
は
じ
め
に

　
今
日
で
は
学
問
と
し
て
の
「
歴
史
」
と
「
文
学
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ

て
い
る
。
勿
論
、
隣
接
科
学
と
し
て
相
渉
る
部
分
も
あ
る
が
、
各
領
域
の
独

立
性
を
脅
か
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
半
ば
自
明
の
も
の
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
の
「
歴
史
」
の
枠
組
み
の
中
で
は
、長
ら
く
「
文
学
作
品
」

は
史
料
に
は
な
ら
な
い
、
と
看
做
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
作
者
の
想
像
を

描
い
た
「
物
語
」
な
ど
は
「
事
実
」
を
知
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
「
文
化
史
」
や
「
文
芸
史
」
な
ど
と
い
う
歴
史
の
な
か
で
も
独
立
し
た
一

区
画
に
囲
い
こ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
、「
文
学
」
を
歴
史
の
史
料
と
し
て
取
り
扱
う
動
き

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
近
年
の
こ
と
で
あ
り
、
未
だ
難
色
を

示
さ
れ
る
傾
向
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、歴
史
を
辿
れ
ば
、「
歴
史
」
と
「
文

学
」
は
元
々
一
つ
の
「
文
學
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
で
も
多
く
の

大
学
で
、「
文
学
部
」
の
中
に
歴
史
学
科
と
国
文
学
科
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
ら
え
れ
ば
よ
い
。
大
き
な
「
文
學
」
と
い
う
枠
の
中

に
あ
っ
た
二
つ
の
学
問
が
分
け
隔
て
ら
れ
て
い
く
過
程
は
、
日
本
「
近
代
化
」

と
呼
ば
れ
る
諸
改
革
の
最
中
に
あ
っ
た★
★

。

　
明
治
前
半
期
に
見
ら
れ
た
学
問
体
系
の
確
立
は
、
歴
史
学
者
の
側
か
ら
見
れ

ば
、
客
観
性
を
持
ち
歴
史
の
「
事
実
」
を
知
る
材
料
足
り
得
る
「
史
料
」
を
広

義
の「
文
學
」か
ら
取
り
出
す
も
の
で
あ
っ
た
し
、国
文
学
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、

「
文
学
」
を
「
内
容
」
か
ら
解
放
し
、
言
葉
の
美
し
さ
や
表
現
技
法
と
い
っ
た

独
自
の
価
値
基
準
へ
と
絞
り
込
む
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
日

本
が
近
代
化
を
遂
げ
る
な
か
で
成
立
し
て
い
っ
た
「
歴
史
」
と
「
文
学
」、
そ

の
境
界
線
は
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
「
歴
史
」
と
「
文
学
」
の
差
異
を
考
え
る
と
き
、
我
々
は
一
つ

汲
田
　
美
砂

歴
史
と
文
学
の
狭
間

—
明
治
前
半
期「
文
學
」に
お
け
る「
真
実
」の
考
究—

[Article]
Misa Kumita
Between history and literature : The 
Quest for “Truth” in “Literature” in the 
First Half of the Meiji Period

(Received 1 March 2025)
A Noon of Liberal Arts, No. 13, 2025

❷ Article



58人　文　学　の　正　午　No. 13  March  2025

❷ Article

の
困
難
を
免
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
が
と
も
に
「
学
問
」
と
し
て
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
一
個
人
の
胸
中
を
離
れ
、
世
に
表
れ
る
と
た
ち
ま
ち

「
文
學
」
つ
ま
り
は
「
読
み
物
」
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。「
歴
史
」

も
「
文
学
」
も
言
葉
で
紡
が
れ
る
以
上
、「
読
ま
れ
る
」
と
い
う
制
約
か
ら
逃

れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
寧
ろ
、「
読
ま
れ
る
」た
め
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。「
歴

史
」
や
「
文
学
」
の
「
学
問
」
と
し
て
の
遍
歴
は
、
史
学
史
や
文
学
史
に
お
け

る
先
行
研
究
に
お
い
て
、
既
に
示
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
「
読
み
物
」
と
し
て

の
「
歴
史
」
や
「
文
学
」
の
変
化
、
つ
ま
り
「
読
ま
れ
る
」「
伝
え
る
」
と
い

う
側
面
か
ら
は
未
だ
十
分
に
は
議
論
さ
れ
て
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
本
論
は
以
上
の
問
題
関
心
か
ら
、「
文
學
」
が
細
分
化
さ
れ
て
い
く
過
程
に

お
い
て
、「
歴
史
」
と
「
文
学
」
が
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ

が
ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
い
っ
た
か
を
整
理
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
本
論
で
は
「
学
問
史
」
と
い
う
枠
組
み
に
は
拘
ら
ず
、
か
つ
て
存
在
し
た

広
義
の
「
文
學
」
か
ら
の
思
索
を
試
み
た
い
。

第
一
章
　
正
史
と
稗
史

第
一
節
　
歴
史
学
の
成
立

　
ま
ず
「
歴
史
」
に
対
す
る
人
々
の
認
識
を
、近
代
的
な
「
学
問
」
と
し
て
「
歴

史
」や「
文
学
」が
成
立
す
る
以
前
に
遡
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
今
日
で
は
、

我
々
は
ま
ず
義
務
教
育
課
程
で
教
科
書
に
よ
っ
て
、
日
本
及
び
世
界
の
歴
史

を
概
観
す
る
。
現
代
日
本
の
教
育
制
度
、
そ
の
礎
が
近
代
以
降
に
創
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
人
々
は
歴
史
を
知
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
か
つ
て
、
人
々
が
歴
史

を
知
る
手
段
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
歴
史
書
か
、
歴
史
物

語
か
で
あ
る
。
前
者
は
、
そ
の
大
部
分
が
漢
文
体
や
漢
文
書
き
下
し
文
で
記

さ
れ
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は
か
な
文
字
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

ま
た
、
歴
史
物
語
は
、
版
本
と
し
て
流
布
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
講
釈
や
談

話
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
く
人
々
に
親
し
ま
れ
た
。
田
口
卯
吉

は
「
日
本
人
に
史
癖
あ
り
」
と
は
「
下
等
社
會
の
人
民
、
講
釋
若
く
は
談
話

を
聞
く
を
好
む
こ
と
を
以
て
知
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
、
講
釈
や
談
話

を
聞
か
な
い
知
識
人
た
ち
の
方
が
却
っ
て
歴
史
を
知
ら
な
い
と
指
摘
し
た★
★

。

と
も
す
れ
ば
歴
史
の
細
部
は
、
物
語
で
し
か
知
り
得
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
神
話
が
「
歴
史
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
歴
史
」

と
「
文
学
」
が
未
分
化
で
あ
っ
た
頃
、「
歴
史
物
語
」
は
「
正
史
」
を
読
ま

な
い
人
々
に
「
歴
史
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
久
米
邦

武
は
、
こ
う
し
た
「
物
語
」
と
「
史
実
」
の
混
交
を
、
史
学
が
被
っ
て
い
る

弊
害
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

平
家
物
語
ノ
説
ク
所
ハ
、
惟
是
京
人
ノ
想
像
談
ニ
テ
、
児
女
子
ニ
聴
シ
ム

ル
ニ
ス
ギ
ズ
。
凡
物
語
ハ
盲
法
師
盲
女
ノ
扇
拍
子
又
ハ
鼓
ノ
節
奏
ニ
テ
朗

談
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
、保
元
平
治
、平
家
、曽
我
物
語
、及
ビ
源
平
盛
衰
記
ノ
類
、
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ミ
ナ
実
事
ニ
就
テ
綺
語
ヲ
敷
衍
シ
、
中
ニ
必
ズ
男
女
ノ
情
ヲ
錯
ヘ
テ
、
聴

者
ノ
興
感
ヲ
切
ニ
ス
。
是
耳
聞
ヲ
主
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
其
書
ヲ
講
ジ
テ

事
実
ヲ
討
究
ス
レ
バ
、
十
ノ
七
八
ハ
虚
構
ニ
属
ス
。
其
流
ハ
今
ノ
軍
談
講

釈
ト
ナ
ル
。
眼
ニ
丁
字
ナ
キ
モ
ノ
ゝ
聴
ク
所
、
實
ハ
謡
曲
院
本
ト
相
距
ル

遠
カ
ラ
ズ
。
謡
曲
院
本
ハ
架
空
に
構
起
ス
。
故
ニ
ヤ
ゝ
見
解
ア
ル
モ
ノ
ハ
、

史
学
ノ
信
拠
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
。
又
物
語
ハ
実
事
ニ
就
テ
敷
衍
セ
ル
ヲ

以
テ
、
学
者
モ
亦
信
ジ
、
竟
ニ
其
弊
ヲ
史
学
ニ
被
ラ
ス
ニ
至
レ
リ
。★
★

　　『
平
家
物
語
』
や
『
曾
我
物
語
』
な
ど
の
数
々
の
軍
記
物
の
名
を
挙
げ
、
こ

う
し
た
「
物
語
」
は
あ
る
事
実
に
つ
い
て
言
葉
で
飾
り
立
て
、
誇
張
し
、
男
女

の
恋
愛
模
様
な
ど
も
組
み
入
れ
る
こ
と
で
「
児
女
子
」
の
耳
を
楽
し
ま
せ
る
も

の
で
あ
り
、そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
「
虚
構
」
で
あ
る
。
性
質
と
し
て
は
、ま
っ

た
く
の
架
空
の
話
で
あ
る
謡
曲
や
院
本
と
変
わ
ら
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
実

際
の
出
来
事
を
題
材
と
し
て
い
る
た
め
に
学
者
ま
で
も
こ
の
「
虚
構
」
を
信
じ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
太
平
記
は
史
學
に
益
な
し
」
で
は
、
こ
う
し
た
史
学
へ
弊
害
を
も

た
ら
し
て
い
る
「
歴
史
物
語
」
の
作
者
で
あ
る
、
戯
作
者
た
ち
の
態
度
が
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
讀
書
の
仕
方
ハ
様
々
な
る
も
の
に
て
、
戯
作
者
も
六
國
史
を
讀
み
、
左
氏

國
策
を
讀
め
ど
も
、
是
ハ
只
面
白
き
文
句
を
抄
録
し
お
き
、
類
に
觸
れ
て

少
し
趣
を
か
へ
て
、
我
作
本
に
書
綴
り
、
固
り
條
理
も
考
へ
ず
、
時
日
も

合
せ
ず
、
距
離
も
量
ら
ず
、
口
拍
子
に
饒
舌
る
種
を
蓄
へ
る
迄
な
れ
ば
、

歴
史
學
と
ハ
別
な
り★
★

　　「
戯
作
者
」
た
ち
が
史
実
を
知
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
彼
等

は
た
と
え
歴
史
書
を
読
ん
で
い
て
も
、
面
白
さ
を
優
先
し
、
時
系
列
や
物
理

的
距
離
な
ど
考
察
せ
ず
、
た
だ
話
の
種
を
集
め
る
だ
け
だ
と
戯
作
者
た
ち
の

資
料
や
事
実
に
対
す
る
態
度
を
批
判
的
に
語
る
。
戯
作
者
と
歴
史
家
と
は「
史

実
」へ
の
向
き
合
い
方
が
根
本
的
に
違
う
と
し
て
、「
歴
史
物
語
」と「
歴
史
学
」

と
は
全
く
の
別
物
で
あ
る
と
断
じ
た
。
そ
し
て
久
米
は
、
今
日
の
史
学
者
た

ち
は
、こ
う
し
た
「
歴
史
物
語
」
が
「
歴
史
」
に
与
え
て
き
た
弊
害
を
認
識
し
、

脱
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
同
時
期
、
史
学
者
た
ち
の
間
で
仮
想
敵
の
よ
う
に
槍
玉
に
上
げ
ら
れ
た
歴

史
書
が
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
で
あ
っ
た
。『
日
本
外
史
』
は
『
太
平
記
』

な
ど
の
軍
記
物
語
を
も
史
料
と
し
て
採
択
し
た
た
め
に
多
く
の
誤
り
を
含
ん

で
い
る
、
と
い
う
の
だ
。
修
史
事
業
に
関
わ
り
、「
抹
消
博
士
」
の
渾
名
で

知
ら
れ
る
重
野
安
繹
な
ど
は
、
歴
史
を
研
究
す
る
人
は
「
先
ヅ
實
録
ト
稗
史

ト
ヲ
比
較
シ
テ
、
其
異
同
如
何
ヲ
査
照
ス★
★

」
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
歴
史

研
究
に
お
け
る
「
実
録
」
と
「
稗
史
」
と
の
区
別
、「
史
料
批
判
」
を
行
う

必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

第
二
節
　
稗
史
の
氾
濫

　　「
史
料
」
の
定
義
は
近
代
史
学
の
成
立
に
伴
い
行
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
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以
前
に
は
、「
歴
史
」
と
「
物
語
」
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
「
稗
史
」
と
い
う
言
葉
の
指
す
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
。「
稗
史
」

と
は
元
々
は
民
間
の
歴
史
書
の
こ
と
で
、
野
乗
や
野
史
な
ど
と
同
様
の
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
だ
。「
稗
史
」
や
「
野
乗
」
に
対
し
て
、
国
家
事

業
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
歴
史
書
は
「
正
史
」
と
呼
ば
れ
た
。

　
重
野
の
論
説
に
は
「
稗
史
」
の
具
体
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
源
平
時
代
で

あ
れ
ば「
保
元
平
治
物
語
、源
平
盛
衰
記
、平
家
物
語
」、南
北
朝
で
あ
れ
ば「
太

平
記
、神
明
鏡
、櫻
雲
記
、南
朝
記
傳
」
の
こ
と
で
、こ
れ
ら
は
現
代
で
は
「
歴

史
物
語
」
や
「
軍
記
物
語
」
と
分
類
さ
れ
る
。「
我
従
來
ノ
歴
史
ハ
、
其
ノ
材

料
ヲ
取
ル
モ
ノ
、
大
抵
稗
史
小
説
戦
記
ノ
類
ニ
テ★
★

」、
近
代
歴
史
学
成
立
以

前
に
は
、「
稗
史
」
も
ま
た
歴
史
の
材
料
と
さ
れ
て
い
た
。

　
尤
も
、「
稗
史
」に
対
す
る
彼
ら
の
態
度
も
一
様
で
は
な
く
、久
米
が「
太
平
記
」

ま
で
も
「
物
語
」
と
し
て
歴
史
学
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
重

