
H
・
H
・

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
H
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
と
そ
の
時
代
（
上
）

坂
　
内
　
徳
　
明

H・H・メーリニコフ；ペチェールスキイとその時代（上）

は
じ
め
に

問
題
の
所
在
　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
ロ
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
ヘ
の
関
心

第
一
章
　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
”
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
生
涯
と
文
学
活
動

　
　
　
　
　
　
生
ま
れ
／
大
学
卒
業
か
ら
「
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
」
誕
生
ま
で
／
役
人
と
し
て
／
同
時
期
の
文
学
活
動
と
民
俗
研
究
／

　
　
　
　
　
　
「
森
の
中
で
』
の
執
筆
と
晩
年

第
二
章
　
作
品
『
森
の
中
で
』
の
世
界

　
　
　
　
　
　
作
品
の
舞
台
な
ら
び
に
登
場
人
物
／
物
語
の
展
開

第
三
章
　
民
俗
学
の
中
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ

　
　
　
　
　
　
叙
述
の
方
法
／
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
／
・
シ
ア
民
俗
学
の
時
代
／
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
「
民
俗
学
」

注参
考
文
献

155



一橋大学研究年報　人文科学研究　35

は
じ
め
に

　
パ
ー
ヴ
ェ
ル
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
・
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
ア
ン
ド
レ
イ
・
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
）
は
、
一
九
世
紀
ロ
シ

ア
文
学
史
の
中
で
特
異
な
位
置
を
占
め
る
作
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
代
表
作
で
あ
る
長
編
小
説
『
森
の
中
で
』
（
一
八
七
一
ー
七
四

年
）
は
、
そ
の
千
ぺ
ー
ジ
を
越
え
る
分
量
の
み
な
ら
ず
、
描
き
出
さ
れ
た
世
界
の
壮
大
さ
か
ら
見
て
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
い
う
作
家
な
ら
び
に
代
表
作
『
森
の
中
で
』
に
関
し
て
は
、
質
量
の
点
で
豊
富
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、

主
に
文
学
研
究
の
視
点
に
立
っ
た
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
む
ろ
ん
『
森
の
中
で
』
と
い
う
文
学
作
品
を
中
心
と
し
て
彼
の
活
動
を

一
九
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
ロ
シ
ア
文
学
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
森
の
中
で
』
に
お
い
て
連
綿
と
記
述
さ
れ
て
い
く
ロ
シ
ア
民
俗
の
レ
ア
リ
ア
を
前
に
す
る
時
、
通
常
の
意
味
で
の

文
学
研
究
の
枠
内
に
は
収
ま
り
え
な
い
問
題
が
発
生
す
る
。
小
説
の
中
で
ほ
と
ん
ど
無
尽
蔵
な
ま
で
に
披
露
さ
れ
る
民
俗
記
述
は
、
こ
れ

ま
で
に
も
「
百
科
全
書
的
」
と
形
容
さ
れ
て
き
た
。
当
時
、
ロ
シ
ア
の
民
俗
学
に
は
い
ま
だ
ジ
ャ
ン
ル
区
分
も
な
く
、
明
確
な
概
念
規
定

も
存
在
し
て
お
ら
ず
、
言
う
な
ら
ば
、
制
度
と
知
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
民
俗
学
が
確
立
し
て
い
な
い
段
階
に
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
仕
事
と
『
森
の
中
で
』
に
見
ら
れ
る
民
俗
記
述
は
、
こ
の
民
俗
学
史
の
側
面
か
ら
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
学
の
成
立
以
前
の
段
階
に
あ
っ
て
、
民
俗
事
象
に
た
い
す
る
新
鮮
な
驚
き
、
好
奇
心
の
表
現
こ
そ

が
同
時
代
の
レ
ア
リ
ア
を
介
し
て
ロ
シ
ア
の
フ
ォ
ー
ク
カ
ル
チ
ュ
ア
の
基
本
構
造
に
接
近
し
え
る
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
の
テ
ー
マ
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
こ
こ
で
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
生
涯
と
仕
事
の
全
体
像
、
な
ら
び
に

『
森
の
中
で
』
の
世
界
の
概
観
、
そ
し
て
、
時
代
の
中
で
の
彼
の
仕
事
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
『
森
の
中
で
』
の
テ

156



ク
ス
ト
の
詳
細
な
分
析
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
民
俗
学
史
的
考
察
は
別
に
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
の
で
、

と
づ
い
た
序
論
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
は
、
上
記
の
問
題
設
定
に
も

問
題
の
所
在
　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
樋
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
ヘ
の
関
心

n・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

　
最
初
か
ら
結
論
め
い
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
『
森
の
中
で
』
は
彼
の
畢
生
の
仕
事
で
あ
り
、
文
学
活
動
と
民
俗
研
究

の
総
決
算
で
あ
っ
た
。
一
八
四
〇
年
代
に
始
ま
り
、
一
時
的
な
中
断
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
六
〇
年
代
の
作
品
発
表
を
経
て
七
〇
年
代
に

『
森
の
中
で
』
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
彼
の
文
学
活
動
は
、
文
字
通
り
、
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
文
学
の
多
産
な
黄
金
期
の
直
中

で
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
一
方
で
、
同
時
代
の
ロ
シ
ア
民
俗
学
の
開
花
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
背
景
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ

の
意
味
で
、
『
森
の
中
で
』
は
、
同
時
代
の
知
的
関
心
と
時
代
精
神
を
き
わ
め
て
明
確
に
反
映
し
た
希
有
な
作
品
と
し
て
注
目
に
値
す
る

の
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
そ
の
も
の
、
の
み
な
ら
ず
彼
の
生
涯
、
そ
の
多
方
面
に
わ
た
る
活
動
に
た
い
し
て
ま
と
ま
っ
た
紹
介
や

モ
ノ
グ
ラ
フ
が
書
か
れ
る
こ
と
が
ご
く
ま
れ
で
あ
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
意
外
と
も
見
え
る
。

　
こ
れ
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
彼
の
役
人
と
し
て
の
経
歴
の
問
題
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
彼

は
、
当
時
の
ロ
シ
ア
社
会
に
と
っ
て
切
迫
し
た
課
題
と
な
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
正
教
内
の
異
端
と
し
て
の
古
儀
式
派
・
旧
教
に
関
す
る
問
題

の
専
門
家
と
し
て
、
し
か
も
政
府
側
の
弾
圧
政
策
の
実
行
に
関
わ
る
役
人
と
し
て
活
動
し
た
。
彼
の
こ
の
分
野
の
仕
事
に
た
い
し
て
は
、

同
時
代
か
ら
多
く
の
否
定
的
見
解
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
現
代
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
「
保
守
主
義
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
し
て
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
像
は
今
な
お
根
強
い
。
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第
二
と
し
て
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
文
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
民
俗
研
究
者
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
若
い
頃
に

始
ま
っ
た
文
学
活
動
は
彼
自
身
の
内
的
な
契
機
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
た
る
こ
と
イ
コ
ー
ル
作
家
で
あ

る
と
い
っ
た
認
識
が
主
流
の
時
代
環
境
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
一
八
六
〇
年
代
に
再
開
さ
れ
る
小
説
創
作
も
周
囲
の
勧
め
に
応
じ

た
も
の
だ
っ
た
。
後
者
が
一
時
的
に
同
時
代
の
批
評
家
た
ち
の
注
目
を
集
め
た
と
は
い
え
、
彼
目
身
が
積
極
的
に
文
壇
に
登
場
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
彼
は
生
来
の
作
家
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
『
森
の
中
で
』
に
お
い
て
多
数
の
ぺ

ー
ジ
が
民
俗
記
述
に
割
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
自
ず
と
彼
の
筆
は
物
語
の
筋
を
脱
し
て
詳
細
な
民
俗
描
写
へ

と
向
か
っ
て
い
き
、
部
分
に
よ
っ
て
は
、
ひ
と
つ
の
研
究
論
文
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
叙
述
が
冗
長
」
と
い
う
言
葉
に
表
現
さ
れ
る
と
お
り
、
連
綿
と
続
く
地
誌
や
儀
礼
、
習
俗
な
ど
の
描
写
、
教
義
問
答
や
解
釈

な
ど
作
品
の
中
の
特
徴
的
な
叙
述
が
一
般
読
者
の
興
味
を
引
か
な
か
っ
た
こ
と
も
、
彼
に
た
い
す
る
関
心
が
消
極
的
で
あ
っ
た
理
由
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
作
品
の
中
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
俗
語
、
方
言
、
古
語
や
教
会
ス
ラ
ヴ
語
、
特
殊
な
宗
教
用
語
と
も
関
連
す
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
彼
と
同
じ
く
方
言
や
俗
語
を
豊
富
に
含
む
作
家
H
・
C
・
レ
ス
コ
ー
フ
の
作
品
の
場
合
と
同
じ
く
、

特
に
外
国
人
に
は
容
易
に
理
解
し
え
な
い
、
少
な
く
と
も
接
近
し
が
た
い
作
家
と
作
品
と
し
て
映
じ
て
き
た
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
理
由
の
た
め
に
、
現
時
点
に
い
た
る
ま
で
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
関
す
る
研
究
書
は
ほ
と
ん
ど
発
表
さ
れ
て

い
な
い
し
、
作
家
論
な
ら
び
に
作
品
論
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
も
ご
く
わ
ず
か
し
か
散
見
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ご
く
少
数
で
は
あ
る
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
す
る
注
目
と
指
摘
は
あ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　
ま
ず
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
同
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ト
ル
ス
ト
ー
イ
、
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
と
い
っ
た
巨
匠
た
ち
の
間
に
あ
っ
て
、
メ

ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
す
る
関
心
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
が
、
地
味
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
H
・
r
・
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
、

H
・
A
・
ド
ブ
ロ
リ
ュ
ー
ボ
フ
、
H
・
A
・
ネ
ク
ラ
ー
ソ
フ
、
A
・
H
・
ゲ
ー
ル
ツ
ェ
ン
ら
が
彼
の
一
八
六
〇
年
代
の
小
説
に
た
い
し
て
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好
意
的
な
反
応
を
残
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
B
・
H
・
ダ
ー
リ
を
除
け
ば
、
文
学
者
た
ち
と
の
交
流
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
か
ら
少
し
時
代
を
隔
て
て
、
彼
と
同
じ
二
i
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
生
ま
れ
で
あ
る
作
家
の
M
・
ゴ
ー
リ
キ
イ
は

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
強
い
愛
着
を
見
せ
、
そ
の
文
学
に
深
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。
自
伝
『
人
々
の
中
で
』
に
お
い
て
ゴ
ー
リ
キ
イ
は
「
自

分
の
魂
を
洗
っ
て
く
れ
た
」
、
言
わ
ば
青
春
の
書
と
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ア
ク
サ
ー
コ
フ
『
家
族
の
日
記
』
、
H
・
C
・
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
『
猟
人
日
記
』
と
並
ん
で
、
「
ロ
シ
ア
の
す
ぐ
れ
た
エ
ポ
ペ
ー
ヤ
（
叙
事
詩
篇
）
」
で
あ
る
『
森
の
中
で
』
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に

彼
は
、
あ
る
若
い
友
人
へ
の
手
紙
の
中
で
「
最
も
豊
か
な
語
彙
の
持
ち
主
」
の
ひ
と
り
と
し
て
レ
ス
コ
ー
フ
、
A
・
H
・
レ
ヴ
ィ
ト
ー
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
と
も
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
名
前
を
あ
げ
、
そ
の
作
品
に
よ
く
学
ぶ
よ
う
に
と
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
与
え
て
い
る
。

　
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
め
に
か
け
て
著
さ
れ
た
、
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
文
学
史
の
記
述
は
、
こ
の
ゴ
ー
リ
キ
イ
の
着
眼
点
と
は
い

さ
さ
か
質
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
試
み
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
文
学
史
の
上
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
際
に
彼

を
「
民
族
誌
的
小
説
」
の
作
家
、
ま
た
、
「
民
衆
作
家
」
と
し
て
と
ら
え
る
反
面
、
役
人
の
地
位
を
利
用
し
た
民
俗
資
料
の
収
集
と
冗
長

な
記
述
と
い
っ
た
否
定
的
側
面
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
試
み
の
典
型
的
な
例
は
A
・
M
・
ス
カ
ビ
チ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
の
『
最

新
ロ
シ
ア
文
学
史
』
（
第
四
版
、
一
九
〇
〇
年
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
記
述
に
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
部
分
を
多
数
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
作
品
を
長
た
ら
し
く
退
屈
で
あ
る
と
し
て
（
プ
ー
シ
キ
ン
の
「
簡
潔

さ
」
を
作
品
評
価
の
基
準
の
中
心
に
据
え
る
ス
カ
ビ
チ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
と
し
て
は
当
然
で
あ
る
）
、
文
学
と
し
て
は
ま
っ
た
く
否
定
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

評
価
し
か
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
二
流
の
作
家
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
以
後
の
メ
ー
リ
ニ
コ

フ
評
価
を
固
定
化
し
た
点
で
後
世
へ
の
影
響
は
大
き
い
。

　
今
世
紀
の
二
〇
1
四
〇
年
代
に
あ
っ
て
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
す
る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
役
人
と
い
う
経

歴
か
ら
彼
が
体
制
側
の
人
間
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
作
品
『
森
の
中
で
』
が
全
体
の
色
彩
と
し
て
神
話
的
で
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
シ
ュ
で
あ
る
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こ
と
と
関
連
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
言
わ
ば
例
外
と
し
て
、
次
に
あ
げ
る
二
つ
の
仕
事
は
記
憶
し
て
お
く
べ
き
も
の
で

あ
る
。

　
一
つ
は
、
民
俗
学
者
F
・
C
・
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
の
二
つ
の
論
文
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
”
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
長
編
小
説
『
森
の
中

で
』
i
そ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
出
典
解
明
の
試
み
」
（
一
九
三
五
年
）
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
目
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
長
編
小
説
1
そ
の

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
出
典
」
（
一
九
三
六
年
）
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
し
か
も
一
九
三
〇
年
代
半
ば
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
の
要
請
と

は
ま
っ
た
く
「
無
縁
な
」
テ
ー
マ
に
た
い
し
て
書
か
れ
た
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
意
味
は
大
き
い
。
と
い
う
の
も
こ
の
二
つ
の
論
文
は
、
タ

イ
ト
ル
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
森
の
中
で
』
に
記
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
出
典
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
の
中
心

的
な
イ
デ
ー
に
ま
で
踏
み
込
も
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
の
仕
事
は
現
代
に
あ
っ
て
も
十
分
に
意
義
を

持
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
後
に
本
稿
で
も
言
及
す
る
。

　
文
学
研
究
の
面
か
ら
は
、
B
・
M
・
エ
イ
ヘ
ン
バ
ー
ウ
ム
の
考
察
が
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
「
M
・
A
・
ク
ズ
ミ
ー
ン
の
散
文
に
つ
い

て
」
（
一
九
二
〇
年
）
と
題
す
る
論
文
で
彼
は
、
ダ
ー
リ
、
レ
ス
コ
ー
フ
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
線
の
同
一
線
上
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
置

い
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
こ
の
流
れ
を
フ
ラ
ン
ス
一
七
i
一
八
世
紀
の
冒
険
小
説
か
ら
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
ビ
ザ
ン
ツ
文
学
、

ま
た
中
世
ロ
シ
ア
の
外
国
小
説
な
ど
と
つ
な
げ
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
で
は
レ
ー
ミ
ゾ
フ
、
ク
ズ
ミ
ー
ン
ヘ
と
い
う
流
れ
を
描
こ
う
と
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
心
的
な
核
と
な
る
の
は
、
や
は
り
一
九
世
紀
半
ば
の
ロ
シ
ア
文
学
の
状
況
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
エ
イ
ヘ
ン
バ
ー

ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
ダ
ー
リ
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
、
レ
ス
コ
ー
フ
の
流
れ
は
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
ら
に
対
置
さ
れ
て
「
若
輩
の

系
列
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
エ
イ
ヘ
ン
バ
ー
ウ
ム
は
、
レ
ス
コ
ー
フ
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
そ
の
文
学
を
生
み
出
し
た
「
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
的
土
壌
」
に
言
及

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ー
リ
、
H
・
H
・
サ
ー
ハ
ロ
フ
、
H
・
A
・
ベ
ッ
ソ
ー
ノ
フ
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
、
コ
ン
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ス
タ
ン
チ
ン
・
ア
ク
サ
ー
コ
フ
な
ど
に
よ
る
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
i
上
の
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
「
度
を
越
え
た
」
作
家
レ
ス
コ
ー
フ
を
生
み
出

す
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
し
て
あ
て
は
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

エ
イ
ヘ
ン
バ
ー
ウ
ム
は
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
作
品
に
関
し
て
直
接
的
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
ダ
ー
リ
、
メ
ー
リ
ニ
コ

フ
、
レ
ス
コ
ー
フ
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
あ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
知
識
を
縦
横
に
発
揮
し
な
が
ら
独
特
な
文
体
を
作
り
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
エ
イ
ヘ
ン
バ
ー
ウ
ム
の
着
眼
の
鋭
さ
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

　
こ
う
し
た
エ
イ
ヘ
ン
バ
ー
ウ
ム
の
関
心
と
基
層
部
分
で
は
共
通
す
る
視
点
を
持
つ
の
は
、
名
著
『
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
文
学
史
』

（
邦
訳
名
）
の
著
者
の
M
・
ス
ロ
ー
ニ
ム
で
あ
る
。
ス
ロ
ー
ニ
ム
は
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
文
学
の
核
心
を
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
き
わ
め
て
的
確

に
指
摘
し
て
お
り
、
今
後
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
研
究
に
と
っ
て
も
見
逃
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
『
ロ
シ
ア
文
学
史
』
で
彼
は
ま
ず
、
M
・

H
・
ヤ
ク
ー
シ
キ
ン
、
C
・
B
・
マ
ク
シ
ー
モ
フ
、
C
・
B
・
ダ
ニ
レ
ー
フ
ス
キ
イ
、
H
7
H
・
シ
ビ
リ
ャ
ー
ク
、
そ
し
て
メ
：
リ
ニ
コ

フ
ら
を
「
地
方
主
義
」
的
作
家
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
、
テ
ン
ポ
の
遅
い
、
い
さ
さ
か
古
め
か
し
い
写
実
主
義
や
客
観
的
叙
述
の
手
法
、
豊
富
で
民
族
誌
的
な
細
部
描
写

な
ど
は
、
古
代
の
網
目
銅
版
術
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
自
然
の
雄
大
な
描
写
、
人
物
の
彫
刻
の
ご
と
き
描
出
、
表
現
力
に
富
ん
だ
香

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

り
高
き
言
葉
な
ど
は
す
べ
て
、
偉
大
な
文
学
の
伝
統
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ス
・
ー
ニ
ム
の
重
点
は
む
し
ろ
後
半
部
の
「
偉
大
な
文
学
の
伝
統
」
と
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
関
連
に
あ
る
の
だ
が
、
む
し
ろ
前
半
部
に
注

目
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
再
び
と
り
あ
げ
る
。

　
さ
ら
に
ス
ロ
ー
ニ
ム
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
文
学
が
文
体
と
語
彙
の
点
で
中
世
ロ
シ
ア
の
言
葉
、
一
七
世
紀
の
ロ
シ
ア
語
、
教
会
ス
ラ
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ヴ
語
、
さ
ら
に
レ
ス
コ
ー
フ
に
見
ら
れ
る
「
人
為
的
な
言
葉
」
な
ど
の
数
多
く
の
要
素
か
ら
成
立
す
る
と
述
べ
て
、

く
っ
て
い
る
。

次
の
よ
う
に
締
め
く

こ
の
点
で
『
森
の
中
で
』
の
数
章
は
ロ
シ
ア
散
文
の
粋
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ロ
シ
ア
固
有
の
精
神
を
当
時
の
文
章
語
に
吹
き
込

も
う
と
し
た
一
連
の
作
家
た
ち
ー
レ
ス
コ
ー
フ
、
A
・
べ
ー
ル
イ
、
A
・
レ
ー
ミ
ゾ
フ
ー
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
高
く
評
価
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
ば
し
ば
彼
の
作
品
を
引
用
し
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
・

こ
れ
は
、
文
学
史
の
通
史
的
記
述
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
と
く
に

『
森
の
中
で
』
に
た
い
し
て
、
そ
の
言
葉
の
面
で
興
味
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
近
年
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
す
る
関
心
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
し
え
な
い
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
八
巻
選
集
の
刊
行
を
は
じ
め

と
し
て
、
『
森
の
中
で
』
の
創
作
過
程
を
中
心
と
し
た
作
品
論
、
さ
ら
に
は
、
例
え
ば
T
・
H
・
ホ
イ
ジ
ン
ト
ン
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
u
ペ

チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
、
地
方
旧
教
徒
の
ロ
マ
ン
サ
ー
」
と
い
っ
た
ソ
連
・
ロ
シ
ア
の
外
で
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
論
な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
民
俗
学
の
視
点
か
ら
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
作
品
か
ら
の
引
用
が
注
目
さ
れ
た
り
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
の
民
俗
研
究
も
考
察

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
作
品
『
森
の
中
で
』
に
見
出
さ
れ
る
詳
細
な
民
俗
記
述
が
関
心
を
引
い
て
い
る
こ
と
は
本
稿
の
テ
ー

マ
と
も
関
連
す
る
。

　
作
家
“
民
俗
研
究
者
と
し
て
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
再
発
見
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
は
、
た
ん
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
そ
の
作
品
の
み
に
限
ら

れ
た
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
背
景
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ご
く
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
一
九
六
〇
1
七
〇
年
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

か
け
て
の
時
期
に
顕
著
で
あ
っ
た
あ
る
関
心
の
高
ま
り
と
動
き
の
問
題
と
い
え
る
も
の
が
存
在
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
関
心
と
は
、
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フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
、
民
俗
・
民
族
的
な
る
部
分
へ
の
強
い
興
味
、
過
去
の
伝
統
文
化
、
さ
ら
に
は
ロ
シ
ア
文
化
に
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
関
心
は
こ
れ
ま
で
に
も
時
代
の
転
換
点
と
呼
び
う
る
時
期
に
顕
在
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
五

〇
年
代
後
半
に
つ
い
て
J
・
ビ
リ
ン
グ
ト
ン
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
は
特
徴
的
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
末
期
・
終
焉
か
ら

「
新
た
な
」
時
代
を
迎
え
る
中
で
、
宗
教
を
通
し
て
当
時
の
ロ
シ
ア
社
会
の
文
化
状
況
を
描
い
た
こ
の
文
章
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
言
及
し

て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

n・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

宗
教
に
た
い
す
る
新
た
な
関
心
は
、
偶
然
の
好
奇
心
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
名
誉
を
汚
辱
し
た

あ
と
に
続
く
、
若
者
た
ち
の
間
で
静
か
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
ロ
シ
ア
の
過
去
の
再
検
討
か
ら
発
生
す
る
。
宗
教
美
術
に
た
い
し
て

新
た
に
与
え
ら
れ
た
高
い
評
価
、
ポ
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
の
小
説
の
上
演
、
旧
教
徒
の
生
活
を
扱
っ
た
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
ー
ペ
チ
ェ
ー

ル
ス
キ
イ
の
物
語
、
そ
し
て
長
ら
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
リ
ー
ム
ス
キ
イ
ー
ー
コ
ー
ル
サ
コ
フ
の
オ
ペ
ラ
『
見
え
ざ
る
町
キ
ー
テ
ジ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ー
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
「
過
去
の
遺
産
」
を
再
発
見
し
よ
う
と
す
る
若
者
た
ち
の
絶
大
な
る
関
心
に
た
い
す
る
反
応
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
ー
－
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
物
語
と
は
、
一
九
五
六
、
五
八
年
に
出
版
さ
れ
た
単
行
本
『
森
の
中

で
』
と
『
山
の
上
で
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
リ
ー
ム
ス
キ
イ
ロ
コ
ー
ル
サ
コ
フ
の
オ
ペ
ラ
の
題
名
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

『
見
え
ざ
る
町
キ
ー
テ
ジ
』
の
伝
説
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
『
森
の
中
で
』
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
ビ
リ
ン
グ
ト
ン
の
文
章
が
一
九
五
〇
年
代
末
で
の
「
過
去
の
歴
史
文
化
へ
の
眼
差
し
」
を
め
ぐ
る
状
況
を
描
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
一

九
七
〇
年
代
前
後
に
お
け
る
民
俗
学
者
の
関
心
の
有
り
様
も
共
通
の
方
向
を
は
ら
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ

に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
次
の
言
葉
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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中
世
・
シ
ア
文
化
に
た
い
す
る
関
心
が
特
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
現
在
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
ほ
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
長
編
小
説
は

特
別
の
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
後
世
の
ロ
シ
ア
文
化
と
の
つ
な
が
り
を
具
現
し
、
中
世
の
民
衆
的
習
俗
を
一
九
世
紀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

