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一
般
に
歴
史
上
の
も
の
ご
と
の
評
価
に
は
、
表
面
上
い
か
に
も
も
っ
と
も
ら
し
く
思
わ
れ
な
が
ら
、
実
は
根
も
葉
も
な
い
虚
説
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な

こ
と
が
よ
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
前
半
の
慶
応
義
塾
に
関
し
て
い
え
ば
、
同
校
は
実
学
の
傾
向
が
強
く
、
そ
の
学
窓
か
ら
は
日
本
の
近
代
文
学
の

成
立
に
貢
献
す
る
よ
う
な
人
物
は
ほ
と
ん
ど
巣
立
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
類
い
の
説
で
あ
る
。
近
代
文
学
史
関
係
の
書
物
な
ど
を
繙
い
て
、
よ
く
目
に

す
る
の
は
、
慶
応
義
塾
は
西
洋
の
文
明
や
制
度
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
生
み
出
し
た
思
想
や
精
神
の
輸
入
に
か
け
て
は
他
に
一
歩
先
ん
じ
た
も
の
の
、
こ

と
西
洋
文
学
の
輸
入
と
な
る
と
、
専
門
の
文
学
教
師
を
抱
え
て
い
た
東
京
大
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
後
進
の
東
京
専
門
学
校
な
ど
に
も
大
き
く
遅
れ

を
と
っ
た
、
と
い
う
否
定
的
な
論
調
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
同
校
の
出
身
者
に
『
新
体
詩
抄
』
の
外
山
正
一
や
『
小
説
神
髄
』

の
坪
内
逍
遥
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
人
物
は
一
人
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
学
問
の
専
門
化
が
進

ん
だ
明
治
の
末
年
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
西
洋
の
言
語
を
通
し
て
あ
ら
ゆ
る
思
想
や
精
神
を
吸
収
し
て
い
こ
う
と
い
う
洋
学
の
全
盛
時
代
に
、
こ
と
さ

ら
に
あ
る
分
野
の
学
問
だ
け
を
避
け
て
通
る
と
い
う
よ
う
な
発
想
が
い
か
に
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
当
時
の
資
料
を
少
し
で
も
調
べ
た
経
験

の
あ
る
も
の
な
ら
ば
直
ぐ
に
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
と
く
に
進
取
の
気
象
に
み
な
ぎ
る
幾
多
の
俊
秀
を
擁
し
て
い
た
慶
応
義
塾
が
、
一
人
の

例
外
も
な
く
、
全
学
あ
げ
て
そ
の
よ
う
な
方
向
に
つ
き
進
ん
で
い
っ
た
な
ど
と
い
う
説
に
は
ど
う
し
て
も
く
み
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

〈
文
学
と
縁
の
薄
い
慶
応
〉
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
、
〈
実
学
に
強
い
慶
応
〉
と
い
う
一
般
に
言
い
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
裏
返
し
に
し
た
だ
け
の
、

根
拠
に
乏
し
い
風
説
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

私
が
、
そ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
は
じ
め
た
の
は
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
の
翻
訳
文
学
作
品
の
編
集
作
業
に
深
く
関
わ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
西
洋
文
学
の
翻
訳
者
を
一
人
一
人
丹
念
に
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
彼
ら
の
多
く
が
慶
応
義
塾
の
出
身
者
で
あ
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る
と
い
う
意
外
な
事
実
に
つ
き
あ
た
っ
た
。
そ
れ
も
五
人
や
六
人
と
い
う
よ
う
な
わ
ず
か
な
人
数
で
は
な
い
。
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
三
、
四
十
人
は

い
る
。
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
当
時
発
表
さ
れ
た
西
洋
の
翻
訳
文
学
作
品
の
お
よ
そ
一
、
二
割
は
、
同
校
の
出
身
者
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
数
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
な
か
に
は
、
矢
野
龍
渓
、
藤
田
鳴
鶴
、
森
田
思
軒
、
黒
岩
涙
香
と
い
う
よ
う
な
当
代
き
っ
て
の
人

気
作
家
も
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
い
か
に
も
慶
応
義
塾
の
学
風
に
相
応
し
く
、
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
な
い
視
野
の
広
さ
と
旺
盛

な
好
奇
心
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
よ
う
な
古
典
作
家
の
移
植
に
力
を
傾
け
る
か
と
思
え
ば
、
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
人
道
主
義
の
紹
介
に
も
率
先
し

て
当
た
る
、
さ
ら
に
は
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
Ｓ
Ｆ
小
説
、
ボ
ア
ゴ
ベ
イ
や
ガ
ボ
リ
オ
ー
の
怪
奇
小
説
・
探
偵
小
説
だ
っ
て
厭
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
ひ
と

た
び
そ
の
紹
介
に
手
を
染
め
る
や
、
彼
ら
は
、
江
湖
の
読
書
子
の
関
心
を
一
身
に
集
め
ず
に
は
お
か
な
い
ほ
ど
の
魅
力
に
富
ん
だ
作
品
を
次
々
と
世
に

送
り
出
し
て
い
っ
た
。
「
政
治
小
説
」
の
矢
野
龍
渓
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
道
主
義
小
説
」
の
森
田
思
軒
、
「
探
偵
小
説
」
の
黒
岩
涙
香
と
、
い
ず
れ
も
そ
の
道

を
代
表
す
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト
な
の
で
あ
っ
た
。
明
治
の
人
々
に
文
学
の
お
も
し
ろ
さ
と
可
能
性
を
教
え
る
の
に
彼
ら
ほ
ど
貢
献
し
た
人
々
は
い
な
い
。

