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本
書
を
手
に
取
っ
て
、
あ
る
人
に
教
え
て

も
ら
っ
た
言
葉
を
思
い
出
し
た
。「
歴
史
学

者
は
皆
、
本
当
は
『
世
界
史
』
と
い
う
本
を

書
き
た
い
ん
だ
」
と
。
本
書
は
近
世
か
ら

二
〇
一
〇
年
代
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
を
対
象

に
、
そ
の
経
済
発
展
の
経
路
と
意
義
を
検
討

し
た
も
の
だ
。
昨
今
は
一
足
飛
び
に
原
始
社

会
か
ら
人
工
知
能
時
代
ま
で
の
人
類
史
を
語

る
本
も
書
店
に
並
ぶ
か
ら
、
こ
の
議
論
の
ス

ケ
ー
ル
に
驚
か
な
い
読
者
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

　

主
題
は
「
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」
で
あ
る
。

世
界
銀
行
が
一
九
九
三
年
に
発
表
し
た
報
告

書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
こ
の
言
葉
は
、
東
ア

ジ
ア
諸
国
が
国
際
分
業
に
積
極
的
に
参
画
す

る
輸
出
指
向
型
工
業
化
に
よ
っ
て
、
所
得
格

差
を
縮
小
し
な
が
ら
高
度
経
済
成
長
を
実
現

し
た
こ
と
を
、
一
大
達
成
と
し
て
位
置
づ
け

た
も
の
だ
。

　

本
書
は
そ
れ
を
世
界
史
の
中
に
位
置
づ
け

よ
う
と
す
る
。

　
「
過
去
二
世
紀
の
歴
史
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
奇
跡
の
よ
り
広
い
世
界
史
的
文
脈
へ
の
移

し
替
え
の
歴
史
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
後
半
の

歴
史
は
、
そ
れ
が
南
北
対
立
、
東
西
対
立
を

乗
り
越
え
て
、
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
と
い
う
か

た
ち
で
定
着
す
る
歴
史
で
あ
っ
た
。」（
本
書
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3
頁
）。
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、分
析
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
と
実
証
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て

書
か
れ
る
学
術
書
と
し
て
、
こ
の
問
題
設
定

は
、
私
に
は
限
界
に
近
い
大
き
さ
だ
と
思
わ

れ
る
。
取
り
組
む
課
題
の
大
き
さ
、
空
間
的

な
検
討
範
囲
の
広
さ
に
加
え
て
、
持
続
可
能

な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
と
も
深
く
か
か

わ
る
研
究
展
望
を
示
し
て
い
る
。

比
較
優
位
と
し
て
の
労
働
投
入

　

本
書
は
ま
ず
、第
一
編
（
１
～
３
章
）
で
、

西
洋
型
の
経
済
発
展
の
経
路
に
対
し
て
、
東

ア
ジ
ア
型
の
経
路
を
示
す
。
つ
づ
く
第
二
編

（
４
～
８
章
）
で
は
近
世
の
ア
ジ
ア
で
の
経

済
秩
序
を
、西
洋
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
ヒ
ト
、

モ
ノ
、
カ
ネ
の
観
点
か
ら
整
理
し
、
第
三
編

（
９
～
13
章
）
で
戦
後
東
ア
ジ
ア
を
議
論
し

て
い
る
。
南
ア
ジ
ア
、
中
東
、
イ
ギ
リ
ス
を

検
討
す
る
章
も
含
ま
れ
る
。

　

議
論
の
根
底
に
は
、
経
済
発
展
を
生
産
要

素
の
投
入
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
見
る
と
、
そ
の

経
路
は
一
本
で
は
な
い
、
と
い
う
複
線
型
の

視
座
が
あ
る
。著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
は
、
一
六
～
一
八
世
紀