野
や
下
山
寛
一
郎
は
「
歴
史
物
語
」
の
叙
述
中
に
も
事
実
は
あ
る
と
の
姿
勢
か

ら
、
あ
く
ま
で
記
述
を
全
て
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
他
の
史
料
と
比
較
・

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
い
う
論
調
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
学

者
に
と
っ
て
、「
稗
史
」
と
は
歴
史
を
題
材
に
し
た
「
虚
実
相
雑
」
っ
た
物
語

で
あ
り
、
源
氏
物
語
の
よ
う
な
空
想
を
描
い
た
「
物
語
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
で
、「
下
等
社
會
の
人
民
」
や
「
平
民
」
と
呼
ば
れ
た
、
市
井
の
人
々

の
間
で
は
、「
稗
史
」
と
い
う
語
は
、
広
く
物
語
全
般
を
指
す
も
の
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
。「
草
双
紙
」
な
ど
の
娯
楽
本
流
行
の
影
響
を
受
け
て
、
近
世

期
を
通
じ
て
「
物
語
」
と
「
稗
史
」
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
っ
た
結
果

の
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
式
亭
三
馬
の
著
作
に
『
稗
史
億
説
年
代
記
』
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
明
三
年
刊
行
の
岸
田
杜
芳
作
『
草
双
紙
年
代
記
』
の

筋
を
借
り
て
焼
き
直
し
た
も
の
で
、
草
双
紙
の
変
遷
を
描
い
た
書
だ
。
現
存
す

る
こ
の
書
の
題
箋
に
は
「
く
さ
ぞ
う
し
こ
じ
つ
け
ね
ん
だ
い
き
」
と
ル
ビ
が
ふ

ら
れ
て
い
る★
★

。「
稗
史
」
と
書
い
て
「
く
さ
ぞ
う
し
」
と
読
ま
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。
当
時
の
人
々
に
「
稗
史
」
と
「
草
双
紙
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
、
あ
る
い
は
そ
の
違
い
が
さ
し
て
大
き
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
だ
ろ
う
。

　「
稗
史
」
の
語
は
、
次
第
に
「
稗
史
小
説
」
や
「
小
説
稗
史
」
と
い
う
か
た

ち
で
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
語
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
も
、
相
変

わ
ら
ず
雑
然
と
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
「
正
史
」
に
対
す
る
「
稗
史
」、「
歴
史

小
説
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
単
に
「
戯
作
」
全
般
を
指

す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。ま
た
前
時
代
の
小
説
だ
け
で
は
な
く
、

当
代
の
も
の
や
、
こ
れ
か
ら
編
ま
れ
る
小
説
の
こ
と
も
含
め
た
文
脈
で
の
使
用

さ
え
も
散
見
さ
れ
る
。「
歴
史
」を
題
材
に
し
て
い
る
か
を
問
わ
ず
広
く「
物
語
」

の
こ
と
を
「
稗
史
小
説
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
従
来
「
稗
史
小
説
」
は
近
代
小
説
登
場
以
前
の
、
前
近
代
的
な
小
説
の
名
と

し
て
用
い
ら
れ
、
作
者
の
想
像
や
妄
誕
と
し
て
知
識
階
級
の
人
々
か
ら
軽
視
さ

れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
実
際
に
「
稗
史
小
説
」
は
「
婦
女
子
童
蒙
」

や
「
中
等
以
下
」
の
読
み
物
で
、大
人
の
読
む
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、「
玩
器
」

と
並
ん
で
学
校
寮
へ
の
持
ち
込
み
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ★
★

。

明
治
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
道
徳
書
で
は
、
稗
史
小
説
を
読
ん
で
時
間
を
無
為
に

し
て
は
い
け
な
い
、
と
ま
で
説
か
れ
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
稗
史



61 歴史と文学の狭間—明治前半期「文學」における「真実」の考求—

小
説
が
流
通
し
、
人
々
の
心
を
掴
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
い
う
「
稗
史
小
説
」
は
「
草
双
紙
」
や
「
戯
作
」
な
ど
を
含
意
す
る
も

の
で
あ
り
、い
わ
ゆ
る
史
学
者
た
ち
が
用
い
た
よ
う
な
歴
史
と
し
て
の
「
稗
史
」

で
は
な
い
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
市
井
の
人
々
に
と
っ
て
は
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
た
作
品
で
あ
る
か
否
か
に

関
わ
ら
ず
、「
稗
史
小
説
」
は
「
事
実
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
ま

し
て
や
「
歴
史
」
を
描
い
た
「
物
語
」
で
あ
れ
ば
「
現
実
」
と
差
別
化
さ
れ
る

こ
と
は
よ
り
一
層
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
稗
史
」
と
「
歴
史
」
が
区
別
さ

れ
得
な
か
っ
た
原
因
の
一
端
が
、
次
の
文
章
で
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

世よ

の
正せ

い

史し

て
ふ
者
は
漢か

ら

文ぶ
み

を
も
て
記
せ
る
も
の
多
き
よ
り
し
て
常
に
讀よ

み

人び
と

の
憾う

ら
みと
な
れ
る
こ
と
ま
ゝ
少
な
か
ら
ず
抑
も
漢か

ら

文ぶ
み

は
異こ

と

國く
に

の
文
章
に
し
あ

れ
は
我わ

が

中な
か

つ
國く

に

と
は
自

お
の
づ

其か
ら

言こ
と

語ば

を
異こ

と

に
し
其
人

ひ
と
こ
ゝ
ろ

情
を
違た

が
へは

眼め

に
唐と

う

宋そ
ふ

の

文ふ
み

を
解か

い

し
耳
に
漢か

ん

呉ご

の
音お

ん

を
暗あ

ん
ずる
人
に
し
あ
る
も
其そ

の

感か
ん

し
よ
き
も
の
は
か

な
交ま

じ

り
の
日
本
文
に
過す

ぐ

る
も
の
と
て
は
あ
ら
さ
り
き
况ま

し
て
や
唐と

う

宋そ
ふ

の
文

を
知
ら
ず
漢か

ん

呉ご

の
音お

ん

を
解
せ
さ
る
人
に
あ
り
て
は
い
か
て
か
感か

ん

じ
よ
か
ら

ん
や
殊こ

と

に
漢か

ら

文ぶ
み

の
歴ふ

史み

は
其そ

の

綱を
ヽ

領む
ね

を
示
し
て
其
瑣す

末へ

に
及
ば
さ
れ
は
世
人

の
も
て
憾か

ん

と
せ
る
も
亦ま

た

理こ
と
は
りな

り★
★

　
こ
れ
は
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
近
古
史
譚
』
緒
言
の

一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
正
史
を
読
む
人
が
少
な
い
理
由
と
し
て
「
漢
文
」
で

書
か
れ
て
い
る
の
で
読
め
る
人
が
少
な
い
こ
と
、
そ
し
て
正
史
は
網
領
を
示
す

の
み
で
あ
っ
て
読
む
人
に
と
っ
て
物
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
歴
史
書
か
ら
取
り
こ
ぼ
さ
れ
た
武
将
や
豪
傑
の
物
語
は

「
稗
史
小
説
ノ
如
キ
務
メ
テ
異
事
異
傳
ヲ
作
造
シ
國
人
ヲ
シ
テ
正
邪
ノ
中
ニ
迷

ハ
シ
メ
殊
ニ
虚
誕
ノ
演
劇
ヲ
以
テ
正
確
ノ
者
ト
ナ
ス
」に
及
ん
で
い
る
と
言
う
。

正
史
を
読
ま
な
い
人
々
に
、
稗
史
小
説
が
史
実
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、稗
史
小
説
の
影
響
は
読
み
や
す
さ
だ
け
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
教
育
小
説
を
翻
訳
し
た
伊
澤
信
三
郎
は
、
そ

の
緒
言
の
な
か
で
「
稗
史
小
説
」
と
「
正
史
」
が
読
者
に
与
え
る
感
興
の
違
い

に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

稗
史
小
説
の
人
心
に
入
る
の
深
き
正
史
よ
り
も
甚
し
如
何
と
す
れ
は
正
史

ハ
唯
實
に
依
て
叙
し
去
る
の
み
稗
史
小
説
の
如
き
ハ
し
か
ら
す
遊
戯
の
筆

を
も
て
人
間
の
苦
楽
を
説
き
委
曲
詳
悉
務
め
て
人
の
觀
楽
の
際
に
臨
み
て

ハ
怒
ら
さ
る
を
得
す
笑
ハ
さ
る
を
得
す
哭
せ
さ
る
を
得
す
し
て
必
す
銘
す

る
所
の
事
は
忘
れ
ん
と
す
る
も
忘
る
ゝ
能
ハ
さ
れ
ば
な
り★1★

　
正
史
に
比
し
て
、
稗
史
小
説
の
方
が
人
々
の
心
の
深
く
に
入
り
込
ん
で
し
ま

う
。
そ
の
理
由
は
、
た
だ
事
実
を
列
記
す
る
の
み
の
正
史
に
対
し
て
、
稗
史
小

説
は
面
白
お
か
し
く
、
人
間
の
苦
楽
を
描
き
、
読
む
人
へ
感
情
の
起
伏
を
与
え

る
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
心
に
深
く
刻
ま
れ
た
こ
と
は
「
忘
れ
た
く
て
も
忘
れ
ら

れ
な
い
」も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
心
へ
の
作
用
も
ま
た
、

稗
史
小
説
が
正
史
を
押
し
の
け
て
「
史
実
」
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
一
因
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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❷ Article

　
明
治
初
期
に
は
文
明
論
の
影
響
か
ら
社
会
の
改
良
や
人
々
の
知
識
向
上
の
必

要
性
が
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
は
、「
稗
史
小
説
」
流
行
も
、
民
が

無
学
浅
識
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
と
し
て
語
ら
れ
た
。
荒
唐
無
稽
な
物
語
を

「
史
実
」
や
「
事
実
」
と
し
て
信
じ
る
人
々
の
心
理
が
未
開
の
民
の
態
度
と
し

て
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
稗
史
小
説
」
が
批
判
さ
れ
る
一
方

で
、
他
方
で
は
そ
の
効
用
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
動
き
や
言
説
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
稗
史
小
説
は
歴
史
の
謬
説
を
広
め
る
厄
介
者
と
し
て

で
は
な
く
、
寧
ろ
「
正
史
」
に
は
描
か
れ
な
い
「
遺
漏
」
を
補
う
も
の
と
し
て

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
で
は
、「
正
史
」
か
ら
は
取
り
こ
ぼ
さ
れ
、

「
小
説
」
に
よ
っ
て
「
歴
史
」
に
補
わ
れ
る
も
の
と
は
何
か—

「
世
態
人
情
」

で
あ
る
。

第
三
節
　
世
態
人
情
の
鑑

　
明
治
初
期
、「
稗
史
小
説
」
が
指
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
「
戯
作
」「
草
双
紙
」

な
ど
は
「
下
等
ノ
人
情
ヲ
鑿
ツ
事
ノ
ミ
ヲ
専
」
と
し
た
も
の
と
し
て
学
者
や

知
識
人
た
ち
か
ら
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
洋
の
知
識
や
学
問

が
輸
入
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
西
洋
で
は
小
説
家
は
尊
敬
の
対
象
で
あ
り
、

小
説
と
は
「
天
下
ノ
眞
象
ト
眞
理
」
を
伝
え
る
「
美
術
」
で
あ
る
と
の
考
え

が
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る★★★
。
こ
う
し
た
西
洋
の
小
説
観
を
い
ち
早
く
取

り
入
れ
、
展
開
し
て
い
っ
た
の
は
「
戯
作
」
を
生
業
と
し
て
い
た
戯
作
者
で

は
な
く
、
自
由
民
権
運
動
に
邁
進
し
て
い
た
民
権
家
で
あ
っ
た
。

　
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
頃
か
ら
、
民
権
家
た
ち
は
通
俗
書
の
出
版
や

絵
入
新
聞
の
発
行
、
西
洋
小
説
の
翻
刻
通
し
て
「
下
等
社
会
」
に
対
す
る
教

化
を
試
み
始
め
た
。
い
わ
ゆ
る
「
政
治
小
説
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
時

期
に
出
版
さ
れ
た
民
権
家
に
よ
る
小
説
本
で
は
、
序
文
や
緒
書
に
次
の
よ
う

な
「
小
説
」
観
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
我わ
が

邦く
に

近き
ん

世せ
い

稗は
い

史し

小し
ょ
う

説せ
つ

家か

甚は
な
はだ
多お

お

し
曲

き
ょ
く

亭て
い

馬ば

琴き
ん

の
如ご

と

き
爲た

め

永な
が

春し
ゅ
ん

水す
い

の
如ご

と

き

ハ
皆み

な

其そ
の

選せ
ん

な
り
然し

か

れ
ど
も
之こ

れ
を
彼か

の
泰た

い

西せ
い

諸し
ょ

国こ
く

の
稗は

い

史し

小し
ょ
う

説せ
つ

家か

に
比ひ

較か
く

す
る
と
き
ハ
其そ

の

無む

學が
く

短た
ん

才さ
い

に
論ろ

ん

勿な

く
紙し

筆ひ
つ

文も
ん

字じ

の
中う

ち

未い
ま

た
曾か

つ

て
政

せ
い
じ

治
に
係か

ヽ

り
社し

ゃ

會く
わ
いに
關く

わ
んす
る
の
深し

ん

思し

想そ
う

を
寓ぐ

う

す
る
者も

の

あ
る
を
見み

ざ
る
也な

り

…
…
毫が

う

も
一い

っ

世せ
い

に
補ほ

益え
き

す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ざ
る
こ
と
や
★1
★

　

　
前
時
代
の
「
無
学
短
才
」
の
作
者
た
ち
に
よ
る
稗
史
小
説
と
、
自
分
た
ち
が

書
く
「
政
治
に
係
り
社
会
に
関
す
る
」
思
想
を
内
包
し
た
泰
西
諸
国
流
の
稗
史

小
説
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
。「
稗
史
小
説
」
と
は
、「
一
世
に
裨
益
す
る
と
こ

