
〈
近

代

〉

記
憶
装
置
の
誕
生

岩

井

洋

記憶装置の誕生〈近代〉

は
じ
め
に

〈近
代
〉
と
い
う
概
念
は
き
わ
め
て
曖
昧

で
あ
る
。
そ
し
て

〈近
代
〉
を
論
じ

る
こ
と
は
、
そ
の
概
念
を
厳
密
に
規
定
す

る
態
度
を
、
あ
ら
か
じ
め
放
棄
す
る

と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
、
と
い
っ
て
も
よ

い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は

〈近
代
〉

な
る
も

の
が
、
数
直
線
上
に
刻
み
込
ま
れ

た
単
な
る
時
代
区
分

で
は
な
く
、
そ

の
前
後

の
時
代
を
分
げ
隔

て
る
よ
う
な
濃

密
な
出
来
事
の
連
鎖
が
、
凝
縮
さ
れ

た
空
間
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
濃
密
さ
ゆ
え
に
、
〈近
代
〉

の

「腑
分
け
」

は
困
難
を
き
わ
め
、
前
後

の
時
代
と
は

「な
に
か
が
違
う
」
と

い
う
、
明
確

に
は
言
語
化
さ
れ
え
な

い
漠
然
と
し
た
感
覚
だ
け
が
、
〈近
代
〉

と
い
う
概
念
を
規
定
し
て
き
た
よ
う
に
も

み
え
る
。

　
　

　

筆
者
は
、
以
前
、
『記
憶
術

の
ス
ス
メ

近
代
日
本
と
立
身
出
世
』

に
お

い
て
、
明
治
二
十
年
代
を
中
心
と
し
た
記
憶
術
の
大
流
行
と
い
う
現
象
を
通
し

て
、
〈近
代
〉

の

一
側
面
を
描
こ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
は
十
分

に
展
開

で
き
な

か

っ
た
が
、
記
憶
術
の
登
場
は
、
〈近
代
〉
な
る
時
代

の
シ
ス
テ
ム
を
象
徴

し

て
い
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
記
憶
術
の
原
理
が
活
用
さ
れ
、

モ
ノ
や
制
度

の
体
系
に
お
い
て
も
、

記
憶
術
の
実
践
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
道
旦
ハ立
て
が
誕
生
し
た
。
そ
の
意
味
で
、

〈
近
代
〉
は
ひ
と

つ
の

〈
記
憶
装
置
〉

の
誕
生
で
あ

っ
た
と
も

い
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
〈
近
代
V
を
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
と
は
異
な

っ
た
タ
イ

プ

の

〈
記
憶
装
置
〉
が
誕
生
し
た
時
代
と
し
て
描
い
て
み
た
い
。
時
代
と
し
て

は
、
明
治
二
十
年
代
を
中
心
と
す
る
明
治
時
代
を
お
も
な
対
象
と
す
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
い
う

〈記
憶
装
置
〉
と
は
、
「人
々
が
も

の
ご
と
を
記
憶
し
た
り
想
起

し
た
り
す
る
様
式
や
身
体
実
践
を
方
向
づ
け
る
よ
う
な

シ
ス
テ
ム
」
で
あ

る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

〈
記
憶
装
置
〉
が

あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の

〈近
代
〉
的
特
徴

で
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あ
る
。
し
た
が

っ
て
本
稿

は
、
〈
記
憶
装
置

〉
の

〈近
代
〉
性
を
描
き
だ
す
、

　
　

　

「記
憶

の
社
会
学
」
あ
る
い
は

「
記
憶
の
歴
史
社
会
学
」

の
試
み
で
あ
る
。

一
、
記
憶

の
社
会

学

そ

の
視

点

と
学
問
的
背
景

本
題
に
は
い
る
前
に
、
ま
ず

「記
憶

の
社
会
学
」

の
学
問
的
背
景
と
、
そ
の

視
点
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

一
九
八
○
年
代
後
半

か
ら
、
「記
憶
」
と

い
う
テ
ー

マ
は
、
心
理
学
、
社
会

学
、
人
類
学
、
歴
史
学
を
は
じ
め
と
す
る
諸
分
野
が
交
差
す
る
重
要
な
結
節
点

と
な

っ
て
き
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
三

つ
の
動
き
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
一
)

グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ソ
と
国
民
国
家

の
揺
ら
ぎ
。

(二
)

戦
後
五
十
年
を
契
機
と
す
る
歴
史
的
回
顧
。

(三
)

記
憶
観
の
変
容
。

「
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ソ
」
(ひqδ
び
曁

鎚
什δ
コ
)
は
、
と
り
わ
け

一
九
八
○
年

　
ヨ

　

代
以
降
、
社
会
科
学

に
お
い
て
重
要
な
概
念
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。

こ
の
概

念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
や
地
域
が
ま
す
ま
す
相
互
依
存
的

に
な
り
、
世
界
が
ひ

と

つ
の
場
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
さ
す
が
、
そ
れ
は
単
純
な
文
化
の

