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ま
ず
は
、
目
次
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
上
下
巻
七
〇
〇
頁
を
越
え
る

大
著
で
あ
る
。

　

序
章

Ⅰ　

旧
体
制
の
終
焉

　

第
一
章　

旧
体
制
と
「
初
期
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」

　

第
二
章　

旧
体
制
か
ら
近
代
性
へ
の
道

　

第
三
章　

収
斂
す
る
諸
革
命　

一
七
八
〇

－

一
八
二
〇
年

Ⅱ　

生
成
す
る
近
代
世
界

　

第
四
章　

世
界
革
命
の
は
ざ
ま　

一
八
二
五

－

六
五
年
頃

　

第
五
章　

工
業
化
と
新
都
市

　

第
六
章　

 

国
民
、
帝
国
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ　

一
八
六
〇

－

一
九
〇
〇

年
頃

　
（
以
上　

上
巻
）

Ⅲ　

帝
国
主
義
時
代
の
国
家
と
社
会

Ｃ
・
Ａ
・
ベ
イ
リ
著
、
平
田
雅
博
・
吉
田
正
広
・
細
川
道
久
訳 

『
近
代
世
界
の
誕
生　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
連
関
と
比
較　

一
七
八
〇

－

一
九
一
四
年
』

東　
　

田　
　

雅　
　

博

＝ 
書
評 

＝

　

第
七
章　

近
代
国
家
の
神
話
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　

第
八
章　

 

自
由
主
義
、
合
理
主
義
、
社
会
主
義
、
科
学
の
理
論
と
実

践

　

第
九
章　

宗
教
の
帝
国

　

第
一
〇
章　

芸
術
と
想
像
力
の
世
界

Ⅳ　

変
化
、
衰
退
、
危
機

　

第
一
一
章　

社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
再
編

　

第
一
二
章　

先
住
民
の
絶
滅
と
生
態
系
の
破
壊

　

終
章　

大
加
速　

一
八
九
〇

－

一
九
一
四
年
頃

　
（
以
上　

下
巻
）

　

評
者
が
Ｃ
・
Ａ
・
ベ
イ
リ
の
著
作
に
初
め
て
出
会
っ
た
の
はIndian 

Society and the M
aking of the British E

m
pire （1（（（

）
で
あ
っ

た
。
そ
の
つ
ぎ
がT

he R
aj: India and the British, 1600-1947 



（（

除
さ
れ
て
し
ま
う
芸
術
な
ど
の
分
野
ま
で
も
視
野
に
収
め
て
い
る
と
こ

ろ
が
両
者
に
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
イ
リ
の
著
書
を
読

み
進
め
れ
ば
両
者
の
違
い
は
明
ら
か
に
な
る
。
ベ
イ
リ
は
、
一
八
世
紀

の
末
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
頭
ま
で
の
時
代
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
連
関
と

比
較
」
を
描
く
と
謳
う
の
だ
が
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
や
っ
て
の
け
る

の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
南
北
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
イ
ス
ラ
ム
世

界
、
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
を
、
つ
ま
り
ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
全
体

を
視
野
に
収
め
、
し
か
も
人
間
の
営
み
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
、
政
治
、
経

済
、
社
会
、
思
想
、
科
学
、
宗
教
、
芸
術
を
対
象
と
し
て
で
あ
る
。
世

界
の
衣
服
や
人
名
の
統
一
化
ま
で
論
じ
て
い
る
。
ま
さ
に
圧
巻
の
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
あ
る
。
こ
の
ベ
イ
リ
の
傑
作
を
前
に
す
れ

ば
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
傑
作
も
い
さ
さ
か
霞
ん
で
し
ま
う
の
は
や
む
を
得

ま
い
。

　

具
体
的
に
本
書
の
内
容
を
手
短
に
紹
介
し
よ
う
。
と
は
い
え
、
目
次

を
ご
覧
に
な
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
と
て
も
困
難
で
あ
る
。
か

な
り
乱
暴
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
本
書
は

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
傑
作
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
や
は
り
ま

