し
の
表
現
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
し
全
く

一
回
性
の
問
題
な
ど
は
起
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
歴
史
が
年
代
記
的
な
持
続
感
を
断
ち
切
る
事
件

と
と
も
に
現
わ
れ
る
、
そ
れ
自
体
も
ま
た
一
個
の
事
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
何
回
で
も
そ
れ
は
起
り
う
る
の
で
あ
る
。

そ

う
い
う
疑
問
、
が
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
ヘ
ッ
プ
パ

l
ン
や
そ
の
他
の
修
辞
学
者
た
ち
は
右
の
よ
う
に
考
え
た
わ
け
で
、
多

分
そ
れ
は
時
代
と
い
う
観
念
と
無
関
係
で
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、

か
れ
ら
は
時
代
の
区
切
り
を
、

一
連
の
出
来
事
を
終
結
さ
せ
る
重
要

な
事
件
が
起
っ
た
時
点
に
求
め
、
そ
こ
か
ら
過
去
を
探
り
未
来
を
展
望
す
る
と
い
う
時
間
の
構
造
化
を
行
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
時
点
を
想
像
的
な
現
在
と
み
な
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
年
代
記
に
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
意
味
で
の
過
去
現
在
未
来
は
内
在
し
な

い
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
時
点
を
認
識
上
の
現
在
と
し
て
生
き
生
き
と
追
体
験
で
き
る
想
像
力
を
こ
そ
ヘ
ッ
プ
パ
l
ン
た
ち
は
求
め
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

- 25ー

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
物
語
り
う
る
語
り
子
は
ど
ん
な
条
件
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
引
用
、
が
多
く
な
る

が
、
次
も
ま
た
へ
て
フ
パ
l
ン
の
言
葉
で
あ
る
。
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and distinguishing what is permanent from what is transitory， what is essential from what is accidental， 

that the historian's powers of g巴neralizationand his philosophic culture are shown. The exhihition of 

facts with scruplous exactness without these higher qualities gives us chronicles and annals -the materials 

of history; but there is wanting a correct view of the meaning and bearings of the ev巴nts reported. 

These the historian discovers; he draws from the rude narratives what the original writers never saw 

in them. 

The chronological method gives the events in the order of their occurrence. ......But the exclusive 

employment of this method destroys the unity of the narrative， separats related and throws together he-

terogeneous matters; and produces a rude， undigested mass， not an organic whole. 

、Q
The disposition of the materials is an important and difficult part of the historian's task. There is no '"" 

one m巴thodthat can be exclusively employed. The mode of representation varies with the point of view 

of the writer. and the subject of the history. 

In history， as in every literary work， unity is indispensable. Historical unity is not the same as sci司

entific and oratorical. It resides in the subject -in the society， institution， individual whose life is 

narrated. 
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ヘ
テ
ロ
ジ

1

ニ

ア

ス

ナ

ヲ

テ

イ

グ

換
言
す
れ
ば
、
歴
史
は
編
年
史
的
方
法
の
異
種
混
合
的
な
素
材
の
集
積
に
物
語
の
統
一
を
与
え
、
有
機
的
な
全
体
を
作
り
出
す
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
第
一
章
で
私
は
当
時
の
芸
術
と
芸
術
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
区
別
の
な
か
に
、
精
神
/
肉
体
の
二
項
対
立
が
潜
ん
で
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
歴
史
/
年
代
記
(
お
よ
び
編
年
史
)
に
は
、
ホ
モ
ジ
ェ
ニ
テ
ィ
/
ヘ
テ
ロ
ジ
ェ
ニ
テ
ィ
、
秩
序
/
乱

雑
、
有
機
体
/
無
機
物
と
い
う
二
項
対
立
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
結
局
年
代
記
の
著
者
は
非
生
命
(
死
)
を
合
意
さ
れ
、
排
除
の
対

象
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
素
材
た
る
年
代
記
か
ら
異
質
な
も
の
を
取
り
除
き
、
統
一
さ
れ
た
組
織
体
と
し

て
の
生
命
を
吹
き
込
む
の
が
歴
史
家
の
語
り
口
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
語
ら
れ
る
国
家
は
、
当
然
ホ
モ
ジ
ェ
ニ
ア
ス
な
統
一

体
と
し
て
、

そ
れ
固
有
の
生
長
と
運
命
を
も
っ
擬
人
化
さ
れ
た
姿
で
現
わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

開
司
町
三
田

HHHza
ロ
O
件
。
口
々
ず
ぬ

4FibU1
℃
。
三
門
戸
可
包

u
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Z
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2
-
丘
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ロ
ロ
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B
E件
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g
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B
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m
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国
ロ
門
回
目

H
H
6
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2
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O
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吋
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門
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田
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q
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岳
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口
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。
庄
内
出

4
E
E
}・
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こ
の
よ
う
に
年
代
記
や
編
年
史
の
作
者
に
対
し
て
特
権
化
さ
れ
た
歴
史
家
は
、
人
間
的
感
情
、
と
り
わ
け
善
の
賞
讃
と
悪
の
非
難
と
い

う
道
徳
的
感
情
を
許
さ
れ
、
異
質
な
も
の
を
排
除
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
執
行
す
る
手
段
が
視
点
と
主
題
で

あ
っ
た
。

お
お
か
た
の
歴
史
家
は
性
格
的
に
党
派
根
性
に
と
ら
わ
れ
や
す
い
の
で
、
出
来
る
だ
け
現
代
の
偏
見
や
情
念
を
過
去
へ
持
ち
込

ん
だ
り
せ
ず
、
具
っ
た
時
代
の
考
え
方
や
感
じ
方
の
な
か
に
自
分
を
置
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヘ
ッ
プ
パ

l
γ

は
別
な
箇
所
で
こ

ん
な
警
告
を
発
し
て
い
た
が
、
歴
史
の
方
法
に
対
す
る
注
文
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
上
の
よ
う
な
権
利
に
伴
う
倫
理
綱
領
と
さ
え
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

視
点
は
歴
史
家
の
関
心
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
主
題
は
対
象
と
の
か
か
わ
り
か
ら
形
成
さ
れ
る
。

そ
れ
が
多
種
多
様
な
り
は
、
か
れ
が
先

北
大
文
学
部
紀
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歴

史

・

視

点

・

物

語

イ
シ
プ
イ
グ
イ
ヂ
ユ
プ
ラ
イ
ス

ほ
ど
の
よ
う
な
意
味
で
人
開
化
さ
れ
た
(
年
代
記
作
者
の
死
者
化
に
対
し
て
生
命
化
さ
れ
た
)
存
在
と
し
て
、
個
別
化
さ
れ
た
立
場
を
負

サ

プ

グ

忍

グ

ト

ナ

ヲ

テ

イ

グ

サ

プ

ジ

エ

グ

子

っ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
の
立
場
に
よ
る
主
題
を
持
つ
こ
と
で
、
歴
史
と
い
う
物
語
の
主
体
と
な
る
。
そ
の
主
題
に
よ
っ

メ

イ

ン

・

イ

ベ

ン

ト

セ

y
ト
ヲ

P
・
キ
ヤ
ヲ
タ
タ
1

プ
ロ
ッ
ト

て
主
要
な
事
件
や
中
心
的
人
物
が
選
ば
れ
、
日
戸
山
口
や

B
E
E
-
で
な
い
も
の
は
遠
景
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
事
件
の
筋
立
に
か
か
わ
ら

な
い
事
象
は
混
乱
を
招
く
異
物
と
し
て

s

取
り
除
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
必
然
性
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で
は
二
重
の
意
味
を
持
つ
。

一
つ
は

原
因
が
結
果
を
必
要
か
つ
十
分
条
件
的
に
説
明
し
う
る
こ
と
と
、

る
。
描
写
も
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は

E
Z
の
叙
述
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
い
う
意
味
で
あ

ロ
向
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一
九
世
紀
の
小
説
家
が
市
民
権
を
主
張
す
る
た
め
に
歴
史
を
モ
デ
ル
と
し
て
小
説
の
諸
条
件
を
整
え
よ
う
と
し
た

経
緯
が
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
あ
る
意
味
で
歴
史
と
は
メ
タ
年
代
記
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
を
読
む
行
為

こ
う
し
て
み
る
と
、

か
ら
発
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
、
次
章
で
ふ
れ
る
よ
う
に
旅
行
記
が
一
つ
の
手
が
か
り
だ
っ
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
先
行
す
る

伝
奇
や
一
八
世
紀
以
来
隆
盛
と
な
っ
て
き
た
小
説
を
視
野
に
収
め
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
予
想
で
き
る
。
結
果
論
的
に
言
え
ば
、
歴
史
家

