
『
椎
名
麟
三
の
研
究
」
上
・
下
二
冊
を
読
ん
だ
。
こ
れ
は
著
者
佐
交
木
啓

一
氏
の
椎
名
麟
三
に
つ
い
て
の
正
確
に
い
え
ば
四
冊
目
の
著
書
で
あ
る
。
最

初
は
昭
和
四
十
三
年
五
月
に
桜
楓
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
椎
名
麟
三
の
文
学
」

で
あ
り
、
次
い
で
昭
和
四
十
九
年
四
月
、
冬
樹
社
か
ら
初
版
が
、
ま
た
昭
和

五
十
四
年
三
月
に
増
補
版
が
出
さ
れ
た
『
椎
名
麟
三
研
究
』
で
あ
り
、
、
昭
和

五
十
五
年
二
月
に
上
巻
が
、
同
年
三
月
に
下
巻
す
桜
楓
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た

本
書
ま
で
に
は
、
実
に
十
有
余
年
の
歳
月
を
費
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
、
処
女
出
版
の
『
椎
名
麟
三
の
文
学
』
の
「
序
に
か
え
て
」
の
中
で
、

「
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
世
に
出
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
時
日
を
要
し
」

た
と
の
べ
、
著
者
が
椎
名
麟
三
の
作
品
論
を
は
じ
め
て
展
開
し
た
の
は
昭
和

三
十
八
年
六
月
の
弓
美
し
い
女
』
論
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

な
る
と
、
著
者
の
椎
名
麟
三
へ
の
傾
倒
は
約
二
十
年
に
も
の
ぼ
る
わ
け
で
、

そ
の
間
、
椎
名
麟
三
た
だ
ひ
と
り
に
か
け
て
の
全
力
的
な
執
着
と
、
そ
の
執

勘
な
資
料
の
収
集
・
捜
査
と
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
立
っ
て
の
級
密
き
わ
ま
り

な
い
人
間
と
文
学
の
追
跡
は
、
周
知
の
と
お
り
、
そ
れ
こ
そ
眼
を
見
張
る
よ

う
な
数
交
の
新
見
の
発
表
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

『
椎
名
麟
三
の
研
究
』
上
・
下

薑
評

佐
々
木
啓
一
著

「
椎
名
麟
三
の
研
究
」
上
・
下

垣
田
時
也

こ
の
息
の
な
が
い
研
究
の
成
果
は
、
著
者
を
し
て
、
今
日
、
椎
名
麟
三
研
究

の
第
一
人
者
た
ら
し
め
た
が
、
そ
れ
は
、
も
は
や
学
界
既
定
の
事
実
と
い
っ

て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
彪
大
な
資
料
を
背
景
と
し
た
著
者
の
永
年
の
研

究
の
成
果
を
、
椎
名
麟
三
研
究
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
門
外
漢
と
い
っ
て
も
い

い
私
に
、
書
評
な
ど
諭
不
可
能
な
こ
と
と
十
分
に
承
知
し
て
い
る
。
然
も
、

あ
え
て
、
こ
れ
を
引
き
受
け
た
の
は
、
外
で
も
な
い
、
私
も
、
著
者
と
同
じ

よ
う
に
、
昭
和
二
十
二
年
の
敗
戦
の
混
迷
と
廃
嘘
の
な
か
で
、
ま
る
で
そ
の

混
迷
と
廃
嘘
そ
の
も
の
の
象
微
の
よ
う
に
、
突
如
と
し
て
出
現
し
た
椎
名
麟

三
の
文
学
ｌ
つ
ま
り
「
深
夜
の
酒
宴
」
や
「
重
き
流
れ
の
中
に
」
の
重
量

感
に
圧
倒
さ
れ
た
ひ
と
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
今
、
重
量
感
と
い
っ
た
が
、
そ

れ
は
椎
名
麟
三
が
、
そ
の
死
ま
で
、
よ
ろ
め
く
よ
う
に
抱
き
か
か
え
て
離
さ

な
か
っ
た
実
存
の
重
み
と
い
っ
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
椎
名
麟
三

