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本
書
は
辛
島
昇
氏
の
二
長
目
の
英
語
版
論
集
で

あ
る
。
一
冊
目
は
的
§
き
憲
§
§
葭
凡
絵
。
迷
象
壽
織

い
S
鳶
ミ
と
題
し
、
本
書
と
同
じ
く
オ
ッ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
大
学
出
版
会
デ
リ
ー
支
店
よ
り
一
九
八
四

年
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
、
私
が

本
誌
第
六
八
巻
第
一
号
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
辛
島
氏
は
一
九
八
五
年
に
イ
ン
ド
刻
文
学
会
の

会
長
を
務
め
、
現
在
は
国
際
タ
ミ
ル
学
会
の
会
長

を
務
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
海
外

で
の
活
躍
も
属
し
い
著
者
の
十
二
編
の
論
文
を
収

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
八
編
の
論
文
は

前
著
出
版
後
に
公
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
残
る

四
三
は
そ
れ
以
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
が
今
回
の

収
録
に
際
し
て
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
は
、
主
と
し
て
、
十
四
世
紀
か
ら

十
六
世
紀
に
至
る
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
時
代

の
社
会
経
済
発
展
に
関
す
る
諸
問
題
を
扱
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
前
著
は
、
十
世
紀
か
ら
十
三

世
紀
に
至
る
チ
ョ
ー
ラ
朝
時
代
の
社
会
経
済
問
題

を
中
心
的
に
論
じ
て
い
た
。

　
十
二
編
の
論
文
は
、
第
一
部
「
新
し
い
政
治
構

造
の
出
現
」
、
第
二
部
「
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王

国
支
配
下
の
社
会
経
済
発
展
」
、
第
三
部
「
ヴ
ィ

ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
穏
税
政
策
と
社
会
」
の
三

部
に
分
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
部
に
配
列
さ
れ
て
い
る
第
一
論
文
「
南
北

ア
ル
コ
ッ
ト
地
方
に
お
け
る
ナ
ー
ヤ
カ
支
配
」
は
、

巻
頭
論
文
と
し
て
、
本
書
全
体
の
論
旨
を
方
向
づ

け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で

は
、
十
五
重
言
末
に
な
っ
て
登
場
し
て
く
る
ナ
ー

ヤ
カ
と
呼
ば
れ
た
地
方
の
有
力
者
た
ち
が
、
国
王

か
ら
授
与
さ
れ
た
領
地
に
対
す
る
統
治
権
を
認
め

ら
れ
て
お
り
、
領
主
層
に
相
当
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
ま
た
彼
ら
が
自
ら
の
領
地
の
一
部
を

部
下
に
分
封
す
る
事
例
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て

い
る
。
第
二
論
文
「
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国

支
配
と
ヴ
ェ
ヅ
ラ
ー
ル
川
流
域
の
ナ
ー
ッ
タ
ヴ
プ

ル
」
お
よ
び
第
三
論
文
「
カ
ー
ヴ
エ
リ
ー
川
下
流

域
に
お
け
る
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
圏
支
配
の
変

遷
」
は
、
十
四
、
十
五
世
紀
に
お
け
る
ヴ
ィ
ジ
ャ

ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
高
官
た
ち
に
よ
る
地
方
支
配
と
、

十
六
世
紀
の
ナ
ー
ヤ
カ
た
ち
に
よ
る
地
方
支
配
と

を
比
較
し
、
後
者
が
西
欧
や
日
本
の
中
世
社
会
の

封
建
領
主
的
支
配
と
類
似
性
を
も
つ
こ
と
を
指
摘

す
る
。

　
第
四
論
文
「
チ
ョ
ー
ラ
マ
ソ
ダ
ラ
ム
に
お
け

る
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
二
人
の
半
独
立
総

督
」
は
、
十
五
世
紀
後
半
力
ー
ヴ
ェ
リ
…
川
下
流

域
の
、
領
主
ま
た
は
国
王
に
な
り
え
な
か
っ
た
過

渡
的
形
態
の
地
方
支
配
者
の
事
例
を
紹
介
し
た
も

の
。
第
五
論
文
「
チ
ン
グ
レ
プ
ヅ
ト
地
方
の
刻
文

に
見
ら
れ
る
ナ
ー
や
三
層
」
は
、
マ
ド
ラ
ス
南
方

に
位
置
し
た
こ
の
地
方
の
刻
文
に
登
場
す
る
一
二

四
の
ナ
ー
ヤ
カ
に
関
す
る
事
例
の
大
半
が
、
十
五

世
紀
の
最
後
の
四
半
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
以
上
の
五
論
文
を
収

