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私
の
研
究
は
、
今
ち
ょ
う
ど
、
一

つ

さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
-
 
0
年
程
前
、

西
べ
ル
リ
ソ
で
着
手
し
た
、
一
九
世
紀
前
半
の
べ

ル
リ
ソ
に
お
け
る
都
市
民
衆
に
つ
い
て
の
研
究
を

一
冊
に
ま
と
め
る
(
『
べ
ル
リ
ソ
王
都
の
近
代
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ブ
毒
旦
房
)
と
と
も
に
、
次
の

み
出
す
準
備
作
業
に
と
り
か
か
っ
て
、

る
。
そ
こ
で
こ
の
機
会
に
私
自
身
の
た
め
の
覚
書

き
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
狙
い
と
、
こ
れ

か
ら
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
方
向
に
つ
い

い
っ
く
ま
ま
に
書
き
し
る
し
て
お
き
た
い
と
思

」

、
つ
0

一
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ

ヴ
エ
ル
で
社
会
的
流
動
化
(
人
口
移
動
、

層
移
動
、
職
業
移
動
)
が
進
行
し
、

代
(
伝
統
社
会
)
の
経
済
・
政
治
.
社
会
の
枠
組
み

が
機
能
不
全
に
陥
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
か
わ
る
新

た
な
枠
組
み
が
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
過
渡

期
と
し
て
の
初
期
工
業
化
の
時
代
で
あ
っ
た
。
私

時

の
こ
れ
ま
で
の
実
証
研
究
の
課
題
は
、

の
社
会
の
動
揺
が
最
も
鮮
明
に
現
れ
る
プ
戸
イ
セ

ソ
.
ド
イ
ツ
の
政
治
的
中
心
都
市
、
ヘ

点
を
あ
て
、
一
八
四
八
年
革
命
に
至
る
初
期
工
業

、
U

生
活
空
間
と
し
て

の
地
域
社
会
と
そ
こ
に
暮
ら
す
人
間
の
歴
史
と
し

上
述
の
拙

別
に
、
對
建
制
か
ら

し
が
あ
っ
た

屋
制
家
内
工
業
↓
々
ニ

展
と
い
っ
た
工
業
化
史
像
を
相
対
化
す
る
道
と
し

フ
リ

対
象

私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
は
、

こ
お
い
て
工
業
化
が
本
格

的
に
進
行
す
る
一
九
世
紀
後
半
に

つ
、
引
き
続
き
研
究
課
題
と
す
べ
き
い
く
つ
か
の

具
体
的
な
問
題
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
。
す
な

手
工
業
、
都
市
化
、
家
族
を
め
ぐ
る
問
題

ノ
ノ

ド
イ
ツ
の
事
例
に
も
と
づ
き
、

の
素
材
と
な
り
、
つ
る
テ
ー
マ

手
工
業
↓
問

0
ク
チ
十
1
↓
工
場

ル
をで

あ
る

て
み
ょ
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制
と
い
う
発
展
図
式
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
て

