
失われた夜の歴史

【立ち読み】



本
書
に
寄
せ
ら
れ
た
賛
辞

　

イ
ー
カ
ー
チ
教
授
は
他
に
類
の
な
い
領
域
と
、
独
創
性
を
持
つ
本
を
生
み
出
し
た
。
彼
の
近
代
以
前
の
文
明
に
お
け

る
「
夜
景
」
の
研
究
は
、
文
学
か
ら
社
会
史
、
心
理
学
、
そ
し
て
思
想
史
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
級
の

先
駆
的
な
功
績
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
暗
闇
の
き
わ
め
て
重
大
な
領
域
に
光
を
投
じ
る
も
の
だ
。

―
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
（
作
家
、
哲
学
者
、
文
芸
批
評
家
）

　

興
味
が
つ
き
な
い
…
…
思
わ
ず
夢
中
で
読
ん
で
し
ま
う
…
…
（
イ
ー
カ
ー
チ
は
）
途
方
も
な
く
広
範
囲
に
わ
た
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
資
料
を
漁
り
、
魔
女
か
ら
消
火
活
動
、
建
築
、
そ
し
て
家
庭
内
暴
力
に
至
る
ま
で
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
…
…
歴
史
的
な
価
値
の
あ
る
研
究
だ
。

―
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
（
文
芸
批
評
家
、
哲
学
者
）『
ネ
ー
シ
ョ
ン
』
誌

　　

そ
の
昔
、
夜
に
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
。
夜
、
誰
が
何
を
し
て
い
た
の
か
。
人
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
暗
闇
に
、

そ
し
て
暴
力
や
火
事
の
危
険
に
対
処
し
て
い
た
の
か
。
睡
眠
の
リ
ズ
ム
と
は
何
か
、
ま
た
夜
の
社
交
や
肉
体
関
係
に
お

け
る
し
き
た
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
イ
ー
カ
ー
チ
は
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
暗
闇
の
世
界

を
、
数
多
く
の
証
拠
資
料
を
駆
使
し
て
わ
か
り
や
す
く
解
明
し
て
く
れ
る
。
本
書
は
長
年
に
わ
た
る
研
究
の
成
果
で
あ

り
、
ま
さ
に
新
発
見
だ
。

―
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
イ
リ
ン
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
名
誉
教
授
）

　

い
く
ら
か
想
像
力
の
あ
る
者
な
ら
誰
で
も
本
書
に
魅
了
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
同
時
に
、
本
書
が
従
来
の
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
歴
史
と
は
正
反
対
の
も
の
だ
と
気
づ
く
は
ず
だ
。
…
…
す
ば
ら
し
い
の
は
、
イ
ー
カ
ー
チ
が
忘
れ
ら
れ
た
夜

の
世
界
を
再
発
見
す
る
た
め
に
労
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
だ
。
…
…
こ
れ
は
要
約
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
体
験
す
べ
き

本
な
の
だ
。

―
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ッ
ト
ン
（
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
）『
ロ
ン
ド
ン
・
レ
ヴ
ュ
ー
・
オ
ブ
・
ブ
ッ
ク
ス
』
誌

　

夜
の
生
活
―
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
や
性
生
活
、
独
自
の
儀
式
、
リ
ズ
ム
、
労
働
様
式
、
階
級
意
識
、
そ
し
て
そ

の
緩
や
か
な
変
質
な
ど
に
光
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ぼ
ん
や
り
と
し
か
見
え
て
い
な
か
っ
た
新
し

い
世
界
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
力
作
。
こ
の
先
駆
的
で
説
得
力
あ
る
研
究
の
お
か
げ
で
、
産
業
革
命
前
の
夜
の
歴
史

が
誕
生
し
た
。

　
　

―
テ
リ
ー
・
モ
ー
ガ
ン
（
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
・
歴
史
学
教
授
）

　

イ
ー
カ
ー
チ
に
と
っ
て
、
夜
は
独
特
の
風
俗
や
習
慣
を
持
ち
、
人
々
の
活
動
と
往
来
が
絶
え
な
い
、
活
気
に
満
ち
た

領
土
だ
っ
た
。
…
…
彼
は
、
代
々
の
歴
史
学
者
た
ち
に
無
視
さ
れ
て
き
た
そ
の
概
日
周
期
の
一
部
分
を
、
驚
く
ほ
ど

鮮
や
か
に
甦
ら
せ
た
。
イ
ー
カ
ー
チ
は
夜
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
裏
返
し
て
、
そ
の
中
身
を
私
た
ち
の
前
に
並
べ
て
見
せ
た
。

…
…
本
書
は
、
私
た
ち
に
古
え
の
夜
の
神
秘
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