中
に
生
き
生
き
と
し
た
形
で
刻
み
つ
け
、
同
時
に
、
鋭
い
社
会
批
評
的
要
素
を
も
そ
な
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
す
る
関
心
は
時
代
の
底
流
に
存
在
す
る
ロ
シ
ア
文
化
へ
の
憧
憬
と
模
索
の
試
み
と
深
く
関
わ
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
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第
一
章
　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
”
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
生
涯
と
文
学
活
動

　
　
　
一
、
生
ま
れ

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
ー
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
生
涯
は
、
ご
く
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
次
の
四
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ザ
ン
大
学

卒
業
ま
で
の
青
年
時
代
（
一
八
三
七
年
ま
で
）
、
教
師
時
代
（
一
八
四
六
年
ま
で
）
、
役
人
時
代
（
一
八
六
六
年
ま
で
）
、
退
職
か
ら
死

（一

六
六
年
か
ら
八
三
年
ま
で
）
で
あ
る
。
彼
が
生
き
た
時
代
は
、
文
字
通
り
ロ
シ
ア
文
学
の
黄
金
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
例
え
ば
イ

ヴ
ァ
ン
・
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
生
没
年
が
同
じ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
学
生
、
教
師
、
役
人
、
そ
の
後
の
自
由
な
余
生
と
い
っ
た
全
生
涯
を

通
し
て
、
い
わ
ゆ
る
受
難
者
と
し
て
の
ロ
シ
ア
作
家
の
一
生
と
い
う
印
象
は
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
現
在
、
日
本
の
み
な
ら
ず
ロ
シ

ア
本
国
に
お
い
て
も
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
名
前
は
黄
金
期
の
ロ
シ
ア
文
学
者
の
一
人
と
し
て
た
だ
ち
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。



H・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

彼
の
作
品
も
第
一
級
の
傑
作
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
一
九

世
紀
ロ
シ
ア
文
学
史
の
中
で
は
、
「
大
文
学
」
と
は
別
の
「
傍
系
」
の
流
れ
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
の
が
作
家
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
は
、
一
九
世
紀
半
ば
に
お
け
る
制
度
と
実
体
と
し
て
の
ロ
シ
ア
文
学
が
成
立
す
る
時
代
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
生
涯
を
一
貫
し
て
流
れ
る
の
は
、
ロ
シ
ア
の
民
俗
文
化
に
た
い
す
る
、
文
学
者
で
あ
る
こ
と
を

こ
え
た
、
一
種
研
究
者
的
な
関
心
と
情
熱
で
あ
っ
た
。
教
職
で
あ
っ
た
時
期
、
あ
る
い
は
す
で
に
そ
れ
以
前
の
大
学
生
時
代
に
生
じ
た
と

思
わ
れ
る
ロ
シ
ア
民
衆
文
化
へ
の
強
い
関
心
は
、
彼
自
身
の
調
査
・
研
究
、
ま
た
ダ
ー
リ
を
は
じ
め
と
し
た
同
時
代
の
多
く
の
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
と
の
交
流
、
さ
ら
に
同
時
期
の
民
俗
学
研
究
の
成
果
の
吸
収
を
通
し
て
、
年
と
と
も
に
増
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
死
の

時
ま
で
決
し
て
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
民
俗
に
た
い
す
る
彼
の
情
熱
と
関
心
の
最
大
の
開
花
が
長
編
小
説

『
森
の
中
で
』
な
の
で
あ
る
。

　
パ
ー
ヴ
ェ
ル
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
・
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
一
八
一
八
年
一
〇
月
二
五
日
（
旧
暦
）
に
二
ー
ジ
ニ
イ
・
二
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
で

生
ま
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
生
年
に
は
異
論
も
あ
る
。
作
家
自
身
の
手
に
な
る
未
完
の
自
伝
に
一
八
一
九
年
一
〇
月
二
二
日
と
記
さ
れ

て
い
る
の
を
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
π
〔
・
A
・
マ
ー
ル
コ
フ
は
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
洗
礼
簿
を
点
検
す
る
な
ど
精
密
な
調
査
を

お
こ
な
っ
て
、
そ
の
成
果
と
し
て
一
九
五
八
年
に
発
表
さ
れ
た
彼
の
小
論
文
以
後
、
各
種
の
百
科
辞
典
、
文
学
辞
典
は
一
八
一
八
年
を
採

用
し
て
い
る
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
生
ま
れ
た
町
で
あ
る
二
i
ジ
ニ
イ
・
二
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
は
一
時
期
こ
そ
離
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ

ル
・
ダ
ー
リ
と
の
有
名
な
交
流
を
は
じ
め
と
し
て
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
活
動
の
多
く
の
部
分
が
こ
こ
で
展
開
し
た
。
そ
の
意
味
で
文
字
通
り
、

彼
の
人
生
そ
の
も
の
と
な
っ
た
町
で
あ
る
。
『
森
の
中
で
』
に
お
い
て
も
、
作
品
の
主
要
な
舞
台
で
あ
る
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
（
奥
ヴ
ォ
ー

ル
ガ
地
方
）
の
森
の
中
か
ら
出
て
き
た
青
年
ア
レ
ク
セ
ー
イ
が
、
世
間
知
ら
ず
の
田
舎
者
か
ら
金
持
ち
の
商
人
へ
と
成
り
上
が
っ
て
い
く
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様
子
が
描
か
れ
る
際
に
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
こ
の
町
を
流
れ
る
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
、
オ
カ
ー
川
、
そ
こ
を
航
行
す
る
船
、
町
の
光
景
そ
の

も
の
、
町
の
名
高
い
定
期
市
と
そ
こ
に
集
ま
る
人
々
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
さ
れ
る
（
第
二
部
、
三
、
一
四
ー
一
五
章
そ
の
他
）
。
そ
こ

に
は
、
作
者
の
こ
の
郷
里
の
町
と
土
地
に
た
い
す
る
熱
い
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
同
じ
く
こ
の
町
の

出
身
者
で
あ
る
作
家
の
ゴ
ー
リ
キ
イ
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
し
て
高
い
評
価
を
与
え
、
深
い
愛
着
を
示
す
の
も
案
外
と
こ
の
同
郷
の
誼

が
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
家
は
、
家
族
内
の
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
古
く
は
ド
ン
河
地
方
に
発
す
る
ザ
ポ
ロ
ー
ジ
エ
自
由
人
の
末
商
で
あ
り
、

「
純
粋
に
ロ
シ
ア
の
血
統
」
を
誇
る
一
族
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
七
世
紀
後
半
の
フ
ヨ
ー
ド
ル
三
世
の
時
代
に
歴
史
上
に
登
場
し
た
、
さ

し
て
裕
福
で
は
な
い
貴
族
の
家
系
で
あ
っ
た
。
作
家
の
父
で
あ
る
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
（
一
七
八
八
－
一
八
三
七
年
）
は
ナ

ポ
レ
オ
ン
と
の
戦
争
に
参
加
し
た
経
験
を
持
ち
、
そ
の
後
は
二
ー
ジ
ニ
イ
・
二
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
で
憲
兵
隊
長
を
勤
め
上
げ
た
人
物
で
あ
る
。

一
八
一
八
年
に
彼
は
、
二
ー
ジ
ニ
イ
・
二
i
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
地
主
で
郡
警
察
署
長
の
娘
の
ア
ン
ナ
・
パ
ー
ヴ
ロ
ヴ
ナ
（
一
七
九
〇
1
一
八
三

五
年
）
と
結
婚
し
、
二
人
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
将
来
の
息
子
は
母
方
の
祖
父
の
名
前
を
と
っ
て
パ
ー
ヴ
ェ
ル
と
名
付
け
ら
れ
た
。
こ

の
長
男
の
誕
生
後
、
父
親
は
退
職
し
、
二
ー
ジ
ニ
イ
・
二
i
ヴ
ゴ
・
ド
北
東
の
郡
都
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
の
郡
裁
判
所
の
判
事
と
な
っ
た
。
家

族
は
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
下
に
弟
と
妹
が
二
人
ず
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
豊
か
で
は
な
か
っ
た
。

　
当
時
の
作
家
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
の
例
に
も
れ
る
こ
と
な
く
、
長
男
の
パ
ー
ヴ
ェ
ル
は
乳
母
の
語
る
昔
話
を
聞
き

な
が
ら
成
長
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
母
親
の
影
響
に
よ
っ
て
文
学
や
歴
史
に
興
味
を
示
し
、
特
に
母
方
の
祖
父
の
膨
大
な
蔵
書
に

触
れ
る
こ
と
で
旺
盛
な
読
書
欲
を
満
た
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
家
に
出
入
り
す
る
多
数
の
庶
民
の
生
き
た
言
葉
と
気
質
に
接
し
て
強
い

印
象
を
持
っ
た
こ
と
が
彼
の
回
想
記
に
書
か
れ
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「
旧
教
徒
た
ち
の
暮
ら
し
の
心
臓
部
」
（
M
・
プ
リ

ー
シ
ヴ
ィ
ン
）
と
呼
ば
れ
る
森
の
町
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
で
幼
年
時
代
を
過
ご
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
旧
教
徒
の
僧
院
や
草
庵
が
多
数
点
在
す
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る
ケ
ー
ル
ジ
ェ
ニ
、
チ
ェ
ル
ノ
ラ
ー
メ
ニ
と
い
っ
た
森
の
中
で
過
ご
す
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
子
供
の
頃
か
ら
彼
は
、
旧
教
．

古
儀
式
派
の
雰
囲
気
を
ご
く
身
近
か
に
、
自
然
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
二
ー
ジ
ニ
イ
・
二
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
男
子
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
学
び
（
一
八
二
九
ー
三
四
年
）
、
一
五
歳
で
そ
こ
を
卒
業
し
た
メ
ー
リ
ニ
コ

フ
は
、
当
時
、
著
名
な
数
学
者
で
あ
る
ロ
バ
チ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
が
学
長
だ
っ
た
カ
ザ
ン
大
学
文
学
部
に
入
学
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
大
学
へ
の

進
学
は
両
親
の
反
対
で
で
き
な
か
っ
た
。
大
学
在
学
中
に
そ
の
両
親
を
相
次
い
で
失
っ
て
い
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
読
書
に
た
い
す
る
意
欲
は
、
読
書
好
き
か
つ
歴
史
好
き
で
あ
っ
た
祖
父
の
影
響
も
あ
っ
て
、
幼
い
頃
か

ら
非
常
に
強
か
っ
た
。
早
く
か
ら
プ
ー
シ
キ
ン
、
デ
ー
リ
ヴ
ィ
ク
、
ジ
ュ
コ
ー
フ
ス
キ
イ
、
バ
ラ
ト
ィ
ー
ン
ス
キ
イ
な
ど
の
作
品
を
好
ん

で
読
ん
で
い
た
。
三
人
称
で
書
か
れ
た
自
伝
に
よ
れ
ば
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
詩
を
諸
ん
じ
、
一
二
歳
の
時
に
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
『
ポ
ル
タ
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ア
』
の
全
文
、
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
多
く
の
部
分
を
暗
唱
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
も
家
庭
教
師
に
よ
っ
て
厳
し
く
鍛

え
ら
れ
、
一
四
歳
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
読
み
、
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
の
詩
を
諸
ん
じ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
友
人
た
ち
と
と
も
に
史
劇

や
オ
ー
ゼ
ロ
フ
の
悲
劇
を
演
出
、
上
演
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
多
方
面
に
わ
た
る
興
味
は
大
学
入
学
後
も
持
続
し
、
文
学
、
歴
史
、
言

語
学
な
ど
の
分
野
へ
と
目
分
の
関
心
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
、
カ
ザ
ン
大
学
と
い
う
地
理
的
ロ
ケ
ー
シ
．
ン
か
ら
派
生
し

た
雰
囲
気
に
刺
激
を
受
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
東
方
の
言
語
に
も
強
い
興
味
を
抱
き
、
ペ
ル
シ
ャ
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
モ
ン
ゴ
ル
語
な
ど

も
学
ん
で
い
る
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
教
え
子
と
な
っ
た
歴
史
家
の
M
・
H
・
ベ
ス
ト
ゥ
ー
ジ
ェ
フ
門
リ
ュ
ー
ミ
ン
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
す
る
ネ
ク

ロ
ロ
ジ
ー
で
、
大
学
時
代
の
「
彼
は
先
生
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
友
人
に
は
恵
ま
れ
て
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。
事
実
、
後
に
東
洋

学
者
と
な
る
B
・
H
・
ヴ
ァ
シ
ー
リ
エ
フ
、
A
・
H
・
ア
ル
テ
ー
ミ
エ
フ
、
統
計
学
者
の
K
・
0
．
ド
ー
リ
ニ
ク
は
大
学
時
代
に
メ
ー
リ

ニ
コ
フ
に
出
会
い
、
生
涯
の
友
と
な
っ
た
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
の
発
言
や
仕
事
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
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な
ら
ば
、
大
学
時
代
の
教
師
と
し
て
彼
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
ス
ロ
フ
ツ
ォ
ー
フ
の
名
前
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
グ
リ
ゴ
ー
リ
イ
．
ス
テ
パ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
・
ス
ロ
フ
ツ
ォ
ー
フ
は
、
当
時
、
カ
ザ
ン
大
学
で
ロ
シ
ア
文
学
と
美
学
の
講
座
を
担
当
し
て
い

た
人
物
で
あ
る
。
一
七
八
六
年
生
ま
れ
の
彼
は
、
ヴ
ォ
ー
ロ
グ
ダ
の
神
学
校
な
ら
び
に
ト
ロ
イ
ツ
ェ
”
セ
ル
ギ
ー
エ
フ
神
学
校
で
学
ん
だ

後
、
ヴ
ォ
ー
ロ
グ
ダ
神
学
校
、
カ
ル
ー
ガ
神
学
校
で
修
辞
学
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
を
教
え
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
ロ
シ
ア

社
会
で
広
ま
っ
て
い
た
神
秘
主
義
の
影
響
下
に
あ
っ
た
彼
は
、
一
八
二
〇
年
に
は
神
学
校
を
は
じ
め
と
し
た
宗
教
界
か
ら
追
わ
れ
て
、
当

時
、
カ
ザ
ン
大
学
を
一
種
の
中
世
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
院
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
マ
グ
ニ
ー
ツ
キ
イ
の
庇
護
の
下
に
な
る
。
一
八
二
二

年
四
月
か
ら
は
特
任
教
授
、
二
九
年
か
ら
は
正
教
授
と
な
り
、
そ
の
後
は
、
一
八
四
〇
年
に
退
職
す
る
ま
で
政
治
倫
理
学
部
長
、
文
学
部

長
を
歴
任
し
た
。
根
本
的
に
は
保
守
主
義
者
で
あ
っ
た
ス
ロ
フ
ツ
ォ
ー
フ
だ
が
、
当
時
の
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
事
件
前
後
の
状
況
下
、
時
代
精

神
の
点
で
彼
も
時
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
事
件
後
の
新
し
い
文
学
の
理
解
者
と
し
て
、

ま
た
、
時
代
の
閉
塞
状
況
下
の
典
型
的
な
知
識
人
の
一
人
と
し
て
、
学
生
た
ち
に
現
代
文
学
と
の
出
会
い
を
熱
心
に
教
え
た
。
プ
ー
シ
キ

ン
に
た
い
す
る
熱
烈
な
傾
倒
者
で
あ
っ
た
彼
は
、
講
義
の
場
で
プ
ー
シ
キ
ン
の
詩
を
朗
読
し
、
そ
の
死
に
つ
い
て
知
ら
せ
、
そ
の
死
に
捧

げ
ら
れ
た
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
の
「
詩
人
の
死
」
を
読
み
上
げ
た
。
そ
の
時
の
様
子
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
回
想
録
に
詳
細
に
熱
を
こ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
目
身
の
青
春
の
一
ぺ
ー
ジ
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ス
ロ
フ
ツ
ォ
ー
フ
は
、
ダ

ー
リ
の
有
名
な
辞
書
の
出
版
よ
り
以
前
に
『
・
シ
ア
語
方
言
集
』
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
、
大
学
を
通
し
て
そ
の
プ
ラ
ン
を
具
体
化
し
よ

う
と
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
点
で
、
彼
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
し
て
民
衆
の
言
葉
や
口
承
文
学
へ
の
関
心
を
呼
び
覚
ま
し
た
こ
と
は

疑
い
な
い
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
彼
自
身
の
ロ
シ
ア
民
俗
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
の
教
師
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。
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民
衆
の
言
葉
、
民
衆
の
創
作
、
歌
謡
、
昔
話
、
諺
に
つ
い
て
十
分
に
知
り
ぬ
い
て
い
た
ス
ロ
フ
ツ
ォ
ー
フ
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の

中
に
は
、
本
当
の
ロ
シ
ア
文
章
語
に
と
っ
て
、
決
し
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
純
粋
な
源
が
存
在
す
る
の
だ
、
と
つ
ね
に
語
っ
て

（
1
0
）

い
た
。

H・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

現
在
な
ら
ば
一
般
的
に
は
「
標
準
語
」
と
訳
さ
れ
る
も
の
を
あ
え
て
直
訳
し
て
「
文
章
語
」
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
言
語
状
況

が
は
っ
き
り
と
物
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
八
三
〇
年
代
は
、
当
時
の
す
べ
て
の
作
家
に
と
っ
て
は
最
大
の
過
渡
期
だ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
詩
か
ら
散
文
へ
の
移
行
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
移
行
に
際
し
て
文
章
語
の
モ
デ
ル
た
る
べ
く
「
純
粋
な
源
」
と

し
て
選
択
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
視
野
に
入
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
特
に
昔
話
を
は
じ
め
と
し
た
口
承
文
学
の
作
品
だ

っ
た
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
選
択
は
た
だ
ち
に
社
会
全
体
の
共
有
と
は
な
ら
ず
、
プ
ー
シ
キ
ン
を
は
じ
め
と
し
た
少
数
の
人
々
の
実
験
に

よ
っ
て
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
。
こ
こ
に
引
い
た
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
一
文
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
の
認

識
が
確
実
に
存
在
し
、
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
先
に
言
及
し
た
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
東
方
に
た
い
す
る
関
心
の
方
向
が
「
ロ
シ
ア
ヘ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
」
（
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
）
と
い
う

契
機
を
、
彼
自
身
は
「
人
間
の
オ
ー
ガ
ニ
ズ
ム
の
運
命
論
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
が
、
そ
の
一
端
は
、
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
教
師
の
影

響
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
大
学
卒
業
か
ら
「
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
」
誕
生
ま
で

　
一
八
三
七
年
に
大
学
を
卒
業
し
た
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
そ
の
才
能
を
か
わ
れ
て
ス
ラ
ヴ
語
講
座
の
開
設
準
備
の
た
め
に
大
学
に
残
り
、

ま
た
、
外
国
へ
の
派
遣
も
計
画
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
仲
間
と
の
大
酒
飲
み
と
い
う
「
若
気
の
至
り
」
が
も
と
で
、
そ
う
し
た
将
来
計
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画
は
す
べ
て
水
泡
に
帰
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
に
た
い
し
て
彼
の
目
伝
は
沈
黙
す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
記
し
た
の
は
ブ
ロ

ッ
ク
ハ
ウ
ス
百
科
事
典
の
C
・
A
・
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
の
記
述
に
よ
る
。
し
か
も
、
ペ
ル
ミ
県
の
僻
地
の
シ
ャ
ー
ド
リ
ン
ス
ク
に
教
師
と

し
て
護
衛
兵
付
き
で
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
ペ
ル
ミ
に
戻
り
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
師
と
し
て
歴
史
、
地
理
、
統
計
を
教
え
て
い
る

（一

三
八
－
三
九
年
）
。

　
こ
の
時
代
の
活
動
と
し
て
ふ
れ
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
ウ
ラ
ル
地
方
へ
の
旅
行
と
そ
の
際
の
観
察
を
ま
と
め
た
成
果
論
文
の
執
筆
で
あ

る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
大
学
在
学
時
に
芽
生
え
た
ロ
シ
ア
民
俗
へ
の
関
心
は
、
こ
の
旅
行
に
よ
っ
て
実
地
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
休
暇
を
利
用
し
て
、
タ
ム
ボ
フ
、
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
、
ペ
ル
ミ
と
い
っ
た
地
域
を
歩
き
回
っ
た
。

特
に
農
村
を
丹
念
に
巡
っ
て
、
「
書
斎
の
や
わ
ら
か
な
ソ
フ
ァ
な
ど
に
は
座
る
こ
と
な
く
、
農
民
小
屋
の
板
寝
床
（
ポ
ラ
ー
チ
）
に
横
に

な
っ
て
」
農
民
や
働
く
人
々
の
生
活
、
民
衆
の
俗
語
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
じ
か
に
触
れ
た
。
そ
の
旅
行
の
記
録
は
、
『
タ
ム
ボ
フ
県
か
ら

シ
ベ
リ
ア
ヘ
の
旅
覚
書
』
と
題
さ
れ
て
雑
誌
「
祖
国
雑
記
」
そ
の
他
に
発
表
さ
れ
た
が
（
全
九
篇
、
一
八
三
九
－
四
二
年
）
、
そ
こ
に
は
、

訪
問
し
た
土
地
の
自
然
、
経
済
、
住
民
に
つ
い
て
の
報
告
に
は
じ
ま
っ
て
土
地
ご
と
の
習
俗
、
言
い
伝
え
ま
で
が
道
中
の
見
聞
や
印
象
に

交
え
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
「
モ
ス
ク
ワ
通
信
」
「
祖
国
雑
記
」
「
モ
ス
ク
ワ
人
」
な
ど
と
い
っ
た
名
だ
た
る
総
合
雑
誌
の
紙
面

に
は
、
ロ
シ
ア
の
地
方
の
各
地
の
様
子
を
記
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
ロ
マ
ン
主
義
な
い
し
は
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も

次
々
と
発
表
さ
れ
て
い
た
。
辺
境
の
シ
ベ
リ
ア
地
域
の
地
誌
・
風
俗
の
紹
介
も
人
気
が
あ
り
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
こ
の
旅
行
記
も
そ
う
し

た
も
の
の
一
つ
と
し
て
評
判
を
博
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
彼
の
名
前
が
中
央
に
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
ホ
イ
ジ

ン
グ
ト
ン
は
、
こ
の
旅
行
記
が
文
体
・
語
り
・
対
象
な
ど
の
点
で
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
と
っ
て
基
本
的
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
「
文
学
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

実
験
室
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
人
類
学
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
見
ら
れ
る
、
と
述
べ
る
。
そ
の
指
摘
に
は
誇
張
も
あ
る
が
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ

の
処
女
作
に
大
き
な
意
味
を
認
め
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、
基
本
的
に
は
正
確
な
認
識
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ベ
リ
ア
研
究
の
視
点
か
ら
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（
1
2
）

み
て
も
、
「
旅
覚
書
」
は
一
九
世
紀
前
半
の
貴
重
な
仕
事
と
し
て
現
在
も
な
お
民
族
学
史
的
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
ま
た
、
同
じ
く
こ
の
時
期
に
作
家
と
し
て
も
ス
タ
ー
ト
し
よ
う
と
し
て
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
文
体
を
真
似
た
短
編
小
説

二
篇
を
発
表
し
て
い
る
（
一
八
四
〇
年
）
。
た
だ
し
、
こ
の
処
女
作
は
ゴ
ー
ゴ
リ
の
場
合
と
同
様
に
ま
っ
た
く
の
不
評
に
終
わ
り
、
お
か

げ
で
彼
は
そ
の
後
一
二
年
ほ
ど
の
期
間
は
文
学
作
品
の
執
筆
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
九
三
九
年
秋
、
彼
は
故
郷
の
町
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
に
戻
り
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
歴
史
の
教
師
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
六

年
を
彼
は
こ
の
町
で
教
師
と
し
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
が
、
ゴ
ー
ゴ
リ
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
と
っ
て
魅
力
を
感
じ
さ
せ
な
い
教
師
で
あ
っ

た
の
と
同
じ
く
、
教
師
と
し
て
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
学
生
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
満
足
を
与
え
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
知
識
に
た
い
す
る
貧
欲
さ
と
歴
史
へ
の
愛
情
の
点
で
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
C
・
B
・
エ
シ
ェ
ー

フ
ス
キ
イ
と
ベ
ス
ト
ゥ
ー
ジ
ェ
フ
“
リ
ュ
ー
ミ
ン
と
い
う
二
人
の
優
れ
た
歴
史
家
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
メ
ー
リ
ニ
コ

フ
の
名
誉
の
た
め
に
忘
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
一
八
四
〇
年
に
彼
の
生
徒
と
な
っ
た
ベ
ス
ト
ゥ
ー
ジ
ェ
フ
ー
ー
リ
ュ
ー
ミ
ン
は
、
メ
ー

リ
ニ
コ
フ
は
「
教
育
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
学
ぼ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
有
益
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
期
の
彼
は
、
個
人
生
活
の
上
で
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
一
八
四
一
年
に
結
婚
し
た
病
弱
の
妻
リ
ー
ジ
ヤ
・
ニ
コ
ラ
ー
エ
ヴ
ナ
が