は
、
そ
れ
か
ら
、
た
て
つ
づ
け
に
「
深
尾
正
治
の
手
記
」
「
永
遠
な
る
序
章
」

「
赤
い
孤
独
者
」
「
避
遁
」
「
自
由
の
彼
方
へ
」
等
の
名
作
を
発
表
し
、
文

壇
に
不
動
の
地
位
を
固
め
て
い
っ
た
が
、
戦
後
の
新
人
と
い
わ
れ
た
作
家
達

の
な
か
で
、
こ
の
椎
名
麟
三
ほ
ど
作
品
の
内
容
も
当
然
な
が
ら
、
そ
の
表
題

の
っ
け
か
た
の
き
わ
だ
っ
て
巧
み
な
ひ
と
も
、
ま
た
少
な
か
っ
た
と
思
う
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
な
ど
は
、
そ
の
魅
力
的
な
題
名
と
、
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
く
、
実
存
主
義
と
一
一
ヒ
リ
ズ
ム
、
神
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
厳
し
い
対

決
、
不
可
思
議
な
融
合
と
い
う
当
時
の
社
会
状
況
を
鮮
烈
に
カ
ッ
ト
し
た
大

胆
な
、
然
も
き
わ
め
て
高
い
観
念
的
な
作
品
の
構
造
に
、
見
事
に
酔
い
し
れ

た
の
で
あ
る
。
過
日
、
著
者
か
ら
書
評
の
依
頼
を
受
け
た
時
、
以
外
に
あ
っ

五
五
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さ
り
と
、
そ
の
任
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
引
き
受
け
た
の
は
、
当
時
の
椎

名
麟
三
の
文
学
か
ら
受
け
た
傷
痕
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
と
、
今
に
な
っ
て
後

悔
の
念
し
き
り
な
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
私
は
、
著
者
と
ほ
ぼ
同
世
代
で
あ
る
と
い
う
懐
か
し
さ
で
、
著

者
の
椎
名
文
学
へ
の
打
こ
ち
み
の
一
途
さ
に
、
身
勝
手
に
も
私
の
椎
名
体
験

を
著
者
に
推
し
あ
て
て
、
著
者
も
、
お
そ
ら
く
私
よ
り
も
深
く
適
確
に
、
椎

名
麟
三
の
あ
の
実
存
の
重
み
を
み
て
し
ま
っ
た
ひ
と
り
な
の
だ
、
だ
か
ら
こ

そ
、
約
二
十
年
の
歳
月
を
、
た
だ
一
筋
に
椎
名
麟
三
の
人
間
と
文
学
を
追
い

求
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
椎
名
麟
三
に
よ
せ
る
著
者
の
愛
情
と
共
感

以
上
に
、
椎
名
麟
三
に
取
り
懸
か
れ
た
著
者
の
苦
悩
と
孤
独
に
、
感
傷
め
い

た
思
い
を
馳
せ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
も
、
著
者
の
『
椎
名
麟
三
の
研
究
』
上
・
下
を
読
む
に
い
た

っ
て
、
私
の
思
い
描
い
て
い
た
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
椎
名
麟
三
像
の
一
角
が
、

音
を
た
て
て
崩
れ
落
ち
る
の
を
、
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
こ
の
著
者
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
考
の
大
部
分
が
、
戦
時
下
の
苛
酷
な

状
況
下
で
、
い
か
に
文
学
的
自
立
と
、
ま
た
い
か
に
個
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
権
力
的
、
支
配
者
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
支
配
さ
れ
る
大
衆
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
主
体
的
に
、
か
ち
取
る
か
と
い
う
、
複
雑
に
入
り
組
ん

だ
椎
名
麟
三
の
文
学
と
思
想
の
ス
タ
デ
ィ
に
、
つ
ま
り
文
学
と
文
学
以
前
の

微
妙
な
か
か
わ
り
に
焦
点
が
す
え
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
視
座
の

鮮
烈
さ
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
そ
こ
で
縦
横
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
私
な
ど
に

は
全
く
未
見
の
資
料
に
、
息
を
の
む
思
い
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

椎
名
麟
三
研
究
の
資
料
の
ほ
と
ん
ど
を
押
さ
え
て
い
る
著
者
の
、
ま
さ
に
独

』
３

卓
壗

五
六

占
場
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
椎
名
麟
三
の
研
究
」
の
構
成
は
、
上
巻
が
七
篇
、
下