―
ア
ー
サ
ー
・
ク
リ
ス
タ
ル
（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
編
集
者
）『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
』
誌
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は
じ
め
に  

も
う
一
つ
の
王
国夜

は
私
た
ち
が
何
で
あ
る
か
を
、
そ
し
て
昼
は
私
た
ち
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
ト
マ
ス
・
ト
ラ
イ
オ
ン
（
一
六
九
一
年1

）

　

本
書
は
、
産
業
革
命
到
来
以
前
の
西
洋
社
会
に
お
け
る
夜
の
歴
史
を
探
求
す
る
試
み
で
あ
る
。
私
の
主
な
関
心
は
、

当
時
の
人
々
が
、
日
没
後
の
現
実
的
及
び
超
自
然
的
な
危
険
に
直
面
し
な
が
ら
作
り
上
げ
た
生
活
様
式
に
あ
る
。
犯
罪

や
魔
術
に
関
す
る
研
究
は
多
々
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夜
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。

主
な
理
由
は
、
長
い
間
、
夜
に
は
ほ
か
に
重
要
な
事
柄
な
ど
起
き
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
一
七
世
紀

の
詩
人
で
劇
作
家
ト
マ
ス
・
ミ
ド
ル
ト
ン
に
よ
る
戯
曲
の
一
節
、「
眠
る
こ
と
、
食
う
こ
と
、
屁
を
ひ
る
こ
と
以
外
に

何
も
す
る
こ
と
が
な
い
」
が
、
伝
統
的
な
考
え
方
を
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史

学
者
た
ち
は
、
特
に
近
代
以
前
に
お
い
て
、
意
欲
的
な
一
部
の
学
者
は
別
と
し
て
、
太
古
か
ら
存
在
す
る
明
る
い
昼
か

ら
暗
い
夜
に
至
る
経
過
を
無
視
し
て
き
た
。
人
々
は
各
家
庭
で
、
か
な
り
長
い
時
間
を
暗
闇
の
中
で
過
ご
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
夜
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
「
未
知
の
領
域
」、
人
類
の
経
験
の
忘
れ
ら
れ
た
半
分
の
ま
ま
だ
っ
た
。

ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
は
『
エ
ミ
ー
ル
』（
一
七
六
二
年
）
の
中
で
、「
私
た
ち
は
人
生
の
半
分
は
目
が
見
え
な

い
」
と
書
い
て
い
る2

。

　

近
世
に
お
け
る
夜
は
、
昼
間
の
生
活
の
後
ろ
に
あ
る
背
景
幕
、
あ
る
い
は
自
然
の
隙
間
な
ど
で
は
な
く
、
数
多
く
の

独
特
な
し
き
た
り
を
持
つ
、
紛
れ
も
な
い
一
つ
の
文
化
を
具
現
し
て
い
た
。
そ
の
特
殊
な
性
格
の
証
と
し
て
、
イ
ギ
リ

ス
と
ア
メ
リ
カ
で
は
、
暗
い
時
間
帯
は
し
ば
し
ば
「
ナ
イ
ト
・
シ
ー
ズ
ン
（
夜
の
期
間
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
当
然

な
が
ら
、
夜
と
昼
は
共
通
の
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
程
度
や
強
さ
の
問
題

だ
っ
た
。
だ
が
、
食
事
や
健
康
状
態
、
服
装
、
移
動
、
人
付
き
合
い
な
ど
が
昼
夜
で
変
化
す
る
の
に
応
じ
て
、
社
交
的

な
出
会
い
や
労
働
の
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
世
間
一
般
の
道
徳
的
慣
習
（
た
と
え
ば
、
魔
術
や
性
生
活
、
法
、
社
会
的
権
威

な
ど
に
対
す
る
考
え
方
）
に
も
重
大
な
変
化
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
本
書
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
夜
間
の
活
動
が
過
小
評

価
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
異
議
を
申
し
立
て
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
イ
ギ
リ
ス
詩
人
が
「
も
う
一
つ
の
王
国
」
と
呼
ん
で

い
る
よ
う
に
、
昼
間
の
現
実
と
は
大
き
く
異
な
る
、
豊
か
で
活
気
あ
ふ
れ
る
文
化
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
暗
闇
は
人
類
の
大
半
に
と
っ
て
、
通
常
の
生
活
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
聖
域
と
な
っ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
影
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
、
人
々
は
心
の
内
に
秘
め
た
衝
動
を
表
し
、
目
覚
め
て
い
る
間
、
ま
た
は

夢
の
中
の
抑
圧
さ
れ
た
欲
望
を
、
無
邪
気
な
も
の
で
あ
れ
、
邪
悪
な
も
の
で
あ
れ
、
実
現
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の