ず
は
ベ
イ
リ
の
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
何
か
を
紹
介
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
イ
リ
は
地
方
史
や
国
民
史
を
否
定
す
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
す
べ
て
の
歴
史
は
そ
の
広
が
り
と
複
雑
さ
に
お
い
て
結

局
の
と
こ
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
。
近
代
世
界
は
そ
も
そ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
の
で

あ
る
。
一
八
世
紀
に
お
い
て
さ
え
政
治
や
社
会
の
変
化
は
相
互
に
連
関

し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
は
世
界
中
に
影
響

（1（（0

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
評
者
の
頭
の
中
で
は
ベ
イ
リ
は
イ

ン
ド
史
、
あ
る
い
は
英
印
史
の
専
門
家
で
あ
っ
た
。
そ
う
思
っ
て
お
ら

れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
そ
の
後
イ
ン
ド
史
か

ら
遠
ざ
か
る
と
共
に
、
ベ
イ
リ
と
も
遠
ざ
か
っ
た
評
者
が
『
近
代
世
界

の
誕
生
』
を
手
に
取
っ
た
時
に
は
正
直
驚
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
ペ
ー

パ
ー
バ
ッ
ク
版
（
二
〇
〇
四
年
）
の
表
紙
に
は
ニ
ー
ア
ル
・
フ
ァ
ー
ガ

ソ
ン
の
「
傑
作
」
と
い
う
評
言
が
踊
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に

傑
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
し
、
今
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

傑
作
で
あ
る
と
の
評
価
が
定
着
し
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
は
日
本
で

は
『
文
明　

西
洋
が
覇
権
を
と
れ
た
六
つ
の
真
因
』（
仙
名
紀
訳
、
勁

草
書
房
二
〇
一
二
年
）で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
が「
傑

作
」
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
は
、
評
者
の
私
見
に
よ
れ
ば
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

主
義
史
観
を
色
濃
く
留
め
た
歴
史
家
で
あ
る
が
、
ベ
イ
リ
は
も
ち
ろ
ん

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
史
観
に
囚
わ
れ
た
歴
史
家
な
ど
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
史
観
に
染
ま
っ
た

歴
史
家
を
も
「
傑
作
」
と
認
め
さ
せ
る
ほ
ど
の
「
真
の
傑
作
」（
サ
ン

デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
）
な
の
で
あ
る（

1
（

。

　

で
は
、『
近
代
世
界
の
誕
生
』
は
ど
う
い
う
意
味
で
傑
作
で
あ
る
と

言
え
る
の
か
。
評
者
が
こ
の
著
書
を
は
じ
め
て
眼
に
し
た
時
、『
帝
国

の
時
代
』（ 

野
口 

建
彦
、
長
尾 

史
郎
、
野
口 

照
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
三
年
）
な
ど
で
知
ら
れ
る
二
〇
世
紀
最
高
の
歴
史
家
と
評
し
て

も
過
言
で
は
な
い
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
著
書
が
頭
に
浮
か

ん
だ
。
ス
ケ
ー
ル
が
桁
違
い
に
大
き
く
、
か
つ
通
常
の
歴
史
書
で
は
排
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降
の
近
代
化
の
歴
史
は
こ
う
し
た
事
例
の
典
型
的
な
一
例
と
い
え
よ

う
。
ベ
イ
リ
は
西
洋
中
心
主
義
史
観
の
持
ち
主
で
は
な
い
と
述
べ
た
。

そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
ど
う
も
ベ
イ
リ
は
西
洋
中
心
主
義
史
観

の
力
を
侮
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
も
あ
る
。
ベ
イ
リ

は
終
章
で
「
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
す
る
の
は
、
世
界
史
を
方
向
づ
け
直

す
こ
と
（
リ
オ
リ
エ
ン
ト
）
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
を
脱
中
心
化
す
る
こ

