
　
若
し
新
事
業
を
建
立
せ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
、
一
た
び
其
思
想
を
人
々
の
脳
髄

中
に
入
れ
て
、
過
去
の
思
想
と
為
ざ
る
可
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
事
業
は
常
に
果

を
現
在
に
結
ぶ
も
、
思
想
は
常
に
因
を
過
去
に
取
る
が
故
な
り
。

 

中
江
兆
民
『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
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歴
史
論
集
１
　

ま
え
が
き

　
二
〇
二
〇
年
に
な
っ
て
、
思
い
も
か
け
ぬ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス（CO

V
ID
-19

）の
感
染
拡
大
に
よ

り
、
み
な
が
苛
酷
な
経
験
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
人
び
と
の
歴
史
意
識
も
ゆ
っ
く
り

と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
当
初
は
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
と
い
い
そ
の
撲
滅
を
意
図
し
て
い
た
が
、
や
が

て
ウ
ィ
ズ
・
コ
ロ
ナ
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
人
類
が
数
万
年
に
わ
た
っ
て
ウ
イ
ル
ス
と
共
存
し
て
き
た

こ
と
、
そ
し
て
眼
前
の
新
型
コ
ロ
ナ
も
そ
の
な
か
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
対
応
し
よ
う
と
い
う
認
識
で
あ

る
。
長
い
時
間
と
広
い
空
間
に〈
い
ま
〉を
位
置
づ
け
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
や
ビ
ッ

グ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
の
関
心
と
共
振
し
て
い
よ
う
。

　
他
方
、
ひ
と
は
こ
う
し
た
「
大
き
な
歴
史
」
と
と
も
に
、「
私
」
の
経
験
に
基
づ
く
「
小
さ
な
歴
史
」

を
あ
わ
せ
積
み
重
ね
て
い
る
。
個
人
の
生
き
方
や
、
周
り
の
家
族
、
地
域
の
歴
史
へ
の
関
心
も
ま
た
強

い
。

　
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、「
戦
後
」、
と
く
に
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
歴
史

が
さ
ま
ざ
ま
に
参
照
さ
れ
て
い
た
。
歴
史
を
知
り
、
歴
史
を
考
察
す
る
こ
と
で
現
在
に
対
し
て
深
い
洞

察
が
可
能
と
な
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
歴
史
学
が
さ
か
ん
に
発
信
を
す
る
と
と
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も
に
、
在
野
で
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
歴
史
学
に
背
を
向
け
な
が
ら
の
歴
史
論
も
活
発
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
、
歴
史
を
め
ぐ
る
議
論
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
言
語
論
的
転
回
と
い
わ
れ
る
潮
流
が
人
文
学
に
及
び
、
歴
史
学
の
あ
り
よ
う
と
人
び
と
の
歴
史
へ

の
関
心
が
変
化
す
る
。
さ
ら
に
冷
戦
体
制
が
お
わ
り
を
告
げ
る
こ
ろ
に
は
、
そ
の
動
き
は
加
速
さ
れ
た
。

歴
史
修
正
主
義
の
動
き
も
み
ら
れ
、
歴
史
に
対
す
る
認
識
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
変

化
は
、
ま
だ
現
在
進
行
形
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
私
は
中
学
・
高
校
の
歴
史
教
科
書
に
携
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
歴
史
と
歴
史
学
の

関
係
、
歴
史
認
識
と
歴
史
教
育
を
め
ぐ
る
様
相
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
哲
学
や
文
学
、

社
会
学
に
携
わ
る
人
び
と
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
世
界
で
日
本
研
究
を
お
こ
な
う
人
び
と
と
議
論
を
す

る
機
会
に
も
恵
ま
れ
な
が
ら
、
私
な
り
に
歴
史
学
の
か
た
ち
と
そ
の
位
置
を
考
え
、
折
に
触
れ
発
言
を

し
て
い
っ
た
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
―
歴
史
家
た
ち
の
共
同
体
に
身
を
置
い
て
い
た
が
、
か
つ
て
自
分
が

接
し
て
い
た
六
〇
―
七
〇
年
代
の
「
歴
史
批
評
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
の
発
言
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
文
章
が
い
く
ら
か
集
ま
り
、
校
倉
書
房
の
山
田
晃
弘
さ
ん
、
洞
圭
一
さ
ん
の
編
集
の
も
と

で
、『
歴
史
学
の
ス
タ
イ
ル
』
と
し
て
刊
行
し
た
。
二
〇
〇
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
幸
運
な
こ
と
に
、

そ
の
あ
と
『
歴
史
学
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
』（
二
〇
〇
六
年
）、『
歴
史
学
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
』（
二
〇
一
二

年
）と
、
折
々
の
機
会
に
執
筆
し
た
「
歴
史
批
評
」
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
二
〇
世
紀
末
／
冷

戦
体
制
崩
壊
後
か
ら
、
二
一
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
歴
史
学
が
「
な
に
を
」「
い
か
に
」
論
じ
て
き
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た
か
―
歴
史
学
の
問
題
意
識
、
思
考
方
法
、
論
述
の
作
法
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

　
だ
が
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
と
、
そ
れ
に
よ
る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
、
そ
の
あ
と
の
言
論
空
間
の
な
か
で
い
く
つ
も
の
疑
念
が
生
じ
、
い
っ
た
ん
上
記
の
三
部
作
で

