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（

一

）

縁
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
高
名
な
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学

教
授
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
セ
オ
ド
ア
・
ド
バ
リ
ー
氏

(
W
m
.
T
h
e
o
d
o
r
e
 d
e
 

B
a
r
y
)
の

L
i
b
e
r
a
l
T
r
a
d
i
t
i
o
n
 
in 
C
h
i
n
a
を
平
凡
社
よ
り
翻
訳
出
版

し
た
が
、
新
聞
の
書
評
な
ど
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
本
書
が
た
ん
に
中
国

思
想
史
プ
ロ
パ
ー
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
果
た

し
た
儒
教
の
役
割
と
い
う
、
遥
か
に
広
い
関
心
の
下
で
読
ま
れ
て
い
る
ら

し
い
と
の
こ
と
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
原
著
者
を
始
め
訳
者
や
書
陣
の
期
待

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
実
証
主
義
云
々
の
レ
ベ
ル
だ
け
か
ら
鼎
の
軽

重
を
問
わ
れ
は
し
ま
い
か
と
、
内
心
は
穏
や
か
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う

プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ッ
ク

の
も
、
ド
バ
リ
ー
氏
の
問
題
構
制
と
論
述
の
ス
タ
イ
ル
が
、
清
朝
の
考
証

学
の
伝
統
を
継
承
す
る
日
本
の
シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
文
献
実
証
主
義
的
精
神
に

到
底
な
じ
め
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
訳
者
解

説
」
な
ど
と
僭
越
な
一
文
を
草
し
て
、
彼
我
の
シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
ギ
ャ
ッ
プ

を
で
き
る
だ
け
埋
め
る
努
力
を
し
た
が
、
こ
の
不
安
は
い
ま
だ
も
っ
て
杞

憂
と
し
て
解
消
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

‘、ノ
ド

リ
ー
著

『
朱
子
学
と
自
由
の
伝
統
』

の
翻
訳
を
通
じ
て

と
こ
ろ
が
幸
い
、
本
書
を
読
ま
れ
た
加
地
伸
行
教
授
か
ら
、
西
欧
人
の

書
い
た
中
国
研
究
書
を
翻
訳
す
る
意
義
や
問
題
点
に
つ
い
て
書
い
て
み
な

い
か
と
い
う
お
誘
い
を
受
け
た
。
渡
り
に
船
で
あ
る
。
早
速
、
横
文
字
を

立
文
字
に
変
換
し
て
い
る
際
に
頭
に
浮
か
ん
だ
妄
想
の
如
き
も
の
を
、
多

少
論
理
の
衣
を
ま
と
わ
せ
て
書
き
連
ね
て
み
た
。
論
じ
た
い
事
項
は
、
次

ぎ
の
三
点
に
つ
き
る
。
翻
訳
行
為
、
実
証
主
義
批
判
、
パ
ロ
キ
ア
リ
ズ
ム

(
p
a
r
o
c
h
i
a
l
i
s
m
)
の
評
価
。
む
ろ
ん
一
般
論
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
ド
バ
リ
ー
氏
の
著
書
に
即
し
て
の
議
論
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
こ

こ
に
思
想
史
研
究
と
い
う
も
の
の
核
心
に
触
れ
る
問
題
点
を
予
想
し
た
上

で
の
話
し
で
あ
る
。
以
下
、
著
者
に
忠
実
な
訳
者
と
し
て
の
職
分
を
踏
み

越
え
た
と
こ
ろ
で
論
を
進
め
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
立
論
に
は
、
著
者
ド

バ
リ
ー
氏
は
責
任
が
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（

二

）

ま
ず
具
体
的
で
論
じ
易
い
翻
訳
の
問
題
か
ら
始
め
る
。
こ
こ
で
の
議
論

は
、
西
欧
人
の
手
に
成
る
研
究
書
を
翻
訳
す
る
こ
と
の
意
味
、
及
び
彼
ら

山

口

久

和

(36) 
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の
研
究
書
に
付
さ
れ
た
引
用
原
文
の
自
国
へ
の
訳
出
の
評
価
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
後
者
は
、
日
本
の
研
究
者
の
論
述
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
原
文
の
訓

読
と
、
西
欧
の
研
究
者
が
行
っ
て
い
る
原
文
の
近
代
西
欧
語
訳
の
優
劣
と

言
い
か
え
て
も
よ
い
。
ま
っ
た
く
無
関
係
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
こ
の
二

