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著
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右
の
タ
イ
ト
ル
は
、

E.w.
サ
イ
1
ド
の
生
前
最
後
の
著
書
名
を
流
用

し
た
も
の
だ
。
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
に
よ
っ
て
早
く
そ
の
名
を
知
ら
れ

た
サ
イ
1
ド
は
、
従
来
の
〈
オ
リ
エ
ン
ト
〉
が
西
洋
の
価
値
観
に
よ
る
一
方

的
な
ま
な
ざ
し
の
枠
組
み
に
抑
圧
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
を
別
挟
し
、
そ

の
名
を
あ
げ
た
が
、
同
時
に
パ
レ
ス
チ
ナ
の
自
由
を
大
義
と
す
る
発
言
に
よ

っ
て
も
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
い
わ
ば
文
学
批
評
よ
り
も
政

治
的
批
評
や
実
践
を
も
っ
て
耳
目
を
集
め
て
き
た
サ
イ
l
ド
が
、
癌
の
発
症

と
戦
い
な
が
ら
最
後
に
ま
と
め
た
著
書
が
ヨ
ア
モ
ク
ラ
シ
イ
の
た
め
に
人

文
学
と
批
評
の
使
命
』
(
二

O
O六
・
八
、
岩
波
書
店
)
と
題
す
る
一
冊
で

あ
っ
た
。
〈
サ
イ
l
ド
と
佐
藤
泰
正
〉
、
こ
の
一
見
い
か
に
も
異
質
な
二
人
の

著
書
を
並
べ
る
と
い
う
突
飛
な
着
想
に
果
た
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る

の
か
、
我
な
が
ら
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。
し
か
し
、
佐
藤
氏
の
大
冊
の
新

著
『
文
学
の
力
と
は
何
か
激
石
・
透
谷
・
賢
治
ほ
か
に
ふ
れ
つ
つ
』
(
二

O
一
五
・
六
、
翰
林
書
房
)
や
そ
の
長
い
足
跡
を
ひ
と
く
ち
に
ま
と
め
る

と
し
た
ら
「
人
文
学
と
批
評
の
使
命
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
ほ
ど
正
鵠
を
射
た
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著
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っ
て
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浅

野

洋

も
の
が
な
い
と
思
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
サ
イ
l
ド
の
著
書
に
対
す
る
ア
キ
ー

ル
・
ピ
ル
グ
ラ
ミ
の
行
き
届
い
た
「
序
文
」
を
一
読
す
る
と
、
無
縁
に
見
え

る
二
人
の
著
書
が
は
る
か
に
交
響
し
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
試
し
に
「
序
文
」
の
一
節
を
、
サ
イ
l
ド
に
代
え
て
佐
藤
氏
の
名
を
冠

し
、
一
部
を
改
訂
し
て
引
用
し
て
み
る
。

こ
の
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
(
原
文
は
サ
イ
l
ド
の
著
書
)
を
見
る

と
、
そ
の
足
跡
を
、
人
文
主
義
と
い
う
も
っ
と
大
き
な
哲
学
的
背
景
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
文
主
義
は
、
こ
の
二
、
三
十
年
の
文

学
理
論
の
前
衛
的
発
展
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
に
感
傷
的
で
敬
虞
な
も
の

に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
佐
藤
氏
(
サ
イ
!
ド
)

に
と
っ
て
は
、
頑
固
な
理
想
を
掲
げ
て
肯
定
し
続
け
た
唯
一
の
「
主

義
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
一
節
を
、
た
と
え
ば
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
冒
頭
の
一
文
「
激
石
に

お
け
る
〈
文
学
の
力
〉
と
は
何
か
」

(
I
)
の
末
尾
部
分
に
対
応
さ
せ
て
み

よ
う
。
佐
藤
氏
の
文
学
に
取
り
組
む
一
貫
し
た
姿
勢
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
唯
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一
の
『
主
義
』
」
は
、
以
下
の
よ
う
な
文
言
に
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
。

言
葉
に
こ
も
る
、
作
家
内
面
の
核
心
と
も
言
う
べ
き
も
の
の
何
た
る
か

を
問
い
つ
め
る
所
に
こ
そ
、
作
家
の
遺
し
た
〈
文
学
の
力
〉
そ
の
も
の

を
受
け
と
め
る
、
我
々
自
身
の
力
も
ま
た
生
ま
れ
て
来
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
(
「
作
家
」
の
原
文
は
「
激
石
」
)

作
家
の
遺
し
た
〈
文
学
の
力
〉
を
受
け
と
め
、
そ
れ
ば
か
り
か
「
我
々
(
人

間
)
自
身
の
力
も
ま
た
生
ま
れ
て
来
る
」
と
い
う
佐
藤
氏
の
姿
勢
を
、
大
き

な
「
哲
学
的
」
立
場
に
還
元
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
サ
イ
l
ド
に
見
ら
れ

る
「
哲
学
的
背
景
」
と
し
て
の
「
人
文
主
義
」
に
通
じ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
む
ろ
ん
、
佐
藤
氏
の
「
人
文
学
」
を
、
近
年
の
「
文
学
理
論
の
前
衛
的

発
展
」
と
は
無
縁
の
「
感
傷
的
で
敬
慶
な
」
仕
事
と
見
る
の
も
大
き
な
間

違
い
だ
。
氏
は
、
近
年
の
理
論
的
発
展
を
十
分
に
承
知
し
な
が
ら
、
そ
れ

に
抗
し
て
「
頑
固
な
理
想
」
を
掲
げ
、
あ
え
て
右
の
よ
う
な
「
人
文
主
義
」

を
「
唯
一
の
『
主
義
』
」
と
し
て
肯
定
し
続
け
て
き
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
は