の
間
に
培
わ
れ
た
東
ア
ジ
ア
型
の
経
済
発
展

経
路
が
、
一
九
世
紀
の
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン

パ
ク
ト
の
な
か
で
『
再
編
』
さ
れ
、
さ
ら
に

第
二
次
大
戦
後
の
冷
戦
体
制
下
の
ア
メ
リ
カ

の
力
強
い
成
長
の
影
響
を
受
け
て
、
本
格
的

に
西
洋
型
経
路
と『
融
合
』す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
現
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
。」（
本
書

11
頁
）。　

　

日
本
で
は
、
江
戸
時
代
に
資
本
投
入
が
制

約
さ
れ
た
な
か
で
、
労
働
力
の
投
入
に
よ
っ

て
生
産
量
を
増
や
す
経
路
、
い
わ
ゆ
る
「
勤

勉
革
命
」
が
起
き
た
。
西
洋
で
見
ら
れ
た
機

械
化
、
資
本
投
入
に
依
存
し
た
資
本
集
約
的

な
工
業
化
に
対
し
て
、
近
世
か
ら
ア
ジ
ア
で

は
労
働
投
入
を
け
ん
引
役
と
し
た
労
働
集
約

的
な
技
術
選
択
が
見
ら
れ
た
。
戦
後
に
こ
れ

ら
が
東
ア
ジ
ア
で
「
融
合
」
し
、
労
働
者
へ

の
分
配
を
通
じ
て
、
よ
り
公
平
な
社
会
の
創

出
に
も
つ
な
が
っ
た
と
著
者
は
見
る
。

　

本
書
の
最
大
の
魅
力
は
シ
ン
プ
ル
な
概
念

で
、
近
世
か
ら
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発

展
を
描
き
、
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
着
眼
点
は
前
述
の
通
り
、
投

入
要
素
に
あ
る
。
希
少
な
資
源
は
何
か
と
い

う
要
素
賦
存
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済

の
比
較
優
位
が
決
ま
る
。
人
口
稠
密
な
ア
ジ

ア
で
は
、
そ
の
条
件
を
活
用
す
る
方
向
で
経

済
発
展
が
始
動
す
る
、
と
の
説
明
だ
。

　

第
二
の
魅
力
は
、
近
世
か
ら
戦
後
期
ま
で

を
連
続
し
た
視
点
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
作
業
を
国
ご
と
の
個
別
経
験
の
連

続
と
断
絶
に
よ
っ
て
な
す
の
で
は
な
く
、
産

業
革
命
期
前
後
に
見
ら
れ
た
ア
ジ
ア
域
内
貿

易
の
論
理
と
、
戦
後
に
見
ら
れ
た
米
国
を
最

終
市
場
と
す
る
東
ア
ジ
ア
生
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
比
較
す
る
こ
と
で
検
討
し
て
い
る
。
冷

戦
の
終
結
に
よ
っ
て
脱
軍
事
化
し
た
東
ア
ジ

ア
が
、
二
〇
一
〇
年
代
に
再
び
軍
事
化
の
様

相
を
呈
し
て
い
る
と
の
一
歩
引
い
た
指
摘
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も
、
米
中
対
立
の
激
化
を
間
近
に
見
る
中
で

は
示
唆
に
富
む
。

　

い
ま
ひ
と
つ
の
魅
力
は
、
本
書
の
議
論
が

空
間
的
に
は
ア
フ
リ
カ
、
論
点
と
し
て
は
持

続
可
能
な
開
発
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
終
章
で
は
類
似
の
経
路
が
ア
フ
リ

カ
に
広
が
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た

人
間
活
動
が
生
態
系
に
与
え
る
影
響
を
視
野

に
収
め
る
生
存
圏
と
の
概
念
か
ら
、
資
源
節

約
的
な
発
展
経
路
が
今
後
の
世
界
経
済
に

と
っ
て
貢
献
と
な
り
う
る
と
述
べ
る
。

高
度
成
長
の
代
償

　