ナ
ヲ
テ
イ
グ

は
異
種
混
合
的
な
伝
奇
や
小
説
を
純
化
す
る
形
で
物
語
の
方
法
を
整
備
し
、
そ
れ
を
次
に
は
小
説
の
理
論
家
が
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。

小
説
に
関
す
る
懐
疑
的
な
論
議
を
鎮
静
さ
せ
る
唯
一
の
効
果
的
な
や
り
方
は
、
小
説
と
絵
画
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
利
用
し
て
、
絵
画
が
現
実

で
あ
る
ご
と
く
小
説
は
歴
史
だ
と
主
張
す
る
こ
と
だ
、
と
は
へ
ン
リ
l
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
の
意
見
で
あ
っ
た
。
も
う
一
度
念
の
た
め
に
整
理



す
れ
ば
視
点
と
主
題
に
よ
る
中
心
的
な
事
件
や
人
物
の
設
定
、
必
然
論
的
な
盟
主
観
に
基
づ
く
有
機
的
な
統
一
体
と
し
て
の
構
想
と
、

余
談
や
逸
脱
部
分
を
異
質
あ
る
い
は
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
、
道
徳
的
判
断
を
秘
め
た
人
間
的
な
感
情
に
よ
る
国
家
と
そ

れ
に
か
か
わ
る
個
人
の
運
命
、
地
域
色
や
民
衆
生
活
の
景
況
の
描
写
な
ど
。

ナ
ラ
テ
イ
グ

一
八
世
紀
の
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
は
脱
線
を
物
語
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
主
張
し
た
が
、

」
れ
ら
全
て
が
小
説
の
必
要
条
件
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い

っ
た
。

一
九
世
紀
の
ア
ン
ソ
ニ

l

・
ト

ロ
ロ

l
プ
は
ほ
と
ん
ど
ナ
1

ヴ
ァ
ス
な
ほ
ど
上
の
条
件
を
守
ろ
う
と
し
て
、
余
談
的
要
素
の
混
入
を
警
戒
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
小
説
は
歴
史

の
方
法
に
従
順
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

作
品
に
作
者
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
事
実
問
題
で
は
な
く
て
、
テ
ク
ス
ト
の
と
ら
え
方
の
問
題
で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
ふ
れ
な

ナ
ラ
テ
イ
グ

い
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
歴
史

l
物
語
の
主
体
と
は
存
在
概
念
よ
り
も
む
し
ろ
機
能
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と

ナ

ν
t
p
ー

し
た
小
説
の
主
体
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
機
能
概
念
の
側
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
、
い
ま
語
り
手
を
呼
ぶ
と
す
れ

ば
、
そ
の
主
体
性
の
問
題
も
ま
た
右
の
よ
う
な
小
説
の
諸
条
件
と
相
関
々
係
で
見
て
い
か
な
け
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
木
の
近
代
文
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学
研
究
に
依
然
と
し
て
根
強
い
、
作
品
の
出
来
不
出
来
を
「
作
家
主
体
」

の
成
熟
度
か
ら
説
明
す
る
や
り
方
は
、
こ
の
相
関
々
係
を
物
語

条
件
の
な
か
の
因
果
律
に
置
き
換
え
、
存
在
概
念
と
し
て
の
作
者
を
密
輸
入
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
評
伝
研
究
も
こ
の
物
語
条
件

を
充
た
す
べ
く
作
ら
れ
て
い
る
。
も
し
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
現
実
の
反
映
と
い
う
問
題
を
、

い
わ
ゆ
る
内
容
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な

く
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
長
期
的
に
持
続
す
る
物
語
条
件
そ
れ
自
体
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
歴
史
や
小
説
の
み
な
ら
ず
評
伝

セ
Y
ト
ラ

P
・

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

ナ

V
1
F
I

に
至
る
ま
で
近
代
国
家
の
構
成
方
法
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
そ
の
主
人
公
や
語
り
手
の
主
体
性
は
、
国
家
と
い
う
主
休
文
は
そ
の

中
心
人
物
的
な
主
体
の
意
識
せ
ざ
る
隠
職
、
あ
る
い
は
白
虐
的
な
陰
画
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語一

九
世
紀
の
修
辞
家
た
ち
は
歴
史
の
方
法
に
つ
い
て
も
う
一
つ
や
っ
か
い
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
同

デ
ス
ク
リ
プ
グ
ヨ

y

時
性
の
問
題
で
あ
る
。
現
実
の
事
件
は
時
と
し
て
幾
っ
か
が
同
時
的
に
発
生
す
る
が
、
言
語
に
よ
る
記
述
は
そ
れ
に
前
後
関
係
を
与

さ
て
と
こ
ろ
で
、

え
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
を
ど
う
方
法
化
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
関
心
を
示
し
た
の
は
コ
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
か
れ
は
言
っ
て
い
る
。

同
ロ
ロ
田
口
丘
町

H
m
F
o
r
-
m
z
q
o向
田
口
。
ロ

EHUJd司
白
『
同

4
m
g
W
2
-
M
E
B
U門
山
岳
え

242m回
目
己
由
回
田
町
田

O同
町

4
8同
曲
目
同
市
問
。
片
口
問

。
ロ
主
任
開
田
由
民
話
・
:
:
:
〉
ロ
仏
君
。
∞

E
-
-
2
0ロ
ロ
目
印

2

F主
何
回
口
『
。
同
岳
巾
印
日
仏
品
目
立

g
g
z
r
g
同

r
u
z
q
o同
5
0
4司ロ

口
O
E冊
目
]
百
円
出
口
町
。

5
3
F
F
o
r
z
Z
H
-
2
0町
田
口
吾
白

Hg?

盟
主
目
白
ロ
仏
仏

2
2
5目
F
m
-
g
eロ
m
H
2
2広
場
己
虫
色
守
山
口

m
F
m
g
g
H
mロ
柱
。

5w-MO--片
山
口
同
「
由

O口
E
V
8
5
5
2口
E
L
r

z
s
q
w
h
w口・
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二
つ
自
の
文
章
は
り

H・の
o
E
2
な
る
人
物
か
ら
の
引
用
で
あ
る
、
が
、
と
も
あ
れ
コ
ッ
ク
ス
は
複
雑
な
様
相
の
事
件
を
、
ま
ず
宗
教
、

政
治
、
社
会
、
商
業
、
文
学
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
別
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
把
握
し
た
上
で
相
互
に
関
係
づ
け
る
こ
と
を
主
張
し
て

い
た
。
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
流
れ
の
同
時
的
並
列
状
態
を
想
定
し
、
そ
れ
を
横
断
す
る
よ
う
な
視
線
の
運
動
を
要
請
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
下
部
構
造
と
上
部
構
造
と
に
別
け
て
、
原
因
と
結
果
の
関
係

メ
イ

ν
・
イ
ベ

y
ト

ナ

ν
'
F
1

で
み
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
流
れ
を
主
要
事
件
と
し
て
選
ぶ
か
は
語
り
手
の
関

か
れ
は
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
階
層
的
に
は
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
。

心
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
流
れ
は
遠
景
化
さ
れ
た
り
時
に
は
省
略
さ
れ
る
。

た
だ
、
省
略
さ
れ

た
も
の
を
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
は
お
互
に
範
列
論
的
な
関
係
に
あ
り
、
だ
か
ら
あ
る
叙
述
レ
ベ
ル
の
な
か
に
別
な
流
れ
の
用
語
や
簡

潔
な
叙
述
が
挿
入
さ
れ
て
隠
喰
的
な
喚
起
力
を
発
揮
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
語
り
口
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ



ぞ
れ
の
流
れ
の
時
間
的
な
目
盛
り
は
大
き
く
具
る
は
ず
で
、
こ
の
挿
入
に
よ
っ
て
あ
る
レ
ベ
ル
の
時
間
が
圧
縮
さ
れ
た
り
引
き
延
ば
さ
れ

た
り
し
て
年
代
記
や
編
年
史
の
均
質
的
な
時
間
と
は
違
う
時
間
操
作
が
生
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
例
え
ば
ル
イ
一
回
世
の
食
事
と

い
う
持
続
的
な
日
常
の
な
か
で
、
ブ
ル
タ

i
ニ
ュ
地
方
の
ブ
ド
ウ
生
産
の
不
況
が
簡
潔
適
切
に
言
及
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
既

に
歴
史
の
発
生
、
少
く
と
も
歴
史
が
現
出
す
る
こ
と
の
予
兆
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

