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A
5
列

合
計
三
八
八
五
'
正
七
〇
囲

練

1
四
〇
囲

西
洋
史
の
概
説
書
と
比
較
す
る
と
東
洋
史
の
概
説
零
に
は
通
常
な
も
の
が
少

く
叉
面
白
-
な
い
｡
概
説
と
は
こ
れ
ま
で
最
新
折
兜
の
綜
合
で
あ
っ
て
畢
術
上

に
も
教
育
上
に
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
時
代
感
覚
に
マ
ッ
チ
し
た
'
証
脅

科
拳
の
批
判
に
も
充
分
堪
へ
ら
れ
る
や
-
な
も
の
が
要
望
さ
れ
る
｡
私
も
講
読

の
た
め
に
諸
種
の
概
説
等
を
蔑
み
漁
り
検
討
し
た
が
ど
れ
も
ぴ
っ
た
り
来
な
い

L
t
と
言
っ
て
私
自
身
の

｢糊
と
鉄
｣
の
概
説
は
な
は
さ
ら
ま
ず
い
｡
さ
-
い

ふ
頃
に
宮
崎
博
士
の

｢
ア
ジ
ア
史
概
説
｣
が
単
行
さ
れ
た
の
で
む
さ
ぼ
り
誼
み

多
大
の
感
銘
を
受
け
'
高
暮
夜
で
も
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
の
で
隈
々
ま

で
丹
念
に
熱
課
し
た
つ
も
り
で
あ
る
.
宮
崎
博
士
に
ょ
る
と

｢日
本
の
東
洋
史

教
科
書
は
早
く
形
式
が

一
定
し
て
了
ひ
'
そ
れ
に
文
部
省
で
教
授
要
目
と
い
ふ

も
の
を
こ
し
ら
へ
て
輿
校
に
あ
て
が
っ
た
の
で
愈
々
動
き
の
と
れ
ぬ
も
の
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
｡
教
科
書
は
誰
が
造
っ
て
も
大
同
少
異
で
特
色
が
出
せ
な
い
｣

