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序
言

Edoardo G
ERLIN

I

本
書
は
、
日
本
古
典
文
学
を
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
、
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
。
今
日
、
古
典
文
学
が
文
化
遺
産

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ざ
「
文
学
は
遺
産
か
」、
ま
た
は
「
文
学
遺
産
と
は
何

を
示
し
て
い
る
の
か
」
と
問
わ
れ
た
場
合
、
果
た
し
て
明
確
な
回
答
を
す
ぐ
さ
ま
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。「
古
典
」
と
称
さ
れ
る
作
品
群
は

そ
の
ま
ま
文
学
遺
産
と
呼
べ
る
か
。
過
去
に
作
ら
れ
、
今
は
資
料
館
や
図
書
館
の
棚
に
眠
っ
て
い
る
書
写
資
料
も
全
て
遺
産
と
す
べ
き
な

の
か
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、「
古
典
」
と
い
う
語
に
対
し
て
、
遺
産
と
い
う
概
念
は
い
か
な
る
意
味
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
ら
し
、
ま
た

い
か
な
る
思
考
を
導
入
す
る
も
の
な
の
か
。

本
書
の
主
な
目
的
は
、「
テ
ク
ス
ト
遺
産
（textual heritage

）」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
提
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
文
学
研
究
に

新
し
い
問
題
意
識
を
促
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
学
作
品
を
精
確
に
解
読
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
背
景
に
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ

と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
が
代
々
継
承
さ
れ
る
過
程
で
い
か
に
利
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
再
創
造
さ
れ
た
か
、
ま
た
い
か
に
そ
の
評

価
や
価
値
が
改
め
ら
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
注
視
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

過
大
な
主
張
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
今
日
の
古
典
文
学
研
究
に
対
し
て
画
期
的
、
か
つ
学
際
的
な
視
野
を

与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
遺
産
」
は
最
も
タ
イ
ム
リ
ー
で
、
効
果
的
な
概
念
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
間
テ
ク
ス
ト
性

（intertextuality

）
や
カ
ノ
ン
化
（canonization

）
な
ど
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
関
連
す
る
課
題
に
つ
い
て
は
既
に
一
定
の
検

討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
遺
産
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
活
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
研
究
お
よ
び
人
文
学
を
越
境
す

る
、
包
括
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
野
が
得
ら
れ
る
も
の
と
期
待
で
き
る
。
例
え
ば
、
カ
ノ
ン
と
同
様
に
、
遺
産
も
ま
た
、
エ
リ
ー
ト
階

層
の
支
配
的
で
制
度
化
さ
れ
た
価
値
観
を
反
映
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
方
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
声
に
力
を
与
え
、
あ
る
い
は
小
さ
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
支
え
て
、
支
配
階
級
の
そ
れ
と
は
異
な
る
世
界
観
を
語
る
遺
産
の
ケ
ー
ス
も
少
な

く
な
い
。
周
知
の
通
り
、
遺
産
を
対
象
と
す
る
最
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
施
策
を
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
確
固
と
し
た
政
治

的
な
権
力
に
基
づ
く
、
文
化
庁
や
ユ
ネ
ス
コ
の
よ
う
な
国
家
機
関
及
び
国
際
機
関
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る

人
々
と
集
団
の
場
合
も
、
文
化
遺
産
と
い
う
装
置
が
有
効
な
働
き
を
果
た
し
、
遺
産
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
そ
の
文
化
の
形
成
と
継
承
の

過
程
を
分
析
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
学
も
含
め
て
、
世
界
の
文
化
的
多
様
性
を
理
解
し
、
そ
れ
を
保
護
す
る

方
法
を
考
え
る
際
は
、
カ
ノ
ン
や
古
典
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
す
る
よ
り
も
、
遺
産
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
と
す
る
も

の
で
あ
る
と
予
想
で
き
る
。

現
在
、
文
化
を
め
ぐ
る
社
会
の
関
心
を
俯
瞰
す
る
と
、
古
典
や
カ
ノ
ン
と
い
う
単
語
よ
り
も
、
遺
産
の
ほ
う
が
よ
り
身
近
な
存
在
感
を

表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
、
遺
産
と
み
な
さ
れ
る
モ
ノ
の
類
は
圧
倒
的
に
広
い
。
自
然
環
境
、
建
築
物
、
美
術
品
、
芸
能
、
伝