「
〈
批
評
〉
の
復
権
、
〈
文
学
〉
の
復
権
」

(
W
)
の
一
章
を
見
れ
ば
明
日
だ
。

そ
こ
で
氏
は
、
柄
谷
行
人
の
近
著
『
近
代
文
学
の
終
り
』
を
批
判
し
な
が

ら
「
〈
文
学
〉
に
お
け
る
真
の
〈
批
評
〉
の
覚
醒
」
を
促
し
、
「
テ
ク
ス
ト
論

や
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ

1
ズ
な
ど
の
流
行
以
来
」
「
表
現
主
体
に
か
か

わ
る
〈
探
究
〉
」
が
没
却
さ
れ
て
い
る
が
「
こ
こ
に
こ
そ
〈
批
評
〉
の
復
権
、

〈
文
学
〉
の
復
権
の
拠
点
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。
氏
の
同
時
代
へ
の
ま
な
ざ

し
は
、
「
〈
激
石
を
読
む
〉
と
は
」

(
E
)
に
お
い
て
も
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト

の
『
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
』
を
援
用
し
、
か
つ
て
「
作
者
の
死
」
を
宣

し
た
同
じ
バ
ル
ト
が
後
年
の
『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
で
は
「
テ
ク
ス
ト
の
内

フ
ィ
ギ
ユ

1
ル

部
に
、
何
ら
か
の
形
で
、
作
者
を
私
は
欲
す
る
。
私
は
彼
の
形
象
(
彼
の

表
象
で
も
、
投
影
で
も
な
い
)
を
必
要
と
す
る
の
だ
」
と
い
っ
た
言
及
を
引

用
し
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
目
配
り
を
し
た
上
で
な

お
、
氏
は
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

テ
ク
ス
ト
は
読
者
に
対
し
て
聞
か
れ
る
と
同
時
に
、
作
者
に
対
し
て
も

徹
底
し
て
聞
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
(
中
略
)
作
品
と
作
家
を

串
刺
し
に
し
て
読
む
、
そ
の
批
評
行
為
の
、
あ
る
い
は
解
読
行
為
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
い
ま
改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

佐
藤
氏
の
言
う
「
作
品
と
作
家
を
串
刺
し
に
し
て
読
む
」
「
批
評
行
為
」
や

「
解
読
行
為
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
と
は
、
言
う
な
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
「
文

献
学
」
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
再
び
サ
イ
l
ド
に
寄
り
添
う
ア
キ
ー

ル
の
「
序
文
」
を
見
て
み
よ
う
。

批
評
は
文
献
学
で
あ
り
、
こ
と
ば
の
「
歴
史
」
で
あ
り
、
伝
統
の
「
受

容
」
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
伝
統
と
こ
と
ば
が
積
み
重

ね
て
き
た
慣
習
の
山
に
対
す
る
「
抵
抗
」
な
の
だ
。

サ
イ
l
ド
自
身
も
ま
た
「
文
献
学
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る。
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第
三
章
で
は
、
文
献
学
の
役
割
の
肝
要
さ
を
論
じ
て
い
る
。
注
意
深

く
、
想
像
力
を
働
か
せ
た
精
読
に
つ
い
て
解
説
し
た
の
は
、
テ
ク
ス
ト

が
言
っ
て
い
る
こ
と
に
心
を
聞
く
(
そ
し
て
聞
い
た
結
果
、
か
な
り
の

強
さ
の
抵
抗
に
も
出
会
う
)
訓
練
こ
そ
、
こ
の
語
の
最
良
か
つ
も
っ
と



も
広
い
意
味
に
お
い
て
、
人
文
学
的
理
解
へ
の
王
道
だ
と
期
待
し
て
い

る
か
ら
だ
。
(
「
ま
え
が
き
」
)

激
石
を
論
じ
る
佐
藤
氏
は
、
し
ば
し
ば
作
家
以
前
の
一
文
「
人
生
」
(
明
二

十
九
・
九
)
を
引
き
、
激
石
の
心
中
深
く
に
横
た
わ
る
「
二
辺
の
対
立
す

る
矛
盾
」
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
矛
盾
」
を
「
手
放
さ
ず
に
生
き

抜
く
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
矛
盾
に
満
ち
た
人
生
を
生
き
抜
く
力
」
だ
と
し
て

激
石
作
品
解
読
の
核
心
へ
と
繋
げ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
氏
の
「
解
読
行
為
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
は
、
サ
イ
l
ド
の
述
べ
る
「
注
意
深
く
、
想
像
力
を
働
か

せ
た
精
読
」
す
な
わ
ち
「
テ
ク
ス
ト
」
に
「
心
を
聞
く
」
「
文
献
学
」
そ
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
人
文
学
的
理
解
へ
の
王
道
」
だ
と
い
う
「
期

待
」
を
、
佐
藤
氏
も
ま
た
固
く
信
じ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一

方
、
今
日
の
欧
米
中
心
の
支
配
構
造
か
ら
す
れ
ば
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
パ
レ
ス

チ
ナ
人
で
あ
っ
て
、
世
界
を
席
巻
す
る
グ
ロ
1
パ
リ
ズ
ム
の
虚
妄
性
を
暴
こ

う
と
し
つ
つ
、
し
か
も
グ
ロ
l
パ
リ
ズ
ム
の
中
心
軸
に
位
置
す
る
ア
メ
リ
カ

国
内
で
生
活
し
批
評
活
動
を
続
け
る
1

そ
う
し
た
サ
イ
l
ド
の
心
底
に
も

「
二
辺
の
対
立
す
る
矛
盾
」
は
き
っ
と
深
く
刻
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の

戦
闘
的
批
評
家
の
サ
イ
1
ド
の
胸
底
深
く
に
抱
か
れ
て
い
た
「
人
文
学
」
と

佐
藤
泰
正
の
そ
れ
と
は
、
見
か
け
ほ
ど
遠
く
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
書
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
の
核
心
は
、
早
口

に
い
え
ば
、
あ
る
べ
き
「
批
評
」
も
し
く
は
「
人
文
学
(
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
)
」
に
深
く
測
鉛
を
下
ろ
す
「
文
献
学
」
の
真
撃
な
実
践
で
あ
る
と
要
約