一
八
四
八
年
に
七
人
の
子
供
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
ほ
か
、
経
済
的
に
も
苦
し
い
状
態
が
続
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
逆
境
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
四
〇
年
代
は
彼
の
研
究
活
動
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
時
期
と
し
て
特
筆
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

一
八
四
一
年
に
考
古
学
協
会
の
通
信
会
員
に
任
命
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
八
四
六
年
か
ら
帝
室
ロ
シ
ア
地
理
学
協
会
員
、
一
八

四
七
年
か
ら
農
業
協
会
の
通
信
会
員
と
な
っ
て
、
文
字
通
り
研
究
者
と
し
て
の
彼
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
フ
ル
回
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

こ
に
い
た
っ
て
、
彼
は
ロ
シ
ア
中
世
史
、
郷
土
史
・
誌
、
ラ
ス
コ
ー
ル
研
究
に
没
頭
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
研
究
の
成
果
は
、
一
八
四
五
年
以
降
、
彼
が
編
集
者
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
っ
た
「
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
報
」
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（一

三
八
年
か
ら
発
行
、
週
二
回
）
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
「
県
報
」
は
県
知
事
M
・
A
・
ウ
ル
ー
ソ
フ
の
発
案
に
よ
り
発
行
さ
れ
た

も
の
で
、
彼
の
側
近
に
い
た
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
は
じ
め
、
M
・
B
・
ア
ヴ
デ
ー
エ
フ
、
B
・
A
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
が
そ
の
編
集
に
参
加
し
て

い
た
。
そ
の
雑
報
欄
に
は
、
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
官
公
庁
の
ア
ル
ヒ
ー
フ
か
ら
取
捨
選
択
さ
れ
た
多
数
の
歴
史
的
・
民
族
学
的

資
料
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
の
た
め
に
「
二
i
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
報
」
は
、
当
時
広
く
知
ら
れ
て
い
た
カ
ザ
ン
、
ヴ

ラ
ジ
ー
ミ
ル
、
ヴ
ォ
ロ
ー
ネ
ジ
で
発
行
さ
れ
て
い
た
県
報
と
肩
を
並
べ
る
ま
で
に
な
り
、
「
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
流
域
の
文
化
生
活
の
中
で
注

　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

目
す
べ
き
現
象
と
な
っ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
紙
面
に
発
表
さ
れ
た
資
料
や
歴
史
論
文
の
大
部
分
が
、
雑
報
欄
担
当
の
メ
ー
リ
ニ

コ
フ
の
手
に
な
っ
て
い
た
。
彼
は
一
八
五
〇
年
ま
で
こ
の
県
報
の
編
集
に
携
わ
っ
た
が
、
指
摘
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
そ
の
最
後
の
年

に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ト
に
つ
い
て
」
の
筆
者
名
と
し
て
、
彼
の
終
生
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
な
っ
た
ア
ン
ド

レ
イ
・
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
名
前
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
誕
生
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
後
に
述

べ
る
。

　
「
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
報
」
の
ほ
か
、
雑
誌
「
祖
国
雑
記
」
「
モ
ス
ク
ワ
人
」
な
ど
に
彼
は
次
々
と
資
料
探
索
の
成
果
を
公

表
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
郷
土
史
（
誌
）
家
、
民
俗
文
化
の
研
究
者
と
し
て
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
誕
生
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
二
i
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
は
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
を
は
さ
ん
だ
対
岸
の
土
地
で
年
一
回
開
催
さ
れ
る
定
期
市
に
よ

っ
て
ロ
シ
ア
の
み
な
ら
ず
、
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
で
知
ら
れ
て
い
た
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
、
ま
た
彼
の
息
子
も
こ
の
定
期
市
の

歴
史
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
半
ば
に
は
ロ
シ
ア
全
域
で
開
か
れ
て
い
た
四
七
六
〇
の
定

期
市
の
中
で
、
二
ー
ジ
ニ
イ
の
そ
れ
は
最
大
規
模
を
誇
っ
て
い
た
と
い
う
。
公
式
上
は
毎
年
七
月
一
五
日
か
ら
八
月
一
五
日
ま
で
の
一
ヵ

月
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
そ
の
定
期
市
に
つ
い
て
は
、
ダ
ー
リ
の
『
ロ
シ
ア
人
の
諺
』
に
も
「
七
月
二
五
日
は
聖
マ
カ
ー
リ
イ
の

日
ー
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
定
期
市
の
名
の
日
」
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
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こ
の
定
期
市
が
た
ん
に
商
品
の
移
動
と
売
り
買
い
の
た
め
の
場
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
言
わ
ば
祝
祭
へ
の
参

加
と
情
報
の
交
換
の
た
め
に
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
た
が
、
注
目
し
た
い
の
は
多
数
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
が
到
来
し
た
こ
と
で
あ
る
。

A
・
H
・
オ
ス
ト
ロ
ー
フ
ス
キ
イ
、
ネ
ク
ラ
ー
ソ
フ
、
H
・
H
・
パ
ナ
ー
エ
フ
、
マ
ク
シ
ー
モ
フ
と
い
っ
た
作
家
た
ち
、
歴
史
家
の
M
・

H
・
ポ
ゴ
ー
ジ
ン
、
民
俗
学
者
の
ヤ
ク
ー
シ
キ
ン
と
い
っ
た
人
々
が
こ
の
定
期
市
を
訪
れ
た
が
、
こ
の
中
で
ネ
ク
ラ
ー
ソ
フ
、
パ
ナ
ー
エ

フ
、
ポ
ゴ
ー
ジ
ン
は
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
記
し
た
こ
の
町
に
関
す
る
論
文
を
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
一
八
四
一
年
に

こ
の
町
を
訪
れ
て
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
知
り
合
っ
た
ポ
ゴ
ー
ジ
ン
は
、
遺
跡
や
市
を
と
も
に
見
て
回
り
、
資
料
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
メ
ー

リ
ニ
コ
フ
に
依
頼
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
こ
の
町
と
定
期
市
の
訪
問
者
に
と
っ
て
文
字
通
り
直
接
、
間
接
の
案
内
役

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
彼
は
、
市
の
管
轄
者
で
町
で
も
有
数
の
教
養
人
で
あ
っ
た
皿
・
H
・
ト
ル
ス
ト
イ
伯
爵
と
知
己

を
得
て
、
彼
を
介
し
て
一
般
に
は
手
に
入
れ
が
た
い
旧
教
徒
関
連
の
古
文
書
を
入
手
し
、
ま
た
、
旧
教
徒
た
ち
と
交
流
し
た
。
メ
ー
リ
ニ

コ
フ
は
こ
の
時
期
の
自
分
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
八
四
七
年
ま
で
、
私
は
二
i
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
に
住
み
、
ロ
シ
ア
史
を
学
び
な
が
ら
ラ
ス
コ
ー
ル
と
そ
の
教
徒
の
研
究
に

と
り
か
か
っ
た
。
二
つ
の
事
情
が
私
の
仕
事
の
手
助
け
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
多
数
の
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
が
住
む
二
ー
ジ
ニ
イ
・

ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
（
奥
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
地
域
）
周
辺
の
調
査
旅
行
と
、
そ
し
て
二
i
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

期
市
に
お
け
る
書
籍
商
と
の
交
流
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
一
八
四
〇
年
代
に
お
け
る
彼
の
研
究
活
動
に
は
ロ
シ
ア
・
ス
ラ
ヴ
の
神
話
を
中
心
と
し
た
古
代
の
文
化
に
た
い
す
る
憧
憬

な
い
し
は
関
心
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
書
簡
に
よ
っ
て
検
証
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
を

173
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「
ス
ラ
ヴ
派
へ
の
共
鳴
者
」
と
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
そ
の
点
は
い
ま
だ
十
分
に
確
証
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
ロ
シ
ア
・
ス
ラ
ヴ
の

神
話
に
た
い
す
る
彼
の
関
心
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
『
森
の
中
で
』
の
世
界
を
理
解
す
る
際
に
き
わ
め
て
重
要
な

テ
ー
マ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
に
関
す
る
資
料
、
な
ら
び
に
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
ロ
シ
ア
神
話
研
究
に
関

す
る
資
料
の
乏
し
い
こ
と
の
た
め
に
解
明
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
『
森
の
中
で
』
に
お
け
る
民
俗
記
述
の
研
究
史
的
源
泉
を
調
査

し
て
す
ぐ
れ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
残
し
た
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
神
話
学
的
記
述
を
あ
げ
て
い

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
点
数
と
し
て
ご
く
少
数
で
あ
り
、
内
容
面
で
も
き
わ
め
て
概
略
的
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
し
か
も
メ
ー
リ
ニ

コ
フ
自
身
と
の
関
連
は
ま
っ
た
く
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
八
四
〇
年
代
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
神
話
に
た
い
す
る
関
心
の
萌
芽
が
、
後
世
の
『
森
の
中
で
』

に
お
け
る
壮
大
な
神
話
世
界
へ
の
叙
述
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
神
話
学
派
」
の
代
表
者
で
あ
っ
た

A
・
H
・
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
エ
フ
の
著
書
に
接
す
る
一
八
六
〇
年
代
後
半
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

174

三
、
役
人
と
し
て

　
一
八
四
六
年
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
教
職
を
捨
て
て
、
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
知
事
ウ
ル
ー
ソ
フ
付
き
の
特
別
任
務
職
に
就
い

て
い
る
。
そ
の
理
由
な
ど
詳
し
い
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
職
に
は
一
八
四
七
年
か
ら
三
年
間
と
ど
ま
り
、
さ
ら
に
は
一
八
五
〇
年
か

ら
内
務
省
に
勤
務
、
五
五
年
か
ら
は
そ
の
特
別
職
の
官
吏
と
し
て
働
く
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
教
職
を
や
め
て
か
ら
数
え
れ
ば

一
八
六
六
年
に
退
職
す
る
ま
で
の
ほ
ぼ
二
〇
年
間
を
彼
は
役
人
と
し
て
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
特
別
職
と
い
う
任
務
の
内
容
は
、

彼
の
歴
史
に
関
す
る
知
識
、
特
に
ラ
ス
コ
ー
ル
に
関
す
る
知
識
の
豊
か
さ
故
に
、
大
い
に
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
半
ば

の
ロ
シ
ア
社
会
に
と
っ
て
ラ
ス
コ
ー
ル
問
題
は
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
子
供
時
代
か
ら
旧
教
徒
た
ち
と
触
れ
合
い
、
頻
繁
に
そ
の
僧
院
を
訪
ね
、
彼
ら
の
生
活
や
風
習
を
肌
で
知
る
機
会
に

恵
ま
れ
て
い
た
。
母
の
死
後
に
領
地
を
得
た
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
郡
を
は
じ
め
と
し
て
、
彼
の
生
ま
れ
育
っ

た
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
周
辺
は
旧
教
徒
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
H
・
ア
ヴ
ァ
ク
ー
ム
の
生
ま
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
古
く
か
ら
旧
教
徒
が
多
く
住
む
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
が
参
加
し
指
揮
を
取
っ
た
統
計

調
査
の
報
告
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
の
論
文
「
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
の
人
数
」
に
よ
れ
ば
、
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
人
口
一
工
ハ
万
人
の
中
、
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
一
七
万
人
が
旧
教
徒
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
旧
教
徒
の
友
人
や
定
期
市
の
書
籍
商
人
な
ど
を
通
じ
て
、
旧
教
の
教
義
上
の
著
作
を
は
じ

め
と
し
て
古
文
書
や
手
書
き
本
、
さ
ら
に
は
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
ま
で
手
に
入
れ
る
な
ど
旧
教
の
状
況
に
深
く
通
じ
て
い
た
。
そ
の
博
識

ぶ
り
は
、
旧
教
徒
内
の
最
高
の
識
者
と
も
論
争
で
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
ま
で
言
わ
れ
て
お
り
、
一
八
四
〇
年
代
末
に
は
「
ラ
ス
コ
ー
ル

問
題
」
で
最
も
著
名
な
事
情
通
の
一
人
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
精
通
ぶ
り
に
つ
い
て
、
作
家
の
レ
ス
コ
ー
フ
は
次
の
よ
う

に
書
く
。実

に
長
い
間
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
ラ
ス
コ
ー
ル
研
究
と
ア
ポ
ク
リ
フ
文
学
の
上
で
私
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
の
初
期
の
仕

事
に
見
ら
れ
る
ラ
ス
コ
ー
ル
の
生
活
習
俗
面
に
関
す
る
誤
謬
を
訂
正
し
た
の
だ
っ
た
。
私
は
、
ラ
ス
コ
ー
ル
に
た
い
す
る
メ
！
リ
ニ

コ
フ
の
見
方
を
確
信
を
も
っ
て
受
入
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
は
亡
き
パ
ー
ヴ
ェ
ル
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
の
見
解
は
、
私
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

に
よ
れ
ば
、
も
っ
と
も
信
頼
の
お
け
る
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

175

こ
う
し
た
造
詣
の
深
さ
の
た
め
に
彼
は
、
ニ
コ
ラ
イ
一
世
末
期
に
第
一
級
の
ラ
ス
コ
ー
ル
通
と
し
て
政
治
世
界
の
中
枢
へ
と
招
き
入
れ
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ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
自
分
に
課
さ
れ
た
公
務
を
忠
実
に
遂
行
し
た
こ
と
は
彼
目
身
も
認
め
る
と
お
り
で
あ
り
、
し
か
も
、

ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
の
壊
滅
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
上
層
権
力
の
意
向
を
彼
は
無
慈
悲
な
ま
で
に
実
行
し
よ
う
と
し
た
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
が
原
因
と
な
っ
て
ロ
シ
ア
に
政
治
的
不
安
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
八
四

〇
年
代
末
に
自
身
の
公
務
開
始
に
あ
た
っ
て
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
を
衰
退
さ
せ
る
目
的
で
次
の
よ
う
な
過
酷
な
計
画
を
提
案
し
て
い
る
。

一、

ス
コ
ー
リ
ニ
キ
と
正
教
徒
が
一
緒
に
住
む
地
域
で
は
、
前
者
を
兵
隊
に
す
る
こ
と

一一

正
教
徒
で
な
い
司
祭
、
逃
亡
司
祭
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
の
教
師
や
両
親
と
い
っ
た
人
々
の
祝
福
を
受
け
た
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
れ
た
子
供
は
、
強
制
兵
役
と
し
て
軍
隊
や
軍
関
係
の
役
所
に
送
る
こ
と

176

　
彼
の
内
心
に
は
、
少
年
時
代
か
ら
親
し
く
接
し
た
旧
教
徒
た
ち
自
身
と
、
彼
ら
の
習
俗
や
習
慣
に
た
い
す
る
愛
着
が
あ
っ
た
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
、
旧
教
徒
の
み
な
ら
ず
、
ロ
シ
ア
の
文
化
と
歴
史
、
地
方
史
、
考
古
学
、
民
俗
学
へ
の
関
心
と
し
て

大
き
く
展
開
し
て
い
っ
た
源
泉
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
役
人
と
し
て
の
彼
は
そ
う
し
た
い
わ
ば
個
人
的
契
機
や

感
情
を
表
面
に
出
す
こ
と
な
く
、
旧
教
徒
弾
圧
者
と
し
て
の
任
務
を
押
し
進
め
て
い
っ
た
。

　
そ
れ
故
に
、
旧
教
徒
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
社
会
の
広
範
な
部
分
で
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
た
い
す
る
反
感
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
の

は
十
分
に
想
像
で
き
る
。
レ
ス
コ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
つ
い
て
「
ま
る
で
狼
の
よ
う
だ
」
と
い
う
風
評
が
あ
っ
た

と
い
う
し
、
彼
自
身
が
ラ
ス
コ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
「
悪
魔
と
連
帯
し
、
壁
の
む
こ
う
に
あ
る
物
を
見
抜
け
る
」

人
物
と
の
伝
説
も
生
ま
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
H
・
A
・
ヤ
ン
チ
ュ
ー
ク
は
中
世
ロ
シ
ア
に
た
い
す
る
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
豊
富
な
学

識
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
語
る
時
、
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
の
を
忘
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
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（
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
作
品
－
引
用
者
）
文
学
的
才
能
を
持
っ
た
予
審
判
事
、

さ
ら
に
、
ヤ
ン
チ
ュ
ー
ク
は
続
け
る
。

あ
る
い
は
特
別
任
務
を
帯
び
た
役
人
の
創
作
で
あ
る
」
。

　
　
こ
の
興
味
を
引
く
語
り
手
の
背
後
に
は
、
彼
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
手
段
を
使
っ
て
ラ
ス
コ
ー
ル
の
生
活
の
内
情
の
す
べ
て
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
嗅
ぎ
出
す
よ
う
に
、
と
い
う
秘
密
任
務
を
任
さ
れ
た
内
務
省
の
役
人
が
立
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
旧
教
徒
に
た
い
し
て
取
ら
れ
た
彼
の
仮
借
な
き
態
度
も
一
八
五
〇
年
代
末
に
か
け
て
変
化
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八

六
一
年
の
農
奴
解
放
を
は
じ
め
と
す
る
大
改
革
を
目
前
と
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
潮
流
の
中
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
旧
教
徒
観
は
急
激
に
転

換
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
の
こ
と
を
「
有
益
な
る
市
民
」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
以
前
に
比
べ
て
は
る
か
に
穏
健
で
、
寛
容

な
も
の
と
な
り
、
時
に
は
正
反
対
の
も
の
ま
で
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
は
そ
れ
自
身
の
中
に
、
国
家
や
社
会
秩
序
に
と
っ
て
何
ら
危
険
な
も
の
は
な
か
っ
た
し
、
今
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

民
権
に
た
い
す
る
二
〇
〇
年
に
わ
た
る
圧
迫
と
制
限
は
、
ま
っ
た
く
余
計
な
も
の
で
あ
り
、
有
害
で
さ
え
あ
っ
た
。

彼
ら
の
市

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
政
府
に
た
い
し
て
、
旧
教
徒
に
寛
大
な
態
度
を
取
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
一
八
六
六
年
に
内
務

省
宛
に
書
か
れ
た
書
簡
の
中
に
は
、
教
育
を
受
け
た
旧
教
徒
が
我
々
の
生
活
に
た
い
し
て
新
た
な
要
素
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
我
々
が
忘
れ
去
っ
た
「
い
に
し
え
」
の
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
人
々
で
あ
る
と
記
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
未
来
の
ロ
シ
ア
の
主
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

砦
は
古
儀
式
派
の
中
に
こ
そ
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
る
。
そ
し
て
、
聖
職
者
の
無
知
こ
そ
が
ラ
ス
コ
ー
ル
の
原
因
で
あ
り
、
旧
教
徒
を
真
に
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な
く
す
た
め
に
は
大
衆
の
啓
蒙
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
、
古
儀
式
派
教
徒
に
た
い
し
て
完
全
な
市
民
権
を
与
え
る
よ
う
に
と
メ
ー
リ
ニ
コ
フ

は
提
起
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
旧
教
徒
観
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
彼
は
研
究
に
よ
る
情
報
の
増
加
の
た
め
と
す
る
が
、
同
時
代
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
噂
や
憶
測
が
流
れ
た
し
、
そ
の
是
非
や
理
由
に
た
い
し
て
研
究
者
の
意
見
も
分
か
れ
た
。
呵
責
な
き
役
人
と
穏
健
な
啓
蒙
主
義

者
、
と
い
っ
た
形
で
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
二
面
性
を
指
摘
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
は
事
情
は
は

る
か
に
単
純
で
あ
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
体
制
内
で
の
生
活
に
は
、
彼
自
身
の
確
固
た
る
見
解
と
い
っ
た

も
の
が
な
く
、
彼
は
た
だ
支
配
的
潮
流
に
身
を
任
せ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
基
本
的
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
作
家
の
M
・
E
・
サ
ル
ト
ィ
コ
ー
フ
”
シ
チ
ェ
ド
リ
ー
ン
も
、
役
人
と
し
て
の
活
動
を
も
っ
て
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
「
卑
劣
漢
」
と

呼
び
な
が
ら
、
「
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
悪
意
で
も
っ
て
そ
う
し
た
の
で
は
な
く
、
命
令
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の

も
、
同
様
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
旧
教
徒
に
た
い
す
る
熱
烈
な
興
味
と
愛
着
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
ヘ
の
迫
害
計
画
の
作
成
、
彼
ら
に
た
い
す

る
啓
蒙
主
義
者
と
し
て
の
寛
容
、
と
い
っ
た
時
代
に
よ
る
矛
盾
と
も
映
る
変
化
は
、
彼
が
リ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
状
況
に
通
じ
た
官

僚
と
し
て
の
資
質
の
持
ち
主
で
は
な
く
、
む
し
ろ
研
究
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
文
学
者
と
し
て
の
才
に
沿
っ
た
だ
け
の
結
果
と
考
え
ら
れ

る
Q

178

四
、
同
時
期
の
文
学
活
動
と
民
俗
研
究

　
次
に
、
役
人
時
代
に
お
け
る
彼
の
文
学
活
動
と
民
俗
研
究
に
つ
い
て
述
べ
る
。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
彼
は
一
八
四
〇
年
に
ゴ
ー
ゴ
リ

の
作
品
を
模
倣
し
た
短
編
小
説
、
そ
の
他
に
詩
な
ど
を
発
表
し
た
が
、
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
の
後
は
文
学
活
動
を
停
止
し
て
い
た
。
し
か

し
、
一
八
五
〇
年
代
に
な
っ
て
彼
は
、
ダ
ー
リ
の
強
い
影
響
と
勧
め
も
あ
っ
て
一
〇
年
以
上
に
わ
た
る
沈
黙
を
破
り
小
説
家
と
し
て
の
再



H・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
そ
の
当
時
、
ダ
ー
リ
は
、
作
家
と
し
て
、
民
俗
学
者
と
し
て
、
ま
た
方
言
学
者
と
し
て
幅
広
い
活
動
を
し
て
い
た
。
彼
の
作
家
と
し
て

の
活
動
開
始
は
、
一
八
三
〇
年
代
、
ロ
シ
ア
文
学
史
上
で
詩
か
ら
散
文
へ
と
い
う
移
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
彼
は
『
昔
話
集
』
（
一
八
三
二
年
）
に
よ
っ
て
デ
ビ
ユ
ー
し
、
短
編
小
説
、
さ
ら
に
オ
ー
チ
ェ
ル
ク
（
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
）
に
通
ず
る

「
生
理
学
的
」
作
品
を
発
表
し
た
。
そ
う
し
た
彼
が
、
一
九
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
ロ
シ
ア
文
学
の
大
展
開
を
眼
前
に
し
て
、
文
学
活
動

を
「
断
念
」
し
て
ロ
シ
ア
民
俗
・
ロ
シ
ア
語
研
究
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
こ
と
の
意
味
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
れ
は
、
た
ん
に
彼
自
身
の

才
能
や
資
質
の
問
題
に
収
ま
る
も
の
で
な
く
、
彼
個
人
の
選
択
の
問
題
に
も
と
ど
ま
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学
と
言

葉
・
民
俗
と
の
両
者
を
通
底
す
る
問
題
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
文
学
史
に
お
け
る
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ズ
ム
と
そ
の
伝
統
、
あ
る
い
は
、
フ
ォ
ー
ク
ロ

リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
半
ば
に
お
け
る
ロ
シ
ア
民
俗
学
の
創
成
期
に
あ
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
内
部
に
位
置
す
る
学
者
と
し
て
で
な
く
、
い
わ
ば
ア

マ
チ
ュ
ア
の
研
究
者
た
ち
が
果
た
し
た
役
割
は
計
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
（
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
ロ
シ
ア
民
俗
学
そ

の
も
の
の
特
徴
的
現
象
と
な
っ
た
）
。
そ
う
し
た
中
で
も
、
医
者
で
あ
り
、
動
物
学
、
植
物
学
に
も
造
詣
の
深
か
っ
た
ダ
ー
リ
の
存
在
は

群
を
抜
い
て
い
た
。
一
八
四
〇
年
代
に
は
、
庶
民
の
生
活
・
習
俗
・
言
葉
な
ど
民
衆
文
化
に
た
い
す
る
知
識
の
豊
富
さ
で
彼
の
名
声
は
す

で
に
定
ま
っ
て
い
た
観
が
あ
る
。
ダ
ー
リ
は
一
八
四
五
年
に
開
設
さ
れ
た
帝
室
ロ
シ
ア
地
理
学
協
会
の
創
設
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
っ

た
し
、
な
に
よ
り
も
彼
の
畢
生
の
仕
事
と
し
て
、
ロ
シ
ア
文
化
研
究
の
画
期
と
な
っ
た
二
つ
の
仕
事
が
こ
の
四
〇
年
代
に
開
始
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
二
つ
の
仕
事
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
二
〇
万
語
を
収
め
た
「
生
き
た
大
ロ
シ
ア
語
辞
典
』
（
一
八
六
三
－
六
六
年
）
と
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