均
質
化
や
同
質
化
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
経
済
や
情
報
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化

に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
地
域
文
化
や
民
族
文
化

の
特
殊
性

・
独
自
性
の
希

薄
化
に
対
す
る
、
地
域
主
義

・
民
族
主
義

運
動
な
ど

の
個
別
化

・
特
殊
化

へ
の

　
る

　

動
き
と
、
均
質
化

・
同
質
化

へ
の
動
き
が

同
時
に
進
行
し
て
い
る
と
考
、兄
た
ほ

う
が
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
国
民
国
家

の
枠
組

み
自
体
が
揺
ら

ぎ
は
じ
め
、
国
家
的

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
確
認
と
社
会
的
統
合
を
め
ざ
す

動
き
が
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
国
家
や
民
族

に
共
通

の
過
去
が
想
起
さ
れ
た
り
、

　
ら

　

し
ぼ
し
ぼ

「
発
明
」
あ
る
い
は

「捏
造
」
さ
れ

る
傾
向
が
あ
る
。

そ
こ
で
、

　
　

　

「記
憶
」
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。

第

二
の
戦
後
五
十
年
を
契
機
と
す
る
歴
史
的
回
顧
に
つ
い
て
は
、

ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
や
南
京
大
虐
殺
は
な
か

っ
た
と
す
る

「歴
史
修
正
主
義
」
の
台
頭
や
、
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
を
あ

つ
か

っ
た
映
画

『
シ
ョ
ア
ー
』

(ク
ロ
ー
ド

・
ラ
ソ
ズ

マ
ン
監

督
)
の
公
開
な
ど

に
よ

っ
て
、
戦
争
で
の
出
来
事
や
そ
の
記
憶

に
関
す
る
議
論

　
　

　

が
活
発
化
し
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
戦
後
五
十
年
と
い
う
ひ
と
つ
の
区
切
り

と
は
別
に
、
五
十
年
と
い
う
時
間
が
、
人
間
の
記
憶

に
対
し
て
も

つ
意
味
に
つ

い
て
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

柳
田
國
男
は
、
そ

の
自
叙
伝

『故
郷
七
十
年
』

の
冒
頭
で
、
「故
郷
と
い
う

も
の
は
、
五
十
年
が
行
き
ど
ま
り
だ
、
と
か
ね
が
ね
私
は
思

っ
て
い
た
」
と
語

っ
て
い
る
。
野
家
啓

一
は
、
こ
の

「
故
郷
」
と
い
う
言
葉
を

「
歴
史
的
記
憶
」

と
読

み
か
え
て
こ
う
い
う
。
「歴
史
的
出
来
事

の
目
撃
者

に
許
さ
れ
た
生
存
余

命
は
ほ
ぼ
五
十
年
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
『戦
後
五
十
年
』

を
め
ぐ
る
昨
今

の
回
顧
的
行
事
は
、
歴
史
的
記
憶

の
臨
界
点

に
隣
接
し
て
い
る

　
　

　

こ
と
を
、
改

め
て
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」。

つ
ま
り
、
わ
れ

わ
れ
は

「歴
史

の
証
言
者
の
死
」
(11
記
憶
の
臨
界
点
)
に
直
面
し
て
い
る
、
と

い
う
事
実
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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〈近代〉一 記憶装置の誕生

第
三

の
記
憶
観
の
変
容

に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
心
理
学
と
脳
科
学
の
分
野

で
目
立
ち
は
じ
め
た
。
従
来

の
記
憶
観
を

ひ
と
こ
と
で
い
う
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は

記
憶
の

「貯
蔵
庫

モ
デ

ル
」
と
い
っ
て
も
よ

い
。

つ
ま
り
、

一
度
記
憶
さ
れ
た

も
の
は
、
「
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
記
憶
」
と
し
て
脳
の
ど

こ
か
に
貯
蔵
さ
れ
、
そ
れ

ら
を
う
ま
く
思
い
出
せ
な
い
の
は
、
引
き
出

し
方
が
悪
い
か
、
あ

る
い
は
何
か

の
阻
害
要
因
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
新
し
い
記

　
　

　

憶
観
は
、
記
憶
の

「生
成

モ
デ

ル
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
で
、
そ
も
そ
も

「
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
記
憶
」
を
想
定
し
な

い
。
む

し
ろ
、
過
去
の
出
来
事

は
、
他
者
と

の
対
話
や

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
を
通
し
て
、
そ

の
都
度

「生
成
」
さ

れ
変
容
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
観
点

は
、

ニ
ュ
ー
ロ
ソ

(神
経
細
胞
)
の
結
合

(
シ
ナ
プ
ス
結
合
)
と
伝
達
物
質

の
や
り
と
り
か
ら
記
憶
を
と
ら
え
、
脳
が
可
塑

　れ
　

的
で
あ
る
と
考
え
る
脳
科
学
の
見
解
と
も
符
合
す
る
。

さ
て
、

こ
の
よ
う
な
三

つ
の
大
き
な
動
き
が
連
動
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に

お
け
る
記
憶
研
究
が
活
発
化
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
の
諸
研
究
が
潜
在
的