 
 

 
 

 
 

 

２

わ
た
し
は
、
今
、
文
学
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
が
、
な
ぜ
慶
応
義
塾
の
出
身
者
が
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
る
よ
き
〈
伝
道
者
〉

た
り
え
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
は
一
つ
大
き
な
理
由
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
多
く
は
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
に
関
係
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
名
前
を
記
し
た
、
矢
野
龍
渓
に
し
て
も
、
藤
田
鳴
鶴
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
森
田
思
軒
や
黒
岩
涙
香
に
し
て
も
、

み
な
『
郵
便
報
知
新
聞
』
や
『
万
朝
報
』
な
ど
、
そ
の
時
代
を
代
表
す
る
新
聞
・
雑
誌
の
編
集
者
な
い
し
は
記
者
で
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

彼
ら
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の
は
、
で
き
る
だ
け
読
者
の
興
味
を
そ
そ
る
記
事
を
満
載
し
て
売
り
上
げ
紙
数
を
伸
ば
そ
う
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
発
想

で
あ
る
。
そ
の
発
想
が
、
彼
ら
を
し
て
、
当
節
西
洋
で
流
行
し
て
い
る
「
探
偵
小
説
」
の
紹
介
へ
と
駆
り
立
て
る
。
あ
る
い
は
、
最
新
の
科
学
技
術
を

駆
使
し
た
Ｓ
Ｆ
小
説
の
翻
訳
、
さ
ら
に
は
死
刑
廃
止
を
訴
え
た
「
人
道
主
義
小
説
」
の
輸
入
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
さ
い
わ
い
彼
ら
に
は
、
慶
応
義
塾
で

培
っ
た
視
野
の
広
さ
と
豊
か
な
語
学
力
と
が
身
に
備
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
語
学
力
を
背
景
に
、
持
ち
前
の
好
奇
心
に
も
の
を
言
わ
せ
て
、
こ
れ
は
と
思

う
西
洋
文
学
者
の
作
品
を
見
つ
け
出
し
て
は
、
開
化
後
い
く
ば
く
も
な
い
日
本
の
文
壇
に
そ
れ
を
紹
介
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
感
覚
が
捉
ら
え
た
文
学
作
品
は
、
必
ず
し
も
時
代
の
流
行
に
そ
う
Ｓ
Ｆ
小
説
や
探
偵
小
説
、
あ
る
い
は
政
治
・

制
度
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
ず
る
社
会
派
小
説
ば
か
り
で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
古
典
文
学
も
ち
ゃ
ん
と
そ
の
レ
パ
ー
ト
リ
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ー
に
加
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、
明
治
の
前
半
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
を
日
本
の

土
壌
に
根
づ
か
せ
る
上
で
最
も
大
き
な
貢
献
を
し
た
の
は
、
官
学
出
身
の
大
学
教
授
よ
り
は
、
む
し
ろ
慶
応
義
塾
出
身
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
西
南
の
役
の
勃
発
す
る
明
治
十
年
、
慶
応
義
塾
が
発
行
す
る
『
民
間
雑
誌
』（
九
八
、
九
九
号
）

に
は
、
早
く
も
「
胸
肉
の
奇
訟
」

と
題
す
る
有
名
な
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
法
廷
の
場
の
粗
筋
が
掲
載
さ
れ
る
。
そ
の
紹
介
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
特
定
さ
れ
て
い
な
い

が
（
藤
田
鳴
鶴
と
い
う
説
も
あ
る
）
、
慶
応
義
塾
発
行
の
『
民
間
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
以
上
、
い
ず
れ
同
校
の
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

明
治
十
年
と
い
え
ば
、
当
時
日
本
に
お
け
る
唯
一
の
大
学
・
東
京
大
学
が
開
設
さ
れ
た
年
で
、
そ
の
後
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
研
究
を
リ
ー
ド
す
る
坪
内

逍
遥
な
ど
も
、
い
ま
だ
そ
の
予
備
門
に
籍
を
置
く
一
介
の
学
生
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
早
い
時
期
か
ら
少
な
く
と
も
慶
応
義
塾
出
身
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
間
で
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
物
語
（
お
そ
ら
く
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ム
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）

が
注
目
さ
れ
、
活
字
に
組
ま
れ
て
雑
誌
に

紹
介
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
。

そ
う
し
た
福
沢
門
下
生
に
よ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
紹
介
の
流
れ
は
、
そ
の
後
も
十
年
代
後
半
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て

い
く
。
た
と
え
ば
、
そ
の
当
時
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
紹
介
に
寄
与
し
た
慶
応
義
塾
の
関
係
者
を
い
ま
仮
に
挙
げ
て
み
る
と
、
藤
田
鳴
鶴
、
小
栗
貞
雄
、

仁
田
桂
次
郎
、
渡
辺
治
、
板
倉
興
太
郎
、
磯
辺
弥
一
郎
と
、
何
人
も
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
翻
訳
文
学
者
の
名
前
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
の
な
か
で
と

く
に
わ
た
し
が
注
目
す
る
の
は
藤
田
鳴
鶴
の
存
在
で
あ
る
。
藤
田
は
、
周
知
の
通
り
立
憲
改
進
党
系
の
言
論
人
で
『
郵
便
報
知
新
聞
』
を
舞
台
に
独
自