統
的
知
識
、
言
い
伝
え
、
料
理
、
道
路
や
産
業
施
設
等
々
。
普
段
、
文
化
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
生
産
物
お
よ
び
知
識
ま

で
も
が
、
ユ
ネ
ス
コ
「
世
界
遺
産
」
を
初
め
、
様
々
な
リ
ス
ト
や
目
録
に
登
録
さ
れ
、
遺
産
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う

し
て
「
〇
〇
遺
産
」
と
い
う
付
箋
が
付
け
ら
れ
た
も
の
は
、
政
治
や
経
済
に
携
わ
る
人
々
に
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
務
機
関
の

政
策
と
そ
の
資
金
投
資
の
重
要
な
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
稀
な
ケ
ー
ス
を
別
に
し
て
、
古
典
文
学
は
そ
の
よ
う
な
注

目
を
浴
び
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
古
典
や
カ
ノ
ン
は
、
古
く
か
ら
固
定
し
た
形
で
継
承
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
不
変
で

ハ
ー
ド
な
性
格
ゆ
え
に
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
一
方
、
日
常
と
は
縁
の
無
い
、
無
用
な
モ
ノ
、
無
駄
な
知
識
と
し
て
軽
蔑
さ
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れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
遺
産
は
、
変
わ
り
続
け
る
モ
ノ
で
あ
る
と
い
う
可
変
的
な
性
格
が
あ
る
た
め
か
、
あ
る
い
は

常
に
保
護
を
必
要
と
す
る
虚
弱
さ
（fragility

）
が
内
在
す
る
せ
い
か
、
現
在
の
人
々
に
そ
れ
に
対
す
る
責
任
感
を
与
え
、
日
常
生
活
と
も

よ
り
深
い
関
係
を
感
じ
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
近
年
の
研
究
が
打
ち
出
し
て
い
る
遺
産
の
定
義
に
即
し
て
見
て
も
、
物
質
的
な
存
在
と
し
て

よ
り
も
、
新
し
い
価
値
と
意
味
を
作
り
出
す
力
の
あ
る
文
化
的
・
社
会
的
営
為
と
し
て
の
「
遺
産
」
の
働
き
が
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
が
判
る
。

実
は
、（
文
化
）
遺
産
に
対
す
る
理
解
や
定
義
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
遺
産
と
遺
産
化
（heritagisation

）
を
主
な

課
題
と
す
る
学
問
、
い
わ
ゆ
る
遺
産
研
究
（H

eritage Studies

）
の
領
域
に
お
い
て
も
、「
遺
産
」
と
い
う
言
葉
の
含
意
に
関
し
て
は
、
異

な
る
立
場
が
多
々
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、「
遺
産
」
を
考
え
る
場
合
に
は
「
遺
さ
れ
た
（
財
）
産
」
と
い
う
文
字
通
り
の
意
味
は
看

過
で
き
な
い
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、「
遺
産
」
と
い
う
概
念
の
最
も
根
本
的
な
要
素
は
、
過
去
と
現
在
（
あ
る
い
は
世
代
と
世
代
）
と

の
関
係
と
、
価
値
作
り
の
過
程
と
い
う
二
点
を
含
む
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
経
済
の
視
点
か
ら
し
て
も
、
財
産
と
は
絶
対
的

な
価
値
を
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
価
値
観
と
資
源
状
況
に
よ
っ
て
位
置
付
け
が
左
右
さ
れ
る
。
ま
た
、
地
理
的
、
歴

史
的
な
背
景
が
変
わ
れ
ば
、
同
じ
財
産
で
も
そ
の
価
値
は
変
わ
る
。
こ
れ
は
文
化
遺
産
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
、
そ
の
経
済
的
な
価
値

は
と
も
か
く
、
現
在
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
歴
史
や
文
化
を
評
価
し
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
保
存
し
、
次
の
世
代
に
伝

え
る
か
、
と
い
う
問
い
こ
そ
が
そ
れ
を
遺
産
と
定
め
る
基
礎
だ
と
言
え
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
現
在
」
と
は
、
必
ず
し
も
我
々
の
二

十
一
世
紀
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
通
時
的
な
次
元
で
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
本
書
収
載
の
論
考
か
ら
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
紀

