
第
八
章
海
外
文
学
の
受
入
れ

さ
て
。

大
正
期
の
思
潮
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大
正
時
代
の
文
学
は
、
大
体
大
正
八
年
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
と
以
後
と
の
二
期
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
。

明
治
末
期
か
ら
大
正
前
期
に
か
け
て
多
彩
な
運
動
を
展
開
し
、
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
に
白
樺
派
が
あ
っ
た
。
己
に
述

べ
た
よ
う
に
、
武
者
小
路
実
篤
を
以
っ
て
代
表
す
る
こ
の
派
は
、
ま
た
別
に
人
道
主
義
派
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
は
た
ぜ
真
一
文
字
に
、

人
間
本
然
の
姿
を
掌
握
し
よ
う
と
努
め
た
。
そ
こ
に
第
一
義
的
な
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
感
得
し
た
信
念
を
、
現
実
に
あ
て

は
め
よ
う
と
し
た
が
、
彼
ら
の
前
途
を
阻
む
も
の
に
因
襲
的
な
道
徳
と
社
会
と
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
両
者
に
挟
ま
れ
て
甚
だ
し
い

矛
盾
を
感
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
一
切
の
妥
協
を
排
斥
し
、
最
初
の
目
標
を
変
え
ず
に
前
進
し
た
。
即
ち
真
実
の
人
類
共
存
に
対
す

る
人
間
愛
の
み
が
、
人
間
を
解
放
し
、
人
類
を
結
合
す
る
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
子
供
の
よ
う
な
無
邪
気
さ
が
あ
っ
た

が
、
実
に
ま
じ
め
で
あ
り
、
宗
教
的
信
念
に
さ
え
燃
え
上
っ
て
い
た
か
ら
、
読
者
を
し
て
自
然
主
義
の
陰
影
か
ら
救
っ
て
く
れ
た
。

武
者
小
路
は
、
一
）
の
白
樺
派
の
主
潮
を
あ
く
ま
で
も
堅
持
し
た
が
、
そ
の
他
の
人
灸
は
必
ず
し
も
同
じ
作
法
を
採
っ
た
も
の
と
は
云

い
難
い
。
例
え
ば
志
賀
直
哉
は
、
武
者
小
路
が
観
念
的
抽
象
的
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
感
覚
的
具
体
的
で
あ
り
、
こ
れ
を
支
え
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る
に
近
代
的
合
理
主
義
の
良
識
を
以
っ
て
し
、
配
す
る
に
高
度
な
倫
理
性
を
以
っ
て
し
た
。

有
島
武
郎
は
、
宗
教
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
性
欲
と
の
相
刻
に
悩
み
、
本
能
的
な
生
活
の
究
明
と
、
理
性
的
な
理
想
の
追
求
に

活
路
を
見
出
さ
ん
と
し
て
い
る
。

ま
た
里
見
弾
の
如
き
は
、
こ
の
人
道
主
義
を
更
に
具
体
的
に
「
ま
ど
こ
ろ
主
義
」
を
以
っ
て
表
わ
さ
ん
と
し
、
た
と
え
悪
と
し
て
見

と
ん

ら
れ
る
行
為
で
も
、
主
体
的
な
真
実
、
即
ち
「
ま
ご
こ
ろ
」
が
あ
れ
ば
、
凡
て
が
善
に
な
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

ひ
や
く
ぞ
う

こ
う
し
た
白
樺
派
の
宗
教
的
な
要
素
を
う
け
つ
い
だ
準
白
樺
派
、
準
人
道
主
義
派
の
人
女
に
倉
田
百
一
一
一
、
吉
田
絃
二
郎
が
あ
る
。

こ
れ
ら
と
は
別
に
新
ロ
マ
ン
主
義
派
が
拾
頭
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
一
名
耽
美
派
と
も
云
わ
れ
、
す
で
に
自
然
主
義
の
全
盛
期
に
活
動

を
始
め
て
い
た
。
そ
れ
は
自
然
主
義
の
発
生
と
同
じ
よ
う
に
、
理
想
探
求
の
途
上
で
つ
ま
づ
い
た
結
果
、
懐
疑
的
、
虚
無
的
に
な
る
と