の
論
説
を
展
開
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
受
容
史
上
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
輝
か
し
い
足
跡
を
残
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
っ

た
。
彼
は
、
自
ら
が
主
筆
を
勤
め
る
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
ラ
ム
の
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
物
語
』
を
「
春
宵
夜
話
」
と
い
う
統
一
題
の
下
に
連
載
す
る
。

そ
の
第
一
話
「
冬
物
語
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
明
治
十
六
年
三
月
の
こ
と
。
そ
れ
以
降
十
八
年
七
月
ま
で
の
間
に
、
同
じ
『
物
語
』
中
の
八
つ
の
話
を

次
々
に
訳
出
・
紹
介
し
て
い
っ
た
。
詳
し
い
内
容
は
、
別
に
掲
げ
る
藤
田
の
略
伝
で
確
認
し
て
も
ら
う
と
し
て
、
こ
こ
に
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
内
の

一
話
「
お
気
に
召
す
ま
ま
」
の
翻
訳
が
、
十
六
年
七
月
に
翠
嵐
先
生
訳
述
『
仏
国
某
州
領
主
麻
吉
侯
情
話
』（
春
夢
楼
印
行
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
「
西
基
斯
比
耶
叢
書

N
o
.
1

」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
名
を
伴
う
翻
訳
書
こ
そ
は
、
百
数
十
年
に
及
ぶ
日
本
の
長
い
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
翻
訳

史
の
中
で
、
文
字
通
り
最
初
の
第
一
歩
を
刻
む
記
念
す
べ
き
翻
訳
書
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
「
西
基
斯
比
耶
叢
書
」
は
こ
の
一
冊
だ
け

で
終
わ
っ
た
よ
う
だ
が
、
藤
田
の
試
み
が
そ
の
後
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
文
学
の
翻
訳
に
与
え
た
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
三
ヵ
月
後
に
は
有
名
な

井
上
勤
の
『
西
洋

珍
説

人
肉
質
入
裁
判
』（
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
法
廷
の
場
の
紹
介
）

が
世
に
送
ら
れ
、
翌
十
七
年
五
月
に
は
坪
内
逍
遥
の
『
該
撒

奇
談

自
由
太
刀
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余
波
鋭
鋒
』（
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
の
原
書
訳
）

が
刊
行
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
そ
の
後
陸
続
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
関
係
の
翻
訳
書
の
出
版
が
続

い
て
い
く
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
慶
応
義
塾
の
出
身
者
に
与
え
た
影
響
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
泰
西
奇
談
』
全
四
冊
（
明
治
十
九
―
二
十
一
年
）
の
翻
訳
者
・
仁

田
桂
次
郎
な
ど
は
そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
。
『
泰
西
奇
談
』
は
、
藤
田
の
「
春
宵
夜
話
」
と
同
じ
ラ
ム
の
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
物
語
』
の
翻
訳
で
、
当
初

の
計
画
で
は
「
二
拾
篇
ニ
及
デ
全
尾
ト
ナ
ル
ベ
シ
」（
『
泰
西
奇
談

嵐
之
巻
』
広
告
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
惜
し
い
か
な
、
四
冊
を
出
し
た
と
こ

ろ
で
仁
田
は
こ
の
世
を
去
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
中
絶
し
た
藤
田
の
「
西
基
斯
比
耶
叢
書
」
を
引
き
継
い
で
そ
れ
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
い
う
計
画
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
肺
を
病
ん
で
い
た
仁
田
に
は
計
画
を
完
結
さ
せ
る
余
力
も
な
く
わ
ず
か
三
十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
逝
っ
た
。
そ
の
夭
折
が
な
ん
と

し
て
も
悔
や
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

夭
折
と
い
え
ば
、
も
う
一
人
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
翻
訳
で
注
目
す
べ
き
作
品
を
残
し
た
渡
辺
治
も
若
く
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
文
人
の
一
人
で
あ

る
。
渡
辺
は
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
主
筆
な
ど
を
勤
め
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、
幼
少
よ
り
秀
才
と
謳
わ
れ
、
幾
多
の
俊
秀
の
つ
ど
っ
た
初
期
の
慶
応

義
塾
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
才
学
の
誉
れ
の
高
い
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
渡
辺
が
二
十
五
歳
の
と
き
に
手
が
け
た
の
が
『
鏡
花
水
月
』
と
題
す
る
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
『
間
違
い
の
喜
劇
』
の
翻
訳
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
ラ
ム
の
『
物
語
』
で
は
な
く
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
原
書
か
ら
の
翻
訳

で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
体
裁
も
「
総
て
原
本
の
儘
を
写
し
」
た
脚
本
仕
立
て
。
し
か
も
、
登
場
人
物
の
台
詞
の
一
片
一
片
は
、
か
つ
て
口
述
筆
記
の
翻
訳

を
手
が
け
た
こ
と
も
あ
る
渡
辺
な
ら
で
は
の
平
易
な
口
語
文
。
『
明
治
初
期
翻
訳
文
学
の
研
究
』
の
著
者
・
柳
田
泉
を
し
て
「
当
時
と
し
て
は
出
色
の
成

績
」
と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
の
出
来
栄
え
で
あ
っ
た
。
間
違
い
な
く
本
篇
は
初
期
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
翻
訳
文
献
の
中
で
も
一
、
二
を
争
う
傑
れ
た
翻
訳

作
品
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
渡
辺
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
翻
訳
は
こ
の
一
篇
だ
け
で
終
わ
り
、
そ
の
後
、
彼
は
新
聞
関
係