め
た
第
一
部
で
は
、
十
五
世
紀
末
に
お
け
る
新
領

主
層
ナ
ー
ヤ
カ
の
登
場
に
最
も
大
き
な
関
心
が
払

わ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
研
究
は

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
薬
代
の
後
半
に
な
っ
て

登
場
し
て
く
る
ナ
！
ヤ
カ
支
配
が
、
新
し
い
国
家

統
治
体
制
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
見
落
し
て
い
た
、

と
い
う
。

　
第
二
部
の
第
六
論
文
「
新
地
主
集
団
の
出
現
と

耕
作
者
の
状
況
」
は
、
チ
ョ
ー
ラ
朝
時
代
に
土
地

と
権
力
を
も
っ
て
い
た
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
勢
力
が

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
時
代
に
な
る
と
後
退
し
、
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介紹

バ
ラ
モ
ン
以
外
の
地
方
有
力
者
が
登
場
し
て
く
る

こ
と
、
お
よ
び
農
業
生
産
の
主
要
な
担
い
手
が
ク

デ
ィ
と
呼
ば
れ
る
占
有
小
作
に
変
っ
て
き
た
こ
と

を
鴉
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
七
論
文
「
毒
領
借
地

人
と
し
て
の
ナ
ー
ヤ
カ
と
商
人
」
は
、
寺
領
が
ナ

！
ヤ
カ
や
商
人
に
貸
与
さ
れ
た
事
例
を
紹
介
し
て

い
る
。
第
八
論
文
「
ヴ
ァ
ラ
ソ
ガ
イ
・
イ
ナ
ソ
ガ

イ
集
団
の
蜂
起
－
農
業
社
会
に
お
け
る
抗
争
」

は
、
農
民
や
職
人
が
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の

支
配
に
抗
し
て
起
き
上
っ
た
一
四
二
九
年
の
蜂
起

を
紹
介
、
検
討
し
た
も
の
。
十
五
世
紀
宋
の
ナ
…

ヤ
カ
支
配
が
確
立
し
て
以
来
、
十
六
世
紀
に
な
る

と
こ
の
種
の
反
乱
の
記
録
が
刻
文
か
ら
消
え
て
い

く
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
九
論
文
「
カ
イ
ッ
コ
！
ラ
集
団
お
よ
び
カ
ン

マ
ー
ラ
集
団
の
勢
力
の
上
昇
」
は
、
十
五
世
紀
末

か
ら
十
六
世
紀
初
、
お
よ
び
十
六
世
紀
後
半
の
南

ア
ル
コ
ッ
ト
地
方
の
こ
れ
ら
二
つ
の
職
人
集
団
に

関
係
す
る
五
つ
ず
つ
の
斜
文
を
分
析
し
、
職
工
お

よ
び
鍛
冶
の
職
人
集
団
の
社
会
的
発
言
力
が
増
大

し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
十
論
文
「
海
外
貿
易

の
発
展
」
は
、
関
連
の
乱
文
お
よ
び
近
年
南
イ
ン

ド
の
海
岸
各
地
で
発
見
さ
れ
た
中
国
製
陶
磁
片
を

援
用
し
て
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
時
代
の
海

外
貿
易
活
動
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
以
上
の
五

論
文
を
収
め
た
第
二
部
は
、
と
り
わ
け
一
四
ご
九

年
の
蜂
起
に
注
鼠
し
な
が
ら
、
こ
れ
以
降
の
ヴ
ィ

ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
箪
国
治
下
の
タ
ミ
ル
地
方
に
お
け

る
社
会
経
済
事
情
を
多
面
的
に
論
じ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

　
第
三
部
に
は
二
つ
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
第
十
一
論
文
「
刻
文
中

の
程
税
用
語
の
統
計
学
的
分
析
」
は
、
刻
文
に
登

場
す
る
租
税
用
語
の
分
布
状
況
を
調
べ
る
と
、
著

者
の
立
論
が
補
強
さ
れ
る
と
の
観
点
に
立
っ
て
、

租
税
用
語
の
統
計
学
的
処
理
を
行
い
、
こ
れ
に
よ

っ
て
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
時
代
の
前
半
と
後

半
と
で
は
租
税
政
策
亡
大
き
な
変
化
の
あ
っ
た
こ

と
を
主
張
し
た
も
の
。
こ
の
論
文
に
関
連
し
て
、

刻
文
に
見
ら
れ
る
稚
税
用
語
の
地
域
別
、
年
代
洌

分
布
表
と
、
穏
税
用
語
索
引
、
な
ら
び
に
四
八
一

に
の
ぼ
る
租
税
関
連
差
文
の
年
代
別
一
覧
表
と
が

巻
末
五
三
頁
に
わ
た
る
付
録
と
し
て
収
載
さ
れ
て

い
る
。
最
後
の
第
十
二
論
文
「
賦
課
地
と
し
て
の

パ
ン
ダ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
イ
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
王