共
に
、
現
実
の
上
で
も
困
惑
と
悲
哀
を
感
じ
た
。
絶
大
な
自
然
の
前
に
、
今
更
な
が
ら
微
力
で
あ
る
人
間
の
本
質
を
認
め
た
が
、
さ
れ

ば
と
て
人
生
を
見
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
ど
う
せ
ま
Ｌ
な
ら
ぬ
人
生
な
ら
、
せ
め
て
官
能
的
な
感
激
を
味
わ
い
、
感
覚
的
陶
酔
を

お
ぼ
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
う
し
た
行
方
を
求
め
て
歩
ん
だ
の
が
、
永
井
荷
風
と
、
谷
崎
潤
一
郎
の
一
一
巨
豪
で
あ
る
。

こ
れ
ら
白
樺
派
の
観
念
的
な
理
想
主
義
に
あ
き
た
ら
ず
、
さ
れ
ば
と
て
、
永
井
、
谷
崎
ら
の
耽
美
主
義
を
快
よ
し
と
し
な
い
一
群
の

文
筆
家
は
、
「
新
現
実
主
義
」
な
る
旗
印
を
か
Ｌ
げ
て
世
に
現
わ
れ
た
。
こ
の
一
派
は
、
大
体
大
正
の
中
期
に
傑
出
し
た
も
の
が
多
く
、

文
学
者
の
う
ち
に
は
、
大
正
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
作
家
の
総
称
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
こ
れ
ら
の
人
友

は
雑
誌
「
新
思
潮
」
に
立
て
こ
も
っ
た
の
で
、
「
新
思
潮
派
」
と
も
云
わ
れ
、
ま
た
理
智
派
と
も
云
わ
れ
た
。
即
ち
そ
の
名
称
が
指
す

如
く
、
透
徹
し
た
理
知
の
目
を
以
っ
て
、
あ
り
の
ま
、
の
人
生
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
従
っ
て
事
実
に
対
し
て
批
判
的
で
ぁ



り
、
こ
れ
か
ら
発
生
す
る
情
緒
や
心
理
を
素
直
に
う
け
と
め
て
更
に
、
調
和
的
な
も
の
へ
の
処
理
に
進
み
、
精
神
的
な
展
開
を
全
面
的

に
計
ろ
う
と
し
た
。
そ
う
し
て
此
の
派
に
属
す
る
も
の
が
菊
池
寛
、
芥
川
龍
之
介
、
久
米
正
雄
等
で
あ
る
。

こ
の
他
、
文
学
史
家
に
よ
っ
て
は
技
巧
派
と
称
す
る
一
派
を
設
け
る
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
に
は
久
保
田
万
太
郎
、
佐
藤
春
夫
な
ど
を

挙
げ
、
更
に
前
述
の
「
新
思
潮
」
の
牙
城
に
よ
る
も
の
か
ら
、
里
見
弾
、
久
米
正
雄
、
志
賀
直
哉
、
芥
川
龍
之
介
な
ど
を
抜
い
て
こ
れ

そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
こ
れ
ら
著
名
の
文
筆
家
は
等
し
く
海
外
文
学
に
親
し
み
、
そ
の
影
響
を
う
け
て
い
る
か
ら
、
当
然
そ
の
輸
入

と
紹
介
と
い
う
問
題
が
起
き
て
来
た
。

こ
の
西
洋
文
学
書
の
紹
介
に
つ
い
て
、
柳
田
泉
が
先
に
引
用
し
た
「
『
学
鐙
』
今
む
か
し
」
の
う
ち
に
委
し
く
述
ぺ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
か
ら
必
要
な
処
を
拝
借
し
て
左
に
記
し
て
見
よ
う
。

（
略
）
明
治
の
末
近
く
迄
の
間
の
「
学
鐙
」
と
言
ふ
も
の
は
、
形
こ
そ
小
さ
か
っ
た
が
、
そ
の
内
容
に
於
て
立
派
な
独
立
し

た
一
雑
誌
を
な
し
て
ゐ
た
か
の
観
が
あ
る
。
決
し
て
只
の
宣
伝
雑
誌
と
言
ふ
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
丁
度
そ
の
頃
は
日
本