ナ

ラ

テ

イ

ゲ

エ

ピ

ぜ

ツ

ト

コ
ッ
ク
ス
が
そ
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、
す
ぐ
れ
た
歴
史

1
物
語
の
条
件
と
し
て
例
え
ば
形
容
語
し
て
の
海
名
ゃ
、

ゐ

7
ν
1
u
v
ヨ
y

媒
介
項
を
省
略
し
て
相
呉
る
レ
ベ
ル
の
叙
述
を
直
接
に
結
び
つ
け
て
み
せ
る
語
り
口
を
奨
め
て
い
た
点
で
、
そ
の
方
向
へ
歩
み
出
し
て
い

か
れ
は
そ
れ
を
同
時
並
存
す
る
も
の
の
横
断
と
い
う
方
法
か
ら
着
想
し
た
の
で
あ
り
、
す
る
と
問
題

た
と
だ
け
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
ど
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
そ
の
方
法
を
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一品早

旅
行
者
の
眼
と
時
間

- 31ー

ナ
ヲ
テ
イ
グ

一
九
世
紀
半
ば
の
修
辞
学
で
、
旅
行
記
や
航
海
記
が
歴
史
と
と
も
に
物
語
の
主
要
な
ジ
ャ
ン
ル
に
数
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
指
摘

し
て
お
い
た
。

交
貿
が
人
間
の
生
産
活
動
の
重
要
な
一
部
円
で
あ
り
、
資
本
主
義
時
代
に
特
に
活
漉
に
広
域
化
し
た
こ
と
が
、
そ
の
現
実
的
な
原
因
で

あ
ろ
う
。
迫
濯
の
参
照
し
た
『
修
辞
及
華
文
』
は
特
に
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
た
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
説
明
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で

ピ

ギ

=

ン

グ

エ

ン

ド

ミ

ド

戸

ノ

ペ

戸

も
な
い
。
旅
行
に
は
ま
ず
明
瞭
な
出
発
点
と
到
達
点
が
あ
り
、
そ
の
中
間
の
過
程
で
は
さ
ま
ざ
ま
に
新
奇
な
も
の
と
出
合
い
う
る
可
能
性

ナ
ヲ
テ
イ
グ

に
充
ち
て
い
る
。
旅
行
自
体
が
も
っ
こ
の
構
成
が
、
物
語
の
条
件
に
適
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語

こ
の
構
成
は
、
ま
た
別
な
見
方
を
す
れ
ば
、
も
と
無
関
係
に
同
時
存
在
し
て
い
た
出
発
点
と
中
間
と
到
達
点
の
事
象
が
、

一
人
ま
た
は

数
人
の
旅
行
者
の
横
断
に
よ
っ
て
連
続
的
な
出
来
事
に
変
え
ら
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
一
定
の
意
味
関
連
を
生
ず
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
中
間
の
過
程
に
偶
然
の
事
故
を
設
定
し
や
す
い
と
い
う
理
由
も
あ
っ
て
、
現
在
で
は
、
お
な
じ
乗
り
物
に
居
合
わ
せ
た
人
々
を
オ
ム

ニ
パ
ス
形
式
で
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
隠
さ
れ
た
人
間
性
を
露
呈
さ
せ
て
、
主
要
な
人
物
の
改
心
や
人
間
的
成
長
を
も
た
ら
す
ド
ラ
マ

が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
が
、
た
と
え
そ
こ
ま
で
小
説
的
な
結
構
を
凝
ら
さ
な
く
と
も
、
例
え
ば
私
が
晴
天
の
成
田
を
飛
行
機
で
発

っ
て
シ
ア
ト
ル
で
休
憩
し
、
雷
雲
の
立
ち
こ
め
る
シ
カ
ゴ
に
着
い
た
と
し
て
、
と
く
に
気
候
に
敏
感
な
身
体
的
条
件
を
負
っ
て
い
る
す
る

テ
ヲ
テ
イ
ず

な
ら
ば
、
も
と
も
と
無
関
係
な
三
地
点
の
気
象
は
そ
れ
な
り
に
意
味
を
も
っ
連
続
的
な
事
態
と
し
て
物
語
化
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
同
時
的
並
存
を
連
続
化
す
る
特
定
の
人
間
の
行
動
、
関
心
あ
る
い
は
視
点
な
の
で
あ
る
。

〉
同
V
m
w
H
M
O
B
B
r
i巾
項
目
印
。
同

Hmロ
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町
目
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宮
町
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。

E
回
目
白
ロ
向
田
回
目
。
ロ

O同
4由
江
主
。

z
m
n
g
v
oロ日

-
g
eロ
∞
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E
-
-
o
o
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目
岳
巾
ロ
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E
Q
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1
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N
u
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υ認
芝

町
H
G
3
・
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町
田
口
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町
宮
町
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ロ

g
ロ
丘
印

o
r叩
吋

mHLmwH刊
門
同
日
ロ

8
5
2宮市制

σ可
noロ
同
町
岡
山
口
問
芹

H
O
S
B由
也
回
同
昨
日

2
-
2
5
0
5
8件
。
同
己

B
P
O
H

ゲ可

4日
開
当
日
ロ

m

F由
。
ず
]
巾

2
5
L
2
印
O
B叩
田
沼
町
口
広

-
n日
目
口
同
出
印
仲
田
口
口
町
田
・

デ
ス
グ
リ
プ
v
g
y

コ
ッ
ク
ス
は
描
写
の
項
で
ベ
イ
ン
を
援
用
し
な
が
ら
、

視
点
の
大
切
さ
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

広
大
な
光
景
を
一
昨
の
も
と

に
収
め
る
烏
敵
は
、
地
上
を
進
行
す
る
旅
行
者
の
限
と
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
か
れ
が
強
調
し
た
か
っ
た

の
は
対
象
の
連
続
的
提
示
に
よ
る
全
体
の
概
観
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
鳥
敵
は
、
あ
る
箇
所
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
そ
こ
か

- 32ー



ら
次
々
と
隣
接
す
る
も
の
を
と
ら
え
て
ゆ
く
眼
の
移
動
を
含
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
言
葉
に
よ
る
描
写
の
不
可
避
的
な
特
徴
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
旅
行
者
と
は
言
語
的
描
写
の
隠
験
で
あ
っ
た
。

ヘ
ッ
プ
パ

l
ン
が
刷
で
紹
介
し
た
問
自
己
o
ロ
の
意
見
で
は
、
旅
行
者
が
歴
史
の
読
者
に
倫
え
ら
れ
て
い
る
。
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宮
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F
H
0
5州
}

同

省

rrrrσ

吉田由主・

旅
行
者
で
あ
る
読
み
手
の
限
に
巧
妙
に
隠
さ
れ
て
い
た
全
体
の
迂
余
曲
折
と
は
、
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
歴
史
の

- 33ー

書
き
方
で
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
か
れ
の
関
心
は
記
述
の
仕
方
の
ほ
う
に
あ
り
、

そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
小
説
の

E
E
と
お
な
じ
技
巧
と
し

て
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
旅
行
者

1
読
者
は
続
い
て
現
わ
れ
る
場
面
を
予
測
し
な
が
ら
先
を
急
ぎ
、

つ
い
に
あ
る

全
体
的
な
眺
望
が
可
能
な
地
点
に
到
達
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
振
り
返
り
現
在
の
わ
が
身
の
状
況
を
知
る
。

つ
ま
り
ベ
イ
ン
や
コ
ツ

ク
ス
が
言
う
烏
臓
を
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
過
去
の
と
ら
え
返
し
と
全
体
像
を
獲
得
す
る
地
点
、
そ
れ
が
あ
る
時
代
を
画
す
る
一
連
の
事

件
の
終
結
点
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ち
な
み
に
コ
ッ
ク
ス
が
紹
介
し
た
ベ
イ
ン
は
、
刷
の
改
訂
版
、
倒
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。
大
き
く
広
が
っ
た
複
雑
な
光
景
は
、

ア
ス
ペ
ク
ト

観
客
の
限
の
前
に
連
続
的
に
提
示
す
る
諸
相
を
選
び
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
単
純
化
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
旅
行
者
の
視
点
か
ら
の
描

北
大
文
学
部
紀
要



史
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語

写
と
呼
ぶ
。
我
々
の
眼
は
広
大
な
情
景
を
具
っ
た
幾
つ
か
の
部
分
に
別
け
て
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
精
神
は
そ
の
順
序
で
各
部
分
を

内
的
に
保
持
統
合
し
つ
つ
描
写
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
旅
行
者
の
視
点
は
ま
た
か
れ
の
側
の
位
置
の
連
続
的
な
移
動
と
い
う
こ
と
を
含