(
中
国
史
畢
入
門
'
上
'
二
五
異
)o新
し
い
問
題
を
扱
っ
た
良
い
概
説
書
も
教

程
あ
る
が

｢教
科
書
的
に
大
事
を
取
り
す
ぎ
た
篤
に
反
っ
て
面
白
く
な
い
本
に

な
っ
た
｣

(
同
上
二
四
賞
)
｡

｢
と
こ
ろ
で
概
説
は
要
す
る
に
知
敦
の
簡
単
化

で
あ
る
か
ら
な
る
べ
く
小
さ
い
も
の
で
'
歴
史
の
犬
勢
が
大
摘
み
に
出
来
る
こ

と
が
望
ま
し
い
｡
こ
の
鮎
に
於
て
将
来
の
研
究
の
篤
の
展
の
概
説
は
受
験
参
考

の
馬
の
何
で
も
膚
せ
こ
ん
で
あ
る
概
説
事
と
は
全
々
蓬
っ
て
乗
る
の
で
あ
る
｣

(同
上
二
五
具
)
と
言
ほ
れ
る
｡

｢
ア
ジ
ア
史
概
説
｣
■上
下
に
は
解
読
も
序
文

も
つ
い
て
ゐ
な
い
が
恐
ら
く
博
士
は
如
上
の
抱
負
を
以
て
本
署
を
執
筆
さ
れ
た

も
の
と
患
は
れ
る
｡
同
じ
-
博
士
の

｢東
洋
に
お
け
る
素
朴
主
義
の
民
族
と
文

明
主
義
の
社
脅
｣
や

｢菩
薩
轡
記
｣
を
課
ん
で
藤
銘
を
受
け
て
ゐ
た
私
は
本
書

か
ら
も
異
常
な
感
銘
と
敦
へ
を
受
け
た
の
で
あ
る
｡
大
捜
概
説
書
を
批
評
す
る

立
場
は
そ
の
中
の
個
々
の
事
豊
の
せ
ん
さ
く
で
は
な
-
概
説
の
醍
系
や
歴
史
観

切
開
題
に
あ
る
と
患
ふ
の
で
さ
う
い
ふ
観
方
で
本
胃
に
封
す
る
感
想
を
述
べ
て

み
た
い
｡

西
洋
史
の
本
質
と
か
範
囲
に
つ
い
て
は
誰
で
も
容
易
に
答
へ
ら
れ
る
が
寛
洋

史

(ま
た
は
ア
ジ
ア
史
)
と
は
何
ぞ
や
'
そ
の
範
囲
如
何
と
首
ふ
こ
と
に
な
る

と
必
ず
し
も
定
説
は
な
い
｡
中
観
を
中
心
と
す
る
寛
ア
ジ
ア
･
オ
リ
エ
ン
ト
及

び
イ
ス
ラ
ム
皆
界
を
含
む
西
ア
ジ
ア
'
遊
牧
民
族
の
中
心
舞
藁
た
る
北
ア
ジ
ア
､

及
び
ィ
ソ
ド
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
夫
々
精
白
の
世
界
で
あ
る
が
､
こ
の
ア
ジ
ア

の
四
つ
の
世
界
を
ま
と
め
て
西
欧
史
の
よ
-
な
統

一
朗
な
歴
史
が
陛
弄
づ
け
ち

れ
鼓
連
さ
れ
れ
ば
こ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
'
世
界
史
尊
の
現

段
帽
に
お
い
て
こ
の
よ
-
な
試
み
は
未
だ
成
功
せ
ず
'
叉
極
め
て
困
難
で
あ
る

の
で
'
大
多
数
の
寛
洋
史
は
結
局
中
国
を
中
心
と
す
る
束
ア
ジ
ア
史
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
O
し
か
も
こ
の
東
ア
ジ
ア
史
に
関
す
る
限
り
確
か
に
統

一
的
な
歴

史
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
中
国
史
と
北
方
遊
牧
民
族
史
が
斬
謂
南
北
封

抗
史
観
で
統

一
さ
れ
て
も
'
中
観
取
と
イ
ン
ド
世
界
史
や
ィ
ス
ラ
ム
健
界
史
と

を
結
び
つ
け
て
統

]
的
な
高
次
な
ア
ジ
ア
史
を
鰻
弄
づ
け
る
こ
と
ほ
零
難
の
業
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の
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
｡
中
国
,
オ
呈

ソ
ト
､
イ

ソド
の
社
食
が
所
謂

東

洋
的
証
曾
｣
の
諸
特
徴

(
マ
ル
ク
ス
や
サ
イ
ツ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
参
照
)
に
よ
っ

て
あ
る
程
匿
共
通
し
た
散
骨
棒
道
を
持
つ
こ
と
を
私
は
理
論
的
に
も
餐
欝
的
に

も
東
課
し
､
随
っ
て
証
督
的
に
も
東
洋
及
び
東
洋
史
な
る
概
念
の
成
立
す
る
こ

と
を
霞
め
る
が
t
lそ
れ
に
し
て
も
古
代
'
中
世
に
お
い
て
中
国
や
イ
ン
ド
や
西

ア
ジ
ア
が
や
は
り
夫
々
濁
白
の
歴
史
を
歩
ん
だ
こ
と

絃
否
定
で
き
な
い
と
思
ふ
｡

宮
崎
博
士
の

｢
ア
ジ
ア
史
概
説
｣
は
中
国
'
オ
リ
エ
ソ
ト

(後
に
イ
ス
ラ
ム
世

罪
)
'イ
ン
ド
の
三
つ
の
他
界
の
蓬
史
を
綴
合
し
箆
系
づ
け
ら
れ
た
統

l
的
な
ア

ジ
ア
史
で
あ
る
か
の
や
-
忙
感
せ
ら
れ
'
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
な
る
方
浬
'
歴