ろ
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
言
葉
か
ら
は
、
小
説
が
社
会
に
与
え
る
影
響

が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
西
洋
か
ら
伝
わ
っ
た
「
近
代
小
説
」
観
は
民
権
家
た
ち
の
政

治
小
説
に
よ
っ
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
併
せ
て
、「
無
学
短
才
」
の
戯
作
者
か

ら
「
知
識
人
」
た
る
民
権
家
へ
、
と
い
う
執
筆
者
の
移
行
を
背
景
に
、「
稗
史

小
説
」
の
地
位
は
向
上
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
の
民
権
家
た

ち
が
小
説
の
題
材
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
な
ど
の
革

命
記
、あ
る
い
は
幕
末
日
本
の
英
雄
譚
や
義
民
の
挙
兵
に
関
す
る
物
語
で
あ
り
、
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言
う
な
れ
ば
国
内
外
の
「
歴
史
」
を
描
い
た
歴
史
小
説
だ
っ
た
。
未
だ
「
小
説
」

に
は
「
稗
史
」
と
し
て
の
性
質
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
民
権
家
た
ち
の
中
で
は
「
稗
史
小
説
」
と
「
歴
史
」
と
が
明
確
に
区
別

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　
例
え
ば
、
矢
野
龍
溪
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
テ
ー
ベ
を
舞
台
と
し
て
描
い
た
小

説
『
齋
武

名
士

経
国
美
談
』
を
見
て
み
よ
う
。
同
書
の
凡
例
に
は
、
こ
れ
は
元
々
「
正

史
中
ノ
實
事
ノ
ミ
ヲ
纂
譯
ス
ル
ノ
心
組
」
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
遠
い
古
代
の
こ
と
で
あ
る
の
で
記
録
が
断
片
的
に
し
か
存
在
せ
ず
、
補
述

す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で「
人
情
滑
稽
」を
加
え
て
小
説
体
と
す
る
に
至
っ

た
、
と
い
う★1★
。
こ
こ
で
は
正
史
に
な
く
、
小
説
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
人
情
」

の
存
在
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
政
治
小
説
の
流
行
よ
り
少
し
早
く
、
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
に

出
版
さ
れ
た
牧
岡
安
次
郎
に
よ
る
板
垣
退
助
の
伝
記
的
小
説
『
南
海
の
海
自
由

旗
揚
』
の
序
文
を
紹
介
す
る
。

百
歳
の
下
に
在
り
て
百
歳
の
上
を
知
ら
し
む
る
も
の
は
歴
史
に
若
く
は
な

し
然
は
あ
れ
ど
も
歴
史
は
専
ら
要
領
を
記
す
も
の
な
れ
ば
多
少
の
遺
漏
な

し
と
も
い
ひ
が
た
か
り
さ
れ
ば
世
に
雑
記
小
説
の
著
述
家
あ
り
て
こ
れ
を

補
ふ
雑
記
小
説
は
現
世
の
人
を
以
て
現
世
の
事
を
記
す
の
み
な
ら
ず
真
を

写
し
実
を
模
す
る
を
も
て
百
歳
の
後
ち
読
者
を
し
て
当
時
の
風
俗
人
情
い

へ
ば
さ
ら
な
り
人
物
の
如
何
を
想
は
し
む
是
れ
雑
記
小
説
の
世
に
行
は

る
ゝ
所
以
な
り 

　
序
文
を
寄
せ
た
善
積
順
蔵
は
、
大
阪
報
知
新
聞
な
ど
に
筆
を
執
っ
た
民
権

派
の
論
客
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
や
は
り
「
歴
史
」
は
要
領
を
書
い
た
も
の
で

あ
る
た
め
「
遺
漏
」
が
あ
る
と
の
考
え
が
示
さ
れ
、
小
説
は
歴
史
の
「
遺
漏
」

を
補
う
存
在
で
あ
る
と
の
言
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
こ
の
頃
「
小
説
」
は
知
識
人
か
ら
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

善
積
の
論
は
「
既
に
歴
史
て
ふ
も
の
あ
り
雑
記
小
説
は
無
用
の
冗
籍
」「
大

人
君
子
の
読
む
べ
き
も
の
な
ら
ず
」
と
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

「
歴
史
」
が
確
立
し
て
い
る
以
上
、「
雑
記
小
説
」
は
必
要
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
し
か
し
善
積
は
「
泰
西
諸
国
の
ご
と
き
は
大
人
君
子
最
も
好
ん
で

こ
れ
を
読
む
蓋
し
風
俗
人
情
を
知
る
は
雑
記
小
説
に
如
く
も
の
な
け
れ
ば
な

り
」
と
、
西
洋
諸
国
の
様
子
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
「
風
俗
人
情
」
を

知
る
た
め
の
手
段
と
し
て
雑
記
小
説
が
最
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
重

ね
て
小
説
の
裨
益
を
説
い
て
い
る
。

　
民
権
家
た
ち
は「
歴
史
」と「
稗
史
小
説
」と
の
間
に
一
線
を
画
し
な
が
ら
、

「
稗
史
小
説
」
の
特
徴
を
受
け
入
れ
、
自
身
の
活
動
へ
と
利
用
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
洋
由
来
の
「
近
代
小
説
」
観
は
漫
然
と
受

け
入
れ
ら
れ
、
実
用
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
体
系
化
し
、
日
本

の
実
例
を
踏
ま
え
な
が
ら
説
き
上
げ
、
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が

坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』
で
あ
っ
た
。
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第
二
章
　
歴
史
と
文
学

第
一
節
　
「
近
代
小
説
」
の
自
覚

　『
小
説
神
髄
』
は
そ
の
緒
言
で
、
出
版
の
目
的
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』
執
筆
の
動
機
は
、
小
説
・
稗
史
興
隆
の
昨
今
に

お
い
て
小
説
・
稗
史
の
主
眼
を
説
き
、
日
本
の
小
説
が
美
術
の
領
域
へ
改
良
進

歩
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
同
書
は
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
か
ら
翌
年
に

か
け
上
下
二
巻
が
発
刊
さ
れ
、
こ
れ
を
機
に
日
本
文
学
が
戯
作
小
説
や
政
治
小

説
な
ど
の
勧
善
懲
悪
物
か
ら
転
じ
る
、
と
い
う
の
が
文
学
史
に
お
け
る
通
説
で

あ
る
。
実
際
、
同
時
期
を
生
き
た
作
家
に
よ
る
回
顧
談
の
中
に
も
明
治
文
学
の

回
顧
と
し
て
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』
や
、
そ
の
近
代
小
説
理
論
の
実
践
的
小
説

で
あ
っ
た
『
当
世
書
生
気
質
』
を
以
て
近
代
小
説
の
嚆
矢
と
し
て
い
る
も
の
が

多
い
。

　「
小
説
の
主
眼
」
の
冒
頭
「
小
説
の
首
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ

に
次
ぐ
」
と
い
う
一
文
は
、
逍
遥
が
確
立
し
た
近
代
小
説
観
を
示
す
も
の
と

し
て
、
多
く
の
先
行
研
究
に
引
か
れ
て
来
た
。「
人
情
」
を
写
す
こ
と
を
小

説
家
の
使
命
と
す
る
逍
遥
は
、
描
写
小
説
の
必
要
性
を
訴
え
、
従
来
の
小
説

を
「
荒
唐
な
る
脚し

く

み色
を
弄
し
て
奇
怪
の
物
語
を
な
す
」
も
の
と
し
て
退
け
た
の

で
あ
る
。
小
説
に
お
け
る
「
人
情
」
描
写
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、『
小
説
神
髄
』

の
み
な
ら
ず
逍
遥
の
他
の
文
学
論
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
「
人
情
」
と
は
何
か
。
逍
遥
は
「
人
間
の
情
慾
」
い
わ
ゆ
る
「
百
八

煩
悩
」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。「
情
欲
」
は
ど
ん
な
人
間
で
も
ほ
と

ん
ど
必
ず
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
例
え
全
く
煩
悩
を
脱
し
き
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
道
理
や
良
心
、
知
力
に
よ
っ
て
表
出
さ
せ
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
察
す
る
に
、
人
間
に
は

行
為
と
思
想
の
二
現
象
が
あ
る
。
外
に
現
れ
る
の
は
こ
の「
行
為
」で
あ
り
、「
思

想
」
は
内
に
隠
れ
て
い
る
も
の
だ
。
こ
の
内
部
を
描
く
こ
と
が
小
説
の
本
来
の

目
的
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
う
し
て
小
説
本
来

の
目
的
が
説
か
れ
る
と
き
、
内
に
隠
れ
た
思
想
を
描
く
小
説
と
は
対
照
的
に
、

外
部
に
表
出
す
る
行
為
を
記
す
も
の
と
し
て
「
歴
史
」
の
名
が
現
れ
る
こ
と
だ
。

世
に
歴
史
あ
り
傳
記
あ
り
て
、
外
に
見
え
た
る
行
爲
の
如
き
は
概
ね
是
れ

を
寫
す
と
い
へ
ど
も
、
内
部
に
包
め
る
思
想
の
如
く
は
く
だ
〳
〵
し
き
に

渉
る
を
も
て
、
寫
し
得
た
る
は
曾
て
稀
れ
な
り
。
此
人
情
の
奥
を
穿
ち
て
、

賢
人
、
君
子
は
さ
ら
な
り
、
老
若
男
女
、
善
悪
正
邪
の
心
の
中
の
内
幕
を

ば
洩
す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周
密
精
到
、
人
情
を
灼
然
と
し
て
見
え
し

む
る
を
我
が
小
説
家
の
務
め
と
は
す
る
な
り
。
よ
し
や
人
情
を
寫
せ
ば
と

て
、
其
皮
相
の
み
を
寫
し
た
る
も
の
は
、
未
だ
之
れ
を
眞
の
小
説
と
は
い

ふ
べ
か
ら
ず
。
其
骨
髄
を
穿
つ
に
及
び
、
は
じ
め
て
小
説
の
小
説
た
る
を

見
る
な
り
。★1★

　
こ
こ
で
は
、「
歴
史
」
と
「
小
説
」
の
差
異
が
人
間
の
「
表
」
を
記
す
か
「
裏
」

を
描
く
か
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
に
記
さ
れ
る
の
は
人
間
の
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行
為
で
あ
り
、
行
為
の
裏
に
あ
る
は
ず
の
思
想
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
描
か
れ

な
い
。
対
照
的
に
、
真
の
小
説
は
こ
の
内
部
「
人
情
の
奥
」
を
穿
ち
、
明
ら
か

に
す
る
の
だ
と
い
う
。

　
史
学
者
た
ち
が
「
歴
史
と
文
学
と
は
ち
が
う
」
と
述
べ
る
と
き
、「
文
学
」

は
荒
唐
無
稽
の
作
り
物
語
、虚
構
で
あ
る
と
扱
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

逍
遥
は
「
文
学
」
を
歴
史
と
は
区
別
し
な
が
ら
も
、
比
肩
し
う
る
存
在
と
し
て

語
っ
て
い
る
。
こ
の
時「
文
学
」の
特
質
と
さ
れ
る
の
が「
人
情
」な
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
虚
実
を
め
ぐ
る
物
語

　
次
に
、『
小
説
神
髄
』
に
お
い
て
「
時
代
小
説
の
脚
色
」
と
い
う
一
章
が

立
項
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
何
故
「
近
代
小
説
」
論
を
語
る
に

あ
た
っ
て
、
時
代
小
説
を
説
く
必
要
が
あ
っ
た
か
。
一
つ
に
は
小
説
の
変
遷

が
関
わ
っ
て
い
る
。
逍
遥
は
小
説
と
正
史
の
は
じ
ま
り
は
と
も
に
神
代
史
だ

と
い
う
。「
小
説
」
と
「
歴
史
」
と
は
、
と
も
に
上
古
の
時
代
か
ら
紡
が
れ

て
い
る
も
の
で
、「
其
源
は
お
な
じ
。
只
累
世
の
變
遷
に
て
今
日
の
差し
な
を
生

ぜ
し
の
み
」
も
の
な
の
で
あ
る★1★
。

　
ま
た
、
同
書
中
に
「
我
が
國
の
小
説
は
概
ね
往
昔
物
語
即
ち
時
代
小
説
な

ら
ぬ
は
稀
れ
な
り
。
馬
琴
の
著
作
は
い
へ
ば
更
な
り
、
俗
に
稗よ

み
ほ
ん史
と
呼よ

び

な
ら
は

せ
し
眞
名
ま
じ
り
の
半
紙
本
は
概
し
て
此
類
の
物
な
り
け
り
」
と
指
摘
が
あ
る

よ
う
に
、
当
時
、
日
本
の
「
小
説
」
は
そ
の
大
部
分
が
「
時
代
小
説
」
だ
っ
た

こ
と
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
歴
史
学
が
近
代
的
学
問
と
し
て
独
立
を
試
み

る
に
あ
た
っ
て
、
物
語
の
排
除
を
問
題
と
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
物
語

の
側
で
も
同
様
に
、
歴
史
と
の
差
別
化
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　
同
章
で
は
、
は
じ
め
に
時
代
小
説
と
歴
史
と
の
区
別
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

二
者
の
違
い
の
一
つ
は
、
作
者
の
「
想
像
」
に
拠
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
否
か

に
あ
る
と
い
う
。「
あ
り
の
ま
ゝ
」に
事
実
を
記
載
す
る
者
が
歴
史
家
で
あ
り
、

小
説
家
と
は
、
事
実
の
列
挙
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
多
少
の
「
盲
誕
」
と
文
飾

を
加
え
る
者
の
こ
と
な
の
だ
。
よ
っ
て
、
小
説
と
正
史
と
の
間
に
あ
る
最
も

重
大
な
違
い
と
は
「
脱
漏
を
補
ふ
」
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
脱
漏
を

補
ふ
」
と
は
、
正
史
中
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
事
実
を
、
想
像
し
て
補
う
こ

と
で
あ
る
。
事
実
を
想
像
す
る
と
は
、
自
家
撞
着
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

逍
遥
に
と
っ
て
時
代
小
説
が
「
架
空
の
想
像
」★1★
で
あ
る
こ
と
と
、
事
実
を
補

う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
か
っ
た
。「
架
空
の
想
像
」で
あ
る「
小
説
」