の
仕
事
に
精
を
出
す
一
方
、
第
一
回
総
選
挙
に
打
っ
て
出
て
、
見
事
当
選
を
果
た
す
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
翻
訳
者
と
衆
議
院
議
員
と
い
う
の
も
何
と

な
く
奇
妙
な
取
合
わ
せ
だ
が
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
決
し
て
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
幅
広
い
視
野
と
多
様
な
関
心
に
支
え
ら

れ
た
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
翻
訳
文
学
者
の
、
と
り
わ
け
慶
応
義
塾
出
身
の
翻
訳
文
学
者
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大
変
残
念
な

こ
と
に
こ
の
渡
辺
も
、
明
治
二
十
六
年
、
わ
ず
か
三
十
歳
と
い
う
若
さ
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。

こ
れ
以
外
に
も
、
慶
応
義
塾
の
関
係
者
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
紹
介
に
努
め
た
人
物
は
何
人
か
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
コ
リ
オ
レ
イ
ナ

ス
』
の
原
書
訳
『
豪
傑
一
世
鏡
』
を
世
に
送
っ
た
板
倉
興
太
郎
（
斯
波
二
郎
刊
、
２１
年
）
、
あ
る
い
は
日
本
で
最
初
の
英
文
学
関
係
の
講
義
録
で
あ
る
『
人
肉
裁
判

法
庭
の
場
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講
義
録
』（
国
民
英
学
会
蔵
版
、
２４
年
）
を
発
行
し
た
磯
辺
弥
一
郎
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
英
語
を
解
さ
な
い
菊
亭
香
水
（
佐
藤
蔵
太
郎
）

に
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
の
粗
筋
を
話
し
て
、
「
欧
州

奇
聞

花
月
情
話
」（
『
函
右
日
報
』
、
明
治

１７
年
）
と
い
う
翻
案
作
品
を
書
か
せ
た
小
栗
貞
雄
（
矢
野

文
雄
の
実
弟
）
の
例
も
あ
る
。
明
治
前
半
の
翻
訳
文
学
界
に
あ
っ
て
、
最
も
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
し
た
の
は
、
正
統
な
学
問
の
流
れ
を
汲
ん
だ
大
学
関
係

者
よ
り
も
、
こ
う
し
た
慶
応
義
塾
出
身
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
大
学
と
い
う
狭
い
範
囲
の
中
で
エ
リ
ー
ト
層
を
対
象
に
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
講
義
を
展
開
し
て
い
た
学
者
と
は
違
っ
て
、
広
く
一
般
の
新
聞
・
雑
誌
の
購
読
者
を
相
手
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
文
学
の
概
要
を
解
り
や
す

く
伝
え
る
こ
と
に
心
を
砕
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
一
般
読
者
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
文
学
の
お
も
し
ろ
さ
―
―
少
な
く
と
も
そ
の
お
も
し
ろ
さ
の
一
部
―

―
を
伝
え
る
に
は
、
絶
大
の
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
大
学
中
心
の
研
究
の
流
れ
と
は
別
に
、
こ
う
し
た
民
間
人
に
よ
る

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
輸
入
の
重
要
な
経
路
が
存
在
し
た
こ
と
に
改
め
て
大
き
な
関
心
を
注
い
で
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 
 

 
 

 
 

 

３

以
上
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
受
け
容
れ
を
中
心
に
慶
応
義
塾
出
身
者
の
功
績
を
辿
っ
て
み
た
が
、
彼
ら
が
初
期
の
文
学
界
に
果
た
し
た
役
割
は
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
文
学
の
輸
入
・
紹
介
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
グ
リ
ム
童
話
の
紹
介
に
お
い
て
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
輝
か
し
い
足
跡
を
残
し
た
。

日
本
で
最
初
に
グ
リ
ム
の
翻
訳
書
を
出
版
し
た
の
は
京
都
西
本
願
寺
系
の
僧
侶
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
哲
学
を
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
菅
了
法

で
あ
っ
た
。
彼
の
訳
し
た
『
西
洋

古
事

神
仙
叢
話
』（
集
成
社
、
明
治

２０
年
）
に
は
、
「
シ
ン
デ
レ
ラ
の
奇
縁
」
を
含
む
グ
リ
ム
の
童
話
十
篇
が
訳
載
さ
れ
、
表

紙
に
掲
げ
ら
れ
た
美
し
い
天
使
の
彩
色
石
版
画
と
と
も
に
当
時
の
読
者
の
注
目
を
惹
い
た
。
グ
リ
ム
の
翻
訳
は
、
そ
の
後
、
呉
文
聡
の
『
八
ツ
山
羊
』

（
弘
文
社
、

２０
年
）
、
上
田
万
年
の
『
お
ほ
か
み
』（
吉
川
半
七
、

２２
年
）
、
渋
江
保
の
『
西
洋
妖
怪
奇
談
』（
博
文
館
、

２４
年
）
、
井
上
寛
一
の
『
西
洋
仙
郷
奇

談
』（
東
陽
堂
、
２９
年
）
と
続
く
が
、
四
書
の
う
ち
上
田
訳
を
除
く
三
書
ま
で
が
慶
応
義
塾
の
出
身
者
に
よ
る
翻
訳
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

福
沢
諭
吉
の
『
童
蒙
を
し
へ
草
』（
尚
古
堂
、
５
年
）
、
福
沢
英
之
助
の
『
訓
蒙
話
草
』（
同
人
刊
、
６
年
）