史
観
に
よ
っ
て
統

一
づ
け
ち
れ
て
ゐ
る
か
に
私
は
異
常
な
関
心
を
費
,ズ
た
｡
博

士
も
ペ
ル
シ
ャ
･
イ
ス
ラ
ム
文
明
'
湊
文
明
'
イ
ソ
ド
文
明
の
世
界
が
相
互
に

か
な
り
か
け
は
な
れ
た
精
白
な
性
格
を
持
つ
か
ら
t
か
う
い
ふ
異
っ
た
系
統
の

も
の
を
集
め
て
果
し
て
一
つ
の
纏
っ
た
歴
史
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
疑

問
を
自
ら
築
せ
ら
れ
､
し
か
し
こ
れ
ら
の
壁
界
は
交
通
と
い
-
紐
帯
に
ょ
つ
て

緊
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
際
る
か
ら
'
比
等
を
統
合
し
て
一
つ
の
帝
圏
を
作
成

し
て
見
よ
-

(確
言
九
-
十
真
)
と
言
は
れ
､
曙
に
統

一
的
な
ア
ジ
ア
史
成
立

の
可
能
性
を
考
へ
て
居
ら
れ
る
.
そ
の
隻
際
に
つ
い
て
本
論
に
つ
い
て
窺
っ
て

見
る
｡
第

一
葦

｢
ア
ジ
ア
文
化
の
成
立
そ
の
推
移
｣
で
は
考
古
墜
上
よ
り
ケ
ジ

ア
諸
文
化
の
蓉
明
を
説
き
新
石
韓
時
代
の
三
つ
の
文
化
鱗
を
概
説
さ
れ
て
ゐ
る

あ
た
り
は
巧
み
で
'
次
い
で
ア
ジ
ア
諸
民
族
開
国
説
話
を
犠
立
に
取
り
上
げ
て

屠
ら
れ
る
の
は
新
機
軸
で
あ
ら
-
o
衆
に
オ
リ
エ
ソ
ト
･
イ
ソ
で

･
中
国
の
透

史
を
夫
々
猿
立
に
記
述
さ
れ
て
ア
ジ
ア
の
盲
代
史
を
鰹
系
づ
け
ち
れ
て
居
ら
れ

る
｡
こ
こ
で
ほ
オ
リ
エ
y
ト
･
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
記
載
が
中
鴎
の
そ
れ
よ
り

メ
比
較
的
多
い
の
は
泰
零
の
一
特
徴
で
あ
っ
て
'
ア
ジ
ア
史
の
名
忙
背
か
な
い
が
'

し
か
し
樽
士
の
叙
述
を
放
て
し
て
も
オ
リ
エ
ソ
･L
･
イ
ン
ド

･
中
国
の
音
程
灸

が
蘇
合
さ
れ
て
統

一
的
な
ア
ジ
ア
史
を
形
成
し
て
ゐ
る
や
-
に
は
考
へ
ら
れ
な

い
O
オ
リ
エ
y
･L
･
申
観

･
イ
ン
ド
は
ど
う
も
別
々
の
僅
界
に
し
か
惑
せ
ら
れ

な
い
.

次
に
博
士
は
第
二
聾

｢
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
相
互
的
交
渉
｣
に
お
い
て
ま

ず
西
南
ア
ジ
ア
が
分
裂
し
て
サ
サ
ソ
王
朝
が
成
立
し
た
こ
と
'
次
に
ア
ラ
ビ
ヤ

民
族
の
勃
興
'
サ
ラ
セ
ソ
帝
国
､
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
成
立
を
た
く
み
に
概
述
さ