二
〇
二
〇
年
代
に
あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
経

済
発
展
の
意
義
を
説
く
こ
と
は
、
そ
の
規
模

か
ら
す
れ
ば
も
は
や
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
論
点
は
二
つ
あ
る
。

第
一
の
論
点
は
戦
後
東
ア
ジ
ア
経
済
の
経
路

の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
論
点

は
、
そ
の
経
路
が
今
後
の
新
興
国
・
途
上
国

に
対
し
て
今
後
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の

か
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
東
ア
ジ
ア
の
資
源
節
約
的
経
路

が
成
り
立
つ
ま
で
の
高
度
成
長
期
の
環
境
負

荷
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
労
働
集
約
的
・
資
本
節
約
的
工

業
化
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
重
化
学
工
業

化
路
線
を
採
用
し
た
計
画
経
済
期
中
国
が
問

題
と
な
る
。
中
国
の
経
済
学
者
、
林
毅
夫

（
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
リ
ン
）
の
議
論
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
計
画
経
済
期
は
、
本
来
の
中

国
の
要
素
賦
存
か
ら
逸
脱
し
た
戦
略
を
採
用

し
た
と
位
置
づ
け
れ
ば
、
論
理
的
に
は
片
付

く
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
第
三
章
で
は
現
代

中
国
の
経
済
活
動
が
環
境
に
与
え
る
負
荷
の

大
き
さ
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
徐
々
に
効
率
化

に
向
か
い
つ
つ
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
世
界
一
の
人
口
密
集
地
域
が
、

そ
し
て
人
口
大
国
が
、
化
石
燃
料
に
依
存
し

て
高
度
成
長
を
追
い
求
め
た
代
償
は
、
決
し

て
小
さ
く
な
い
。
私
は
、
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催
前
年
の
〇
七
年
に
北
京
の
ス
モ
ッ
グ

に
ま
み
れ
、
学
生
寮
に
戻
っ
て
鼻
を
か
ん
だ

と
き
の
、
あ
の
黒
ず
ん
だ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
忘

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
浙
江
省
の
臨

海
工
業
都
市
の
工
場
を
回
る
中
で
、
く
す
ん

だ
空
に
驚
く
私
を
見
て
、
同
行
し
た
京
浜
工

業
地
帯
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
、「
私
が

子
供
の
頃
の
川
崎
も
こ
う
だ
っ
た
よ
」
と

語
っ
た
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
土
壌
汚
染

が
深
刻
化
し
た
た
め
に
、
バ
ン
コ
ク
郊
外
の

エ
ビ
の
養
殖
場
が
、
雁
行
形
態
的
に
後
発
の

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
移
転
し
た
こ
と
も
、
過

去
の
話
で
は
な
い
。
西
洋
型
と
の
比
較
で
相

対
的
に
資
源
節
約
的
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
環
境
に
絶
対
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
か
。

顕
在
化
し
た
地
政
学
の
影

　

第
二
の
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
は
、
地
政

学
の
時
代
の
再
来
と
デ
ジ
タ
ル
化
の
影
響
を

視
野
に
入
れ
る
必
要
も
あ
る
。

　

本
書
の
議
論
に
直
結
す
る
個
別
論
点
の
一
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つ
は
新
技
術
、
な
か
ん
ず
く
デ
ジ
タ
ル
技
術

が
今
後
の
工
業
化
と
経
済
発
展
に
与
え
る
影

響
で
あ
る
。
雇
用
を
創
り
出
す
製
造
業
の
意

義
は
残
る
。
た
だ
、
急
速
に
進
む
デ
ジ
タ
ル

化
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
の
か
。
過
激

な
立
場
と
し
て
は
、
労
働
集
約
的
な
製
造
業

が
技
術
革
新
に
よ
っ
て
自
動
化
さ
れ
、
先
進

国
に
回
帰
す
る
と
の
見
立
て
も
あ
る
。一
方
、

新
興
国
・
途
上
国
の
政
府
も
、「
第
四
次
産

業
革
命
」な
る
言
葉
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

　