万
項
目
か
ら
な
る
『
ロ
シ
ア
人
の
諺
』
（
一
八
六
二
年
）
で
あ
る
。

　
ダ
ー
リ
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
出
会
っ
た
の
は
一
八
四
〇
年
代
後
半
で
あ
る
。
最
初
の
出
会
い
は
一
八
四
九
年
と
も
、
ま
た
、
ベ
ス
ト
ゥ
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ー
ジ
ェ
フ
”
リ
ュ
ー
、
・
・
ン
は
一
八
四
五
年
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
お
い
て
、
と
す
る
が
、
最
終
的
に
は
不
明
で
あ
る
。
一
八
四
一
年
か
ら
首

都
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
内
務
省
の
特
別
官
房
の
長
官
職
に
就
い
て
い
た
ダ
ー
リ
は
、
一
八
四
九
年
に
そ
の
職
を
退
き
、
そ
の
後
の
一
〇
年
ほ

ど
を
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
で
皇
室
領
管
理
局
長
官
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
ダ
ー
リ
は
、

こ
の
町
の
同
じ
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
カ
ヤ
通
り
で
ほ
ん
の
至
近
距
離
に
居
を
構
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
町
は
ロ
シ
ア
第
一
の
定
期
市
で
知
ら
れ
て
い
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ダ

ー
リ
も
そ
こ
に
赴
く
こ
と
と
な
り
、
こ
の
町
に
住
ん
だ
一
〇
年
の
間
、
一
度
も
欠
か
す
こ
と
な
く
市
に
出
掛
け
た
と
い
う
。
む
ろ
ん
、
そ

の
目
的
は
「
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
世
界
」
と
し
て
の
市
に
見
出
さ
れ
る
「
多
く
の
民
族
と
言
葉
の
“
バ
ビ
ロ
ン
の
ご
と
き
”
混
清
、
果
て
し

な
き
お
喋
り
、
口
論
、
叫
び
声
、
罵
声
、
地
口
、
小
話
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
言
、
衣
服
や
商
品
、
色
彩
の
絶
え
問
な
き
変
化
、
生
命
の
激
し

い
沸
騰
」
を
観
察
し
、
記
録
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
特
に
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
周
辺
は
、
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
中
流
地
域
の
多
民
族

が
接
触
す
る
場
所
と
し
て
、
モ
ル
ド
ヴ
ァ
、
マ
リ
な
ど
の
フ
ィ
ン
語
族
、
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
、
タ
タ
ー
ル
な
ど
の
チ
ュ
ル
ク
語
族
の
住
民
が
多

数
住
み
、
大
き
な
意
味
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
接
触
点
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ダ
ー
リ
の
眼
前
に
は
、
「
突
如
、
蘇
っ
た
辞
書
」

の
ご
と
き
光
景
が
現
出
し
た
は
ず
で
あ
る
。
言
語
学
者
や
民
俗
学
者
・
民
族
学
者
に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
く
狂
喜
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ

う
そ
の
場
に
つ
い
て
、
ダ
ー
リ
の
伝
記
作
者
は
次
の
よ
う
に
描
き
だ
す
。
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背
の
高
い
ダ
ー
リ
の
姿
が
あ
ち
こ
ち
で
ち
ら
つ
い
て
い
た
。
彼
は
こ
の
巨
大
な
人
の
海
を
愛
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
人

が
好
き
だ
っ
た
か
ら
だ
。
ど
う
し
て
愛
さ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
そ
こ
に
、
農
夫
が
草
履
を
履
き
、
手
織
り
の
粗
い
ラ
シ
ャ
の
上
着

を
着
て
立
っ
て
い
る
。
な
あ
、
そ
こ
の
人
、
寄
っ
て
い
け
よ
、
と
い
っ
た
言
葉
。
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
、
鉛
筆
を
手
に
し
て
書
き
留

め
る
。
ダ
ー
リ
は
何
一
つ
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
な
し
に
、
彼
の
手
元
に
は
、
洒
落
や
諺
、
慣
用
句
が
山
ほ
ど
溜
ま
っ
て
い
く
。



　
定
期
市
は
四
〇
日
間
続
く
が
、
こ
の
間
、
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

昔
話
、
歌
謡
、
そ
し
て
民
俗
版
画
を
「
漁
り
に
」
出
掛
け
て
い
っ
た
。

（
ダ
ー
リ
の
こ
と
1
引
用
者
）

は
、
言
葉
と

H・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

　
こ
う
し
た
環
境
下
に
ダ
ー
リ
と
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
と
も
に
研
究
に
没
頭
し
て
い
っ
た
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
自
由
な
時
間
の
ほ
と
ん
ど
を

ダ
ー
リ
の
家
で
過
ご
し
、
年
代
記
や
中
世
文
学
を
読
み
、
古
文
書
な
ど
の
資
料
整
理
に
打
ち
込
ん
だ
。
ま
た
、
一
八
五
二
年
か
ら
翌
年
に

か
け
て
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
内
の
三
七
〇
〇
に
も
お
よ
ぶ
地
点
を
巡
っ
て
資
料
収
集
を
お
こ
な
っ
た
際
に
、

ダ
ー
リ
は
彼
に
方
言
の
採
録
を
依
頼
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
ー
リ
の
『
生
き
た
大
ロ
シ
ア
語
辞
典
』
に
は
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
集
め

た
資
料
が
収
め
ら
れ
て
お
り
こ
の
辞
書
作
成
・
編
纂
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
参
加
し
た
と
考
え
る
の
が
目
然
で
あ
る
。
事
実
、
メ
ー
リ
ニ
コ

フ
の
名
前
は
ダ
ー
リ
の
辞
書
の
序
文
に
記
憶
さ
る
べ
き
協
力
者
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
辞
書
の
内
容
と
規
模
か
ら
す
れ
ば
多

数
の
協
力
者
が
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
顔
ぶ
れ
は
ほ
と
ん
ど
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
名
前
の
あ
が
っ
て
い
る
の
は
、

オ
レ
ン
ブ
ル
グ
の
陸
軍
幼
年
学
校
視
学
官
の
A
・
H
・
ヂ
ヤ
ー
コ
ノ
フ
と
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
わ
ず
か
二
人
で
あ
る
）
。

　
文
字
通
り
、
日
夜
研
究
を
と
も
に
す
る
中
で
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
ダ
ー
リ
の
こ
と
を
「
ロ
シ
ア
文
学
の
分
野
に
お
け
る
愛
す
べ
き
師
に

し
て
指
導
者
」
と
呼
ん
で
い
る
と
お
り
、
彼
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
は
メ
ー
リ
ニ
コ

フ
の
文
学
活
動
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
作
家
と
し
て
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
「
ア
ン
ド
レ
イ
・
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス

キ
イ
」
が
ダ
ー
リ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
作
家
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
再
出
発
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ペ

ン
ネ
ー
ム
決
定
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
二
人
の
き
わ
め
て
自
由
で
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
間
柄
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
こ
れ
を

書
き
留
め
た
の
は
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
息
子
で
あ
り
、
若
干
の
加
工
や
誇
張
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
雰
囲
気
を
知
る
に
は
十

分
で
あ
る
。
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あ
る
時
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
が
彼
（
ダ
ー
リ
の
こ
と
）
の
も
と
に
自
分
の
小
説
を
携
え
て
や
っ
て
来
た
。
ダ
ー

リ
は
読
み
終
え
て
、

「
素
晴
ら
し
い
。
仕
上
げ
て
出
版
し
た
ら
い
い
」

「
何
だ
っ
て
？
　
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
、
僕
は
自
分
の
姓
を
書
く
気
は
な
い
」

「
だ
っ
た
ら
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
え
ば
い
い
」

「
は
た
し
て
考
え
つ
く
も
の
か
な
！
　
だ
っ
て
、
君
は
ル
ガ
ー
二
で
生
ま
れ
た
か
ら
カ
ザ
ー
ク
・
ル
ガ
ー
ン
ス
キ
イ
（
ダ
ー
リ
の
ペ

ン
ネ
ー
ム
）
。
君
は
考
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
、
僕
の
は
ど
う
？
」

「
大
切
な
の
は
賢
ぶ
ら
な
い
こ
と
さ
。
ロ
シ
ア
で
は
、
名
前
は
ど
れ
も
平
凡
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ロ
シ
ア
人
の
耳
に
分
か
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
今
、
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
ん
だ
？
」

「
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
カ
ヤ
通
り
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
家
だ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

「
そ
れ
な
ら
、
こ
れ
が
君
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
さ
。
ア
ン
ド
レ
イ
・
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
！
」

182

　
ダ
ー
リ
は
自
分
の
弟
子
の
中
に
ロ
シ
ア
の
歴
史
を
は
じ
め
と
し
て
民
衆
の
言
葉
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
と
研
究
者
と

し
て
の
才
能
を
認
め
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
小
説
家
と
し
て
の
能
力
と
、
そ
し
て
生
き
生
き
と
し
た
表
現
力
に
溢
れ
た
言
葉
の
体
現
者
を

見
て
取
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ダ
ー
リ
の
勧
め
に
よ
っ
て
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
再
出
発
の
作
品
『
ク
ラ
シ
ー
リ
ニ
コ
フ
家
の
人
々
』

（一

五
二
年
）
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ダ
ー
リ
の
存
在
な
し
に
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
そ
の
後
の
文
学
創
造
と
民
俗
研
究
、

そ
し
て
そ
の
両
者
が
一
つ
と
な
っ
て
生
ま
れ
た
作
品
『
森
の
中
で
』
へ
と
至
る
道
も
切
り
開
か
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
は
な



H・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

い
だ
ろ
う
。
役
人
と
し
て
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
「
ダ
ー
リ
の
家
か
ら
、
ロ
シ
ア
全
土
で
知
ら
れ
た
作
家
ア
ン
ド
レ
イ
．
メ
ー
リ
ニ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

フ
日
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
『
ク
ラ
シ
ー
リ
ニ
コ
フ
家
の
人
々
』
は
、
一
八
五
二
年
に
雑
誌
「
モ
ス
ク
ワ
人
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
俗
語
が
多
数
使
用
さ

れ
る
な
ど
多
く
の
点
で
ダ
ー
リ
の
小
説
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
事
実
、
発
表
以
前
に
ダ
ー
リ
の
サ
ロ
ン
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
署
名
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ン
ド
レ
イ
・
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
と
さ
れ
、
ダ
ー
リ
に
捧
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
作
品
の
評
判
は
か
な
り
高

い
も
の
だ
っ
た
。

　
ベ
ス
ト
ゥ
ー
ジ
ェ
フ
日
リ
ュ
ー
ミ
ン
は
、
こ
の
作
品
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
出
現
し
た
一
連
の
作
品
（
ダ
ー
リ
の
オ
ー
チ
ェ
ル
ク
、
八
．

B
・
グ
リ
ゴ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
小
説
、
オ
ス
ト
ロ
ー
フ
ス
キ
イ
の
喜
劇
、
そ
し
て
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
猟
人
日
記
』
）
と
の
関
連
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
興
味
深
い
。
そ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
や
モ
ス
ク
ワ
を
中
心
と
し
た
都
市
を
舞
台
に
、
貴
族

な
い
し
は
役
人
を
主
人
公
と
し
て
彼
ら
の
生
活
を
描
い
て
き
た
文
学
が
、
一
八
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
農
村
世
界
を
背
景

と
し
て
農
民
を
は
じ
め
と
し
た
民
衆
を
描
く
小
説
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
の
が
こ
の
時
代
の
文
学
の
新
た
な
有
り
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

あ
っ
て
は
、
農
民
の
生
活
あ
る
い
は
下
層
民
衆
・
庶
民
の
生
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
民
衆
小
説
」
臣
8
員
ま
轟
B
ζ
窪
と
は
い
か
に
あ
る

べ
き
か
、
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
課
題
は
一
八
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
へ
と
さ
ら
に
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も

こ
の
課
題
は
、
テ
ー
マ
だ
け
で
な
く
、
表
現
手
法
や
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
に
ま
で
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
い
わ
ば
「
大
文
学
」
と
は
別
の
形
で
、
相
互
に
影
響
し
あ
う
幾
つ
か
の
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、

グ
レ
ー
プ
・
ウ
ス
ペ
ー
ン
ス
キ
イ
に
代
表
さ
れ
る
農
民
風
俗
の
オ
ー
チ
ェ
ル
ク
、
ダ
ニ
レ
ー
フ
ス
キ
イ
、
マ
ク
シ
ー
モ
フ
、
A
．
A
．
ス

レ
プ
ツ
ォ
ー
フ
、
Φ
・
M
・
レ
シ
ョ
ー
ト
ニ
コ
フ
な
ど
の
「
民
族
誌
的
小
説
」
零
吉
弓
喜
葦
8
釜
罫
8
竃
臣
、
さ
ら
に
は
、
ダ
ー
リ
か

ら
レ
ス
コ
ー
フ
ヘ
と
受
け
継
が
れ
た
「
芸
術
的
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
。
『
ク
ラ
シ
ー
リ
ニ
コ
フ
家
の
人
々
』
以
降
の
メ
ー
リ
ニ
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コ
フ
の
作
品
も
、
こ
う
し
た
文
学
史
的
関
連
と
風
土
の
中
で
こ
そ
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
ク
ラ
シ
ー
リ
ニ
コ
フ
家
の
人
々
』
の
発
表
後
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
五
年
ほ
ど
再
び
沈
黙
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
自
身
は
「
や
り
か

け
の
仕
事
が
忙
し
か
っ
た
た
め
」
、
「
目
分
の
力
量
へ
の
不
信
の
た
め
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
五
〇
年
代
半
ば
の

ネ
ク
ラ
ー
ソ
フ
の
詩
「
詩
人
と
市
民
」
、
シ
チ
ェ
ド
リ
ー
ン
の
『
県
の
オ
ー
チ
ェ
ル
ク
』
（
と
も
に
一
八
五
六
年
）
と
い
っ
た
時
代
を
象
徴

す
る
作
品
が
生
ま
れ
る
中
で
、
再
び
筆
を
執
る
。
一
八
五
七
年
か
ら
翌
年
、
ま
た
一
八
六
〇
年
に
か
け
て
、
雑
誌
「
ロ
シ
ア
報
知
」
を
中

心
に
続
々
と
中
編
小
説
を
発
表
し
て
い
る
。
主
要
な
も
の
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
『
ポ
ヤ
ー
ル
コ
フ
』
（
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
に
よ

っ
て
シ
チ
ェ
ド
リ
ー
ン
の
「
県
の
オ
ー
チ
ェ
ル
ク
』
と
比
較
し
て
、
よ
り
才
能
あ
る
と
さ
れ
、
一
八
五
七
年
の
文
学
作
品
中
で
最
良
の
も

の
と
絶
賛
さ
れ
た
）
、
『
古
き
時
代
』
（
ド
ブ
ロ
リ
ュ
ー
ボ
フ
が
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ア
ク
サ
ー
コ
フ
の
「
家
族
の
記
録
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、

そ
の
農
奴
制
の
無
法
ぶ
り
を
め
ぐ
る
描
写
を
評
価
し
、
ま
た
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
も
一
八
六
〇
年
以
前
の
自
身
の
作
品
で
最
高
の
も
の

と
し
た
）
、
そ
の
他
、
ゲ
ー
ル
ツ
ェ
ン
に
よ
っ
て
技
巧
の
素
晴
ら
し
さ
が
指
摘
さ
れ
た
『
グ
リ
ー
シ
ャ
』
、
『
片
田
舎
』
、
『
名
の
日
の
ピ
ロ

　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ー
グ
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
小
説
を
ま
と
め
て
作
品
集
を
出
版
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
一
八
五
八
年
に
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は

検
閲
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
を
は
じ
め
と
し
た
急
進
的
な
批
評

家
た
ち
の
評
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
が
一
八
五
〇
年
代
後
半
に
は
り
ベ
ラ
ル
な
啓
蒙
主
義
者
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
出
版
計
画
は
よ
う
や
く
一
八
七
六
年
に
な
っ
て
『
ア
ン
ド
レ
イ
・
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
短
編
集
』
と
し

て
実
現
し
た
。
ま
た
、
一
八
五
六
年
に
は
家
族
と
と
も
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
引
っ
越
し
、
ア
ポ
ロ
ン
・
マ
ー
イ
コ
フ
ら
と
交
際
を
し
て
い

る
。　

さ
ら
に
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
友
人
の
ア
ル
テ
ー
ミ
エ
フ
と
も
ど
も
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
日
刊
新
聞

「
ロ
シ
ア
日
誌
」
に
、
一
八
五
九
年
か
ら
『
ウ
ゾ
ー
ラ
川
の
彼
方
の
入
々
』
と
題
す
る
未
完
の
作
品
を
発
表
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
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品
は
後
に
、
『
森
の
中
で
』
と
そ
の
続
編
へ
と
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
『
森
の
中
で
』
の
基
本
的
構
想
が
形

成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
文
学
活
動
以
外
に
も
、
こ
の
時
期
の
彼
の
活
躍
に
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
ダ
ー
リ
と
の
交
際
に
つ
い
て
述
べ
た
折
に
ふ
れ
た

が
、
一
八
五
二
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
内
務
省
の
命
令
で
二
i
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
内
各
地
の
統
計
調
査
の
責
任
者
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
勤
勉
に
、
か
つ
精
力
的
に
働
い
た
。
そ
の
成
果
は
＝
一
一
巻
の
資
料
集
な
ら
び
に
彼
自
身
の
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

そ
の
他
、
例
え
ば
イ
ヴ
ァ
ン
雷
帝
の
遠
征
行
程
の
追
跡
を
は
じ
め
と
し
て
ロ
シ
ア
各
地
を
旅
行
し
て
回
り
、
ラ
ス
コ
ー
ル
に
関
す
る
研
究

論
文
や
意
見
書
を
執
筆
す
る
な
ど
き
わ
め
て
活
発
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
の
手
に
よ
る
フ
ォ
ー
ク
・

ア
作
品
の
ご
く
断
片
的
な
収
集
が
、
上
で
ふ
れ
た
任
務
に
よ
る
調
査
以
外
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
。
ま
た
、
一
八
五
三
年
に
エ
レ
ー
ナ
・
ア
ン
ド
レ
ー
エ
ヴ
ナ
・
ル
ビ
ー
ン
ス
カ
ヤ
と
「
大
変
な
物
議
」
の
後
、

再
婚
し
た
。
二
人
の
間
に
は
三
人
の
息
子
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
長
男
の
ア
ン
ド
レ
ー
イ
は
考
古
学
者
、
民
族
学
者
、
郷
土
史
家

と
し
て
父
親
の
仕
事
を
継
ぐ
形
と
な
っ
た
。

五
、
『
森
の
中
で
』
の
執
筆
と
晩
年

　
二
〇
年
間
に
わ
た
る
官
吏
と
し
て
の
仕
事
の
後
、
一
八
六
六
年
に
彼
は
内
務
省
付
き
の
職
を
辞
し
た
。
そ
の
後
の
晩
年
の
生
活
は
、
雑

誌
編
集
に
携
わ
り
な
が
ら
の
全
体
と
し
て
落
ち
着
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　
退
職
後
の
彼
は
長
年
の
あ
こ
が
れ
だ
っ
た
モ
ス
ク
ワ
に
家
族
と
と
も
に
移
り
住
み
、
モ
ス
ク
ワ
県
知
事
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
。
し
ば

ら
く
の
間
、
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
横
町
に
住
ん
だ
後
、
経
済
状
態
の
悪
化
を
理
由
に
ダ
ー
リ
の
家
（
現
在
、
モ
ス
ク
ワ
の
大
グ

ル
ジ
ー
ン
ス
カ
ヤ
通
り
）
へ
移
り
、
そ
こ
で
三
年
間
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
の
頃
に
は
暮
ら
し
向
き
も
よ
う
や
く
良
く
な
り
、
生
活
も
安
定
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し
た
た
め
だ
ろ
う
が
、
彼
の
家
に
は
学
者
、
文
化
人
た
ち
が
出
入
り
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
こ
の
モ
ス
ク
ワ
の
土
地
で
、
「
モ
ス
ク
ワ
通
報
」
「
ロ
シ
ア
報
知
」
な
ど
の
雑
誌
の
編
集
・
発
行
に
参
加
し
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
誌
上
に
目
分
の
研
究
論
文
や
小
説
を
発
表
し
て
い
る
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「
ロ
シ
ア
報
知
」
の
誌
上
に
一
八
七
一
年

一
月
か
ら
一
八
七
四
年
一
二
月
ま
で
の
前
後
一
七
回
に
わ
た
っ
て
『
森
の
中
で
』
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
作
品
『
森
の
中
で
』
が
完
成
す
る
ま
で
の
経
緯
を
お
お
ま
か
に
見
て
お
こ
う
。
ソ
コ
ロ
ー
ヴ
ァ
な
ら
び
に
M
・
H
・
エ
リ
ョ

ー
、
・
・
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
長
編
小
説
の
構
想
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
中
で
芽
生
え
た
の
は
｝
八
五
〇
年
代
の
後
半
で
あ
る
と
い
う
。
先
に
述

べ
た
が
、
そ
の
時
期
ま
で
の
彼
の
ラ
ス
コ
ー
ル
に
た
い
す
る
見
方
は
、
教
徒
の
弾
圧
を
求
め
る
と
い
う
き
わ
め
て
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
時
代
の
中
で
も
有
数
の
ラ
ス
コ
ー
ル
通
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
五
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
ラ
ス
コ
ー
ル
の
生
活
や

習
俗
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
を
書
く
な
ど
思
い
つ
く
は
ず
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
一
八
五
九
年
の
「
ロ
シ
ア
報
知
」
で
、
「
駆
け
落
ち
婚
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
小
説
を
書
く
意
図
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
こ
の
小
説
の
中
心
的
モ
チ
ー
フ
は
、
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
た
と
お
り
「
駆
け
落
ち
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
の

古
儀
式
派
の
人
々
の
間
に
実
際
に
見
ら
れ
る
「
花
嫁
の
略
奪
」
き
§
員
胃
ぴ
器
困
9
ち
野
9
（
O
≦
釜
も
困
亭
9
葦
£
雲
と
呼
ば
れ

る
習
慣
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
『
森
の
中
で
』
へ
と
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
小
説
の
執
筆
意
図
は
、
た
だ
ち
に
実
現
さ

れ
た
。
そ
れ
が
、
一
八
五
九
年
に
「
ロ
シ
ア
日
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
ウ
ゾ
ー
ラ
川
の
彼
方
の
人
々
』
で
あ
る
。
ソ
コ
ロ
ー
ヴ
ァ
は
こ
の

作
品
と
『
森
の
中
で
』
の
両
者
に
登
場
す
る
主
な
人
物
を
比
較
し
、
名
前
こ
そ
違
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
じ
イ
メ
ー
ジ
や
性
格
を

も
っ
て
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
森
の
中
で
』
に
数
多
く
引
用
さ
れ
た
り
、
記
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
、
す

で
に
前
者
で
も
、
例
え
ば
民
間
の
習
俗
、
迷
信
、
言
い
伝
え
、
伝
説
、
あ
る
い
は
歌
謡
や
諺
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一

八
五
九
年
の
段
階
に
あ
っ
て
、
『
森
の
中
で
』
の
主
要
な
登
場
人
物
を
は
じ
め
と
し
た
基
本
的
な
構
想
と
枠
組
み
は
出
来
つ
つ
あ
っ
た
の
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で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
作
品
『
ウ
ゾ
ー
ラ
川
の
彼
方
の
人
々
』
は
「
将
来
の
エ
ポ
ペ
ー
ヤ
（
叙
事
詩
篇
）
『
森
の
中
で
』
の
最
初
の
ス

ケ
ッ
チ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
原
因
不
明
だ
が
六
章
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
の
意
義
を

ソ
コ
ロ
ー
ヴ
ァ
は
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
創
作
活
動
に
お
い
て
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
と
を
つ
な
ぐ
連
結
部
」
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
す

な
わ
ち
、
作
品
『
ウ
ゾ
ー
ラ
川
の
彼
方
の
人
々
』
は
、
中
世
ロ
シ
ア
の
人
々
の
生
活
を
描
い
た
五
〇
年
代
は
じ
め
の
「
風
刺
作
家
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
解
）

て
の
彼
と
、
七
〇
年
代
に
お
け
る
「
中
世
ロ
シ
ア
世
界
の
歌
い
手
」
と
し
て
の
彼
の
両
面
に
出
会
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
段
階
を
風

刺
作
家
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
捉
え
方
は
間
違
い
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

五
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
ラ
ス
コ
ー
ル
観
と
、
そ
れ
を
介
し
て
形
作
ら
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
文
化
像
が
大
き
く
変
化
し

て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
キ
と
い
う
存
在
が
た
ん
な
る
一
宗
教
異
端
で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
、
そ
の

中
に
中
世
以
来
の
変
わ
ら
ぬ
確
固
た
る
文
化
を
体
現
す
る
人
々
で
あ
る
と
考
え
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
『
ウ
ゾ
ー
ラ
川
の
彼
方
の
人
々
』
の
後
、
ほ
ぼ
一
〇
年
の
間
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
将
来
の
大
作
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
言
及
を
し