以
来
の
西
洋
童
話
紹
介
の
流
れ
が
、
呉
や
菅
ら

に
よ
っ
て
グ
リ
ム
童
話
と
い
う
形
で
発
展
的
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
間
違
い
な
く
こ
れ
も
福
沢
門
下
生
に
よ
る
近

代
文
学
界
へ
の
貢
献
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
菅
の
『
西
洋

古
事

神
仙
叢
話
』
に
つ
い
て
一
言
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
同
書
の
出
版

に
当
た
っ
た
の
は
、
や
は
り
慶
応
義
塾
出
身
の
赤
坂
亀
次
郎
率
い
る
集
成
社
で
あ
っ
た
。
同
社
か
ら
は
、
吉
田
熹
六
の
『
奸
雄
の
末
路
』（
２１
年
）
、
渡

辺
治
の
『
鏡
花
水
月
』
（
２１
年
）
と
明
治
前
半
の
重
要
な
翻
訳
文
学
書
が
何
点
か
出
版
さ
れ
た
。
翻
訳
文
学
の
世
界
に
お
い
て
は
、
集
成
社
は
丸
善
に
も
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匹
敵
す
る
重
要
な
書
店
で
あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
以
外
に
も
慶
応
義
塾
の
近
代
文
学
界
へ
の
貢
献
は
幾
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
少
し
毛
色
の
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
を
紹
介
す
る
と
、
た

と
え
ば
欧
米
各
国
の
文
学
史
の
輸
入
で
あ
る
。
こ
の
方
面
に
お
い
て
も
彼
ら
は
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
ほ
ど
の
赫
々
た
る
功
績
を
残
し
た
。
い
ま
簡
単
に

そ
の
概
要
を
辿
っ
て
み
る
と
、
最
初
に
そ
れ
を
紹
介
し
た
の
は
、
元
長
岡
藩
士
小
林
雄
七
郎
で
あ
る
。
彼
は
明
治
十
年
に
文
部
省
か
ら
『
馬
爾
加

摩

氏

日
耳

曼
国
史
』
と
い
う
翻
訳
書
（
原
書
は
、
一
八
六
九
年
ロ
ン
ド
ン
で
発
行
さ
れ
た
ミ
セ
ス
・
マ
ル
カ
ム
の
『
ド
イ
ツ
史
』
）
を
刊
行
す
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、

そ
の
下
巻
の
巻
末
に
「
日
耳
曼
ノ
文
学
ノ
事
」
が
付
録
と
し
て
加
え
て
あ
る
。
わ
ず
か
十
数
頁
の
文
章
で
は
あ
る
が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ

ー
な
ど
主
要
文
学
者
の
業
績
や
作
品
評
価
の
概
説
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
文
学
が
外
国
文
学
か
ら
受
け
た
影
響
な
ど
に
も
論
説
が
お
よ
び
、
近
世
ド
イ
ツ

文
学
の
歴
史
の
流
れ
を
一
通
り
概
観
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
十
年
と
い
う
時
代
の
旧
さ
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
西
洋
文
学

史
紹
介
の
嚆
矢
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
慶
応
義
塾
の
出
身
者
の
著
作
に
は
、
こ
れ
以
外
に
、
松
島
剛
の
『
万
国
史
要
』（
各
国
の
「
著
作

家
」
数
十
名
の
略
伝
を
含
む
。
春
陽
堂
、
明
治

１９
年
）
、
渋
江
保
の
『
英
国
文
学
史
』（
博
文
館
、

２４
年
）
、
同
じ
く
『
希
臘
羅
馬
文
学
史
』（
同
、

２４
年
）
、
『
独

仏
文
学
史
』（
同
、

２５
年
）
、
石
川
黍
山
の
「
米
国
文
学
史
」（
『
庚
寅
新
誌
』
所
載
、

２４
―

２５
年
）

等
、
西
洋
文
学
の
歴
史
を
紹
介
し
た
も
の
が
数
多
く
存
在

す
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
明
治
二
十
年
代
ま
で
の
西
洋
各
国
の
文
学
史
の
紹
介
は
す
べ
て
慶
応
義
塾
の
関
係
者
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
ほ
う

が
当
た
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
同
校
の
歴
史
重
視
の
教
育
が
文
学
の
方
面
に
も
反
映
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
目
先
の
政
治
や

制
度
の
改
革
に
直
結
し
な
い
欧
米
各
国
の
文
学
史
に
ま
で
関
心
を
寄
せ
て
い
っ
た
彼
ら
の
飽
く
な
き
好
奇
心
に
は
頭
が
下
が
る
。
こ
の
分
野
に
お
い
て

も
慶
応
義
塾
の
担
っ
た
役
割
の
再
認
識
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
に
加
え
て
も
う
ひ
と
つ
同
校
出
身
の
翻
訳
者
の
こ
と
で
是
非
と
も
こ
こ
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

翻
訳
を
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
文
章
の
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
が
著
し
く
か
け
離
れ
る
と

い
う
文
学
の
近
代
化
を
押
し
進
め
る
上
で
大
変
な
不
都
合
が
存
在
し
た
。
斯
界
の
先
達
た
ち
は
そ
う
し
た
障
害
を
な
ん
と
か
克
服
し
よ
う
と
様
々
な
工