「
歴
史
批
評
」
集
に
区
切
り
を
つ
け
る
こ
と
と
し
た
。
一
方
的
に
シ
リ
ー
ズ
を
閉
じ
て
し
ま
い
、
山
田

さ
ん
、
洞
さ
ん
に
は
多
大
な
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
。

　
し
か
し
、
二
〇
一
八
年
七
月
に
、
校
倉
書
房
が
廃
業
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
い
ま
い
ち
ど
「
歴

史
批
評
」
集
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
ま
ま
再
刊
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、

発
表
の
時
期
ご
と
に
ま
と
め
る
よ
う
な
作
法
も
通
用
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
元
の
三
冊
を
い
っ
た
ん
解

体
し
、
二
〇
一
〇
年
以
降
に
執
筆
し
た
論
稿
を
加
え
、
テ
ー
マ
別
に
ま
と
め
、
あ
ら
た
な
三
冊
本
の

「
歴
史
論
集
」
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
再
編
集
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
こ
の
困
難
で
繁
雑
な
作
業
に
携
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
気
鋭
の
歴
史
家
・
戸
邉
秀
明
さ
ん
で
あ

っ
た
。
戸
邉
さ
ん
は
多
忙
な
な
か
、「
歴
史
批
評
」
集
を
、
新
稿
を
加
え
た
主
題
別
の
「
歴
史
論
集
」

と
し
て
編
み
な
お
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
編
集
を
担
当
し
て
く
だ
さ

っ
た
入
江
仰
さ
ん
に
も
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
お
二
人
の
お
か
げ
で
、
か
つ
て
の
シ
リ
ー
ズ
が
、

あ
ら
た
な
「
歴
史
論
集
」
と
し
て
甦
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
歴
史
論
集
」
は
、
企
画
が
始

ま
っ
た
と
き
に
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
な
か
で
の
刊
行
と
な
る
。
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一
冊
目
で
あ
る
『
方
法
と
し
て
の
史
学
史
―
歴
史
論
集
1
』
は
、
歴
史
学
の
か
た
ち
と
位
置
を
、

時
間
の
推
移
の
な
か
で
考
え
る
、
史
学
史
と
い
う
領
域
に
か
か
わ
る
論
稿
を
軸
と
し
て
い
る
。
史
学
史

と
は
、
歴
史
学
以
外
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
な
じ
み
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
大
づ
か
み
に
言
え
ば
、

歴
史
学
の
歴
史
を
扱
う
領
域
で
あ
る
。
私
は
一
九
九
〇
年
こ
ろ
か
ら
、
史
学
史
に
、
歴
史
学
に
向
き
合

う
と
き
の
足
場
を
置
き
、
史
学
史
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
歴
史
学
の
現
在
に
接
近
し
よ
う
と
試
み
て
い

た
。

　
史
学
史
と
い
う
、
歴
史
学
内
部
で
の
営
み
を
、
な
ぜ
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
え
ば
、
史

学
史
こ
そ
は
歴
史
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
認
の
方
法
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
領
域
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
。

　
歴
史
学
の
考
察
は
、
必
ず
や
個
別
の
出
来
事
や
人
物
の
分
析
に
向
か
う
。
し
か
し
そ
の
分
析
が
た
ん

な
る
個
別
の
分
析
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
に
つ
ら
な
る
考
察
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
研
究
史
と
接
合

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
学
知
で
も
同
様
で
あ
り
、

研
究
の
積
み
重
ね
の
延
長
に
み
ず
か
ら
の
分
析
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
析
が
認
知
さ
れ
評
価

の
対
象
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
と
き
、
そ
の
研
究
史
の
研
究
史
―
研
究
史
を
束
ね
あ
げ
、
歴
史
学
の
守
備
範
囲
を
示
し
、
歴

史
学
の
成
果
と
課
題
を
共
有
し
、
さ
ら
に
は
歴
史
家
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
提
示
し
、
歴
史
学
の
作
法
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を
確
定
し
て
い
く
の
が
史
学
史
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
時
の
歴
史
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
か

め
、
そ
の
外
延
と
内
包
を
規
定
し
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
歴
史
学
の
推
移
を
た
ど
っ
て
み
せ
る
も
の
と

し
て
史
学
史
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
史
学
史
と
い
う
領
域
に
関
与
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

歴
史
家
た
る
も
の
は
史
学
史
を
踏
ま
え
て
い
る（
は
ず
だ
）、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
ま
で
史
学
史
は
、
個
別
の
実
証
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
円
熟
し
た
歴
史
家
た
ち
が
多
く
発
言
す
る

領
域
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
史
学
史
の
領
域
へ
の
介
入
―
史
学
史
の
方
法
化
に
つ
い
て
、
三
つ
の
点
を
付
言
し
て
お
こ

う
。
第
一
は
、
こ
の
営
み
が
、
歴
史
学
の
自
己
点
検
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
歴
史
家
た
ち
が
共

有
し
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
歴
史
学
の
か
た
ち
と
作
法
を
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
学
の
現