巻
が
五
篇
と
年
譜
、
主
要
研
究
文
献
目
録
、
初
出
書
誌
一
覧
、
大
坪
家
の
略

系
図
、
大
坪
家
周
辺
の
旧
宅
（
江
東
橋
）
付
近
の
見
取
図
が
そ
え
ら
れ
て
お

り
、
上
・
下
二
巻
を
通
し
て
、
著
者
は
「
椎
名
文
学
の
思
想
的
意
義
に
研
究

主
題
を
お
い
た
」
論
考
の
み
を
集
め
、
所
収
の
十
二
篇
の
う
ち
、
六
篇
は

「
日
本
近
代
文
学
」
や
「
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
」
等
に
発
表
し
た
も
の
に

部
分
的
改
稿
を
行
な
っ
た
も
の
で
、
あ
と
の
六
篇
は
本
書
の
た
め
に
書
き
下

ろ
し
の
新
稿
で
あ
る
と
の
噸
へ
て
い
る
。
そ
し
て
椎
名
文
学
の
思
想
的
意
義
も
、

上
巻
は
主
と
し
て
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
実
存
主
義
者
、
キ
リ
ス
ト
者
と
い

う
面
か
ら
の
考
究
と
は
別
に
、
戦
時
下
の
実
生
活
に
根
差
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ

に
重
点
を
お
い
て
」
の
論
の
展
開
で
あ
り
、
下
巻
は
主
と
し
て
椎
名
麟
三
が

十
五
歳
で
「
家
を
捨
て
た
こ
と
」
の
問
題
で
、
こ
れ
は
結
果
的
に
著
者
は

「
家
父
長
権
の
放
棄
を
意
味
」
す
る
と
い
い
、
し
た
が
っ
て
「
椎
名
に
と
っ

て
の
家
父
長
権
の
問
題
を
彼
の
父
と
の
関
連
で
捉
え
る
こ
と
」
で
論
を
展
開

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
い
う
著
者
の
説
明
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
上
巻
は
「
椎

名
麟
三
・
そ
の
文
学
と
思
想
序
説
」
や
「
椎
名
に
於
け
る
戦
時
下
の
思
念
」

そ
し
て
「
椎
名
鱗
三
．
そ
の
文
学
と
思
想
」
以
外
の
四
篇
の
論
考
、
つ
ま
り

「
椎
名
麟
三
の
転
向
体
験
」
、
「
椎
名
文
学
に
於
け
る
成
熟
と
受
難
」
「
椎
名

麟
三
」
「
椎
名
文
学
に
於
け
る
死
の
再
生
の
意
味
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー

マ
に
取
り
組
み
な
が
ら
も
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
実
は
「
戦
時
下
の
実
生
活

に
根
差
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
根
底
に
置
い
て
の
論
考
で
、
し
た
が
っ
て
上

労

〃
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巻
は
「
戦
時
下
に
於
け
る
文
学
的
自
立
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
傾
向
に
就
い

て
」
と
い
う
副
題
を
そ
え
た
「
椎
名
麟
三
・
そ
の
文
学
と
思
想
序
説
」
に
つ

き
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に

こ
の
論
文
は
長
篇
で
、
然
も
巻
頭
に
す
え
ら
れ
て
お
り
、
豊
富
な
資
料
を
存

分
に
駆
使
し
て
、
多
角
的
に
、
綿
密
な
思
弁
で
、
く
り
か
え
し
、
く
り
か
え

し
対
象
に
迫
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
論
の
展
開
は
、
椎
名
麟
三
の
戦
時
中
の
苦
悩

に
み
ち
た
生
き
ざ
ま
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
す
ら
象
嵌
し
て
お
り
、
著
者
の
意

気
ご
み
と
情
熱
に
頭
が
さ
が
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
論
文
は
、
す
で
に
の
。
へ
て
き
た
と
こ
か
ら
も
自
明
の
こ
と
で
あ

る
が
、
椎
名
麟
三
が
昭
和
八
年
四
月
の
末
頃
、
大
阪
刑
務
所
を
獄
中
で
の
思

想
転
向
に
よ
る
出
所
以
来
、
特
高
警
察
の
監
視
下
に
お
け
る
忍
渋
の
生
活
の

の
ち
、
や
っ
と
掴
ん
だ
東
京
丸
の
内
の
新
潟
鉄
工
所
本
社
正
社
員
を
、
経
済

的
裏
付
け
の
な
い
ま
ま
退
職
す
る
問
題
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
著
者
は