で
き
よ
う
。

人
文
学
と
批
評
の
使
命
|
|
佐
藤
泰
正
著
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|
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佐
藤
氏
の
新
著
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
は
、
書
き
下
ろ
し
の
巻
頭
文
を

始
め
と
す
る
長
短
六
十
八
編
(
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
を
加
え
れ
ば
六
十

九
編
)
の
文
章
を
収
め
る
。
そ
れ
ら
が
七

(
W
)
部
構
成
の
章
立
て
に
編
集

さ
れ
、
実
に
約
八
七

O
頁
の
大
著
と
な
っ
て
い
る
。
巻
頭
の
「
激
石
に
お
け

る
〈
文
学
の
力
〉
と
は
何
か
」

(
I
)
は
、
佐
藤
氏
の
「
文
学
」
に
対
す
る

本
領
を
最
も
端
的
に
物
語
る
激
石
文
学
の
核
心
を
述
べ
た
も
の
で
、
そ
れ
は

同
時
に
、
本
書
の
根
底
を
深
く
太
く
貫
い
て
い
る
鉱
脈
の
〈
露
頭
〉
で
あ

り
、
大
著
の
海
原
に
積
ぎ
出
す
た
め
の
羅
針
盤
と
も
い
え
よ
う
。
対
し
て
、

巻
末
の
「
作
家
・
作
品
の
急
所
を
ど
う
読
む
か
」
は
、
本
書
を
構
成
す
る
各

章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
包
括
す
る
概
説
と
な
っ
て
お
り
、
本
書
全
体
を
晃
渡
す

ガ
イ
ド
機
能
を
も
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
巻
末
の

こ
の
一
文
を
ま
ず
繕
き
、
こ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
各
章
の
内
実
に
分
け
入

っ
て
ゆ
く
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

本
書
の
中
軸
が
、
そ
の
分
量
や
熱
量
か
ら
し
て
、
多
彩
な
激
石
論
に
あ
る

こ
と
は
明
白
だ
。
続
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
宮
津
賢
治
と
遠

藤
周
作
を
軸
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
文
学
、
さ
ら
に
は
補
助
線
と
し
て
の
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
l
文
学
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
激
石
に
関
し
て
は
前
著

『
こ
れ
が
激
石
だ
』
(
棲
の
森
通
信
社
、
二

O
一
0
・
一
)
で
胸
の
す
く
よ

う
な
見
解
が
縦
横
に
語
り
尽
く
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
多
く
の
激
石
論
も
す
で

に
定
評
が
あ
る
。
ま
た
、
賢
治
文
学
や
キ
リ
ス
ト
教
文
学
に
つ
い
て
も
、
氏

の
成
果
が
既
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
今
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て
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回
の
新
著
の
中
で
は
比
較
的
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
対
象
を
取
り
上
げ

た
論
を
主
に
言
及
し
て
み
た
い
。

ま
ず
は
ご
葉
を
ど
う
読
む
か
『
に
ご
り
え
』
を
軸
と
し
て
」

(
I
)

と
題
す
る
論
述
だ
が
、
一
葉
論
に
言
及
す
る
前
に
サ
イ
!
ド
の
言
に
耳
を
傾

け
て
お
こ
う
。
「
文
献
学
へ
の
回
帰
」
と
題
す
る
第
三
章
は
次
の
よ
う
に
書

き
起
こ
さ
れ
る
。

文
献
学
は
、
人
文
学
と
関
連
し
た
学
問
分
野
の
な
か
で
も
、
も
っ
と

も
ノ
リ
が
悪
く
、
セ
ク
シ
ー
さ
に
乏
し
く
、
古
臭
い
分
野
で
、
二
十
一

世
和
初
め
に
お
け
る
人
文
学
と
生
の
関
連
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
一

番
浮
上
し
て
き
そ
う
に
な
い
も
の
だ
。
し
か
し
(
中
略
)
、
過
去
百
五

十
年
間
の
西
欧
の
す
べ
て
の
思
想
家
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も

ラ
デ
ィ
カ
ル
で
、
知
的
に
大
胆
不
敵
な
思
想
家
で
あ
る
ニ
1
チ
ェ
が
、

自
分
は
な
に
を
お
い
て
・
も
文
献
学
者
で
あ
る
と
つ
ね
に
み
な
し
、
実
際

に
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。
(
中
略
)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ジ
ャ
ン
パ
ツ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ

l
コ
の
『
新
し
い

学
』
が
、
一
種
の
文
献
学
的
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
て
解
釈
学
の
革

命
を
起
こ
し
、
そ
の
結
果
ニ

i
チ
エ
が
一
世
紀
半
後
に
述
べ
る
よ
う

に
、
人
聞
の
歴
史
に
関
す
る
真
実
は
「
隠
喰
と
換
喰
の
移
動
部
隊
」
で

あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
の
だ
っ
た
。
歴
史
の
真
の
意
味
は
、
読
み

と
解
釈
の
行
為
に
よ
っ
て
た
え
ず
読
み
解
か
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し

た
行
為
は
、
現
実
、
つ
ま
り
隠
さ
れ
、
誤
解
さ
れ
、
抵
抗
す
る
、
困
難

な
現
実
を
伝
え
る
言
葉
と
い
う
形
態
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
言
い
か

え
れ
ば
、
読
み
の
科
学
は
、
人
文
科
学
に
と
っ
て
至
高
の
も
の
な
の

だ。

こ
の
サ
イ
l
ド
の
発
言
を
ご
く
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
、
「
人
文
学
」
関
連
の

「
学
問
分
野
」
で
最
も
「
古
臭
い
」
と
見
な
さ
れ
が
ち
な
「
文
献
学
」
ー
そ

の
「
読
み
と
解
釈
の
行
為
」
ー
こ
そ
「
人
文
学
」
の
揺
る
ぎ
な
い
〈
基
盤
〉

で
あ
り
〈
枢
軸
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。

佐
藤
氏
の
「
に
ご
り
え
」
論
は
、
そ
の
「
読
み
と
解
釈
の
行
為
」
す
な
わ

ち
「
文
献
学
」
の
き
わ
め
て
誠
実
な
実
践
と
い
っ
て
よ
い
。
「
な
か
な
か
厄

介
な
作
品
」
で
あ
る
「
に
ご
り
え
」
を
前
に
、
氏
は
テ
キ
ス
ト
本
文
に
見
え

る
「
難
所
」
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
読
み
解
い
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
、
作
品
冒