と
で
あ
る
」（
六
三
四
頁
）、
と
い
う
。
だ
が
、
西
洋
中
心
主
義
史
観
の

強
靱
さ
を
考
え
れ
ば
、
ま
ず
は
そ
れ
を
徹
底
的
に
揺
さ
ぶ
る
「
リ
オ
リ

ン
ト
」
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
初
め
て
「
脱
中
心
化
」
も
可
能
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ベ
イ
リ
の
著
書
で
は
芸
術
の
領
域
を
も
視
野
に
収
め
て
い
る
と
指
摘

し
た
。
こ
の
点
は
大
い
に
注
目
し
た
い
が
、
も
う
ひ
と
つ
と
く
に
注
目

す
べ
き
点
が
あ
る
。
九
章
の
「
宗
教
の
帝
国
」
で
あ
る
。
こ
の
章
は
本

書
の
な
か
で
最
も
野
心
的
な
部
分
か
も
し
れ
な
い
。
芸
術
と
違
い
宗
教

は
重
要
な
分
野
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
は
ず
で

あ
る
。
だ
が
、「
宗
教
の
帝
国
」
は
こ
れ
ま
で
の
通
史
的
理
解
を
否
定

し
て
し
ま
う
。
評
者
は
「
宗
教
の
帝
国
」
と
の
タ
イ
ト
ル
を
初
め
て
眼

に
し
た
時
、
正
直
い
さ
さ
か
戸
惑
い
を
感
じ
た
。
一
九
世
紀
の
世
界
は

世
俗
化
の
時
代
、
宗
教
的
勢
力
が
後
退
し
た
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
「
宗
教
の
帝
国
」
で
あ
る
。
ベ
イ
リ
は
一
九
世
紀
を
「
現

在
の
わ
れ
わ
れ
が
使
う
意
味
で
の
「
宗
教
」
が
意
気
揚
々
と
再
登
場
し
、

拡
大
し
た
時
代
」（
四
三
八
頁
）
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
ベ
イ
リ

の
描
く
近
代
世
界
は
決
し
て
世
俗
的
な
世
界
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
世

界
に
混
乱
と
不
安
定
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
ト
ラ
ン

を
与
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
非
西
欧
世
界
が
た
だ
西
欧
世
界
の
影
響

下
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
非
西
欧

世
界
か
ら
の
反
作
用
も
あ
っ
た
。
世
界
は
統
一
化
へ
向
か
う
が
、
内
的

に
は
複
雑
化
し
、
政
治
、
経
済
、
文
化
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
相
互
依

存
関
係
を
強
め
て
い
く
。

　

ベ
イ
リ
は
か
れ
が
扱
う
時
代
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
概
括
す
る
。

「
本
書
が
扱
う
期
間
の
始
ま
り
に
は
、世
界
は
い
ま
だ
多
中
心
的
で
あ
っ

た
。
東
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
は
、
た
と
え
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

と
そ
の
海
外
植
民
地
が
す
で
に
優
位
な
立
場
で
競
争
し
て
い
た
に
し
て

も
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
・
経
済
的
生
活
の
場
面
で
い
ま
だ
活
力
と
主
導

権
を
保
持
し
て
い
た
。
本
書
が
扱
う
期
間
の
終
わ
り
、
す
な
わ
ち
日
本

の
興
隆
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
始
ま
る
直
後
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
優
位
」
は
深
刻
な
挑
戦
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」

（
三

－

四
頁
）。

ベ
イ
リ
は
、
こ
の
間
、
西
洋
が
支
配
的
地
位
に
就
い
た
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
だ
が
、
ベ
イ
リ
は
決
し
て
西
洋
中
心
主
義
史
観
の
持
ち
主
で
は

な
い
。
ベ
イ
リ
は
こ
の
一
節
の
後
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
け
る
。「
西
洋

の
支
配
と
い
う
確
固
た
る
事
実
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
世
界
的
な
事

件
の
相
互
依
存
関
係
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
支
配
が
世
界
の
大
半
に
お
い
て
い
か
に
部
分
的
で
一
時
的
な
も
の

に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
も
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」、
と
。