き
た
従
来
の
経
済
史
像
か
ら
す
る
と
、
手
工
業
は

工
業
化
と
と
も
に
「
没
落
」
す
べ
き
運
命
に
あ
る
。

手
工
業
の
解
体
な
い
し
「
分
解
」
度
が
、
工
業
化

の
成
熟
度
を
は
か
る
一
っ
の
指
標
と
さ
れ
、
工
業

化
時
代
の
ド
イ
ッ
に
お
け
る
手
工
業
の
残
存
は
、

工
業
化
の
遅
れ
に
と
も
な
う
ド
イ
ツ
社
会
の
特
殊

性
の
例
証
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

う
し
た
理
解
は
、
問
題
発
見
の
た
め
の
作
業
仮
説

と
し
て
の
図
式
を
、
歴
史
的
現
実
と
取
り
違
え
る

倒
錯
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
図
式
を

も
と
に
発
見
さ
る
べ
き
現
実
は
、
種
々
の
生
産
形

態
の
混
在
状
態
で
あ
り
、
解
明
さ
る
べ
き
は
、
一

見
カ
オ
ス
に
み
ぇ
る
現
実
を
構
成
す
る
諸
フ
プ
ク

タ
ー
の
§
昇
売
一
一
昇
§
(
相
互
位
置
関
係
の
見

取
り
図
)
で
あ
ろ
。
 
t
な
わ
ち
私
に
と
っ
て
は
、

手
工
業
史
研
究
の
課
題
は
、
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け

一
る
工
業
化
と
手
工
業
の
相
互
関
係
を
、
手
工
業
的

こ
れ
と
ほ
ぽ
同
じ
こ
と
は
、
都
市
化
や
家
族
を

め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
も
指
摘
し
う
る
0
 
欧
米
の

い
わ
ゆ
る
先
進
工
業
国
の
歴
史
的
経
験
を
、
い
わ

ば
勝
因
解
説
的
立
場
か
ら
理
念
化
す
る
こ
と
に
ょ

つ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
近
代
化
論
で
は
往
々
、
こ

れ
ら
の
問
題
は
都
市
へ
の
人
口
集
中
度
、
近
代
的

イ
ソ
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
度
、
核
家
族

化
の
進
行
度
と
い
っ
た
、
直
線
的
発
展
と
し
て
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
た
近
代
化
過
程
の
指
標
づ
く
り
の
一

貫
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
手
工
業

問
題
と
同
様
、
こ
れ
ら
の
問
題
も
、
近
代
化
の
単

な
る
従
属
変
数
と
し
て
で
は
な
く
、
近
代
社
会
の

形
成
期
を
生
き
た
人
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
め

ぐ
る
試
行
錯
誤
的
な
行
動
の
軌
跡
と
し
て
、
ひ
と

ま
ず
内
在
的
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
そ
こ
で
は
、
近
代
社
会
は
、
こ
う
し
た
個
々
の

軌
跡
の
絡
み
合
っ
た
束
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
私
自
身
は
当
面
、
都
市
化
に
つ
い
て
は
上

「
下
か
ら
」
あ
ぶ
り
だ
す
作
業
を
進
め
た
い
と
考
一

え
て
い
る
。

主
と
し
て
今
後
の
研
究
テ
ー
々
に
つ
い
て
、
ま

と
ま
り
の
な
い
メ
モ
を
書
き
つ
ら
ね
て
き
た
が
、

一
一
言
で
い
う
な
ら
ぱ
、
概
念
操
作
に
よ
る
歴
史
的

現
実
の
整
除
と
、
粁
余
曲
折
に
と
ん
だ
歴
史
的
現

突
の
細
部
へ
の
沈
潜
と
い
う
両
極
の
問
で
、
歴
史

研
究
の
占
め
る
べ
き
位
置
を
明
確
化
す
る
作
業

、
、

私
に
と
っ
て
の
「
現
在
と
過
去
と
の
対
話
L

力の
課
題
で
あ
る
。

、
見
 
1
長
て
、
〔
"
し
つ
つ
比
較
工

下
水
道
の
整
備
と
こ
れ
に
対
す
る
住
民
の

尖
学
経
済
学
部
助
教
返

X

X

X

^

ー^ー^

と
に

あ
る
0

^

^

の

「手厶の研究」

しな
技在
術来
教技
育術
にと
は移
た入
し新
た技
手術
工の
業関
の連
役'
割職
と業
いメ
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冬
一
=
-
N
ヨ
冨
0
ミ
m
(
一
終
1
中
●
)
は
、
詩
人
と