れ
'
ま
た
イ
ソ
ド
で
も
中
世
的
分
裂
時
代
が
始
ま
っ
た
こ
と
'
東
ア
ジ
ア
で
は

(

旬
奴
を
中
心
と
す
を
北
方
童
牧
民
族
の
隆
盛
と
そ
の
中
囲
偉
人
へ
南
北
朝
よ
り

帽
癖
帝
国
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
唐
代
社
食
が
中
貫

的
性
格
を
有
す
る
こ
と
を

力
説
さ
れ
て
い
る
｡
第
二
翠
で
も
西
南
ア
ジ
ア

･
イ
ン
ド

･
中
国
は
や
ほ
り
別

の
僅
界
と
し
か
思
ほ
れ
な
い
｡
そ
れ
で
第
三
茸
で
博
士
は

｢ア
ジ
ア
諸
文
化
の

交
流
と
そ
の
畏
開
｣
な
る
茸
を
掲
意
さ
れ
'
東
西
交
通
路
と
西
方
文
化
の
東
漸

を
中
心
と
し
て
東
西
文
化
交
渉
史
諭
を
醍
開
さ
れ
統

一
的
な
ア
ジ
ア
史
が
出
来

生
る
か
の
や
-
で
あ
る
｡
説
か
れ
る
折
は
極
め
て
巧
み
で
交
渉
史
観
と
も
言
ふ

べ
き
で
あ
ら
-
｡
第
二
'
三
軍
を
通
じ
て
西
南
ア
ジ
ア
に
鱗
す
る
記
事
ほ
精
彩

を
放
ち
他
の
概
説
書
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
存
し
て
ゐ
る
｡
第
四
軍
と
第
五
軍

､ほ
近
世
的
ナ
シ
ョ
ナ
ウ
ズ
ム
と
近
世
文
化
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
屠
り
博
士
親

日
の
卓
見
が
展
開
し
て
ゐ
る
.
第
六
葦
は
最
近
他
文
化
の
寛
漸
と
顕
し
西
歓
勢

力
の
ア
ジ
フ
侵
入
と
ィ
.ソ
ド

･
中
国

･
西
ア
ジ
ア
の
崩
壊
過
程
が
扱
は
れ
で
ゐ

る
7
時
に
第
四
等
の
概
説
は
民
族
的
自
覚
に
基
づ
-
ア
ジ
ア
諸
民
族
商
家
の
動

き
が
立
捜
的
に
愈
遷
さ
れ
讃
嘆
の
念
を
禁
じ
得
な
い
.
ま
た
イ
ス
ラ
ム
文
化
'

イ
ソ
ド
史
に
観
す
る
記
述
の
豊
富
な
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
o
以
上
の
ご
と
く
本
..I

菅
の
構
成
を
目
次
喉
に
紹
介
し
た
.
そ
の
中
に
盛
ら
れ
た
史
覚
は
こ
れ
ま
で
の

耽
読
零
以
上
に
整
富
で
あ
り
'
斬
新
梶
棒
な
も
の
が
多
く
エ
ス
プ
p
と
セ
ン
ス
ー
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に
富
み
､
在
来
の
停
滞
的
な
寛
洋
史
概
説
書
に
射
し
て
近
代
的
な
カ
テ
ゴ
リ
を

作
る
も
の
と
言
へ
る
｡

こ
こ
で
こ
の

｢
ア
ジ
ア
史
｣
の
構
成
と
史
観
に
つ
い
て
吟
味
し
最
も
憲
宴
な

時
代
区
分
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
-
｡
博
士
の

｢
ア
ジ
ア
史
｣
は
西
南
ア
ジ

ア

(叉
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
)
'イ
ソ
ド

.
中
国
の
三
つ
の
世
界
を
綜
合
し
て
統

一

的
な
ア
ジ
ア
史
た
ら
し
め
ん
と
さ
れ
る
が
そ
の
方
法
は
東
西
交
通
路
に
よ
る
文

化
の
侍
衆
と
交
渉
と
い
ふ
戟
鮎
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
o
結
局
別
々
の
甚
界

で
あ
る
申
鴎

･
イ
ン
ド

･
西
南
ア
ジ
ア
が
文
化
交
渉
に
ょ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
感
が
強
い
｡
そ
の
割
に
中
国
な
り
イ
ン
ド
な
り
の
そ
れ
自
鰹
の

社
食
経
済
の
重
民
過
程
が
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
ゐ
な
い
.
交
渉
と
い
ふ
こ
と