つ
は
同
根
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

長
い
伝
統
と
優
秀
な
研
究
者
を
擁
す
る
日
本
の
シ
ノ
ロ
ジ
ー
に
、
な
ぜ

わ
ざ
わ
ざ
西
欧
人
の
研
究
書
を
訳
出
紹
介
す
る
必
要
が
有
る
の
か
と
い
う

素
朴
で
多
少
偏
見
に
満
ち
た
疑
問
に
対
し
て
は
、
本
書
が
極
め
て
優
れ
た

内
容
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
だ
け
答
え
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
論
じ
た

い
の
は
そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
話
し
で
は
な
い
。
中
国
人
の
研
究
書
も
含

め
て
、
一
般
に
外
国
人
の
研
究
成
果
を
翻
訳
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
、

切

私
は
「
異
化
」

(
a
l
i
e
n
a
t
i
o
n
)
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
た
い
。
簡
単
に

言
え
ば
、
異
な
っ
た
文
化
的
背
景
（
そ
の
最
も
顕
著
な
も
の
は
言
語
で
あ

る
）
を
担
っ
た
彼
ら
外
国
の
研
究
者
に
は
当
然
、
我
々
と
異
な
っ
た
意
味

分
節
、
つ
ま
り
意
味
を
掴
み
取
る
た
め
の
網
目
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ま
で
我
々
の
典
味
を
引
か
な
か
っ
た
同
じ
対
象
が
、
彼
ら
の
言

述
を
通
し
て
異
な
っ
た
様
相
で
提
示
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
ち
ら
の
知
覚

が
刺
激
さ
れ
、
ひ
い
て
は
知
識
の
修
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ド
バ
リ
ー
氏
の
著
書
か
ら
一
例
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
著
者

は
、
新
儒
学
の
伝
統
の
中
で
「
敬
」
と
い
う
観
念
に
は
、
生
の
あ
ら
ゆ
る

側
面
に
畏
敬
の
念
を
向
け
る
宗
教
的
態
度
・
精
神
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

面
白
い
、
そ
し
て
ま
た
新
儒
学
の
本
質
規
定
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
指

摘
を
さ
れ
て
い
る
（
本
書
一

0
九
頁
）
。
「
敬
」
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な

意
味
の
存
在
を
知
覚
す
る
こ
と
は
、
こ
の
語
を
ほ
ぽ
日
常
語
と
し
て
使
い

恨
れ
て
い
る
我
々
に
は
至
難
の
技
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
「
敬
」
に

"
r
e
v
e
r
e
n
c
e
"
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い
る
。
（
標
悲
的
な
中
英
辞
典
は
、

"
r
e
s
p
e
c
t
;
e
s
t
e
e
m
"
を
挙
げ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
）
い
ま
手
近
の
語

源
辞
典
を
引
い
て
見
る
と
、

6
ゴ

r
e
v
e
r
e
n
c
e
"
の
古
期
フ
ラ
ソ
ス
語
さ
ら
に

は
ラ
テ
ソ
語
の
祖
語
が
、

"
t
o
f
e
a
r
,
f
e
e
l
 
a
w
e
"
を
意
味
し
た
こ
と
が
分

ゅ

か
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
今
も
こ
の
語
の
中
に
残
存
し
て
い
る
。
つ
ま

り
"
r
e
v
e
r
e
n
c
e
"
と
い
う
英
語
は
、
か
な
り
正
確
に
新
儒
学
の
「
敬
」
と

対
応
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
対
応
の
核
心
は
、
非
日
常
的
な
も
の
に
対
す

る
畏
怖
の
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
宗
教
学
者
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ

ぃ

ト
ー
が
宗
教
現
象
の
本
質
を
成
す
も
の
と
し
て
抽
出
し
た
概
念
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
語
の
網
目
か
ら
淵
れ
出
る
、
新
偏
学
の
「
敬
」
が
持
つ
微