頭
の
お
力
と
手
紙
を
め
ぐ
る
場
面
の
「
巻
紙
二
尋
も
書
い
て
二
枚
切
手
の
大

封
じ
」
に
つ
い
て
、
出
原
隆
俊
・
戸
松
泉
・
高
田
知
波
・
山
本
洋
ら
諸
氏
の

先
行
文
献
を
逐
一
検
討
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
赤
坂
以
来
の
馴
染
」
客
か
ら

の
手
紙
で
あ
り
、
そ
の
前
に
お
高
が
お
力
に
語
り
か
け
る
「
先
刻
の
手
紙
」

が
そ
の
返
事
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
ま
た
、
結
城
朝
之
助
と
お
力
の
会

話
に
見
え
る
「
出
世
」
の
一
語
を
め
ぐ
っ
て
、
前
出
の
戸
松
氏
・
山
本
氏

ら
の
論
、
か
テ
キ
ス
ト
自
体
か
ら
や
や
離
れ
た
立
論
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
、

「
作
者
は
外
に
い
る
の
で
は
な
い
。
作
者
は
た
だ
作
中
に
生
き
る
。
作
中
人

物
と
と
も
に
あ
る
」
と
し
、
「
作
中
の
〈
声
〉
」
に
一
葉
そ
の
人
の
肉
声
を
読

み
取
る
。
さ
ら
に
「
私
も
丸
木
橋
を
ば
波
ら
ず
は
な
る
ま
い
」
と
し
て
お
力

が
町
中
へ
飛
び
出
し
、
異
常
な
感
覚
に
包
ま
れ
る
問
題
の
場
面
か
ら
結
城
へ

の
「
告
白
」
に
至
る
経
緯
つ
い
て
、
前
田
愛
・
愛
知
峰
子
・
岩
見
照
代
・
戸

-4-



松
氏
・
田
中
優
子
・
出
原
氏
ら
諸
氏
の
先
行
文
献
を
参
照
し
つ
つ
、
お
力
の

〈
も
の
思
ひ
〉
と
重
な
る
一
葉
の
「
考
へ
」
や
問
い
か
け
が
「
抑
圧
を
し
い

ら
れ
た
当
代
の
女
性
の
苦
悩
に
対
す
る
熱
い
共
感
へ
と
傾
い
て
ゆ
く
」
さ
ま

を
論
じ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
文
脈
で
先
行
研
究
者
の
名
前
を
う
る
さ
く
あ
げ
た
の

に
は
わ
け
が
あ
る
。
学
聞
に
年
齢
は
関
係
な
い
と
叱
ら
れ
そ
う
だ
が
、
本
論

の
初
出
は
二

O
O七
年
一
月
(
梅
光
学
院
大
学
『
日
本
文
学
研
究
』
四
一
一
)

で
、
氏
が
こ
の
一
葉
論
を
書
い
た
の
は
御
年
九
十
歳
前
後
、
そ
れ
で
も
な

お
、
は
る
か
年
少
の
研
究
者
の
仕
事
に
対
し
て
敬
意
と
目
配
り
と
厳
し
い
取

捨
を
怠
ら
な
い
ー
そ
の
事
実
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
先
学
へ
の

謙
虚
な
姿
勢
と
粘
り
強
い
「
読
み
と
解
釈
の
行
為
」
に
支
え
ら
れ
た
「
文
献

学
」
こ
そ
「
人
文
学
的
理
解
へ
の
王
道
」
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
論
の

末
尾
で
こ
の
「
小
論
」
が
「
テ
ク
ス
ト
論
以
来
、
と
も
す
れ
ば
疎
外
さ
れ
て

来
た
か
に
み
え
る
〈
作
者
〉
の
問
題
、
さ
ら
に
は
〈
作
家
〉
の
問
題
に
対
し

て
」
の
「
反
論
」
だ
と
明
言
す
る
諜
と
し
た
後
記
に
も
な
お
驚
か
さ
れ
る
。

最
後
に
一
言
す
れ
ば
、
小
説
終
幕
の
「
源
七
、
お
力
の
心
中
も
合
意
の
そ
れ

か
、
無
理
心
中
か
の
詮
索
な
ど
何
事
で
も
あ
る
ま
い
」
と
し
、
前
田
氏
も
そ

の
詮
索
に
否
定
的
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
か
。
私
見
で
は
そ
の
〈
行
間
〉
を

さ
ら
に
読
み
込
む
余
地
か
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

*
 

*
 

著
者
の
本
意
は
別
と
し
て
、
筆
者
個
人
の
関
心
で
い
え
ば
「
松
本
清
張
一

面
初
期
作
品
を
紬
と
し
て
」
も
興
味
深
い
論
考
で
あ
っ
た
。
そ
の
興
味
の

人
文
学
と
批
評
の
使
命

|
l
佐
藤
泰
正
著
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|

度
合
い
は
、
清
張
関
連
の
情
報
に
疎
い
筆
者
の
無
知
に
由
来
す
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
教
え
ら
れ
、
感
じ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