の
文
壇
は
、
日
清
戦
争
後
新
た
に
世
界
的
舞
台
に
の
り
出
し
て
来
よ
う
と
言
ふ
準
備
の
為
に
、
鋭
意
西
洋
文
学
を
と
り
入
れ
て
ゐ

た
も
の
だ
。
そ
の
西
洋
文
学
紹
介
の
機
関
と
な
っ
た
も
の
に
は
、
「
帝
国
文
学
」
が
あ
り
、
「
太
平
洋
」
が
あ
り
、
「
太
陽
」
が
あ

り
、
「
学
鐙
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
「
帝
国
文
学
」
の
海
外
騒
壇
で
は
、
上
田
敏
、
登
脹
信
一
郎
等
の
諸
氏
が
、
或
は
雛
訳
に

よ
っ
て
或
は
評
伝
に
よ
っ
て
欧
洲
大
陸
の
新
し
い
文
学
を
紹
介
し
、
「
太
平
洋
」
の
西
花
余
香
で
は
、
田
山
花
袋
が
よ
く
西
洋
小

○
Ｏ

説
の
読
後
感
想
を
の
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
学
鐙
」
は
、
内
田
さ
ん
が
、
よ
く
善
六
と
一
一
一
一
口
ふ
名
に
よ
っ
て
西
洋
文
学
害
の
新
刊

865

挙
げ
、
更
に
前
半

に
加
え
て
い
る
。
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紹
介
や
名
著
紹
介
を
や
っ
た
も
の
だ
。
そ
の
他
勿
論
「
太
陽
」
や
「
新
小
説
」
等
で
も
海
外
文
芸
を
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
た
。
ゾ

ラ
、
ド
ー
デ
ー
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
イ
ブ
セ
ン
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
等
灸
は
勿
論
、
一
一
イ
チ
一
一
、
ハ
ゥ

プ
ト
マ
ン
、
ズ
ー
デ
ル
マ
ン
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
シ
ェ
ン
キ
ウ
イ
ン
チ
、
ヨ
ー
カ
イ
、
ダ
ン
ヌ
ン
チ
ョ
、
少
し
後
れ
て
ゴ
ル
キ
イ
、

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
等
が
こ
の
頃
か
ら
紹
介
さ
れ
て
来
た
。
こ
の
海
外
文
学
紹
介
の
際
に
「
学
鐙
」
は
実
に
大
き
な
水
先
案
内
の
一

役
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
頃
は
図
書
雑
誌
、
読
書
雑
誌
の
類
が
少
な
か
っ
た
の
で
自
然
「
学
鐙
」
が
こ
の
方
面
に
乗

り
出
し
て
来
た
と
言
ふ
事
情
も
あ
ら
う
。
又
そ
の
編
輯
者
が
内
田
不
知
庵
と
言
ふ
権
威
あ
る
批
評
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
が
喜
ん

で
そ
の
言
ふ
と
こ
ろ
に
傾
聴
し
た
と
い
ふ
事
情
も
あ
ら
う
。
と
も
か
く
「
学
鐙
」
は
海
外
文
芸
紹
介
の
一
権
威
で
あ
っ
た
。
内
田

さ
ん
が
「
学
鐙
」
に
紹
介
す
る
様
な
本
は
、
文
芸
家
、
読
書
家
の
必
ら
ず
手
に
す
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
何
人
で
も
内
田
さ
ん
の
紹

介
を
読
ん
だ
人
は
、
そ
の
原
本
を
手
に
す
る
事
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
、
争
う
て
丸
善
に
注
文
す
る
と
い
う
有
様
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
内
田
さ
ん
は
別
に
本
を
買
へ
、
買
へ
と
は
言
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
何
時
の
間
に
か
立
派
に
宣
伝
広
告
の
役

目
を
最
も
有
効
に
果
し
て
ゐ
た
と
言
ふ
わ
け
だ
。
（
略
）

内
田
魯
庵
は
大
正
初
期
の
海
外
文
芸
書
紹
介
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
こ
と
は
、
一
）
の
文
章
か
ら
で
も
察
し
が
つ
く
が
、
そ
れ
に
し

て
も
丸
善
が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
男
の
働
き
場
と
も
言
え
る
「
学
鐙
」
の
編
集
を
委
ね
て
く
れ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
内
田
魯
庵
に
し