に
は

あ
る

一
定

の
方
向
性
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
結
局
、
隣
接
分
野
の
知
見
を
有
効

に
生
か
し
て
こ
な
か

っ
た
の
が
現
状

で
あ

る
。
そ
こ
で
、
諸
分
野
の
記
憶
研
究

に
共
通
す
る
視
点
を
抽
出
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
以
下

の
三
点
に
要
約

で

き
麺
・(

一
)

記
憶

の
社
会
性

(二
)

記
憶

の
可
塑
性

(三
)

記
憶

の
政
治
性

第

一
の
社
会
性
と
は
、
記
憶

は
脳
の
な
か
だ
け
の
出
来
事
な
の
で
は
な
く
、

他
者
と
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
と

い
う
視
点
で

あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
「想
起
す
る
」
と
い
う
実
践
や

〈
現
在
〉
と

い
う
時
間

　ね
　

に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。
第
二
の
可
塑
性
は
、
第

一
の
社
会
性
と

も
関
連
し
、
「想
起
す
る
」
と

い
う
実
践
を
通
し
て
、
記
憶
が
変
容
す
る
と
い

　だ
　

う
視
点
で
あ
る
。
第
三

の
政
治
性
は
、
記
念
行
事
や
記
念
碑

の
建
立
な
ど
を
通

し
て
、
国
家
統
合
や
為
政
者

の
権
力
誇
示
と
い
っ
た
政
治
的
な
目
的

の
た
め
に
、

過
去

の
出
来
事
や
イ

メ
ー
ジ
が
操
作
的

に
つ
く
り
か
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
視

　　
　

点

で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
諸
前
提
を
ふ
ま
え
て
、
記
憶

の
社
会
学
と
は
ど
の
よ

う
な
視
点
を
も

つ
の
か
。

一
般

に
、
「
記
憶
」
と

「社
会
学
」
と
い
う
二

つ
の

言
葉
は
結
び
つ
き
に
く

い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
記
憶
に
関
す
る
研
究

が
、
脳
か
ら
社
会
性

へ
と
開
か
れ
て
き

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「記
憶

の

社
会
学
」
が
成
立
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
も
そ
も
記
憶

の
社
会
学
は
、

　め
　

少
な
く
と
も

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
M

・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に

よ

っ
て
構
想
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
半
世
紀
以
上
の
あ

い
だ

「忘
却
」
さ

つ
　
　

れ
て
い
た
。
記
憶

の
社
会
学
は
、
お
お
む
ね
次

の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

え
る
。(

一
)

社
会
が
個
人
の
記
憶
や
想
起

の
あ
り
か
た
を
方
向
づ
け
る
メ
カ

ニ

ズ
ム
。

(二
)

個
人
が
想
起
と

い
う
実
践

に
よ

っ
て
、
過
去
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
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な
集
合
的
な
イ
メ
ー
ジ

(集
合
的
記
憶
)
を
生
み
出
す
メ
カ

ニ
ズ
ム
。

(三
)

集
合
的
記
億
が
個
人

の
思
考
や
行
動
、
さ
ら

に
は
社
会

の
シ
ス
テ

ム
に
お
よ
ぼ
す
影
響
。

本
稿

で
は
、
(
一
)
の
視
点

か
ら

〈
近
代

〉
を
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
工
業
化
や
技
術
革
新

に
よ
る
物
質

的
基
盤

(1ー

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
)
と
、

制
度

・
規
範
や
思
考
様
式

(1ー
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
)
の
変
化
が
、
人
々
が
も

の
こ

　レ
　

と
を
記
憶
し
た
り
想
起
し
た
り
す
る

シ
ス
テ

ム
、

つ
ま
り

く
記
憶
装
置
V

に
、

ど

の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ

し
た

の
か
が

問
題
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず

〈
近
代
〉

に
お
け
る
記
憶
術
の
登
場
に
つ
い
て
紹
介
す

る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た

い
。

二
、
記
憶
術

の
登
場

現
在
の
受
験
勉
強
に
お
け
る
歴
史
の
年
代
記
憶
法
や
英
単
語
記
憶
法
の
原
型

　　
　