し
て
、
美
術
工
芸
家
と
し
て
、
社
会
主
義
者
と
し

て
、
ま
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
之
、
§
＼
§
ミ
之
9

ミ
ミ
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
生
ん
だ
多
才
な
巨
人
が
明

治
時
代
の
社
会
主
義
者
達
に
与
え
た
影
響
は
決
し

て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
二
0
年
代

後
半
の
『
早
稲
田
文
学
』
『
国
民
之
友
』
を
中
心
と

す
る
モ
リ
ス
紹
介
、
三
0
年
代
を
代
表
す
る
村
井

知
至
の
『
社
会
主
義
』
、
堺
利
彦
に
ょ
る
週
刊
『
平

民
新
聞
』
紙
上
の
モ
リ
ス
紹
介
及
び
之
§
＼
§

琴
ミ
ミ
の
抄
訳
、
こ
れ
ら
一
連
の
社
会
主
義

者
と
し
て
の
モ
リ
ス
紹
介
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
主

義
運
動
に
お
け
る
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
モ
リ
ス

の
名
を
日
本
に
知
ら
し
め
る
の
に
大
き
な
力
が
あ

つ
た
。
特
に
、
村
井
の
『
社
会
主
義
』
に
お
け
る

モ
リ
ス
紹
介
は
わ
が
国
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
も
の

と
し
て
特
筆
に
値
す
る
。

村
井
知
至
(
易
含
1
一
中
念
)
が
『
社
会
主
義
』
を

出
版
し
た
の
は
明
治
三
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

村
井
は
安
部
磯
雄
、
岸
本
能
武
太
等
と
共
に
、
明

治
十
二
年
同
志
社
英
学
校
に
入
学
し
、
後
に
新
島

の
学
ん
だ
フ
ソ
ド
ー
ヴ
プ
神
学
校
及
び
フ
ィ
オ
ワ

」

大
学
に
学
ん
だ
。
明
治
三
0
年
、
わ
が
国
最
初
の

「
社
会
問
題
研
究
△
ぞ
が
発
足
し
、
翌
年

主
義
研
究
会
」
(
同
三
二
年
「
社
会
主
義
協
会
L

と
改
称
)
が
ユ
ニ
テ
リ
ア
ソ
教
会
に
お
い
て
結
成

さ
れ
た
。
そ
の
メ
ソ
バ
ー
の
多
く
は
同
志
社
の
出

身
者
で
あ
っ
た
が
、

帰
国
後
の
村
井
は
そ

の
初
代
会
長
と
な
っ

た
。
村
井
は
安
部
と

並
ん
で
当
時
の
代
表

的
な
社
会
主
義
理
論

家
と
し
て
活
躍
し
、

田

其
著
『
社
会
主
義
』

は
明
治
の
社
会
主
義

山

草
創
期
に
お
け
る
代

表
的
な
文
献
と
し
て

高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
。
村
井
は
『
社
会

主
義
』
に
お
い
て
私
有
資
本
の
廃
止
や
資
本
の
国

有
化
を
主
張
し
、
ま
た
労
働
に
関
し
て
は
競
争
よ

り
も
協
働
を
説
い
た
。
「
非
個
人
主
義
」
と
「
公

共
精
神
」
を
標
挟
す
る
村
井
の
社
会
主
義
は
た
ぶ

ん
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
に
近
い
も
の
で
あ
る

ー
ー
ー
 
1
ー
ー
ー

井
時
雄
、
和
田
垣
謙
三
の
三
名
が
序
文
を
寄
せ
、

そ
の
出
版
意
義
の
大
な
る
こ
と
を
称
讃
し
て
い
る

村
井
自
身
も
二
度
に
亘
る
渡
米
の
結
果
「
ま

゛
、
、

力す
ま
す
社
会
主
義
の
妙
理
に
服
し
之
を
邦
人
に
伝

へ
ん
と
欲
す
る
の
念
を
増
せ
り
」
と
述
、
へ
、
そ
の

執
筆
動
機
を
語
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
數
徒
た
る

社
会
思
想
家
と
し
て
の
村
井
の
特
徴
的
な
社
会
主

義
観
を
述
べ
た
『
社
会
主
義
』
は
、
-
 
0
章
か
ら

な
る
社
会
主
義
論
文
集
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
が
、
「
社
会
主
義
と
美
術
」
と
題
さ
れ
た
二
0

頁
に
亘
る
第
六
章
に
お
い
て
、
村
井
は
〕
0
冨

刈
仁
m
吾
(
邑
ゆ
1
一
ゆ
0
9
 
の
モ
リ
ス
へ
の
影
響
関

係
に
ふ
れ
っ
っ
、
根
幹
に
お
い
て
両
者
の
思
想
は

相
通
じ
る
も
の
と
し
、
彼
ら
の
考
え
方
の
重
要
な

点
を
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。

す
べ
て
の
国
の
芸
術
は
そ
の
国
の
徳
性
の
指
標

と
な
る
と
い
う
ラ
ス
キ
ソ
の
考
察
を
受
け
つ

.ー^^^_^^、「^'、闇^^一『^^

モリスと村井知至
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モ
リ
ス
は
、
誤
っ
た
文
明
の
方
向
を
矯
正
し
、
正
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
か
ら
労
働
に
お
り
ス
の
考
え
方
を
ほ
ぽ
正
当
に
評
価
し
、
紹
<
1
し

し
い
社
会
を
現
実
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
、
瀕
死

け
る
疎
外
を
学
ん
だ
モ
リ
ス
は
、
疎
外
か
ら
の
解
て
い
る
。
更
に
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
商
業
主
義
を

の
芸
術
を
救
済
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
放
こ
そ
は
人
問
の
本
質
の
回
復
で
あ
り
、
そ
れ
が
理
論
的
に
支
え
る
競
争
の
原
理
を
唱
え
る
経
済
学

た
。
当
時
の
粗
悪
で
醜
悪
な
日
用
品
に
対
す
る
憤
実
現
さ
れ
た
時
に
こ
そ
、
人
間
の
潜
在
的
な
可
能
者
達
に
寸
す
る
モ
リ
ス
の
F
難
と
、
資
本
主
義
体

り
と
「
美
」
へ
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
情
熱
が
、
美
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
と
考
え
た
。
即
ち
、
モ
制
そ
の
も
の
に
寸
す
る
批
司
を
と
り
あ
げ
て
も