椎
名
麟
三
の
退
職
の
理
由
を
、
第
一
に
職
業
と
文
学
の
二
元
的
生
活
に
疲
れ

果
て
「
会
社
の
仕
事
は
誰
だ
っ
て
や
れ
る
の
だ
、
だ
が
作
家
と
し
て
の
こ
の

自
分
の
仕
事
は
自
分
だ
け
に
し
か
や
れ
な
い
の
だ
」
と
考
え
た
こ
と
、
第
二

に
会
社
が
軍
需
会
社
の
性
格
を
明
確
に
し
て
、
椎
名
麟
三
が
そ
の
資
料
発
注

の
業
務
に
日
夜
忙
殺
さ
れ
、
然
も
会
社
の
蒲
田
工
場
が
戦
争
生
産
を
は
じ
め

た
こ
と
に
一
種
の
「
反
戦
思
想
に
よ
る
反
抗
で
は
な
く
て
、
生
理
的
嫌
悪
」

を
感
じ
た
こ
と
に
置
き
、
「
椎
名
が
、
軍
需
産
業
の
会
社
を
辞
め
た
こ
と
で
、

思
想
転
向
に
よ
る
裏
切
者
と
し
て
の
罪
の
意
識
か
ら
一
応
解
放
さ
れ
る
こ
と

が
出
来
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
二
元
的
生
活
が
自
他
へ
の
裏
切
り
で
あ
る
以

上
、
文
学
へ
専
心
す
る
一
元
へ
の
道
は
、
苛
酷
な
道
で
あ
る
が
、
生
と
し
て

『
椎
名
麟
三
の
研
究
』
上
・
下

1
W

q

の
権
力
へ
の
意
志
が
、
力
の
関
係
と
し
て
直
接
に
対
決
す
る
と
こ
ろ
か
ら
来

る
緊
張
と
そ
の
克
服
と
い
う
過
程
を
内
在
し
て
い
る
道
で
あ
る
。
そ
う
し
た

主
体
の
し
た
た
か
な
認
識
と
意
欲
が
、
一
元
の
道
を
選
ば
せ
た
の
で
あ
る
。
」

と
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
職
業
と
文
学
の
二
元
的
生
活
か
ら
文
学

へ
と
椎
名
麟
三
を
を
飛
躍
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、
著
者
は
、
椎
名
麟

三
が
会
社
退
職
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
「
生
理
的
嫌
悪
」
を
「
少
く
と

も
、
獄
中
転
向
の
時
期
か
ら
潜
在
的
に
抱
き
つ
つ
あ
っ
た
怨
恨
感
情
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
の
、
へ
て
「
怨
恨
感
情
」
を
あ
げ
、
こ
の
「
怨
恨
感

情
」
を
鋭
利
な
メ
ス
と
し
て
椎
名
麟
三
の
生
理
を
解
剖
し
て
み
せ
る
の
で
あ

つ
（
》
Ｏ

た
し
か
に
著
者
の
徴
断
は
鮮
か
で
、
論
証
の
確
実
な
展
開
を
み
る
と
、
同

感
と
共
感
を
惜
し
ま
な
い
が
、
然
し
読
後
、
こ
れ
だ
け
の
資
料
の
多
彩
さ
か

ら
考
え
て
、
著
者
の
モ
チ
ゞ
ヘ
ー
シ
ョ
ン
に
、
少
な
く
と
も
素
直
に
肯
定
で
き

な
い
何
か
が
残
る
。
椎
名
麟
三
は
そ
の
不
幸
な
生
い
立
ち
と
、
悲
惨
を
き
わ

め
た
少
年
時
代
か
ら
青
年
時
代
へ
の
人
間
形
成
の
大
切
な
時
期
に
、
そ
の
生

活
か
ら
く
る
必
然
と
し
て
、
椎
名
麟
三
が
作
家
と
し
て
自
立
し
て
ゆ
く
過
程

で
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
し
た
、
あ
の
志
賀
直
哉
に
き
わ
ま
る
自
然
主
義
的
リ
ア

リ
ズ
ム
の
延
長
線
上
に
あ
る
外
側
の
風
俗
に
、
む
し
ろ
救
感
に
適
応
す
る
習

性
を
育
て
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
争
中

は
素
直
に
国
民
と
し
て
の
義
務
を
遂
行
し
、
当
時
の
多
く
の
知
識
人
と
同
じ

く
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
文
学
へ
の
傾
倒
と
も
な
っ
た
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
の