　
　
（
2
8
）

て
い
な
い
。
一
八
六
〇
年
代
に
は
彼
に
よ
っ
て
ラ
ス
コ
ー
ル
を
テ
ー
マ
と
す
る
多
く
の
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
『
森
の
中
で
』
の
準

備
段
階
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も
の
は
ま
っ
た
く
表
面
化
し
て
い
な
い
。
よ
う
や
く
一
八
六
八
年
に
な
っ
て
「
ロ
シ
ア
報
知
」
の
紙
上
に

『
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
の
彼
方
で
』
と
題
す
る
作
品
の
最
初
の
数
章
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
す
で
に
『
ウ
ゾ
ー
ラ
』
で
知
ら
れ
て
い
る

人
物
た
ち
が
新
し
い
名
前
で
姿
を
見
せ
て
お
り
、
未
来
の
大
長
編
小
説
が
形
を
見
せ
は
じ
め
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
一
八
七
一
年
か
ら

ほ
ぼ
四
年
に
わ
た
り
『
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
の
彼
方
で
』
の
続
編
と
し
て
『
森
の
中
で
』
が
「
ロ
シ
ア
報
知
」
の
紙
上
に
連
載
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
そ
の
後
、
こ
の
二
つ
を
ま
と
め
て
多
く
の
加
筆
訂
正
と
六
度
に
わ
た
る
校
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
結
果
、
一
八
七
五
年
に
『
森
の
中

で
。
ア
ン
ド
レ
イ
・
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
に
よ
る
』
が
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

　
一
八
七
四
年
に
開
か
れ
た
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
文
学
活
動
を
記
念
し
た
集
い
で
、
彼
は
『
森
の
中
で
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
い
か
な
る
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プ
ラ
ン
も
使
用
し
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
が
事
実
で
な
い
こ
と
は
、
上
で
述
べ
た
一
八
五
九
年
に
始
ま
る
長
い
創
作

過
程
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
ろ
う
。
題
名
の
改
変
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
作
者
の
考
え
の
深
化
を
示
す
こ
と
と
し
て
興
味
深
い
。

　
『
森
の
中
で
』
を
書
き
お
え
た
後
、
一
八
七
五
年
の
ロ
シ
ア
文
学
愛
好
者
協
会
の
席
で
彼
は
、
続
編
と
し
て
『
山
の
上
で
』
を
書
く
プ

ラ
ン
を
明
ら
か
に
す
る
。
『
山
の
上
で
』
は
、
そ
の
舞
台
を
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
中
流
地
域
の
森
の
中
か
ら
、
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
河
下
流
右
岸
の
丘

地
域
へ
と
移
し
、
そ
の
土
地
の
や
は
り
旧
教
徒
た
ち
の
生
活
と
習
俗
を
克
明
に
描
い
た
も
の
で
、
一
八
八
一
年
に
完
成
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
最
初
の
構
想
が
浮
か
ん
だ
時
点
か
ら
数
え
る
と
ほ
ぼ
二
〇
年
を
経
過
し
て
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
生
涯
の
大
作
で
あ
る

『
森
の
中
で
』
と
そ
の
続
編
が
完
成
し
た
。
こ
の
長
い
時
間
は
、
題
名
の
変
更
に
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
彼
自
身
の
視
点
や
方
法
に
も
大

き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
多
く
の
困
難
を
強
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
叙
事
詩
は
、
断
続
的
な
休
止
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
彼
の
四

〇
年
に
及
ぶ
文
学
活
動
と
研
究
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
品
の
ス
タ
イ
ル
、
関
心
の
方
向
性
、
題
材
の
選
び
方
な
ど
基
本
的

な
部
分
は
、
一
八
三
九
年
に
書
か
れ
た
処
女
作
「
旅
覚
書
」
に
も
す
で
に
現
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
後
の
長
く
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
の

総
決
算
こ
そ
が
こ
の
畢
生
の
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
同
じ
期
間
に
わ
た
る
彼
の
民
俗
研
究
と
、
そ
の
同
時
代
大
き
く

展
開
し
つ
あ
っ
た
ロ
シ
ア
民
俗
学
の
成
果
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
晩
年
の
一
〇
1
一
二
年
を
彼
は
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
近
郊
の
リ
ャ
ー
ホ
ヴ
ォ
村
、
ま
た
、
二
i
ジ
ニ
イ
市
内
で
過
ご
し
た
。

『
山
の
上
で
』
の
最
終
部
分
を
執
筆
す
る
時
期
に
は
、
病
気
で
身
体
が
不
目
由
で
あ
っ
た
た
め
、
再
婚
に
よ
る
妻
に
口
述
筆
記
を
し
て
も

ら
っ
て
完
成
し
た
。
『
山
の
上
で
』
の
完
成
か
ら
二
年
後
の
一
八
八
三
年
二
月
一
日
に
彼
は
死
去
し
、
オ
カ
i
川
近
く
の
ク
レ
ス
ト
ヴ
ォ

ズ
ド
ヴ
ィ
ジ
ェ
ン
ス
キ
イ
修
道
院
に
埋
葬
さ
れ
た
。
六
五
歳
で
あ
っ
た
。
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第
二
章
　
作
品
『
森
の
中
で
』
の
世
界

n・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

一、

作
品
の
舞
台
な
ら
び
に
登
場
人
物

　
『
森
の
中
で
』
は
全
体
の
分
量
が
千
ぺ
ー
ジ
を
越
え
る
一
大
長
編
小
説
で
あ
る
（
一
九
〇
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
版
の
メ
ー
リ

ニ
コ
フ
全
集
第
二
版
で
は
第
二
、
第
三
巻
が
該
当
し
、
五
五
四
ペ
ー
ジ
、
五
一
九
ぺ
ー
ジ
と
な
る
）
。
全
二
巻
、
四
部
、
さ
ら
に
各
部
が

一
七
、
一
三
、
一
七
、
一
八
の
合
計
六
五
章
か
ら
成
る
。

　
作
品
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
と
呼
ば
れ
る
地
域
、
す
な
わ
ち
モ
ス
ク
ワ
か
ら
見
て
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
川
の
彼
方
の

土
地
、
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
川
中
流
の
左
岸
地
域
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
、
ケ
ー
ル
ジ
ェ
ニ
、
さ
ら
に
は
コ
ス
ト
ロ
マ
ー
に
及
ぶ
深

い
森
に
包
ま
れ
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
近
代
化
以
前
に
生
じ
た
ロ
シ
ア
正
教
の
「
分
裂
」
に
よ
り
逃
れ
た
旧
教
徒
を
匿
う
に
は
最
適
の
場
所
で
あ

っ
た
。
『
森
の
中
で
』
第
一
部
、
第
一
章
の
冒
頭
の
数
ぺ
ー
ジ
は
、
こ
の
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
の
地
誌
と
習
俗
、
な
ら
び
に
簡
単
な
歴
史
に

関
す
る
描
写
に
さ
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
叙
述
に
は
、
子
供
時
代
を
そ
こ
で
過
ご
し
、
知
り
尽
く
し
た
作
者
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
深
い
思
い

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
作
品
の
中
で
、
こ
の
土
地
に
た
い
す
る
モ
ス
ク
ワ
の
人
々
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。
す
な
わ
ち
、

ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
の
人
々
は
「
森
の
中
に
住
み
、
木
の
株
に
向
か
っ
て
祈
り
を
捧
げ
、
縦
の
木
の
ま
わ
り
で
婚
礼
を
お
こ
な
う
。
す
る
と

悪
魔
た
ち
が
彼
ら
に
歌
い
か
け
る
」
。

　
こ
う
し
た
森
の
中
に
散
在
す
る
村
に
住
ま
う
人
々
の
生
活
が
こ
の
作
品
の
中
心
的
題
材
と
な
る
が
、
彼
ら
は
、
作
品
中
の
出
来
事
が
展

開
さ
れ
る
一
九
世
紀
の
半
ば
過
ぎ
（
六
〇
年
代
後
半
）
に
あ
っ
て
も
、
祖
父
の
代
か
ら
続
く
儀
礼
や
習
俗
を
守
り
、
古
く
か
ら
の
言
い
伝

え
を
語
り
継
ぐ
人
々
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
古
く
か
ら
の
」
と
は
言
っ
て
も
一
七
世
紀
半
ば
の
二
ー
コ
ン
改
革
、
異
端
派
の
形
成
と
教
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会
分
裂
よ
り
以
前
の
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
森
の
中
で
ひ
っ
そ
り
と
生
活
を
送
り
、
自
ら
の
信
仰
に
忠
実
に
生
き
る
者
の
中
で
も
、
作
品
の
主
要
な
登
場
人
物
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

地
方
の
名
士
で
あ
る
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
と
そ
の
一
家
、
彼
の
姉
の
マ
ネ
ー
フ
ァ
と
彼
女
の
僧
院
に
住
む
尼
僧
た
ち
、
そ
れ
に
、
彼
ら
の
も
と

を
訪
問
す
る
人
々
で
あ
る
。
こ
の
人
物
群
像
は
生
活
空
間
か
ら
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
分
か
れ
る
。

　
　
一
、
オ
シ
ポ
フ
カ
村
ー
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
、
彼
の
妻
ア
ク
シ
ー
ニ
ヤ
、
二
人
の
娘
ナ
ー
ス
チ
ャ
と
パ
ラ
ー
シ
ャ
、
ア
ク
シ
ー
ニ
ヤ
の

　
　
　
兄
ニ
キ
ー
フ
ォ
ル
そ
の
他
。

　
　
二
、
コ
マ
ロ
ヴ
ォ
村
の
僧
院
ー
マ
ネ
ー
フ
ァ
と
彼
女
の
娘
フ
リ
ョ
ー
ヌ
シ
カ
、
そ
の
他
の
尼
僧
た
ち
、
マ
ー
リ
ア
・
ガ
ヴ
リ
ー
ロ

　
　
　
ヴ
ナ
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
使
者
ヴ
ァ
シ
ー
リ
イ

　
　
三
、
ポ
ロ
モ
ヴ
ォ
村
　
　
「
髭
の
」
ト
リ
ー
フ
ォ
ン
と
妻
フ
ヨ
ー
ク
ラ
、
息
子
の
ア
レ
ク
セ
ー
イ

　
　
四
、
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
！
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
は
実
在
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
物
が
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
の
こ
の
土
地
の
手
工

業
者
・
商
人
と
し
て
、
「
千
万
長
者
」
と
呼
ば
れ
る
実
力
者
で
あ
る
。
彼
の
た
め
に
は
周
辺
の
二
〇
も
の
村
か
ら
働
き
に
や
っ
て
来
る
者

が
い
る
、
と
書
か
れ
、
彼
の
名
士
ぶ
り
は
娘
の
ナ
ー
ス
チ
ャ
の
葬
式
に
参
列
し
た
の
が
二
千
人
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う

か
が
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
こ
の
千
万
長
者
に
つ
い
て
、
「
ポ
タ
ー
プ
・
マ
ク
シ
ー
ム
ィ
チ
に
た
い
す
る
人
々
の
敬
意

は
絶
大
で
あ
っ
た
。
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
で
は
会
釈
な
し
に
彼
の
そ
ば
を
通
り
過
ぎ
る
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
…
…
ま
わ
り
の
人
々
は

彼
の
こ
と
を
、
そ
の
面
前
で
も
、
い
な
い
所
で
も
〃
わ
れ
ら
の
ご
主
人
〃
と
呼
ん
で
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。
彼
の
意
志
は
「
掟
で
あ
り
、

そ
の
愛
情
は
思
い
や
り
を
、
怒
り
は
大
き
な
災
い
を
」
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
ヒ
ー
ロ
！
と
し
て
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
は
描
か
れ
て

い
る
。
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彼
が
商
売
の
こ
と
と
な
る
と
熱
中
す
る
実
業
家
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
男
性
た
ち
の
間
で
盛
り
上
が
る
会
話
や
砂
金
探
索
の

旅
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
・
そ
の
一
方
で
、
信
仰
に
関
し
て
は
主
導
権
を
女
性
た
ち
に
完
全
に
譲
っ
て
い
る
。
家
に
戻
れ
ば
「
し

き
た
り
に
従
っ
て
」
女
性
に
着
替
え
を
手
伝
わ
せ
る
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
も
、
ラ
ス
コ
ー
ル
の
問
題
に
な
る
と
、
妻
や
娘
た
ち
、
姉
の
マ
ネ
ー

フ
ァ
に
た
い
し
て
ほ
と
ん
ど
発
言
権
を
持
た
ず
、
家
長
と
し
て
、
関
白
亭
主
と
し
て
、
土
地
の
名
士
と
し
て
の
権
限
や
面
目
は
ま
る
で
見

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
ラ
ス
コ
ー
ル
は
女
た
ち
の
こ
と
」
で
あ
り
、
「
信
仰
の
こ
と
は
昔
か
ら
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
て
き
た
」

か
ら
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
が
妻
の
言
葉
に
従
順
に
従
う
光
景
が
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
る
。
「
ポ
タ
ー
プ
・
マ
ク
シ
ー

ム
ィ
チ
は
反
駁
し
な
か
っ
た
し
、
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
神
現
祭
（
旧
暦
一
月
六
日
の
キ
リ
ス
ト
の
ヨ
ル
ダ
ン
川
で
の
洗
礼
を
祝
う
祭
）
に
は
聖
水
を
持
ち
か
え
っ
た
り
、
礼

拝
に
は
必
ず
参
加
す
る
こ
と
、
マ
ネ
ー
フ
ァ
に
は
寄
進
を
怠
ら
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
見
る
と
、
旧
教
徒
と
し
て
の
信
仰
に
は
忠
実
で
敬
度

な
信
者
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
ア
レ
ク
セ
ー
イ
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
登
場
人
物
に
た
い
す
る
態
度
か
ら
窺
え
る

よ
う
に
、
他
人
に
た
い
し
て
は
素
直
に
心
を
開
く
善
良
な
男
で
あ
り
、
誠
実
さ
、
率
直
さ
な
ど
の
点
で
、
作
者
が
こ
の
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
を

ロ
シ
ア
人
の
善
良
な
る
人
物
の
典
型
と
理
想
と
し
て
作
品
の
中
心
に
置
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。

　
こ
う
し
た
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
に
代
表
さ
れ
る
世
俗
的
生
活
（
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
ア
レ
ク
セ
ー
イ
ヘ
と
延
長
さ
れ
る
）
と
は
ま
っ
た
く
対

照
的
な
位
置
に
い
る
の
が
、
彼
の
姉
の
マ
ネ
ー
フ
ァ
で
あ
り
、
彼
女
の
僧
院
と
草
庵
に
住
む
人
々
で
あ
る
。
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
マ

ネ
ー
フ
ァ
は
信
仰
に
た
い
し
て
は
忠
実
な
僧
院
の
長
で
あ
り
、
特
に
自
分
の
僧
院
を
は
じ
め
ラ
ス
コ
ー
ル
の
僧
院
に
切
迫
す
る
存
亡
の
危

機
に
た
い
し
て
深
く
心
を
砕
い
て
い
る
。
信
仰
と
使
命
に
た
い
す
る
姿
勢
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
周
囲
の
人
々
の
敬
愛
を
集
め

ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
女
の
こ
う
し
た
情
熱
は
、
一
方
で
は
、
彼
女
の
過
去
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
娘
時
代

に
彼
女
は
あ
る
男
性
と
愛
し
合
い
、
そ
の
男
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
、
自
分
の
手
元
に
あ
っ
て
見
習
い
の
尼
僧
と
し
て
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と
も
に
信
仰
の
道
を
歩
む
フ
リ
ョ
ー
ヌ
シ
カ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
男
性
と
は
、
数
十
年
を
過
ぎ
て
再
び
人
々
の
前
に
姿
を
現
し
た
「
巡
礼

者
」
ヤ
ー
キ
ム
で
あ
る
。
マ
ネ
ー
フ
ァ
が
、
こ
の
昔
の
恋
人
の
出
現
に
驚
き
、
動
揺
す
る
場
面
、
衝
撃
の
あ
ま
り
床
に
倒
れ
伏
す
場
面
、

ま
た
、
こ
の
男
が
詐
欺
師
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
さ
ら
に
驚
愕
す
る
箇
所
な
ど
は
、
彼
女
の
内
奥
の
微
妙
な
動
き
と
と
も
に
き
わ
め
て

巧
み
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
心
の
内
に
情
熱
を
秘
め
た
女
性
と
し
て
マ
ネ
ー
フ
ァ
が
描
か
れ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
は
、
物
語
に
登
場
す
る
他
の
女
性
に
つ
い
て
も

言
え
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
娘
の
ナ
ー
ス
チ
ャ
に
典
型
的
な
形
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
目
惚
れ
の
ア
レ
ク
セ
ー

イ
と
の
美
し
く
、
若
者
ら
し
い
恋
愛
、
そ
の
恋
も
、
金
銭
や
砂
金
の
こ
と
に
熱
中
し
て
し
ま
う
ア
レ
ク
セ
ー
イ
の
心
変
わ
り
に
よ
っ
て
悲

恋
へ
と
展
開
し
、
さ
ら
に
は
、
彼
女
を
待
つ
運
命
は
よ
り
過
酷
な
結
末
を
準
備
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ナ
ー
ス
チ
ャ
の
自
殺
で
あ
り
、

そ
の
事
件
は
作
品
全
体
を
通
じ
て
の
最
大
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
る
。

　
マ
ネ
ー
フ
ァ
の
娘
の
フ
リ
ョ
ー
ヌ
シ
カ
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
彼
女
は
、
自
分
の
母
親
と
は
知
ら
な
い
マ
ネ
ー
フ
ァ
に
は
従
順
だ

が
、
そ
の
一
方
で
、
若
い
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
を
そ
そ
の
か
し
て
駆
け
落
ち
を
勧
め
た
り
、
尼
僧
た
ち
の
前
で
世
俗
歌
謡
を
歌
っ
た
り
す
る
。

彼
女
の
快
活
さ
や
陽
気
さ
は
歓
迎
さ
れ
る
と
は
い
え
、
時
に
は
、
同
僚
の
尼
僧
た
ち
の
蟹
遷
を
買
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
面
的
に
は

明
る
く
、
時
に
羽
目
を
外
す
彼
女
も
、
自
分
の
慕
う
男
性
へ
の
思
い
を
深
く
心
の
奥
底
に
秘
め
る
女
性
で
あ
り
、
人
一
倍
敬
度
な
尼
僧
で

あ
る
。
彼
女
は
、
『
森
の
中
で
』
の
続
編
の
『
山
の
上
で
』
に
お
い
て
剃
髪
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
マ
ネ
！
フ
ァ

の
草
庵
に
住
む
未
亡
人
の
マ
ー
リ
ヤ
・
ガ
ヴ
リ
ー
ロ
ヴ
ナ
は
、
一
度
は
信
仰
の
道
に
生
き
よ
う
と
す
る
が
、
ア
レ
ク
セ
ー
イ
と
と
も
に
二

ー
ジ
ニ
イ
の
町
に
出
て
い
く
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
他
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
妻
の
ア
グ
ラ
フ
ェ
ー
ナ
、
ア
レ
ク
セ
ー
イ
の
母
フ
ヨ

ー
ク
ラ
な
ど
も
、
作
品
の
中
心
人
物
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
母
親
と
し
て
、
妻
と
し
て
の
悲
哀
を
そ
な
え
て
物
語
に
加
わ
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
性
格
に
よ
る
物
語
の
世
界
は
、
全
体
と
し
て
見
る
と
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
、
ア
レ
ク
セ
ー
イ
に
代
表
さ
れ
る
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男
性
の
世
俗
的
世
界
と
、
マ
ネ
ー
フ
ァ
を
は
じ
め
と
し
た
尼
僧
た
ち
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
妻
と
娘
の
女
性
の
世
界
、
あ
る
い
は
非
世
俗
的

部
分
と
に
分
か
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
、
マ
ネ
ー
フ
ァ
の
世
代
と
、
ナ
ー
ス
チ
ャ
、
ア
レ
ク
セ
ー
イ
、
フ
リ
ョ
ー
ヌ
シ
カ
な

ど
の
若
者
の
世
代
の
対
置
、
オ
シ
ポ
フ
カ
村
と
修
道
院
を
包
み
込
む
森
の
世
界
と
二
ー
ジ
ニ
イ
の
世
界
の
対
比
な
ど
も
『
森
の
中
で
』
の

物
語
を
構
成
し
て
い
る
基
本
軸
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

二
、
物
語
の
展
開

n・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

　
物
語
全
体
の
展
開
の
あ
ら
ま
し
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
チ
ャ
プ
！
リ
ン
の
一
家
が
一
月
五
日
の
晩
の
神
現
祭
を
祝
う
平
和
な

日
常
生
活
の
場
面
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
森
の
奥
か
ら
出
て
き
た
若
者
の
ア
レ
ク
セ
ー
イ
が
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
に
雇
わ
れ
、
ナ
ー

ス
チ
ャ
と
恋
に
落
ち
る
こ
と
か
ら
物
語
は
大
き
く
展
開
す
る
。
こ
の
二
人
の
恋
が
美
し
く
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
く
中
で
、
今

は
詐
欺
師
と
な
っ
た
ヤ
ー
キ
ム
が
登
場
し
、
森
の
中
に
砂
金
が
あ
る
と
吹
聴
す
る
こ
と
で
、
ア
レ
ク
セ
ー
イ
の
心
は
そ
ち
ら
に
向
い
て
し

ま
う
。
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
も
ま
た
、
こ
の
山
師
の
巧
み
な
言
葉
に
熱
中
す
る
一
人
で
あ
り
、
彼
が
砂
金
を
求
め
て
森
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で

第
一
部
は
終
わ
る
。
一
方
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
留
守
中
に
、
ア
レ
ク
セ
ー
イ
と
ナ
ー
ス
チ
ャ
の
恋
は
破
局
を
迎
え
、
彼
は
新
た
な
恋
人
マ

ー
リ
ヤ
ヘ
気
を
移
す
。
捨
て
ら
れ
た
ナ
ー
ス
チ
ャ
は
、
母
親
に
妊
娠
の
事
実
を
打
ち
明
け
て
、
両
親
に
た
い
し
何
度
も
許
し
を
乞
い
な
が

ら
死
ん
で
い
く
。
第
二
部
の
後
半
は
、
お
も
に
彼
女
の
死
を
め
ぐ
っ
て
物
語
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
部
に
は
い
る
と
ア
レ
ク
セ
ー
イ
は
、
ナ
ー
ス
チ
ャ
に
死
を
も
た
ら
し
た
張
本
人
と
し
て
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
も
と
を
解
雇
さ
れ
る
が
、

そ
の
後
、
マ
ー
リ
ヤ
と
と
も
に
二
i
ジ
ニ
イ
の
町
に
出
る
。
田
舎
か
ら
都
会
へ
出
た
彼
は
そ
こ
で
富
を
築
き
、
し
ま
い
に
は
、
チ
ャ
プ
ー

リ
ン
か
ら
借
金
を
取
り
立
て
る
ま
で
に
成
り
上
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
森
の
中
で
純
朴
に
住
ま
う
善
良
な
若
者
が
都
会
の

拝
金
主
義
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
ナ
ー
ス
チ
ャ
の
妹
の
パ
ラ
ー
シ
ャ
は
、
尼
僧
た
ち
と
と
も
に
聖
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者
の
墓
参
り
に
旅
立
つ
が
、
そ
の
間
に
モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
使
者
の
ヴ
ァ
シ
ー
リ
イ
と
愛
し
合
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
人
は
、
周
囲
の
若

者
た
ち
の
手
助
け
も
あ
っ
て
駆
け
落
ち
を
し
、
最
後
に
は
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
祝
福
を
受
け
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
こ
の
物
語
の
粗
筋
だ
が
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
事
件
の
基
本
軸
と
な
っ
て
い
る
の
は
ナ
ー
ス
チ
ャ
と
パ
ラ
ー
シ
ャ
と
い
う
姉

妹
の
恋
愛
の
顯
末
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
単
純
で
、
古
典
的
な
筋
の
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
と
し
て
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
一

家
な
ら
び
に
僧
院
の
人
々
の
生
活
が
連
綿
と
描
写
さ
れ
る
の
を
合
わ
せ
て
読
む
時
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
壮
大
な
作
品
世
界
が
ザ
ヴ
ォ
ー
ル

ジ
エ
の
森
の
中
を
舞
台
と
す
る
、
あ
た
か
も
一
大
絵
巻
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
物
語
全
体
の
時
間
的
な
幅
は
、
年
の
初
め
か
ら
ほ
ぼ
半
年
余
り
で
あ
る
。
こ
の
短
期
間
に
上
で
述
べ
た
す
べ
て
の
事
件
が
起
こ
る
こ
と

に
な
る
。
再
度
、
筋
を
振
り
返
っ
て
、
物
語
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
っ
て
み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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第
一
部
－
神
現
祭
を
迎
え
る
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
一
家
・
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
が
ア
レ
ク
セ
ー
イ
を
雇
う
（
一
月
一
三
日
）
．
妻
ア
ク
シ
ー