フ
イ
ク
M
V
2
y

み
、
そ
れ
は
虚
構
に
と
っ
て
有
効
な
方
法
と
な
る
。

る。
要
す
る
に
あ
る
地
点
に
達
し
て
全
体
像
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
対
象
の
連
続
化
と
い
う
操
作
が
大
切
だ
っ
た
の
で
あ

テ
ν
1
u
v
ヨ
シ

コ
ッ
ク
ス
は
そ
れ
が
語
り
の
条
件
だ
と
考
え
た
。

ZN「
ENPUお
ぽ

岳

町

田

口

8

5件
。
同

H
E
-
o
H
百
回
目
的

E
R
M『
内
田
口
仲
田

O同
日

4
8
F
i
-
-・
2
2
5
t
a
S
8
5吉
田
伊
丹
問
。
ロ
品

1
-
2
吉

田

2
2
2回
目
。
ロ
え

454司♂

O
H
Z
F山
口
ぬ
田
ロ

E
ロ

m
E
m
同

5
B
Oロ
O
}
M
E曲
目
件
。
田
口
。

F
R
w
田
口
仏
百
件
げ
の
印
可
何
回
同

HHO同
町

4
3
Z・

- 34ー

-
ナ
ヲ
テ
イ
グ

次
々
と
現
わ
れ
る
光
景
、
あ
る
事
物
の
諸
相
を
継
続
的
に
提
示
す
る
こ
と
、
事
件
の
流
れ
、
物
語
は
こ
れ
ら
こ
と
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し

ナ
ヲ
テ
イ
グ

い
。
そ
れ
は
逆
に
、
物
語
が
こ
れ
ら
の
重
要
性
を
見
出
し
た
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
ベ
イ
ン
は
詩
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

ωで
ご
ざ
口

語
と
い
う
手
段
に
注
意
を
喚
起
し
な
が
ら
、
静
止
の
状
態
よ
り
も
活
動
や
変
化
の
様
態
で
想
い
描
き
や
す
い
対
象
こ
そ
が
詩
の
素
材
に
ふ

さ
わ
し
い
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
自
然
の
擬
人
化
が
対
象
に
想
像
上
の
活
動
を
与
え
る
と
語
っ
た
。
そ
れ
を
散
文
の

問
題
に
翻
訳
す
る
な
ら
ば
、
言
語
が
対
象
を
釈
ゐ
化
し
連
続
化
し
て
し
ま
う
と
は
、
そ
れ
を
生
動
似
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
対
象
と

ナ

ν

I

y

g

y

そ
の
属
性
(
又
は
運
動
)
を
主
語
と
述
語
の
形
で
言
表
す
る
こ
と
自
体
が
既
に
擬
人
化
の
始
ま
り
、
あ
る
い
は
物
語
る
こ
と
の
開
始
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
再
び
整
理
し
て
言
え
ば
、

こ
の
連
続
性
の
附
与
と
い
う
働
き
に
よ
っ
て
旅
行
者
は
私
た
ち
の
視
線
一
般
の
典
型
と
さ

れ
、
言
語
表
現
と
い
う
行
為
と
同
一
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。



ナ
ヲ
テ
イ
グ

と
こ
ろ
で
、
言
語
の
レ
ベ
ル
か
ら
物
語
を
考
察
す
る
こ
と
に
特
に
力
を
入
れ
た
の
は
、

A
-
S
・
ヒ
ル
で
あ
っ
た
。

あ
る
形
市
上
学
者
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
対
象
を
見
る
と
き
、
眼
は
部
分
か
ら
部
分
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
プ

ロ
セ
ス
が
あ
ま
り
に
早
い
の
で
そ
れ
が
認
識
で
き
な
い
だ
け
だ
。

ま
た
別
な
形
而
上
学
者
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
対
象
の
全
体
を
一
挙
に
把

握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
分
か
ら
な
い
が
、
我
々
の
意
識
に
現
わ
れ
る
か
ぎ
り
対
象
の
第
一
印
象
は
全
体
的
で

あ
っ
て
、
そ
の
後
に
分
析
が
始
ま
っ
て
部
分
の
知
識
が
得
ら
れ
る
こ
と
だ
け
は
、
か
れ
ら
全
て
が
認
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
か
れ
は
こ
の

よ
う
に
断
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
知
覚
1

認
識
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
言
語
の
説
明
に
転
用
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
限
は
連
続
す
る
二
つ
の
瞬
間
の
印
象
を
同
時
に
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
こ
の
眼
に
訴
え

る
絵
画
や
彫
刻
も
お
な
じ
限
界
を
持
ち
、
対
象
の
過
去
と
未
来
を
も
告
げ
う
る
よ
う
な
時
点
を
選
ん
で
描
く
の
だ
が
、
結
局
そ
の
過
去
や

ワ

ー

ド

テ

V
1
y
ヨ

ν

未
来
は
暗
示
的
に
想
像
力
に
訴
え
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
私
た
ち
の
言
葉
は
連
続
的
な
語
り
の
部
分
、
す
な
わ
ち
時
間
に

従
っ
て
次
か
ら
次
へ
と
続
く
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
絵
画
や
彫
刻
が
暗
示
的
に
し
か
表
わ
し
え
な
い
話
を
十
分
に
語
り
切
る
こ
と

が
可
能
な
の
で
あ
る
。

ナ

ν
y
g
y

ム
1
プ
J
F
Y

ト

ヒ
ル
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
語
り
の
本
質
を
運
動
と
考
え
た
の
だ
が
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
意
味
ま
た
は
意
味
さ
れ
た
も
の

の
前
で
言
語
が
透
明
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
主
張
し
た
点
で
あ
る
。

吋
。
】
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日
目

E
B
-

意
味
を
伝
え
る
た
め
に
は
読
者
に
言
語
そ
れ
自
体
へ
の
注
意
を
忘
れ
さ
せ
、
意
味
さ
れ
た
対
象
の
前
で
記
号
的
特
徴
を
消
し
て
し
ま
う

ナ
ヲ
テ
イ
グ

こ
と
。
作
者
は
場
所
や
人
物
を
こ
と
細
か
に
描
写
す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
物
語
の
コ
l
ス
に
沿
っ
て
、
走
者
が
一
瞥
の
印
象
を
も
っ

て
駆
け
抜
け
て
ゆ
く
時
の
よ
う
な
端
的
な
描
き
方
を
心
掛
け
、
そ
の
印
象
を
媒
介
と
し
て
対
象
の
観
念
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
対
象
を
連
続
化
す
る
言
葉
の
連
な
り
と
い
う
考
え
方
が
、
い
わ
ば
言
語
自
体
を
透
明
化
す
る
形
で
、
意
味
あ
る
い
は
出

ム
ー
グ
メ
y
ト

来
事
そ
の
も
の
の
運
動
を
重
視
す
る
方
向
へ
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ストーリイ

こ
の
運
動
が
逸
脱
し
た
り
妨
害
さ
れ
た
り
す
れ
ば
話
が
こ
わ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
右
は
刷
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
そ
の
改
訂

- 36ー

版
価
で
ヒ
ル
は
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。

か
れ
は
ト
ロ
ロ
l
プ
が
、
読
者
の
注
意
を
逸
ら
し
た
り
不
快
感
を
与
え
た

り
し
な
い
よ
う
に
小
説
か
ら
挿
話
を
取
り
除
け
て
し
ま
い
、
言
葉
は
全
て
話
を
伝
え
る
こ
と
に
傾
注
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
点

ストーリイ

に
、
基
木
的
に
は
賛
成
だ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
小
説
の
唯
一
の
目
的
が
話
を
語
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
の
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
話
イ

は
、
大
き
な
小
説
の
単
な
る
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
デ
ュ
マ
と
サ
ッ
カ
レ
ー
を
較
べ
て
み
る
と
、
前
者
は
け
っ
し
て
ス
副
ィ
の
筋
道

を
失
わ
な
か
っ
た
が
、
後
者
は
し
ば
し
ば
筋
道
を
逸
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
人
生
の
観
察
の
た
め
で
あ
っ
て
、
時
に
は
主
要
な
出
来
事

テ
ラ
一
ア
イ
グ

や
中
心
人
物
と
深
い
関
連
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
種
の
読
者
は
物
語
そ
れ
自
体
よ
り
も
人
生
の
観
察
の
う
に
惹
か
れ
る
も
の
な
の

テ
ラ
テ
イ
グ

だ
。
ヒ
ル
は
こ
う
い
う
立
場
か
ら
、
物
語
の
運
動
に
は
一
定
の
方
法
が
必
要
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。



To secure method in movement， a writer should keep one point of view until he has good reason to 

change it. 

To secure method in movement， a writer should keep constantly in mind the central idea of his nar-

rativ巴 aboutthat central idea he should group all other ideas according to th巴irrelative value and 

pertmence. 