夫
を
重
ね
た
が
、
結
局
そ
の
最
も
有
効
な
方
法
は
傑
れ
た
西
洋
文
学
の
翻
訳
を
奨
励
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
文
学
の
あ
る
べ
き
姿
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
新
し
い
文
学
に
相
応
し
い
新
し
い
文
章
の
形
態
が
定
ま
っ
て

く
る
。
そ
う
考
え
て
、
真
っ
先
に
「
外
国
美
文
学
の
翻
訳
」
を
世
に
訴
え
て
い
っ
た
の
は
、
近
代
文
学
の
祖
・
坪
内
逍
遥
で
あ
っ
た
（
『
早
稲
田
文
学
』

三
号
）
。
二
葉
亭
四
迷
や
森
鴎
外
、
森
田
思
軒
ら
当
代
き
っ
て
の
文
学
者
た
ち
も
、
逍
遥
の
呼
び
か
け
に
応
ず
る
か
の
よ
う
に
西
洋
文
学
の
好
篇
を
見
つ



慶応義塾と初期の西洋文学翻訳者 399

け
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
の
文
章
に
訳
出
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
か
ら
、
森
田
思
軒
の
漢
文
脈
に
基
礎
を
お
く
「
周
密
文
体
」
が
生
ま

れ
る
。
二
葉
亭
四
迷
の
言
文
一
致
の
文
章
が
案
出
さ
れ
る
。
か
く
し
て
明
治
二
十
年
代
ま
で
の
翻
訳
文
壇
は
、
日
本
の
文
章
語
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め

て
大
家
も
新
人
も
こ
ぞ
っ
て
知
恵
と
情
熱
を
注
ぐ
と
い
う
、
さ
な
が
ら
文
章
の
実
験
場
の
よ
う
な
観
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
翻
訳
文
学
が
「
創
作
文
学
」
以
上
に
必
要
と
さ
れ
る
時
代
状
況
が
そ
こ
に
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
慶
応
義
塾
の
出
身
者
の
中
か
ら
も
日
本
の
文
章
史
上
に
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
を
加
え
る
注
目
す
べ
き
翻
訳
作
品
が

発
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
ほ
ど
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
と
こ
ろ
で
も
名
前
の
上
が
っ
た
渡
辺
治
の
『
三
英

双
美

政
海
の
情
波
』（
渡
辺
治
刊
、
明
治

１９
年
）
と

い
う
作
品
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
ど
こ
が
画
期
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
の
溝
を
埋
め
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
速

記
に
よ
る
口
訳
筆
記
が
採
用
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
要
領
は
、
渡
辺
が
原
書
（
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
ー
の
『
エ
ン
デ
ィ
ミ
オ
ン
』
）

の
英
文
を
で
き
る
限
り
平

易
な
文
章
に
口
訳
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
傍
ら
に
控
え
る
速
記
者
・
市
東
謙
吉
が
一
字
一
句
、
渡
辺
が
口
に
す
る
ま
ま
の
「
音
声
」
を
書
き
取
っ
て
い

く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
文
章
と
い
う
の
は
、
一
般
読
者
に
も
大
変
分
か
り
や
す
い
平
易
・
明
快
な
文
章
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

そ
の
書
き
だ
し
部
分
は
、
「
折
り
し
も
夏
の

ゆ
う
べ

夕

な
り
、

い

ら

か

甍
瓦
を

と
ら鑠

す
ま

ひ

な

か

真
日
中
の

え

ん

い

炎
威
は
消
え
て
尚

む
し
あ
つ

蒸
熱
く
夜
風
を
迎
ふ
る
頃
し
も
あ
れ
。
一
紳
士
正
服

に
う

は

ぎ

上
衣
着
け
セ
ン
ト
。
ジ
エ
ー
ム
ス
街
頭
の
倶
楽
部
館
よ
り
出
来
り
…
…
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
多
少
の
硬
さ
は
残
る
も
の
の
、
明
治
十
九
年
と
い

う
時
代
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
で
も
充
分
に
時
流
を
抜
い
た
斬
新
な
訳
文
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
渡
辺
の
翻
訳
が
契
機
と
な
っ
て
も
う
一
点
、
や
は
り
慶
応
義
塾
の
出
身
者
に
よ
る
大
変
重
要
な
翻
訳
作
品
が
発
表
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
益
田
克
徳
の
『
夜
と
朝
』
全
１２
巻
（
速
記
法
研
究
会
、
明
治

２２
年
）

と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
英
国
ブ
ル
ワ
ー
・
リ
ッ
ト
ン

の
同
名
の
小
説
を
翻
訳
し
た
も
の
だ
が
、
本
書
に
お
い
て
も
益
田
が
口
訳
し
た
文
章
を
専
門
の
速
記
者
が
書
き
写
す
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
益

田
の
訳
文
を
書
き
取
っ
た
の
は
「
速
記
法
研
究
会
」
の
主
宰
者
と
し
て
有
名
な
若
林
■
蔵
。
前
例
に
な
ら
っ
て
そ
の
書
き
出
し
部
分
を
紹
介
す
る
と
、

「
英
国
の

み

や

こ

都
会

ロ
ン
ド
ン

倫
敦
に
程
遠
か
ら
ぬ
或
村
の
お
寺
に

カ
レ
プ

迦
霊
と
い
ふ
坊
さ
ん
が
居
り
ま
し
た
。
勿
論
村
の
こ
と
で
す
か
ら
別
に
た
い
し
た
御
宗
旨
の
学
問

の
あ
る
人
が

い
り
よ
う

入
用
と
い
ふ
こ
と
も
な
し
、
又

え
ら
い

智
識
和
尚
さ
ん
が
住
職
に
な
る
訳
も
あ
り
ま
せ
ん
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
、
渡
辺
の
訳
文
を
さ
ら
に
易
し