だ
。
本
来
的
に
解
放
と
復
活
の
時
で
あ
る
夜
は
、
善
良
な
者
に
も
邪
悪
な
者
に
も
、
つ
ま
り
通
常
の
生
活
に
お
け
る
有

益
な
力
に
も
有
害
な
力
に
も
、
自
由
を
与
え
た
の
だ
。「
夜
は
恥
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
る
。
夜
は
危

険
に
満
ち
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
沈
む
太
陽
か
ら
新
た
な
力
を
引
き
出
し
て
い
た
人
々
は
少
な
く
な
か
っ
た3

。

　

本
書
は
12
章
か
ら
成
り
、
４
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
「
死
の
影
」
で
は
、
夜
の
危
険
に
つ
い
て
扱
う
。
肉
体

と
魂
に
対
す
る
脅
威
は
日
没
と
共
に
増
大
し
、
ま
た
危
険
の
度
合
い
も
高
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
西
洋
史
上
で
も
、
夜
が

こ
れ
ほ
ど
恐
ろ
し
げ
に
見
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
第
Ⅱ
部
「
自
然
界
の
法
則
」
で
は
、
夜
に
対
す
る
公
的
な

反
応
、
及
び
一
般
大
衆
の
反
応
の
両
方
を
取
り
上
げ
る
。
最
初
に
、
教
会
や
政
府
が
夜
間
の
活
動
を
抑
制
す
る
た
め
に
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講
じ
た
、
消
灯
令
か
ら
夜
警
に
至
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
抑
圧
的
手
段
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
都
市
や
町
で
、
夜
間
も

公
共
空
間
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
世
紀
に
入
る
直
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
一
方
、
一
般

庶
民
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
都
市
部
で
も
田
舎
で
も
、
家
庭
や
出
先
で
、
暗
闇
に
対
抗
す
る
た
め
に
魔
術
や
キ
リ
ス
ト

教
、
あ
る
い
は
体
験
的
に
得
た
自
然
の
知
識
に
頼
っ
た
。
こ
の
民
間
の
し
き
た
り
や
信
仰
が
入
り
混
じ
っ
た
母
体
を
背

景
と
し
て
、
日
没
後
の
共
同
体
に
お
け
る
活
動
と
い
う
、
表
面
か
ら
は
見
え
な
い
驚
く
べ
き
底
流
が
生
み
出
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
第
Ⅲ
部
「
闇
に
包
ま
れ
た
領
域
」
で
は
、
夜
間
に
男
た
ち
や
女
た
ち
が
、
仕
事
や
遊
び
の
た
め
に
集
う
場
に

つ
い
て
見
て
い
く
。
闇
に
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
社
会
的
な
制
約
を
弱
め
、
家
族
た
ち
や
友
人
た
ち
、
恋
人
た
ち

の
間
に
親
密
な
領
域
を
創
り
出
し
た
。
も
し
夜
が
、
大
方
の
人
間
に
と
っ
て
個
人
的
な
自
由
の
時
間
だ
っ
た
と
す
れ

ば
、
社
会
階
層
の
両
端
に
位
置
す
る
階
級
に
と
っ
て
は
特
別
な
魅
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章
で
は
、
上

流
階
級
と
庶
民
双
方
に
と
っ
て
の
、
夜
の
多
面
的
な
重
要
性
を
考
察
す
る
。
日
没
後
は
、
力
が
強
者
か
ら
弱
者
へ
と

移
っ
た
。
そ
し
て
、
日
常
生
活
の
苦
し
み
を
忘
れ
ら
れ
る
究
極
の
避
難
所
で
あ
る
眠
り
が
、
次
の
第
Ⅳ
部
の
中
心
と
な

る
。
第
Ⅳ
部
「
私
的
な
世
界
」
で
は
、
就
寝
時
の
儀
式
と
睡
眠
障
害
、
そ
し
て
睡
眠
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
論
じ
る
。

こ
の
睡
眠
の
パ
タ
ー
ン
は
太
古
か
ら
主
流
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
産
業
革
命
前
の
家
庭
は
真

夜
中
に
目
を
覚
ま
し
て
い
た
。
家
族
た
ち
は
排
尿
や
喫
煙
、
さ
ら
に
は
近
く
の
隣
人
を
訪
問
す
る
た
め
に
起
き
出
し

た
。
む
ろ
ん
、
性
交
し
た
り
祈
っ
た
り
し
た
者
も
い
た
。
さ
ら
に
、
歴
史
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
の
は
、
人
々
が
慰
安

と
自
己
認
識
の
源
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
彼
ら
の
夢
に
つ
い
て
熟
考
し
た
こ
と
だ
。
最
後
に
、
本
書
の
結
び
と