妙
な
意
味
合
い
が
、
英
語
の
"
r
e
v
e
r
e
n
c
e
"
と
い
う
語
に
よ
っ
て
掬
い
上

げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
は
逆
で
あ
る
。
ド
バ
リ
ー

氏
が
「
敬
」
の
中
に
宗
教
的
意
味
を
認
め
た
か
ら
こ
そ
、

"
r
e
s
p
e
c
t
'
ぷゃ

"
e
s
t
e
e
m
"
で
は
な
く
"
r
e
v
e
r
e
n
c
e
"
を
訳
語
と
し
て
与
え
た
の
だ
、
と
い

う
反
論
も
一
応
は
成
り
立
つ
が
、
こ
れ
は
言
語
の
分
節
化
作
用
の
本
質
を

弁
え
な
い
謡
論
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
緑
色
と
い
う
言
業
を
持

た
な
い
言
語
を
使
用
す
る
人
々
に
は
、
緑
色
を
知
覚
で
き
な
い
と
い
う
意

味
論
上
あ
る
い
は
人
類
学
上
の
真
理
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
英
語

の
ご
e
v
e
r
e
n
c
e
"
の
意
味
分
節
が
、
新
偏
学
の
「
敬
」
に
正
確
に
対
応
し

た
か
ら
こ
そ
、
著
者
は
そ
こ
に
宗
教
的
意
味
を
知
覚
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
逆
で
は
決
し
て
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
意
味
分
節
作
用
は
、
ラ
ソ
グ

(37) 
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と
し
て
の
言
語
の
性
質
上
、
個
々
の
言
語
使
用
者
に
は
一
種
の
強
制
と
し

て
働
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
ド
バ
リ
ー
氏
が
こ
れ
を
意
識
し
て
行
っ
た
か

ど
う
か
を
問
う
こ
と
は
不
要
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
我
々
の
意
識
の
網
の
目
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
意
味
や
事
実
を
開

示
し
て
、
我
々
の
知
覚
・
認
識
を
刺
激
す
る
、
す
な
わ
ち
「
異
化
」
す
る

手
段
と
し
て
、
外
国
人
の
手
に
成
る
研
究
書
を
翻
訳
紹
介
す
る
、
い
や
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
理
解
で
き
れ
ば
、
い
ま
―
つ
の
翻
訳
論
上
の

問
題
の
意
味
が
す
っ
き
り
す
る
。
要
す
る
に
こ
こ
で
の
論
点
は
、
「
異
化
」

の
手
段
と
し
て
、
引
用
原
文
の
訓
読
が
適
当
か
、
自
国
語
（
む
ろ
ん
現
代

日
本
語
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
）
へ
の
翻
訳
が
適
当
か
、
で
あ
る
。
そ
れ

を
論
じ
る
に
は
一
体
、
原
文
の
意
味
と
は
何
か
、
そ
の
解
釈
と
は
ど
の
よ

う
な
行
為
な
の
か
に
つ
い
て
の
確
認
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
一
篇
の
論
文
の
論
述
に
お
い
て
、
書
き
手
で
あ
る
我
々
に
要

求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
論
述
と
い
う
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
原
文
の
意

味
の
確
定
、
多
義
的
な
意
味
の
そ
の
場
限
り
で
の
固
定
化
で
あ
る
。
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
「
理
」
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
が
法
則

(
S
e

,
 
in)

を
意
味
す
る
の
か
、
規
範

(
S
o
l
l
e
n
)

を
意
味
す
る
の
か
、
そ
の
選

択
で
あ
り
確
定
で
あ
る
。
も
っ
と
も
厳
密
に
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
訳
語
の

選
択
•
確
定
は
、
じ
つ
は
引
用
原
文
そ
の
も
の
の
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
と
、
論

述
の
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
（
つ
ま
り
論
者
の
意
図
あ
る
い
は
意
味
志
向
）
と
の

両
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
が
せ
め
ぎ
合
う
と
こ
ろ
に
か
ろ
う
じ
て
生
じ
る
、
い
わ

ば
そ
の
場
限
り
で
の
意
味
を
掬
い
上
げ
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
二
重
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
引
用
原
文
の
コ
ソ
テ

キ
ス
ト
の
側
か
ら
制
約
を
受
け
て
い
る
点
で
、
訳
語
の
確
定
は
客
観
性
を

志
向
す
る
が
、
い
っ
ぽ
う
論
者
の
関
心
に
支
え
ら
れ
た
論
述
の
コ
ソ
テ
キ

ス
ト
は
、
客
観
性
の
枠
内
で
精
一
杯
主
観
的
—
|
‘
恣
意
的
と
は
違
う
ー
ー
ー

意
味
を
志
向
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
客
観
的
で
は
あ
る
が
い
ま
だ
潜
在