も
ま
た
「
真
理
」
へ
到
達
す
る
た
め
の
道
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か

ら
だ
。

　
時
代
小
説
の
目
的
は
、
正
史
で
は
描
か
れ
る
こ
と
が
少
な
い
風
俗
を
写
す
こ

と
、
正
史
の
脱
漏
を
補
う
こ
と
の
二
点
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
前
節
で

取
り
上
げ
た
「
小
説
の
目
的
」
と
重
な
る
。
つ
ま
り
小
説
は
、
そ
の
描
か
れ
る

対
象
が
過
去
で
あ
ろ
う
が
現
在
で
あ
ろ
う
が
果
た
す
役
割
に
大
き
な
差
が
な
い

の
だ
と
知
れ
る
。『
小
説
神
髄
』
上
巻
に
掲
載
さ
れ
た
「
小
説
の
裨
益
」
の
な

か
で
も
、
小
説
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
間
接
の
利
益
と
し
て
「
正
史
の
補
遺

と
な
る
事
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
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補
遺
と
は
何
ぞ
や
。
曰
く
、
正
史
に
漏
れ
た
る
事
跡
を
補
ひ
、
正
史
に

は
細
述
せ
ざ
る
當
時
の
風
俗
、
習
慣
等
を
見
る
が
如
く
、
描
け
る
が
如
く
、

い
と
精
密
に
寫
し
い
だ
し
て
、
一
部
の
風
俗
史
を
な
す
こ
と
を
い
ふ
な
り
。

さ
れ
ば
此
裨
益
は
ひ
と
り
時
代
物
語
（
過
去
小
説
）
の
専
占
す
る
と
こ
ろ

に
し
て
、餘
の
小
説
に
は
こ
の
事
な
し
。
さ
は
れ
世
話
の
小
説
と
い
へ
ど
も
、

後
世
の
人
よ
り
之
れ
を
見
れ
ば
過
去
小
説
に
外
な
ら
ざ
れ
ば
、
何
に
し
て

も
小
説
に
は
此
裨
益
あ
る
は
争
ふ
べ
か
ら
ず
。

　　
逍
遥
が
目
指
し
た
美
術
と
し
て
の
小
説
、
人
情
世
態
の
描
写
を
使
命
と
す
る

小
説
は
、
時
代
物
語
で
あ
れ
ば
現
世
の
人
々
に
過
去
の
歴
史
を
生
き
生
き
と
伝

え
、
世
話
物
語
で
あ
れ
ば
未
来
の
人
に
と
っ
て
現
世
の
様
子
を
知
る
手
立
て
に

な
る
も
の
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
小
説
は
歴
史
を
伝
え
る
史
料
に
な
り
得
る
存

在
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
逍
遥
は
、
時
代
小
説
に
お
け
る
年
代
の
齟
齬
、
事
実

の
錯
誤
、
風
俗
の
誤
謬
を
主
な
疫
病
と
し
て
戒
め
、「
人
情
を
ま
げ
、
世
態
を

た
わ
め
て
、
無
理
な
る
脚
色
を
な
す
」
小
説
を
真
の
小
説
で
は
な
い
と
し
て
目

を
細
め
た
の
で
あ
る
。

　
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
歴
史
の
遺
漏
を
補
う
と
い
う
小
説
の
効
果
は
逍

遥
に
よ
っ
て
初
め
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。後
年
の
回
談
に
よ
れ
ば『
小

説
神
髄
』
の
材
料
の
大
半
は
、
文
学
部
時
代
に
手
当
た
り
次
第
に
読
ん
だ
外
国

雑
誌
の
文
学
評
論
や
、
英
学
史
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
読
む
契

機
と
な
っ
た
の
は
大
学
の
試
験
で
小
説
の
登
場
人
物
の
性
格
分
析
を
課
さ
れ
た

こ
と
に
あ
っ
た
。
逍
遥
は
こ
の
時
は
じ
め
て
海
外
文
学
の
批
評
を
通
じ
て
「
道

義
」
以
外
の
尺
度
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る★1★
。

『
小
説
神
髄
』
に
描
か
れ
た
「
近
代
小
説
」
観
は
、
既
に
西
洋
文
学
に
親
し
ん

で
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
目
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
、
欧
米
列
強
へ
の
意
識
の
も
と
様
々
な
制
度
文
物
の
「
改
良
」
が

求
め
ら
れ
て
い
た
当
時
の
社
会
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
影
響
力
の

一
端
に
は
、
逍
遥
の
名
に
冠
せ
ら
れ
た
「
文
学
士
」
の
学
位
も
あ
っ
た
だ
ろ

う★1★
。
そ
し
て
や
は
り
こ
の
時
も
、
話
題
の
小
説
観
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
よ

う
と
し
た
の
は
、
民
権
家
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
数
々
の
自
由
党
系
新
聞
紙
で
記
者
と
し
て
活
躍
し
な
が
ら
、
自
身
も
『
汗
血

千
里
駒
』
な
ど
の
小
説
を
執
筆
し
た
経
験
を
持
つ
坂
崎
紫
瀾
は
、「
稗
史
小
説

の
本
分
を
論
ず
」
や
「
政
治
小
説
の
効
力
」
な
ど
と
題
し
た
社
説
を
著
し
た
。

こ
こ
で
坂
崎
は
「
抑
も
稗
史
小
説
と
は
何
ぞ
や
世
態
人
情
を
叙
す
る
者
に
し
て

之
を
一
種
の
写
真
鏡
と
謂
ふ
も
可
な
り
」「
稗
史
小
説
の
本
分
ハ
世
態
人
情
を

叙
す
る
に
止
る
も
の
と
す
る
こ
そ
穏
当
な
れ
」
な
ど
と
「
稗
史
小
説
」
と
は

「
世
態
人
情
」
を
著
す
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
た
。
ま
た
、「
日
本
王
朝

の
情
態
を
知
ら
ん
と
す
る
に
ハ
源
氏
物
語
等
に
勝
る
者
之
な
か
る
べ
し
正
史
ハ

却
っ
て
其
目
録
同
様
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ
」
と
小
説
は
「
世
態
人
情
」
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
は
「
正
史
」
に
勝
る
も
の
で
あ
る
と
訴
え
、
小
説
が

排
斥
さ
れ
る
社
会
へ
一
石
を
投
じ
て
い
る★1★
。
こ
れ
ら
は
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』

の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
末
広
鉄
腸
に
よ
る
政
治
小
説
『
雪
中
梅
』
下
巻
に
序
文
を
寄
せ
た
尾

崎
行
雄
は
同
書
を「novel

」と
し
て
評
価
し
て
い
る11★
。
尾
崎
は「novel

」を「
人

情
を
基
本
と
し
、
新
奇
喜
ぶ
べ
き
の
言
行
を
構
造
し
て
、
之
を
潤
飾
し
、
而
も

荒
誕
不
経
に
流
れ
ざ
る
者
」
の
こ
と
と
定
義
。
こ
れ
は
「
近
世
文
学
上
の
一
大
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発
明
」
で
あ
る
と
い
い
、
小
説
の
有
用
性
を
主
張
し
、
決
し
て
軽
視
す
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
と
語
っ
た
。

　『
雪
中
梅
』
は
政
治
小
説
の
な
か
で
も
特
に
人
気
を
博
し
た
作
品
で
あ
る
。

作
者
の
末
広
は
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
井
生
村
楼
で
「
政
事
と
小
説

と
は
孰
れ
が
難
き
」
と
の
題
目
で
演
説
を
行
い
、「
小
説
は
元
来
空
中
楼
閣
」

で
あ
り
、
作
者
が
自
分
勝
手
に
人
物
を
つ
く
り
、
物
語
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
だ
が
、
読
者
に
感
興
を
与
え
よ
う
と
思
え
ば
「
実
際
の
人
情
世
態
」
に

背
か
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る1★★
。
現
実
に
即
し

た
「
世
態
」「
人
情
」
を
描
く
こ
と
が
、
小
説
に
よ
っ
て
人
心
を
穿
つ
鍵
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
分
か
る
。
政
治
思
想
の
喧
伝
や
社
会
改
良
を
小
説
執

筆
の
動
機
と
す
る
民
権
家
に
と
っ
て
も
、
小
説
は
単
な
る
「
想
像
」
の
産
物
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
現
実
や
社
会
に
干
渉
す
る
力
が
求
め
ら
れ

て
い
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
力
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
小
説
が
「
想
像
」

に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
、
そ
の
内
容
が
「
事
実
」
で
な
い
こ
と
が
「
真
実
」

を
遠
ざ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
の
考
え

は
創
作
者
の
み
に
み
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

物
語
ノ
類
敷
衍
捏
造
多
ク
シ
テ
、
信
用
ニ
足
ラ
ザ
ル
コ
ト
、
以
上
所
論
ノ

如
ク
ナ
ラ
バ
、
此
類
ハ
ス
ベ
テ
廃
棄
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
カ
。
曰
ク
、
然
ラ
ズ
。

事
実
ニ
於
テ
ハ
信
用
　
シ
難
キ
モ
ノ
多
キ
モ
、
当
時
ノ
人
情
世
態
ヲ
写
ス

ニ
至
テ
ハ
、物
語
ニ
如
ク
モ
ノ
ナ
シ
。
此
種
類
ノ
中
、源
氏
物
語
ノ
如
キ
ハ
、

全
ク
憑
虚
架
空
ノ
書
体
ナ
レ
ド
モ
、
此
時
代
ノ
情
態
ヲ
捜
ル
ニ
ハ
、
最
上

ノ
材
料
ナ
リ
。11★ 

　
稗
史
小
説
は
「
捏
造
」
が
多
く
あ
っ
て
「
史
実
」
で
は
な
い
と
の
謗
り
が
あ

る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
や
は
り
当
時
の
「
人
情
世

態
」
を
伝
え
る
と
い
う
物
語
の
功
能
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
人
情
」
や
「
世
態
」
を
知
る
こ
と
は
、
歴
史
を
学
ぶ
う
え
で
も

必
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
歴
史
の
教
授
法
を
説

い
た
書
籍
の
な
か
に
、
ま
だ
世
の
中
の
あ
り
さ
ま
や
、
人
の
心
の
動
き
を
知

ら
な
い
子
ど
も
に
歴
史
を
理
解
さ
せ
る
の
は
難
し
い
、
と
の
記
述
が
見
ら
れ

る11★
。
歴
史
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
歴
史
書
に
は
十
分

に
著
さ
れ
な
い
事
象
と
し
て
「
人
情
」
や
「
世
態
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
従
来
『
小
説
神
髄
』
の
評
価
は
「
人
情
」
の
模
写
を
第
一
眼
と
し
、
美
術

と
し
て
の
「
小
説
」
を
理
論
化
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て

写
実
的
な
「
近
代
小
説
」
の
意
識
か
ら
、
勧
善
懲
悪
的
な
戯
作
や
政
治
小
説

を
否
定
し
た
、
と
言
わ
れ
、『
小
説
神
髄
』
が
「
近
代
小
説
」
誕
生
の
画
期

と
看
做
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
人
情
」
を
小
説
の
本
旨
と
す
る

逍
遥
の
「
文
学
」
観
は
、
前
近
代
と
近
代
の
「
小
説
」
を
区
別
す
る
た
め
の

文
脈
で
は
な
く
、「
歴
史
」
に
対
す
る
「
文
学
」
の
立
ち
位
置
を
明
示
し
、

そ
の
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
日
本
に
お
け
る
近
代
小
説
論
が
逍
遥
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
を
知
る
「
史
料
」
と
な
る
性
質
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
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❷ Article

第
三
節
　
「
文
學
」
の
狭
義
化

　
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
六
月
、
帝
国
文
科
大
学
に
「
国
史
科
」
が
開

設
さ
れ
る
。
同
時
に
「
和
文
学
科
」
も
「
国
文
学
科
」
へ
と
改
め
ら
れ
、「
国

史
」
と
「
国
文
学
」
が
学
科
と
し
て
分
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
単
な
る
学
科
形

成
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、同
時
期
に
は
学
問
領
域
と
し
て
「
歴
史
学
」
と
「
文

学
」
の
間
の
線
引
き
が
い
っ
そ
う
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
日
本
文
學
』
で
は
、
度
々

「
文
學
」
の
定
義
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
創
刊
号
で
は
、「
日
本
文
學
」

と
は
「
本
邦
固
有
の
文
學
」「
國
柄
の
如
何
を
徴
證
す
べ
き
も
の
」
の
こ
と

で
あ
り
、
当
該
雑
誌
は
「
歴
史
法
令
言
語
風
俗
美
術
等
の
分
野
に
就
き
、
論

説
考
証
講
義
筆
記
質
疑
答
辨
」
を
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
発
刊
の

趣
旨
が
述
べ
ら
れ
た11★
。「
文
學
」
の
範
囲
が
か
な
り
広
く
と
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
発
行
趣
旨
の
と
お
り
『
日
本
文

学
』所
収
の
論
説
に
は
、日
本
書
紀
の
講
義
や
古
代
史
の
考
察
な
ど
の「
歴
史
」

に
分
類
さ
れ
得
る
も
の
が
多
く
確
認
で
き
る
。

　
高
津
と
三
上
参
次
の
合
著
『
日
本
文
學
史
』
は
、
日
本
に
お
け
る
「
文
学

史
」
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
。『
日
本
文
學
史
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
明
治
二
三

（
一
八
九
〇
）
年
の
こ
と
、
こ
の
年
は
「
文
學
史
濫
造
の
時
代
」
と
呼
ば
れ

る
と
と
も
に
「
国
文
学
」
成
立
の
画
期
と
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
『
日
本

文
學
史
』
緒
言
を
確
認
す
れ
ば
、
彼
ら
の
「
文
學
」
観
が
未
だ
広
範
で
あ
り
、

今
日
の
我
々
が
「
国
文
学
」
と
し
て
考
え
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、「
小
説
は
、
唯
、
是
れ
一
種
の
美

文
學
の
み
。
歴
史
、
哲
學
、
政
治
學
等
の
如
き
、
所
謂
理
文
學
の
、
之
を
相

雙
び
て
發
達
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
バ
、
文
學
の
正
し
き
進
歩
と
は
云
ふ
可
か
ら