在
が
あ
き
ら
か
に
な
り
、
そ
の
刷
新
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
と
ば
を
換
え
れ
ば
、
歴
史
学
の
刷
新
と
史
学
史
の
刷
新
と
は
両
輪
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
方
法
と
し
て
の
史
学
史
」
は
、
あ
ら
た
な
歴
史
学
原
論
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
。

　
第
二
に
は
、
史
学
史
の
叙
述
と
歴
史
叙
述
と
の
関
連
も
ま
た
探
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
領
域
と
し
て

の
史
学
史
か
ら
の
離
陸
で
あ
り
、
さ
き
に
刊
行
し
た
『
近
現
代
日
本
史
と
歴
史
学
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
二
年
）は
、
及
ば
ず
な
が
ら
そ
う
し
た
試
み
の
一
環
で
あ
っ
た
。

　
い
ま
ひ
と
つ
、
第
三
に
、
史
学
史
の
方
法
化
に
よ
っ
て
、
歴
史
修
正
主
義
と
の
対
峙
の
論
点
が
は
っ

き
り
す
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
そ
れ
ま
で
復
古
的
歴
史
観
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
た
歴
史
の
潮
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流
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
歴
史
修
正
主
義
と
規
定
さ
れ
、
あ
ら
た
な
歴
史
認
識
の
対
抗
を
つ
く
り

だ
し
た
。
こ
の
と
き
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
歴
史
修
正
主
義
が
歴
史
学
の
主
流
に
つ
い
て
回

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
史
学
史
に
よ
っ
て
歴
史
学
の
か
た
ち
が
見
え
、
歴
史
学
が
変
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
次
々
に
立
ち
現
れ
る
歴
史
修
正
主
義
を
、
ま
る
で
モ
グ
ラ
叩
き
の
よ
う
に
次
々
に
叩
く
と
い
う

徒
労
感
が
軽
減
さ
れ
よ
う
。

　
史
学
史
へ
の
着
目
は
、
ひ
と
り
日
本
に
限
ら
れ
た
営
み
で
は
な
い
。
は
や
く
は
、
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア

ン
・
コ
ン
ラ
ー
ト＊

や
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル＊
＊

が
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
と
の
比
較
の
な
か

で
日
本
の
史
学
史
を
扱
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
後
の
仕
事
に
も
、
史
学
史
的
な
方
法
を
織
り
込
ん
で
い＊

＊
＊る

。

ま
た
、
リ
ン
・
ハ
ン
ト
『
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
歴
史
学
』（
長
谷
川
貴
彦
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
。
原

著
は
二
〇
一
四
年
）も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
現
時
の
歴
史
学
の
あ
り
よ
う
を
、

史
学
史
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
。

　
そ
し
て
恒
木
健
太
郎
・
左
近
幸
村
編
『
歴
史
学
の
縁
取
り
方
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）が
副

題
を
「
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
史
学
史
」
と
す
る
な
ど
、
近
年
で
は
歴
史
学
を
考
察
の
対
象
と
す
る
と
き
、

史
学
史
的
検
討
を
織
り
込
む
こ
と
が
定
着
し
て
き
て
い
る
。
同
書
は
、
現
在
の
歴
史
学
の
課
題
を
「
価

値
相
対
主
義
」
の
昇
華
に
見
出
す
と
と
も
に
、「
素
朴
実
在
論
的
に
歴
史
を
煽
」
る
動
向
を
忌
避
す
る
。

そ
の
た
め
に
、「
複
数
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
の
学
史
的
な
学
び
が
欠
か
せ
な
い
」
と
い
う
問
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題
意
識
を
も
つ
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
遅
塚
忠
躬
『
史
学
概
論
』
を
読
み
解
き
、
遅
塚
の
「
概
論
」
を

構
成
す
る
議
論
や
概
念
の
定
義
も
「
過
去
の
学
説
か
ら
紡
ぎ
あ
げ
ら
れ
た
」
と
し
、
二
宮
宏
之
の
議
論

と
の
対
抗
で
解
釈
す
る
な
ど
「
学
史
的
観
点
か
ら
」
再
考
す
る（
左
近
）。

　
ま
た
、
与
那
覇
潤
『
歴
史
が
お
わ
る
前
に
』（
亜
紀
書
房
、
二
〇
一
九
年
）、『
荒
れ
野
の
六
十
年
』（
勉
誠

出
版
、
二
〇
二
〇
年
）は
、
網
野
善
彦
と
山
本
七
平
を
対
に
論
ず
る
と
い
う
い
さ
さ
か
破
格
の
議
論
も
な

さ
れ
る
が
、
現
在
の
歴
史
意
識
／
歴
史
の
概
念
の
再
検
討
を
す
る
と
き
、
史
学
史
の
知
見
を
補
助
線
と

し
て
い
る
。

　
こ
の
と
き
一
方
で
、「
実
証
と
し
て
の
史
学
史
」
が
現
れ
る
。
佐
藤
雄
基
編
『
明
治
が
歴
史
と
な
っ

た
と
き
』（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
二
四
八
号
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
五
月
）な
ど
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ

と
て
、
旧
態
依
然
と
し
た
史
学
史
の
作
法
で
は
な
く
、
あ
ら
た
め
て
史
学
史
に
向
き
合
う
姿
勢
を
検
証

し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　
か
く
し
て
、
史
学
史
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
学
に
か
か
わ
る
問
題
系
が
浮

上
す
る
。
歴
史
学
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
と
き
の
「
方
法
と
し
て
の
史
学
史
」
が
こ
こ
に
編
ま
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
営
み
は
、『〈
戦
後
知
〉を
歴
史
化
す
る
―
歴
史
論
集
2
』『
危
機
の

時
代
の
歴
史
学
の
た
め
に
―
歴
史
論
集
3
』
と
対
を
な
し
て
い
く
。



x

＊
　Sebastian  Conrad,  T

he  Q
uest  for  the  Lost  N

ation:  W
riting  H

istory  in  G
erm
any  and  Ja-

pan in the A
m
erican Century, California, W

orld H
istory Library, 2010.