て
も
魚
が
水
を
得
た
か
の
よ
う
に
「
学
鐙
」
に
一
身
を
托
し
た
様
子
は
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
｝
）
の
意
味
で
は
、

内
田
魯
庵
と
「
学
鐙
」
と
が
、
一
体
と
な
っ
て
海
外
文
学
の
紹
介
に
努
力
し
た
と
も
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
丸
善
の
古
老
に
は
、
実
に
記
憶
の
い
埋
人
が
居
る
が
、
そ
の
中
の
一
人
で
、
明
治
三
十
七
年
か
ら
大
正
七
年
ご
ろ
ま
で
ド



も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

姉
崎
正
治
青
木
周
蔵
馬
場
孤
蝶
千
葉
鉱
蔵
江
原
素
六
江
木
翼
榎
本
虎
彦
Ｋ
・
フ
ロ
レ
ン
ッ
藤
井
健
次
郎
富

士
川
勝
藤
岡
勝
二
福
田
徳
三
後
藤
新
平
橋
田
邦
彦
秦
豊
吉
八
田
一
一
一
喜
早
田
文
雄
堀
江
帰
一
星
亨
細
川
護

立
穂
積
重
陳
穂
積
重
遠
市
河
三
喜
出
隆
井
上
十
吉
井
上
哲
次
郎
入
沢
達
吉
石
田
幹
之
助
石
原
純
石
川
千

代
松
板
倉
卓
造
伊
藤
博
文
岩
村
透
岩
下
壮
一
河
合
栄
治
郎
Ｒ
・
ケ
ー
ベ
ル
紀
平
正
美
木
村
謹
治
小
寺
謙
吉

小
泉
鉄
児
島
喜
久
雄
小
宮
豊
隆
朽
木
綱
貞
九
鬼
周
蔵
楠
山
正
雄
桑
木
厳
翼
桑
木
或
雄
前
田
利
為
牧
野
英
一

松
井
等
松
居
松
翁
松
村
任
三
松
永
材
三
木
清
水
上
滝
太
郎
南
弘
三
浦
謹
之
助
三
浦
新
七
三
宅
雄
一
一
郎
森

鴎
外
向
軍
治
武
者
小
路
実
篤
武
藤
長
蔵
長
与
善
郎
中
島
徳
三
成
瀬
仁
蔵
夏
目
赦
石
西
田
幾
多
郎
新
渡
戸
稲

造
野
口
米
次
郎
大
口
達
三
大
石
正
巳
岡
田
武
松
小
此
木
真
六
大
西
祝
小
野
俊
一
小
野
塚
喜
平
次
小
山
内
薫

乙
竹
岩
造
大
塚
金
之
助
尾
崎
行
雄
佐
藤
昌
介
里
見
弾
志
賀
直
哉
下
田
次
郎
下
村
弘
白
鳥
庫
吉
孫
逸
仙
杉

村
楚
人
冠
杉
浦
重
剛
高
田
早
苗
高
村
光
太
郎
高
島
平
一
一
一
郎
竹
越
与
三
郎
田
村
寛
貞
田
中
阿
歌
麿
田
中
耕
太
郎

田
中
華
一
郎
田
中
館
愛
橘
田
山
花
袋
寺
田
寅
彦
戸
川
秋
骨
徳
川
家
達
徳
富
蘇
峰
留
岡
幸
助
戸
水
寛
人
鳥
居

龍
蔵
戸
坂
潤
坪
井
正
五
郎
坪
内
遣
遥
鶴
見
肺
輔
都
築
馨
六
生
方
敏
郎
上
田
敏
上
田
寓
年
上
田
整
次
浮
田

和
民
渡
辺
千
秋
渡
瀬
庄
三
郎
山
崎
覚
次
郎
柳
宗
悦
柳
田
国
男
吉
野
作
造
（
以
上
一
二
一
一
一
名
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）
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イ
ッ
書
を
担
当
し
て
い
た
、
福
本
初
太
郎
の
記
憶
に
よ
る
と
、
大
体
次
の
よ
う
な
名
士
・
知
識
人
が
来
店
し
て
、
洋
書
を
漁
っ
て
い
た