ず
」
と
の
一
節
で
、
小
説
の
み
を
「
文
學
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
誤
謬
で

あ
る
と
し
て
、
こ
の
誤
解
の
原
因
で
あ
る
小
説
の
興
隆
を
、
快
い
も
の
と
し

て
い
な
い
点
で
あ
る
。
小
説
の
み
が
流
行
、
発
展
し
た
と
し
て
も
、
歴
史
や

哲
学
、
経
済
学
の
発
達
を
伴
わ
な
け
れ
ば
「
文
學
」
の
進
歩
は
な
い
と
い
う

の
だ
。
そ
の
上
で
、
本
書
刊
行
の
動
機
は
「
文
學
は
徒
ら
に
翫
弄
物
た
る
の

み
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
」「
世
人
を
し
て
文
學
の
全
體
に
注
意
せ

し
め
」「
文
學
の
一
小
部
分
を
以
て
、
其
の
全
體
の
如
く
に
思
惟
せ
る
感
想

を
打
破
す
る
」
こ
と
だ
と
示
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
対
象
を
広
く
と
っ
て
い
た
「
文
學
」
は
、
明
治
期
を
通

し
て
次
第
に
細
分
化
さ
れ
て
い
く
。「
文
學
」
が
複
数
の
領
域
へ
と
分
化
し
て

い
っ
た
こ
と
は
、『
日
本
文
學
史
』
に
も
掲
載
さ
れ
た
高
津
「
文
學
の
目
的
」

の
一
節
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
高
津
は
同
論
の
中
で
、
帝
国
大
学
の
学
部
を
例

に
と
り
、
元
々
は
文
學
の
中
に
あ
っ
た
「
政
治
學
、
理
財
學
、
哲
學
、
和
漢
文

學
」
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
一
学
科
と
し
て
独
立
し
た
の
は
「
性
質
と
目
的
」
に
よ

る
「
分
業
」
の
結
果
な
の
だ
と
指
摘
す
る
。

か
く
學
問
を
分
ち
た
る
は
、
も
と
研
究
上
の
必
要
よ
り
起
り
た
る
こ
と
に

し
て
各
其
性
質
を
異
に
し
目
的
を
同
く
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
へ
ば
、
法
律

學
ハ
主
と
し
て
権
利
義
務
の
性
質
關
係
を
説
き
、
理
財
學
は
貨
財
の
生
産
、
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分
配
等
の
こ
と
を
論
じ
、
歴
史
學
ハ
人
事
の
來
歴
を
明
ら
か
に
し
、
人
智

の
發
達
を
説
き
、
倫
理
學
ハ
道
徳
の
守
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
理
由
を
示
し
、

哲
學
ハ
眞
理
の
何
物
た
る
こ
と
を
研
究
す
る
學
問
な
り11★

　
か
つ
て
は
「
文
學
」
に
一
括
り
に
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
は
、「
性

質
と
目
的
」
が
同
じ
で
は
な
い
た
め
、
各
々
に
一
学
科
と
し
て
独
立
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
は
各
学
科
と
し
て
独
立
し
て
は
い
る
が
「
其
大
目
的
に
至
り
て

ハ
み
な
一
」
で
あ
る
。
で
は
果
た
し
て
こ
の
「
大
目
的
」
と
は
何
か
。『
日
本

文
學
史
』
に
は
「
眞
正
の
幸
福
の
存
在
せ
る
方
針
に
、
向
は
し
む
る
こ
と
」
と

あ
る11★
。

さ
て
文
學
が
主
と
し
て
他
の
學
問
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
其
目
的
に
あ
る
な

り
、
文
學
ハ
文
字
に
よ
り
巧
み
に
人
の
思
想
、
感
情
、
想
像
を
あ
ら
は
し

た
る
者
な
れ
ば
法
律
、
歴
史
、
理
財
、
哲
學
な
ど
の
如
き
學
科
と
異
な
ら

ざ
る
の
み
な
ら
ず
場
合
に
よ
り
て
ハ
此
等
の
學
問
と
文
學
と
合
体
す
る
こ

と
あ
る
な
り
。
…
…
ひ
と
し
く
事
實
を
か
き
あ
ら
は
し
た
る
者
も
、
其
書

き
方
に
よ
り
て
文
學
と
も
な
り
歴
史
と
も
な
る
な
り
。

　
狭
義
の
「
文
学
」
を
「
純
文
学
（
ピ
ユ
ー
ア
リ
テ
ラ
チ
ユ
ー
ア
）」
と
す

る
高
津
は
、
そ
の
定
義
を
「
或
る
文
体
を
以
て
、
巧
み
に
人
の
思
想
、
感
情
、

想
像
を
表
は
し
た
る
者
に
し
て
、
實
用
と
快
楽
と
を
兼
ぬ
る
を
目
的
と
し
、

大
多
數
の
人
に
。
大
体
の
智
識
を
傳
ふ
る
者
」と
し
た
。
ま
た「
思
想
、感
情
、

想
像
」
の
中
で
も
殊
に
「
感
情
」「
想
像
」
と
が
「
文
学
」
に
は
必
要
だ
と
い
う
。

「
歴
史
」
と
「
文
学
」
の
差
異
も
こ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
高
津
に
言
わ

せ
れ
ば
、
単
に
事
実
を
並
べ
る
の
で
は
「
文
学
」
で
は
な
い
。
事
実
や
思
想

の
な
か
に
「
感
情
」「
想
像
」
を
交
え
る
こ
と
で
、
読
む
人
に
快
楽
を
も
呼

び
起
こ
さ
せ
る
も
の
が
「
文
学
」
な
の
で
あ
る
。

　『
日
本
文
學
史
』
に
現
れ
た
「
文
学
」
観
は
、
文
学
と
は
「
想
像
」
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、「
人
情
」
を
描
く
こ
と
が
第
一
主
眼
で
あ
る
と
し
た
逍

遥
の
見
解
と
概
ね
一
致
す
る
。
加
え
て
、
高
津
は
「
國
文
を
盛
に
す
べ
し
」

の
中
で
、
国
文
学
を
歴
史
的
に
研
究
す
る
価
値
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
「
価
値
」
と
し
て
は
、
や
は
り
「
我
國
乃
欠
点
を
補
ふ
」
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
正
史
に
は
載
る
こ
と
の
な
い
「
人
情
、
風
俗
」「
社
会
内
部
の

事
情
」
が
、「
人
情
を
寫
す
」
こ
と
を
専
ら
と
す
る
物
語
か
ら
は
、
詳
に
知

る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
「
想
像
」
の
産
物
で
あ
る
こ

と
が
事
実
の
叙
述
及
び
真
理
の
探
究
の
障
害
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。

第
三
章
　
歴
史
と
文
学
の
境
界

第
一
節
　
想
像
と
考
証

　
明
治
維
新
以
来
の
日
本
で
は
、
欧
米
文
物
制
度
の
輸
入
が
国
を
挙
げ
て
行

わ
れ
、
日
本
古
来
の
「
文
學
」
な
ど
は
「
陳
腐
に
し
て
用
ゐ
る
に
足
ら
ず
」
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と
お
ざ
な
り
に
さ
れ
て
い
た11★
。
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
前
後
に
は
丁
度
、

こ
う
し
た
欧
化
主
義
の
反
動
が
起
こ
り
、「
愛
國
の
精
神
を
振
興
し
、
國
家

の
元
氣
を
維
持
す
る
こ
と
」
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
日
本
文
學
』

が
「
古
来
の
歴
史
、
法
令
、
言
語
、
風
俗
、
美
術
」
の
論
述
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
日
本
の
「
国
体
」
の
在
り
方
で
あ
っ
た
。
　

　
こ
う
し
た
広
義
の
「
文
學
」
と
は
、
近
世
以
来
の
日
本
の
学
問
体
系
を
引
き

継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
既
に
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
を
志
し
て
い
た
史
学

者
た
ち
に
は
受
け
容
れ
が
た
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
と
お

り
、
久
米
は
徹
頭
徹
尾
「
文
学
」
と
史
学
の
断
絶
を
訴
え
て
お
り
、
後
に
は
、

西
洋
史
家
の
坪
井
九
馬
三
な
ど
も
盛
ん
に
史
学
の
学
問
上
の
独
立
を
説
い
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
歴
史
学
の
「
文
學
」
か
ら
の
脱
却
を
試
み
た
は
ず
の
彼
ら
の

論
説
は
、
逆
説
的
に
そ
れ
が
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
先
に
も

取
り
上
げ
た
「
太
平
記
は
史
學
に
益
な
し
」
で
、
久
米
は
太
平
記
の
「
文
学
」

的
価
値
を
も
否
定
し
て
い
た11★
。

近
來
鷗
洲
の
風
と
稱
し
、
戯
作
流
行
し
太
平
記
ハ
事
實
こ
そ
誤
り
た
る
所

も
あ
ら
ん
、
其
文
章
ハ
流
石
に
文
學
に
功
あ
り
な
ど
ゝ
謂
ふ
人
あ
れ
ど
、

余
の
聞
き
し
に
ハ
、
鷗
洲
に
於
て
文
學
と
稱
す
る
は
、
記
事
文
を
主
と
し
、

清
麗
の
筆
に
て
人
情
世
態
を
畫
き
出
し
た
る
著
作
を
賞
美
す
、
徒
に
文
句

を
修
飾
し
て
自
然
を
抂
る
を
厭
ひ
、
叙
事
の
質
朴
に
し
て
正
確
な
る
條
理

あ
る
者
を
名
作
と
稱
す
と
な
り
、
さ
こ
そ
あ
る
べ
き
な
り
、
自
然
を
抂
ず
、

正
確
な
る
條
理
と
云
鐵
槌
に
當
れ
ば
、
是
ま
で
の
軍
談
小
説
ハ
盡
く
微
塵

砕
け
る
な
り

　
西
洋
由
来
の
近
代
文
学
観
に
よ
っ
て
、小
説
の
地
位
向
上
が
図
ら
れ
た
こ
と
、

国
粋
主
義
に
よ
っ
て
国
文
学
の
再
評
価
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
章
ま
で
に

確
認
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
史
学
者
た
ち
が
虚
構
と
し
て
非
難
し
て
き
た

『
太
平
記
』
な
ど
の
「
物
語
」
に
文
学
的
価
値
が
付
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
に
触
れ
て
、
久
米
は
『
太
平
記
』
の
よ
う
な
日
本
の
軍
記
物
語
は
「
文
学
」

で
は
な
い
と
、
そ
の
主
張
を
退
け
た
。
こ
こ
で
久
米
は
、
西
洋
で
「
文
学
」
と

呼
ば
れ
る
の
は
「
人
情
世
態
」
を
描
き
出
す
著
作
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
言
葉
を

飾
り
立
て
「
自
然
を
抂
」
る
日
本
の
軍
記
物
語
な
ど
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
言

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
で
示
し
た
小
説
観
と
一
致
す
る
。

逍
遥
は
「
我
が
國
俗
の
も
て
は
や
せ
る
小
説
、稗
史
」
の
多
く
は
「
人
情
世
態
」

を
写
す
こ
と
を
首
脳
と
せ
ず
、
世
の
中
の
流
行
に
迎
合
し
た
「
有
害
無
益
」
の

物
語
で
あ
っ
て
、
真
の
小
説
稗
史
で
は
な
い
と
し
、
こ
う
し
た
従
来
の
小
説
を

も
っ
て
小
説
は
無
益
で
あ
る
と
罵
ら
れ
る
の
は
小
説
家
に
と
っ
て
も
迷
惑
だ
、

と
記
し
て
い
た11★
。
久
米
は『
太
平
記
』な
ど
か
ら
は
小
説
の
裨
益
と
さ
れ
る「
人

情
世
態
」
を
酌
み
取
る
こ
と
も
出
来
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
無
価
値
で
あ
る
と
唾
棄

す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
人
情
世
態
」
を
写
し
た
「
文
学
」
の
価
値
を
認
め
る

こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、坪
井
が
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
に
行
っ
た
演
説
「
史
學
と
文
學
」

は
「
史
學
と
文
學
と
は
全
く
關
係
な
し
」
の
言
葉
で
始
ま
る
。
こ
の
演
説
で
坪

井
は
、
学
問
上
の
史
学
は
「
文
學
」
と
関
係
が
な
い
と
断
っ
た
上
で
、「
文
學
」

と
し
て
の
歴
史
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
を
古
代
に
遡
っ
て
説
い
て
い
る
。
歴
史

の
源
流
は
今
日
で
は
「
正
史
」
と
「
歴
史
小
説
」
の
二
つ
に
分
岐
し
、
そ
の
統
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合
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
こ
の
中
間
に
あ
る
も
の
が
「
眞
正
の
歴
史
」
な
の
だ

と
い
う
が
、「
眞
正
の
歴
史
」
の
描
写
に
は
「
非
常
な
る
想
像
力
」
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。

　
　歴

史
は
其
實
際
の
顕
象
を
看
破
描
冩
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
。
こ
れ
こ
は
非
常

な
る
想
像
力
を
要
す
。
僅
か
に
殘
存
せ
る
斷
片
遺
物
記
録
遺
跡
等
の
材
料

を
本
と
し
、
想
像
を
以
て
此
枯
骨
に
肉
を
附
し
彈
力
を
與
へ
、
筋
肉
血
液

神
經
を
具
へ
、
完
全
な
る
躰
を
形
成
せ
し
む
べ
き
な
り
。
此
故
に
史
家
の

業
困
難
な
る
思
ふ
可
し
。
事
實
の
冩
眞
を
得
難
き
も
可
及
だ
け
之
に
近
似

せ
む
事
を
勉
め
、
謹
嚴
な
る
腦
を
以
て
材
料
の
許
す
範
圍
内
に
想
像
を
用

ゐ
さ
る
可
か
ら
ず
。11★

　
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
「
文
学
」
の
特
徴
の
一
つ
は
「
想
像
」
で
あ
る
。

逍
遥
は
歴
史
小
説
と
は
「
想
像
」
を
も
っ
て
正
史
の
脱
漏
を
補
う
も
の
だ
と

言
っ
た
が
、
坪
井
は
「
眞
正
の
歴
史
」
も
ま
た
「
想
像
」
を
も
っ
て
す
る
と

い
う
の
だ
。
尤
も
「
想
像
」
に
は
「
材
料
の
許
す
範
圍
内
」
と
い
う
留
保
が

付
さ
れ
て
お
り
、
範
囲
外
に
走
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
諫
め
ら
れ

