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本
書
は
、
一
九
九
〇
年
三
月
に
山
口
大
学
人
文
学
部
国
文
学
科
を
卒
業
さ
れ

た
徳
永
光
展
氏
の
、
文
学
の
翻
訳
や
日
本
語
教
育
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
論
点
を

扱
っ
た
諸
論
考
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
国
際
日
本
学
」
と
は
、
閉

鎖
的
な
印
象
の
あ
る
〈
日
本
〉
に
関
す
る
知
を
、
他
の
国
・
地
域
と
の
接
触
・

交
渉
の
相
の
下
で
活
性
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
言
え
よ
う
か
。
そ
の
た

め
に
著
者
は
、
自
身
の
研
究
対
象
で
あ
る
夏
目
漱
石
と
翻
訳
、
日
本
語
教
育
と

い
う
主
に
三
つ
の
点
か
ら
〈
日
本
〉
な
る
も
の
を
捉
え
直
そ
う
と
試
み
て
い
る
。

　

全
体
は
Ⅰ
～
Ⅵ
部
に
分
か
れ
て
い
る
。「
第
Ⅰ
部　

翻
訳
者
と
の
対
話
」
は
、

漱
石
の
『
心
』
を
英
訳
し
た
メ
レ
デ
ィ
ス
・
マ
ッ
キ
ニ
ー
氏
、『
坑
夫
』
を
独

訳
し
た
フ
ラ
ン
ツ
・
ヒ
ン
タ
ー
エ
ー
ダ
ー
・
エ
ム
デ
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で

あ
る
。
エ
ム
デ
氏
が
二
〇
二
三
年
度
ま
で
山
口
大
学
人
文
学
部
で
教
鞭
を
執
っ

て
お
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
紹
介
者
は
こ
の
第
Ⅰ
部
を
非
常
に
興
味
深
く
拝
読

し
た
。
例
え
ば
マ
ッ
キ
ニ
ー
氏
と
の
対
話
で
は
、
出
版
社
＝
編
集
者
の
意
向
が

強
く
作
用
し
、
訳
文
が
影
響
を
受
け
る
事
情
な
ど
、
翻
訳
の
裏
側
が
明
か
さ
れ

る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
読
ん
で
い
る
と
、
翻
訳
は
翻
訳
者
の
孤
独
な
営
為
な
ど

で
は
決
し
て
な
く
、
翻
訳
者
自
ら
の
意
図
と
出
版
社
の
意
向
と
の
闘
争
と
も
思

え
て
く
る
。
著
者
は
、
微
に
入
り
細
を
う
が
っ
て
訳
文
を
読
み
込
ん
だ
上
で
訳

者
と
の
対
話
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
で
、
そ
の
様
相
を
見
事
に
浮
か
び
上
が
ら
せ

て
い
る
。
原
文
を
尊
重
す
る
か
読
者
の
理
解
を
優
先
す
る
か
、
と
い
っ
た
翻
訳

の
指
向
性
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
細
か
に
見
て
い
け
ば
、
訳
語

か
ら
文
の
区
切
れ
の
位
置
に
到
る
ま
で
、
翻
訳
は
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
、
言

語
的
感
覚
、
文
化
、
そ
し
て
経
済
性
な
ど
が
抗
争
す
る
場
で
も
あ
る
。
こ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
が
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
点
に
は
、
翻
訳
が
、
著
者
の
イ
メ
ー
ジ

す
る
「
国
際
日
本
学
」
の
実
践
の
場
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
よ
く
示
さ
れ
て
い

よ
う
。
翻
訳
行
為
の
内
実
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
あ
る
。

　
「
第
Ⅱ
部　

翻
訳
研
究
の
諸
相
」
は
、
翻
訳
を
理
論
的
に
考
察
す
る
「
第
1

章　

翻
訳
研
究
の
領
域
」
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
漱
石
お
よ
び
日
本
文
学
の
翻

訳
状
況
を
紹
介
し
た
「
第
2
章　

ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
夏
目
漱
石
」、
そ
し

て
二
本
の
書
評
か
ら
成
る
。
第
1
章
で
は
、
翻
訳
は
「
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
そ
の

営
み
が
存
在
す
る
」
営
為
で
あ
り
、「
音
楽
・
美
術
・
映
画
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
に
お
け
る
解
説
・
批
評
等
も
ま
た
〈
非
言
語
の
言
語
化
〉
と
い
う
意

味
で
は
異
領
域
間
に
ま
た
が
る
翻
訳
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た

発
想
が
特
に
日
本
人
に
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。「
メ
デ
ィ
ア
の
発

－ 69 －



展
に
よ
り
文
学
と
い
う
形
式
そ
の
も
の
が
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
今
日
、
専
門