く
し
た
純
然
た
る
言
文
一
致
の
口
語
体
で
あ
っ
た
。
明
治
翻
訳
文
壇
の
泰
斗
・
森
田
思
軒
は
、
そ
の
序
文
の
な
か
で
こ
の
作
品
の
出
現
を
「
我
国
文
学

世
界
ニ
一
変
ヲ
生
ズ
ル
ノ

き
ざ
し

朕
兆
」
と
受
け
と
め
て
い
る
。
後
世
の
研
究
者
の
多
く
も
、
思
軒
の
こ
の
解
釈
に
倣
っ
て
、
本
篇
を
日
本
の
翻
訳
文
学
の
発

達
史
上
一
期
を
画
す
重
要
な
作
品
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
柳
田
泉
『
明
治
初
期
翻
訳
文
学
の
研
究
』
参
照
）
。
そ
れ
が
い
か
に
こ
な
れ
た
訳
文
で
あ
っ
た
か
は
、
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全
篇
の
完
結
を
見
な
い
う
ち
か
ら
「
猫
遊
軒
伯
知
子
」
と
い
う
講
釈
師
に
よ
り
「
夜
と
朝
の
講
談
」
と
し
て
、
府
下
各
所
の
寄
席
で
公
演
さ
れ
た
と
い

う
事
実
か
ら
も
う
か
が
え
る
（
第

１０
巻
の
広
告
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
治
の
文
学
史
・
文
章
史
の
上
で
、
二
葉
亭
四
迷
の
「
あ
ひ
び
き
」（
二
葉
亭
は

三
遊
亭
円
朝
の
講
談
筆
記
を
も
と
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ダ
」
調
を
考
案
し
た
）
と
な
ら
ん
で
、
一
時
代
を
画
す
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
渡
辺
や
益
田
は
、
速
記
に
よ
る
口
述
筆
記
を
利
用
し
て
他
に
例
を
見
な
い
よ
う
な
訳
文
を
案
出
し
た
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
平

易
・
明
快
な
口
語
訳
と
い
う
の
は
、
な
に
も
渡
辺
や
益
田
の
専
売
特
許
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
福
沢
諭
吉
以
来
の
慶
応
義
塾
の
伝

統
で
あ
っ
た
。
そ
の
伝
統
に
則
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
一
工
夫
加
え
て
口
訳
の
速
記
と
い
う
方
法
を
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
言
と
文
の
接
近
を
計
ろ
う
と
し

た
と
こ
ろ
に
渡
辺
や
益
田
の
試
み
の
近
代
文
学
史
上
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
大
変
興
味
深
い
こ
と
に
、
慶
応
義
塾
に
は
そ
う
し
た
言
文
一
致
の
平
易
な
文
章
の
流
れ
に
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
る
人
物
も
存
在
し
た
。
そ

こ
が
同
校
の
同
校
た
る
ゆ
え
ん
で
、
輩
出
し
た
人
材
の
層
は
か
ぎ
り
な
く
厚
い
。
そ
の
筆
頭
に
位
す
る
の
は
、
先
ほ
ど
来
、
再
三
名
前
の
登
場
す
る
旧

派
の
「
殿
将
」
森
田
思
軒
で
あ
っ
た
。
思
軒
は
、
他
人
の
物
す
る
口
語
文
章
に
は
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
書
く
文
章
と
し
て
は
徹
頭

徹
尾
、
漢
文
脈
に
基
礎
を
置
く
「
周
密
文
体
」
に
こ
だ
わ
っ
た
。
旧
文
学
の
伝
統
の
中
で
文
学
上
の
洗
礼
を
受
け
た
思
軒
に
と
っ
て
、
身
に
染
み
つ
い

た
漢
文
の
響
き
や
格
調
を
無
視
し
て
口
語
文
に
走
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
当
時
の
多
く
の
知
識
人

の
考
え
を
代
弁
す
る
も
の
で
も
あ
っ
て
、
彼
の
旧
文
体
を
基
調
と
す
る
翻
訳
文
学
が
一
世
を
風
靡
す
る
の
も
そ
う
し
た
江
戸
以
来
の
文
学
の
伝
統
に
育

ま
れ
た
無
数
の
知
識
人
た
ち
の
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
思
軒
の
盟
友
・
吉
田
熹
六
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
旧
派
の
立
場
を
鮮
明
に
す

る
知
識
人
の
一
人
で
、
彼
は
ブ
ル
ワ
ー
・
リ
ッ
ト
ン
の
小
説
を
訳
し
た
『
奸
雄
の
末
路
』（
前
出
）

の
序
文
の
な
か
で
舌
鋒
す
る
ど
く
言
文
一
致
反
対
の

論
陣
を
張
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
慶
応
義
塾
の
出
身
者
に
は
、
旧
派
、
新
派
を
問
わ
ず
数
多
く
の
文
人
・
論
客
が
存
在
し
、
そ
の
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
西
洋
文
学
の
翻
訳
や
独
自
の
文
学
論
・
文
章
論
を
世
に
問
う
て
い
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
発
表
す
る
文
学
作
品
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
近
代
文
学