も
夫
々
の
民
族
の
証
禽
握
済
構
造
に
本
質
的
な
奨
化
を
及
ぼ
す
と
い
ふ
の
で
あ

れ
ば
交
渉
或
ひ
は
文
化
接
髄
の
意
義
は
大
き
い
｡
漠
代
の
青
銅
器
､
鋳
轟
文
化

が
日
本
に
侍
来
し
農
耕
文
化
を
護
生
せ
し
め
た
と
い
ふ
や
-
な
関
係
は
本
質
的

な
交
渉
で
あ
っ
て
'
そ
こ
に
寛
誼
古
代
文
化
館
が
考

へ
ら
れ
る
が
'
ゾ
ロ
ア
ス

タ
敦
と
か
マ
ニ
教
が
中
国
へ
樽
来
し
た
と
い
ふ
だ
け
で
は
本
質
的
な
交
渉
で
は

な
い
｡
唐
の
均
田
制
と
日
本
の
大
化
改
新
の
班
田
収
授
淀
を
比
較
す
る
と
き
'
･

そ
こ
に
中
図

･
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
古
代
琶
界
を
考
へ
る
梶
損
が
あ
る
｡

博
士
が
在
釆
の
交
流
史
観
に
ょ
っ
て
中
国

･
イ
ン
ド

･
西
南
ア
ジ
ア
を
統

一
的

な
ア
ジ
ア
史
に
鰹
系
づ
け
ち
れ
よ
-
と
さ
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
'
本
胃
は
技
術

的
に
そ
の
最
高
頂
に
ま
で
達
し
で
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
そ
の
鮎
で
敬

服
に
値
す
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
中
国

･
イ
ソ
ド

･
オ
リ
エ
ソ
下
夫
々
の
社
食
経

済
構
造
を
世
界
史
的
に
も
つ
と
は
っ
き
り
比
較
し
て
漬
け
れ
ば
と
感
じ
た
o
こ

の
こ
と
は
時
代
慣
分
の
問
題
と
開
聯
す
る
｡
博
士
は
ア
ジ
ア
の
こ
ち

の
世
界
に

夫
々
古
代

･
申
牡
､
近
港

･
最
近
世
が
平
行
約
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
遥

れ
て
唐
ら
れ
る
が
こ
れ
を
中
歯
に
つ
い
て
考
へ
て
み
よ
う
C
秦
漢
が
古
代
帝
国
､

五
胡
十
六
閥
時
代
が
西
欧
の
ダ
ル
マ
ソ
侵
入
と
比
較
さ
れ
て
中
世
と
な
り
唐
代

社
食
は
中
世
的
性
格
を
持
つ
'
つ
い
で
君
主
積
載
と
ル
ネ
サ
ソ
ス
的
新
文
化
の

議
生
し
た
来
代
か
ら
近
世
と
な
る
と
さ
れ
る
や
し
か
し
舌
代
･中
世
,近
世
と
い

-
概
念
は
西
欧
精
白
な
も
の
で
寛
洋
(叉
は
中
国
)
に
は
そ
れ
白
鰹
の
証
骨
構
成
'

鷹
取
決
別
な
り
時
代
儀
分
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
-
か
.
社
食
構
成

｡
豪
畏
段

階
理
論
だ
け
で
は
睦
史
の
時
代
直
分
に
は
な
ら
な
い
に
せ
よ
証
禽
経
済
的
な
時

代
債
分
は
無
視
で
き
な
い
.
栄
.,k
近
世
だ
と
い
ふ
こ
と
の
某
に
は
栗
の
君
主
猪

裁
政
治
と
比
較
さ
れ
た
西
欧
の
ア
ブ
ゾ
ル
テ
イ
ズ
ム
が
潜
ん
で
ゐ
た
り
'
架
の

文
化
や
イ
ス
ラ
ム
文
化
に
射
し
て
西
欧
の
ル
ネ
サ
ソ
ス
が
比
較
さ
れ
て
ゐ
る
と

す
れ
ば
宋
以
後
近
世
説
に
は
ど
-
も
賛
成
し
か
ね
る
.