　
　
　
　
　
ニ
ヤ
の
名
の
日
の
祝
い
（
一
月
；
百
）
・
ス
ト
コ
ー
ロ
フ
の
巡
礼
話
が
披
露
さ
れ
る
・
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
一
行
が
砂
金

　
　
　
　
　
捜
し
で
森
へ
・
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
が
二
！
ジ
ニ
イ
の
町
へ
（
三
月
九
日
）

第
二
部
ー
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
も
と
か
ら
帰
っ
た
マ
ネ
ー
フ
ァ
が
病
床
に
就
く
（
一
月
二
七
日
）
．
ア
レ
ク
セ
ー
イ
と
ナ
ー
ス
チ
ャ

　
　
　
　
　
の
不
和
・
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
帰
宅
（
大
斎
後
）
・
ア
レ
ク
セ
ー
イ
と
マ
ー
リ
ヤ
の
出
会
い
・
ナ
ー
ス
チ
ャ
の
死
．
彼
女

　
　
　
　
　
の
葬
式

第
三
部
ー
ア
レ
ク
セ
ー
イ
が
解
雇
さ
れ
、
家
に
戻
る
（
六
月
初
め
）
・
ナ
ー
ス
チ
ャ
の
四
〇
日
供
養
（
六
月
半
ば
）
．
ア
レ
ク
セ
ー

　
　
　
　
　
イ
と
マ
ー
リ
ヤ
が
二
ー
ジ
ニ
イ
の
町
へ
・
フ
リ
ョ
ー
ヌ
シ
カ
、
パ
ラ
ー
シ
ャ
た
ち
の
巡
礼
団
が
墓
参
へ
出
発
．
パ
ラ
ー

　
　
　
　
　
シ
ャ
と
ヴ
ァ
シ
ー
リ
イ
の
恋
・
聖
ペ
テ
ロ
祭
を
迎
え
る
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
一
家
と
僧
院
（
六
月
下
旬
）
．
町
で
成
り
上
が



　
　
　
　
　
っ
て
い
く
ア
レ
ク
セ
ー
イ
・
森
の
火
事

第
四
部
ー
パ
ラ
ー
シ
ャ
と
ヴ
ァ
シ
ー
リ
イ
の
駆
け
落
ち
・
チ
ャ
プ
！
リ
ン
に
よ
る
祝
福

（
七
月
初
め
）

rI・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

　
こ
こ
に
も
一
部
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
神
現
祭
か
ら
聖
ペ
テ
ロ
祭
ま
で
と
い
う
年
間
の
生
活
サ
イ
ク
ル
を
形
作
る
重
要
な
祭
が
物
語
の

外
枠
を
成
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
例
え
ば
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
が
森
か
ら
帰
宅
し
た
大
斎
後
の
時
期
に
合
わ
せ
て
、
復
活
祭
、
ラ
ー

ド
ニ
ツ
ア
（
招
魂
祭
）
、
さ
ら
に
は
春
夏
の
神
ヤ
リ
ー
ロ
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
が
見
ら
れ
る
し
、
第
四
部
で
も
、
聖
ペ
テ
ロ
祭
と
期
を

同
じ
く
し
て
イ
ヴ
ァ
ン
の
夜
の
習
俗
や
、
キ
ー
テ
ジ
の
町
や
ス
ヴ
ェ
ト
ロ
ヤ
ー
ル
の
湖
の
言
い
伝
え
と
と
も
に
そ
の
時
期
の
集
い
が
描
写

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
年
間
の
歳
時
的
な
祭
と
習
俗
だ
が
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
、
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
の
娘
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
の
葬
式
、
法

要
、
結
婚
式
な
ど
人
生
の
通
過
儀
礼
も
多
く
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
各
種
の
儀
礼
と
習
俗
は
、
物
語
そ
の
も
の
の
筋
と
も
密

接
に
関
わ
る
形
で
巧
み
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
わ
ず
か
半
年
の
物
語
の
展
開
で
あ
る
が
、
そ
の
時
間
の
中
に
で
き
る
限
り
数
多
く
の
祭

と
習
俗
を
押
し
込
め
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
作
者
の
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
が
物
語
そ
れ
自
体
の
必
要
に
よ
る
も
の
と
は
い
さ
さ
か
別
の

形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
み
る
の
は
間
違
い
だ
ろ
う
か
。
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第
三
章
　
民
俗
学
の
中
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ

一、

述
の
方
法

　
前
章
で
は
『
森
の
中
で
』
の
作
品
世
界
を
概
観
し
た
が
、
次
に
、
こ
の
作
品
に
た
い
す
る
批
評
に
つ
い
て
見
る
。

　
革
命
前
の
す
ぐ
れ
た
文
学
史
家
で
あ
る
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
は
、
作
品
『
森
の
中
で
』
に
つ
い
て
最
初
の
二
部
（
第
一
巻
）
の
み
が
価
値

を
持
ち
、
残
り
の
第
三
、
第
四
部
は
そ
れ
以
前
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
何
一
つ
付
け
加
え
る
も
の
が
な
く
、
退
屈
だ
と
酷
評
し
て
い
る
。

本
論
文
の
以
下
で
述
べ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
後
半
の
二
部
も
前
半
を
凌
ぐ
ほ
ど
の
豊
富
な
資
料
が
見
出
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
物
語
の
筋

展
開
そ
の
も
の
か
ら
し
て
も
興
味
あ
る
部
分
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ン
ゲ
：
ロ
フ
の
見
解
に
は
疑
問
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
森
の
中
で
』
を
あ
く
ま
で
も
文
学
作
品
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
彼
の
視
点
に
も
う
少
し
関
わ
っ
て
み
た
い
。
ヴ

ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
の
指
摘
を
そ
の
個
別
箇
所
に
お
い
て
批
判
す
る
こ
と
、
な
い
し
は
最
初
か
ら
問
題
の
枠
外
に
置
く
こ
と
は
簡
単
で
、
何
時

で
も
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
彼
の
指
摘
の
根
幹
に
存
在
す
る
部
分
（
そ
し
て
、
そ
れ
は
彼
の
み
な
ら
ず
、
『
森
の
中
で
』

に
た
い
す
る
現
在
ま
で
の
文
学
作
品
研
究
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
）
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
別
の
視
点
が
ほ
の
見
え
て
く
る
か

も
知
れ
な
い
と
思
え
る
た
め
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
個
々
の
人
物
の
形
象
化
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
事
実
、
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
前
半
の
第
一
、
第
二

部
で
終
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
主
要
な
人
物
に
つ
い
て
は
当
然
だ
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
多
く
の
登
場
人
物
で
第
三
部
以
降
で
初
め
て

姿
を
見
せ
る
物
は
ま
っ
た
く
い
な
い
。
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
物
語
全
体
の
筋
が
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ

せ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
の
見
解
は
間
違
い
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
作
品
『
森
の
中
で
』
に
た
い
し
て
必
ず
と
言
っ
て
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よ
い
ほ
ど
語
ら
れ
る
、
叙
述
の
長
っ
た
ら
し
さ
、
冗
長
さ
と
い
う
素
朴
な
印
象
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
論
評
と
は
っ
き
り
と
結
び
つ
く
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
作
者
の
叙
述
手
法
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
例
え
ば
、
作
品
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
人
物
に
た
い
し
て
、
そ

の
人
物
の
経
歴
を
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
そ
の
紹
介
は
、
時
と
し
て
何
十
年
も
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
の
実
に
子
細
な
も
の
で
あ

り
、
略
歴
紹
介
の
た
め
に
、
一
章
全
体
を
さ
く
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
第
一
部
第
三
章
の
ロ
フ
マ
ー
ト
ィ
、
第
八
章
の
ダ
ー
リ
ヤ
、

第
九
章
の
ニ
キ
ー
フ
ォ
ル
、
第
十
章
の
グ
ル
ー
ニ
ヤ
と
そ
の
夫
、
第
一
七
章
の
コ
ル
ィ
シ
キ
ン
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、

新
し
い
人
物
が
話
題
に
の
ぼ
る
と
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
つ
ぶ
さ
に
紹
介
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
作
品
全

体
の
叙
述
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
物
語
の
基
本
的
な
筋
展
開
に
た
い
し
て
、
エ
ピ
ソ
！
ド
を
付
け
加
え
、
さ
ら
に
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体

を
大
き
く
脹
ら
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
特
別
な
方
法
に
よ
る
引
き
延
ば
し
」
と
し
て
話
の
展
開
を
遅
ら
せ
る
手
法
唱
零
巷
・

る
月
竈
と
し
て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
、
例
え
ば
第
一
部
第
一
一
章
か
ら
一
二
章
に
か
け
て
、
ア
ク
シ
ー
ニ
ヤ
の
名
の
日

の
祝
い
の
席
で
、
男
た
ち
は
不
意
に
出
現
し
た
山
師
に
よ
る
砂
金
の
話
で
持
ち
き
り
と
な
り
、
砂
金
捜
し
の
旅
へ
と
全
員
の
気
持
ち
が
動

く
。
読
者
の
関
心
も
そ
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
く
の
が
さ
け
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
続
く
第
一
三
章
で
は
一
転
し
て
マ
ネ
ー
フ
ァ

の
過
去
が
回
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
第
一
四
章
で
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
一
行
の
出
立
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
作
品
全
体
の
叙
述
は
筋
を
構
成
す
る
基
本
的
な
流
れ
と
、
そ
れ
を
補
い
、
時
に
遅
ら
せ
た
り
、

逸
脱
す
る
形
で
流
れ
る
一
一
次
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
、
後
者
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
詳
細
な
民
俗
記

述
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
ラ
ス
コ
ー
ル
と
い
う
題
材
、
舞
台
が
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
と
い
う
「
辺
境
」
、
千
ぺ
ー
ジ
を
越
え
る
分
量
1
こ

う
し
た
条
件
が
重
な
り
合
っ
て
、
叙
述
が
冗
長
で
あ
る
と
か
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
い
っ
た
論
評
が
生
ま
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
は
『
森
の
中
で
』
が
文
学
作
品
と
し
て
は
注
目
に
値
し
な
い
と
い
っ
た
消
極
的
評
価
が
大
勢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
こ
う
し
た
大
勢
に
反
論
す
べ
く
、
文
学
作
品
と
し
て
の
『
森
の
中
で
』
の
再
評
価
の
論
点
を
提
起
す
る
こ
と
は
し
な
い
（
た
だ

し
、
こ
れ
ま
で
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
研
究
史
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
た
「
問
題
の
所
在
」
の
箇
所
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ダ
ー
リ
を
は
じ
め
と

し
た
同
時
代
な
ら
び
に
後
世
の
文
体
論
・
語
彙
論
の
観
点
か
ら
作
品
を
点
検
す
れ
ば
、
『
森
の
中
で
』
を
一
九
世
紀
の
み
な
ら
ず
二
〇
世

紀
に
ま
で
至
る
文
学
史
の
中
で
正
当
に
位
置
づ
け
直
す
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
。
む
し
ろ
、
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
を
筆

頭
と
し
て
、
狭
義
の
文
学
史
的
枠
の
中
で
は
『
森
の
中
で
』
が
魅
力
あ
る
作
品
と
し
て
見
え
て
こ
ず
、
む
し
ろ
、
切
り
捨
て
ら
れ
た
部
分

に
注
目
し
て
み
た
い
。
「
冗
長
」
と
言
う
時
、
何
が
そ
う
言
わ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
は
言
う
、
『
森
の
中
で
』
の
「
大
き
な
欠
点
は
メ
！
リ
ニ
コ
フ
が
描
写
に
と
っ
て
有
利
な
生
活
の
側
面
の
み
を
取
り

上
げ
た
こ
と
に
あ
る
」
と
。
そ
し
て
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
「
労
働
の
生
活
に
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
ふ
れ
て
い
な

い
」
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
注
目
し
た
い
の
は
、
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
の
言
う
「
描
写
に
と
っ
て
有
利
な
生
活
の
側
面
の
み
を
取

り
上
げ
た
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
「
方
法
」
が
は
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

こ
で
は
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
の
素
朴
な
「
労
働
至
上
主
義
的
な
民
衆
観
」
は
意
味
を
持
た
な
い
。
た
し
か
に
チ
ャ
プ
ー
リ
ン
は
千
万
長
者
で

あ
り
、
地
方
の
名
士
と
し
て
君
臨
す
る
金
持
ち
で
あ
り
、
農
民
で
は
な
い
し
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
生
活
も
い
わ
ゆ
る
民
衆
の
労
働
の
日
々

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
生
活
の
描
写
と
、
一
見
そ
れ
と
は
異
質
に
見
え
る
民
俗
的
習
俗
・
儀
礼
の

記
述
と
は
、
巧
み
に
結
合
し
て
一
つ
の
綾
を
織
り
な
し
て
い
る
。
作
品
全
体
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
は
儀
礼
や
歌
謡
、
言
い
伝
え
、
伝
説
、

ま
た
食
事
、
服
装
、
部
屋
の
調
度
に
ま
で
及
ぶ
記
述
が
延
々
と
続
く
の
で
あ
り
、
作
者
は
「
そ
れ
ら
の
詳
細
な
描
写
に
ぺ
ー
ジ
を
惜
し
む

こ
と
が
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
作
者
の
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
民
俗
記
述
に
た
い
し
て
異
様
な
ま
で
の
熱
意
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
は
、
各
章
の
書
き
出
し
の
部
分
を
い
く

つ
か
点
検
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。
第
一
部
の
第
一
、
五
、
七
、
一
五
章
、
第
二
部
の
第
一
、
七
、
八
章
、
ま
た
、
第
三
部
の
第
一
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章
、
第
四
部
の
第
一
、
七
章
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
、
地
誌
、
習
俗
、
儀
礼
、
民
間
信
仰
に
つ
い
て
の
綿
密
な
記

述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
章
全
体
が
そ
う
し
た
記
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
場
合
（
第
四
部
第
一
章
）
、
ま
た
、
物
語
の
筋
進
行
を
一
時
的
に

中
断
す
る
形
で
記
述
を
折
り
込
む
場
合
も
あ
る
。
そ
の
記
述
が
多
面
的
、
客
観
的
で
精
緻
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
研
究
論
文
を
思
わ
せ
る

の
で
あ
り
、
作
者
の
意
図
が
筋
を
展
開
す
る
よ
り
も
民
俗
を
記
述
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
い
う
印
象
を
与
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
事
実
、

ス
カ
ビ
チ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
は
こ
の
作
品
に
は
芸
術
的
に
す
ぐ
れ
た
部
分
は
見
出
せ
な
い
と
し
な
が
ら
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
と
っ
て
は
民
族

誌
を
書
く
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
と
ま
で
評
す
る
の
で
あ
る
。

H・H・メーリニコフ＝ペチェールスキイとその時代（上）

二
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
文
学
批
評
・
研
究
の
面
か
ら
は
み
出
し
た
と
こ
ろ
で
我
々
が
出
会
う
メ
！
リ
ニ
コ
フ
の
広
義
の
文
体
と

イ
デ
ー
が
、
そ
の
輪
郭
を
見
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
我
々
の
議
論
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
H
．

C
・
エ
ジ
ョ
ー
フ
が
『
森
の
中
で
』
の
ナ
ロ
ー
ド
ノ
ス
チ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
次
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
・
民
族
誌
・
地
理
学
を
め
ぐ
る
莫
大
な
資
料
の
利
用
、
な
ら
び
に
叙
述
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
文
体
化
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
適
切
で
あ
る
。
そ
し
て
、
便
宜
的
に
は
こ
の
二
つ
に
分
か
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
論
点
は
ロ
シ
ア
民
俗
学
で
フ
ォ

ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
問
題
化
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
、
ご
く
わ
ず
か
だ
が
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
ま
ず
、

こ
の
問
題
に
た
い
し
て
最
初
に
問
題
提
起
を
お
こ
な
い
、
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
先
に
あ
げ
た
一
九
三
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
ヴ

ィ
ノ
グ
ラ
；
ド
フ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は
、
そ
の
論
文
タ
イ
ト
ル
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
作
品
中
に
引
か
れ
た
、
な
い

し
は
文
体
と
し
て
一
体
化
し
た
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
叙
述
の
「
出
典
解
明
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
は
、
作
品
『
森
の
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中
で
』
に
現
れ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
全
体
を
考
察
対
象
と
し
て
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
綿
密
な
分
析
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
の
事

実
調
査
は
実
証
レ
ベ
ル
で
は
、
現
在
に
あ
っ
て
も
意
義
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
特
に
、
『
森
の
中
で
』
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
と
も
言

え
る
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
エ
フ
の
『
ス
ラ
ヴ
人
の
詩
的
自
然
観
』
に
実
現
さ
れ
た
神
話
的
世
界
観
と
の
比
較
・
対
照
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
エ
フ
の
み
な
ら
ず
同
時
代
の
文
献
の
み
に
作
品
内
の
叙
述
の
出
典
を
求
め
る
あ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
問
題

を
も
は
ら
ん
で
い
る
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
一
八
四
〇
年
代
に
民
俗
研
究
を
開
始
し
、
ロ
シ
ア
各
地
を
旅
し
て
回
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

は
、
任
務
と
し
て
各
地
の
調
査
に
参
加
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
目
身
が
調
査
に
よ
っ
て
得
た
資
料
を
持
っ
て
い
た

と
考
え
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
採
集
資
料
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
見
出
す
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
れ
故
に
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
の
見
解
も
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
状
況
は
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
の
問
題
提
起
か
ら
半
世
紀
以
上
も
経
過
し
た
現
在
、
徐
々
に
変
化
し
つ
つ
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
の
収
集
に
よ
る
メ
モ
が
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
の
手
元
に
残
っ
て
い
た
文
書
（
ペ

テ
ル
ブ
ル
グ
の
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
ロ
シ
ア
文
学
研
究
所
に
保
存
）
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
、
そ
れ
が
公
表
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
周

知
の
ご
と
く
、
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
は
一
九
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
、
同
時
代
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
文
学
者
、
思
想
家
な
ど
の

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
資
料
の
収
集
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
い
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
ヘ
送
ら

れ
た
資
料
と
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
が
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
周
辺
で
採
録
し
た
歌
謡
一
つ
、
コ
リ
ャ
ダ
ー
と
呼
ば
れ
る
ク
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

ス
マ
ス
か
ら
新
年
の
儀
礼
歌
五
つ
、
そ
れ
に
諺
で
あ
る
。
分
量
は
わ
ず
か
で
あ
る
と
は
い
え
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
目
ら
採
集
活
動
を
お
こ

な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
証
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　
こ
う
し
た
最
近
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
先
の
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
の
問
題
提
起
と
労
作
を
引
き
継
ぐ
形
の
研
究
が
一
九
七
〇
年
代
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に
な
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
題
名
が
明
ら
か
に
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
論
文
の
延
長
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
ソ
コ
ロ
ー
ヴ

ァ
「
再
び
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
ー
－
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
長
編
小
説
『
森
の
中
で
』
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
出
典
に
つ
い
て
」
（
一
九
七
一
年
）
、

そ
し
て
、
作
品
の
中
か
ら
泣
き
歌
の
み
を
取
り
出
し
て
そ
の
出
典
と
の
比
較
を
お
こ
な
っ
た
K
・
B
・
チ
ス
ト
ー
フ
「
H
・
H
・
メ
ー
リ

ニ
コ
フ
と
H
．
A
．
フ
ェ
ド
ソ
！
ヴ
ァ
」
（
一
九
七
二
年
）
の
二
つ
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
森
の
中
で
』
の
民
俗
記
述
の
典
拠
を

書
物
の
み
に
求
め
た
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
を
越
え
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
チ
ス
ト
ー
フ
は
、
「
歴
史
家
で
考
古
学
者

で
あ
る
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
彼
自
身
が
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
収
集
家
で
は
な
か
っ
た
」
と
結
論
づ
け
た
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
の
基
本
的
認
識
が
、

ロ
シ
ア
文
学
研
究
所
の
草
稿
部
門
に
あ
る
原
稿
な
ら
び
に
公
表
さ
れ
た
作
家
の
メ
モ
と
書
簡
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
る
と
し
た
後
、
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
他
の
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
借
用
を
示
す
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
あ
る
一
つ
の
例
の
対
照
で
は
な
く
、
細
部
に

ま
で
及
ぶ
正
確
な
符
合
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
も
し
も
「
書
物
の
上
で
の
」
借
用
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
地
方
の
伝
統
の
中
で
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
の
照
合
に
お
け
る
方
法
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ぶ
批
判
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
チ
ス
ト
ー
フ
は
、
メ
ー
リ
ニ

コ
フ
の
作
品
に
お
け
る
民
俗
的
要
素
（
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
）
の
問
題
を
「
書
物
か
、
口
承
か
と
い
っ
た
二
者
択
一
と
し
て
は
立
て
ら
れ

な
い
」
と
し
て
、
た
ん
な
る
出
典
明
示
か
ら
脱
却
す
る
方
向
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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三
、
ロ
シ
ア
民
俗
学
の
時
代

　
彼
が
生
ま
れ
、
活
躍
し
た
時
代
は
、
結
論
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
ナ
ロ
ー
ド
の
文
化
の
「
発
見
」
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
ナ

ロ
ー
ド
と
は
「
民
族
」
で
あ
り
、
同
時
に
「
民
衆
」
で
も
あ
る
。
そ
し
て
ナ
ロ
ー
ド
の
文
化
に
た
い
す
る
関
心
を
も
っ
と
も
象
徴
的
に
集

約
さ
せ
た
の
が
、
一
八
四
五
年
の
帝
室
ロ
シ
ア
地
理
学
協
会
の
設
立
で
あ
っ
た
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
設
立
早
々
、
こ
の
協
会
の
会
員
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

　
む
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
も
、
ナ
ロ
ー
ド
の
文
化
に
た
い
す
る
ロ
シ
ア
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
の
強
い
関
心
は
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ

を
成
立
さ
せ
る
べ
く
、
顕
在
化
し
て
い
た
。
一
七
七
六
i
八
○
年
に
ド
イ
ッ
語
で
刊
行
さ
れ
、
た
だ
ち
に
ロ
シ
ア
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳

本
も
出
版
さ
れ
た
H
・
r
・
ゲ
オ
ル
ギ
の
『
ロ
シ
ア
帝
国
内
に
住
む
諸
民
族
の
記
述
』
は
、
文
字
通
り
民
族
誌
の
時
代
を
切
り
開
く
作
品

と
な
り
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
ゲ
オ
ル
ギ
の
著
作
か
ら
H
・
H
・
ケ
ッ
ペ
ン
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
民
族
学
地
図
』
（
一
八
五
一
年
）

ま
で
が
民
族
学
「
前
史
」
の
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。

　
口
承
文
学
と
し
て
の
民
俗
学
に
つ
い
て
見
よ
う
。
例
え
ば
諺
の
テ
ク
ス
ト
集
に
つ
い
て
は
、
A
・
A
・
バ
ル
ソ
フ
『
四
二
九
一
の
古
い

ロ
シ
ア
の
諺
集
』
（
一
七
七
〇
、
七
八
、
八
七
年
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
H
・
M
・
ス
ネ
ギ
リ
ョ
フ
に
よ
る
『
諺
の
中
の
ロ
シ
ア
人
』
（
一

八
三
一
年
）
、
Φ
・
H
・
ブ
ス
ラ
ー
エ
フ
『
ロ
シ
ア
の
諺
・
慣
用
句
』
（
一
八
五
四
年
）
、
そ
し
て
ダ
ー
リ
の
『
ロ
シ
ア
人
の
諺
』
（
一
八
六

二
年
）
に
よ
っ
て
一
つ
の
典
型
が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。
文
章
構
造
の
単
純
さ
で
諺
と
同
列
に
置
く
こ
と
の
で
き
る
謎
々
や
呪
文
に
つ
い

て
は
、
H
・
A
・
フ
ジ
ャ
コ
ー
フ
『
大
ロ
シ
ア
謎
々
集
』
（
一
八
六
一
年
）
、
∬
・
H
・
マ
イ
コ
フ
『
大
ロ
シ
ア
の
呪
文
』
（
一
八
六
八
年
）

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
、
昔
話
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
の
作
家
た
ち
に
よ
る
「
昔
話
模
倣
」
（
例
え
ば
、
M
．
八
．
チ
ュ
ル
コ
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ー
フ
『
愉
快
な
人
物
、
あ
る
い
は
ス
ラ
ヴ
の
話
』
一
七
六
六
年
、
B
・
A
・
リ
ョ
ー
フ
シ
ン
（
チ
ュ
ル
コ
ー
フ
？
）
『
ロ
シ
ア
昔
話
』
　
一

七
八
O
I
八
三
年
、
な
ど
）
、
あ
る
い
は
心
部
の
昔
話
採
録
（
チ
モ
フ
ェ
ー
エ
フ
『
ロ
シ
ア
昔
話
』
一
七
八
七
年
、
ベ
レ
ザ
イ
ス
キ
イ

『
田
舎
の
昔
の
小
話
』
一
七
九
八
年
、
な
ど
）
を
契
機
と
し
て
昔
話
に
た
い
す
る
興
味
が
生
ま
れ
、
一
八
三
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
プ
ー