術
工
芸
家
と
し
て
の
彼
を
駆
り
た
て
た
の
で
あ
り
ス
の
社
会
制
度
改
革
へ
の
希
望
は
、
人
間
の
全
る
0
 
ま
た
寸
井
は
ラ
ス
キ
ソ
と
モ
リ
ス
、
、
こ
れ
ら

る
。
そ
し
て
モ
リ
ス
は
自
ら
の
価
値
観
を
現
実
の

体
像
の
根
源
的
な
変
革
へ
の
願
い
で
も
あ
っ
た
。
の
批
判
を
通
し
て
最
終
的
に
到
達
し
た
理
想
に
つ

も
の
と
す
る
に
は
当
時
勃
興
し
つ
っ
あ
っ
た
社
会
こ
の
モ
リ
ス
の
全
人
格
を
集
約
す
る
見
解
は
極
め
い
て
、
「
ラ
ス
キ
ソ
及
び
モ
リ
ス
は
見
時
の
士
会

勢
力
、
即
ち
現
実
に
労
働
の
に
な
い
手
で
あ
る
労
て
倫
理
的
な
も
の
と
い
ぇ
よ
う
。
生
活
環
境
の
醜
に
満
足
す
る
三
は
ず
、
遂
に
社
会
主
義
の
唱
ふ
る

働
者
階
級
を
「
教
育
」
す
る
し
か
な
い
と
考
え
悪
さ
に
、
芸
術
の
堕
落
に
怒
り
を
感
じ
た
モ
リ
ス
社
会
制
度
を
以
て
其
理
想
と
す
る
に
至
れ
り
と

た
モ
リ
ス
は
商
業
主
義
に
打
ち
勝
ち
芸
術
を
復
が
美
術
工
芸
家
と
し
て
の
自
覚
に
基
き
、
ま
ず
審
述
べ
て
い
る
。
芸
術
は
そ
の
時
代
と
社
会
の
反
映

興
さ
せ
る
に
は
、
商
業
主
義
の
う
み
出
す
偽
り
の
美
的
社
会
主
義
者
と
し
て
実
践
活
動
に
参
加
し
た
で
あ
り
、
社
会
が
利
己
的
な
商
業
主
義
を
容
卯
0
し

,
一
兵
異
イ
,
即
ち
'
器
昇
ゆ
、
を
排
し
、
、
忠
ヨ
巳
ゆ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
社
会
主
義
者
と
て
い
る
胡
は
決
し
て
真
の
芸
術
、
声
(
の
美
は
実
見

ミ
ゆ
、
を
民
衆
の
生
活
様
式
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

し
て
の
自
覚
が
深
ま
れ
ぱ
深
ま
る
程
、
彼
に
と
っ
し
な
い
と
い
う
ラ
ス
キ
ソ
や
モ
リ
ス
の
考
え
方
が

な
い
と
説
し
た
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
的
商
業
の
て
は
密
美
的
社
会
主
義
者
な
ど
と
い
う
狭
い
領
域
彼
ら
に
社
会
主
義
を
選
ぱ
せ
た
原
因
で
あ
る
と
寸

奴
隷
で
あ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
、
は
じ
め
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
井
は
正
し
く
考
え
こ
0
 
釣
九
0
年
一
U
、
モ
リ
ス
没

て
「
簡
素
で
た
し
な
み
の
あ
る
生
活
」
が
送
れ
る
美
を
守
る
と
い
う
芸
術
家
と
し
て
の
使
命
感
は
、
後
わ
ず
、
三
年
で
村
井
ゞ
、
こ
の
夏
雑
で
多
岐
に

と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
モ
リ
ス
は
労
働
と
は
人
炊
第
に
人
間
を
そ
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
た
ち
も
亘
る
才
能
を
有
す
る
巨
人
を
ほ
ぽ
正
寉
に
捉
え
、

」

間
の
創
造
的
欲
求
を
沌
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
ど
ら
せ
る
と
い
う
倫
理
的
色
彩
を
濃
く
す
る
の
で
そ
の
思
想
を
絽
人
1
し
こ
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
0

考
え
、
更
に
、
こ
の
労
働
を
現
実
の
も
の
と
す
る
あ
る
。

そ
し
て
村
井
の
モ
リ
ス
紹
介
は
堺
利
彦
に
モ
リ
ス

こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
の
幸
福
の
実
現
で
あ
る
と
村
井
は
以
上
の
よ
う
な
モ
リ
ス
の
思
想
を
「
商
の
存
在
を
口
ら
し
め
、
三
響
を
与
え
る
こ
と
に
ょ