An unskilful historian runs from one point of view to another， and he has no central idea. Having 

no sense of proportion， he gives as much space to unimportant as to important matters. Having no eye 

for perspective， he fails to show the true relations between events. Ev巴nwhen his narrative is historically 

correct， the total impression is false. 

In fiction， the requirements of method in movement should always be observed. A story should begin 

to move as soon as possible. ..， ...Once started， it should ke巴pin motion， never stagnating， nevr eddying， 

but flowing on like a river which take to itself all tributary streams and thus grows broader and d巴eper.

白人、マ〉、.，、守町ドト

ふ*市よJ'\/ は霊長吋 Fν若葉J ム聴講主」刑Jν ム.;l兵士千J t!，.{:j:' 涜〆よJ .p~*;J ;J や早lSl[[~-¥JよJ.pは州開 Q制囲気初演題

揺れJ*ν ム.;l; J -¥J t!，組制←心主主猷弔~t{ðロ心心。毛椙'込 ;J Q.同期以ム-.0ν越監れJ*ν会v.{:j心'~'ぷょj ぱ 111和主 Q堤4二

心岨絡~睦 Q';:ヨム軍主WHト曜燃や~0ν .p ;J 兵会1誌i醤~，，( .w~必v' 制 42割以副長{Q ~<ta t!，'ムふ以内JQ嬰橋市同曜は

怖却!〈拘留制 Aばν:， .f2-\J~ ¥-l.p' .p ~;J Q判朝会l々〈 J二 νJ梢心必心~<tt1栓 Q ß-縦士三宅員連主11説会三 J νJ制心 Q~嶋点。 Tν
:þ. 'r、、 H 令、~

Q~ill~蛍 ~;JQ 判明t!，'十-H腿吋心勺;iJ.p心-S\~1星回ム単語~'~ 0 .;l心 II11U'~ t{ð-fミ.p~，.jヰ.{:j:'。十-H lil型 til突総 Q';:ヨイミ tよ E天国れJ ，.jヰ必

寺44く-t{:f!小結耳三陳

トー・げ、



歴

史

・

視

点

・

物

語

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
と
も
に
、
対
象
の
細
部
を
取
捨
選
択
し
て
配
列
を
決
め
る
基
準
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
、
対
象
と
拘
束
し
合
う
関
係
が

サ
プ
・
ア
イ
デ
ア

強
い
。
そ
れ
に
対
し
て
主
想
の
ほ
う
は
言
わ
ば
副
想
に
基
づ
く
挿
話
を
許
容
し
な
が
ら
、
挿
話
と
挿
話
あ
る
い
は
細
部
と
全
体
と
の
照

応
を
作
り
出
す
主
施
律
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
多
分
こ
れ
は

F
4
2
5
vロ
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

修
辞
学
に
お
け
る

F
4
8昨
日
。
ロ
と
は
、

ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
何
か
言
う
べ
き
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ヘ
ッ
プ
パ

l
ン
に
よ

FCHMmzm)
を
発
見
す
る
過
程
ま
た
は
方
法
の
意
味
で
あ
る
。

れ
ば
、
そ
れ
は
広
義
に
は
語
ら
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
観
念
や
そ
の
発
展
と
配
列
の
全
過
程
を
意
味
し
、
狭
義
に
は
言
説
の
主
想

(B戸山口

ザ
プ
グ

z
pト

コ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
何
か
特
定
の
主
題
と
の
関
係
で
思
想
を
発
展
さ

せ
る
過
程
の
謂
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
着
想
か
ら
構
成
に
ま
で
至
る
プ
ロ
セ
ス
だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
そ
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
を
発
見

す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
よ
う
な
言
葉
を
、
日
本
語
に
移
す
こ
と
は
大
変
む
ず
か
し
い
。
が
、
仮
に
こ
れ
を
創
案
構
成
力
と
呼
ぶ
と
す
れ

イ

y

ペ

y
y
ヨ

ば
、
事
実
の
領
域
で
ヘ
ッ
。
フ
パ

l
ン
が
言
う
広
義
の
創
案
構
成
力
を
実
践
す
る
の
が
歴
史
で
あ
り
、
自
己
の
内
に
発
見
し
た
創
案
構
成
力

の
プ
ロ
セ
ス
を
、
さ
ら
に
細
部
や
挿
話
を
配
置
し
て
み
な
が
ら
発
展
を
は
か
る
の
が
小
説
の
方
法
だ
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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ヒ
ル
は

F
S口
氏
。
ロ
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
冨
白
山
口
広

2
と
、
そ
の

Z
o
Z
B
g仲
と

Z
E
r
o仏
を
強

調
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ナ
ラ
テ
イ
グ

ヒ
ル
の
物
語
論
は
、
制
の
場
合
ほ
と
ん
ど
歴
史
に
ふ
れ
な
か
っ
た
。

価
で
わ
ず
か
に
先
ほ
ど
引
用
し
た
程
度
に
言
及
し
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
こ
の
歴
史
小
ら
小
説
へ
の
関
心
の
移
動
は
、
し
か
し
特
に
自
覚
的
に
な
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
他
の
修
辞
学
で
整
理
さ
れ
た
歴

ナ
ラ
テ
イ
グ

史
の
物
語
条
件
が
、
そ
の
ま
ま
無
検
証
に
小
説
論
へ
転
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
問
、
右
の
よ
う
な
主
想
の
強
調
と
い
う

サ

プ

ジ

エ

ク

ト

ナ

ν
E
タ
1

サ
プ
グ
エ
ク
ト

変
化
が
現
わ
れ
て
き
た
。
も
し
主
体
と
し
て
の
語
り
手
な
る
観
念
が
、
歴
史
の
条
件
を
整
え
る
過
程
、
と
り
わ
け
視
点
や
主
題
の
重

サ
フ
ジ
エ
ク
ト

視
の
な
か
か
ら
生
れ
た
機
能
概
念
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
小
説
の
主
想
に
対
応
す
る
主
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
作
品
世
界
に
対
し
て



も
う
少
し
自
律
的
な
、

ナ
ν
1
F
1

い
わ
ゆ
る
主
体
的
な
自
由
を
保
持
し
た
存
在
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
語
り
手
と
し
て
の
機
能
概
念
が
背
後
に
お

し
や
ら
れ
、
存
在
概
念
と
し
て
の

「
作
家
主
体
」
な
る
幻
想
で
装
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の

で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
歴
史
か
ら
の
移
入
で
な
か
っ
た
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
こ
れ
ま
で
と
く
に

ω
g
q
ゃ

E
E
の
概
念
を
整
理
し
な
い
で
使
っ
て
き
た
が
、
今
ま
で
の
紹
介
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
日

0
4
は、

ω
5
2
2
5ロ
と
い
う
概
念
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
単
な
る
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、

8
5
2
E
Z
m
と
い
う
言
葉
を
使

う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
連
続
す
る
事
象
の
聞
に
緊
密
な
因
果
関
係
や
論
理
的
一
貫
性
を
認
め
た
わ
け
で
な
く
、
も
っ
と
ル
ー
ズ
な
関

係
の
出
来
事
が
継
起
す
る
よ
う
な
連
鎖
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
時
間
感
覚
は
、
年
代
記
や
編
年
史
ほ
ど
等
時
拍
的
な
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時
間
の
進
行
を
前
提
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
少
く
と
も
等
質
的
な
流
れ
と
し
て
感
受
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て

2
0件
の
ほ
う
は
、
ち
ょ
う
ど
年
代
記
や
編
年
史
と
歴
史
と
の
関
係
と
お
な
じ
く
、

ω
z
q
の
順
序
立
っ
た
継
起
性
を

前
提
と
し
た
上
で
、
結
末
の
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
ブ
の
伏
線
を
張
り
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
、
時
聞
を
圧
縮
し
た
り
引
き
延
ば
し
た
り
、
あ
る
い
は

叙
述
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
出
来
事
の
前
後
関
係
を
入
れ
替
え
た
り
し
て
物
語
を
組
立
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

2
0件
、
が
し
ば
し
ば

R
W
W
と

イ

y

ペ
y

y

先
ほ
ど
の
創
案
構
成
力
と
連
接
し
て
い

ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
点
で
盟
主
は
、
話
を
組
み
替
え
た
筋
立
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

歴
史
家
は
時
と
し
て
、
こ
の
筋
立
て
が
歴
史
的
事
実
の
領
域
に
属
す
る
か
の
ご
と
く
考
え
た
。
ヘ
ッ
プ
パ
l
ン
は
次
の
よ
う
な

E
R
E
-
s

他
方
こ
の

2
2
が、

ミ
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



組長・草草岨2・毒手同E

Th巴 ev巴ntswhich I propos巴 torelate form only a single act of a great and evetful drama extending 

through ages， and must be very imperf巴ctlyunderstood unless th巴 plotof the preceding acts be well 

known， I shall therefore introduce my narrative by a slight sketch of the history of our country from 

the earliest times. 