な
る
「
夜
明
け
」
で
は
、
一
八
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
都
市
や
大
き
な
町
で
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
、
暗
闇
の
神
秘
性
の
排

除
に
つ
い
て
考
え
る
。
す
で
に
そ
の
時
、
現
代
の
私
た
ち
の
「
二
四
時
間
週
七
日
」
社
会
の
土
台
が
築
か
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
個
人
の
安
全
と
自
由
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
夜
の
生
活
に
つ
い
て
の
物
語
は
、
主
に
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
地
方
か
ら
地
中
海
に
至
る
ま
で
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
諸
島
が
私
の
調
査
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
全
体
に
わ
た
る

広
範
な
資
料
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
植
民
地
時
代
の
ア
メ
リ
カ
や
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
関
連
性
の
あ

る
情
報
を
集
め
た
。
本
書
で
扱
っ
た
時
代
も
同
様
に
幅
広
く
、
中
世
後
期
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
ま
で
及
ぶ
が
、
主
体

と
な
る
の
は
近
世
（
約
一
五
〇
〇
～
一
七
五
〇
年
）
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
に
は
も
っ
と
古
い
時
代
の
習
慣
や
信

仰
と
比
較
、
あ
る
い
は
対
照
す
る
た
め
に
、
中
世
や
古
代
の
世
界
に
も
言
及
し
て
い
る
。
本
書
で
探
求
し
た
新
事
実
の

多
く
が
近
世
に
特
有
な
も
の
だ
っ
た
が
、
明
ら
か
に
そ
う
で
な
い
も
の
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の
視
点
か
ら
見
る

と
、
こ
の
研
究
は
、
産
業
革
命
前
の
時
代
に
お
け
る
夜
の
生
活
に
つ
い
て
の
、
私
が
考
え
て
い
た
以
上
に
広
範
囲
に
わ

た
る
探
索
と
な
っ
た
。

　

同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
私
は
時
お
り
、
ハ
ン
フ
リ
ー
・
オ
サ
リ
ヴ
ァ
ン
や
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
ヨ
ー
マ
ン
と
い
っ
た
、

一
九
世
紀
の
農
村
の
生
活
を
間
近
で
観
察
し
た
人
々
の
、
農
民
の
立
場
か
ら
の
見
識
も
参
考
に
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
農
村
地
域
に
お
け
る
価
値
観
と
伝
統
は
、
輸
送
手
段
と
商
業
が
大
き
く
発
展
を
遂
げ
た
一
八
〇
〇

年
代
の
末
頃
ま
で
は
著
し
く
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
歴
史
的
見
解
に
、
私
は
強
く
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
ト
マ

ス
・
ハ
ー
デ
ィ
が
『
ダ
ー
バ
ヴ
ィ
ル
家
の
テ
ス
』（
一
八
九
一
年
）
で
書
い
た
よ
う
に
、
テ
ス
と
そ
の
母
親
で
は
世
界
観

に
「
二
〇
〇
年
も
の
歳
月
」
の
隔
た
り
が
あ
り
、「
彼
ら
が
一
緒
に
い
る
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
時
代
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
時
代
が
並
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
」
の
だ4

。

　

夜
の
生
活
の
時
空
を
超
え
た
均
一
性
は
、
近
世
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
に
勝
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
夜

の
文
化
は
決
し
て
一
枚
岩
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
人
々
の
姿
勢
や
し
き
た
り
に
大
き
な
差
は
な
く
、
似
た
り

寄
っ
た
り
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
産
業
革
命
前
の
人
々
が
、
日
没
後
に
、
同
じ
不
安
を
共
有
し
て
い
た
よ
う
に
、
多
く
の
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行
為
も
共
有
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
の
発
見
に
よ
っ
て
、
私
は
本
書
を
テ
ー
マ
別
に
構
成
し
よ
う
と
思
い
つ
い
た
の
だ

が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
夜
の
本
質
的
な
重
要
性
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の
に
し
て
く
れ
た
。
こ

の
昼
と
夜
と
い
う
自
然
の
サ
イ
ク
ル
の
衝
撃
は
た
い
そ
う
強
く
、
し
ば
し
ば
文
化
や
時
代
の
違
い
を
超
え
た
の
で
あ

る
。
求
婚
の
様
式
や
人
工
照
明
の
よ
う
に
相
当
の
ず
れ
が
見
ら
れ
た
場
合
は
、
文
献
に
当
た
っ
て
確
か
め
た
。
だ
が
、

一
八
世
紀
ま
で
は
、
夜
の
生
活
は
ど
こ
で
も
著
し
く
変
容
す
る
こ
と
が
な
く
、
一
八
世
紀
に
入
っ
て
も
、
都
市
や
町
で