が
、
明
治
二
十
年
代
を
中
心
と
す
る
記
憶
術
ブ

ー
ム
の
な
か
で
登
場
し
、
覚
え

か
た
の
原
理
は
、
ほ
ぼ

そ
の
時
期

に
出

つ
く
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
す

で
に

『記
憶
術

の
ス
ス
メ
』

の
な
か
で
指
摘
し
た
。
記
憶
術
そ
の
も

の
は
、

こ
こ
で

い
う

〈
記
憶
装
置
〉
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
覚
え
る
方
法
、
す
な
わ
ち
ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア
の
ひ
と

つ
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
〈
近
代
V
に
お
け
る
記
憶
術

の

登
場
と

い
う
出
来
事
を
通
し
て
、
〈記
憶
装
置
〉
の
構
成
を
み
る
こ
と
が

で
き

る
。
そ
こ
で
、
〈近
代
〉
に
お
け
る
記
憶
術

の
登
場

に
つ
い
て
、
も
う

い
ち
ど

簡
単

に
紹
介
し
て
お
く
。

「暗
記

で
き
ぬ
ほ
ど
増
え
た
記
憶
法
」
(『団
団
珍
聞
』
明
治
二
十
九
年

[
一
八
九

六
]
二
月
八
日
付
)
と
い
う
狂
句
が
あ
る
ほ
ど
に
、
明
治
二
十
年
代

に
記
憶
術

が
大
流
行
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
歴
史

の
表
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
た
こ

と
は
な
い
。
「記
憶
術
」
と

い
う
と
、

一
般
的

に
は
、

い
か
に
も

の
ご
と
を
覚

え
る
か
と
い
う
言
葉

の
操
作
法
や
特
定

の
思
考
法
な
ど
の
ノ
ゥ

ハ
ウ
を
思

い
浮

か
べ
る
が
、

こ
の
時
代

に
は
や

っ
た
も
の
の
な
か
に
は
、
記
憶
力
を
増
進
す
る

た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
身
体
を
鍛
え
れ
ば
よ
い
か
を
説
い
た
、

い
わ
ぽ

「
ハ
ー

ド
な
」
記
憶
術
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
甲
本
精

一
編
述

『終
身
不
忘

之
奇
術

学
術
技
芸

一
見
早

覚
』
(明
治
二
十
二
年
)
な
ど
は
、
肉
類

・
魚
介
類

・
野
菜
な
ど
の
食
べ
物

に
つ

い
て
、
詳
細

に
そ
の
効
用
と
害
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
さ
な
が
ら
図
鑑

の
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
記
憶
力
を
増
進
さ
せ
る
と
い
う
薬
の
処
方
箋
も
の
せ
ら
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
処
方
箋
の
薬
学
的
根
拠
や
、
そ
れ
ぞ
れ

の
成
分
に
ど

の
よ

う
な
効
能
が
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
平
沢
了
元

『記
憶
増
進
奇
法
』
(明
治

二
十
二
年
)
や
松
尾
邦
安

『真
誠
記
憶
法
』

(明
治
二
十
四
年
)、
谷
内
鉄
次
郎

『記
憶
増
進

ノ
秘
法
』
(明
治
二
十
七
年
)
な
ど
も
同
様

の
薬

の
処
方
箋
を
の
せ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
身
体

の
ハ
ー
ド
面
を
鍛
え
る

「
ハ
ー
ド
な
」
記
憶
術
に
み
ら
れ

る
共
通
点
は
、
住
居
や
衣
服
を
常
に
清
潔
に
し
、
飲
食
類
に
も
気
を

つ
け
る
衛

生
管
理

の
徹
底
と
、
薬

に
よ
る
記
憶
力
増
進
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
興
味
深

い
の

は
、
こ
れ
ら
の

「
ハ
ー
ド
な
」
記
憶
術
が
、

一
様

に
過
度
な

セ
ッ
ク
ス
や
オ
ナ
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ニ
ー
を

戒

め

て

い

る

こ
と

で
あ

る
。

こ

れ

は

、

当

時

流

布

し

て

い

た

「
オ

ナ

ニ

　ぬ
　

ー
有
害
論
」
と
関
係
が
あ
る
。
日
本

の
セ
ク
ソ
ロ
ジ
i

(性
科
学
)
の
原
点
と

も
な

っ
た
ア
ス
ト

ン
の

『造
化
機
論
』
(明
治
八
年
)
以
来
、
オ
ナ

ニ
ー
が
脊

髄
や
脳
を
い
た
め
る
と
い
う

「
オ
ナ

ニ
ー
有
害
論
」
が
流
布
し
、
〈過
度
な
性

的
行
為
↓
脳
…機
能

の
低
下
〉
と
い
う
図
式
が
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
当
時
、
記