原
著
の
ド
イ
ツ
語
版
は
、

一
九
九
九
年
。

＊
＊
　Christopher  L.  H

ill,  N
ational  H

istory  and  the  W
orld  of  N

ations:  Capital,  State,  and  the 
R
hetoric of H

istory in Japan, France, and the U
nited States, D

uke U
P, 2008.

＊
＊
＊
　Sebastian Conrad, W

hat is G
lobal H

istory?, Princeton U
P, 2016.

『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
　

―
　

批
判
的
歴
史
叙
述
の
た
め
に
』
小
田
原
琳
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
。

Christopher  L.  H
ill,  Figures  of  the  W

orld  :T
he  N

aturalist  N
ovel  and  T

ransnational  Form
, 

 N
orthw

estern  U
P,  2020.



xi　　目　 次

目
　
次

歴
史
論
集
1
　

ま
え
が
き

問
題
の
入
口　
「
歴
史
の
語
り
方
」
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー

第
1
章
　〈
正
典
〉な
き
時
代 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
3

1
　〈
正
典
〉と
歴
史
学 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
3

2
　
前
田
愛
の
作
品
を
め
ぐ
っ
て 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
6

第
2
章
　
二
〇
世
紀
歴
史
学
の
「
古
典
」 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
11

1
　
近
代
歴
史
学
の
誕
生
と
変
化 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
11

2
　
実
証
主
義
の
懐
疑 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
16

第
3
章
　
歴
史
の
「
語
り
方
」
が
な
ぜ
問
題
と
な
る
の
か 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
19



xii

Ⅰ　
「
歴
史
学
」
と
い
う
近
代
の
装
置

第
4
章
　「
歴
史
学
」
と
い
う
言
説 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
43

は
じ
め
に 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
43

1
　
三
つ
の
論
争
／
三
つ
の
史
学
史 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
50

2
　
一
九
三
〇
年
代
の
歴
史
学
の
風
景 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
63

⑴
　
明
治
維
新
像
・
一
九
三
五
年
前
後
Ⅰ
　
　
65

⑵
　
明
治
維
新
像
・
一
九
三
五
年
前
後
Ⅱ
　
　
77

お
わ
り
に 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
105

第
5
章
　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
の
「
欲
望
」 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
107

は
じ
め
に 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
107

1
　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
形
成
　

―
　

一
八
九
〇
年
前
後 

…
…
…
…
…
…
…
…
　
109

2
　
焦
点
と
し
て
の
「
歴
史
」
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー 

…
…
…
…
…
…
…
…
　
119

　

―
　

一
九
三
〇
年
代
後
半
以
降



xiii　　目　 次

第
6
章
　
文
学
史
の
饗
宴
と
史
学
史
の
孤
独 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
139

Ⅱ　

鏡
あ
る
い
は
座
標
軸
と
し
て
の
「
民
衆
史
研
究
」

第
7
章
　
違
和
感
を
か
ざ
す
歴
史
学 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
161

は
じ
め
に 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
161

1
　
は
じ
ま
り
の
違
和
感 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
166

2
　
民
衆
思
想
史
研
究
の
成
立
　

―
　

前
期
・
民
衆
思
想
史
研
究 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
174

3
　
民
衆
思
想
史
研
究
の
転
回 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
186

む
す
び
に
か
え
て
　

―
　「
社
会
史
研
究
」
と
の
距
離 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
200

第
8
章
　
民
衆
史
研
究
と
社
会
史
研
究
と
文
化
史
研
究
と 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
215

　

―
　「
近
代
」
を
対
象
と
し
た

は
じ
め
に 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
215

1
　
民
衆
史
研
究
／
社
会
史
研
究
／
文
化
史
研
究
に
か
か
わ
る 

い
く
つ
か
の
前
提 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
219



xiv

2
　
民
衆
史
研
究
を
軸
と
し
た
歴
史
学
の
光
景 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
229

　

―
　

社
会
史
研
究
へ
の
親
和
と
文
化
史
研
究
へ
の
違
和

第
9
章
　
三
つ
の
「
鳥
島
」 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
255

は
じ
め
に
　

―
　

史
学
史
と
い
う
領
域 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
255

1
　『「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か
』
と
そ
の
三
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 

…
…
…
…
…
…
　
260

2
　
自
己
と
他
者 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
270

3
　「
六
八
年
」
の
転
換
と
「
九
〇
年
代
」
へ
の
対
抗 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
278