の
潮
流
を
形
成
し
て
い
く
ほ
ど
、
そ
こ
に
は
多
彩
な
才
能
が
蝟
集
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
多
少
大
袈
裟
な
も
の
の
言
い
方
を
許
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
日

本
の
近
代
文
学
の
進
展
は
少
な
か
ら
ず
彼
ら
の
創
意
と
工
夫
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
文
学
と
い
う
も
の
は
「
創
作
文
学
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
同
じ
「
創
作
文
学
」
で
も
「
純
文
学
」
に

か
ぎ
る
と
い
っ
た
式
の
や
か
ま
し
い
基
準
が
も
ち
だ
さ
れ
始
め
る
と
、
彼
ら
の
試
み
は
、
西
洋
文
学
の
翻
訳
と
い
う
枠
内
で
の
表
現
形
式
や
文
章
形
態
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の
模
索
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
「
創
作
・
純
文
学
」
を
第
一
義
と
す
る
批
評
家
か
ら
は
ま
と
も
な
取
扱
い
を
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
も
の
の
見
方
は
、
当
時
の
時
代
背
景
を
無
視
し
た
き
わ
め
て
偏
狭
な
見
方
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
前
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
明
治
十
年
代
、
二

十
年
代
と
い
う
の
は
、
江
戸
の
流
れ
を
汲
む
旧
派
の
文
学
が
大
き
く
も
の
を
言
っ
た
時
代
で
あ
る
。
日
本
古
来
の
文
学
や
漢
文
学
の
伝
統
に
よ
っ
て
育

ま
れ
た
人
々
に
、
新
し
い
文
学
の
妙
味
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
当
然
そ
れ
な
り
の
手
順
と
段
階
を
踏
む
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
新
文
学
（
＝

西
洋
文
学
）
の
段
階
的
普
及
手
段
と
し
て
最
も
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
た
も
の
と
い
え
ば
、
外
で
も
な
い
、
西
洋
の
文
学
を
日
本
の
表
現
形
式
や
文

章
趣
味
で
味
つ
け
す
る
こ
と
の
で
き
る
翻
訳
文
学
で
あ
っ
た
。
正
宗
白
鳥
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
そ
の
頃
の
翻
訳
文
学
と
い
う
の
は
、
「
日
本
流
の

支
那
料
理
、
日
本
流
の
仏
蘭
西
料
理
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
泰
西
の
事
情
に
暗
い
大
方
の
読
者
に
と
っ
て
、
西
洋
文
学
は
日
本
流
の
味
つ
け
を
も
っ
て

初
め
て
口
に
し
う
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
の
翻
訳
文
学
と
い
う
の
は
純
然
た
る
洋
風
で
も
な
い
、
さ
り
と
て
和
風
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
、

そ
の
折
衷
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
翻
訳
文
学
に
備
わ
る
長
所
が
理
解
さ
れ
た
た
め
だ
ろ
う
、
そ
の
頃
の
文
壇
は
、

さ
な
が
ら
「
西
洋
文
学
の
植
民
地
み
た
い
」
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
若
者
は
自
国
の
小
説
よ
り
も
、
外
国
文
学
の
翻
訳
作
品
の
な
か
に
、
「
自
己
の
影

を
見
た
。
自
己
の
夢
を
見
た
。
或
ひ
は
自
己
の
心
に
潜
ん
で
ゐ
る
も
の
を
引
き
出
さ
れ
る
感
じ
が
し
た
」
、
そ
う
し
て
文
学
と
い
う
も
の
が
「
い
か
に
大

な
る
力
を
有
つ
て
ゐ
る
か
」
を
身
に
し
み
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
正
宗
白
鳥
「
日
本
文
学
に
及
ぼ
し
た
る
西
洋
文
学
の
影
響
」
）
。
逍

遥
が
予
見
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
文
章
の
形
態
も
そ
う
し
た
西
洋
文
学
を
紹
介
し
て
い
く
中
で
自
ず
と
定
ま
っ
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
文
学
全
体
が
西
洋
文
学
の
翻
訳
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
時
代
に
、
い
ち
早
く
西
洋
文
学
の
神
髄
を
日
本
の
文
学
風
土
に
根

づ
か
せ
よ
う
と
様
々
な
工
夫
と
努
力
を
重
ね
た
文
学
者
、
そ
れ
が
二
葉
亭
、
鴎
外
、
逍
遥
で
あ
り
、
同
時
に
龍
渓
、
思
軒
、
涙
香
に
代
表
さ
れ
る
福
沢

門
下
の
文
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
慶
応
義
塾
の
出
身
者
は
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
、
眼
前
に
広
が
る
無
限
の
可
能
性
に
積
極
果
敢
に
挑

ん
で
い
っ
た
輝
か
し
き
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
学
問
分
野
に
お
い
て
、
そ
の
枠
組
み
の
見
直
し
・
転
換
が
求
め
ら
れ

て
い
る
今
日
、
こ
れ
ら
福
沢
門
下
の
翻
訳
文
学
者
の
一
群
に
熱
い
ま
な
ざ
し
が
注
が
れ
る
日
が
遠
か
ら
ず
や
っ
て
く
る
も
の
と
確
信
す
る
。

彼
ら
の
先
見
性
と
パ
イ
オ
ニ
ア
精
神
に
多
大
な
敬
意
を
払
い
つ
つ
、
こ
こ
に
慶
応
義
塾
出
身
の
西
洋
文
学
翻
訳
者
の
略
伝
並
び
に
業
績
一
覧
を
掲
げ

る
こ
と
に
す
る
。