的
意
味
（
引
用
原
文
）
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
顕
在
化
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
顕
在
化
の
過
程
そ
の
も
の
は
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

意
味

(
m
e
a
n
i
n
g
)
は
一
義
的
（
つ
ま
り
客
観
的
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

意
義

(
s
i
n
g
n
i
f
i
c
a
n
c
e
)
は
解
釈
者
に
応
じ
て
変
化
す
る
と
言
っ
て
も
よ

い
。
し
か
も
意
味
そ
の
も
の
は
、
カ
ソ
ト
の
物
自
体
に
似
て
、
そ
れ
自
体

な
に
も
語
ら
ず
、
た
だ
意
義
の
枠
組
み
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
論
述
中
の
む
き
だ
し
の
原
文
は
な
に
も
告
げ
て
は
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
て
よ
り
明
瞭
に
語
ら
し
め
る
の
が
解
釈
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
解
釈
行
為
（
翻
訳
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
）
は
原
文
の

臨
味
の
許
容
範
囲
内
で
出
来
る
限
り
主
体
的
に
意
義
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
解
釈
は
多
義
性
を
排
除
し
て
一
義
的
意
味

i
し
か

し
そ
れ
は
主
観
性
を
帯
び
て
い
る
ー
を
志
向
す
る
の
で
あ
る
。

論
述
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
は
、
原
文
の
明
瞭
で
一
義
的
な
意

味
の
確
定
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
古
代
中
国
語
の
語
痰
を
不
完

全
な
日
本
語
の
シ
ソ
タ
ッ
ク
ス
に
載
せ
た
訓
読
文
体
は
、
意
味
の
確
定
と

い
う
点
だ
け
で
も
、
現
代
語
の
訳
文
に
は
及
ば
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
が
、

こ
こ
で
の
論
点
は
こ
の
よ
う
な
常
識
の
確
認
の
も
う
一
歩
奥
に
あ
る
。
さ

き
ほ
ど
か
ら
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
一
義
的
な
意
味
の
確
定
は
、
他
の
可

能
な
意
味
を
解
釈
者
が
主
体
的
に
排
除
し
た
結
果
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、

(38) 
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そ
も
そ
も
こ
の
主
体
的
関
心
に
支
え
ら
れ
ず
し
て
解
釈
行
為
は
あ
り
え
な

い
と
い
う
点
で
、
濃
厚
に
主
観
性
を
お
び
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
そ
の
主

観
性
は
、
意
味

(
m
e
a
n
i
n
g
)
の
許
容
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
な
い
と
い
う

点
で
、
け
っ
し
て
恣
意
性
と
は
同
じ
で
な
い
。
い
ま
恣
意
的
で
な
い
と
い

う
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
、
解
釈
の
主
観
性
を
問
題
に
し
た
時
、
例
え

ば
、
「
理
」
や
「
気
」
の
よ
う
に
多
義
的
な
概
念
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

解
釈
（
翻
訳
）
に
よ
る
意
味
の
固
定
化
は
、
生
の
原
文
（
多
義
性
に
富
ん

で
い
る
）
を
通
し
て
の
理
解
ー
|
'
お

Vif
ろ
げ
な
意
味
の
予
感
と
言
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
ー
|
に
違
和
惑
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
解
釈

者
が
主
観
的
（
恣
意
的
で
は
な
い
）
に
選
び
取
っ
た
意
味
と
、
そ
こ
か
ら

排
除
さ
れ
た
意
味
と
の
コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
が
も
た
ら
す
こ
の
違
和
惑
こ
そ
が
、

理
解
の
深
化
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
、
「
理
」
を
形
相
と

訳
す
場
合
を
考
え
て
見
よ
。
当
然
、
そ
の
訳
語
の
違
和
感
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
形
相
の
概
念
と
の
ズ
レ
に
意
識
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し

く
「
異
化
」
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
原
語
と
訳
語
と
が
意

味
上
一
対
一
に
対
応
し
、
解
釈
者
の
主
観
的
契
機
が
入
り
込
む
余
地
の
な

い
場
合
、

"
d
o
g
"
に
「
犬
」
な
る
訳
語
を
与
え
る
場
合
な
ど
、
「
異
化
」

は
起
こ
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
理
解
の
深
化
も
な
い
。
し
か
も
一
方
、
こ