変
化
が
起
き
た
だ
け
だ
っ
た
。
実
際
、
前
述
の
時
代
に
お
い
て
は
、
時
間
的
ま
た
は
地
域
的
な
違
い
よ
り
も
、
町
と
田

舎
の
違
い
、
及
び
社
会
的
地
位
や
性
別
か
ら
生
じ
た
違
い
の
ほ
う
が
、
大
き
い
場
合
が
多
か
っ
た
。

　

私
の
調
査
は
、
こ
う
し
た
普
遍
性
の
高
い
主
題
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
幅
広
い
資
料
に
も
と
づ
い

て
い
る
。
最
も
貴
重
な
情
報
源
は
、
私
的
な
文
書
類
、
つ
ま
り
手
紙
や
回
顧
録
、
旅
行
記
、
そ
し
て
日
記
な
ど
だ
っ

た
。
研
究
対
象
の
幅
広
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
主
に
個
人
の
男
女
の
生
活
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と
り

わ
け
日
記
は
、
中
流
か
ら
上
流
階
級
の
人
々
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
研
究
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
。
も
っ
と
下
の
階
級

に
つ
い
て
は
、
数
少
な
い
日
記
や
自
伝
の
ほ
か
に
、
裁
判
所
の
宣
誓
証
言
と
い
う
情
報
の
宝
庫
を
活
用
し
た
。
ロ
ン
ド

ン
の
主
要
な
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
を
記
録
し
た
一
八
世
紀
の
小
冊
子
『
中オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
ー

央
刑
事
裁
判
所
・
裁
判
記
録
』
は
、
都
会

の
庶
民
生
活
に
関
す
る
比
類
の
な
い
資
料
だ
っ
た
。
伝
統
的
な
信
仰
や
価
値
観
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
用
語
辞
典
や

辞
書
、
そ
し
て
と
り
わ
け
こ
と
わ
ざ
辞
典
が
た
い
そ
う
役
立
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
聖
職
者
は
こ
と
わ
ざ
に
つ
い

て
、「
農
民
た
ち
の
信
条
、
彼
ら
が
精
神
の
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
で
円
熟
さ
せ
、
自
分
の
も
の
に
し
た
知
識
が
そ
こ
に

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る5

。
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
に
お
け
る
考
え
方
を
探
る
た
め
に
、
私
は
数
多
く
の
「
高
尚
な
」
文
学
と

「
通
俗
的
な
」
文
学
の
両
方
を
、
つ
ま
り
詩
や
戯
曲
、
小
説
だ
け
で
な
く
、
バ
ラ
ッ
ド
（
物
語
の
あ
る
詩
・
歌
）
や
寓
話
、

呼チ
ャ
ッ
プ
ブ
ッ
ク

び
売
り
本
も
参
照
し
た
。
こ
れ
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
慎
重
を
心
が
け
、
想
像
力
に
よ
る
作
品
が
社
会
の
現
実
か
ら

逸
脱
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
旨
を
指
摘
し
た
。
教
育
的
な
目
的
で
書
か
れ
た
文
書
、
主
に
説
教
や
宗
教
的
な
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
助
言
を
ま
と
め
た
手
引
書
な
ど
も
役
に
立
っ
た
。
一
八
世
紀
の
新
聞
や
雑
誌
、
医
学
や
法
律
、
哲
学
関
係
の

論
文
、
そ
れ
に
農
業
関
係
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
も
、
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
ま
た
、
例
証
や
説
明
に

役
立
て
る
目
的
で
、
医
学
や
心
理
学
、
人
類
学
の
研
究
を
参
考
に
し
た
。
そ
の
他
、
大
衆
文
化
か
ら
失
明
に
至
る
ま
で

の
さ
ま
ざ
ま
な
主
題
に
関
す
る
最
近
の
著
作
や
、
夜
の
生
活
の
特
定
な
面
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
論
文
も
た
い
へ
ん
有

益
だ
っ
た
（
主
題
の
一
貫
性
の
た
め
に
、
夜
間
の
戦
争
に
関
す
る
資
料
は
除
外
し
て
い
る
）。

　

最
後
に
次
の
点
を
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。
私
は
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
、
夜
が
日
常
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
の
問
題

を
、
暗
闇
が
一
般
に
社
会
的
安
定
ま
た
は
混
乱
の
原
因
と
な
っ
た
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
取
り
上
げ
る
機
会
を
得
た

が
、
私
が
最
も
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
は
そ
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
本
書
の
ペ
ー
ジ
に
含
ま
れ