こ
の
清
張
論
は
、
意
外
な
切
り
口
に
始
ま
る
。
田
辺
聖
子
の
伝
記
小
説

『
花
衣
ぬ
ぐ
や
ま
つ
わ
る
わ
が
愛
の
杉
田
久
女
』
に
お
い
て
、
同
じ
久
女

房
』
モ
デ
ル
と
す
る
清
張
の
初
期
短
編
『
菊
枕
|
ぬ
い
女
略
歴
|
』
に
対
す
る

批
判
へ
の
疑
義
が
そ
れ
だ
。
久
女
の
「
怨
念
と
背
信
、
相
魁
と
嫌
厭
の
苦
い

味
」
を
俳
句
の
「
短
さ
ゆ
え
に
骨
身
を
削
る
、
苛
烈
な
修
行
が
人
の
心
を
萎

縮
歪
曲
さ
せ
る
」
と
す
る
田
辺
氏
の
見
立
て
に
対
し
、
氏
は
「
俳
句
自
体
な

ら
ぬ
、
俳
檀
、
結
社
が
お
の
ず
か
ら
に
字
む
一
種
の
権
威
的
、
権
力
的
構

造
」
、
そ
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
高
浜
虚
子
か
ら
の
圧
力
が
「
見
落
と
さ
れ

て
い
る
」
と
述
べ
る
。
制
度
や
組
織
の
姪
格
が
一
個
の
人
間
性
を
冷
酷
に
擦

め
て
し
ま
う
哀
し
み
に
ま
で
届
い
て
い
な
い
こ
と
へ
の
不
満
で
あ
る
。
続
い

て
、
田
辺
氏
が
「
初
期
の
傑
作
群
」
と
し
て
あ
げ
た
「
断
碑
」
「
あ
る
『
小

倉
日
記
』
伝
」
「
暇
々
吟
」
の
な
か
で
は
「
や
は
り
「
あ
る
『
小
倉
日
記
』

伝
」
一
篇
こ
そ
が
傑
作
の
名
に
価
す
る
」
と
し
、
こ
の
三
編
に
数
編
を
加
え

た
平
野
謙
の
や
や
肌
理
の
粗
い
評
価
に
も
釘
を
刺
す
。
人
間
性
を
撹
め
る

〈
外
部
〉
の
理
不
尽
さ
を
見
逃
さ
ぬ
氏
の
眼
は
「
〈
宿
命
〉
」
が
「
単
に
そ
の

人
聞
の
性
格
や
ふ
る
ま
い
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
」
も
の
で
な
く
、
「
懸
命
の

行
為
の
果
て
に
す
べ
て
消
え
去
る
と
い
う
、
予
期
せ
ぬ
運
命
の
悲
劇
」
す
な

わ
ち
「
人
間
と
い
う
、
有
限
的
存
在
の
受
け
る
べ
き
最
終
の
〈
宿
命
〉
」
に

注
目
す
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
「
あ
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
の
主
人
公
田

上
耕
作
の
生
涯
を
〈
徒
労
の
美
〉
だ
と
し
、
作
品
末
尾
で
、
耕
作
の
死
の
翌

F
h
u
 



人
文
学
と
批
評
の
使
命
|
|
佐
勝
泰
正
著
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|

年
に
鴎
外
の
「
小
倉
日
記
」
が
発
見
さ
れ
た
「
事
実
を
(
耕
作
が
)
知
ら
ず

に
死
ん
だ
の
は
、
不
幸
か
幸
福
か
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
る
末
尾
に
「
作
中
の

底
に
ひ
そ
む
作
家
心
情
の
深
さ
」
を
見
、
本
作
、
か
「
初
期
作
口
問
中
、
格
別
の

も
の
」
だ
と
評
価
す
る
。
氏
の
洞
察
は
、
耕
作
の
生
年
と
清
張
の
そ
れ
、
耕

作
の
没
年
と
清
張
の
作
家
デ
ヴ
ュ
!
の
年
、
そ
の
合
致
に
清
張
自
身
と
耕
作

と
の
深
い
重
な
り
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
さ
な
い
。
余
談
、
た
が
、
題
名
直
後
に

エ
ピ
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
た
鴎
外
日
記
の
一
節
(
明
治
三
十
三
年
一

月
二
十
六
日
付
て
そ
の
静
論
で
変
哲
の
な
い
記
事
に
「
こ
の
作
品
一
篇
を

流
れ
る
情
調
」
と
「
失
意
の
状
態
に
あ
っ
た
鴎
外
の
心
情
」
と
の
「
微
妙
」

な
「
呼
応
」
を
見
い
だ
す
氏
の
〈
成
山
性
〉
に
は
紙
背
に
徹
す
る
眼
光
を
思
わ

せ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
清
張
論
の
本
当
の
眼
目
は
、
む
し
ろ
初
期
作
品
の
終
末

を
飾
る
中
篇
小
説
『
黒
地
の
絵
』
へ
の
論
究
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
が
「
題
材
そ
れ
自
体
の
衝
撃
的
な
重
さ
を
、
ま
だ
十
全
に
処
理
さ

れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
」
と
し
た
平
野
謙
の
批
判
に
「
何
処
を
見
て
き
口
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
鋭
く
反
発
し
、
作
中
の
乾
い
た
死
体
描
写
に
見
ら

れ
る
「
逆
説
的
表
現
」
の
構
造
を
懇
切
に
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
作
者
の
着
眼

点
を
同
定
し
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
、
本
作
の
「
底
に
ひ
そ
む
作
者
の
痛
切
な

反
戦
の
意
識
と
黒
人
差
別
へ
の
州
烈
な
批
判
」
を
析
出
し
、
そ
れ
が
後
に
展

開
さ
れ
る
清
張
文
学
の
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
こ
こ
に
氏
の
直
接
的
な
〈
私
の
こ
と
ば
〉
は
な
い
け
れ
ど
、
清
張
の
社

会
に
対
す
る
怒
り
は
ま
た
氏
自
身
の
声
無
き
〈
怒
り
〉
で
あ
る
こ
と
が
十
分

に
窺
え
る
c

サ
イ
l
ド
は
言
、
っ
。

わ
た
し
の
関
心
は
、
実
際
に
使
え
る
人
文
学
、
自
分
、
か
な
に
を
や
っ
て

い
て
、
学
者
と
し
て
な
に
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
を
知
り
た
い
と
願

ぃ
、
そ
の
原
理
を
自
分
が
市
民
と
し
て
生
き
て
い
る
世
界
に
つ
な
げ
た

い
と
も
思
っ
て
い
る
知
識
人
や
研
究
者
に
と
っ
て
の
人
文
学
に
あ
る
。

(
「
第
一
章
人
文
学
の
圏
域
」
)