和服姿の社員

こ
の
表
を
見
て
直
ち
に
わ
か
る
こ
と
は
、
明
治
年
代
己
に
鬼
籍
に
入
っ

た
伊
藤
博
文
や
大
西
祝
な
ど
が
記
入
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
、
愛
書
家
の

市
島
謙
吉
や
阿
部
次
郎
、
建
築
家
の
今
井
兼
次
な
ど
の
名
前
が
落
ち
て
い

る
。
そ
れ
に
し
て
も
徳
川
家
達
な
ど
は
鉄
輪
の
馬
車
に
乗
っ
て
書
物
を
買

い
に
来
る
と
い
う
豪
勢
さ
で
、
流
石
に
十
六
代
将
軍
の
貫
禄
充
分
で
あ
っ

た
と
い
う
。

そ
の
こ
ろ
の
顧
客
及
店
員
の
風
俗
に
つ
い
て
は
、
文
房
具
係
を
し
て
い

た
井
筒
静
之
助
の
手
記
の
中
に
、
髪
髭
た
る
描
写
が
あ
る
の
で
次
に
採
録

し
て
見
よ
う
。

当
時
は
和
服
の
御
客
様
が
大
多
数
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
正
面
及

南
側
入
口
に
は
下
足
番
を
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
今
で
は
何
処
の
商

店
え
行
っ
て
も
土
足
の
ま
Ｌ
自
由
に
入
場
が
出
来
ま
す
が
、
そ
の
頃

は
靴
の
方
以
外
は
全
部
備
付
の
赤
緒
の
麻
裏
草
履
に
履
き
替
え
て
御

入
場
願
っ
た
訳
で
、
駒
下
駄
、
日
和
下
駄
、
朴
歯
下
駄
、
雨
の
日
の

足
駄
、
こ
う
も
り
、
蛇
の
目
傘
、
番
傘
等
が
玄
関
先
に
ヅ
ラ
リ
と
並

ん
で
居
た
光
景
が
、
今
尚
、
肱
に
残
っ
て
居
り
ま
す
し
、
下
足
番
の

868
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扮
装
が
、
襟
に
「
丸
善
株
式
会
社
」
背
に
⑪
を
白
く
染
め
抜
い
た
印
半
纏
、
腹
掛
、
股
引
、
白
緒
の
草
履
と
云
う
イ
ナ
セ
な
ス
タ

イ
ル
も
、
印
象
深
く
、
な
つ
か
し
い
思
い
出
で
あ
り
ま
す
。

一
方
、
丸
善
社
員
の
服
装
は
？
と
言
い
ま
す
と
、
や
は
り
、
殆
ん
ど
が
和
服
Ｉ
縞
の
着
物
に
角
帯
姿
で
し
た
。
和
服
姿
の
番

頭
さ
ん
が
英
語
を
喋
り
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
叩
き
、
計
算
機
を
操
り
、
和
服
姿
の
小
手
代
、
見
習
生
が
自
転
車
に
乗
り
箱
車
を

曳
く
と
言
う
有
様
。
時
代
と
言
い
ま
す
か
、
こ
れ
が
躍
進
時
代
の
丸
善
の
姿
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
躍
進
時
代
に
も
店
員
の
中
に
は
笑
え
ぬ
笑
話
が
随
分
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
夜
学
校
で
英
語
を

勉
強
し
た
彼
ら
は
、
外
人
相
手
の
商
売
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
と
云
う
滑
持
か
ら
、
そ
れ
相
当
に
勉
強
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
発
音
や
、
教
科
書
的
学
問
で
は
、
ス
ラ
ン
グ
や
な
ま
り
の
多
い
ア
メ
リ
カ
人
で
は
一
寸
つ
き
合
い
兼
ね

た
。
そ
れ
に
際
物
な
ど
を
持
ち
込
ま
れ
て
は
、
何
ん
と
し
て
も
扱
い
兼
ね
た
。
丸
善
の
知
恵
者
で
あ
っ
た
田
中
二
郎
で
さ
え
、
時
に
は

誤
り
を
犯
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
書
い
た
「
丸
善
の
横
顔
」
な
る
小
冊
子
に