た
情
報
が
、
夜
を
そ
れ
自
体
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
を
十
分
に
正
当
化
し
て
く
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ロ
ジ
ャ
ー
・
イ
ー
カ
ー
チ

　

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
、
ロ
ア
ノ
ー
ク
、
シ
ュ
ガ
ー
ロ
ー
フ
・
マ
ウ
ン
テ
ン
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
四
年
一
一
月

＊
本
書
中
の
年
月
日
は
す
べ
て
、
新
し
い
年
が
一
月
一
日
か
ら
始
ま
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
表
記
し
て
あ
る
。
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夕
暮
れ
時

羊
飼
い
た
ち
、
そ
し
て
娘
た
ち
、
羊
の
群
れ
を
駆
り
集
め
よ
。
大
気
は
早
く
も
濁
り
出
し
、

太
陽
は
す
で
に
そ
の
大
い
な
る
道
の
り
を
走
り
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
ジ
ョ
ン
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
（
一
六
一
〇
年
頃１

）

　

夜
の
と
ば
り
は
、
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
下
り
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
上
が
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
だ
。
薄
闇

は
ま
ず
谷
間
に
出
現
し
、
傾
斜
し
た
山
腹
を
ゆ
っ
く
り
と
這
い
上
が
っ
て
い
く
。「
サ
ン
・
サ
ッ
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
る

徐
々
に
薄
れ
ゆ
く
光
線
が
、
ま
る
で
翌
日
の
た
め
に
し
ま
い
こ
ま
れ
る
か
の
よ
う
に
、
雲
の
彼
方
へ
と
逃
げ
去
る
。
牧

草
地
や
森
林
地
帯
は
薄
闇
に
覆
わ
れ
、
太
陽
が
低
く
沈
ん
で
地
平
線
の
下
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
後
も
、
西
の
空
は
赤
く

輝
い
て
い
る
。
も
し
農
夫
が
大
空
を
目
安
と
し
て
い
れ
ば
、
ま
だ
鋤
を
使
う
手
を
止
め
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
第

に
濃
く
な
る
陰
が
彼
に
帰
宅
を
促
す
。
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
が
再
び
姿
を
現
し
、
牛
た
ち
が
鳴
き
声
を
上
げ
る
中
、
ウ
サ
ギ

は
隠
れ
場
所
へ
と
急
ぐ
。
メ
ン
フ
ク
ロ
ウ
が
飛
び
立
っ
て
荒
野
の
上
を
舞
い
、
陰
謀
を
企
む
暗
殺
者
の
口
笛
の
よ
う
な

鳴
き
声
を
上
げ
な
が
ら
、
ネ
ズ
ミ
に
も
人
間
に
も
等
し
く
警
戒
心
を
起
こ
さ
せ
る
。
ど
ち
ら
も
幼
い
頃
か
ら
、
死
の
先

触
れ
で
あ
る
こ
の
甲
高
い
声
を
恐
れ
る
よ
う
に
教
え
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
昼
の
光
が
薄
れ
る
に
つ
れ
て
、
風
景
か

ら
色
が
消
え
て
ゆ
く
。
茂
み
は
く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
失
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
濃
さ
が
混
じ
り
合
っ
た
灰
色
に
溶
け
込

ん
で
、
大
き
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
夕
暮
れ
時
と
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
よ
れ
ば
、
人
も
藪
も
同
じ
よ
う
に

見
え
る
時
、
あ
る
い
は
も
っ
と
不
気
味
な
イ
タ
リ
ア
の
こ
と
わ
ざ
に
よ
れ
ば
、
犬
も
狼
も
同
じ
よ
う
に
見
え
る
時
な
の

だ2

。

　

夜
の
闇
は
、
手
で
触
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
思
え
る
。
夕
闇
は
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
く
、「
濃
く
な
る
」
の
だ
。

旅
人
た
ち
は
、
旧
約
聖
書
で
描
か
れ
て
い
る
エ
ジ
プ
ト
の
王
に
降
り
か
か
っ
た
闇
と
同
じ
よ
う
に
、
見
え
る
だ
け
で
な

く
触
れ
る
こ
と
も
で
き
る
黒
い
霧
に
、
包
み
込
む
よ
う
に
「
襲
い
か
か
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
太
陽
が
去
っ
て
し
ま
う

と
、
空
か
ら
冷
た
く
、
湿
っ
た
、
有
毒
な
夜
気
―
「
夜
霧
」
や
「
有
害
な
霧
」
と
も
呼
ば
れ
た
―
が
下
り
て
く
る

と
い
う
説
が
、
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
世
間
一
般
の
思
い
描
く
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
夜
は
「
下
り
て
」
き
た
の
だ
。
大