『
黒
地
の
絵
』
を
め
ぐ
る
佐
藤
氏
の
論
述
は
「
自
分
が
市
民
と
し
て
生
き
て

い
る
世
界
に
つ
な
げ
た
い
」
と
い
う
「
人
文
学
者
」
の
「
思
」
い
が
ひ
と
き

わ
色
濃
い
テ
キ
ス
ト
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

*
 

紙
数
も
だ
い
ぶ
費
や
し
た
が
、
も
う
一
編
「
〈
語
り
〉
の
転
位
|
水
上
勉

と
芥
川
龍
之
介
」
の
前
半
部
に
つ
い
て
簡
略
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
水
上
の

短
編
「
寺
泊
」
や
「
壷
阪
幻
想
」
を
論
じ
た
中
上
健
次
(
原
文
参
照
)
は
、

特
に
前
者
に
つ
い
て
「
語
り
だ
け
が
、
沈
黙
の
、
つ
ま
り
、
性
と
生
と
聖
、

死
と
死
綴
と
賎
の
混
合
し
た
と
こ
ろ
を
、
主
人
公
の
〈
ぼ
く
〉
を
離
れ
て
、

一
人
歩
き
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
短
篇
小
説
は
、
一
調
う
こ
と
、
諮

る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
黙
る
事
な
の
で
あ
る
。
だ
が
語
り
は
黙
ら
な
い
」

と
続
け
る
。
中
上
の
言
及
に
つ
い
て
佐
藤
氏
は
「
水
上
文
学
の
根
底
に
深
い

〈
語
り
〉
の
構
造
を
見
て
い
る
」
と
一
定
の
評
価
を
与
え
つ
つ
も
、
「
〈
語
り
〉

の
構
造
と
言
っ
た
だ
け
で
は
す
ま
ぬ
、
あ
る
微
妙
な
転
位
が
み
ら
れ
る
」
と

し
、
そ
こ
に
「
〈
語
り
〉
の
往
相
か
ら
還
相
へ
の
過
程
」
が
あ
り
、
「
そ
の
微

6 
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妙
な
転
機
」
を
評
伝
『
一
休
』
の
う
ち
に
見
る
。
中
上
の
述
べ
る
短
編
小
説

の
要
諦
、
「
む
し
ろ
黙
る
事
」
「
だ
が
語
り
は
黙
ら
な
い
」
は
、
ラ
カ
ン
の
テ

ー
ゼ
「
沈
黙
は
言
語
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
」
を
想
起
さ
せ
る
。
佐

藤
氏
に
よ
れ
ば
「
〈
語
り
〉
の
往
相
か
ら
還
相
へ
」
の
「
転
位
」
と
は
、
ひ

と
ま
ず
「
持
情
の
往
相
」
が
「
〈
自
然
〉
凝
視
の
還
相
」
に
向
か
う
「
還
路
」

を
さ
す
。
氏
に
よ
れ
ば
、
水
上
文
学
の
〈
幻
想
〉
と
は
「
現
実
そ
の
も
の
の

示
す
仮
現
の
相
貌
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
剥
ぎ
取
っ
て
「
『
根
雪
』
の
ご
と

き
貧
苦
の
刻
印
」
を
「
発
掘
」
し
、
「
そ
こ
に
宿
業
と
も
い
う
べ
き
人
閣
の

出
自
と
風
土
に
か
ら
む
生
の
実
相
を
彫
り
込
ま
ん
と
す
る
」
と
こ
ろ
が
「
〈
自

然
〉
凝
視
の
還
相
」
で
あ
り
、
『
一
休
』
で
は
一
休
の
臨
終
に
侍
す
る
盲

目
の
「
森
女
の
闇
世
界
」
か
ら
「
捉
え
返
さ
れ
る
」
世
界
が
そ
れ
で
あ
る
、

と
。
〈
往
相
と
還
相
〉
は
氏
に
親
し
い
キ
ィ
ワ
l
ド
で
、
こ
こ
で
は
十
分
に

説
得
的
で
あ
る
が
、
そ
の
熱
の
こ
も
っ
た
読
み
が
時
に
読
者
を
置
き
去
り
に

す
る
場
合
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
熱
が
〈
信
〉
に
基
づ
く
全
身

全
霊
を
賭
し
た
テ
キ
ス
ト
へ
の
参
入
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
む
し
ろ
問
わ

れ
る
の
は
、
と
も
す
る
と
そ
の
熱
を
忘
れ
が
ち
な
我
々
自
身
の
方
だ
ろ
う
。

サ
イ
1
ド
は
言
う
。

真
に
文
献
学
的
な
読
み
と
は
能
動
的
な
も
の
だ
。
そ
こ
に
あ
る
の

は
、
言
葉
の
な
か
で
す
で
に
進
行
し
て
い
る
言
語
の
運
動
に
入
り
こ
ん

で
い
く
こ
と
、
目
の
前
に
あ
る
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
、
そ
こ
に

隠
さ
れ
た
、
不
完
全
で
、
覆
わ
れ
、
歪
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
暴
く
こ

と
だ
。
(
「
第
三
章
文
献
学
へ
の
回
帰
」
)

人
文
学
と
批
評
の
使
命
|
|
佐
藤
泰
正
著
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|

佐
藤
氏
は
そ
の
〈
熱
〉
を
帯
び
た
「
使
命
」
感
を
も
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
内
奥

を
「
暴
く
こ
と
」
に
全
力
を
注
ぎ
続
け
て
い
る
。
他
方
、
近
年
の
、
と
り
わ

け
学
会
と
い
う
制
度
の
枠
内
で
「
学
者
」
を
襟
梼
す
る
人
々
に
「
能
動
的

な
」
読
み
や
「
一
言
口
語
の
運
動
に
入
り
こ
ん
で
い
く
」
熱
は
欠
落
し
が
ち
で
あ

る
。
サ
イ
I
ド
は
、
マ
サ
オ
・
ミ
ヨ
シ
の
エ
ッ
セ
イ
を
引
き
つ
つ
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