て
い
る
。
坪
井
の
い
う
「
想
像
」
は
、
今
日
の
我
々
が
「
考
証
」
と
呼
ぶ
も

の
だ
ろ
う
。

　
久
米
は
時
と
し
て
大
胆
な
推
論
を
用
い
た
も
の
の
、
重
野
等
は
文
献
史
料

を
重
ん
じ
、
考
証
を
重
視
し
た
。
日
本
に
お
け
る
歴
史
学
の
成
立
に
あ
た
っ

て
ま
ず
行
わ
れ
る
べ
き
は
「
史
料
」
の
選
定
で
あ
る
と
し
た
史
学
者
た
ち
の

態
度
に
触
れ
、
史
論
家
の
一
人
、
山
路
愛
山
は
「
史
学
家
は
唯
考
証
」
し
、

古
文
書
の
多
寡
を
競
い
合
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
「
受
パ
ッ
シ
ー
ブ働
的
」
だ
と
批
判
を

加
え
て
い
る1★★
。
こ
こ
に
、
も
う
一
つ
の
「
歴
史
」
の
潮
流
が
見
え
る
。

　
第
二
節
　
「
歴
史
学
」
の
死

　　
明
治
二
〇
年
代
の
言
論
界
の
潮
流
と
し
て
「
史
論
」
の
流
行
が
挙
げ
ら
れ

る11★
。
早
稲
田
文
学
社
の
『
文
芸
百
科
全
書
』
に
、「
文
學
界
で
は
二
十
四
五

年
頃
か
ら
歴
史
熱
が
一
般
に
行
き
亘
っ
て
ゐ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
田
口

卯
吉
『
史
海
』
や
徳
富
蘇
峰
の
人
物
評
が
影
響
し
た
も
の
で
あ
っ
た11★
。『
史

海
』
刊
行
開
始
は
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
、
徳
富
蘇
峰
の
『
国
民
之
友
』

に
「
史
論
」
欄
が
設
置
さ
れ
た
の
は
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
、徳
富
『
吉

田
松
陰
』
の
刊
行
は
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
。
と
り
わ
け
明
治
二
五
年

か
ら
翌
二
六
年
に
か
け
て
の
「
歴
史
熱
」
は
「
著
し
き
事
実
」11★
と
し
て
多
く

の
文
献
で
記
さ
れ
て
い
る
。

　
歴
史
熱
の
高
ま
っ
て
い
た
明
治
二
六
年
、
逍
遥
は
当
時
の
史
論
を
史
材
批

判
派
（
考
証
派
）、
応
用
史
派
、
東
洋
風
応
用
史
派
、
そ
し
て
文
学
的
史
家

の
四
派
に
分
類
し
た11★
。
こ
の
四
派
の
う
ち
に
当
て
は
め
る
の
で
あ
れ
ば
、「
科

学
と
し
て
の
史
」
を
目
指
す
史
学
者
た
ち
の
態
度
は
概
ね
「
考
証
派
」
の
も

の
で
あ
る
。
逍
遥
曰
く
、
彼
ら
は
、
歴
史
を
「
形
而
上
の
真
理
」
と
は
直
接

関
係
し
な
い
も
の
と
見
做
し
、
虚
実
を
見
分
け
る
こ
と
を
「
史
学
の
第
一
義
」

と
し
て
い
る
。

　「
史
論
四
派
」
の
う
ち
の
、
二
つ
の
応
用
史
派
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
割
愛
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す
る
が
、
逍
遥
は
こ
う
し
た
他
三
派
全
て
を
降
服
さ
せ
、
更
に
は
詩
人
や
小
説

家
な
ど
文
学
者
を
も
抱
え
こ
も
う
と
す
る
も
の
と
し
て
文
学
的
史
家
―
―
い
わ

ゆ
る
史
論
家
を
挙
げ
た
。
中
で
も
そ
の
代
表
者
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
が

田
口
卯
吉
だ
。

　
逍
遥
が
「
史
傳
を
し
て
殆
ど
小
説
と
論
文
と
の
雑
種
児
た
ら
し
め
ん11★
」
と

表
現
し
た
よ
う
に
、
史
論
家
の
特
徴
の
一
つ
は
「
史
伝
」
に
あ
っ
た
。「
史
伝
」

と
は
「
小
説
性
を
積
極
的
に
移
入
し
た
伝
記
」
あ
る
い
は
「
歴
史
叙
述
を
含
み

込
ん
だ
小
説
」
と
し
て
、
歴
史
と
文
学
を
融
合
さ
せ
た
も
の
の
こ
と
で
、
そ
の

登
場
は
歴
史
と
文
学
の
関
係
を
問
い
直
す
契
機
に
も
な
っ
た
と
い
う11★
。

　
ま
た
、史
論
家
た
ち
は
、「
文
学
」の
よ
う
に「
歴
史
」を
描
く
だ
け
で
は
な
く
、

「
文
学
」
を
史
料
へ
と
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
田
口
は
講
演
の
中
で
歴

史
の
始
ま
り
は
「
物
語
」
で
あ
る
と
述
べ
、
物
語
体
の
「
歴
史
」
の
始
ま
り
と

し
て
『
栄
花
物
語
』
の
名
を
挙
げ
る11★
。
久
米
が
「
益
な
し
」
と
切
り
捨
て
た
「
太

平
記
」
な
ど
も
歴
史
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
愛
山
も
歴
史
の
改
良
に
は
「
其
時

代
に
現
出
せ
し
文
学
」
を
材
料
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
く11★
。
何
故

な
ら
ば
小
説
は「
歴
史
よ
り
も
更
に
真
実
な
る
事
実
を
教
ふ
る
者
」で
あ
り
、「
人

情
風
俗
」
を
写
し
今
に
伝
え
る
と
い
う
点
で
は
「
小
説
」
が
「
歴
史
」
よ
り
優

れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ11★
。

　
こ
れ
は
既
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
「
文
學
」
の
役
割
と
し
て
様
々
な
立
場

か
ら
唱
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
史
学
者
た
ち
が
学
問
と
し
て
の
「
歴
史

学
」
を
「
文
學
」
の
枠
か
ら
脱
却
さ
せ
る
た
め
「
文
学
」
の
影
響
を
取
り
払
お

う
と
苦
心
し
て
い
る
な
か
で
、
史
論
家
た
ち
は
あ
く
ま
で
「
文
學
」
の
枠
内
に

「
歴
史
」
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
小
説
を
「
実
に
活
き
た
る
社
会
学
」
と
い
い
、
そ
の
中
に
は
「
事
実
」
が
写

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
愛
山
は
、
史
料
の
収
集
と
虚
実
の
選
別
に
終
始
す
る
考

証
派
の
態
度
を
批
判
し
、「
生
命
な
き
歴
史
学
」
と
評
し
た
。

　
余
は
既
に
生
命
な
き
歴
史
学
に
厭
け
り
。
恐
ら
く
は
天
下
も
亦
已
に
之

に
厭
き
し
な
ら
ん
。
余
は
過
去
の
事
件
を
唯
過
去
の
事
件
と
し
て
、研
究
し
、

或
る
事
が
有
り
し
、　
若
し
く
は
或
る
事
が
無
り
し
、
或
る
記
録
は
実
事
な

り
き
、
若
し
く
は
或
る
記
録
は
半
ば
詐
り
な
り
き
、
若
し
く
は
或
る
記
録

は
全
く
詐
り
な
り
き
と
云
ふ
如
く
、
考
証
す
る
を
以
て
唯
一
の
方
法
と
す

る
近
世
の
所
謂
史
学
を
軽
蔑
せ
ん
と
す
る
者
な
り
。
過
去
の
事
は
自
ら
過

去
に
し
て
今
日
の
事
と
交
渉
な
し
と
て
歴
史
を
見
ん
と
す
る
今
日
の
学
風

は
余
の
最
も
嫌
ふ
所
な
り
。
若
も
過
去
の
歴
史
が
現
在
の
問
題
と
全
く
絶

縁
し
得
可
く
ん
ば
、
余
は
学
問
の
中
の
最
も
乾
燥
無
味
に
し
て
最
も
倦
み

易
き
も
の
は
歴
史
学
な
る
べ
し
と
思
ふ
な
り
。1★★

　
愛
山
は
、「
考
証
派
」
が
歴
史
を
今
日
と
は
関
係
の
な
い
も
の
と
考
え
て
い

る
と
指
摘
し
、
こ
れ
が
「
余
の
最
も
嫌
ふ
所
」
で
あ
る
と
痛
烈
に
批
判
す
る
。

愛
山
は
歴
史
を
「
血
あ
り
肉
あ
り
興
味
あ
る
真
の
歴
史
」
と
す
る
に
は
、
時
勢

の
顕
れ
で
あ
る
「
文
学
」
を
材
料
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、「
文
学
」
と
の
関
係
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
「
歴
史
」
を
問
題
と

し
た
の
だ
ろ
う
。

　
一
方
で
、「
科
学
的
」
な
学
問
と
し
て
の
立
脚
を
図
っ
た
史
学
に
お
い
て
、

求
め
ら
れ
た
の
は
「
客
観
」
で
あ
り
「
事
実
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
考
証
派
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の
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
史
論
家
の
「
大
胆
奇
抜
の
創
見
」
は
、「
歴
史
」
で
は

な
く
「
自
己
の
議
論
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
愛

山
は
「
主
観
」
に
依
ら
な
い
歴
史
は
な
い
と
し
て
史
学
者
の
態
度
を
糾
弾
す
る
。

そ
も
そ
も
「
真
正
の
史
」
な
ど
理
論
上
で
し
か
存
在
せ
ず
、
問
題
は
い
か
に
し

て
近
づ
く
か
、
で
あ
る
と
い
う
の
だ11★
。

　
で
は
、「
歴
史
」
も
「
文
学
」
も
結
局
は
「
想
像
」
の
産
物
で
あ
る
と
い
う

な
ら
ば
、
何
が
二
者
を
分
か
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
虚
実
で
は
な
い
、
と
逍

遥
は
言
っ
た
。
こ
こ
で
我
々
は
、
再
び
「
情
」
に
つ
い
て
思
索
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
節
　
客
観
的
「
真
実
」
を
求
め
て

　
明
治
の
人
々
が
「
歴
史
」
と
「
文
学
」
を
語
る
と
き
、
度
々
出
現
す
る
言

葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
歴
史
」
や
「
文
学
」
に
共
通
す
る
目
的
で
あ
り
、「
文

學
」
の
大
目
的
と
も
い
え
る
一
つ
の
事
象—

「
真
実
」
だ
。

　
下
山
は
『
史
学
原
理
』
の
な
か
で
「
小
説
并
ニ
眞
理
ノ
價
値
ニ
關
ス
ル
當

時
ノ
思
想
ハ
間
々
歴
史
家
ヲ
シ
テ
眞
ノ
事
實
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
場
合
ア
リ
」
と
、

神
話
や
稗
史
小
説
は
過
去
の
人
々
に
と
っ
て
は「
真
実
」で
あ
っ
た
た
め
に
却
っ

て
今
日
の
歴
史
家
が
「
事
実
」
を
知
る
弊
害
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
で

は
、当
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
「
真
実
」
が
必
ず
し
も
「
眞
ノ
事
実
」
で
は
な
い
、

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
「
真
実
」
と
「
事
実
」
の
間
、
ど
ち
ら
を
志
向

す
る
か
に
「
歴
史
」
と
「
文
学
」
の
差
異
が
隠
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逍

遥
は
「
修
辞
法
に
對
す
る
一
私
言
」
を
記
し
た
「
美
辞
論
稿
」
の
中
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

十
九
世
紀
は
史
學
の
大
に
興
隆
せ
ん
と
し
た
る
時
な
り
列
國
の
學
者
の
史

を
一
科
の
科
學
と
せ
ん
と
す
る
や
お
の
お
の
史
家
の
本
分
は
差
別
の
見
を

解
脱
し
て
事
の
眞
實
を
傳
ふ
る
に
あ
り
と
唱
ふ
其
の
研
究
の
法
を
議
す
る

に
は
互
い
に
多
少
異
な
る
こ
と
無
き
能
は
ず
と
雖
も
其
の
差
別
見
を
非
と

す
る
や
諸
家
殆
ど
符
節
を
合
す
る
が
如
し

　
実
態
は
ど
う
あ
れ
、現
代
の
史
学
で
は
み
な
研
究
上
に
お
い
て
の
「
差
別
見
」

を
良
し
と
は
せ
ず
、
こ
こ
か
ら
脱
し
「
真
実
」
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
る
と
い
う
。
同
時
期
、
逍
遥
は
広
義
の
「
文
學
」
を
智
の
文
（
学
説
）、
意

の
文
（
教
訓
奨
誡
）、
情
の
文
（
美
文
学
）
の
三
つ
に
大
別
し
て
お
り
、
哲
学
・

科
学
、
宗
教
・
教
育
、
詩
歌
・
小
説
・
戯
曲
を
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
例
と
し
て
挙

げ
て
い
る11★
。
明
治
期
に
成
立
し
た
科
学
と
し
て
の
歴
史
は
「
智
の
文
」
に
分

類
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
智
の
文
」
と
は
「
平
等
の
見
」
を
極
致
と
し
た
。
ま
た

叙
説
の
極
致
は
「
不
二
の
真
実
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
逍
遥
の
説
に
従
え

ば
、
歴
史
と
は
、
本
質
的
に
唯
一
の
「
真
実
」
を
希
求
す
る
も
の
な
の
だ
。

　
一
方
で「
情
の
文
」に
位
置
付
け
ら
れ
た
小
説
や
詩
歌
な
ど
の「
文
学
」で
は
、

そ
の
至
極
は
「
天
地
間
の
至
醇
を
描
破
に
在
」
る
。
こ
の
「
至
醇
」
と
は
「
智

の
文
」
に
あ
っ
て
は
「
眞
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、や
は
り
「
平
等
の
感
」

か
ら
導
か
れ
る
も
の
だ
と
言
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
逍
遥
は
「
歴
史
」
と
「
文