~ギ」己主1~ -í2Ç' ν 甑己t.0..;:;，-i2 r 性4くや揺馬車.v悼ヘミヰ2';.0. IトPはやムνr醤 1Ç\ )J 兵'~士ぎよJ~ J.0，主主Qg4d担Z童相臨時
トロトム トむ"ム

)J--'JO ~..'l二四士会活屋主主よ握判い 0~虐r{必 Q 千)~w後 r ¥" nーふャ堂々兵は刑判P世ギQ把掻みl握吋νょJ昔、ミロ。 )J0 '1' 

〉・~t<-ム"，，~:g:;;'::!回世 ~r .fミ兵弔問ヘミヰ」童手 10出窓み]鎖ー瞳J4」 rJ二」ミ'~匝1EI 0謡~よJ r{心￡ ν ム-í2兵士ヰ」弔 r 1眠鑑

士~~0刻+20 -i2心1111[[J.0， ，，( *tJ ~ ~ >0心。 ふ..;:;，吉岡E心心よJ~-í2世記ぐ 0~jj5>~iミ心ヨヨ綜Jνf 堤困~:g:;.v ~ヨヨ初ヰヰ-í2 0 後'1'

ふ.~t<-ム ""~0判長~持Fν r ~)J ふ必需ffi0 摺肖--'Jム心さ言明g :g:; ;'::!宮E盤とも寝制約 0~~'向。噌ffiよj 岩崎時世4Ei s 
号、ロ 0.... 

会]組長(宕制 4」 22 選手掛E25京W --'J~\--!間早← W)J 心ふ必)皇制←的組堪o宮~~.点、心 f 題判νo鍵宅産蹴椴.v ~ iミ;'::!心4ヨム。
糸町、本、b ネミ-~間入

)J 0 ¥" n ~斗ヤ 0 ft\却さ三闘も(よ)三，J.0，雲市EE」心ç'\--!得票;'::!出~0 [I--'Jr{心兵-í2心 ~，\/ r n 0 ~ t<-.，Gl 11，r，æ::; ~ν ム-í2も f ふ

..;:;，~れJ心はてヤ入 Q制E友会J~区~ C¥ C¥ )J -<必)J心制。1[[C' ¥-lム-i2。

“It is sometimes best to commence by describing a recent state of things more familiar to the persons 

addressed， and then to point out by what previous steps that state was arriv巴d at. In this case also， 

inversion of order of time has a view to the explanation of the ev巴nt....…"(Bain). 

This method of procedure is known as the backwaTd teaching of history. It seems eminently consistent 

with the great educational maxim of proceeding from the known to the unknown; from (what is， at 



目
白
出
回
汁
件
。
岳
町

-g自
由
♂
品
目
V
間
同
町
ロ
己
凶
『
)
神
宮
明
日

S
匂

-
m
g
F
m
n
o
s
-
m
M
-

ベ
イ
ン
が
言
う
時
間
的
順
序
の
倒
置
、

つ
ま
り
歴
史
の
遡
行
的
叙
述
は
、

コ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
教
育
の
一
般
原
理
に
適
合
す
る
方
法
と

こ
の
方
法
と
、
以
前
に
紹
介
し
た
も
う
一
つ
の
方
法
、
す
な
わ
ち
同
時
的
並
存
の
横
断
に
よ
る
連
続
感
の
喚
起
と
を

合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
歴
史
の
時
間
処
理
に
と
く
に
強
い
関
心
を
示
し
た
コ
ッ
ク
ス
の
修
辞
学
の
特
徴
が
お
の
ず
か
ら
浮
び
上
っ
て
く

る
。
同
時
的
に
発
生
し
た
諸
事
件
を
政
治
、
経
済
、
文
化
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
節
化
す
る
こ
と
。
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
を
選
ん

し
て
支
持
さ
れ
た
。

で
横
断
を
試
み
、
年
代
記
や
編
年
史
の
継
起
性
を
断
ち
切
り
つ
つ
新
た
な
連
続
感
を
作
り
出
し
、
他
方
で
は
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
る
時
間

単
位
を
交
錯
さ
せ
た
り
、
一
種
の
遡
及
的
l
前
進
的
な
方
法
を
駆
使
し
て
、
タ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
時
間
感
覚
を
与
え
る
こ
と
。
そ
れ
が
コ
ッ
ク

ナ一
7
テ
イ
グ

ス
の
示
唆
す
る
歴
史

l
物
語
の
時
間
の
方
法
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
時
間
処
理
を
自
分
に
内
在
す
る
創
案
構
成
力
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
返
す
時
、
そ
こ
に
ヒ
ル
が
要
請
し
た
小

- 41ー

説
に
お
け
る
着
想
と
構
成
の
方
法
が
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

結

『
小
説
神
髄
』
と
の
比
較

複
数
の
人
間
の
登
場
、
か
れ
ら
の
会
話
や
内
的
独
自
、
自
然
描
写
を
含
む
情
景
の
説
明
、
政
治
の
状
況
、
民
衆
の
生
活
な
ど
、
小
説
は

こ
れ
ら
雑
多
な
要
素
の
寄
せ
集
め
で
出
来
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
つ
の
有
機
的
な
統
一
体
と
し
で
い
ず
れ
も
必
要
不
可
欠

の
要
素
だ
と
見
ら
れ
て
来
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
多
分
こ
れ
は
、
小
説
を
小
説
た
ら
し
め
る
固
有
の
条
件
と
い
う
発
想
法
で
は
答
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
作
家
が
こ
の
考
え
に
取
り
愚
か
れ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
一
っ
か
二
つ
の
要
素
を
取

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語

り
除
い
て
「
純
粋
小
説
」
を
実
験
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
向
に
「
純
粋
な
」
印
象
は
生
れ
ず
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
不
純

な
と
思
わ
れ
る
要
素
を
含
む
小
説
が
依
然
と
し
て
活
力
を
失
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
問
題
の
秘
密
は
統
一
体
と
い
う
考
え
方
自
体
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
の
側
に
あ
る
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、

小
説
は
そ
れ
を
歴
史
か
ら
学
び
取
っ
た
。
少
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
修
辞
学
の
領
域
で
み
る
か
ぎ
り
そ
う
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ
ん
現
在
私
た
ち
が
小
説
と
呼
ぶ
類
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
以
前
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
し
、
歴
史
と
の
方
法
論
的
な
交
渉
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
作
ら
れ
続
け
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
し
小
説
を
擬
人
化
し
て
言
う
と
す
れ
ば
、
要
す
る
に
そ
れ
は
十
九
世
紀
の

イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
社
会
の
市
民
権
を
得
る
べ
く
、
歴
史
の
方
法
を
借
り
て
み
ず
か
ら
の
延
命
を
は
か
っ
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
出
来

よ内ノ。
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追
造
に
と
っ
て
も
近
世
の
小
説
稗
史
の
類
は
き
わ
め
て
雑
駁
な
、
お
よ
そ
統
一
を
欠
い
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

馬
琴
の
『
八
犬
伝
』
は
、
そ
の

「
小
説
七
則
」

に
照
ら
し
て
み
れ
ば
実
に
よ
く
計
算
さ
れ
た
、
し
か
も
随
所
に
暗
号
と
そ
の
解
読
法
が

仕
掛
け
ら
れ
た
、
高
度
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
場
面
を
描
い
た
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
物
語
の
進
行
の
ど
こ
か
で
、
作
中
人
物

の
関
係
か
ま
た
は
事
件
の
性
質
が
逆
転
し
た
よ
う
な
場
面
を
設
け
て
、
均
衡
を
保
た
な
け
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が

た

く

み

も

と

す

対
、
照
応
の
方
法
で
あ
る
が
、
道
建
の
眼
か
ら
み
れ
ば
「
巧
を
求
む
る
に
過
ぎ
た
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
余
計
な
挿
話
を
附

か

き

も

と

〈

わ

だ

そ

の

ほ

ん

ぞ

ん

加
し
て
ゆ
く
の
は
、
脈
絡
通
徹
と
い
う
大
原
則
を
悶
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
斯
か
る
く
だ
/
¥
し
き
奇
を
求
め
ま
く
企
て
な
パ
其
本
尊

に
ん
じ
ゃ
う
せ
た
い

た
る
人
情
世
態
を
あ
や
ま
」
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
『
八
犬
伝
』
で
さ
え
こ
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、