領
地
」
と
解
さ
れ
て
き
た
パ
ン
ダ
…
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ

イ
が
、
そ
う
で
は
な
く
「
賦
課
地
」
と
解
さ
る
べ

き
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
十
二
の
論
文
の
簡
単
な
紹
介
で
あ
る
が
、

著
者
は
こ
れ
ら
以
外
に
巻
頭
に
か
な
り
長
い
解
説
‘

を
付
し
、
そ
こ
で
、
南
イ
ン
ド
の
歴
史
発
心
に
関

す
る
著
者
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
時
代
の
半
ば
に

相
当
す
る
｝
五
樵
紀
末
ご
ろ
、
す
な
わ
ち
こ
の
王
、

国
の
最
初
の
王
朝
で
あ
る
サ
ン
ガ
マ
朝
が
崩
壊
し
、

二
番
呂
の
王
朝
で
あ
る
サ
…
ル
ヴ
ァ
朝
に
移
る
こ

ろ
か
ら
、
南
イ
ン
ド
は
封
建
制
の
社
会
に
移
行
し

た
、
と
さ
れ
る
。
本
書
の
書
名
『
新
し
い
構
成
体

に
向
け
て
』
は
、
そ
の
こ
と
を
含
意
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
著
者
は
前
著
に
お
い
て
、
チ
ョ
ー
ラ
朝
時
代
が

集
権
的
古
代
国
家
の
頂
点
に
達
し
た
時
代
で
あ
る

と
し
、
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
封
建
制
は
十
三
世
紀
’

の
チ
ョ
ー
ラ
朝
崩
壊
後
に
成
立
す
る
と
の
見
通
し

を
示
し
て
い
た
。
本
書
に
お
い
て
著
者
は
、
十
三

一
十
五
世
紀
は
封
建
制
へ
の
移
行
期
で
あ
る
と
し
、

十
五
世
紀
末
十
六
世
紀
初
に
お
け
る
ナ
ー
ヤ
カ
支

配
の
確
立
に
よ
っ
て
封
建
的
祉
会
下
成
が
成
立
す

る
、
と
す
る
。
こ
れ
以
降
の
南
イ
ン
ド
社
会
に
は

西
欧
や
日
本
の
封
建
制
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き

る
と
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
樹
建
制

社
会
と
積
極
的
に
解
す
る
に
は
、
な
お
慎
重
で
あ

り
た
い
と
い
う
姿
勢
を
、
著
者
は
一
方
で
は
崩
さ
、

な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
留
保
つ
き
で
は
あ
る
が
、
著
者
は
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南
そ
ン
ド
の
社
会
発
展
に
関
し
て
一
つ
の
仮
説
を

呈
示
す
る
。
そ
れ
は
、
チ
ョ
ー
ラ
朝
時
代
ま
で
を

「
国
家
的
奴
隷
制
」
の
時
代
、
そ
れ
以
後
の
封
建

制
へ
の
移
行
期
を
経
て
、
十
六
世
紀
以
降
を
「
国

家
曲
封
建
制
」
の
時
代
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
仮
説
に
は
、
中
村
哲
氏
の
『
奴
隷
制
・
農
奴

制
の
理
論
』
（
一
九
七
七
年
）
が
援
用
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
辛
島
氏
は
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
勢
力
の
軍
事
的
介
入
や
海
外
貿
易
の
飛

躍
的
増
大
に
よ
る
経
済
活
動
の
急
速
な
拡
大
が
、

十
六
世
紀
初
以
来
の
封
建
観
的
発
展
の
方
向
を
阻

害
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
説
明
す
る
。
樋
め
て
問

題
髪
上
的
な
仮
説
で
あ
る
。
し
か
し
南
イ
ン
ド
に

お
け
る
封
建
制
へ
の
移
行
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
ド
の
学
老
の
間
で
も
異
論
が
多
い
。
私
も
以