憶
が
貯
蔵
さ
れ
る
部
位
と
し
て

「脳
底
」

や

「
脳
髄
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、

脳
と
記
憶

の
関
係
が
知
ら
れ
て
い
た
。
記
憶
術

の
書
物
に
も
、
多
少

の
表
現
の

差
異

は
あ
る
に
せ
よ
、
「
記
憶
は
吾
人

の
脳
底

に
感
触
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
を

保
存
す
る
も
の
」
と
か
、
「総

て
耳
目
に
入
り
た
る
事
及
び

一
度
脳
髄

に
感
触

し
た
る
事
を
永
久
に
忘
れ
ざ
る
之
を
記
憶

と
い
う
」
な
ど
と
い
う

一
文
が
み
ら

'

れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
心
理
学
書

の
翻
訳

の
影
響
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
〈過
度
な
性
的
行
為
↓
脳
機
能

の
低
下
↓
記
憶
力

の
低
下
〉
と
い
う

図
式
は
で
き
あ
が

っ
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
「精
神
病
」

の
通
俗
的
な
病
名

で
あ
る

「脳
病
」
「神
経
病
」
と
い
う
用
語
が
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
使
わ
れ

は
じ
め
て
お
り
、
さ
ら
に
、
当
時
さ
か
ん

に
メ
デ

ィ
ア
に
登
場
し
た
、
「
脳
病
」

「神
経
病
」

の
売
薬
広
告
は
、
視
覚
的

に
も

人
々
の

「
脳
」

へ
の
関
心
を
高

め

　ゆ
　

た
と
予
想
さ
れ
る
。

さ
て
、
「
ハ
ー
ド
な
」
記
憶
術

に
対
し
て
、
覚
え
る
た
め
の
ノ
ウ

ハ
ウ
、

い

わ
ば

ソ
フ
ト
面
を
論
じ
た

「
ソ
フ
ト
な
」
記
憶
術
に
つ
い
て
も
み
て
み
よ
う
。

「
ソ
フ
ト
な
」
記
憶
術

に
関
す
る
書
物
も
多

く
出
版
さ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
な

か
で
も
体
系
だ

っ
た
も
の
と
し
て
双
璧
を
な
す
の
が
、
和
田
守
菊
次
郎

の

『和

　れ
　

田
守
記
憶
法
』
(明
治
二
十
八
年
)

と
島
田
伊
兵
衛

の

『島
田
記
憶
術
』
(明
治

二
十
八
年
)
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
記
憶
術

の
書
物

の

な
か
で
、
考
案
者

の
名
前
を
冠
し
た
の
は
、
こ
の
二
人
の
も

の
だ
け
で
あ
る
。

特
に
大
阪

の
島
田
は
、
東
京
の
和
田
守
を
か
な
り
意
識
し
て
い
た
ら
し
く
、
上

京
し
て
、
自
分
の
考
案
し
た
記
憶
術
を
試
す
公
開
実
験
会
を
開

い
て
い
る
が
、

結
果
は
失
敗

に
終
わ

っ
て
い
る
。

一
方

の
和
田
守
は
、
最
初
は
代
言
人

(現
在

の
弁
護
士
)
で
あ

っ
た
が
、
詐
欺
事
件

で
逮
捕
さ
れ
、
獄
中

で
記
憶
術
を
考
案

し
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
ち
主
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
和
田
守

の
記
憶
術
は
、
実
業
家
、
渋
沢
栄

一
や
公
爵
、
近
衛
篤
麿
、
講
道
館
柔
道
の
創

始
者
、
嘉
納
治
五
郎
を
は
じ
め
、
帝
国
大
学

の
諸
教
授

の
あ
い
だ

で
も
絶
賛
さ

れ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
歴
史

の
表
舞
台

に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
和
田
守
は

「日
本
記
憶
学
会
」
な
る
も
の
も
設
立
し
、
会
員
制

の
講
習

会
や
通
信
教
育
も
行

っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
明
治
十
年
代

に
は
全
国
的

に
拡
大

し
た
と
考
え
ら
れ
る
郵
便
網
を
前
提
と
し
て
い
る
。

「
ソ
フ
ト
な
」
記
憶
術
の
内
容
は
と
い
う
と
、
ど
れ
も
あ
ま
り
大
き
な
違

い
は

な
い
。
具
体
例
は
煩
雑
で
あ
る
の
で
、
紙
面

の
関
係
上
、

こ
こ
で
は
割
愛
し
た

い

(『記
憶
術
の
ス
ス
メ
』
を
参
照
)
。
簡
単
に
い
え
ば
、
「イ

ロ
ハ
」

の
よ
う
な
、

な
じ
み
の
あ
る
文
字
配
列
を
利
用
し
、
そ
れ
ら
に
覚
え
た
い
単
語
や
語
句
を
、

語
呂
合
わ
せ
を
使

っ
て
結
び

つ
け
た
り
、
語
呂
合
わ
せ
を
使

っ
た
文
章
を
作

る

だ
け

で
あ
る
。
現
在

の
英
単
語
記
憶
法
や
歴
史

の
年
代
記
憶
法
を
思

い
出
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
、
原
理
的

に
は
比
較
的
単
純
な
記
憶
術

に
対
し
て
、
詳
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細
な
原
理
原
則
が
説
明
さ
れ