気
は
も
は
や
、
昼
間
の
歓
迎
す
べ
き
光
線
に
よ
っ
て
洗
わ
れ
た
、
透
明
で
無
臭
の
、
穏
や
か
な
も
の
で
は
な
い
。
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
が
「
病
ん
だ
昼
光
」
と
書
い
た
も
の
は
、
有
害
な
湿
気
を
た
っ
ぷ
り
含
み
、
ひ
れ
伏
し
た
野
山
を
汚
染
し

て
、
伝
染
病
や
疫
病
を
広
げ
る
の
だ
。『
尺
に
は
尺
を
』（
一
六
〇
四
年
）
の
中
で
ヴ
ィ
ン
セ
ン
シ
オ
公
爵
は
、「
急
ぎ
な

さ
い
。
夜
気
が
近
づ
い
て
い
る
」
と
警
告
す
る3

。

　

夕グ
ロ
ー
ミ
ン
グ

焼
け
時
、
家コ

ッ

ク

・

シ

ャ

ッ

ト

禽
を
閉
じ
込
め
る
時
間
、
手グ

ロ

ス

ピ

ン

グ

探
り
す
る
時
間
、
カク
ロ
ウ
・
タ
イ
ム

ラ
ス
の
時
間
、
昼デ
イ
ラ
イ
ツ
・
ゲ
ー
ト

が
去
る
時
、
フア
ウ
ル
・
リ
ー
ト

ク
ロ
ウ
の
光
な

ど
な
ど
―
英
語
は
、
昼
か
ら
暗
闇
へ
の
推
移
を
表
す
表
現
力
に
富
む
慣
用
句
の
厖
大
な
集
積
を
持
ち
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
ゲ
ー
ル
語
に
は
、
午
後
遅
く
か
ら
暗
く
な
る
ま
で
の
一
連
の
時
間
区
分
を
表
す
た
め
だ
け
に
、
四
つ
の
用
語
が
あ

る
。
昼
夜
を
通
じ
て
、
こ
れ
ほ
ど
豊
か
な
用
語
を
生
み
出
し
た
時
間
帯
は
ほ
か
に
な
い
。
工
業
化
の
到
来
以
前
に
は
、

普
通
の
男
や
女
の
生
活
に
と
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
も
の
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
人
間
に
と
っ

て
、
夕
暮
れ
の
通
例
の
呼
び
名
は
「
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ン
」、
つ
ま
り
番
犬
を
外
に
放
し
た
ら
、
戸
に
閂
か
ん
ぬ
き

を
か

け
、
鎧
戸
に
差
し
錠
を
差
す
時
間
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
夜
の
汚
れ
た
、
悪
臭
の
す
る
空
気
や
、
そ
の
尋
常
で
な
い
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暗
さ
は
、
ど
ん
な
危
険
を
も
た
ら
す
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
危
険
は
、
現
実
の
も
の
と
想
像
上
の
も
の
の

両
方
だ
っ
た
。
そ
し
て
奇
妙
な
こ
と
に
、
西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
啓
蒙
思
想
の
時
代
に
か
け
て

の
時
期
ほ
ど
、
夜
の
危
険
が
も
た
ら
す
も
の
を
恐
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
っ
た
時
代
は
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
。
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解
説

　

本
書
は
、
ま
さ
に
〝
体
験
〟
す
る
書
物
で
あ
る
。
電
灯
や
ガ
ス
灯
が
普
及
す
る
以
前
、
人
々
は
ま
だ
弱
々
し
い
明
か

り
（
蝋
燭
や
ラ
ン
プ
な
ど
）
を
手
に
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
夜
の
闇
は
深
く
、
広
大
で
、
そ
こ
は
昼
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
「
も
う
一
つ
の
王
国
」
だ
っ
た
の
だ
。
本
書
は
膨
大
な
一
次
資
料
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
夜
の
相
貌
を
初

め
て
一
貫
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
暗
闇
の
中
で
は
、
視
覚
は
利
か
ず
、
代
わ
っ
て
聴
覚
・
触

覚
・
嗅
覚
な
ど
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
。
読
者
は
本
書
の
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
ま
る
で
自
身
が

時
空
を
超
え
て
、
近
世
の
闇
の
た
だ
な
か
に
佇
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
に
違
い
な
い
。

　

悪
魔
や
悪
人
ど
も
が
跋
扈
し
、
災
い
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
昼
の
規
律
や
拘
束
を
離
れ
、
自
由
と
快
楽
を
求

め
て
解
き
放
た
れ
る
人
々
―
そ
の
描
写
は
驚
く
べ
き
出
来
事
の
連
続
だ
。
た
と
え
ば
、
夜
間
、
一
度
起
き
て
は
ま
た