前
に
、
七
世
紀
の
後
半
（
パ
ッ
、
ラ
ヴ
ァ
朝
後
半
期
）

以
降
、
南
イ
ン
ド
は
中
世
社
会
に
移
行
す
る
と
の

見
通
し
を
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
辛
島
晟
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
仮
説
の
強
引

な
主
張
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
氏

は
イ
ン
ド
亜
大
陵
各
地
の
中
世
国
家
に
つ
い
て
、

実
証
的
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
強

調
し
て
止
ま
な
い
。
十
四
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に

至
る
タ
ミ
ル
地
方
の
刻
文
は
約
二
九
〇
〇
あ
る
と

さ
れ
、
そ
の
う
ち
一
二
〇
〇
を
越
え
る
露
文
が
現

在
な
お
未
公
刊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
は
、

著
者
が
そ
の
よ
う
な
乗
公
刊
刻
文
を
も
数
多
く
活
r

卜
し
な
が
ら
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
時
代
に

つ
い
て
行
な
っ
た
実
証
的
研
究
の
一
つ
の
見
本
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
書
に
は
、
鮮
明
・
明
解
な
七
葉
の
地
図
と
、

使
用
頻
度
の
高
い
用
語
に
つ
い
て
短
い
解
説
を
加

え
た
用
語
解
説
［
覧
、
そ
れ
に
詳
し
い
文
献
一
覧

と
索
引
と
が
完
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
用
語
に
は

す
べ
て
発
音
区
別
符
号
が
付
さ
れ
て
表
記
の
正
確

さ
に
備
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
一
層
学
術
書
と
し

て
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
（
三
〇
六
頁
　
一
九
九
二
年
、
σ
⑦
一
露
”

　
　
　
　
　
○
瓢
o
a
d
巳
く
Φ
鼠
蔓
勺
お
。
。
・
。
）

　
　
　
　
　
　
　
（
近
藤
　
治
　
追
手
門
学
院
大
学
敦
授
）

畑
中
敏
之
著

『
「
部
落
史
」
を
問
う
』

　
あ
た
か
も
固
有
の
種
族
で
あ
る
か
の
よ
う
な

「
部
落
罠
」
が
超
歴
史
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は

な
い
の
だ
か
ら
、
部
落
の
起
源
を
近
世
、
あ
る

い
は
中
世
に
も
と
め
、
部
落
民
の
通
史
と
し
て
の

「
部
落
磐
し
を
え
が
く
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
、

と
す
る
立
場
が
「
『
部
落
史
』
を
問
う
」
と
い
う

題
名
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
従
来
の

「
部
落
史
」
の
枠
組
み
に
対
す
る
う
た
が
い
か
ら

出
発
し
て
お
り
、
学
術
的
な
研
究
と
し
て
以
上
に
、

部
落
問
題
に
と
り
く
む
際
の
運
動
に
展
望
を
あ
た

え
る
指
針
と
し
て
も
、
大
き
な
価
値
を
も
つ
。

　
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
本
書
の
第
一
部
「
『
部

落
史
』
の
再
構
成
し
は
、
著
者
自
身
の
考
え
る
部

落
史
の
枠
組
み
が
の
べ
ら
れ
る
総
論
で
あ
る
。
著

者
は
近
世
の
「
か
わ
た
」
身
分
を
、
轍
を
強
制
さ

れ
、
下
級
行
刑
的
・
下
級
警
察
的
な
「
役
」
を
賦

課
さ
れ
、
さ
ら
に
「
平
人
」
と
の
社
会
的
隔
離
・

上
下
支
配
関
係
が
体
制
的
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
身
分
差
別
を
う
け
て
い
た
存
在
と
と
ら
え
、

こ
の
身
分
差
別
を
、
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
に
よ

っ
て
賎
民
身
分
と
し
て
の
位
置
付
け
を
否
定
さ
れ

た
う
え
で
成
り
た
つ
近
代
の
部
落
差
別
と
は
質
的

に
異
な
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
近
代
の
部

落
問
題
の
起
源
を
近
世
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
も
と
め
る
こ
と
に
反
対
す
る
立
場

が
灘
き
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
著
者
は
近
代
が
身
分

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
社
会
で
あ
っ
た
と
考
え
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
先
祖
の
旧
身
分
、
つ
ま
り
、

ひ
と
の
生
ま
れ
に
よ
っ
て
成
り
た
つ
皇
族
・
華
族

の
よ
う
な
身
分
を
体
制
的
に
容
認
す
る
社
会
と
し

て
近
代
天
皇
糊
下
の
社
会
を
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
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