シ
キ
ン
、
n
・
π
・
エ
ル
シ
ョ
ー
フ
な
ど
多
く
の
作
家
た
ち
に
よ
る
「
昔
話
創
作
ブ
ー
ム
」
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、

言
語
文
化
と
し
て
の
昔
話
の
意
味
が
ロ
シ
ア
社
会
の
基
本
的
認
識
コ
ー
ド
の
一
つ
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
B
・
ブ
ロ
ー
ニ

ツ
ィ
ン
『
ロ
シ
ア
昔
話
集
』
（
一
八
三
八
年
）
、
サ
ー
ハ
ロ
フ
『
ロ
シ
ア
昔
話
集
』
（
一
八
四
一
年
）
な
ど
を
経
て
、
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
エ
フ

『
ロ
シ
ア
昔
話
集
』
（
一
八
五
五
ー
六
三
年
）
、
同
『
ロ
シ
ア
伝
説
集
』
（
一
八
五
九
年
）
、
さ
ら
に
、
フ
ジ
ャ
コ
ー
フ
『
大
ロ
シ
ア
昔
話
集
』

（一

六
〇
ー
六
三
年
）
、
A
・
A
・
エ
ル
レ
ン
ヴ
ェ
イ
ン
『
村
の
教
師
が
集
め
た
ロ
シ
ア
昔
話
』
（
一
八
六
三
年
）
、
E
・
A
・
チ
ュ
ジ
ー

ン
ス
キ
イ
『
ロ
シ
ア
昔
話
、
地
口
と
小
話
』
（
一
八
六
四
年
）
、
皿
・
H
・
サ
ド
ー
ヴ
ニ
コ
フ
『
サ
マ
ラ
地
方
の
昔
話
と
伝
説
』
（
一
八
八

四
年
）
と
相
次
い
で
い
る
。

　
民
謡
、
歌
謡
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
B
・
テ
プ
ロ
ー
フ
『
仕
事
の
合
間
の
暇
つ
ぶ
し
、
あ
る
い
は
歌
謡
集
』
（
一
七
五
七
年
）
、
チ
ュ
ル

コ
ー
フ
『
歌
謡
集
』
（
一
七
七
〇
1
七
四
、
一
七
七
六
年
）
、
楽
譜
付
き
の
最
初
と
し
て
B
・
ト
ゥ
ル
ト
ー
フ
ス
キ
イ
『
ロ
シ
ア
の
素
朴
な

歌
謡
集
』
（
一
七
七
六
－
九
五
年
）
、
E
・
H
・
ノ
ヴ
ィ
コ
ー
フ
『
新
し
い
完
全
ロ
シ
ア
歌
謡
集
』
（
一
七
八
O
ー
八
一
年
）
、
E
・
メ
イ
エ

ル
『
最
良
ロ
シ
ア
歌
謡
集
』
（
一
七
八
一
年
）
、
民
謡
と
い
う
タ
ー
ム
が
は
じ
め
て
登
場
し
た
H
・
A
・
リ
ヴ
ォ
フ
と
H
・
プ
ラ
ー
チ
に
よ

る
『
ロ
シ
ア
民
謡
集
』
（
一
七
九
〇
、
九
六
、
一
八
〇
六
、
一
五
、
九
六
年
）
、
n
・
H
・
ド
ミ
ー
ト
リ
エ
フ
『
ポ
ケ
ッ
ト
歌
謡
集
、
あ
る

い
は
最
良
の
俗
謡
・
庶
民
歌
謡
集
』
（
一
七
九
六
年
）
、
ブ
ィ
リ
ー
ナ
を
収
録
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
キ
ル
シ
ャ
・
ダ
ニ
ー
ロ
フ
『
ロ
シ
ア

古
詩
集
』
（
一
八
〇
四
、
一
八
、
七
八
、
九
三
年
）
、
H
・
H
・
カ
ー
シ
ン
『
ロ
シ
ア
民
謡
集
』
（
一
八
三
三
年
）
、
ツ
ィ
ガ
ー
ノ
フ
『
ロ
シ

ァ
民
謡
集
』
（
一
八
三
四
年
）
、
Φ
・
ス
ト
ゥ
ジ
ー
ツ
キ
イ
『
ヴ
ォ
ロ
グ
ダ
、
オ
ロ
ネ
ッ
県
民
謡
集
』
（
一
八
四
一
年
）
、
さ
ら
に
、
一
九
世
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紀
後
半
に
は
い
る
と
、
M
・
A
・
ス
タ
ホ
ー
ヴ
ィ
チ
『
ロ
シ
ア
民
謡
集
』
（
一
八
五
一
年
）
、
A
・
∬
・
メ
ト
リ
ー
ン
ス
キ
イ
「
南
ロ
シ
ア

民
謡
集
」
（
一
八
五
四
年
）
、
民
謡
で
も
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
ル
下
位
区
分
さ
れ
て
、
B
・
H
・
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
ォ
ー
フ
『
聖
歌
集
』
（
一
八
六
〇

年
）
、
フ
ジ
ャ
コ
ー
フ
『
大
ロ
シ
ア
歴
史
歌
謡
集
』
（
一
八
六
〇
年
）
、
ベ
ッ
ソ
ー
ノ
フ
『
巡
礼
歌
謡
集
』
（
一
八
六
一
年
）
、
同
『
わ
ら
べ

歌
集
』
（
一
八
六
八
年
）
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
集
も
編
ま
れ
た
。
だ
が
何
と
い
っ
て
も
時
代
を
画
す
も
の
と
し
て
、
ヤ
ク
ー
シ
キ
ン
『
ロ

シ
ア
民
謡
集
』
（
一
八
六
〇
年
）
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
『
歌
謡
集
』
（
一
八
六
一
－
七
四
年
）
、
n
・
H
・
ル
ィ
ー
ヴ
ニ
コ

フ
『
歌
謡
集
』
（
一
八
六
一
－
六
七
年
）
、
H
・
B
・
シ
ェ
イ
ン
『
ロ
シ
ア
民
謡
集
』
（
一
八
六
八
－
七
七
年
）
、
A
・
Φ
・
ギ
リ
フ
ェ
ル
ジ

ー
ン
グ
『
オ
ネ
ガ
・
ブ
イ
リ
ー
ナ
集
』
（
一
八
七
一
年
）
、
E
・
A
・
バ
ー
ル
ソ
フ
『
北
部
泣
き
歌
集
』
（
一
八
七
二
年
）
な
ど
の
基
本
的

テ
ク
ス
ト
の
刊
行
が
あ
り
、
こ
の
時
代
の
フ
ォ
ー
ク
カ
ル
チ
ュ
ア
ヘ
の
熱
狂
ぶ
り
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
、
特
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
の
関
連
で
コ
メ
ン
ト
が
必
要
な
の
は
、
ま
ず
バ
ー
ル
ソ
フ
『
北
部
泣
き
歌
集
』
で
あ
る
。
こ
の
テ

ク
ス
ト
が
『
森
の
中
で
』
の
創
作
の
上
で
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
チ
ス
ト
ー
フ
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
た
。
バ
ー
ル
ソ
フ
の
テ

ク
ス
ト
の
刊
行
年
そ
の
も
の
が
『
森
の
中
で
』
と
微
妙
に
重
な
る
こ
と
か
ら
、
前
者
テ
ク
ス
ト
の
原
稿
段
階
で
、
な
い
し
は
初
出
時
点
に

お
い
て
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
参
照
し
た
と
い
う
チ
ス
ト
ー
フ
の
議
論
に
は
わ
ず
か
の
疑
点
が
残
る
と
は
い
え
、
両
テ
ク
ス
ト
の
あ
ま
り
の

符
合
は
そ
れ
に
よ
っ
て
し
か
説
明
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
の
関
連
で
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
『
歌
謡
集
』
で
あ
る
。
一
八
二

〇
年
代
に
プ
ー
シ
キ
ン
と
A
・
H
・
ソ
ボ
レ
ー
フ
ス
キ
イ
に
よ
っ
て
『
民
謡
集
』
出
版
の
計
画
が
生
ま
れ
、
そ
れ
自
体
は
挫
折
し
た
も
の

の
、
当
時
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
た
ち
が
共
同
で
歌
謡
を
収
集
し
、
テ
ク
ス
ト
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
は
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
に

受
け
継
が
れ
た
。
彼
は
一
八
三
三
年
に
、
計
画
の
み
に
終
わ
っ
た
未
刊
テ
ク
ス
ト
を
プ
ー
シ
キ
ン
、
ソ
ボ
レ
ー
フ
ス
キ
イ
か
ら
受
け
取
り
、

さ
ら
に
同
時
代
の
多
く
の
作
家
を
は
じ
め
と
し
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
が
採
集
し
た
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
を
編
纂
、
出
版
す
る
仕
事
に
従
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事
し
た
。
資
料
を
送
っ
た
作
家
と
し
て
は
、
プ
…
シ
キ
ン
、
ゴ
ー
ゴ
リ
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
A
・
B
・
コ
リ
ツ
ォ
ー
フ
、
A
・
X
・
ヴ
ォ

ス
ト
ー
コ
フ
、
ピ
ー
セ
ム
ス
キ
イ
、
A
・
M
・
ヤ
ズ
ィ
ー
コ
フ
、
歴
史
家
の
K
・
八
・
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
、
ポ
ゴ
：
ジ
ン
、
民
俗
学
者
の
ス

ネ
ギ
リ
ョ
ー
フ
、
ヤ
ク
ー
シ
キ
ン
、
Φ
・
C
・
ク
ズ
ミ
ー
シ
チ
ェ
フ
な
ど
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
人
々

の
中
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
ダ
ー
リ
も
い
た
。
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
一
八
四
八
年
に
一
部
が
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

は
検
閲
に
よ
っ
て
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
一
八
六
〇
年
代
に
な
っ
て
上
記
の
テ
ク
ス
ト
集
が
公
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
も

一
部
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
、
未
刊
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
整
理
し
、
刊
行
す
る
作
業
が
継
続
し
て
い
る
。
規
模
の
点
だ
け
か
ら
し
て

も
、
当
時
の
西
欧
で
も
例
を
見
な
い
大
事
業
で
っ
た
。

　
神
話
と
祭
、
習
俗
の
分
野
で
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
が
、
西
欧
の
古
典
古
代
の
単
純
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
す
ま
せ

て
い
た
段
階
（
チ
ュ
ル
コ
ー
フ
『
神
話
小
レ
ク
シ
コ
ン
』
一
七
六
七
年
、
同
『
ロ
シ
ア
迷
信
事
典
』
一
七
八
0
年
、
同
『
ロ
シ
ア
迷
信
い

ろ
は
』
一
七
八
六
年
、
M
・
H
・
ポ
ポ
ー
フ
『
ス
ラ
ヴ
神
話
・
伝
説
簡
略
記
述
』
一
七
六
八
、
七
二
年
、
A
・
C
・
カ
イ
サ
ー
ロ
フ
『
ロ

シ
ア
・
ス
ラ
ヴ
神
話
』
一
八
〇
四
、
一
〇
年
、
な
ど
）
か
ら
、
ス
ネ
ギ
リ
ョ
ー
フ
「
ロ
シ
ア
庶
民
の
祭
と
迷
信
的
儀
礼
』
（
一
八
三
七
－

三
九
年
）
、
サ
ー
ハ
ロ
フ
『
ロ
シ
ア
民
衆
の
伝
承
』
（
一
八
三
八
－
四
九
年
）
、
A
・
B
・
テ
レ
ー
シ
チ
ェ
ン
コ
『
ロ
シ
ア
民
衆
の
習
俗
』

（一

四
八
年
）
と
い
っ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
出
現
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。
後
者
の
三
点
は
、
部
分
的
に
は
信
愚
性
を
欠
く
が
、
そ
れ
で

も
年
間
の
祭
や
歳
時
儀
礼
と
民
間
信
仰
と
い
っ
た
問
題
領
域
の
全
体
を
提
示
し
た
こ
と
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

一
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
問
題
関
心
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
同
時
代
の
西
欧
の
お
け
る
同
種
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
ロ
シ

ア
で
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
が
「
ロ
シ
ア
神
話
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
た
る
ア
フ
ァ
ナ
ー

シ
エ
フ
の
理
論
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
『
ス
ラ
ヴ
人
の
詩
的
自
然
観
』
（
一
八
六
五
－
六
九
年
）
は
二
千
ぺ
ー
ジ
を
越
え
る
大
著
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古
典
古
代
と
は
違
っ
て
パ
ン
テ
オ
ン
と
し
て
の
体
系
を
持
た
ぬ
ロ
シ
ア
・
ス
ラ
ヴ
の
神
話
世
界
を

205



一橋大学研究年報　人文科学研究　35

一
九
世
紀
後
半
の
時
点
で
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
テ
ー
マ
性
の
点
で
注
目
す
べ
き
著
作
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
が
『
森
の
中
で
』

の
全
体
に
つ
い
て
実
に
精
緻
に
比
較
対
照
し
、
確
認
し
た
よ
う
に
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
ヤ
リ
ー
ロ
神
を
め
ぐ
る
信
仰
を
は
じ
め
と
し
て
作

品
の
多
く
の
箇
所
を
記
述
す
る
上
で
全
面
的
に
依
拠
し
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
『
ス
ラ
ヴ
人
の
詩
的
自
然
観
』
で
あ
っ
た
。

　
　
　
四
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
「
民
俗
学
」

　
『
森
の
中
で
』
に
お
け
る
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
「
民
俗
学
」
と
は
何
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
晩

年
に
書
か
れ
た
一
通
の
書
簡
を
あ
げ
る
。
一
八
七
五
年
、
民
俗
学
者
の
パ
ー
ヴ
ェ
ル
・
シ
ェ
イ
ン
宛
て
に
彼
の
冒
シ
ア
民
謡
集
』
（
一

八
六
八
－
七
七
年
）
に
た
い
す
る
批
評
と
し
て
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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四
半
世
紀
の
間
、
私
は
ロ
シ
ア
の
隅
々
を
歩
き
回
っ
て
、
数
多
く
の
民
謡
、
言
い
伝
え
、
民
間
信
仰
、
そ
の
他
多
く
の
も
の
を
書
き

と
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
は
亡
き
ダ
ー
リ
、
キ
レ
ー
エ
フ
ス
キ
イ
、
そ
し
て
ボ
ジ
ャ
ー
ン
ス
キ
イ
の
も
と
で
出
版
さ
れ
た
貴

兄
の
仕
事
が
も
し
も
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
、
レ
オ
ニ
ー
ド
・
マ
ー
イ
コ
フ
、
そ
し
て
ヤ
ク
ー
シ
キ
ン
の
仕
事
が
な
か
っ
た
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

れ
ば
、
私
は
一
歩
も
前
進
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
自
身
の
調
査
・
資
料
収
集
と
、
親
友
と
し
て
の
ダ
ー
リ
、
ま
た
、
同
時
代
の
民
俗
学
的
文
献
（
わ
ず
か
一
部

で
は
あ
る
が
）
が
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
民
俗
学
を
形
作
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
作
品
『
森
の
中
で
』
に
よ
り
多

く
の
焦
点
を
当
て
る
な
ら
ば
、
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
エ
フ
の
神
話
再
構
築
的
仕
事
、
な
ら
び
に
、
バ
ー
ル
ソ
フ
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
泣
き
歌

の
テ
ク
ス
ト
を
こ
こ
に
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
よ
り
多
く
が
潜
在
す
る
は
ず
の
、
い
ま
だ
対
応
関
係
が
十
分
解
明
さ
れ
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て
い
な
い
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
ニ
ア
ク
ス
ト
（
こ
こ
で
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
言
葉
と
も
広
義
で
使
用
さ
れ
て
い
る
）
も
こ
こ

に
加
え
ら
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
「
出
典
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
実
証
的
作
業
が
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
す
で
に
、

上
記
の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
る
な
ら
ば
チ
ス
ト
ー
フ
の
論
点
を
前
提
と
し
て
い
る
）
今
後
と
も
絶
対
不
可
欠
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
む
し
ろ
そ
の
先
の
問
題
で
あ
り
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
と
っ
て
の
民
俗
学
を
成
立
さ
せ
て
い
た
問

題
関
心
が
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
冒
頭
で
紹
介
し
た
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
文
学
を
核
心
部
分
で
と
ら
え
た
と
思
わ
れ
る
文
学
史
家
の
M
・
ス
ロ
！
ニ
ム
は
、
メ
ー
リ
ニ
コ

フ
を
ヤ
ク
ー
シ
キ
ン
、
ダ
ニ
レ
ー
フ
ス
キ
イ
と
な
ら
ぶ
「
地
方
主
義
」
の
作
家
と
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の

指
摘
は
、
た
ん
に
そ
れ
ま
で
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
、
モ
ス
ク
ワ
を
舞
台
や
題
材
と
し
た
作
品
な
ら
び
に
文
学
活
動
か
ら
地
方
の
そ
れ
ら
へ
、

と
い
う
重
点
の
移
動
と
拡
散
の
み
で
は
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
ス
ロ
ー
ニ
ム
自
身
の
意
図
を
越
え
て
よ
り
広
い
文
化
史
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
地
方
と
は
何
か
と
は
、
ロ
シ
ア
に
あ
っ
て
は
一
八
世
紀
後
半
か
ら
問
題
化
さ
れ
た
文
化
史
的
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
時
期
以
降
、
ロ
ー

カ
ル
な
文
化
へ
の
関
心
は
、
例
え
ば
「
地
方
語
」
に
た
い
す
る
注
目
や
一
種
の
「
方
言
辞
典
」
の
出
版
と
し
て
、
．
ま
た
、
農
村
生
活
．
田

園
へ
の
憧
れ
と
し
て
現
れ
て
い
っ
た
。
後
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
都
会
の
貴
族
生
活
の
腐
敗
と
汚
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
田

舎
の
農
民
生
活
の
健
康
さ
を
歌
い
上
げ
た
田
園
讃
歌
と
し
て
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、
B
・
K
・
ト
レ
ヂ
ア
コ
ー
フ
ス
キ
イ
の
「
自
然
の
美

に
た
い
す
る
手
紙
」
の
中
に
あ
る
「
田
園
生
活
の
讃
歌
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
F
・
P
・
デ
ル
ジ
ャ
ー
ヴ
ィ
ン
の
「
ロ
シ
ア
の
娘
た
ち
」

（『

ナ
ク
レ
オ
ン
風
詩
集
』
一
八
〇
四
年
）
、
そ
し
て
ノ
ヴ
ィ
コ
ー
フ
の
「
農
村
生
活
の
楽
し
み
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
」
（
雑
誌
『
蜜

蜂
』
一
七
六
九
年
六
月
）
と
い
う
言
葉
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
農
村
賛
美
は
、
他
方
で
、
西
欧
か
ら
の
影
響
と
ロ
シ
ア
内
で
の
発

達
に
よ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
ヘ
と
い
う
潮
流
の
中
で
さ
ら
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
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こ
う
し
た
文
学
潮
流
の
直
中
に
あ
っ
た
H
・
M
・
カ
ラ
ム
ジ
ー
ン
の
散
文
小
説
の
代
表
作
『
あ
わ
れ
な
リ
ー
ザ
』
（
一
七
九
二
年
）

い
て
記
さ
れ
た
次
の
言
葉
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
つ

『
あ
わ
れ
な
リ
ー
ザ
』
は
多
く
の
点
で
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
。
カ
ラ
ム
ジ
ー
ン
以
前
の
作
家
で
こ
れ
ほ
ど
少
な
い
言
葉
で
、
こ
れ

ほ
ど
多
く
の
こ
と
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
気
分
を
こ
め
て
、
し
か
も
ま
ぎ
れ
も
な
く
ク
リ
ー
ル
・
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

カ
ー
ル
と
と
も
に
風
景
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
彼
が
最
初
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
カ
ラ
ム
ジ
ー
ン
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
が
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
与
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
代
に
続
い
て
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
期
に
は
、
ロ
シ
ア
・
ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
も
あ
っ
て
、
民
族
・
民
衆
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
べ
き
こ

と
を
意
味
す
る
ナ
ロ
ー
ド
ノ
ス
チ
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
「
地
方
性
・
地
方
色
」
を
意
味
す
る
メ
ー
ス
ノ
ス
チ
幕
8
ぎ
8
ぴ
と
い
う
語

が
作
ら
れ
、
さ
か
ん
に
使
わ
れ
て
い
っ
た
。
雑
誌
「
モ
ス
ク
ワ
通
信
」
（
一
八
三
〇
年
三
号
）
は
次
の
よ
う
な
宣
言
を
し
た
、
「
ナ
ロ
ー
ド

ノ
ス
チ
と
メ
ー
ス
ノ
ス
チ
、
こ
れ
こ
そ
が
現
代
の
我
々
の
要
求
で
あ
る
」
。

　
し
た
が
っ
て
、
一
九
世
紀
前
半
に
は
「
地
方
」
の
文
化
史
的
意
義
が
ロ
シ
ア
社
会
の
中
で
確
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
H
・
K
・
ピ

ク
サ
ー
ノ
フ
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
地
方
文
化
の
巣
」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
も
そ
の
一
翼
を

担
っ
て
い
た
「
地
方
学
」
「
郷
土
研
究
」
が
一
九
世
紀
半
ば
を
画
期
と
し
て
大
き
く
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
具
体
的
実
例

の
ひ
と
つ
は
、
当
時
、
各
県
で
上
か
ら
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
「
県
報
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
多
数
の
古
文
書

や
ロ
ー
カ
ル
な
習
俗
誌
な
ど
貴
重
な
民
俗
資
料
が
公
式
文
書
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
た
。
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
自
身
の
研
究
成
果
で
「
県
報
」
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の
紙
面
を
飾
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

　
八
．
K
．
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
と
Φ
・
A
・
ペ
シ
キ
ン
は
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
郷
土
史
研
究
を
考
察
し
て
、
そ
の
テ
ー
マ
に
は
次
の
五
つ
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
。
一
、
二
i
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
な
ら
び
に
そ
の
大
公
国
の
歴
史
、
二
、
一
七
世
紀
初
頭
の
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ

ゴ
ロ
ド
と
二
！
ジ
ニ
イ
．
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
人
と
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
貴
族
の
侵
入
か
ら
の
ロ
シ
ア
の
解
放
に
お
け
る
彼
ら
の
役
割
、
三
、
二
ー

ジ
ニ
イ
．
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
定
期
市
の
歴
史
と
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
そ
の
状
況
の
分
析
と
展
望
、
四
、
都
市
、
集
落
、
住
民
グ
ル
ー
プ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

修
道
院
と
教
会
の
歴
史
、
地
方
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
、
人
々
の
特
徴
づ
け
、
五
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
教
会
分
裂
の
研
究
。

　
こ
う
し
た
地
方
研
究
の
大
き
な
振
幅
の
中
で
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
民
俗
研
究
は
展
開
さ
れ
て
い
た
。
同
時
期
の
ロ
シ
ア
民
俗
学
は
、
い

ま
だ
理
論
的
に
は
十
分
な
成
果
を
生
み
出
し
え
ず
、
制
度
と
し
て
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
も
形
成
し
え
な
い
段
階
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は

「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
が
各
地
を
俳
徊
し
て
得
た
膨
大
な
フ
ォ
ー
ク
カ
ル
チ
ュ
ア
の
テ
ク
ス
ト
を
全
身
で
抱
え
て
い

た
。
そ
う
し
た
生
成
期
の
民
俗
文
化
研
究
の
中
で
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
民
俗
学
が
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
ト
ー
カ
レ
フ
『
ロ
シ
ア
民
族
学
史
』
一
九
六
三
年
、
二
五
二
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
　
ゴ
ー
リ
キ
イ
『
作
品
集
』
第
一
三
巻
、
一
九
五
一
年
、
三
五
七
ぺ
ー
ジ
、
同
第
二
九
巻
、
｝
九
五
五
年
、
二
一
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
3
）
　
ポ
レ
ヴ
ォ
ー
イ
「
ロ
シ
ア
文
学
史
』
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
『
ロ
シ
ア
文
学
の
理
想
と
現
実
』
な
ど
。
ス
カ
ビ
チ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
『
最
新
ロ
シ
ア
文

　
学
史
』
一
九
〇
九
年
、
二
一
八
－
二
二
三
ぺ
ー
ジ
。

（
4
）
　
こ
う
し
た
エ
イ
ヘ
ン
バ
ー
ウ
ム
の
論
考
は
、
例
え
ば
ス
カ
ビ
チ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
ヘ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
ス
ロ
ー
ニ
ム
『
ロ
シ
ア
文
学
の
叙
事
詩
』
（
邦
訳
「
ロ
シ
ア
文
学
史
』
新
潮
社
）
四
二
ぺ
ー
ジ
。

（
6
）
　
ビ
リ
ン
グ
ト
ン
『
イ
コ
ン
と
斧
』
一
九
六
六
年
、
五
八
○
ぺ
ー
ジ
。

（
7
）
　
ソ
コ
ロ
ー
ヴ
ァ
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
”
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
長
編
小
説
『
森
の
中
で
』
『
山
の
上
で
』
の
創
作
史
の
問
題
に
よ
せ
て
」
一
九
七