Ⅲ　

歴
史
学
の
認
識
論
的
転
回
へ
向
か
っ
て

第
10
章
　
歴
史
意
識
の
八
〇
年
代
と
九
〇
年
代 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
295

第
11
章
　「
評
伝
」
の
世
界
と
「
自
伝
」
の
領
分 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
313

　

―
　

史
学
史
の
な
か
の
個
人
史
研
究

は
じ
め
に 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
313

1
　
民
衆
史
研
究
の
な
か
の
個
人
史
研
究 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
315



xv　　目　 次

2
　
自
伝
を
め
ぐ
っ
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
319

3
　
自
伝
と
歴
史
叙
述
の
あ
い
だ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
326

む
す
び
に
か
え
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
332

第
12
章
　
史
学
史
の
な
か
の
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
『
記
憶
の
場
』 

…
…
…
…
…
…
…
…
　
339

1
　「
記
憶
の
場
」
と
な
っ
た
『
記
憶
の
場
』 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
339

2
　「
記
憶
の
場
」
の
構
成 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
344

3
　
一
九
七
〇
年
代
と
一
九
九
〇
年
代
の
歴
史
学 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
348

む
す
び
に
か
え
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
356

第
13
章
　
現
代
歴
史
学
の
「
総
括
」
の
作
法 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
359

　

―
　

民
衆
史
研
究
・
社
会
運
動
史
・
社
会
史
研
究
を
対
象
と
し
て

は
じ
め
に
　

―
　『
成
果
と
課
題
』
の
成
果
と
課
題 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
359

1
　「
総
括
」
の
現
在
と
そ
の
作
法 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
362

2
　「
民
衆
史
研
究
」
を
め
ぐ
っ
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
365



xvi

3
　「
社
会
運
動
史
」
グ
ル
ー
プ
の
「
総
括
」 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
372

4
　「
戦
後
歴
史
学
」
の
姿
勢 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
375

5
　「
第
二
世
代
」「
第
三
世
代
」
に
よ
る
総
括 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
378

お
わ
り
に 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
387

初
出
一
覧 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
391

解
　
説 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　

戸
邉
秀
明
　

…
…
　
395



問
題
の
入
口

「
歴
史
の
語
り
方
」
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー





3　　第 1章　〈正典〉なき時代

第
1
章
　〈
正
典
〉な
き
時
代

1
　〈
正
典
〉と
歴
史
学

　
一
九
七
〇
年
に
、
歴
史
科
学
協
議
会
編
、
山
口
啓
二
・
黒
田
俊
雄
監
修
で
刊
行
さ
れ
た
、『
歴
史
の

名
著〈
日
本
人
篇
〉』（
校
倉
書
房
）と
い
う
書
物
が
あ
る
。「
日
本
の
著
書
」
か
ら
、「
歴
史
の
研
究
に
こ
こ

ろ
ざ
そ
う
と
す
る
人
な
ら
ば
、
だ
れ
し
も
か
な
ら
ず
一
度
は
読
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
低
限

の
も
の
」
を
二
五
冊（
！
）選
び
、
解
説
し
て
み
せ
る
入
門
書
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
話
題
を
限
定
し
つ

つ
、
同
書
に
掲
げ
ら
れ
た
書
目
を
な
が
め
て
み
れ
ば
、
野
呂
栄
太
郎
、
平
野
義
太
郎
、
山
田
盛
太
郎
か

ら
羽
仁
五
郎
、
服
部
之
総
の
著
作
が
な
ら
び
、
さ
ら
に
、
遠
山
茂
樹
『
明
治
維
新
』（
岩
波
書
店
、
一
九

五
一
年
）、
井
上
清
『
日
本
現
代
史
Ⅰ
明
治
維
新
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
一
年
）、
あ
る
い
は
丸
山

眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
一
年
）な
ど
が
つ
づ
く
。

　
一
九
七
〇
年
前
後
の
日
本
に
お
け
る
歴
史
学
に
と
り
、
こ
う
し
た
書
物
が
共
有
の
財
産
と
さ
れ
、

〈
正キ

ャ
ノ
ン典
〉と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
時
点
の
歴
史
学
の
認
識
と



4

問
題
意
識
が
あ
っ
た
。
歴
史
学
の
論
文
を
書
く
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
名
著
」
の
問
題
意
識
と
手
法

に
学
び
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
歴
史
像
と
の
関
連
を
言
及
す
る
こ
と
が
作
法
と
さ
れ
た
。
歴
史
学
の
論

文
は
か
な
ら
ず
個
別
の
実
証
と
な
る
た
め
、
個
別
の
分
析
が
意
味
を
も
つ
に
は
、
そ
れ
が
「
全
体
」
へ

つ
う
じ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
「
全
体
」
と
し
て
、
さ
き
の
「
名

著
」
の
近
代
日
本
像
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
遠
山
・
明
治
維
新
＝
近
代
日
本
像
や
、
井
上
・
明
治
維
新
＝
近
代
日
本
像

を
軸
に
、
史
学
史
や
研
究
史
が
く
み
た
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
研
究
＝
近
代
日
本
像
を
意
識
し
つ
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
研
究
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
日
本
研
究
は
こ
こ
に
い
た
る