て
い
る
場
合
が
多
く
、
『和
田
守
記
憶
法
』
な
ど

は
四
百
十
四
頁

に
わ
た
る
大
著
で
あ
り
、
そ

の
原
理
原
則
を
覚
え
る
た
め
の
記

憶
術
が
必
要
な
く
ら

い
で
あ
る
。

さ
て
、
「
ソ
フ
ト
な
」
記
憶
術

で
興
味
深

い
の
は
、
友
成
新
太
郎

『即
席
記

憶
法
』
(明
治
二
十
四
年
)
や
太
田
肇

『記
憶
術
』
(明
治
二
十
八
年
)
の
よ
う

に
、

記
憶
術

の
基
礎
と
な
る
文
字
配
列
と
し
て
、
故
郷

の
人
家
を
あ
げ

て
い
る
も

の

が
あ
る
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
故
郷

の
隣
人
や
家

の
な
ら
び
か
た
を
思
い
出
し
、

そ
れ
ら
に
覚
え
た
い
単
語
や
語
句
を
結
び

つ
け

て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
記
憶
術

の
背
後
に
は
、
地
方
か
ら
都
市

へ
の
人
口
移
動
と
い
う
現
象
が
あ

る
。

見
田
宗
価
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
近
代
史

に
お
い
て
、
明
治
二
十
年
代
と

昭
和
元
年
ご
ろ
の
二
回
、
「民
謡
」
の
流
行

が
あ

っ
た
が
、
明
治
期

の
ブ
ー
ム

は
、
さ
ら
に
明
治
二
十
二
年

(
一
八
八
九
)
と
二
十
九
年
を
中
心
と
す
る
二

つ

の
ピ
ー
ク
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
か
ら
都
市

へ
の
人
口
流
入
を
前
提
と

し
て
お
り
、
事
実
、
こ
の
時
期

に
人
口
の
大
規
模
な
移
動
を
可
能
に
す
る
鉄
道

網
が
整
備
さ
れ
は
じ
め
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
二
十
二
年

に
は
東
京
-
神
戸
間

に
東
海
道
本
線
が
開
通
し
、
二
十
四
年
に
は
東
北
本
線
、
二
十
六
年

に
は
信
越

本
線
が
全
通
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
ソ
フ
ト
な
」
記
憶
術
自
体

は
、
古
代
よ
り
西
洋
に
存
在

し
、

明
治
期
に
あ
ら
わ
れ
た
記
憶
術
の
多
く
も
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
イ

ロ
ハ
に
か

　お
　

え
た
り
し
た
、
い
わ
ば
西
洋
流
の
記
憶
術

の
翻
案
で
あ
る
と

い
え
る
。

一
見
、

無
数
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
記
憶
術
も
、
そ
れ
ら
を
仔
細
に
み
る
と
、
実
は
意

外
に
単
純
な
原
理
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「記
号
化
」
「配

置
」
「関
連
づ
け
」

の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代

の
記
憶
術

に
お
い
て
も
、

あ
ま
り
事
情
は
か
わ
ら
な
い
。

「
記
号
化
」
と
は
、
覚
え
た
い
事
柄
を
単
純
な
記
号
、
た
と
え
ば

ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
や
イ
ロ
ハ
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
る
。
記
憶
術
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ

も
複
雑
な
世
界
、
複
雑
な
対
象
を
で
き
る
だ
け
単
純
な
シ
ス
テ
ム
に
置
き
換
・兄
、

そ
の
単
純
な
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
を
覚
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
膨
大
な
記
憶
の
手

　　
　

間
を
省
く
と
い
う
も

の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
「記
号
化
」
は
記
憶
術

に
お

い
て
不
可
欠

の
要
素

で
あ
る
。
「配
置
」
は
、
覚
え
た
い
事
柄
や
記
号
化
さ
れ

た
も

の
を
、
覚
え
や
す
い
よ
う
に
並
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
建
物

の

上
に
置

い
て
覚
え
て
い
く
西
洋

の
古
典
的
な
記
憶
術
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。

「関
連
づ
け
」
は
、
記
号
化
さ
れ
た
り
配
置
さ
れ
た
事
柄

を
、
様
々
な
方
法

で

結
び

つ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
例
と
し
て
は
、
覚
、兄
た
炉
事
柄
を
並
べ
て
、