分
野
全
体
の
地
殻
変
動
も
文
学
か
ら
文
化
学
へ
と
い
う
形
で
求
め
ら
れ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
著
者
は
現
今
の
日
本
文
学
研
究
・
教
育
に
強
い
危

機
感
を
持
っ
て
お
り
、
閉
鎖
性
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
こ
そ
翻
訳
や
比
較
文
学

の
発
想
が
重
要
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
日
々
教
室
で
生
徒
・
学
生
に
向
け
て

文
学
を
教
え
て
い
る
者
に
は
、
実
感
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
問
い
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
何
の
た
め
に
文
学
を
学
ぶ
の
か
」

と
い
う
問
い
に
、
著
者
は
真
摯
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
語
で
の
授

業
、
英
語
論
文
や
海
外
で
の
研
究
発
表
が
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
、
研
究
の
国

際
的
競
争
力
が
求
め
ら
れ
る
昨
今
、
日
本
文
学
の
教
育
・
研
究
が
活
路
を
見
出

す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

　

著
者
の
そ
う
し
た
危
機
意
識
に
対
し
て
、「
第
Ⅲ
部　

教
育
研
究
方
向
の
展

望
」、「
第
Ⅴ
部　

日
本
文
学
の
研
究
と
教
育
」
で
は
具
体
的
に
問
題
点
が
示
さ

れ
、
改
善
法
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
翻
訳
あ

る
い
は
比
較
文
学
的
な
発
想
で
あ
る
。
一
口
に
「
翻
訳
」
と
い
っ
て
も
、
問
題

は
非
常
に
複
雑
だ
。
通
常
は
、
翻
訳
は
原
書
の
刊
行
さ
れ
た
国
に
つ
い
て
理
解

す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
営
み
と
の
み
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
翻
訳

が
映
し
出
す
の
は
、
そ
の
書
が
自
国
で
翻
訳
さ
れ
る
必
然
性
、
言
い
換
え
れ
ば

政
治
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
他
な
ら
な
い
。
他
者
と
の
比
較
を
通
し
て

自
己
を
知
る
よ
う
に
、
翻
訳
は
自
国
の
状
況
を
照
ら
す
鏡
で
も
あ
る
。
そ
れ
に

加
え
、
翻
訳
は
外
国
語
を
自
国
語
の
中
に
移
し
入
れ
る
過
程
で
、
必
然
的
に
自

国
語
を
歪
め
、
違
和
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
れ
ば
新
し

い
自
国
語
を
生
み
出
す
こ
と
に
繋
が
る
。
常
に
変
化
し
て
や
ま
な
い
言
語
を
活

性
化
す
る
方
法
と
し
て
翻
訳
行
為
は
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
文
学
の
教
育
・
研

究
を
翻
訳
的
、
比
較
文
学
的
な
場
に
置
く
た
め
に
、
著
者
は
留
学
生
の
存
在
が

大
切
で
あ
る
と
述
べ
る
。
現
在
、
主
に
ア
ジ
ア
の
国
々
か
ら
来
日
し
て
い
る
留

学
生
は
、
ま
さ
に
〈
日
本
語
〉
な
る
も
の
、〈
日
本
文
学
〉
な
る
も
の
に
違
和

を
も
た
ら
し
、
文
学
研
究
を
活
性
化
す
る
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
る
貴
重
な
存

在
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
「
第
Ⅳ
部　

ド
イ
ツ
語
圏
の
日
本
学
」
は
、
ド
イ
ツ
で
の
日
本
学

の
歴
史
や
研
究
機
関
、
蔵
書
な
ど
の
情
報
を
提
供
し
て
お
り
、「
第
Ⅵ
部　

日

本
語
教
育
の
現
場
」
は
留
学
生
へ
の
日
本
語
指
導
に
つ
い
て
、
著
者
自
身
の
経

験
に
基
づ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
全
体
は
四
〇
〇
頁
を
越
え
る
非
常

に
浩
瀚
な
書
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
内
容
を
充
分
に
紹
介
す
る
こ
と
な
ど
不

可
能
だ
が
、
日
本
文
学
研
究
者
や
翻
訳
者
、
日
本
語
教
育
に
携
わ
る
人
な
ど
、

多
く
の
人
に
手
に
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
感
じ
る
。
示
唆
的
な
提
言
に
富
み
、

紹
介
者
も
自
身
の
研
究
、
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
点
が
多

か
っ
た
。
何
よ
り
も
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
索
引
と
英
文
要
旨
が
末
尾
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
が
、
著
者
の
姿
勢
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

 

（
春
風
社
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
刊
、
四
一
五
頁
、
四
，
〇
〇
〇
円
＋
税
）

 

（
の
さ
か
・
あ
き
お
）
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