貫
之
の
筆
跡
を
写
し
た
藤
原
定
家
の
時
代
（
十
三
世
紀
）、『
蒙
求
』
に
振
り
仮
名
を
つ
け
た
毛
利
貞
斎
の
時
代
（
十
七
世
紀
）、『
東
海
道
中

膝
栗
毛
』
を
引
用
し
な
が
ら
新
し
い
作
品
を
著
し
た
泉
鏡
花
の
時
代
（
二
十
世
紀
）、
こ
れ
ら
は
全
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
在
」
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
各
時
代
の
「
現
在
人
」
が
成
し
た
様
々
な
営
為
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
形
と
意
味
を
も
っ
て
、
我
々
の
手
元
に
テ
ク
ス
ト
遺
産
と

い
う
モ
ノ
・
知
識
が
届
い
た
の
で
あ
る
。

本
書
に
収
載
す
る
各
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
通
時
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
考
察
を
通
し
て
、
日
本
の
古
典
テ
ク
ス
ト
が
い
か
に
各
時

代
の
「
現
在
人
」
に
よ
っ
て
読
ま
れ
、
理
解
さ
れ
、
複
製
さ
れ
、
修
正
さ
れ
、
編
集
さ
れ
、
教
え
ら
れ
た
か
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
「
利

用
と
再
創
造
」
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
遺
産
の
一
つ
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
い
う
概
念
に
は
様
々

な
意
味
と
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
書
収
載
の
各
論
文
か
ら
浮
か
び
上
が
る
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
理
解
は
、
そ
の
多
様
性
を
反

映
し
、
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
を
定
義
す
る
こ
と
の
困
難
さ
と
同
時
に
、
そ
の
必
要
性
を
証
明
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
編
者
は
、
こ
こ

で
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
な
る
も
の
の
定
義
を
た
だ
一
つ
に
集
約
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
、
ま
ず
は
テ
ク
ス
ト
遺
産
を
課
題
と
し
て
投
げ
か
け
、

各
執
筆
者
か
ら
の
意
見
や
理
解
を
受
け
取
っ
た
上
で
、「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い
う
概
念
の
可
能
性
を
追
究
す
る
こ
と
に
し
た
。

本
書
の
構
成

本
書
は
、
日
本
で
作
ら
れ
、
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
様
々
な
テ
ク
ス
ト
、
い
わ
ゆ
る
古
典
籍
を
研
究
す
る
専
門
家
た
ち
に
「
テ
ク

ス
ト
遺
産
」
と
い
う
概
念
に
よ
る
考
察
を
課
題
と
し
て
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

古
典
を
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ
の
意
味
や
働
き
を
検
討
し
て
も
ら
っ
た
。
本
書
は
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
例
を
取
り
上

げ
る
十
本
の
論
文
と
、
経
済
や
文
化
交
流
史
な
ど
の
更
な
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
貢
献
す
る
六
本
の
コ
ラ
ム
と
一
本
の
特
別
寄
稿
を

通
し
て
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
意
味
を
追
究
す
る
も
の
で
あ
る
。

緒
論
「
な
ぜ
テ
ク
ス
ト
遺
産
か
」
で
は
、
遺
産
研
究
の
経
験
と
理
論
に
基
づ
き
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
い
う
論
理
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
必

然
と
可
能
性
、
お
よ
び
限
界
と
問
題
点
を
論
述
す
る
。
以
下
、
各
論
文
、
コ
ラ
ム
を
は
さ
み
、
最
後
の
結
論
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
は
何

か
」
で
は
、
執
筆
者
か
ら
提
案
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
定
義
を
参
考
に
、
本
書
全
体
を
通
し
て
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
い
う
新
し

い
古
典
文
学
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
と
有
効
性
を
総
括
す
る
。

本
書
は
以
上
の
構
成
に
よ
っ
て
、
古
典
文
学
研
究
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
展
開
す
べ
き
か
、
古
典
テ
ク
ス
ト
の
理
解
は
ど
の
よ
う
に

深
ま
る
か
、
他
の
学
問
分
野
と
は
ど
の
よ
う
な
新
た
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
や
対
話
が
可
能
か
、
と
い
っ
た
大
き
な
課
題
へ
の
接
続
を
目
指
す
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
執
筆
者
の
ほ
と
ん
ど
は
日
本
古
典
文
学
の
専
門
家
で
あ
り
、
各
論
文
や
コ
ラ
ム
の
注
目
は
当
然
、
主
と
し
て
前
近
代