認
識
し
た
。
人
閻
の
日
々
の
労
働
が
芸
術
活
動
と
業
主
義
L
 
を
軸
と
し
て
捉
え
、
円
自
然
破
壊
⇔
芸
る
の
で
あ
る
0

(
大
学
商
学
部
専
任
講
師
)

な
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
モ
リ
ス
の
思
想
の
根
幹
術
の
堕
落
国
労
働
疎
外
、
以
上
三
点
に
対
す
る
モ
一

1
 
j
 
1
 
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
/
、
^
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'
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

十
八
世
紀
英
文
学
を
主
に
勉
強
し
て
い
ま
す
と

口
う
と
、
ま
ず
大
方
の
反
応
は
「
・
・
・
・
・
・
」
「
・
:
つ
・
」

、
、
、

に
意
味
不
明
の
に
や
り
が
伴
う
か
、
 
P
て
う
で
す

へ
え
1
」
と
き
て
あ
と
は
も
ご
も
ご
と
口

ご
も
る
か
と
い
、
つ
こ
と
に
な
る
0
 
も
ち
ろ
ん
中
に

は
英
文
学
に
少
し
詳
し
い
人
が
い
た
り
し
て
、

「
で
、
主
に
ど
ん
な
作
家
を
?
・
」
と
訊
い
て
下
さ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
「
ま
あ
、
ホ
ー
プ
あ
た
り
を

、
ホ
チ
ボ
チ
と
し
と
焚
.
え
る
と
、
や
は
り
ハ
ム
レ
ッ

ト
で
は
な
い
が
「
あ
と
は
沈
黙
L
 
と
な
る
の
が
普

通
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
一
言
っ
て
別
に
淋
し
く
は
な

い
け
れ
ど
、
シ
エ
イ
ク
ス
ピ
フ
や
キ
ー
ツ
あ
た
り

に
し
て
い
た
ら
、
も
う
少
し
話
題
も
広
が
る
か
な

ど
と
思
、
つ
こ
と
は
た
ま
に
あ
る
0
 
し
か
し
、
今
さ

ら
変
え
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
か
ら
、
何
と
か
し

が
み
っ
い
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
十
八
世
紀
英
文
学
を
勉
強

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
る
と
も
と

も
と
確
固
た
る
信
念
や
明
確
な
動
機
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
え
ぱ
、
な
ぜ
仏

文
学
で
は
な
く
英
文
学
を
選
ん
だ
の
か
も
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
学
部
の
卒
業
論
文
の
テ