際
物
に
は
常
に
注
意
し
て
居
る
の
で
す
が
時
に
は
お
客
が
先
に
問
ひ
合
せ
に
来
ら
れ
て
面
喰
ふ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
の
始

め
の
頃
の
こ
と
で
し
た
が
、
よ
く
外
国
人
の
婦
人
に

国
豊
①
『
○
巨
的
○
行
四
昌
旨
§
‐
〕
８
ｍ
国
○
○
］
鳥

と
き
か
れ
ま
し
た
。
最
初
の
間
は
こ
の
マ
ー
ジ
ャ
ン
と
云
ふ
の
が
何
の
こ
と
か
判
ら
ず
、
何
度
も
き
Ｌ
直
し
た
り
、
紙
を
出
し
て

書
い
て
貰
っ
た
り
し
て
、
支
那
の
「
麻
雀
」
と
云
ふ
遊
び
だ
と
判
っ
た
の
は
少
し
た
っ
て
か
ら
で
し
た
。
こ
ん
な
訳
で
麻
雀
の
遊

は
や

ぴ
方
な
ど
は
日
本
で
最
も
早
く
知
っ
た
方
で
し
た
が
、
こ
れ
が
流
行
る
頃
に
は
既
に
本
の
売
行
き
は
止
っ
て
ゐ
ま
す
。
ク
ロ
ス
ワ



と
記
し
て
い
る
。

－
ド
パ
ヅ
ル
な
ど
も
同
じ
事
で
、
日
本
の
雑
誌
や
何
か
に
書
か
れ
る
頃
に
は
そ
れ
迄
相
当
出
て
ゐ
た
原
著
の
売
行
き
は
止
り
ま
す
。

ま
た
今
か
ら
思
ふ
と
を
か
し
い
事
で
す
が
、
専
門
家
は
別
と
し
て
私
共
は
レ
イ
ヨ
ン
（
人
絹
）
と
云
ふ
事
が
判
ら
ず
、
字
引
を
引

い
て
も
却
女
出
て
来
な
く
正
体
が
判
ら
な
い
時
代
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。
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新
築
当
時
の
赤
煉
瓦
の
社
屋
は
、
一
階
が
洋
口
卵
文
房
具
。
和
書
の
売
場
に
な
っ
て
お
り
、
入
口
を
入
っ
て
正
面
に
階
段
が
あ
り
、

こ
れ
を
昇
る
と
二
階
が
洋
書
の
売
場
に
な
っ
て
い
た
。
階
段
の
右
側
に
は
応
接
室
が
あ
り
、
左
側
に
は
鈎
形
に
曲
っ
た
一
部
が
事
務
室

に
当
て
ら
れ
、
こ
れ
に
境
し
た
陳
列
場
の
一
隅
に
貴
賓
室
が
あ
っ
た
。
特
別
な
客
は
応
接
間
に
通
し
て
洋
書
閲
覧
の
便
を
計
っ
て
お
り
、

安
成
貞
雄
な
ど
は
よ
く
こ
の
部
屋
を
利
用
し
て
勉
強
し
た
と
云
う
。
徳
川
公
が
来
店
す
る
と
、
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
に
一
階
の
洋
品
売
場

を
通
り
抜
け
て
階
段
を
昇
り
貴
賓
室
に
入
っ
た
。
専
属
の
店
員
が
御
用
を
承
っ
て
は
一
点
洋
書
を
運
ん
で
お
目
に
か
け
た
と
云
う
。
前

田
利
為
侯
夫
人
も
常
連
の
一
人
で
、
い
つ
も
鉄
輪
の
人
力
車
に
乗
っ
て
来
店
し
た
。
勿
論
貴
賓
室
組
で
あ
っ
た
。
丸
善
で
は
こ
う
し
た

知
名
人
の
応
対
に
当
っ
た
の
は
幹
部
級
の
店
員
で
あ
っ
た
が
、
一
般
顧
客
に
対
す
る
店
員
の
応
対
に
つ
い
て
も
丁
寧
。
親
切
を
モ
ッ
ト

ー
に
し
て
、
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
電
話
に
よ
る
注
文
に
つ
い
て
も
、
そ
の
承
け
応
え
が
喧
ま
し
く
、
見
習
生
た
ち
の
指
南
番
で
あ