文
学
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
本
書
の
主
眼
は
「
文
学
遺
産
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い
う
語
句

へ
の
こ
だ
わ
り
に
あ
る
。
そ
れ
は
通
常
の
文
学
、
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
形
成
さ
れ
、
近
代
に
日
本
に
導
入
さ
れ
たliterature

の
概
念
と
、

『古典は遺産か？』最終版一括PDF



序言9 8

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

そ
こ
か
ら
発
展
し
た
日
本
の
国
文
学
と
い
う
立
場
を
相
対
化
し
、
よ
り
広
く
知
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
文
」（
テ
ク
ス
ト
）
の
世
界
を
含

意
し
た
い
が
故
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
と
い
う
も
の
の
多
様
性
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
、
東
ア
ジ
ア
と
日
本
に
特
徴
的
な
テ
ク
ス
ト
の
伝

来
、
受
容
、
変
容
の
あ
り
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
研
究
の
発
展
を
導
く
機
縁
と
な
る
こ
と
を
願
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
の
狙
い
は
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
と
い
う
も
の
を
、
た
だ
の
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
文
学
研
究
を
貫
く
大
課
題
を

実
際
に
再
考
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
提
供
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
化
を
遺
産
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
多
く
の

課
題
が
眼
前
に
現
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
特
に
テ
ク
ス
ト
の
所
有
性
、
作
者
性
、
真
正
性
と
い
う
三
つ
の
課
題
に
照
明
を

あ
て
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
、
本
書
の
第
一
部
〜
第
三
部
を
構
成
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
加
え
て
第
四
部
で

は
テ
ク
ス
ト
遺
産
を
文
学
研
究
の
外
か
ら
望
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
可
能
性
と
未
来
を
予
想
し
て
い
き
た
い
。

第
一
部　

所
有
性
（ow

nership
）
と
い
う
の
は
、
テ
ク
ス
ト
が
誰
の
も
の
な
の
か
と
い
う
、
一
見
単
純
な
質
問
を
導
く
も
の
で
あ
る
。

渡
来
し
た
漢
籍
で
あ
れ
、
日
本
で
新
し
く
作
ら
れ
た
書
物
で
あ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
テ
ク
ス
ト
は
、
主
に
写
本
や
版
本
と
い
っ
た
複
製
品
と

し
て
流
布
し
、
伝
わ
っ
て
き
た
。
古
代
朝
鮮
半
島
の
文
人
な
ど
が
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
書
籍
は
日
本
人
の
モ
ノ
に
な
り
、
平
安
時
代
の
目

録
に
収
録
さ
れ
て
い
る
漢
籍
は
日
本
が
所
有
す
る
モ
ノ
に
間
違
い
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
存
在
は
、
日
本
文
化
史
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
実
際
に
そ
れ
ら
を
有
し
て
い
た
人
々
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
で
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
保
存
し
取

り
扱
っ
て
い
た
の
か
。

本
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
物
体
自
体
が
、
ま
る
で
財
産
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
大
事
に
さ
れ
、
他
人
に
容
易
に
渡
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
寺
院
や
家
の
中
で
継
承
さ
れ
る
訓
点
の
流
儀
や
和
歌
の
秘
伝
な
ど
の
知
識
を
書
き
留
め
た
資
料
や
テ
ク
ス
ト
は
、
秘
伝

と
し
て
守
ら
れ
、
簡
単
に
は
他
者
の
目
に
は
触
れ
さ
せ
な
か
っ
た
。
一
方
、
例
え
ば
一
部
の
仏
典
の
よ
う
に
、
写
経
な
ど
の
営
為
に
よ
っ
て

そ
れ
を
複
製
し
、
社
会
に
広
く
流
布
さ
せ
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
読
ま
せ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
の
所
有
者
は
い
か
な
る
道
理
や
目
的
を
も
っ
て
そ
れ
を
独
占
し
、
あ
る
い
は
他
人
に
手
渡
し
、
ま
た
は
複
製
し
て
大
勢
と
共

有
し
て
い
た
の
か
。
次
世
代
に
伝
え
る
時
は
、
ど
の
よ
う
な
志
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
義
務
感
に
促
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
の
存
在
を
守
り
、