マ
を
決
め
る
た
め
に
あ
る
先
生
の
も
と
へ
相
談

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
一

古
典
主
義
時
代
な
ど
と
い
う
は
な
は
だ
非
倩
な
名

前
を
つ
け
ら
れ
て
、
文
学
青
年
や
文
学
少
女
の
心

を
く
す
ぐ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
大
体
、
時
代
思

潮
を
一
っ
の
レ
!
ブ
ル
で
表
現
す
る
な
ど
無
茶
な

話
だ
し
、
ど
ん
な
時
代
で
も
恋
愛
は
あ
る
の
だ
か

ら
、
も
う
少
し
深
く
突
っ
込
ん
で
み
た
ら
色
々
面

白
そ
う
な
、
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
現
象
が
見
え

て
き
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
、
ど
ぅ
も
先
入
観

と
い
う
や
つ
は
一
筋
縄
で
い
か
な
い
も
の
で
あ

、、

る
0

し
か
し
た
し
か
に
、
い
わ
ゆ
る
十
八
世
紀
英
文

学
と
い
う
名
で
く
く
ら
れ
る
文
学
作
品
の
多
く

ニ
ソ
主
義
の
キ
ー
ツ
や
シ
ェ
リ
ー
の
詩
と

゛
、
、

力比
較
し
て
、
は
な
は
だ
散
文
的
、
非
情
熱
的
な
の
は

否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
「
君
の
唇
は
バ
ラ

の
よ
う
に
赤
い
し
と
か
「
君
の
瞳
は
真
珠
の
輝
き

を
想
わ
せ
る
し
、
「
耳
の
う
し
ろ
が
す
き
と
お
っ
て

さ
く
ら
貝
を
陽
に
す
か
し
て
な
が
め
る
よ
う
な
し

と
い
っ
た
表
現
は
、
わ
が
飛
ー
プ
先
生
の
詩
に
は

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
皆
無

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
時
折
出
て
き
た
な
と

思
う
と
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
が
は
な
は
だ
非
ロ
マ
ソ
的

な
の
だ
。
た
と
え
ぱ
傑
作
『
髪
の
毛
盗
み
』
と
い

し
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
十
八
世
紀
は
あ
ま
り
人
気

の
な
い
時
代
だ
が
、
色
々
調
べ
て
み
た
ら
案
外
面

白
い
テ
ー
マ
が
見
つ
か
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ

に
時
代
の
特
徴
が
君
の
性
格
に
向
い
て
い
る
可
能

生
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
な
ど
と
言
わ
れ
、
こ
れ
に

安
易
に
納
得
し
た
こ

と
か
ら
現
在
が
始
ま

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ま
ず
、

夫
十
八
世
紀
英
文
学
が

な
ぜ
あ
ま
り
人
気
が

な
い
(
な
か
っ
た
?
)

か
に
つ
い
て
は
、
ニ

つ
の
理
由
が
考
え
ら

れ
る
。
第
一
は
、
十

八
世
紀
前
半
と
い
う

の
が
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
政
治
的
に
安

定
し
た
時
代
で
、
革
命
の
嵐
と
は
あ
ま
り
縁
か
な

そ
の
た
め
に
激
動
の
世
界
に
色
を
添
え
る
灼

、

く熱
の
恋
や
愛
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
点
で
あ

る
。
そ
の
た
め
か
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世

紀
に
か
け
て
の
ニ
ソ
主
義
時
代
と
対
照
的
に
、

ー
ー
ー
ー
ー
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、
一
う
土
寸
に
は
べ
り
ソ
グ
と
い
う
美
女
が
登
場
す
る
。

^
象
牙
の
ご
と
く
つ
や
や
か
な
白
き
う
な
じ
」

一
、
ノ
象
牙
の
ご
と
く
つ
や
や
か
な
白
き
う
な
じ
」
を

も
ち
、
「
髪
は
優
雅
に
た
れ
て
」
「
生
気
濫
れ
る
顔
」

を
し
た
と
形
六
合
さ
れ
る
べ
り
ソ
ダ
は
、
キ
ー
ツ
の

『
つ
れ
な
い
乙
女
』
に
描
か
れ
た
女
性
に
ま
さ
る

と
も
劣
ら
な
い
魅
力
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

『
髪
の
毛
盗
み
』
と
い
う
作
品
の
荒
筋
は
と
言
え

ば
、
美
女
べ
り
ソ
ダ
が
男
と
の
つ
ま
ら
ぬ
靜
い
が

も
と
で
自
慢
の
髪
を
バ
ッ
サ
リ
切
ら
れ
て
し
ま
っ

た
顛
末
を
書
い
た
だ
け
で
、
そ
れ
を
い
か
に
も
御

大
層
に
叙
事
詩
に
仕
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
髪
の
毛
盗
み
』
な
ど
は
描
写
が
微