非
西
洋
世
界
の
人
々
は
た
し
か
に
西
洋
の
影
響
を
受
け
る
が
、
そ
れ
を

彼
ら
に
役
立
つ
も
の
に
発
展
さ
せ
、
つ
い
に
は
西
洋
に
挑
戦
し
う
る
も

の
を
生
み
だ
す
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
幕
末
・
明
治
以



（（

「
私
は
芸
術
史
の
専
門
家
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
。
だ
が
、
芸
術
は

貴
重
な
歴
史
資
料
を
提
供
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
史
家
、
政

治
史
家
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
に
つ
い
て

は
そ
う
で
あ
る
」（
一
〇
章
注
一
）。

評
者
は
こ
の
一
文
に
心
か
ら
同
意
す
る
し
、
専
門
家
で
は
な
い
が
重
要

で
あ
る
が
故
に
挑
戦
す
る
と
い
う
ベ
イ
リ
の
姿
勢
に
心
か
ら
共
感
す

る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
点
に
危
う
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
よ
う
。

　

ベ
イ
リ
は
、
原
著
の
方
だ
が
、
こ
の
章
でjapanoiserie

と
い
う
単

語
を
用
い
て
い
る
（
五
一
五
頁
）。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
関
連
す
る
問
題

を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
評
者
は
近
年
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研
究
に
専

念
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
つ
い
て
の
知
識
は
そ
れ
な
り
に
持
っ

て
い
る
つ
も
り
だ
が
、こ
れ
ま
で
こ
の
単
語
を
眼
に
し
た
こ
と
は
な
い
。

通
常
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
論
じ
る
際
に
使
用
さ
れ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語

系
のjaponism

e,japonaiserie

英
語
系
のjaponism

,japanism

な

ど
で
あ
る
。japanoiserie

は
お
そ
ら
く
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
先
行
す
る

一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
中
国
ブ
ー
ム
を
指
す
単
語
、
シ
ノ
ワ

ズ
リchinoiserie

を
参
考
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

単
語
を
使
用
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
危
う
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。（
翻

訳
で
は「
日
本
趣
味
」と
訳
さ
れ
て
お
り
違
和
感
な
く
読
め
る
だ
ろ
う
）。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
・
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
『
青
と
金
の
ノ
ク
タ
ー

ン　

オ
ー
ル
ド
・
バ
タ
ー
シ
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
』
な
ど
日
本
の
影
響
を
強

く
受
け
た
画
家
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
康
煕
帝

期
の
青
花
様
式
を
模
範
と
し
た
い
わ
ゆ
る
ホ
ー
ソ
ー
ン
壺
の
流
行
を
広

プ
大
統
領
が
ア
メ
リ
カ
の
多
数
の
キ
リ
ス
ト
教
福
音
派
に
よ
っ
て
支
持

さ
れ
、
か
つ
彼
ら
の
支
持
が
こ
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
を
強
固
に
支
え
て
い

る
と
い
う
今
日
の
驚
く
べ
き
状
況
に
当
惑
す
る
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
の

通
史
的
理
解
に
囚
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
「
宗
教

の
帝
国
」
を
読
む
こ
と
で
あ
る
程
度
今
日
の
何
と
も
異
様
な
状
況
を
少

し
は
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ベ
イ
リ
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
を
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
視

野
に
収
め
世
界
の
各
地
域
の
相
互
連
関
と
相
互
依
存
を
描
く
の
だ
が
、

そ
れ
だ
け
に
相
当
な
無
理
も
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
き
に

大
い
に
注
目
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
芸
術
の
分
野
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
述

べ
て
み
た
い
。

  

ベ
イ
リ
は
芸
術
を
論
じ
た
章
（
一
〇
章　
「
芸
術
と
想
像
力
の
世
界
」）

で
一
九
世
紀
を
「
今
ま
で
よ
り
も
も
っ
と
根
本
的
な
変
化
が
諸
芸
術
と

文
学
の
両
方
で
起
き
て
い
た
」
時
代
と
捉
え
る
。
そ
こ
で
は
「
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
の
ち
に
は
「
国
際
化
」、
そ
し
て
統
一
性
を
め
ぐ
っ