「
遺
産
」
と
し
て
残
し
た
の
か
。
ま
た
、
蔵
書
印
や
奥
書
に
よ
っ
て
、
書
物
の
所
有
者
を
証
明
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
人
た

ち
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
付
加
価
値
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
授
受
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
々
の
時

代
意
識
と
歴
史
観
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
部　

作
者
性
（authorship

）
は
、
少
な
く
と
も
七
〇
年
代
以
来
の
文
学
理
論
に
お
い
て
頻
繁
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
大
き
な
テ
ー

マ
で
あ
る
が
、
本
書
は
こ
れ
を
「
遺
産
」
と
い
う
概
念
と
と
も
に
検
討
す
る
。
本
書
で
は
、
古
典
作
品
の
原
文
を
作
っ
た
真
の
作
者
は
誰

だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
集
中
す
る
の
で
は
な
く
、
注
釈
や
翻
訳
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
作
品
に
新
し
い
姿
を
与
え
た
人
々
の
立
場
か
ら

考
え
た
い
。
例
え
ば
、
本
文
を
そ
の
ま
ま
残
し
な
が
ら
新
し
い
テ
ク
ス
ト
を
追
加
す
る
注
釈
書
に
対
し
て
、
翻
訳
は
本
文
を
砕
い
て
異
な

る
言
葉
で
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
作
り
直
す
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
訓
読
と
い
う
技
で
は
原
文
を
残
し
な
が
ら
そ
の
側
に
新
し
い
文
字
、
文

章
、
意
味
を
追
加
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
権
威
あ
る
古
典
テ
ク
ス
ト
に
手
を
加
え
る
人
々
は
、
自
分
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
コ
ン
テ

ン
ツ
を
生
み
出
す
「
作
者
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
忠
実
に
テ
ク
ス
ト
を
伝
承
し
な
が
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た

だ
け
な
の
か
。
元
の
作
者
と
自
分
（
翻
訳
者
、
注
釈
者
、
撰
者
）
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
過
去

に
生
き
て
い
た
そ
の
人
々
と
、
書
誌
学
や
文
献
学
の
規
則
に
従
っ
て
新
し
い
校
訂
本
や
翻
訳
を
作
成
し
て
い
る
今
日
の
研
究
者
と
の
「
作

者
性
」
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
う
問
題
も
次
の
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
三
部　
真
正
性
（authenticity

）
の
視
点
か
ら
前
近
代
テ
ク
ス
ト
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
た
だ
本
物
と
偽
製
と
を
区
別
す
る
だ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
も
そ
も
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
基
本
的
に
古
典
籍
は
写
本
、

つ
ま
り
複
製
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
名
作
で
さ
え
原
本
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
。『
源
氏
物
語
』
も
そ
う
で
あ
る
が
、

例
え
ば
『
平
家
物
語
』
で
は
も
と
も
と
た
だ
一
つ
の
原
文
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
既
存
の
テ
ク
ス
ト
を
典
拠
と
し
た
り
、
引

用
し
た
り
、
あ
る
い
は
同
じ
内
容
を
他
の
言
語
に
訳
し
た
り
、
違
う
言
葉
で
語
り
直
し
た
り
す
る
と
い
う
志
向
は
、
古
典
文
学
の
根
本
的

な
要
素
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
の
感
覚
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
再
利
用
は
通
常
た
だ
の
剽
窃
か
パ
ロ
デ
ィ
ー
、
ま
た
は
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
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か
捉
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
中
世
の
歌
人
に
と
っ
て
は
本
歌
取
り
の
よ
う
に
既
存
の
歌
を
引
用
す
る
の
は
そ
の
腕
を
誇
る
至

上
の
技
で
あ
っ
た
。
新
し
い
テ
ク
ス
ト
と
元
の
テ
ク
ス
ト
の
関
係
を
検
討
す
る
に
は
、
間
テ
ク
ス
ト
性
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
効
果
的
で

は
あ
る
が
、
真
正
性
は
そ
れ
に
更
な
る
次
元
を
加
え
る
。
例
え
ば
既
存
の
テ
ク
ス
ト
の
原
型
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
保

存
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ど
の
表
現
と
内
容
な
ら
ば
変
更
が
許
さ
れ
、
ど
の
箇
所
が
「
古
典
」
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
守
り
続
け
ら
れ
た
か
。