寝
る
「
分
割
睡
眠
」
が
常
態
だ
っ
た
こ
と
。
そ
の
二
回
の
眠
り
の
あ
い
だ
の
ひ
と
と
き
は
、
き
わ
め
て
重
要
だ
っ
た

（
夢
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
振
り
返
っ
た
り
、
内
省
し
た
り
も
し
た
）。
ま
た
、
宵
闇
と
と
も
に
、
空
か
ら
有
害
な
霧
が
降
り
て
く

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
（
日
没
は
美
し
い
も
の
で
は
な
く
、
不
安
を
掻
き
立
て
た
）。
夜
の
外
出
に
は
独
自
の
し
き
た
り

が
あ
り
、
ま
た
月
相
を
始
め
、
夜
の
歩
き
方
の
知
恵
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
時
に
は
赤
の
他
人
や
召
使
い
と
も
ベ
ッ
ド

を
共
に
し
た
り
（
ベ
ッ
ド
仲
間
）、
バ
ン
ド
リ
ン
グ
と
い
う
結
婚
前
の
お
試
し
制
度
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
実
態
も
明
か
さ

れ
る
。
あ
る
い
は
、
魔
術
や
ま
じ
な
い
へ
の
信
仰
や
、
現
代
人
の
目
か
ら
は
ひ
ど
く
奇
妙
で
残
虐
な
も
の
も
あ
る
そ
の

方
法
。
糸
紡
ぎ
や
編
み
物
の
夜
の
寄
り
合
い
に
お
け
る
、
物
語
の
伝
承
や
女
性
た
ち
の
ロ
ー
カ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
力

な
ど
な
ど
。
あ
り
ふ
れ
た
室
内
の
風
景
で
す
ら
、
夜
に
は
一
変
し
た
。
蝋
燭
や
ラ
ン
プ
は
頭
上
で
は
な
く
低
い
位
置
に

置
か
れ
た
の
で
、
天
井
は
暗
く
、
焔
が
揺
ら
め
く
中
で
顔
や
家
具
な
ど
も
前
面
し
か
見
え
な
か
っ
た
。

　　

今
で
は
迷
妄
と
も
思
え
る
数
々
の
出
来
事
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
と
不
確
か
さ
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
当
時
の
闇
夜
を

思
え
ば
、
そ
の
心
情
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
教
会
や
役
人
が
、
夜
間
を
よ
り
安
全
に
す
る
よ
う
努

め
る
よ
り
も
、
夜
を
人
々
の
力
の
及
ば
ぬ
領
域
と
し
て
、
そ
の
不
可
侵
性
を
温
存
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
だ
（
闇

へ
の
恐
れ
あ
っ
て
こ
そ
の
光
�
神
や
権
力
と
い
う
わ
け
で
あ
る
）。
だ
が
、
こ
う
し
た
姿
勢
が
「
法
の
空
白
」
と
な
り
、
夜
の

危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
自
由
を
人
々
に
も
た
ら
し
た
。
深
い
闇
の
中
、
つ
か
の
ま
の
自
由
を
愛
お
し
む
人
々
の
生
も
、

今
日
よ
り
よ
ほ
ど
濃
密
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

や
が
て
経
済
・
都
市
・
科
学
の
進
展
、
中
流
階
級
の
勃
興
な
ど
と
と
も
に
、
夜
は
よ
り
明
る
く
な
り
、
華
や
ぎ
を

増
す
。
封
建
秩
序
の
崩
壊
か
ら
近
代
産
業
社
会
へ
の
大
き
な
転
換
期
に
当
た
る
こ
の
時
期
に
、
夜
を
巡
る
支
配
権
や
、

人
々
の
意
識
も
劇
的
に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

　

歴
史
に
埋
も
れ
た
夜
の
姿
を
活
写
し
た
本
書
は
、
既
成
の
歴
史
を
見
る
目
も
変
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の

生
き
て
い
る
こ
の
眩
い
光
の
時
代
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
闇
夜
の
蠢
き
、
畏
怖
や
幻
影
な
ど
を
封
じ
込
め
て
こ
そ
成
り
立
っ

て
き
た
の
か
も
実
感
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
文
学
・
社
会
・
生
活
・
心
理
・
思
想
・
魔
術
…
…
と
広
範
な
分
野
に
及
ぶ
原
著
を
、
わ
か
り
や

す
く
的
確
な
日
本
語
に
訳
し
て
い
た
だ
い
た
樋
口
幸
子
・
片
柳
佐
智
子
・
三
宅
真
砂
子
さ
ん
に
多
大
の
感
謝
を
！　

本
書
出
版
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー　

真
柴
隆
弘