学
」
と
は
、
そ
の
叙
述
の
方
法
は
違
え
ど
結
局
は
一
つ
の
「
真
実
」
を
志
向
し
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て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
逍
遥
は「
文
学
」の
一
要
素
で
あ
る
小
説
を「
想
像
」

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
真

実
」
と
下
山
を
始
め
と
し
た
史
学
者
が
考
え
る
「
眞
ノ
事
実
」
と
が
同
一
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
少
し
時
代
を
下
る
が
、
逍
遥
は
「
文
学
入
門
」
の

な
か
で
「
文
学
」
研
究
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

個
々
人
の
經
験
の
み
を
以
て
し
て
は
到
底
會
得
し
が
た
い
事
、
又
科
學
、

哲
學
の
力
を
以
て
し
て
は
會
得
せ
し
め
難
い
事
、
そ
れ
を
會
得
せ
し
め
る

の
が
文
學
、
藝
術
の
本
領
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
蓋
し
人
間
の
眞
智
と

い
ふ
も
の
は
二
つ
の
門
を
經
ざ
れ
ば
達
し
が
た
い
。
眞
の
智
識
と
云
ふ
も

の
は
ず
ッ
と
奥
御
殿
に
あ
る
。
其
の
奥
御
殿
に
到
達
せ
ん
と
す
る
に
は
表

門
ば
か
り
か
ら
「
頼
ま
う
」
と
音
づ
れ
る
ば
か
り
で
は
い
け
な
い
。
裏
門

か
ら
も
案
内
を
申
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。11★

　
こ
の
頃
に
は
既
に
「
文
學
」
の
分
業
が
進
ん
で
お
り
「
情
の
文
」
す
な
わ
ち

「
美
文
学
」
の
み
を
「
文
学
」
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
上
で
、「
真

理
（
真
実
）」
へ
は
知
識
に
よ
る
考
察
的
、
応
用
的
態
度
で
迫
る
の
み
な
ら
ず
、

観
賞
的
態
度
か
ら
も
迫
る
の
で
な
け
れ
ば
到
達
で
き
な
い
と
い
う
。こ
れ
を「
真

実
」を
め
ぐ
る「
歴
史
」と「
文
学
」の
関
係
に
落
と
し
込
ん
で
み
よ
う
。「
歴
史
」

は
史
料
の
伝
え
る
範
囲
で
事
実
を
知
る
が
、「
文
学
」
で
は
、
自
ら
は
経
験
し

て
い
な
い
、出
来
な
い
と
こ
ろ
ま
で
感
じ
ら
れ
る
。「
歴
史
」
に
顕
れ
る
「
事
実
」

と
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
真
実
」
で
は
な
い
。
歴
史
に
は
遺

漏
が
あ
り
、
一
人
の
人
間
で
見
聞
き
出
来
る
こ
と
に
限
り
が
あ
る
以
上
、
こ
の

「
文
学
」
の
力
が
な
け
れ
ば
「
真
実
」
に
は
辿
り
つ
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
「
美
辞
論
稿
」
の
中
で
は
、
歴
史
の
な
か
に
も
「
情
の
文
」
と
し
て

掲
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、こ
れ
は
近
代
史
学
成
立
以
前
、広
義
の
「
文

學
」
の
な
か
に
あ
っ
た
歴
史
を
指
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
田
口
の
『
日
本
開
化
小

史
』
で
も
、「
文
學
と
は
文
章
の
上
に
顕
は
る
ゝ
も
の
な
り
、
其
顕
は
る
ゝ
も

の
あ
り
智
あ
り
情
あ
り
」
と
「
文
學
」
を
「
智
の
文
章
」
と
「
情
の
文
章
」
に

二
分
し
た
う
え
で
、
学
文
、
論
説
な
ど
は
「
智
の
文
章
」
に
、
小
説
、
歴
史
は

「
情
の
文
章
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
こ
の
と
き
、
二
つ
の
「
文
章
」
の
違
い
に
つ
い
て
、
田
口
は
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

此
二
者
共
に
是
れ
文
學
の
本
體
に
し
て
、
其
文
章
に
顕
は
る
ゝ
に
至
り
て

は
、
互
に
相
錯
綜
し
て
明
に
判
別
す
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
其
性
質
自
ら
相

異
な
る
所
あ
り
。
蓋
し
論
文
は
研
究
を
主
と
し
物
の
理
を
説
き
、
以
て
讀

む
人
の
智
を
服
さ
し
む
る
も
の
な
り
、
故
に
之
を
記
す
る
の
人
は
必
ず
高

尚
の
智
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
記
事
は
想
像
を
主
と
し
て
物
の
有
様
を
寫
し
、

以
て
讀
む
人
の
情
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
な
り
、
故
に
之
を
記
す
る
も
の
必

ず
高
尚
の
情
な
か
る
べ
か
ら
ず
。11★

　「
情
の
文
」
で
あ
る
記
事
体
の
文
章
は
「
想
像
」
を
主
と
し
、
物
の
様
子
を

写
す
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
「
情
」
に
訴
え
る
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
特
徴
は
、

逍
遥
が
説
い
た
「
近
代
小
説
」
と
も
概
ね
一
致
す
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
は
「
情

の
文
」の
な
か
に
も
歴
史
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、学
問
と
し
て
の「
歴
史
」は
、
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「
情
」
で
は
な
く
「
智
」
を
専
ら
と
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
「
文
學
」
か
ら

離
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
整
理
で
き
る
。

　
歴
史
が
「
文
學
」
の
枠
外
へ
と
逃
れ
た
結
果
、「
文
学
」
の
裨
益
は
も
は
や

歴
史
の
補
筆
に
は
求
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
「
文
學
」
に
は
一

つ
の
大
目
的
が
存
在
し
、
そ
の
目
的
た
る
「
真
実
」
へ
の
到
達
は
独
力
で
は
不

可
能
で
、
違
う
側
面
か
ら
観
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
お
わ
り
に

　
本
論
で
は
明
治
前
半
期
に
お
け
る
近
代
的
学
問
と
し
て
の
「
歴
史
学
」
の

成
立
と
、
こ
れ
に
伴
い
「
歴
史
」
と
「
文
学
」
が
離
反
し
て
ゆ
く
過
程
を
整

理
し
て
き
た
。「
歴
史
と
文
学
に
境
界
線
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、

取
り
も
直
さ
ず
「
歴
史
と
は
な
に
か
」「
文
学
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
答
え
は
明
治
前
半
期
を
通
じ
て
大
き
く

変
化
し
て
き
た
。

　
史
学
者
た
ち
と
、
文
学
者
や
史
論
家
た
ち
で
は
、「
歴
史
」
を
立
脚
し
よ

う
と
す
る
場
所
、
そ
も
そ
も
の
所
在
地
が
違
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
前

者
は
「
文
學
」
か
ら
脱
却
し
た
、
科
学
と
し
て
の
「
歴
史
」
を
、
後
者
は
あ

く
ま
で
「
文
學
」
の
な
か
の
「
歴
史
」
を
志
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
期
の
史
学
者
た
ち
は
、「
文
學
」
の
な
か
の
「
歴
史
」
を
謬
説
の
温

床
と
見
て
い
た
。
彼
ら
は
史
料
の
中
に
、
あ
る
い
は
い
く
つ
も
の
史
料
を
比

較
検
討
し
た
先
に
、「
客
観
的
事
実
」
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
真
実
」
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
近

代
史
学
の
態
度
に
は
問
題
点
を
指
摘
す
る
声
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
明
治

前
半
期
の
彼
ら
に
は
、「
学
問
」
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
真
摯
さ
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
方
で
、
社
会
の
方
で
は
「
真
実
」
な
ど
は
ど
こ
吹
く
風
で
あ
る
。
稗
史

小
説
を
史
実
と
思
う
人
々
の
態
度
を
、
前
近
代
的
な
妄
信
だ
と
笑
う
こ
と
は

出
来
な
い
。
物
語
を
「
事
実
」
だ
と
錯
覚
す
る
の
は
人
の
常
で
あ
る
か
ら

だ11★
。
勿
論
、
我
々
は
歴
史
家
と
し
て
、
誤
伝
謬
説
を
「
事
実
」
と
し
て
飲

み
込
ん
で
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
、
人
々
が
陥

る
誤
り
や
、
跋
扈
す
る
俗
説
を
も
含
め
て
歴
史
を
見
よ
う
と
い
う
の
が
「
文

學
」
的
ま
な
ざ
し
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
愛
山
が
「
生
命
な
き
歴
史
学
」
と
批
判
し
た
よ
う
に
、虚
実
の
選
別
を
し
「
事

実
」
の
み
を
並
べ
よ
う
と
す
る
「
歴
史
学
」
は
、
と
も
す
れ
ば
骨
ば
か
り
の
も

の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
骨
に
血
肉
を
付
け
、
人
の
姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ

る
も
の
が
「
文
学
」
で
あ
っ
た
。
逍
遥
は
こ
の
人
間
の
内
部
に—

「
事
実
」

と
「
想
像
」
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
迫
っ
た
そ
の
先
に
こ
そ
、「
真
実
」
が
あ
る
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
論
で
取
り
扱
っ
た
「
文
学
」
と
、
日
本
の
「
近
代
文
学
」
と
は

性
質
が
異
な
る
こ
と
を
、
逍
遥
の
指
摘
を
通
じ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
小
説

神
髄
』
で
は
「
小
説
」
に
は
当
時
の
「
世
態
人
情
」
を
伝
え
、
歴
史
の
遺
漏
を

補
う
と
い
う
裨
益
が
あ
る
と
語
っ
て
い
た
逍
遥
だ
が
、
後
に
は
「
十
九
世
紀
以
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後
今
日
の
文
學
は
決
し
て
社
會
の
絶
嶺

0

0

0

0

0

を
代
表
し
て
は
ゐ
な
い
」
と
し
て
、「
或

一
冊
或
一
篇
に
寫
さ
れ
た
世
相
人
情
が
人
間
の
全
事
相
だ
と
そ
れ
一
つ
に
拘
泥

し
た
ら
大
間
違
の
基
」
で
あ
る
、
と
注
意
を
う
な
が
し
た11★
。
こ
こ
に
「
日
本

近
代
文
学
」
の
性
質
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
約
し
て
言
へ
ば
、
文
學
が
團
體
的
か
ら
轉
じ
て
個
人
的
に
な
つ
た
こ
と
、

輿
論
的
、
循
俗
的
、
常
套
的
か
ら
主
觀
的
、
特
質
的
、
自
傳
的
、
懺
悔
録

的—

英
雄
的
、
理
想
的
か
ら
日
常
的
、
現
實
的
、
平
凡
的
に
な
つ
た
こ

と
が
十
九
世
紀
以
來
の
文
學
の
特
質
で
あ
る
。
随
つ
て
昔
は
當
代
の
文
學

を
も
つ
て
當
代
の
社
會
全
體
の
代
表
と
な
る
こ
と
を
得
た
の
だ
が
、
今
は

そ
れ
は
出
來
ぬ
。
只
其
の
一
角
又
は
其
の
幾
百
人
、
甚
し
き
は
只
幾
十
人

を
示
す
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
記
憶
し
て
讀
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
。
此
の
心
得
が
な
く
て
十
九
世
紀
の
文
學
を
讀
む
も
の
は
自
ら
欺
き

他
を
欺
く
に
至
る
こ
と
無
き
を
保
し
が
た
い
。11★

　
と
あ
る
一
冊
、
と
あ
る
一
篇
の
近
代
文
学
作
品
を
読
ん
で
、
そ
こ
に
描
か
れ

た
世
相
人
情
を
、
当
代
の
日
本
社
会
全
体
の
も
の
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
、「
十
九
世
紀
以
来
の
文
学
」
に
は
、
一
個
人
や
、
そ
の
人
の
半
径
数
メ
ー

ト
ル
の
ご
く
限
ら
れ
た
世
界
が
写
し
だ
さ
れ
て
い
る
の
み
だ
と
い
う
。
前
近
代

に
比
し
て
、
近
代
以
降
の
文
学
作
品
が
歴
史
研
究
で
採
用
さ
れ
る
の
が
難
し
い

理
由
も
こ
の
「
日
本
近
代
文
学
」
の
性
質
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
性
質
は
文
学
作
品
の
史
料
的
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は

決
し
て
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
誰
が
書
い
た
、
ど
ん
な
史
料
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
に
現
れ
る
も
の
は
「
ご
く
限
ら
れ
た
世
界
」
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
本
論

の
舞
台
か
ら
は
時
代
を
下
る
が
、
の
ち
に
芥
川
龍
之
介
は
「
私
」
小
説
を
論
じ

て
こ
う
言
っ
た
。

—

「
私
わ
た
く
し」

小せ
う
せ
つ説

は
嘘う
そ

で
は
な
い
と
言い

ふ
保ほ
し
ょ
う證

の
つ
い
た
小せ
う
せ
つ説

で
あ
る
。11★

　
こ
れ
は「
正
直
に
な
る
」「
他
人
を
欺
か
ぬ
」と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
、

作
家
が
「
私
」
小
説
の
主
人
公
に
自
分
に
は
な
い
美
徳
を
与
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
、
そ
の
主
人
公
が
生
み
出
さ
れ
る
以
前
に
、
既
に
作
家
の
心
の
中
に
存

在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
「
嘘
で
は
な
い
」、
作
家
は
「
唯
内
部
に
あ
つ

た
も
の
を
外
部
へ
出
し
て
見
せ
た
だ
け
」
な
の
だ
と
い
う
。「
私
」
小
説
の
嘘

と
は
、
作
家
が
そ
の
「
内
部
」
を
十
分
に
外
部
化
（
表
現
）
し
な
か
っ
た
場
合

に
の
み
生
じ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
胸
の
う
ち
に
あ
る
も
の—

「
思
想
」
は

必
ず
し
も
事
実
で
は
な
い
が
虚
構
で
も
な
い
。「
想
像
」
の
な
か
に
も
ま
た
「
真

実
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
「
文
学
」
観
が
こ
こ
に
も
確
認
で
き
る
。

　
も
し
歴
史
が
「
事
実
」
の
み
を
考
究
し
、「
文
学
」
が
作
者
や
読
者
に
都
合

の
良
い
「
想
像
」
だ
け
を
著
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
歴
史
」
と
「
文
学
」