講
座
派
と
労
農
派
の
論
争
を
学
び
、
地
主
制
の
性
格
を
め
ぐ
る
認
識
の
差
異
を
知
り
、
現
時
の
日
本
を

意
識
し
つ
つ
、
そ
の
歴
史
的
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
が
主
要
な
訓
練
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
た
。

　
近
代
日
本
研
究
は
、
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
い
わ
ゆ
る
民
衆
史
研
究
・
民
衆
思
想
史
研
究
が
提
唱
＝

提
起
さ
れ
、〈
正キ

ャ

典ノ
ン

〉を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
の
再
検
証
＝
再
検
討
と
修
正
を
お
こ
な
う
。
色
川
大
吉
を
は

じ
め
、
安
丸
良
夫
、
鹿
野
政
直
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
、
あ
る
い
は
中
村
政
則
ら
の
著
作
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
社
会
構
成
体
史
を
中
軸
に
お
く〈
正
典
〉に
対
し
、「
民
衆
」
の
観

点
＝
立
場
を
も
ち
こ
み
、
近
代
日
本
像
を
再
構
成
し
て
み
せ
た
。
色
川
『
明
治
精
神
史
』（
黄
河
書
房
、

一
九
六
四
年
）、
鹿
野
『
資
本
主
義
形
成
期
の
秩
序
意
識
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
安
丸
『
日
本
の

近
代
化
と
民
衆
思
想
』（
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
）、
ひ
ろ
た
『
文
明
開
化
と
民
衆
意
識
』（
青
木
書
店
、
一
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九
八
〇
年
）、
中
村
『
労
働
者
と
農
民
』（
小
学
館
、
一
九
七
六
年
）は
、
い
ま
だ
に
読
み
ご
た
え
の
あ
る

「
名
著
」
で
あ
り
、
同
時
に
、（
一
九
七
〇
年
前
後
に
刊
行
さ
れ
た
）〈
正
典
〉の
位
置
を
占
め
る
に
足
る
作
品

で
は
あ
る

―
も
っ
と
も
、
私
は
安
丸
『
出
口
な
お
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
）、
鹿
野
『
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
底
流
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
三
年
）と
い
っ
た
小
さ
な
世
界
を
素
材
と
し
た
作
品

に
よ
り
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。

　
だ
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
日
本
の
歴
史
学
は
こ
う
し
た〈
正
典
〉を
失
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
歴
史
学
の
「
名
著
」
は
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
に
関
心
を
よ
せ
る
人
た
ち
が
、

「
か
な
ら
ず
一
度
は
読
む
」
と
い
う
著
作
―
誰
も
が
共
通
し
て
読
み
、
共
有
し
よ
う
と
す
る
作
品
が

姿
を
消
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
近
代
日
本
を
考
察
す
る
う
え
で
の
、
共
通
の
認
識
＝
方
法
が
な
く

な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
八
〇
年
代
以
降
の
近
代
日
本
研
究
の
史
学
史
を
構
成
す
る
、〈
正
典
〉が
失

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
、
歴
史
学
研
究
の
分
散
化
―
細
分
化
で
は
あ
る
が
、
事
態
は
い
さ
さ
か
深

刻
で
、
失
わ
れ
た
の
は
実
は〈
正
典
〉で
は
な
く
、〈
正
典
〉と
い
う
概
念
＝
発
想
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が

正
確
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。「
名
著
」
は
、「
歴
史
の
研
究
に
こ
こ
ろ
ざ
そ
う
と
す
る
人
」
一
般
に
と
っ

て
の
「
名
著
」
で
は
な
く
、
個
別
の
、
あ
る
人
に
と
っ
て
の
「
名
著
」
と
な
っ
た
。
安
定
し
た
歴
史
学

の
枠
組
み
が
崩
れ
、
史
学
史
も
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
た（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
史
学
史
の
ゆ
ら
ぎ
」『
本

郷
』
第
二
号
、
一
九
九
六
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
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日
本
に
お
け
る
歴
史
学
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
あ
る
変
化
を
体
験
し
、
従
来
の
方
法
＝
認
識
で
は
ど

う
に
も
た
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
事
態
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
時
期
に
、
フ
ラ
ン
ス
を

中
心
と
す
る
「
新
し
い
歴
史
学
」
が
さ
か
ん
に
紹
介
さ
れ
、
翻
訳
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
と

無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
社
会
史
と
い
う
「
新
し
い
歴
史
学
」
に
つ
い
て
は
、
福
井
憲
彦
『「
新
し
い
歴

史
学
」
と
は
何
か
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）や
、
二
宮
宏
之
『
全
体
を
見
る

眼
と
歴
史
家
た
ち
』（
木
鐸
社
、
一
九
八
六
年
）が
周
到
な
紹
介
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
社
会
史
の
「
導

入
」
が
求
め
ら
れ
る
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
八
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
の
歴
史
学
の

ゆ
ら
ぎ
の
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

2
　
前
田
愛
の
作
品
を
め
ぐ
っ
て

　
史
学
科
に
入
学
し
、
歴
史
の
「
名
著
」＝〈
正キ
ャ

典ノ
ン

〉に
親
し
ん
で
い
た
私
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
こ
の

変
化
に
遭
遇
し
、
福
井
や
二
宮
の
著
作
を
導
き
の
糸
と
し
つ
つ（
多
く
は
翻
訳
を
つ
う
じ
て
で
は
あ
っ
た

が
）、
社
会
史
の
領
域
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
『
に
お
い
の
歴

史
』（A
lain Corbin, Le M

iasm
e et la Jonquille, 1982.