ひ
と

つ
の
文
章
を
つ
く
り
だ
す
方
法
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
三

つ
の
原
理
は
、
〈
近
代
〉

の

〈記
憶
装
置
〉
を
考
え
る
場
合

に
も
役
立

つ
。
そ
こ
で
、
次

に
教
育

シ
ス
テ
ム
の
な
か
に

〈
記
憶
装
置
〉

の
あ

り
か
た
を
さ
ぐ
る
。

三
、
記
憶
術

と
し
て

の
教
育

シ
ス
テ
ム

筆
者
は

『記
憶
術
の
ス
ス
メ
』
に
お
い
て
、
近
代
学
校
制
度
に
お
け
る
教
育

　お
　

シ
ス
テ
ム
自
体
が
記
憶
術
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
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は
、
二
つ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第

一
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
構
造
的
要
因
に

よ

っ
て
、
〈近
代
〉
の
教
室
空
間
が
暗
記

の
強
制

へ
と
む
か
わ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
教
室
空
間

に
お
け

る
道
具
立

て

("

ハ
ー
ド
ゥ

ェ
ア
)

が
、
前
述
し
た
記
憶
術

の
原
理
を
暗
黙

の
う
ち
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
、
で
あ

る
。前

者

に
お
け
る
構
造
的
要
因

は
、
以
下

の
四
点
に
要
約

で
き
る
。

(
一
)

「立
身
出
世
」
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー

の
登
場
と
競
争
社
会
の
到
来
。

(二
)

試
験

の
過
熱
化
。

(三
)

教
室
空
間

に
お
け
る
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア

・
ハ
ー
ド
ウ

ェ
ア
の
変
容
。

(四
)

教
員
の
速
成
と
授
業

の
マ
ニ

ュ
ア
ル
化
。

福
沢
諭
吉

『学
問

の
ス
ス
メ
』
(明
治
五
年
)
の
冒
頭
に
あ
る
、
「
天
は
人
の

上

に
人
を
造
ら
ず
…
…
」
に
は
じ
ま
る
く

だ
り
は
、

一
般

の
理
解
と
は
異
な
り
、

四
民
平
等
の
バ
ラ
色

の
未
来
を
予
言
す
る

「福
音
」
と
い
う
よ
り
か
は
、
む
し

ろ

「競
争
社
会

へ
の
プ

レ
リ

ュ
ー
ド
」
と
理
解
し
た
ほ
う
が

よ
い
。

つ
ま
り
、

万
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
先
は
学
問
の
有

無
に
よ

っ
て
人
生
が
決
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『学
問

の
ス
ス
メ
』

の
半
年
後
、
「学
制
」
発
布

の
前
日
に
出
さ
れ
た

「被
仰
出
書
」
(太
政
官
布
達

第
二

一
四
号
)
で
は
、
学
校
教
育
に
お
け

る
知
識
と
技
術

の
修
得
が
、
立
身
出

世

の
最
低
条
件
で
あ

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き

の
な
か

で
、
『学
問

の
ス
ス
メ
』
と
ス
マ
イ
ル
ズ
の

『西
国
立
志
編
』
(明
治
三
、
四
年
)

　め
　

を
バ
イ
ブ
ル
と
す
る

「立
身
出
世
」
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
が
あ
ら
わ
れ
る
。

立
身
出
世
を
な
し
と
げ
る
た
め
に
は
、
学
問
を
修
得
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

数
々
の
試
験
に
合
格
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
「
受
験
」
や

「受
験
生
」

と
い
う
言
葉
が
、
特
別
の
意
味
を
も

つ
よ
う
に
な
る
。
試
験

の
た
め
に
多
く
の

事
柄
を
記
憶
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
た

「受
験
生
」

の
存
在
と
、
前
述

の
記
憶
術

ブ
ー
ム
は
無
関
係
で
は
な
い
。
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
教
育
政
策

の
最
高
顧

問
と
し
て
文
部
省

に
招
聘
さ
れ
た
、
D

・
モ
ル
レ
ー

(
一
八
三
〇
～

一
九
〇
五
)

が
導
入
し
た
、
「等
級
」
別

の
教
育
、
進
級
試
験
、
合
格
者

へ
の
証
書

の
授
与
、

と
い
う

「
ア
メ
と
ム
チ
」
の
シ
ス
テ
ム
が
定
着
し
、
試
験
は
次
第

に
過
熱
化
し

　が
　

て
い

っ
た
。

教
育
空
間
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
寺
子
屋
的
な
教
授
法
か
ら
、
学
級

の

全
生
徒

に
対
し
て
、
同
時
に
同

一
の
教
育
内
容
を
教
授
す
る

コ

斉
教
授
法
」

へ
の
変
化
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
の
変
化
は
、

ハ
ー
ド
ウ

ェ
ア
の

変
化
と
連
動
し
て
お
り
、
寺
子
屋
以
来

の
軽
量
小
型
で
移
動
し
や
す
い
天
神
机

か
ら
、
生
徒
が
教
師
と
対
面
し
て
腰
掛
け
る
タ
イ
プ
の
机
と
腰
掛
け

へ
の
変
化

　お
　

が
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
正
座
か
ら
椅
子
に
す
わ
る
と
い
う
身
体
実
践