は
違
う
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
万
一
、
歴
史
家
た
ち
が
、
あ
る
い
は

文
学
者
た
ち
が
、
そ
の
よ
う
に
「
歴
史
」
と
「
文
学
」
と
の
間
に
深
い
溝
を
築

き
あ
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
狭
間
に
落
ち
て
ゆ
く
の
は
「
真
実
」
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註

★
1 
史
学
史
に
つ
い
て
は
永
原
慶
二
『
20
世
紀
日
本
の
歴
史
学
』（
吉
川
弘
文
館
、

平
成
一
五
年
）、
廣
木
尚
『
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
危
機
と
復
権
』（
思
文
閣

出
版
、
令
和
四
年
）、
甚
野
尚
志
・
河
野
貴
美
子
・
陣
野
英
則
（
編
）『
近
代

人
文
学
は
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か—

学
知
・
翻
訳
・
蔵
書
』（
勉
誠
出
版
、

平
成
三
一
年
）
を
主
な
参
考
文
献
と
し
た
。

★
2 

田
口
卯
吉
「
史
海
　
日
本
之
部
」
第
一
巻
自
序
、
明
治
二
四
年
六
月
『
鼎
軒

田
口
卯
吉
全
集
』
第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
年
、
六
五
頁
。

★
3 

久
米
邦
武
「
歴
史
学
ノ
進
ミ
」（
明
治
一
八
年
三
月
十
九
日
　
言
志
会
報
告

原
稿
）『
史
学
会
雑
誌
』
第
九
編
第
七
号
、
明
治
三
一
年
七
月
。

★
4 

久
米
邦
武
「
太
平
記
は
史
學
に
益
な
し
」『
史
学
会
雑
誌
』
第
七
号
、
明
治

二
三
年
六
月
。

★
5 

重
野
安
繹
「
川
田
博
士
外
史
辨
誤
ノ
説
ヲ
聞
テ
」『
史
学
会
雑
誌
』
第
一
編

第
六
号
、
明
治
二
三
年
五
月
。
　

★
6 

重
野
安
繹
「
利
國
新
誌
ニ
載
ス
ル
草
莽
生
ノ
説
ニ
答
フ
」『
史
学
会
雑
誌
』

第
一
編
第
一
号
、
明
治
二
二
年
一
二
月
。

★
7 『
稗
史
億
説
年
代
記
』
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
、（id 100099015)
及
び

国
立
国
会
図
書
館
蔵
、（id 100395259

）。
い
ず
れ
も
享
和
二
年
刊
行
、

出
典
：
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。

★
8 「
第
二
十
條
　
稗
史
小
説
及
ヒ
玩
器
ヲ
室
内
ニ
入
ル
ヲ
禁
ス
　
但
盆
栽
花
艸

ノ
類
人
身
ノ
健
康
ニ
裨
益
ア
ル
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
」（
盛
岡
医
学
校
假
規

則
、
第
五
章
舎
則
『
岩
手
県
不
達
全
書
』
第
六
巻
、
明
治
九
年
）、「
一
讀
書

課
ハ
漢
書
翻
譯
新
聞
雑
誌
等
ニ
論
ナ
ク
教
員
及
生
徒
ノ
父
兄
互
ニ
協
議
シ
以

テ
適
宜
ノ
書
目
ヲ
定
ム
ヘ
シ
唯
淫
褻
ノ
稗
史
小
説
等
及
一
切
世
教
ニ
妨
害
ア

ル
モ
ノ
ヲ
禁
ス
ル
ノ
ミ
」（
愛
媛
県
伺
「
和
気
温
泉
久
米
郡
下
等
小
学
教
則
」

『
文
部
省
日
誌
』
明
治
一
二
年
）
な
ど
。

★
9 

長
尾
覚
『
近
古
史
譚
』
第
一
編
緒
言
、
温
知
同
盟
舎
、
明
治
一
五
年
四
月
。

★
10 

フ
ェ
ネ
ロ
ン
著
・
伊
澤
信
三
郎
訳
『
鉄
烈

奇
談

経
世
指
針
』
丸
善
商
社
書
店
、
明
治

一
六
年
一
二
月
。

★
11 

小
中
村
清
矩
「
小
説
ト
演
劇
ト
ノ
関
係
」『
東
洋
學
會
雑
誌
』
第
五
号
、
明

治
二
〇
年
四
月
。

★
12 

宮
崎
夢
柳
「
桜
田
百
衛
『
阿
國
民
造
　
自
由
逎
錦
袍
』
序
」
明
治
一
五
年
。

★
13 

矢
野
龍
溪
『
齋
武

名
士

経
国
美
談
』
前
、
凡
例
、
報
知
新
聞
社
、
明
治
一
六
年
。

★
14 

坪
内
逍
遥
「
小
説
神
髄
」『
逍
遥
選
集
』
別
冊
第
三
、
春
陽
堂
、
昭
和
二
年
、

四
三
頁
。

★
15 

坪
内
逍
遥
「
小
説
神
髄
」、
同
前
、
二
三
頁
。

★
16 「
お
よ
そ
小
説
は
作
者
が
架
空
の
想
像
に
成
る
も
の
な
り
」
坪
内
逍
遥
「
小

説
神
髄
」
同
前
、
一
一
五
頁
。

★
17 

坪
内
逍
遥
「
囘
憶
漫
談
」『
逍
遥
選
集
』
第
一
二
巻
、
春
陽
堂
、
昭
和
二
年
、

三
四
六
頁
。

★
18 

内
田
魯
庵
「『
書
生
気
質
』
や
『
妹
と
背
鏡
』
に
堂
々
と
署
名
し
た
「
文
學

士
春
の
屋
お
ぼ
ろ
」
の
名
が
ド
レ
ほ
ど
世
の
中
に
對
し
て
威
力
が
あ
つ
た
か

知
れ
ぬ
。
當
時
の
文
學
士
は
今
の
文
學
博
士
よ
り
は
十
層
倍
の
權
威
が
あ
つ

た
も
の
だ
」（「
坪
内
逍
遥—

明
治
文
學
の
開
拓
者—

」『
紫
煙
の
人
々
』

書
物
展
望
社
、
昭
和
一
〇
年
、
二
〜
三
頁
）。

★
19 「
小
説
稗
史
の
本
分
を
論
ず
」『
自
由
燈
』明
治
一
八
年
三
月
一
〇
日
、及
び「
政

治
小
説
の
効
力
」『
自
由
燈
』
明
治
一
八
年
五
月
二
八
日
。

★
20 
尾
崎
行
雄
「
此
書
の
如
き
ハnovel

の
品
類
に
属
す
べ
き
者
に
し
て
、
意
匠

俊
抜
、
措
辞
奇
警
、
固
よ
り
尋
常
小
説
家
の
企
て
及
ぶ
所
に
非
ず
と
雖
ど
も
、

一
言
一
行
悉
く
根
底
を
世
間
實
在
の
事
態
に
占
め
、
絶
て
空
漠
荒
唐
に
渉
る
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者
な
し
。
蓋
し
政
治
小
説
中
の
最
も
時
事
に
適
切
な
る
者
乎
」（「
雪
中
梅
序
」

明
治
一
九
年
、『
明
治
文
学
全
集
』
六
巻
、
明
治
政
治
小
説
集
（
二
）、
筑
摩

書
房
、
昭
和
四
二
年
、
一
三
五
〜
一
三
六
頁
）。

★
21 
末
広
鉄
腸「
政
事
は
小
説
と
孰
れ
か
難
き
」『
花
間
鶯
』上
巻
、同
前
、一
六
四
頁
。

★
22 
重
野
安
繹
「
史
ノ
話
」
第
三
回
『
東
京
学
士
会
院
雑
誌
』
九
編
三
冊
、
明
治

十
九
年
。

★
23 

大
田
義
弼
、竹
本
重
雄『
小
学
教
授
法
　
開
発
主
義
』松
村
善
助
、明
治
一
七
年
。

★
24 「
日
本
文
學
發
行
の
趣
旨
」『
日
本
文
学
』
第
一
、
明
治
二
一
年
八
月
。

★
25 

高
津
鍬
三
郎
「
文
學
の
目
的
」『
國
文
學
』
第
二
一
、
明
治
二
三
年
。

★
26 

三
上
参
次
、
高
津
鍬
三
郎
『
日
本
文
學
史
』
上
巻
、
金
港
堂
、
明
治
二
三
年
。

★
27 「
日
本
文
學
発
行
の
趣
旨
」『
日
本
文
学
』
第
一
、
前
掲
。

★
28 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
廣
木
氏
に
よ
る
「「
軍
談
小
説
」
に
歴
史
学
的
価
値
と

は
異
な
る
文
学
的
価
値
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
久
米
の
態
度
は
、
裏
を
返
せ

ば
、
文
学
と
の
間
に
境
界
を
施
し
た
歴
史
学
の
独
自
性
を
も
否
定
す
る
こ
と

に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。」（
前
掲
書
、
五
四
頁
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。

★
29 

坪
内
逍
遥
「
小
説
神
髄
」『
逍
遥
選
集
』
別
冊
第
三
、
前
掲
、
三
二
頁
。

★
30 

坪
井
九
馬
三
「
史
學
と
文
學
」『
帝
國
文
學
』
第
六
、
明
治
二
八
年
。

★
31 

山
路
愛
山
「
怯
懦
乎
、
無
識
乎
。（
智
識
的
の
一
大
弊
事
）」『
國
民
新
聞
』

明
治
二
六
年
一
二
月
二
四
日
、『
民
友
社
思
想
文
学
叢
書
』
第
二
巻
、
山
路

愛
山
集
（
一
）、
三
一
書
房
、
昭
和
五
八
年
。

★
32 

木
村
洋
「
民
友
社
史
論
と
国
木
田
独
歩—

「
経
世
家
風
の
尺
度
」
と
の
葛

藤—

」『
日
本
文
学
協
会
』
五
七
巻
二
号
、
平
成
二
〇
年
。

★
33 

早
稲
田
文
学
社
編
『
文
芸
百
科
事
典
』
隆
文
館
、
明
治
四
二
年
。

★
34 

坪
内
逍
遥
「
明
治
二
十
六
年
文
學
界
の
風
潮
」『
文
學
そ
の
折
〻
』
春
陽
堂
、

明
治
二
九
年
。

★
35 

坪
内
逍
遥
「
史
論
四
派
」
明
治
二
六
年
、『
逍
遥
選
集
』
第
一
一
巻
、
前
掲
。

★
36 

同
前
、
六
六
三
頁
。

★
37 

吉
岡
亮
「
徳
富
蘇
峰
『
人
物
管
見
』
論—

人
物
評
論
と
同
時
代
の
文
学

論—

」『
研
究
成
果
報
告
　
歴
史
叙
述
と
文
學
』
国
文
学
研
究
資
料
館
　

共
同
研
究
「
歴
史
叙
述
と
文
学
」
編
、
平
成
三
〇
年
三
月
。

★
38 

田
口
卯
吉
「
日
本
歴
史
の
沿
革
」（
明
治
二
六
年
二
月
一
八
日
発
行
、
東
経

六
六
二
号
所
載
）『
鼎
軒
田
口
卯
吉
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
。

★
39 

山
路
愛
山
「
文
学
と
歴
史
」『
護
教
』
第
六
二
号
、
明
治
二
五
年
九
月
、『
民

友
社
思
想
文
学
叢
書
』
第
三
巻
、
山
路
愛
山
集
（
二
）、
三
一
書
房
、
昭
和

六
〇
年
。

★
40 

山
路
愛
山
「「
心
中
天
の
網
島
」
を
読
む
」『
国
民
新
聞
』
明
治
二
六
年
五
月

二
五
日
、『
民
友
社
思
想
文
学
叢
書
』
第
二
巻
、
前
掲
。

★
41 

山
路
愛
山
「
戦
国
策
と
マ
キ
ヤ
ベ
リ
を
読
む
」『
国
民
之
友
』
明
治
三
〇
年
、

同
前
、
三
八
三
頁
。

★
42 

山
路
愛
山
「
怯
懦
乎
、
無
識
乎
。（
智
識
的
の
一
大
弊
事
）」
同
前
。

★
43 

坪
内
逍
遥
「
美
辞
論
稿
」
明
治
二
六
年
『
逍
遥
選
集
』
第
一
一
巻
、
前
掲
。

★
44 

坪
内
逍
遥
「
國
文
學
の
将
来
」
明
治
二
六
年
、
同
前
。

★
45 

坪
内
逍
遥
「
文
学
入
門
」
明
治
三
七
年
、『
逍
遥
選
集
』
一
一
巻
、一
八
四
頁
。

★
46 

田
口
卯
吉『
日
本
開
化
小
史
』明
治
一
五
年
、『
鼎
軒
田
口
卯
吉
全
集
』第
二
巻
、

吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
年
、
五
五
頁
。

★
47 

内
田
魯
庵
「
一
方
に
は
私
自
身
の
事
を
書
い
た
の
だ
と
憶
測
す
る
も
の
が
あ

る
傍
ら
、
一
方
に
は
本
人
自
か
ら
生
捕
ら
れ
た
と
モ
デ
ル
を
買
つ
て
出
る
も

の
が
あ
る
。
だ
が
、
作
者
に
云
は
せ
れ
ば
ド
チ
ラ
で
も
無
い
の
で
、
モ
デ
ル

問
題
な
ん
て
も
の
は
大
抵
そ
ん
な
も
ん
だ
」（「「
暮
の
二
十
八
日
」
其
他
」『
早

稲
田
文
学
』
二
四
〇
号
、
大
正
一
五
年
、
一
〇
五
頁
）。

★
48 

坪
内
逍
遥
「
文
学
入
門
」『
逍
遥
選
集
』
一
一
巻
、
前
掲
、
二
四
四
頁
。

★
49 

同
前
、
二
四
五
頁
。



79 歴史と文学の狭間—明治前半期「文學」における「真実」の考求—

★
50 

芥
川
龍
之
介
「「
私
」
小
説
論
小
見—

藤
澤
清
造
君
に—

」
大
正
一
四

年
一
〇
月
、『
芥
川
竜
之
介
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
〇
年
、

三
六
五
頁
。

く
み
た
・
み
さ
（
日
本
近
代
史
）