山
田
登
世
子
・
鹿
島
茂
訳
、
新
評
論
、
一
九
八
八
年
。

現
在
は
藤
原
書
店
）は
、
嗅
覚
と
い
う
感
性
の
歴
史
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
コ
ル
バ
ン
は
、

身
体（
＝
鼻
）の
規
律
・
規
範
の
形
成
さ
れ
る
過
程
を
、「
社
会
的
想
像
力
」
と
い
う
方
法
に
も
と
づ
き
、
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公
衆
衛
生
を
は
じ
め
、「
貧
民
街
」
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
「
私
生
活
」
に
ま
で
縦
横
に
わ
け
い
り
論

じ
て
み
せ
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ン
＝
ル
イ
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
『
性
と
歴
史
』（Jean-Louis Flandrin, Le 

Sexe et L
’occident, 1981.

宮
原
信
訳
、
新
評
論
、
一
九
八
七
年
。
現
在
は
藤
原
書
店
）は
、
の
ち
に
な
っ
て
フ

ラ
ン
ド
ラ
ン
の
著
作
と
し
て
は
や
や
大
づ
か
み
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

「
歴
史
」
を
さ
ま
ざ
ま
に
描
き
、
身
体
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
設
定
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
実
際
に
そ
れ
ら
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
大
き
な
示
唆
を
う
け

た
。

　
だ
が
、
い
ま
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
も
っ
と
も
熱
心
に
読
ん
で
い
た
の
は
、
文
学

研
究
者
の
前
田
愛
の
作
品
で
あ
っ
た
。
一
九
三
一
年
に
う
ま
れ
た
前
田
は
、
八
七
年
に
五
六
歳
で
急
逝

し
て
し
ま
う
が
、
現
在
、『
前
田
愛
著
作
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
―
九
〇
年
）と
し
て
六
巻
の
著
作
集

が
残
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
主
要
著
作
の
い
く
つ
か
は
、
文
庫
や
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
収
め
ら
れ
簡
単
に
手

に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
著
作
集
」
は
、「
第
一
巻
幕
末
・
維
新
期
の
文
学
／
成
島
柳
北
」「
第
二
巻

近
代
読
者
の
成
立
」「
第
三
巻
樋
口
一
葉
の
世
界
」「
第
四
巻
幻
景
の
明
治
」「
第
五
巻
都
市
空
間
の

な
か
の
文
学
」「
第
六
巻
テ
ク
ス
ト
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
構
成
を
も
ち
、
第
六
巻
を
除
き
、
い
ず

れ
も
前
田
が
刊
行
し
た
論
文
集
の
タ
イ
ト
ル
を
用
い
、
あ
ら
た
め
て
関
連
論
文
を
収
集
し
、
そ
れ
ぞ
れ

再
編
集
＝
再
構
成
し
て
あ
る
。

　
近
代
日
本
の
文
学
作
品
を
素
材
と
し
つ
つ
、
前
田
が
対
象
と
す
る
時
期
は
、「
幕
末
・
維
新
期
」
か
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ら
「
明
治
」「
大
正
」
を
へ
て
、「
昭
和
」
以
降
の
現
代
＝
現
在
に
ま
で
及
び
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世

紀
に
わ
た
っ
て
い
る
。
滝
沢
馬
琴
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』、
式
亭
三
馬
『
浮
世
床
』
か
ら
、
二
葉
亭
四

迷
『
浮
雲
』、
夏
目
漱
石
や
森
鷗
外
の
数
々
の
作
品
、
あ
る
い
は
、
横
光
利
一
『
上
海
』、
川
端
康
成

『
浅
草
紅
団
』
か
ら
、
大
岡
昇
平
『
武
蔵
野
夫
人
』、
池
田
満
寿
夫
『
エ
ー
ゲ
海
に
捧
ぐ
』、
田
中
康
夫

『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
へ
と
お
も
む
く
。

　
と
り
あ
げ
る
作
品
も
小
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
日
本
外
史
』（
頼
山
陽
）な
ど
の
史
書
、『
江
戸
繁
昌
記
』

（
寺
門
静
軒
）な
ど
の
案
内
記
を
ふ
く
み
、
吉
田
松
陰
、
佐
藤
一
斎
、
成
島
柳
北
、
松
原
岩
五
郎
ら
狭
義

の
文
学
者
の
範
囲
を
超
え
る
人
び
と
に
言
及
す
る
。
こ
の
と
き
前
田
は
、「
作
家
」「
作
品
」
に
焦
点
を

あ
わ
せ
て
論
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、「
読
者
」
へ
の
関
心
を
も
示
す
。『
近
代
読
者
の
成
立
』（
原
著
は
、

有
精
堂
、
一
九
七
三
年
）は
「
読
者
」
を
軸
に
、
書
肆
、
活
版
と
木
版
、
出
版
機
構
、
貸
本
屋
、
投
書
な

ど
「
読
書
」
を
め
ぐ
る
論
点
と
歴
史
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　
ま
た
、『
明
治
大
正
図
誌
』（
全
一
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
―
七
九
年
）の
編
者
の
一
人
と
し
て
図
像