小
説
稗
史
が
た
だ
雑
駁
で
し
か
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
小
説
七
則
」
中
の
反

そ
れ
以
外
の



ゆ

ゑ

せ

う

せ

つ

つ

H
h

り

な

な

ほ

い

ち

だ

い

ぶ

ん

し

ゃ

う

け

っ

か

う

ふ

ち

ほ

う

き

ふ

〈

か

い

が

う

の

り

し

ゅ

故
に
小
説
を
綴
倣
す
ハ
猶
一
大
文
章
を
も
の
す
る
が
ご
と
し
結
構
布
置
の
法
な
か
る
べ
か
ら
ず
起
伏
開
合
の
則
な
か
る
べ
か
ら
ず
趣

か

う

は

ら

ん

と

ん

ざ

き

じ

せ

い

そ

は

ん

か

ん

も

し

ぞ

じ

ゃ

う

た

い

し

ん

し

乎

く

ほ

う

そ

ん

よ

ひ

と

か

ん

ど

う

向
に
波
溺
あ
り
頓
挫
あ
り
記
事
に
精
疎
あ
り
繁
簡
あ
り
か
つ
ま
た
模
写
す
る
情
態
に
も
掛
酌
の
法
存
す
れ
パ
こ
そ
よ
く
読
む
人
を
感
動

お

ん

が

〈

し

か

は

び

し

ゆ

っ

ほ

ま

れ

う

し
て
音
楽
詩
歌
に
も
恥
ぢ
ざ
る
べ
き
美
術
の
誉
を
得
る
こ
と
な
れ

コ
Y
ポ
ジ

uv

ヨ
y

こ
れ
は
『
神
髄
』
下
巻
の
総
論
の
一
部
分
で
あ
る
が
、
小
説
を
散
文
の
文
章
構
成
と
の
連
続
で
と
ら
え
、
音
楽
や
詩
歌
と
お
な
じ
く
「
美

術
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
点
で
、
修
辞
学
と
共
通
の
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る
。
『
八
犬
伝
』
を
批
判
し
て
脈
絡
通
徹
を
重
視
し

た
の
も
も
ち
ろ
ん
同
様
の
意
図
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
か
れ
が
特
徴
と
機
能
を
確
認
し
て
お
く
必
要
を
感
じ

し

〈

み

た
構
成
要
素
は
、
題
材
に
対
応
す
る
文
体
の
選
択
、
地
の
文
と
会
話
の
関
係
、
章
題
あ
る
い
は
見
出
し
の
つ
け
方
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
脚
色

の
法
則
、
歴
史
小
説
に
お
け
る
事
実
と
想
像
と
の
関
係
、
主
人
公
の
性
格
の
描
き
方
、
登
場
の
さ
せ
方
、
作
者
と
作
中
人
物
と
の
か
か
わ

ーのー

り
、
修
辞
学
の
門
同
町
田
口
H
G
t
oロ
に
相
当
す
る
叙
事
の
方
法
な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
な
か
で
、
本
論
の
内
容
と
最
も
深
く
か
か
わ
る
の
は
歴
史
小
説
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
近
位
の
文
人
や
物
語
作
者
の
伝

統
的
な
関
心
事
と
し
て
、
正
史
実
録
と
小
説
稗
史
と
の
関
係
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
追
造
は
当
然
そ
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
発
言
し
て
お

り
、
だ
か
ら
そ
の
検
討
を
抜
き
に
結
論
的
な
こ
と
を
言
う
の
は
危
険
で
あ
る
。
文
体
や
脚
色
の
法
則
、
叙
事
法
に
つ
い
て
も
や
は
り
近
世

そ
ん
な
わ
け
で
今
は
検
討
項
目
の
全
体
的
な
傾
向
に
つ
い
て
て
二
の
特
徴
を
指

摘
す
る
に
止
め
て
お
く
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
地
の
文
と
会
話
の
関
係
と
、
作
者
と
作
中
人
物
と
の
か
か
わ
り
は
修
辞
学
に
み
ら
れ

に
お
け
る
蓄
積
の
検
討
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
項
目
で
あ
っ
た
。
会
話
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
修
辞
学
で
も
り

E
o
m
g
の
項
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
遺
遣
が
そ
れ
と
は
違
う

次
元
で
こ
れ
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
当
時
の
言
文
一
致
運
動
を
時
期
尚
早
と
判
断
し
て
地
の
文
に
雅
俗
折
衷
体
を
残
そ

北
大
文
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紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
語

う
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
か
れ
を
、
言
文
一
致
論
の
一
根
拠
た
る
作
者
の
自
己
表
現
と
し
て
の
文
体
、
と
い
う
考
え

多
分
そ
れ
は
、
作
者
と
作
中
人
物
と
の
か
か
わ
り
の
と
ら
え
方
に
も
関
係
し
て
い
た
。

ぜ

ん

り

ょ

う

じ

ん

ぶ

つ

か

あ

い

も
し
作
者
が
、
作
中
人
物
に
対
す
る
好
悪
の
感
情
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
「
善
良
な
る
人
物
ハ
し
ら
ず
/
ヘ
可
愛
く
な
り
て

な

じ

み

，

ぢ

つ

が

う

ぜ

ひ

お

こ

な

ひ

そ

の

じ

ん

ぷ

つ

よ

し

っ

ピ

り

な

か

な

を

り

し

く

み

話
語
の
筋
の
都
合
に
よ
り
て
是
非
よ
こ
し
ま
な
る
行
為
を
パ
其
人
物
が
な
す
由
を
パ
綴
倣
さ
で
ハ
適
は
ぬ
折
に
も
し
ひ
て
脚
色
を
ま
げ
た

き

〈

し

ぞ

し

ゆ

こ

う

へ

ん

あ

い

わ
め
て
普
き
借
対
を
な
さ
し
め
」
る
、
と
い
う
よ
う
な
人
物
描
写
の
査
み
を
生
じ
て
し
ま
う
。
ば
か
り
で
な
く
、
「
作
者
が
主
公
を
偏
愛

、

自

主

ピ

ひ

た

す

ら

し

ゆ

こ

う

み

ひ

ど

き

け

ん

の

ぞ

か

な

ら

と

れ

ナ

〈

す
る
こ
と
ま
す
/
¥
国
ー
し
き
に
い
た
る
と
き
ハ
只
管
主
公
の
身
を
庇
護
し
て
危
険
に
臨
む
ご
と
に
必
ず
之
を
援
ふ
こ
と
あ
り
」
と
い
う

よ
う
に
、
ん
脱
出
て
ま
で
も
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

方
と
異
る
立
場
に
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
迫
謹
の
主
旨
で
あ
っ
た
が
、
分
か
る
よ
う
に
か
れ
は
作
者
の

か
う
ぞ
う
へ
ん
ぽ

「
好
憎
偏
頗
」

く

ぺ

つ

ほ

う

ど

テ

ヲ

テ

イ

グ

や
「
特
別
保
護
」
が
物
語
の
流
れ
を
支
配
し
、
作

品
を
奇
形
雑
駁
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
し
、
そ
の
た
め
文
体
を
自
己
表
現
を
み
な
さ
な
か
っ
た
の
と
お
な
じ
く
、
作
中
人
物

へ
の
感
情
移
入
や
作
者
の
自
己
投
影
を
拒
む
よ
う
な
方
向
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
の
意
味
は
別
稿
で
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
迫
遣
の
側
か
ら
逆
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、
一

サ
プ
ダ
エ
グ
ト

九
世
紀
の
修
辞
学
の
発
想
の
ほ
う
が
は
る
か
に
自
己
中
心
的
だ
っ
た
と
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
作
者
の
主
題
を
託
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど

セ

y
ト
ヲ
ル
キ
ヤ
ヲ
タ
タ
ー

常
に
炉
ガ
て
の
中
心
に
位
置
し
、
時
に
は
作
者
の
視
点
さ
え
代
行
す
る
中
心
人
物
の
設
定
は
、
こ
れ
も
ま
た
特
定
の
人
物
の
一
種
「
特

別
」
で
「
偏
頗
」
を
取
り
扱
い
で
あ
り
、
結
局
そ
れ
は
作
者
自
身
を
「
特
別
」
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
己

マ
テ
リ
ア

ρ

中
心
性
が
、
年
代
記
や
編
年
史
の
書
き
手
を
死
者
(
非
生
命
)
化
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
プ
レ
・
テ
ク
ス
ト
を
単
な
る
素
材
に

ナ
ν
I
Pー

さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
、
歴
史
の
語
り
手
は
こ
の
よ
う
な
操
作
を
含
む
メ
タ
年
代
記
的
な
行
為
を
通
し