209



一橋大学研究年報　人文科学研究　35

○
年
、

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
n
）

（
1
2
）

（
1
3
）

　
ジ
。

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

　
一
〇
八
ペ
ー
ジ
。

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
「
自
伝
」
三
一
八
ー
九
ペ
ー
ジ
。

エ
リ
ョ
ー
ミ
ン
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
、
伝
記
的
概
観
」
一
九
六
三
年
、
三
八
O
ー
一
ぺ
ー
ジ
。

『
文
学
遺
産
』
第
七
九
巻
、
一
九
六
八
年
、
一
五
二
－
三
ぺ
ー
ジ
、
に
よ
る
。

ホ
イ
ジ
ン
グ
ト
ン
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
ー
ー
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
、
地
方
旧
教
徒
の
ロ
マ
ン
サ
ー
」
一
九
七
〇
年
、
六
八
○
ぺ
ー
ジ
。

コ
ー
シ
ェ
レ
フ
『
シ
ペ
リ
ア
の
ロ
シ
ア
民
俗
学
』
一
九
六
二
年
。

ユ
ー
リ
イ
・
ロ
ー
ト
マ
ン
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
ロ
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
」
冒
シ
ア
文
学
史
』
第
二
巻
、
第
二
部
、
一
九
五
六
年
、

四
三
二
ぺ
i

　
　
一
八
六
四
年
に
「
ゲ
ー
ル
ツ
ェ
ン
と
交
際
の
あ
る
革
命
家
」
の
ヤ
ク
ー
シ
キ
ン
が
二
ー
ジ
ニ
イ
の
町
を
訪
れ
た
際
、
彼
の
訪
問
と
滞
留
は
大
き

な
物
議
を
か
も
し
た
が
、
こ
の
時
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
当
時
の
県
知
事
オ
ガ
リ
ョ
ー
フ
を
議
論
の
末
に
説
得
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
バ
ラ

ー
ン
ジ
ン
『
ヤ
ク
ー
シ
キ
ン
、
ロ
シ
ア
民
俗
学
史
よ
り
』
一
九
六
九
年
、
二
三
七
－
二
五
五
ぺ
ー
ジ
。
ま
た
、
一
八
六
一
年
に
は
ニ
コ
ラ
ー
イ
．
ア

レ
ク
サ
ー
ン
ド
・
ヴ
ィ
チ
皇
太
子
が
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
流
域
を
旅
行
し
て
二
ー
ジ
ニ
イ
を
訪
問
し
た
時
、
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
町
と
森
の
案
内
役
と
な
っ
た
。

そ
の
折
に
ニ
コ
ラ
ー
イ
は
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
才
能
と
土
地
に
た
い
す
る
造
詣
の
深
さ
を
認
め
て
「
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
の
彼
方
、
森
の
中
の
生
活
が
ど
の
よ

う
な
も
の
か
に
つ
い
て
の
小
説
を
書
く
こ
と
こ
そ
、
あ
な
た
の
務
め
だ
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
ヴ
ェ
ン
ゲ
ー
ロ
フ
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
」
「
ブ
ロ
ッ
ク

ハ
ウ
ス
百
科
事
典
』
第
一
九
巻
、
四
八
ぺ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ス
カ
ビ
チ
ェ
ー
フ
ス
キ
イ
　
ニ
ニ
O
ペ
ー
ジ
。

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
『
七
巻
全
集
』
一
九
〇
九
年
、
四
〇
四
－
五
ぺ
ー
ジ
。

レ
ス
コ
ー
フ
「
官
途
に
お
け
る
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
と
ラ
ス
コ
ー
ル
研
究
者
」
全
集
第
一
一
巻
、
一
九
五
六
年
、
三
六
ペ
ー
ジ
。

ヤ
ン
チ
ュ
ー
ク
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
”
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
」
『
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
文
学
史
』
第
四
巻
、
一
九
一
〇
年
、
一
九
八
ぺ
ー
ジ
。

レ
ー
ヴ
ィ
ン
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
エ
ポ
ペ
ー
ヤ
」
一
九
五
六
年
、
一
九
ペ
ー
ジ
、
に
よ
る
。

エ
リ
ョ
ー
ミ
ン
、
三
九
〇
ぺ
ー
ジ
。
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（
2
1
）

　
ア
、

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

1
七
年
）
、

（
2
7
）

（
2
8
）

　
の
中
で
』

（
2
9
）

　
マ
ネ
ー
フ
ァ
と
そ
の
他
の
修
道
尼
も
、

　
タ
と
エ
ス
フ
ィ
ー
リ
ヤ
と
知
り
合
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。

九
〇
九
年
、

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
）

（
3
5
）

ダ
ー
リ
の
伝
記
は
、
ベ
ッ
サ
ラ
ー
ブ
、
一
九
六
八
年
、
ポ
ル
ド
ミ
ー
ン
ス
キ
イ
、
一
九
七
一
年
、
小
説
家
と
し
て
の
ダ
ー
リ
に
つ
い
て
は
、
べ

一
九
七
二
年
。
ま
た
、
栗
原
成
郎
「
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ダ
ー
リ
点
描
」
『
窓
』
第
九
号
、
一
九
七
四
年
。

ベ
ッ
サ
ラ
ー
ブ
、
一
七
〇
ぺ
ー
ジ
。

同
上
、
一
六
八
－
九
ペ
ー
ジ
。

メ
ー
リ
ニ
コ
フ
「
自
伝
」
、
三
二
五
ぺ
ー
ジ
、
「
未
完
の
自
伝
の
始
ま
り
」
、
三
〇
八
ペ
ー
ジ
。

こ
れ
ら
の
作
品
群
に
関
し
て
は
、
ホ
イ
ジ
ン
グ
ト
ン
の
｝
連
の
論
文
が
論
じ
て
い
る
。

一
三
巻
の
資
料
集
の
タ
イ
ト
ル
は
『
ラ
ス
コ
ー
ル
の
現
状
』
（
一
八
五
三
－
五
四
年
）
、
論
文
は
「
ラ
ス
コ
ー
ル
に
関
す
る
覚
書
」
（
一
八
五
六

　
　
「
ラ
ス
コ
ー
ル
に
関
す
る
書
簡
」
（
一
八
六
二
年
）
な
ど
。

ソ
コ
ロ
ー
ヴ
ァ
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
九
ぺ
ー
ジ
・

ソ
コ
ロ
ー
ヴ
ァ
に
よ
れ
ば
、
｝
八
六
〇
年
の
雑
誌
「
北
の
蜜
蜂
」
に
「
マ
カ
ー
リ
イ
近
く
で
」
と
題
さ
れ
た
小
説
が
発
表
さ
れ
、
こ
れ
が
『
森

　
　
に
つ
な
が
る
と
い
う
。
ま
た
、
上
記
の
注
（
1
4
）
を
参
照
。

当
時
の
二
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
富
豪
で
、
ザ
ヴ
ォ
ー
ル
ジ
エ
の
旧
教
徒
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
n
・
E
・
ブ
グ
ロ
フ
と
い
う
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
た
の
は
一
八
六
九
年
に
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
ケ
ー
ル
ジ
ェ
ニ
の
尼
僧
の
マ
ル
ガ
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ズ
マ
ー
イ
ロ
フ
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
”
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
」
全
集
、
第
一
巻
、
一

　
　
　
七
－
八
ぺ
ー
ジ
。

エ
ジ
ョ
ー
フ
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
」
『
森
の
中
で
』
一
九
五
五
年
、
八
ぺ
ー
ジ
。

『
文
学
遺
産
』
第
七
九
巻
、
五
九
二
ー
八
ペ
ー
ジ
。

チ
ス
ト
ー
フ
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
フ
ェ
ド
ソ
ー
ヴ
ァ
」
『
ス
ラ
ヴ
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
所
収
、
一
九
七
二
年
、
三
一
三
ぺ
ー
ジ
。

ノ
…
ヴ
ィ
コ
フ
『
パ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
シ
ー
リ
エ
ヴ
ィ
チ
・
シ
ェ
イ
ン
』
一
九
七
二
年
、
七
五
ぺ
ー
ジ
。

シ
ポ
ー
フ
ス
キ
イ
『
一
八
世
紀
ロ
シ
ア
小
説
概
観
』
第
一
巻
、
第
二
部
、
一
九
〇
九
ー
一
〇
年
、
五
一
二
ぺ
ー
ジ
。

ラ
ヴ
ロ
ー
フ
、
ペ
シ
キ
ン
「
メ
ー
リ
ニ
コ
フ
目
ペ
チ
ェ
ー
ル
ス
キ
イ
の
郷
土
史
学
の
仕
事
」
『
ソ
連
邦
史
』
一
九
六
一
年
、
第
四
号
。

211



一橋大学研究年報　人文科学研究　35

参
考
文
献

＞
員
℃
＝
餌
＝
O
切
δ
’
＞
。
目
餌
ζ
目
＜
℃
国
＝
中
｝

　
O
↓
m
℃
＝
障
鵠
＝
渓
＝
＝
障
■
国
Q
↓
Q
O
＝
躍
O
－
昌
＝
目
①
O
餌
↓
＜
口
臨
匡
O
O
‘
O
℃
閑
目
り
＝
＝
萸
＝
国
罫
躍
O
団
「
O
℃
O
＞
。
一
〇
〇
劇

＞
鋸
員
8
0
釜
邸
ζ
●
犀

　
国
Q
り
Q
口
国
国
℃
望
O
O
民
O
鉢
曾
O
昌
び
民
昌
O
O
＝
Q
り
＝
民
＝
。
↓
、
一
l
N
、
ζ
‘
一
〇
㎝
O
Q
一
一
〇
〇
ω

国
弓
O
藁
O

　
O
↓
胃
寒
o
昌
§
B
昌
冨
＝
曾
g
霞
昌
8
Φ
■
ζ
■
－
員
」
O
O
O

＞
＝
耳
網
口
o
器
国
》

　　

弓
o
日
窪
。
誉
B
臣
℃
畠
国
℃
o
言
臣
窪
戸
零
ζ
雪
臣
莫
o
臣
《
ω
誌
8
×
》
＝
《
田
3
B
×
》
●
1
口
℃
0
9
窪
ご
窮
。
突
o
詠
｝
≡
話
冨
昌
旨
■

　
　
ζ
‘
一
〇
刈
ω

＞
曾
帥
匡
m
O
ぴ
①
口
＞
■
霞
。

　
　
目
o
零
＝
‘
8
蚕
o
切
o
ω
ω
冨
＝
蓋
自
臣
臣
器
＝
℃
＝
8
仁
K
■
↓
」
－
o
。
。
ζ
．
口
o
o
O
㎝
－
＄

閉
m
∈
g
8
員
ζ
■

　
　
℃
餌
O
民
O
員
ぴ
＝
＝
‘
O
O
天
＝
O
↓
＝
口
匡
切
ひ
①
昌
昌
①
」
℃
＝
Q
目
国
鵡
Φ
O
因
＝
図
ロ
ロ
O
＝
ω
口
Φ
員
O
＝
＝
凶
×
口
■
＝
■
ζ
①
昌
ぴ
＝
＝
民
O
切
m
－
目
①
昌
①
づ
O
閑
O
弓
O
、
O
昌
α
‘
一
〇
〇
“

田
山
員
山
躍
員
＝
＝
＞
■
＝
◎

　
　
口
■
耳
国
遷
目
釜
甲
＝
ω
＝
8
8
§
O
蜜
8
閑
良
曾
員
霞
昌
8
＝
8
＝
閑
罫
ζ
‘
一
8
0

切
四
員
＝
ズ
餌
員
、

　
　
切
＝
O
旨
＝
○
目
①
閑
餌
一
［
r
＝
，
ζ
①
昌
ぴ
属
＝
民
O
切
四
山
H
O
‘
Φ
℃
O
民
O
弓
O
◆
ー
り
O
℃
ぴ
民
O
国
O
ズ
m
国
O
Q
昌
四
Q
目
ぴ
’
一
〇
ω
O
o
響
Z
O
’
q
o

切
碧
言
＝
臣
↓
■

　
　
員
＝
‘
＝
四
国
O
＝
α
自
＝
○
↓
①
民
帥
口
’
類
■
ζ
O
昌
げ
＝
＝
民
O
ロ
ロ
ー
口
O
‘
O
O
O
宍
O
「
O
、
1
切
O
＝
更
O
天
＝
罫
四
昌
ぴ
寓
帥
＝
四
×
，
一
〇
㎝
卜
⊃
噸
Z
O
，
O
o

212



（日

）
紅
善
e
申
刃
ヤ
峠
K
ミ
ー
肩
応
マ
H
卜
n
q
⊃
i
X
・
＝
・
目

Beccapa6M。

　　Bπa八HMHp双a∫lb．H3八．2－e．M．，1968

Be（πy）KeB－PK）MHH　K．

　　H．H．Meπ田MKoB．HeKpo∬or．冴（ypHaπM朋HcTep㏄Ba　Hapo几Horo　npocBe皿eH朋．1883．No．3，㎝・八．4

ByCJlaeBΦ．H．

　　H㎝opHqecKHe　oqepKH　pyccKo曲Hapo双Ho藍cπoBecHoqM　M　McKyc㏄Ba，T．1－2．CH6．，1861

BeHrepOB　C．A．

　　Me∬bHHKoB．一3HuHKJloHe胆qecK四cπoBapb　BpoKray3a　EΦpoHa．T．37．1896

B雇Horpa耳OB　r．C．

　　011HT　Bbl兄cHeH糊ΦoπbKπopHb【x　H㏄oqHHKoB　poMaHa　MeπbHMKoBa－HeqepcKoro《Bπecax》．一CoBeTcK瞳ΦoπbKπop，

　　1935，No．2－3

Ero〉Ke

　Φo∫IbK∬opHhle　H㎝⊃qHHKH　poMaHa　Me」lbHMKoBa－HeqepcKoro《B　Jlecax》．一Me∬bHHKoB　n，H，Bπecax．U．1－2．M．JI．，

　　1936

BJlacOBa3．H．

　H．H．Me∬bHHKoB．一PyccKa∬朋TepaTypa　MΦo∬bKπop．（BTopa兄noπoBMHa　l9B．）JI．，1982

BoπKOHCKH勇A．

　H．H．Me」IbHMKoB－He“epcK四．一ropbKoBcKa只06」Ia（ンrb．1938，No．3

FH6㏄E．

　n，H．MeπbHMKoB．一PyccKHe　nHcaTe朋B　MocKBe．M．，1973　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
八aJlb　B．H．
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　To∫IKoBbl勇cJloBapb）KMBoro　Be且HKopyccKoro兄3bIKa．T．1－4．M．，1956
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱEro〉KC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N

　Hoc」loB躍bl　pyccKoro　Hapo皿a．M．，1957

E〉KOB　H。C，

　n．H．Me∬bHHKoB（AH双pe疏HeqepcKM勇），一Bπecax．KH．1．M．，1955

EpeMMH　M．n．

　H．H．MeπbHMKoB（AH1其pe前neuepcK繭）．KpHTHKo6M6」田orpaΦM蔓ecKH益oqepK．一Co6paHMe　coq朋eH四B田ecTH

　ToMax．T．6。M．，1963

3MOPOBHq　A．H．

　O班3bIKe　H　cTMJ艮e叩oH3BeAeH雌H．H．MeπbHHKoBa．一PyccK嘘ΦHπo∬oF四ecK曲BecTHHK，1916，No．1－2

H3Ma曲J10B　A．A．

　H．H．MeJlbHMKoB－HeqepcKH前．（KpHTMKo6回6朋orpaΦ四ecK曲oqepK）一HoJIHoe　co6paHHe　coqH置leH哺．T．1．CH6．，1909

KaHKaBa　M．B．

　O　BJM舅HMM　B．H．及aJM　Ha㏄MJ1b　IIMcaTe∫Ie勇3THorpaΦHqecKo前皿KoJlbl．一Ho3THKa　H　cTHπHαrHKa　pyccKo前」iHTepaTypbL

　π．1971

KHpeeBCKH勇n．B．

　necHM．HoBa只cepH兄．Bb川．1－3．M．，1911－29

Ko∬eCHMUKa只H．M．

　0ΦoπbKπopIlo勇八e珊℃JlbHoαrH　MeπbHHKoBa．一JIMTepaTypHoe　Hacπe皿αrBo．T．79．M．，1968

Ko皿eJIeB兄．P．

　PyccKa兄ΦoハbKJlopHαrHKa　CH6HpH19－Haqa」la20B．ToMcK，1962
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πaBPOB八．K．HeCHKHHΦ．A．

　H㎝pHKo－KpaeBe八qecKHe　Tpy八bi　H．H．MeπbHHKoBa－neqepcKoro．一HcTop断CCCP，1961，No．4

Jle闘HΦ．M．

　∂【Io【Ie”n．H．MeπbIIHKoBa（AHμpeH　neqepcKoro）．一Ha　ropax．1〈H．1．M．，1956

Ero〉Ke

　MeJlbHMKoB．KpaTKa兄∬HTepaTypHa兄3HunK∬one即兄．T．4

∫IeCKOB　II　C．

　HapoAHMKM　M　pacKoπoBeAH　Ha　cπy氷6e．一Co6paHHe　co咀HeH雌．T．1L　M．，1956

且HTepaTypHoe　Hac且e八αrBQ．T．79．HecHM，co6paHHue　HHcaTe朋M胚，HoBble　MaTepHa∬bl　H3apxHBa　fl，H．KHpeeBcKoro．M．，

　　1968

παrMaHπ．M．

　H．H．MeπbHHKoB－HeqepcK曲．一HcTDp四pyccKo勇」1MTepaTypbl．T．9，q．2．M．一JI．，1956

Ee）Ke

　PoMaH　H3Hapo八Ho函）KK3HH．amorpaΦ四ecK哺poMaH．一HcmpM兄pyccKoro　poMaHa　B以Byx　TDMax．T．2．M．JI．，1964

Ee〉Ke

　PeaJIH3M　pyccKo前Jlm£paTyph【60ro及oB19BeKa．刀．，1974

刀αrMaH　K）．M．

　MeπbHMKoB．一PyccK目c　l1HcaTe朋．BH6πMorpaΦHqecK瞳cJ【oBapb．M．，1971

MaPKOB八．A．

　H3bIK　H㏄Hπb　H，H．Me」IbHMKoBa－HeqepcKoro　B　oueHKe　pyccKo前KpHTHKH．一yq．3a【畳．MocK．06」1．Heπ．MH－Ta．T．48，　巴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囚

　　Bbl【1．4．1957
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Ero択e

　双aTa　po〉K八eH雌n．H．Me∬bHMKoBa．一TaM）Ke，T．66，Bun．4．1958

ErO　H〈e

　Oco6eHHoα田πeKcHKH　poMaHa　Me肪HHKoBa－HeqepcKoro《B　Jlecax》．一TaM猟e．T．102，Bb【II．7，1961

Ero凪e

　C∬oBapb　K　poMaHy　H．H．MeπbHHKoBa－HeqepcKoro《Bπecax》，一TaM）Ke．T．102，Bbm．7．1961

MeπbHHKOB　A．H．

　OuepKH6uToBo前HM〉KeropoAcKo曲只pMapKM（1817－1917），HH）KHM莇HoBropo八，1917；H3A．2－e．1993

Me∬bHMKOB　H．H．

　HoπHoe　co6paHHe　cot掘HeHH自．H3双．2－e．T．1－7．CH6．，1909

Ero》Ke

　Co6pa朋e　coqHHeH雌B　me㏄M　ToMax．M．，1963

Ero）Ke

　Co6paHMe　co脳HeH繭B　BocbMM　ToMax．M．，1976

Ero）Ke

　Bπecax．KH，1－2．M．，1956（1958，1979）

ErQ》Ke

　OqepKH　MoP凪BbL　CapaHcK，1981

Ero）Ke

　paccKa3bl　H　HoBecTM．M，，1982

Ero凪e

〇
一
N



（口

）
ギ
壇
e
申
刃
ヤ
モ
K
ミ
ー
吋
ホ
マ
H
卜
n
蝿
P
ー
ス
・
国
・
口

　HoBeαm　H　paccKa3bl．M．，1985

Ero）Ke

　Haqa∬o　HeoKo田eHHo勇aBTo6HorpaΦHH．一MeπbHHKoB．CQ6paHHe　co胴HeHHH　B　ule㏄H　ToMax．T，1．M．，1963

Ero）Ke

　ABTo6HorpaΦM只．一TaM）Ke

Ero）Ke

　HH）Keropo双cKa只兄pMapKa　B　l843，1844M1845至’o且ax．HM）KHH益HoBropo双．1846

Ero）Ke

　Bπa八MMHp　PIBaHoBMq八a且b．KpHTHKo6H6πHorpaΦHqecKH疏oqepK．一noJIHoe　co6paHHe　coqHHeHH薩B．H．八a∬兄．T．1．

　CH6．，1897

MM∬∬ep　O．Φ．

　PyccKHe　nHcaτeπM　HocJ【e　roroJI兄．H．3．CH6．，1885

M剛OHOB　H．A．

　JIHTepaTypHoe　KpaeBe八eHMe．M．，1985

HOBMKOB　H．B．

　HaBe∬BacHπbeB四Hle莇H．MMHcK．1972

n目KcaHOB　H．K．

　06JlacrHhle　Ky∬bTypHble　rHe3八a．M．JI．，1928

nopy八OM腔HCKM臼B．H．

　双aJlb．M．，1971　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N

nbHIHH　A．H，
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　HσropM兄pyccKo疏3ぼHorpaΦHM．T．1－4．CH6．，1890－92
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
CMHOBCKM薩B，B，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お

　OqepK目H3M㎝DpHH　pyccKoro　poMaHa．T，1，Bbm．1 2．CH6．，1909－10

CKa6四eBCK繭A．M．

　レ【㎝PH兄HoBe勇田e敢πHTepaTypbl1848－1908rr．H3八．4－c．CH6．，1909

CMHPHOB双．H．

　HH〉KeropoπcKa兄σrapMHa．HM〉KHH益HoBropo八，1995

CQ6paHHe　Hapo八HbIx　ueceH　n．B．KHpeeBcKoFo．

　3anMcM　H3bIKoBblx　B　cMM6HpcKo前H　opeH6yprcKo茸ry6epHH兄x．T．1．∫1．，1977；3anHcn　H．H．兄Ky皿KMHa．T．1．JI．，1983：

　T．2．∫1．，1986

Co前MOHOB　A．双．

　H．B．KMpeeBcKM勇レ！ero　co6paHMe　Hapo双Hblx　neceH．工【．，1971

COKOJ匡OB　B。M．

　Co6目paTeπM　Hapo八Hblx　HeceH．n．B．KMpeeBcKH曲，H．H．只Ky皿KHH　H　H、B．Hle曲H．M．，1923

COKOJIOBa　B．Φ．

　K　Bo叩ocy　o　TBopHecKo前McTopHH　poMaHoB　H．H．Me」1bHHKoBa－neuepcKoFo《B」Iecax》n《Ha　ropax》．一PyccKa別MTe－

　paTypa，1970，No．3

Ee択e
　H．H．MeπbHMKoB－HeqepcK曲一Hcc肥双oBaTe」lb）KM3HH　noBoπ凪b兄．一Bo皿a，1970，No．2

Ee）Ke

　E田e　pa30ΦoπbKJlopHblx　HαroqHuKax　poMaHa　n．H．MeJlbHKKoBa－HcqcpcKoFo《Bπecax》．一HoαmKa図αrHJ田σrHKa　pyc一
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　cKo益∬HTepaTypbl．工【．，1971

Ee凪e
　H．H．Me∬bHHKoB－ncuepcK雌．OqepK凪H3HH　M　TBopue㏄Ba．ropbKH益、1981

Co∬oyXMH　B．

　H3八aIlo《BM6JIHαpeKo曲‘‘OroHbKa”》．一JIHTepaTypHa，｛【’a3eTa，1963，12Ho兄6P只

丁OKapeB　C．A．

　Hcrop朋pyccKo益3THorpaΦ四．M．，1963

耳M（爪》B　K．B．

　H．H．MeπbHHKoB　H　H．A．Φe以ocoBa．一C∬aB兄HcK噛Φo∫lbKJiop．M．，1972

HIe皿yHOBa　C、B．

　MeπbHHKoB．一PyccKMe　IIMcaTeJ田1800－1917．BHorpaΦ四ecKM自c∬oBapb，T．3，M。，1994

D莇xeH6ayM　B．M．

　CKBo3b　JIMTepaTypy．刀［．，1924

Ero翼くe

　　O　Ilpo3e．JI．，1969

只HqyK　Ii．A．

　　n．H．Me∫IbHMKoB（AH八pe前HeqepcK繭）．一Hcrop四pyccKo曲JIM肥paTypbl19B。T．4．M，，1910

Bear　J、T．

　Vladimir　Ivanovlc　Dar　as　a　Belletrist．Hague－Paris．1972

Billington　H．
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