う
し
た
「
異
化
」
の
現
象
は
、

"
d
o
g
"
に
対
し
て
「
一
種
の
動
物
」
と
か

「
犬
」
と
か
で
は
な
く
し
て
、
「
ポ
チ
」
や
「
タ
ロ
」
と
断
定
す
る
、
ド

バ
リ
ー
氏
の
例
で
言
え
ば
、
「
道
統
」
を
、
そ
の
意
味
の
曲
翠
穣
性
を
敢
え

て
犠
牲
に
し
て
も
、
論
述
の
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
"
r
e
p
o
s
s
e
s
s
i
n
g

t
h
e
 

W
a
y
"と
明
確
に
訳
す
勇
気
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
引
用
原
文
を
訓
読
で
は
な
く
し
て
一
義
明
瞭
に
翻
訳
す
べ
ぎ

理
由
で
あ
る
と
同
時
に
、
ド
バ
リ
ー
氏
の
引
用
原
文
を
英
語
か
ら
わ
ざ
わ

ざ
重
訳
し
た
こ
と
の
私
自
身
の
弁
明
で
も
あ
る
。

（三）

つ
ぎ
に
パ
ロ
キ
ア
リ
ズ
ム
の
評
価
と
関
述
し
て
、
実
証
主
義
的
方
法
の

限
界
と
批
判
を
見
る
こ
と
に
す
る
が
、
本
書
に
こ
の
よ
う
な
側
面
を
読
み

取
る
の
は
、
鰍
者
の
臆
断
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
、
著
者
の
パ
ロ
キ
ア
リ

ズ
ム
の
肯
定
的
評
価
は
、
そ
れ
を
方
法
論
的
に
推
し
進
め
る
限
り
、
実
証

主
義
の
批
判
に
ま
で
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

事
柄
が
余
り
に
も
大
き
い
だ
け
に
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
か
ら
論
を
進
め

よ
う
。
著
者
ド
バ
リ
ー
氏
は
本
書
の
意
図
を
説
明
し
て
、
「
と
こ
ろ
で
宋

代
に
お
け
る
儒
学
の
発
展
の
中
に
は
、
伝
統
的
な
儒
教
の
価
値
を
援
用
し
、

そ
れ
を
近
代
的

(
m
o
d
e
r
n
)

、
自
由
的

(liberal)
な
方
向
に
発
展
さ
せ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
私
が
以
下
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
で

あ
る
…
」
（
五
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
著
者
が
本
書
で
遂
行
し

た
の
は
、
近
世
愉
学
思
想
の
中
に
、
こ
の
「
近
代
的
」
「
自
由
的
」
諸
特

性
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
書
評
者
の
一
人
が

咽
み
つ
い
た
の
は
、
西
欧
の
歴
史
的
価
値
を
濃
厚
に
術
び
た
「
近
代
的
」

あ
る
い
は
「
自
由
的
」
な
る
観
念
で
も
っ
て
、
中
国
近
世
の
伯
学
思
想
を

記
述
す
る
こ
と
は
、
実
は
西
欧
の
歴
史
が
そ
の
近
代
性
に
向
か
っ
て
辿
っ

た
の
と
同
じ
進
歩
の
道
筋
を
、
中
国
の
歴
史
の
中
に
意
図
的
に
読
み
込
む

行
為
と
な
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
じ
評
者
は
、
こ
れ
ら
の

(39) 
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観
念
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
の
中
か
ら
、
自
分
自
身
の
あ
ら
か
じ
め

の
了
解
と
矛
盾
し
な
い
も
の
（
つ
ま
り
は
自
己
の
論
述
に
有
効
な
定
義
）

を
著
者
は
主
観
的
に
選
び
取
っ
て
い
る
、
と
そ
の
概
念
適
用
の
非
客
観
性

を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
様
の
批
判
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
著
者
が
主
観
性
を
排
除
す
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
帰
す
。
と
こ
ろ
で
「
主
観
性
」
を
マ

イ
ナ
ス
の
契
機
と
見
る
評
者
の
立
場
は
、
厳
密
に
定
義
さ
れ
た
概
念
を
合

理
的
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
な
知
識
に
到
達
で
き
る
と
主
張

す
る
実
証
主
義
に
属
す
る
も
の
と
見
な
し
て
よ
い
。
そ
し
て
実
証
主
義
の

本
質
は
、
認
識
主
体
（
研
究
者
）
は
認
識
対
象
に
対
し
て
超
然
た
る
存
在

で
あ
り
、
た
だ
対
象
ヘ
一
方
的
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
暗
黙