｢
近
世
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
｣
と
い
-
譜
も
誤
解
を
招
く
用
語
で
は
な
か
ら
-
か
｡

ナ
..シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

民
族
的
な
自
覚
と
い
ふ
風
に
や
わ
ら
か
く
解
搾
し
て
も
'
北
方
民
族
の
活
躍
は

そ
の
一や
う
に
唯
心
論
的
に
の
み
解
し
て
よ
い
も
の
だ
ら
-
か
｡
ラ
テ
ィ
モ
ア
や

ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
し
て
ゐ
る
遊
牧
社
禽
の
運
動
沫
剤
や
征
服
王
朝

論
も
こ
の
際
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
G
い
づ
れ
に
せ
よ
中
国
史
に
西
洋
史

的
な
時
代
寝
分
と
し
て
古
代

･
中
世

･
近
世
を
適
用
す
る
前
に
社
食
構
造
と
か

生
整
様
式
に
つ
い
て
証
禽
科
笹
の
批
判
に
噂
へ
-
る
や
う
な
見
解
が
提
出
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
o
唐
と
朱
で
は
確
か
に
時
代
的
に
大
き
な
差
蓬
が
認
め
ら
れ
る

が
中
世
と
近
低
と
い
-
概
念
で
慣
分
で
き
る
か
不
尊
の
私
に
は
疑
問
で
あ
る
｡

宋
以
後
農
業
生
産
が
茸
達
し
で
小
作
制
が
普
及
し
た
こ
と
は
唐
代
と
異
る
大
き

な
事
輩
で
'
そ
の
あ
た
り
に
も
つ
と
突
込
ん
で
見
る
余
地
が
あ
る
や
-
に
感
ず

Jる
｡
と
に
か
く
宋
以
後
近
世
と
西
欧
の
近
世
で
は
近
世
の
概
念
が

一
致
し
な
い
t｡

中
歯

(叉
は
東
洋
)
の
嘗
社
食
が
酉
激
勢
力
に
侵
入
さ
れ
解
億
さ
れ
次
い
で
瓦
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静
観
主
義

･
反
敵
民
地

･
民
蘇
概
立
運
動
の
始
ま
る
頃
か
ら
東
洋
の
近
世
叉
は

近
代
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
恩
ふ
o
こ
の
間
題
に
観
し
て
は
述
べ
て

ゐ
る
余
裕
が
な
い
が
'
私
ほ
中
国
な
り
束
洋
の
融
合
経
済
構
成
が
耽
界
史
的
に

ど
-
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
博
士
の
御
教
示
を
賜
は
り

たい
と
恩
ふ
.
栗
の
証

骨
で
ほ
官
僚

･
地
主

･
商
人
が
三
位

一
鰹
を
な
し
て
支
配
階
級
を
な
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
博
士
の
詮

(
二
六
七
頁
)
に
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
を
感
じ

た
が
果
し
て
そ
の
や
-
な
意
味
で
あ
ら
う
か
｡
中
歯

･.イ
ン
ド

･
西
ア
ジ
ア
が

東
洋
的
鮭
合
の
特
徴
と
し
て
共
通
し
た
も
の
を
持
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
着
日
L
t

そ
こ
に
統

一
的
な
高
次
の
笑
ジ
ア
史
が
出
来
は
せ
ぬ
か
と
も
考
へ
る
っ
し
か
し

本
署
は
政
治

･
民
族

･
文
化
史
的
に
綜
合
さ
れ
た
精
白
の
軽
罪
を
持
つ
ユ
ニ
ー

ク
な
概
説
書
と
し
て
劃
期
的
な
名
著
と
し
て
推
さ
る
べ
き
こ
と
を
私
は
疑
は
な

い
｡
長
々
と
膏
蛇
に
お
ぢ
ざ
る
の
局
外
批
評
を
試
み
汗
顔
の
至
り
で
あ
る
が
'

非
能
に
わ
た
る
鮎
は
樽
士
な
ら
び
に
諸
発
生
の
寛
容
を
切
に
御
醸
ひ
し
た
い
o

(
佐
口

透
)
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