ミ
ヨ
シ
は
さ
ら
に
、
人
文
学
は
(
中
略
)
皮
肉
な
こ
と
に
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
リ
ズ
ム
、
エ
ス
ニ
ツ
ク
・
ス
タ
デ
ィ

l
ズ
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス

タ
デ
ィ
1
ズ
と
い
っ
た
新
し
い
隣
接
分
野
の
流
行
の
た
め
に
、
現
代
と

の
接
点
を
失
い
、
な
か
ば
中
世
風
に
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
ば
か
り
に
な

っ
て
い
る
と
き
完
ノ
。
こ
う
し
て
人
文
学
は
事
実
上
、
価
値
観
、
歴
史
、

自
由
な
ど
の
批
判
的
探
求
と
い
う
本
来
の
関
心
か
ら
逸
れ
て
、
多
く
の

場
合
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
に
乗
っ
か
か
っ
た
自
堕
落
な
専
門
性
と
こ
と
ば

紡
ぎ
の
工
場
と
化
し
て
お
り
、
内
輪
こ
と
ば
と
専
門
的
な
弁
論
は
、
仲

間
内
と
そ
の
弟
子
た
ち
、
他
の
学
者
に
し
か
向
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
(
「
第
一
章
人
文
学
の
圏
域
」
)

「
失
」
わ
れ
た
の
は
、
「
現
代
と
の
接
点
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
文
学
作
品
そ

の
も
の
に
肉
薄
す
る
「
能
動
」
性
と
「
注
意
深
く
、
想
像
力
を
働
か
せ
た
精

読
」
す
わ
わ
ち
「
解
読
行
為
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
や
、
「
自
分
が
市
民
と
し

て
生
き
て
い
る
世
界
に
つ
な
げ
た
い
」
と
の
「
思
」
い
も
ま
た
「
失
」
わ
れ

つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
自
戒
を
こ
め
て
い
え
ば
、
何
よ
り

も
「
失
」
わ
れ
た
の
は
、
周
囲
に
蝿
ひ
る
こ
と
も
右
顧
左
阿
す
る
こ
と
も
な
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人
文
学
と
批
評
の
使
命
|
|
佐
藤
泰
正
箸
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|

い
胆
力
と
、
己
の
信
じ
る
道
を
た
だ
「
一
筋
に
」
歩
み
続
け
る
持
続
力
で
あ

る
。
巻
末
の
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
で
佐
藤
氏
は
語
る
。

十
六
歳
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
の
出
会
い
か
ら
言
え
ば
八
十
二
年
、

激
石
と
の
出
会
い
か
ら
数
え
て
も
ほ
ぼ
八
十
年
近
い
人
生
を
只
一
筋
に

文
学
探
求
に
打
ち
込
ん
で
来
た
(
以
下
略
)

重
要
な
の
は
、
「
只
一
筋
に
」
に
歩
ん
で
来
た
「
八
十
年
」
余
り
と
い
う
時

間
の
、
単
な
る
長
さ
で
は
な
い
。
そ
れ
が
人
聞
に
と
っ
て
真
に
大
切
な
こ
と

か
を
常
に
問
い
返
し
、
自
身
の
内
な
る
矛
盾
と
の
妥
協
な
き
戦
い
を
続
け
な

が
ら
歩
む
ご
筋
」
で
あ
り
「
八
十
年
」
余
り
な
の
だ
。

本
書
が
「
八
十
年
」
余
り
の
「
歩
み
の
一
端
」
で
あ
り
、
諸
方
面
で
の
講

演
記
録
や
発
表
原
稿
の
集
成
で
あ
る
以
上
、
繰
り
返
し
の
部
分
が
皆
無
な
わ

け
で
は
な
い
。
現
に
、
著
者
の
赫
々
た
る
業
績
に
今
ま
で
多
少
は
接
し
て
き

た
筆
者
に
と
っ
て
も
な
じ
み
の
言
親
か
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
一
見
同

じ
繰
り
返
し
に
見
え
て
も
、
「
語
り
直
す
」
ご
と
に
わ
ず
か
に
加
わ
る
新
し

い
発
見
や
深
ま
り
が
あ
る
。
そ
の
微
差
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
重
要
な

の
だ
。
そ
も
そ
も
人
聞
に
と
っ
て
真
に
大
切
な
問
題
か
幾
つ
も
あ
る
わ
け
で

な
い
。
次
か
ら
次
へ
と
更
新
さ
れ
る
主
題
な
ど
、
か
え
っ
て
怪
し
い
と
い
う

も
の
だ
。
い
や
、
人
が
そ
の
一
生
を
か
け
て
真
剣
に
考
え
抜
く
こ
と
の
で
き

る
主
題
は
た
だ
一
つ
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
佐
藤
氏
の
「
一
筋
」
も
そ
の
「
た

だ
一
つ
」
を
目
指
す
道
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
書
評
」
に
も
「
紹
介
」
に
も
な
ら
ぬ
奇
怪
な
一
文
で
紙
数
を
濫
費
し
た

非
礼
を
詫
び
た
い
。
た
だ
、
こ
の
一
文
が
希
有
な
「
人
文
学
者
」
佐
藤
泰
正

と
同
じ
空
気
を
吸
う
僚
倖
を
得
ら
れ
た
喜
び
に
発
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
健

か
だ
。最

後
に
、
再
び
サ
イ
l
ド
の
著
書
か
ら
幾
つ
か
の
文
言
を
引
用
し
て
み
よ

'つ。

「
人
が
ほ
ん
と
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
人
が
作
っ
た
も
の
だ
け

で
あ
る
。
一
一
一
一
口
い
方
を
変
え
る
と
、
何
か
を
知
る
と
は
、
そ
れ
が
作
ら
れ

た
際
の
あ
り
か
た
を
通
じ
て
知
る
こ
と
で
あ
る
。
」
(
第
一
章
)
/
「
人

文
学
者
に
と
っ
て
、
読
む
行
為
は
自
身
を
作
者
の
立
場
に
置
く
行
為
で

あ
り
、
作
者
に
と
っ
て
書
く
こ
と
と
は
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
一
連
の
決