で
は
な
い
か
。
私
は
戦
争
中
の
椎
名
麟
三
の
心
情
の
一
面
に
は
日
本
浪
没
派

の
そ
れ
に
か
よ
う
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
然
し
ま
た
一
面
、
椎

五
七

、

『
“
■
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名
麟
三
の
人
間
存
在
の
内
側
は
、
や
は
り
そ
の
生
活
か
ら
く
る
必
然
と
し
て

絶
望
的
に
醒
め
き
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
だ
か
ら
椎
名
は
自
己
存
在
の
外
側

と
内
側
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
の
深
い
断
層
を
、
ど
う
埋
め
る
か
に
迷
い

ぬ
き
、
苦
し
み
ぬ
き
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
は
著
者
が
引
用
し
て
い
る
資
料

と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
多
彩
な
色
ど
り
は
し
た
が
っ
て

当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
椎
名
に
と
っ
て
の

内
側
と
外
側
と
の
対
立
、
矛
盾
の
問
題
は
、
著
者
の
説
の
と
お
り
、
主
体
的

な
個
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
確
立
と
文
学
的
自
立
を
う
な
が
す
こ
と
に
よ
っ

て
解
決
を
み
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
一
応
で
あ
っ
て
、

椎
名
麟
三
は
、
こ
れ
を
受
洗
に
ま
で
持
ち
こ
し
、
自
ら
の
神
の
発
見
に
か
け

て
み
た
も
の
の
、
そ
の
不
可
能
を
見
ぬ
い
て
い
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
私
に

は
「
懲
役
人
の
告
白
」
と
い
う
小
説
は
、
こ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
椎
名
麟

三
の
絶
望
の
告
白
と
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
椎
名
麟
三

研
究
に
つ
い
て
は
全
く
の
素
人
の
感
想
で
、
著
者
か
ら
の
適
切
な
教
示
を
ま

ち
た
い
。

次
に
下
巻
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
椎
名
麟
三
の
家
父
長
権

を
め
ぐ
る
問
題
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
た
も
の
で
、
著
者
の
テ
ー
マ
設
定
の
１

垂
防
亨
■
』
”
令

五
八

ニ
ー
ク
さ
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。
私
な
ど
は
、
は
や
く
か
ら
家
の
離
散
の
ゆ

え
に
辛
苦
を
な
め
つ
く
し
た
椎
名
麟
三
に
「
家
」
を
め
ぐ
る
意
識
が
根
強
い

と
は
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
著
者
が
「
椎

名
文
学
に
於
け
る
家
父
長
権
奪
取
の
問
題
」
で
取
り
あ
げ
て
い
る
小
説
「
島

長
の
家
」
を
、
一
種
の
活
劇
的
ロ
マ
ン
と
し
て
受
け
と
め
、
私
の
い
う
椎
名

麟
三
の
外
側
の
風
俗
に
敏
感
に
適
応
す
る
習
性
の
延
長
線
上
の
作
品
と
み
て

い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
「
習
作
期
の
椎
名
文
学
の
世
界
」
や
「
椎
名
文
学
に

於
け
る
家
父
長
権
宣
言
の
問
題
」
と
い
う
論
考
に
接
す
る
に
つ
れ
て
、
形
而

上
学
的
に
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
椎
名
の
文
学
に
、
形
而
下
の
「
家
」
が

深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
な
る
と
、
椎
名
文
学
に
新
し
い
角
度
か
ら
の
読
み

な
お
し
が
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
一
角
を
斬
り
崩
し
た

著
者
の
舸
眼
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
然
し
著
者
の
こ
の
視
点
に
は
、

当
然
に
賛
否
の
渦
が
起
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
紙
数
も
つ
き
た
の
で
私
も
他

日
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
所
感
を
書
き
と
め
た
い
と
、
ひ
そ
か
に
願
っ
て
い
る
。

書
評
を
求
め
ら
れ
て
雑
感
に
終
っ
て
し
ま
っ
て
残
念
だ
が
、
こ
れ
も
門
外
漢

の
妄
言
と
お
ゆ
る
し
を
こ
い
た
い
。
た
だ
著
者
の
今
後
の
御
研
讃
を
祈
る
の

み
。
（
か
き
た
・
と
き
や
甲
南
女
子
大
学
教
授
）
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