テ
ク
ス
ト
の
真
正
性
と
い
う
意
識
が
存
在
し
た
の
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
感
覚
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
い
か
に
そ
れ
は
評
価
さ
れ
た
か
、

ど
の
よ
う
な
作
法
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
か
。
物
体
と
し
て
の
書
物
と
そ
の
内
容
に
対
す
る
際
、
真
正
性
は
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
た
か
。

第
四
部
で
は
、
古
典
文
学
研
究
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
出
発
点
と
し
て
、「
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
未
来
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
こ
の
概
念

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
考
え
る
。
経
済
学
や
文
化
交
流
史
な
ど
の
他
分
野
か
ら
見
た
場
合
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
は
ど
の
よ
う
な
顔
を
表
す
の

か
。
テ
ク
ス
ト
遺
産
が
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
の
形
に
具
現
化
す
る
と
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
か
。
テ
ク
ス
ト
に
潜
在
す
る
デ
ジ
タ
ル
な

本
性
は
、
ど
の
よ
う
に
二
十
一
世
紀
の
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
存
続
と
普
及
を
支
え
る
か
。
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
概
念
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、

「
遺
産
」
と
い
う
次
元
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
包
括
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
得
ら
れ
、
広
義
で
の
文
化
の
発
展
と
社
会
に

お
け
る
そ
の
位
置
と
役
割
を
さ
ら
に
把
握
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
は
日
本
古
典
文
学
に
集
中
す
る
が
、「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い

う
概
念
は
よ
り
多
用
的
で
、
学
際
的
な
考
察
を
導
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
こ
の
第
四
部
で
は
、
様
々
な
方
向
へ
展
開
す
る
テ
ク
ス
ト
遺

産
に
つ
い
て
の
考
察
を
集
め
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
未
来
を
垣
間
見
る
。

テ
ク
ス
ト
遺
産
と
い
う
架
け
橋
を
通
じ
て
、
文
学
、
と
り
わ
け
古
典
文
学
の
研
究
が
、「
古
典
の
危
機
」
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
ど
う

か
は
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
遺
産
と
い
う
概
念
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
と
将
来
の
社
会
に
お
け
る
古
典
文
学
の
価

値
と
役
割
を
よ
り
明
瞭
に
、
そ
し
て
批
判
的
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
ほ
と
ん
ど
の
他
の
文
化
財
と
は
異
な
り
、

テ
ク
ス
ト
は
理
論
上
だ
け
で
も
、
無
限
に
複
製
で
き
る
文
化
的
生
産
物
で
あ
り
、
も
っ
と
も
共
有
し
や
す
い
文
化
財
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
テ
ク
ス
ト
遺
産
は
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど
の
隣
国
を
は
じ
め
、
東
ア
ジ
ア
と
日
本
と
の
交
流
を
語
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
に

違
い
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
世
界
に
対
峙
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
か
め
、
再
構
築
す
る
た
め
の
重
要
な
道
具

で
も
あ
る
。
本
書
の
目
的
は
、
た
だ
日
本
の
古
典
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
、
そ
れ
ら
を
伝
承
し
続
け
た
人
々
の
考
え
と
世
界
観
を
知
る
こ
と

に
止
ま
ら
な
い
。
古
典
テ
ク
ス
ト
の
内
に
宿
る
過
去
の
知
識
を
理
解
し
た
上
で
、「
日
本
テ
ク
ス
ト
遺
産
史
」、
つ
ま
り
日
本
で
伝
承
さ
れ
、

再
創
造
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
を
描
き
始
め
る
意
味
も
あ
る
。

改
め
て
考
え
れ
ば
、
本
書
の
ペ
ー
ジ
上
に
引
用
さ
れ
、
分
析
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
る
様
々
な
古
典
テ
ク
ス
ト
は
、
実
際
に
、
こ
こ
で
も
ま

た
利
用
さ
れ
、
再
創
造
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
自
体
が
、
文
化
的
営
為
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
一
例
、

あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
具
現
化
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。

本
書
が
紹
介
す
る
日
本
古
典
文
学
の
新
し
い
読
み
方
に
出
会
っ
た
読
者
各
位
が
、
過
去
と
現
在
の
関
係
を
よ
り
正
確
に
、
あ
る
い
は
よ

り
批
判
的
に
把
握
で
き
た
と
感
じ
て
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
本
書
の
所
期
の
目
標
は
十
分
に
達
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
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