定
と
選
択
な
の
だ
」
(
第
三
章
)
/
「
歴
史
を
解
釈
し
理
解
す
る
こ
と

が
可
能
な
の
は
、
(
中
略
)
『
人
聞
か
歴
史
を
作
っ
た
』
か
ら
で
、
わ
れ

わ
れ
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
分
が
作
っ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
」

(
第
四
章
)
/
「
人
文
学
の
テ
ク
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
自
分

が
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
作
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
作
者
の
現
実
を
生
き
、

作
者
の
生
に
内
在
す
る
生
き
た
経
験
を
感
じ
る
よ
う
に
博
識
と
共
感
を

結
合
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
こ
の
結
合
こ
そ
が
文
献
学
的
解
釈

学
の
い
ち
ば
ん
の
特
質
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
(
第
四
章
)
。

こ
れ
ら
の
文
言
、
か
、
サ
イ
l
ド
な
ら
ぬ
佐
藤
泰
正
氏
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と

し
て
も
何
ら
違
和
感
を
感
じ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
の

哲
学
的
背
景
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
で
あ
り
、
使
命
で
あ
り
、
方
法
で
も
あ

る
、
と
筆
者
に
は
思
え
る
の
だ
が
:
:
:
。
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(
注
)
サ
イ
l
ド
は
「
人
文
学
」
の
概
念
を
論
じ
る
「
作
業
仮
説
」
と
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

人
文
学
は
世
俗
の
歴
史
、
人
間
の
労
働
の
産
物
、
表
現
を
作
り
上
げ
る
人

間
の
能
力
に
か
か
わ
る
。
R
.
5
.
ク
レ
イ
ン
の
こ
と
ば
か
』
借
り
れ
ば
、

人
文
学
は
「
物
理
的
な
い
し
は
生
物
学
的
な
、
一
般
的
な
自
然
法
則
に
よ

る
説
明
や
、
社
会
状
況
や
集
合
的
諸
力
に
よ
る
説
明
に
は
、
う
ま
く
適
さ

な
い
も
の
す
べ
て
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
:
・
要
す
る
に
、
ふ
だ
ん
人

間
の
業
績
と
い
わ
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
」
。
人
文
学
は
、
人
間
の
意
志

と
営
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
市
場
や
無
意
識
の
働

き
を
ど
れ
ほ
ど
信
じ
よ
う
と
、
人
文
学
は
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
、
非
個
人

的
な
力
と
は
別
物
で
あ
る
。
(
「
第
一
章
人
文
学
の
閤
域
」
)

(二

O
一
五
・
一
一
・
二
五
)

【
追
記
】

右
の
書
評
め
い
た
拙
文
を
提
出
し
た
翌
日
(
十
一
月
二
十
六
日
)
は
、
た

ま
た
ま
佐
藤
先
生
の
九
十
八
回
日
の
誕
生
日
で
あ
っ
た
。
先
生
の
大
学
院
の

授
業
前
、
受
講
す
る
院
生
や
二
、
コ
一
の
職
員
、
そ
れ
に
花
束
を
も
っ
て
駆
け

つ
け
た
樋
口
学
長
が
お
祝
い
を
述
べ
た
。
そ
の
場
に
私
も
居
合
わ
せ
た
。
予

期
せ
ぬ
祝
福
を
先
生
は
た
い
へ
ん
お
喜
び
に
な
っ
た
。
お
元
気
そ
う
で
、
い

つ
も
と
変
わ
ら
ぬ
チ
ヨ
ツ
ピ
リ
早
口
で
、
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
に
つ
い

て
の
奥
野
政
元
さ
ん
(
活
水
学
院
理
事
長
・
学
院
長
)
や
矢
本
氏
(
本
学
教

員
)
の
読
後
感
を
嬉
し
そ
う
に
語
ら
れ
た
。
前
日
に
提
出
し
た
拙
文
の
こ
と

は
口
に
し
な
か
っ
た
。
春
に
な
っ
て
活
字
に
な
れ
ば
い
ず
れ
読
ん
で
い
た
だ

人
文
学
と
批
評
の
使
命
|
|
佐
藤
泰
正
著
『
文
学
の
力
と
は
何
か
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|

け
る
の
だ
か
ら
、
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
四
日
後
(
十
一
月
三

十
日
)
の
今
夜
、
先
生
の
卦
報
が
入
る
と
は
:
:
:
。
歳
月
人
を
待
た
ず
が
こ

ん
な
形
で
訪
れ
る
の
か
と
註
然
と
な
っ
た
。
残
念
な
が
ら
拙
文
は
先
生
の
眼

に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
空
文
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
人
生
を
只
一
筋
に
文

学
探
求
に
打
ち
込
ん
で
来
た
」
先
生
に
は
、
ヤ
ワ
な
追
悼
文
な
ど
よ
り
、
こ

う
し
た
一
文
の
方
が
か
え
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
知
れ
な
い
と
ひ
と
り
ご

ち
た
。
奇
を
て
ら
っ
た
書
評
も
ど
き
に
対
し
て
「
君
は
ま
だ
わ
か
っ
ち
ゃ
い

な
い
ね
え
」
と
仰
言
ら
れ
る
先
生
の
朗
ら
か
な
言
葉
が
聞
き
た
か
っ
た
。
深

甚
な
恩
顧
に
何
一
つ
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
な
ど
と
は
言
う
も
慣
ら
れ
る
。
た

だ
「
文
学
の
力
と
は
何
か
」
の
熱
い
問
い
か
け
だ
け
は
肝
に
命
じ
て
お
き
た

2
V
 

9 

あ
る
ほ
ど
の
菊
投
げ
入
れ
よ
棺
の
中
(
激
石
)

(二

O
一
五
・
一
一
・
三

O
)