の
前
提
の
中
に
あ
る
。
確
か
に
、
概
念
の
合
理
的
運
用
と
い
う
点
に
関
し

て
、
実
証
主
義
に
反
対
す
べ
き
積
極
的
理
由
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ

も
彼
ら
の
主
張
す
る
客
観
的
認
識
が
い
か
な
る
関
心
に
よ
っ
て
導
か
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
言
い
替
え
れ
ば
、
研
究
の
動
機
づ
け
（

m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
)
が
何
で
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
時
、
実
証
主
義
は
そ
の

客
観
主
義
の
枠
内
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
限
り
、
満
足
な
解
答
を
与
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
認
識
の
客
観
性
は
、
そ
の
認
識
を
支
え
る
主

体
の
立
場
の
客
観
性
を
論
理
的
に
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
証
主
義

の
客
観
性
は
例
え
て
み
れ
ば
、
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
に
似
て
い
る
。
ゲ
ー
ム

内
で
は
厳
密
に
ル
ー
ル
が
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
数
多
く
の

ゲ
ー
ム
の
中
か
ら
ど
れ
を
楽
し
む
か
は
、
選
択
と
い
う
純
然
た
る
主
観
的

行
為
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
の
厳
密
さ
は
、
そ
の
ゲ
ー

ム
を
選
び
取
っ
た
人
の
行
為
の
客
観
性
・
合
理
性
を
な
ん
ら
保
証
し
て
く

れ
は
し
な
い
。
こ
れ
は
原
理
的
に
出
来
な
い
相
談
な
の
で
あ
る
。

評
者
が
著
者
ド
バ
リ
ー
氏
を
、
西
欧
中
心
の
パ
ロ
キ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
依

然
脱
却
し
得
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
主
観
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
な
い
と
批
判
す
る
の
は
、
こ
の
種
の
不
可
能
な
要
求
を
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
評
者
と
て
自
己
矛
盾
を
犯
す
こ
と
な
し
に
、
決
し
て
こ
の
要
求

を
満
足
で
き
は
し
な
い
。
そ
も
そ
も
認
識
を
導
く
関
心
と
い
う
も
の
に
合

理
的
、
客
観
的
（
と
い
う
こ
と
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
）
説
明
を
与
え
る
こ
と

は
原
理
的
に
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
主
観
性
は
排
除

さ
れ
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
除
去
が
原
理
的
に
不
可
能

事
で
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
主
観
性
の
契
機
は
、
認
識
過
程
の
中
で
積
極

的
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
ム
を
選
び
取
る
こ
と
な

し
に
、
ゲ
ー
ム
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
様
、
厳
密
な
認
識
活
動

と
て
、
対
象
に
つ
い
て
の
事
前
の
了
解
を
、
す
な
わ
ち
主
観
性
を
前
提
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
や
し
な
け
れ
ば
、
対
象
を
措
定
す
る
こ
と
さ
え

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
西
欧
の
近
代
性

(modernity)

と
い
う
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
主
観
的
事
実
こ
そ
が
、
中
国
近

世
思
想
史
の
展
開
の
中
に
自
分
の
屈
す
る
世
界
と
同
質
の
何
物
か
を
発
見

し
よ
う
と
す
る
著
者
の
学
間
的
関
心
を
喚
起
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
、

こ
の
学
問
的
関
心
あ
る
い
は
動
機
づ
け
を
主
観
的
と
批
判
し
、
西
欧
の
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
同
じ
も
の
が
中
国
と
い
う
異
質
の
文
化
的
伝
統
の
中
に
も

認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
普
遍
性
を
事
前

の
了
解
事
項
と
し
て
論
を
進
め
る
著
者
の
方
法
を
非
客
観
的
と
し
て
非
難

(40) 
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す
る
の
は
、
全
く
不
毛
の
議
論
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
思
想
史
研
究
に

お
い
て
こ
の
種
の
客
観
主
義
の
神
話
が
横
行
す
る
様
に
は
燈
く
べ
き
も
の

が
あ
る
。
）
も
し
西
欧
中
心
の
パ
ロ
キ
ア
リ
ズ
ム
を
克
服
し
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
世
界
主
義
的
対
地
域
主
義