お
と
し
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

て
み
ず
か
ら
か
-
主
体
化
し
、
小
説
の
作
者
も
そ
れ
に
倣
っ
た
の
で
あ
る
。

メ
タ
言
語
的
な
研
究
が
言
語
の
法
則
を
見
出
し
て
規
範
を
制
定
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し
、
あ
た
か
も
こ
の
規
範
ま
た
は
メ
タ
言
語
的
研
究
こ
そ
が
言
語
活
動
一
般
の
主
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
の
と
、
そ
れ
は
か

な
り
似
た
事
情
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
自
己
中
心
性
と
、
芸
術
に
お
け
る
公
共
性
の
強
調
は
表
裏
一
体
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
公
共
性
の
強
調
は
、

で
み
て
き
た
ご
と
く
、
触
味
喋
覚
に
対
す
る
視
聴
覚
、
と
り
わ
け
視
覚
を
特
権
化
す
る
発
想
を
含
ん
で
い
た
。
触
味
県
覚
は
対
象
を
身
体

プ

ν
グ

ヤ

t

的
に
引
き
寄
せ
な
け
れ
ば
享
受
で
き
ず
、
だ
か
ら
そ
の
楽
し
み
は
一
時
的
、
独
占
的
で
し
か
な
く
、
視
覚
の
助
け
を
借
り
て
対
象
を
明
確

一章・

に
認
知
で
き
た
時
、
そ
の
楽
し
み
も
芸
術
性
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。

そ
の
意
味
で
視
覚
は
五
感
の
な
か
で
中
心
的
な
機
能
を
持
ち
、
も

し
そ
う
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
他
の
感
覚
経
験
を
解
釈
し
た
り
導
い
た
り
す
る
主
体
的
な
感
覚
、

つ
ま
り
メ
タ
感
覚
と
み
ら
れ
て
い
た
の

ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
説
覚
の
芸
術
は
数
世
代
に
及
ぶ
他
者
に
聞
か
れ
た
も
の
と
な
り
、
精
神
的
な
感
化
を
及
ぼ
し
う
る
の

テ
ラ
テ
イ
グ

で
あ
っ
た
。
歴
史
が
芸
術
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
物
語
の
な
か
で
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、

ーのー

で
あ
る
。

視
点
の
強
調
に
よ
る
主
体
の
強
化
ゃ
、
雑
多
な
過
去
の
事
象
の
有
機
的
統
一
化
と
い
う
点
で
、
芸
術
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
直
観
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
見
身
体
的
な
引
き
つ
け
と
は
対
照
的
な
、
自
分
と
離
れ
た
時
代
の
個
性
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
方
法
が
、
そ
の
自
己

中
心
性
を
巧
妙
に
覆
い
隠
し
て
く
れ
た
わ
け
で
、
小
説
が
歴
史
を
モ
デ
ル
と
し
た
モ
チ
ー
フ
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
迫
進
に
あ
っ
て
修
辞
学
に
な
い
も
の
か
ら
修
辞
学
の
特
徴
を
と
ら
え
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
逆
の
や
り
方
も
も
ち
ろ
ん
考

え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
迫
遠
の
側
に
欠
け
て
い
た
の
は
右
の
よ
う
な
メ
タ
テ
ク
ス
ト
観
と
、
時
間
へ
の
関
心
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
『
神
髄
』
は
馬
琴
の
著
作
に
対
す
る
メ
タ
テ
ク
ス
ト
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
か
れ
が
必
死
に
馬
琴
を
死
者
化
し
て
し
ま
お

北
大
文
学
部
紀
要



歴
史
・
視
点
・
物
諮

う
と
し
て
た
こ
と
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
具
体
的
な
小
説
作
法
の
領
域
で
は
馬
琴
を
拠
り
所
と
し
て
考
察
を
進
め

る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
叩
き
台
と
し
て
の
馬
琴
は
、
依
然
と
し
て
影
響
力
の
大
き
い
生
き
た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
当
時
は
明

エ
ポ
ツ
ク

a

y
ド

ピ

ギ

z
yグ

治
維
新
と
い
う
文
字
通
り
大
き
な
画
期
を
経
て
き
た
ば
か
り
で
あ
り
、
旧
時
代
の
終
り
と
新
時
代
の
開
始
と
い
う
半
ば
儀
式
的
な
身
振
り

に
従
っ
て
い
る
か
、
ぎ
り
、

ろ
う
。

み
ず
か
ら
の
新
し
さ
に
関
す
る
不
安
に
駆
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

『
神
髄
』

の
楽
天
性
は
こ
の
お
か
げ
で
あ

追
造
が
言
及
し
た
近
世
の
作
品
と
か
れ
の
と
ら
え
方
と
を
い
ま
較
べ
て
み
る
と
、
既
に
追
逢
に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
箇
所
が
幾
つ
も
見
出
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
か
れ
の
論
じ
方
か
ら
は
、
も
は
や
自
分
が
読
め
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

怖
れ
は
一
向
に
伝
わ
っ
て
来
、
ず
、
そ
の
意
味
で
近
世
の
作
品
は
か
れ
の
同
時
代
文
学
な
の
で
あ
っ
た
。
資
料
の
分
か
り
に
く
さ
、
そ
れ
を
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読
み
解
く
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
。
そ
こ
で
喚
起
さ
れ
る
対
象
と
の
距
離
感
こ
そ
が
メ
タ
テ
ク
ス
ト
的
な
行
為
に
お
け
る
歴
史
、
ま
た

は
時
間
感
覚
の
根
源
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
迫
遁
に
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
時
代
の
終
り
と
新
時
代
の
始
ま

り
と
い
う
身
振
り
を
，
損
じ
て
対
象
と
の
か
か
わ
り
を
歴
史
化
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
『
神
髄
』
の
誤
解
さ
れ
や
す
い
性
格
が
生
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

エ
ポ
ツ
ク

一
九
世
紀
の
修
辞
学
者
た
ち
に
、
追
謹
に
お
け
る
よ
う
な
画
期
の
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
抽

ピ

ギ

ニ

ン

グ

ヱ

ン

象
的
な
形
で
言
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
に
は
新
時
代
の
始
ま
り
に
位
置
し
て
い
る
意
識
は
み
ら
れ
ず
、
一
時
代
の
終

ナ

ヲ

テ

イ

グ

エ

ポ

ツ

ク

り
に
あ
っ
て
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
ブ
の
予
感
に
緊
張
し
て
い
た
気
配
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
か
れ
ら
は
歴
史
と
い
う
物
語
に
お
け
る
画
期
の
重
要

ミ

y
h
p

か
れ
ら
自
身
は
中
間
の
人
間
だ
っ
た
。
こ
の
中
間
者
の
意
識
が
、
か
え
っ
て
か
れ
ら
を
歴
史
重
視
へ
と
向
わ
せ
、
時

さ
を
強
調
し
た
が
、

代
の
個
性
を
強
調
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
中
問
者
た
る
か
れ
ら
自
身
に
明
確
な
個
性
的
輪
郭
を
与



え
た
い
衝
動
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
同
時
代
に
も
、
年
代
記
の
書
き
子
や
、
編
年
史
の
著
者
は
存
在
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ

が
か
れ
ら
は
、
歴
史
の
方
法
を
論
ず
る
形
を
装
い
つ
つ
、
年
代
記
や
編
年
史
を
前
時
代
の
書
き
方
と
し
て
過
去
の
側
へ
押
し
や
り
、
そ
れ

と
の
距
離
に
よ
っ
て
現
代
の
歴
史
性
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
。

雑
多
な
事
件
を
織
り
成
す
持
続
的
な
時
聞
を
断
ち
切
っ
て
、
現
代
を
歴
史
化
す
る
一
つ
の
方
法
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
れ
ら
の
称
揚
し
た
歴
史
家
の
メ
タ
年
代
記
的
方
法
は
、
こ
の
同
時
代
の

一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
修
辞
学
の
一
特
徴
を
一
ま
ず
以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
た
上
で
、
次
に
私
は
、
近
世
田
学
者
た
ち

ら
え
方
の
検
討
に
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。

の
日
木
語
研
究
と
そ
れ
を
通
し
て
の
時
間
歴
史
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把
握
の
仕
方
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あ
る
い
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語
作
者
に
お
け
る
正
史
実
録
と
小
説
稗
史
の
関
係
の
と
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四
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明
治
十
(
一
八

七
七
)
年
、
東
京
大
学
か
ら
ア
メ
リ
カ
版
の
註
を
附
し
た
形
で
出
版
さ

北
大
文
学
部
紀
要

れ
た
。
教
科
書
と
し
て
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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