お
お
か
ど

っ
た
奥
役
の
多
門
伝
十
郎
な
ど
は
口
喧
ま
し
い
の
で
有
名
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
な
が
ら
地
方
の
顧
客
や
同
業
者
か
ら
の
注
文
に
つ
い
て
、

元
社
員
間
宮
不
二
雄
の
明
治
三
十
年
代
の
頃
に
つ
い
て
の
思
い
出
話
が
あ
る
か
ら
、
参
考
の
た
め
、
そ
の
要
点
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

お
客
さ
ん
か
ら
注
文
が
あ
り
ま
す
と
、
先
ず
在
庫
品
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
か
ら
、
そ
の
有
無
を
お
知
ら
せ
し
て
か
ら
必

要
か
ど
う
か
を
聞
き
ま
す
。
そ
の
時
本
店
に
は
な
い
が
地
方
の
支
店
に
あ
る
場
合
は
、
そ
こ
か
ら
取
り
寄
せ
て
御
用
に
応
じ
ま
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す
が
、
そ
れ
で
も
間
に
合
わ
な
い
時
は
外
注
を
い
た
し
ま
し
た
。
凡
て
丸
善
が
直
接
海
外
の
出
版
社
に
発
注
し
ま
し
た
。
そ
の
外
、

地
方
の
得
意
先
か
ら
当
店
の
出
版
物
で
な
い
も
の
の
注
文
を
受
け
た
時
は
大
変
で
し
た
。
何
し
ろ
サ
ー
ビ
ス
ば
か
り
で
は
な
く
商

売
な
の
で
す
か
ら
、
同
業
者
の
間
を
廻
っ
て
買
い
取
っ
て
く
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
「
セ
リ
マ
ン
」
（
書
物
を
探
し
て
廻

る
こ
と
）
と
云
い
、
「
と
り
も
の
帖
」
「
せ
り
も
の
帖
」
を
懐
に
し
て
店
を
飛
び
出
す
の
で
す
。
そ
の
出
で
立
ち
も
大
変
で
草
牲
ぱ

き
に
印
半
纏
を
着
て
、
鉄
道
馬
車
に
も
乗
ら
ず
、
文
字
通
り
東
奔
西
走
し
ま
し
た
。
一
番
遠
い
所
で
は
浅
草
の
古
本
屋
浅
倉
屋
、

神
田
の
朝
香
屋
、
医
学
専
門
害
は
本
郷
の
金
原
、
南
江
堂
、
南
山
堂
、
吐
鳳
堂
な
ど
を
駈
け
廻
り
、
近
く
は
英
語
研
究
社
、
博
文

館
に
立
ち
寄
っ
て
、
そ
の
他
生
薬
学
や
小
薬
学
の
よ
う
な
薬
学
害
か
ら
、
榊
の
産
婆
学
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
こ
そ
注
文
が
あ
れ

ば
ど
ん
な
種
類
の
書
物
で
も
買
い
求
め
て
来
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
こ
う
し
た
仕
事
は
大
体
午
前
中
に
終
え
て
帰
っ

て
く
る
の
で
す
。
集
ま
っ
た
本
は
、
他
店
か
ら
頼
ま
れ
た
分
も
一
諾
に
積
め
合
せ
て
地
方
に
送
る
と
云
う
寸
法
で
す
。
尚
、
一
寸

販
売
価
格
の
符
牒
に
つ
い
て
コ
ッ
ソ
リ
お
知
ら
せ
し
ま
す
と
、
誰
が
考
え
出
し
た
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
一
か
ら
十
ま
で
を
ア
ヵ
サ

タ
ナ
、
ハ
マ
ャ
ラ
ワ
に
当
て
て
い
ま
す
。
例
え
ば
一
円
一
一
十
五
銭
な
ら
「
ア
ン
カ
ナ
」
十
円
な
ら
「
ア
ワ
ン
」
と
云
う
工
合
に
。

尤
も
そ
ん
な
高
い
本
な
ん
か
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

神
田
の
古
本
屋
で
買
っ
た
書
物
の
、
裏
の
見
返
し
の
隅
に
片
仮
名
で
書
い
た
符
牒
を
よ
く
見
か
け
る
が
、
こ
れ
が
丸
善
の
を
真
似
た