す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
「
東

ア
ジ
ア
の
奇
跡
」
を
、
世
界
経
済
が
先
進
国

と
途
上
国
の
南
北
対
立
と
、
自
由
主
義
と
社

会
主
義
の
東
西
対
立
と
を
乗
り
越
え
る
も
の

だ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
東
西
南
北
に
関
わ

る
世
界
史
の
一
つ
の
十
字
路
を
な
す
も
の

だ
っ
た
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
本
書
は
終
章
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
奇
跡
」

が
起
き
る
可
能
性
と
課
題
を
視
野
に
入
れ
て

い
る
。

　

し
か
し
目
下
に
は
米
中
の
「
新
冷
戦
」、

そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
と
一
国
内
の
両
面
で
著

し
く
広
が
る
経
済
的
不
平
等
の
問
題
が
あ

る
。
南
北
と
東
西
を
つ
な
げ
た
「
東
ア
ジ
ア

の
奇
跡
」
の
一
つ
の
終
着
点
で
あ
っ
た
、
中

国
沿
海
部
の
本
格
的
工
業
化
は
、
政
治
上
は

中
国
共
産
党
体
制
を
揺
る
が
す
こ
と
な
く
実

現
し
、
そ
し
て
二
〇
四
九
年
に
超
大
国
と
し

て
の
地
位
を
確
か
な
も
の
と
す
る
と
い
う

「
中
国
の
夢
」
を
見
て
い
る
。

　

冷
戦
終
結
後
に
世
界
大
に
広
が
っ
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
二
年
ご
と
に
倍
増
し
た
計

算
能
力
と
相
ま
っ
て
、
別
次
元
の
デ
ジ
タ
ル

経
済
を
作
り
上
げ
た
。
人
々
の
定
型
的
業

務
は
自
動
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
企
業
の
巨
大
化
が
競
争
環
境
を
歪

め
て
い
る
。
そ
し
て
資
本
の
集
中
と
再
投
資

は
、
い
っ
そ
う
の
富
の
偏
り
を
も
た
ら
し
て

い
る
。
か
つ
て
の
東
西
南
北
問
題
が
、
東
ア

ジ
ア
で
解
消
に
向
か
っ
た
時
代
の
先
に
は
、

新
た
な
東
西
南
北
問
題
が
立
ち
現
れ
て
い
る

の
だ
。

「
奇
跡
」
へ
の
高
い
ハ
ー
ド
ル

　

最
後
に
、本
誌
の
読
者
に
問
い
た
い
。「
イ

ン
ド
太
平
洋
の
奇
跡
」
は
あ
り
え
る
の
か
。

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
達
成
は
い
か
な
る
も

の
で
、
そ
れ
を
支
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
何

か
。
日
本
は
そ
の
奇
跡
に
い
か
に
貢
献
で
き

る
か
。
本
書
の
壮
大
な
世
界
史
的
構
想
の
横

に
座
り
、
新
た
な
東
西
南
北
問
題
が
眼
前
に

広
が
る
な
か
で
、イ
ン
ド
太
平
洋
で
「
奇
跡
」

と
呼
び
う
る
世
界
史
的
な
社
会
経
済
的
・
生

態
圏
的
達
成
が
起
き
る
条
件
に
思
い
を
は
せ

る
。
そ
れ
は
持
続
可
能
な
開
発
を
け
ん
引
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
工
業
化
と

デ
ジ
タ
ル
化
を
融
合
さ
せ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
新
た
な
東
西
対
立
と

新
た
な
南
北
対
立
を
解
消
さ
せ
る
か
、
押
し

と
ど
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
に
「
イ
ン
ド
太
平
洋
の
奇
跡
」
の
条

件
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
か
く
も

ハ
ー
ド
ル
の
高
い
も
の
と
な
り
そ
う
だ
。
●