に
も
強
い
関
心
を
よ
せ
、
地
域
の
歴
史
―
歴
史
の
地
域
性
を
図
像
を
用
い
て
再
構
成
す
る
。
こ
こ
に

は
、
文
学
研
究
が
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
や
歴
史
研
究
へ
と
つ
な
が
る
回
路
が
ひ
ら
か
れ
て
い
よ
う
。

　
前
田
の
「
都
市
空
間
」
へ
の
関
心
も
見
逃
せ
な
い
。
文
学
作
品
の
な
か
に
都
市
空
間
が
ど
の
よ
う
に

描
写
＝
認
識
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
、
他
方
、
都
市
空
間
を
描
く
作
品
を
う
み
出
す
都
市
空
間
そ
の

も
の
を
俎
上
に
の
せ
る
。『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』（
原
著
は
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
）が
、
お
り
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か
ら
の
都
市
論
の
代
表
的
な
著
作
で
あ
り
、
同
時
に
、
近
代
日
本
を
対
象
と
す
る
都
市
史
研
究
に
大
き

な
影
響
を
与
え
、「
生
き
ら
れ
た
都
市
空
間
」
の
領
域
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し

い
。

　
近
代
日
本
文
学
研
究
の
枠
組
み
を
、
対
象
と
す
る
時
期
や
作
品
・
作
家
を
つ
う
じ
て
、
い
や
、
対
象

そ
の
も
の
か
ら
変
え
、
他
の
領
域
に
越
境
し
て
み
せ
る
前
田
の
作
品
は
、「
日
本
」「
文
学
」
を
つ
く
り

出
す
近
代
へ
の
問
い
か
け
を
も
つ
が
、
こ
こ
に
は
方
法
へ
の
強
い
関
心
が
あ
る
。
と
く
に
『
都
市
空
間

の
な
か
の
文
学
』
は
記
号
論
の
方
法
を
駆
使
し
、
収
録
さ
れ
た
一
編
一
編
の
論
文
に
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら

た
な
現
代
思
想
の
方
法
が
援
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
獄
舎
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
の
注
目
し
た
「
一パ

ノ
プ
テ
ィ
コ
ン

望
監
視
施
設
」
を
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
か
ら
サ
ド
侯
爵
、
吉

田
松
陰
か
ら
松
原
岩
五
郎
に
い
た
る
言
説
を
散
り
ば
め
、「
都
市
的
な
る
も
の
」
の
「
祖
型
」
の
ひ
と

つ
と
し
て
の
「
獄
舎
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
解
析
す
る
。
多
様
な
素
材
が
方
法
に
よ
っ
て
、「
獄
舎
」
と

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
が
と
も
に
都
市
を
「
母
胎
」
と
し
、
通
底
し
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。

　
前
田
の
方
法
へ
の
関
心
が
い
き
つ
い
た
地
点
が
、
遺
著
と
な
っ
た
『
文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
』（
筑
摩
書

房
、
一
九
八
八
年
）で
あ
る
。「
身
体
論
」「
言
語
論
」「
読
書
論
」
な
ど
を
ふ
く
み
、「
テ
ク
ス
ト
」
の
意

味
生
成
論
や
プ
ロ
ッ
ト
論
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
ヴ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
や
ヴ

ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
ら
の
文
学
解
読
の
た
め
の
理
論
が
総
動
員
さ
れ
る
。
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス

テ
ィ
ヴ
ァ
、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
ー
ム
ソ
ン
ら
に
も
目
く
ば
り
が
さ
れ
、
方
法
へ
の
探
究
が
つ
づ
け
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ら
れ
る
。

　
近
代
日
本
文
学
研
究
を
、
前
田
は
、「
日
本
」
や
「
文
学
」
に
固
着
さ
せ
ず
、
方
法
を
つ
う
じ
て
開

か
れ
た
地
平
へ
と
も
ち
出
そ
う
と
し
て
お
り
、「
日
本
」「
歴
史
」
研
究
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
す
こ
ぶ

る
多
い
。「
日
本
」
と
い
う
空
間
に
自
閉
せ
ず
、「
文
学
」
と
い
う
対
象
に
密
着
す
る
こ
と
を
避
け
る
問

題
構
成
を
前
田
は
希
求
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
前
田
の
試
み
は
、
近
代
日
本
文
学
研
究
に
お
け
る

〈
正キ

ャ

典ノ
ン

〉の
あ
ら
た
な
読
み
と
、〈
正
典
〉の
概
念
へ
の
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
近
代
日

本
文
学
」
研
究
を
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。〈
正
典
〉な
き
時
代
は
、
文
学
の

領
域
に
も
及
ん
で
い
よ
う
が
、
前
田
の
著
作
は
そ
の
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、〈
正
典
〉な
き
時
代
に
い

か
に
研
究
が
可
能
で
あ
る
か
を
模
索
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。〈
正
典
〉な
き
時
代
の
開
始
の
時
期
―
一

九
八
〇
年
代
に
、
前
田
愛
の
著
作
を
あ
れ
こ
れ
と
読
む
日
々
を
お
く
っ
て
い
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て

思
い
出
す
。
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