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
丸
善
は
こ
Ｌ
で
も
そ
の
道
の
先
駆
者
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
本
尊
の
方
は
い
つ
の
間
に
か
ア
ラ
ビ

ヤ
数
字
で
ハ
ッ
キ
リ
書
く
よ
う
に
な
っ
た
が
。



八
、
恋
愛
至
上
主
義

九
、
そ
の
他
辞
書
類
（
例
え
ば
マ
イ
ャ
ー
、
カ
ッ
セ
ル
、
ネ
ル
ソ
ン
、
チ
ャ
ム
バ
ー
等
の
「
百
科
辞
典
」
な
ど
・
教
科
書
類
国
○
］
］
中

日
煙
ロ
ー
○
Ｈ
ｍ
画
昌
○
○
宮
①
口
昌
の
煎
胃
○
鈍
い
画
昌
。
》
旨
日
ぬ
ぃ
日
。
○
芦
⑦
日
誘
茸
『
ご
く
胃
庁
ｌ
弓
①
》
騨
国
○
○
］
【
○
儲
砲
声
］
巴
８
の
目
芦
昏
‐

ヒ
ロ、

自
然
主
義

人
道
主
義

二
洋
書
販
売
成
績

872

大
正
初
期
に
よ
く
売
れ
た
本
に
つ
い
て
は
福
本
初
太
郎
の
メ
モ
が
あ
る
。
先
き
に
述
暑
へ
た
如
く
、
福
本
は
明
治
末
期
か
ら
大
正
中
期

頃
ま
で
在
職
し
、
主
と
し
て
洋
書
の
仕
入
・
販
売
に
関
係
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
意
味
で
こ
の
メ
モ
は
信
用
し
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
淡
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
特
に
売
上
げ
順
位
に
よ
っ
た
職
の
で
は
底
い
。
即
ち
’

一
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
害
（
他
に
西
田
幾
多
郎
の
著
書
の
如
き
思
想
的
な
和
書
）

二
、
進
化
論
に
関
す
る
も
の
（
ダ
ー
ゥ
ィ
ン
の
「
種
の
起
源
」
己
胃
笥
旨
’
○
国
四
口
○
閉
の
ロ
①
ｇ
の
ｍ
は
、
丸
善
が
募
集
し
た
十
九
世
紀

の
欧
米
名
著
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
第
一
位
を
占
め
て
い
た
）

三
、
自
由
民
権
関
係
害
（
例
え
ば
〕
・
の
．
冨
琶
の
も
の
、
婦
人
解
放
問
題
に
関
係
あ
る
例
え
ば
厚
の
ｇ
の
る
の
）

四
、
社
会
主
義
及
び
共
産
主
義
関
係
書

五
、
富
国
強
兵
論
関
係
（
例
え
ば
傍
目
目
の
目
昏
の
も
の
）

六
、
自
然
主
義
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今
こ
れ
を
「
学
鐙
」
所
載
の
新
書
目
録
並
に
「
ア
ナ
ン
ス
メ
ン
ッ
」
広
告
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
表
の
よ
う
な
結
果
を
得
る
。

跨
侭
①
ご
国
）

Ｌ三
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目
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芯
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］
○
ぬ
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倖
”
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一
両
ざ
ロ

宅
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、
ｏ
ご
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○
］
○
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同
ロ
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（
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武
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ｐ
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ｇ
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電
陣
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］
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。
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○
日
時
画
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Ｈ
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の

瞬
四
乏
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○
］
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冒
巳
の
。
厨
ご
口
の

、
国
威
加
武
８
》
曙
⑦
胃
国
○
（
）
丙

の
妹
。
．

Ｈ
、
囚
ご
館
ロ
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の

両
ロ
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里
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己
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シ
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勺
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旨
印
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園
昇
ご
国
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、
ｇ
の
口
○
の
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罰
の
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唇
の
吋
巴

○
嫁
の
口
昼
の
旬
琶

弓
匿
罰
巴
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ぬ
箇
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底
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の
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頭
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ｚ
昇
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勝
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望
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も
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の
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の
数
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は
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し
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数
で
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な
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が
、
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に
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て
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代
の
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動
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の
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と
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