(
c
o
s
m
o
p
o
l
i
t
a
n
/
p
a
r
o
c
h
i
a
l
)

と

い
う
二
分
法
を
も
乗
り
越
え
、
む
し
ろ
主
体
的
・
積
極
的
に
パ
ロ
キ
ア
リ

ズ
ム
を
選
ぴ
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ド
バ
リ
ー
氏
の
主
張
は
、
客
観

主
義
の
不
毛
性
と
、
認
識
を
支
え
る
主
糾
的
関
心
の
価
値
を
よ
く
見
通
し

た
妥
当
な
発
言
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
先
ほ
ど
私
が
「
主
観
的
」
と
い
う
言
策
に
込
め
た

意
味
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
決
し
て
「
恣
意
的
」
と
は
同
義
で

は
な
い
。
主
観
性
は
、
客
観
的
認
識
を
生
み
出
し
そ
れ
を
真
理
に
導
く
も

の
で
あ
っ
て
も
、
客
観
性
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

事
前
の
了
解
あ
る
い
は
論
点
の
先
取
り
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
結
論
と
な

る
こ
と
は
な
い
（
も
し
恣
意
性
が
指
摘
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
そ
う

で
あ
る
。
）
事
柄
の
理
解
が
深
ま
る
に
従
い
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
禅
い

た
最
初
の
了
解
が
修
正
さ
れ
、
再
度
、
新
た
な
了
解
に
基
づ
い
て
認
識
が

行
わ
れ
、
い
わ
ば
こ
の
過
程
が
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
の
が
、
理
解
と
い

う
こ
と
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
我
々
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ス
ト
が
日
頃
行
っ
て
い

る
認
識
行
為
を
多
少
自
覚
的
に
反
省
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
が
奇
異
な
主
張

で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
法
則
か
ら
一
義
的
に

真
な
る
事
実
を
導
出
す
る
演
繹
法
、
あ
る
い
は
全
く
中
性
無
記
な
事
実
の

集
稲
か
ら
客
観
的
法
則
を
推
定
す
る
帰
納
的
論
理
な
ど
は
、
事
後
的
に
自

己
の
論
証
を
合
理
化
す
る
た
め
の
飾
り
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
新
た
な
認

識
が
創
造
さ
れ
る
場
は
、
「
先
取
り
」
と
「
修
正
」
と
が
無
限
に
循
環
す

る
極
め
て
不
透
明
な
過
程
な
の
で
あ
る
。
著
者
ド
バ
リ
ー
氏
の
再
三
に
わ

た
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
定
義
の
修
正
、
ま
た
修
正
さ
れ
た
こ
の
概
念
を
用

い
て
の
歴
史
的
事
実
の
再
解
釈
は
、
評
者
が
指
摘
す
る
よ
う
な
ル
ー
ズ
な

概
念
操
作
で
は
な
く
、
研
究
対
象
の
事
柄
事
態
が
要
求
す
る
必
然
の
過
程

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
実
証
主
義
が
夢
想
す
る

よ
う
に
、
認
識
主
体
は
認
識
対
象
に
対
し
て
も
は
や
透
明
な
超
越
的
立
場

を
取
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
事
前
了
解
の
主
観
性
を
指
摘
す
る
の
は
な
ん
ら
手
柄
に

な
る
話
し
で
は
な
い
。
真
に
価
値
あ
る
議
論
は
、
認
識
を
導
い
て
い
る
主

観
的
関
心
が
は
た
し
て
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
理
解
に
始
ま
る
。

そ
れ
は
、
当
の
関
心
が
対
象
に
内
在
的
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
実

践
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
の
認

識
を
主
観
的
あ
る
い
は
客
観
的
と
判
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
西
欧
の
個

人
主
義
の
限
界
を
克
服
で
き
る
よ
う
な
自
由
主
義
的
思
想
を
、
過
去
の
中

国
の
伝
統
の
中
に
探
ろ
う
と
す
る
著
者
の
主
体
的
関
心
は
、
実
践
的
に
動

機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
国
と
い
う
対
象
に
つ
い
て
の

客
観
的
認
識
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
私
は
そ
う
理
解
す
る
。

そ
し
て
も
し
、
著
者
の
見
解
に
異
議
を
唱
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
分
の

立
論
も
同
様
に
主
観
的
関
心
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る

こ
と
か
ら
実
り
多
い
議
論
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
が
学
問
的
誠
実
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
私
の
主
張
は
、
書
か
れ
た
言
艇
と
い
う
、
そ
れ
自
身
黙
し
て