細
で
、
ロ
コ
コ
趣
味
に
溢
れ
て
い
る
点
、
古
典
主

義
時
代
の
作
品
と
し
て
は
ま
だ
ニ
ソ
を
感
じ
さ

せ
な
く
も
な
い
0
 
と
こ
ろ
が
、
ポ
ー
フ
の
友
人
ス

北
ぐ
い
寓
れ

ウ
ィ
プ
ト
、
あ
の
類
稀
な
調
刺
文
学
『
ガ
リ
ヴ
ブ

1
旅
行
記
』
の
作
者
の
詩
と
な
る
と
、
何
と
も
え

げ
っ
な
い
の
が
あ
る
。
『
貴
婦
人
の
化
粧
室
』
と

い
う
題
を
も
つ
勇
が
、
登
場
す
る
ヒ
ロ
イ
ソ
の

名
は
シ
ー
リ
ア
0
 
ち
ょ
つ
と
目
に
は
美
し
き
羊
飼

い
の
娘
を
主
人
公
と
し
た
恋
愛
詩
の
よ
う
に
思
え

シ
ー
リ
フ
が
五
時
間
か
け
て
化
粧
を
終
え
、
美

女
と
な
っ
て
部
屋
を
出
た
あ
と
、
下
男
が
こ
っ
そ

り
部
屋
へ
忍
び
こ
み
室
内
を
調
べ
ま
わ
る
。
彼
が

目
に
し
た
も
の
は
、
肢
の
下
が
汚
れ
た
肌
着
や
ら
、

額
の
し
わ
を
伸
ば
す
布
や
ら
、
臭
い
を
消
す
た
め

の
粉
や
ら
、
子
犬
の
小
便
を
蒸
留
し
て
つ
く
っ
た

化
粧
水
や
ら
、
炊
と
汗
で
ぬ
る
ぬ
る
の
ハ
ソ
カ
チ

や
ら
、
と
も
か
く
悪
臭
と
不
潔
と
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ

に
な
っ
た
品
々
だ
っ
た
。
あ
げ
く
の
果
て
は
、
こ

の
化
粧
室
に
あ
っ
た
「
チ
ェ
ソ
バ
ー
求
"
ト
L
、

、
、
、

、
、
、

つ
ま
り
西
洋
版
お
ま
る
の
中
身
が
具
体
的
に
語
ら

れ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
と
て
も
本
曹
読
者
に
は

御
披
露
で
き
る
よ
う
な
描
写
で
は
な
く
、
そ
れ
で

も
興
味
が
あ
る
と
い
う
酔
興
な
方
は
、
直
接
『
ス

ウ
ィ
フ
ト
詩
集
』
を
ひ
も
と
か
れ
ん
こ
と
を
お
勧

め
す
る
に
と
ど
め
た
い
0

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
ん
な
詩
を
書
く
の

に
は
、

ス
ウ
ィ
プ
ト
の
中
に
単
な
る
遊
び
心
、
物

の
は
ず
み
、
酔
興
で
す
ま
な
い
何
ら
か
の
膨
屈
し

た
感
情
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ
を
細
か
く
調
べ

て
行
く
と
、
実
は
十
八
世
紀
と
い
う
時
代
、
平
和

ク
た
こ
と
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
く
る
0
 
そ
の
正

体
が
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、
今
の
僕
に
は
ま
だ

つ
き
り
し
た
こ
と
が
言
え
な
い
の
だ
が
、
こ
の

は駄
文
の
趣
旨
に
沿
っ
た
話
に
戻
せ
ぱ
、
十
八
世
紀

英
文
学
な
る
も
の
の
研
究
が
従
来
あ
ま
り
人
気
の

な
か
っ
た
理
由
の
第
二
は
、
詩
に
し
て
も
劇
に
し

て
も
、
あ
る
い
は
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
に
し
て
も
、

作
品
だ
け
を
読
ん
で
い
い
気
分
に
ひ
九
れ
る
と
い

う
効
果
が
あ
ま
り
な
く
、
ど
ぅ
も
作
品
の
背
後
に

し
ろ
し
ろ

あ
る
諸
凌
の
現
実
、
政
治
、
経
済
、
社
会
の
動
き

な
ど
を
あ
る
程
度
調
べ
て
お
か
な
い
と
、
る
う
一

つ
よ
く
理
解
で
き
な
い
た
め
、
つ
い
面
倒
臭
く
な

る
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
僕
の
性
格
に
十
八
世
紀
が
案
外
向
い
て

い
る
と
お
っ
し
ゃ
つ
た
先
生
、
今
に
し
て
思
、
つ
と

大
し
た
眼
力
と
感
心
す
る
の
だ
が
、
そ
の
僕
が
教

室
で
女
子
大
生
相
手
に
、
ま
さ
か
『
貴
婦
人
の
化

粧
室
』
を
講
義
す
る
と
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
そ
れ
に
僕
だ
っ
て
、
汗
臭
い
肌
着
よ
り

ラ
の
唇
の
方
が
好
き
に
泱
ま
っ
て
い
る
。

゛
、ノ

(
女
子
大
学
助
教
趣

'1^

1 ま
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11 く
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こ
、
て
も
内
は
一
貫
し

を
、
、
し
た
六
ブ
、
L
{
、
一
ノ
、
ノ

に
ょ
っ
て

ー
ロ
ッ

が
着
々
と

.
ヒ
ッ

止
し

ス
テ

的

た

の

柔

る
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納
が
構
想
し
た
柔
道
で
あ
っ
た
。
ま
た
試
合
も
単
に
お
い
て
も
大
き
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
0
 
1
J
 
を
有
し
て
い
る
0
 
~

に
勝
敗
を
競
う
も
の
で
は
な
く
、
学
習
の
進
歩
を
 
F
規
約
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
柔
道
は
嘉
現
在
、
ス
ホ
ー
ツ
は
F
常
に
多
様
ヒ
し
て
い
る
0
 
-

指
導
者
が
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
納
が
創
始
し
た
講
道
館
柔
道
で
あ
り
、
柔
道
を
す
そ
の
中
で
、
オ
リ
ソ
。
ヒ
*
ク
を
頂
点
と
し
て
一
番
一

ハ
ソ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
試
合
審
判
規
定
盆
肌
技
ル
る
者
は
す
べ
て
講
道
館
の
門
弟
で
あ
る
0
 