て
競
い
合
う
傾
向
」
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。 

こ
の
時
代
に
は
西
洋
の

芸
術
と
文
化
が
非
西
洋
世
界
に
流
れ
込
み
、
非
西
洋
世
界
の
伝
統
的
芸

術
に
打
撃
を
与
え
た
。こ
の
影
響
を
壊
滅
的
と
捉
え
る
論
者
も
い
る
が
、

実
際
に
は
非
西
洋
世
界
は
西
洋
の
芸
術
や
文
化
を
「
借
用
し
、
流
用
」

す
る
力
を
持
っ
て
い
た
。
逆
に
、「
一
八
八
〇
年
以
後
、
ア
フ
リ
カ
、

ア
ジ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
モ
チ
ー
フ
や
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
、

彫
刻
、
装
飾
芸
術
に
侵
入
」（
四
九
六
頁
）
す
る
現
象
が
見
ら
れ
た
。

　

ベ
イ
リ
は
芸
術
の
領
域
ま
で
扱
う
理
由
を
注
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。
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よ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
か
ん
す
る
著
書
は
い
ま
や
文
字

通
り
山
ほ
ど
あ
る
が
、
本
書
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
何
か

を
説
得
的
に
読
者
に
提
示
す
る
必
読
の
一
冊
で
あ
る
。
ま
さ
に
博
覧
強

記
の
人
、
ベ
イ
リ
が
描
く
近
代
世
界
の
描
写
は
読
者
を
虜
に
す
る
だ
ろ

う
。

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）

注（
1
）　

ニ
ー
ア
ル
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
史
観

に
つ
い
て
は
つ
ぎ
を
参
照
。
東
田
雅
博
『
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
か
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
か　

西
洋
世
界
に
与
え
た
衝
撃
』中
央
公
論
新
社
、二
〇
一
五
年
。

（
金
沢
大
学　

名
誉
教
授
）

め
た
」（
四
九
六
頁
）
と
の
言
及
し
か
な
い
。
こ
の
あ
た
り
も
違
和
感

を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
専
門
家
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
や
む
を
得
な
い
と
は
い
え
、
参
考
文
献
に
は
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
の
専
門
書
は
一
冊
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
文

学
を
扱
っ
た
と
こ
ろ
で
は
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
新
し
い
文
学
が

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
ト
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
、
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
小
説
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
た
」（
五
二
三
頁
）
と
い
っ
た

文
章
に
出
会
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
誰
に
と
っ
て
も
『
悪
の
華
』
の
詩

人
で
あ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
は
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
と
し
て
黙
過
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
少
々

気
に
は
な
る
。
し
か
し
、
ベ
イ
リ
の
大
業
を
前
に
す
れ
ば
こ
れ
ら
は
ま

さ
し
く
微
瑕
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
訳
者
に
と
っ
て
は
本
書
の
翻
訳
は
ま
さ
に
難
行
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
ご
く
一
部
を
紹
介
で
き
た
だ
け
だ
が
、
こ
れ
だ
け
多

岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
を
展
開
し
、
か
つ
実
に
細
や
か
な
点
に
ま
で
眼
が

行
き
届
い
た
大
著
を
翻
訳
す
る
苦
労
は
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
訳
文
に
全
く
問
題
な
し
と
は
言
え
ま
い
が
、
こ
れ
は
や
む
を

得
ま
い
。
こ
れ
ま
で
に
も
ジ
ョ
ー
・
グ
ル
デ
ィ
と
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ー

ミ
テ
イ
ジ
の
『
こ
れ
が
歴
史
だ
！
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
な

ど
真
に
翻
訳
に
価
す
る
書
物
を
翻
訳
し
て
き
た
訳
者
た
ち
な
ら
で
は
の

訳
業
で
あ
る
。

　

ベ
イ
リ
は
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
を
率
い
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル

が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
先
駆
者
だ
と
い
う
が
、
本
書
は
こ
の

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
言
え