(41) 



364 

語
ら
ぬ
も
の
を
相
手
と
す
る
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
の
世
界
に
お
い
て
は
、
唯
一

妥
当
な
意
義
の
確
定
は
夢
想
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
様
々
に
事
な
る
解

釈
や
評
価
の
並
存
は
極
め
て
健
全
な
学
問
的
状
況
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
糸
の
切
れ
た
凧
の
よ
う
に
勝
手
な
方
向
に
解
釈

を
行
い
、
評
価
を
下
し
て
よ
い
と
い
う
主
張
と
は
断
じ
て
同
じ
で
は
な
い
。

こ
れ
で
は
恣
意
性
を
許
容
し
、
脱
け
が
た
い
相
対
主
義
の
ア
ポ
リ
ア
に
は

ま
り
込
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
う
な
ら
な
い
の
は
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
確
定
さ
れ
る
べ
き
意
義

(significance)
は
意
味

(
m
e
a
n
i
n
g
)

の
制
約
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
主
観
的
関
心

に
禅
か
れ
た
認
識
は
そ
の
つ
ど
、
対
象
か
ら
修
正
を
施
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
、
こ
の
二
つ
の
枠
組
が
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
枠
組
の

中
で
生
み
だ
さ
れ
る
解
釈
・
評
価
は
、
相
互
に
主
観
的
で
あ
っ
て
も
、
決

し
て
恣
意
性
の
刻
印
を
帯
び
る
こ
と
は
な
い
。
も
は
や
我
々
は
、
こ
れ
ら

解
釈
の
並
存
を
前
に
し
て
、
い
ず
れ
が
真
か
偽
か
と
問
う
こ
と
は
無
意
味

で
あ
ろ
う
。
た
だ
前
提
と
な
る
主
観
的
関
心
、
あ
る
い
は
認
識
へ
の
動
機

づ
け
を
理
解
し
、
そ
の
理
解
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
が
ま
た
思
想
史
の
』

コ
マ
を
形
成
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
の
、
真
剣
な
認
識
が
必
要
で
は
あ
る

ま
い
か
。

以
上
、
ド
バ
リ
ー
氏
の
著
書
に
藉
口
し
て
、
私
自
身
の
方
法
論
を
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ま
だ
述
べ
た
い
こ
と
は
山

ほ
ど
あ
る
。
後
日
、
紙
面
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
贅
言
な
ら
ざ
る
正
論
を

書
き
連
ね
て
み
た
く
思
う
。

(5) (4) (3) (2) (1) 

〔注〕

地
域
主
義
的
偏
見
と
で
も
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
ド
バ
リ
ー
氏
は

こ
の
言
業
に
積
極
的
な
価
値
を
与
え
て
使
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ

の
語
の
辞
書
的
・
慣
用
的
用
法
と
は
異
な
る
の
で
、
混
乱
を
避
け
て
、

パ
ロ
キ
ア
リ
ズ
ム
と
記
し
て
お
く
。

「
異
化
」
と
は
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
に
由
来
す
る
文
学
理
論

の
用
語
で
、
要
す
る
に
、
見
慣
れ
た
対
象
を
見
慣
れ
な
い
未
知
の
も

の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
覚
を
活
性
化
す
る
技
法
の

こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、

W
a
l
t
e
r
W
.
S
k
e
a
t
,
 A
 Concise E
t
y
m
o
l
o
g
i
c
a
l
 

D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
,
p
.
4
4
7
 
"Revere'ぶ
の
項
を
見
よ
。

ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
『
聖
な
る
も
の
』
（
岩
波
文
庫
）
。

意
味

(
m
e
a
n
i
n
g
)
と
は
、
テ
ク
ス
ト
に
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
作
者
の
意
図
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
意
義

(significance)

は
、
こ
の
意
味
と
そ
れ
を
解
釈
す
る
人
と
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
を

示
し
て
い
ぢ
。
意
味
は
不
変
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
は
焚
化
す
る
。

方
法
論
的
に
、
こ
の
二
つ
の
い
わ
ゆ
る
意
味
を
区
別
し
な
い
と
こ
ろ

に
、
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
の
世
界
に
自
然
科
学
的
客
観
主
義
を
要
求
す
る

と
い
う
誤
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(42) 