こ
の
艮
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
競
技
の
際
長
の
れ
い

ー
ル
で
は
な
く
)
が
制
定
さ
れ
た
。

り
で
最
高
の
意
思
決
定
機
関
は
講
道
館
で
あ
る
。
高
度
化
と
そ
れ
に
伴
う
勝
敗
へ
の
こ
だ
わ
り
す

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
嘉
納
の
構
想
に
も
か
か
一
方
、
柔
道
の
全
世
界
規
模
の
意
決
定
機
関
と
ぎ
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
生
じ
る
人
司
り
豊
さ
の

わ
ら
ず
、
柔
道
が
世
界
に
も
普
及
発
展
し
て
い
く
し
て
1
J
F
が
あ
り
、
日
本
も
百
数
十
か
国
の
内
欠
Π
で
あ
る
0
 
嘉
納
は
既
に
そ
の
時
代
に
、
先
に

中
で
中
心
的
な
分
野
と
な
っ
た
の
は
ス
米
ー
ツ
と
の
一
っ
と
し
て
そ
れ
に
加
盟
し
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
こ
精
力
善
用
と
共
に
「
自
他
共
栄
と

し
て
の
柔
道
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
中
心
的
関
心
の
講
道
館
の
位
置
付
け
は
世
界
中
に
無
数
に
あ
る
い
う
柔
道
の
理
念
を
示
し
て
い
こ
0
 
こ
れ
は
、

は
勝
敗
を
い
か
に
決
定
す
る
か
で
あ
る
。
安
全
と
町
道
場
も
し
く
は
柔
道
研
究
所
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
者
、
勝
と
ぅ
と
し
て
相
違
.
し

共
に
、
両
者
が
平
等
に
な
る
よ
う
に
、
し
か
も
ど
な
い
。
こ
の
よ
う
に
柔
道
に
お
い
て
は
最
高
の
意
に
、
互
い
の
内
を
促
し
、
剰
、
 
H
 
、
主
ゞ

ん
な
ゲ
ー
ム
が
展
開
さ
れ
る
に
し
て
も
客
観
的
に
思
決
定
機
関
が
二
っ
あ
ろ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
柔
成
立
す
る
と
い
う
ポ
ー
ツ
に
、

(
誰
も
が
分
か
る
よ
う
に
)
必
ず
勝
敗
を
決
定
す
る
道
の
世
界
的
な
普
及
を
目
標
に
し
て
今
日
ま
で
努
、
よ
丁
を
性
を
現
一
で
 
0
 
こ
、
い

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
勝
敗
の
決
定
基
力
し
て
き
た
講
道
館
関
係
者
に
と
っ
て
大
き
な
ジ
に
文
邦
省
旨
導
頁
に
「
い
、
ー
^

凖
と
な
る
競
技
ル
ー
ル
は
何
に
も
増
し
て
重
要
な
レ
ソ
マ
で
あ
る
。
復
活
に
ょ
つ
こ
・
、
、
叩
杓
、
、
作
こ
一
一

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
勝
敗
の
意
味
付
け
が
以
上
が
最
近
私
が
進
め
て
い
る
「
柔
道
の
国
際
道
は
「
文
武
両
道
を
基
と
し
こ
「
△
り
~

全
く
異
な
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
体
重
に
よ
る
化
に
伴
う
文
化
的
変
容
に
つ
い
て
の
研
究
」
の
一
で
あ
り
、
、
し
「
一

階
級
制
度
の
導
入
と
そ
の
細
分
化
、
試
合
の
時
間
端
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
予
備
的
作
集
は
よ
、
つ
こ
ち
氾
一
一

と
空
間
の
制
限
、
勝
敗
を
決
定
す
る
基
準
の
細
分
段
階
で
も
私
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
「
ス
求
1
 
う
0
 
(
女
子
大
学
助
數
授
)
一

化
、
審
判
員
の
数
の
増
加
と
そ
の
多
数
決
に
ょ
る
ツ
の
定
義
」
に
つ
い
て
の
一
連
の
研
究
や
、
体
育
一
一

勝
敗
の
決
定
さ
ら
に
最
籾
に
示
し
た
よ
う
な
状
と
ス
飛
ー
ツ
の
関
係
、
さ
ら
に
日
本
的
ス
.
ホ
ー
ツ
^

況
が
生
ま
れ
っ
つ
ぁ
る
の
で
あ
る
。
論
ま
た
は
日
本
人
に
と
っ
て
ス
飛
ー
ツ
は
何
か
と
一
一

柔
道
は
そ
の
意
思
決
定
に
関
す
る
組
織
.
制
度
い
う
よ
う
な
諸
主
題
と
関
わ
る
多
く
の
.
ホ
イ
ソ
ト
^
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