の

　ふ
レ

洋
風
化
を
も
た
ら
し
た
。

さ
て
、

一
斉
教
授
法

の
導
入
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
は
、

「問
答
法
」

の
導
入
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
わ
が
国
初

の
小
学
校
教
員
養
成
機
関
、

師
範
学
校

(明
治
五
年
設
立
)
で
指
導
に
あ

た

っ
て
い
た
、

ア
メ
リ
カ
人
M

・

ス
コ
ッ
ト

(
一
八
四
三
～

一
九
二
二
)
の
影
響
を
受
け
て
導
入
さ
れ
た
。
そ

の

内
容
は
、
教
室
に
掛
け
ら
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な

「掛
け
図
」
を
利
用
し
た
問
答
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で
あ

る
。
そ
の
起
源

は
、

ス
イ

ス
の
教
育

学
者
、
J

・
H

・
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ

(
一
七
四
六
～

一
八
二
七
)
の
教
育
思
想

に
も

と
つ
く

「
オ
ブ
ジ

ェ
ク
ト

・
レ
ッ

ス
ソ
」
(o
豆
8
こ
Φωω8
)
で
あ
り
、
「庶
物
指
教
」
と
訳
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ

は
も
と
も
と
、
暗
記
に
終
始
す
る
教
育

へ
の
反
省
か
ら
、
で
き
る
だ
け
い
ろ
い

ろ
な

モ
ノ

(庶
物
)
に
ふ
れ
さ
せ
た
り
、
具
体
的
な

モ
ノ
を
通
し
て
、

モ
ノ
や

現
象
に
対
す
る
自
発
的
な
探
求
心
や
理
解

を
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
実
物
を
教
材
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ

の
代
用
と
し
て
掛
け
図
が
利
用
さ
れ
は
じ

め
た
。
日
本

に
輸
入
さ
れ
た
、
掛
け

図
を
利
用
し
た
教
育
法
は
、

ス
イ
ス
の
ペ

ス
タ

ロ
ッ
チ
主
義
が
、
イ
ギ
リ
ス
、

カ
ナ
ダ
、

ア
メ
リ
カ
を
経
由
す
る
う
ち
に
形
骸
化
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
の

た
め
、
元
の
精
神
は
忘
れ
ら
れ
、
生
徒
の
自
発
性
を
引
き
だ
す
べ
き
問
答
法
が
、

皮
肉
に
も
暗
記
の
強
制

へ
と
転
化
し
て
い

っ
た
。
た
と
え
ば
、

ス
コ
ッ
ト
の
教

授
法
を
普
及
す
べ
く
、
師
範
学
校

の
初
代
校
長
、
諸
葛
信
澄
が
書

い
た

『小
学

教
師
必
携
』
(明
治
六
年
)
の

「下
等
小
学

第
八
級

問
答
」
に
は
、
次

の
よ

う
な
例
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

柿

ト
イ

フ
物

ハ
、
如

何

ナ

ル
物

ナ

リ

ヤ
、

○

柿

ノ
木

二
熟

ス

ル
実

ナ

リ

、

何

ノ
用

タ

ル
物

タ

リ

ヤ
、

○

果

物

ノ

一
種

ニ
シ

テ
、

食

物

ト

ナ

ル

モ

ノ

ナ

リ

、

如

何

ニ
シ
テ
食

ス

ル
ヤ
、

○

多

ク
生

ニ
シ

テ
食

シ
、

希

ニ

ハ
、

乾

シ

テ
食

ス

ル

モ

ア
リ
、

…

…

こ
の
よ
う
に
、
丸

(○
)
を
境
と
し
て
、
教
師
が
問
う
部
分
と
生
徒
が
答
え

る
部
分

に
分
か
れ
、
単
語
図

(掛
け
図
の
一
種
)
に
書
か
れ
た
柿
を
さ
し
て
教

師
が
問
い
、
そ
れ
に
生
徒
が
答
え
る
。
各
問
ご
と
に

一
人
の
生
徒
が
答
え
終
わ

る
と
、
全
員
が

こ
れ
を
復
唱
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
こ
の
問
答
が
、
前

記

の
よ
う
な

「台
本
」
に
し
た
が

っ
て
、

一
字

一
句
間
違
わ
ず
に
答
え
な
け
れ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
答
え
は
ひ
と

つ
し
か
な
い
の

で
あ
り
、
完
璧
な
暗
記
が
目
的
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う

に
、
学
校
教
育
が
暗
記
の
強
制

へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、

教
員
を
速
成
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
、
差
し
迫

っ
た
現
実
が
あ

っ
た
。

「学
制
」
(明
治
五
年
)
で
は
、

二
十
歳
以
上

の
男
女

で
、
師
範
学
校
か
中
学
校

の
卒
業
証
書
を
も

っ
て
い
る
者
は
教
員
資
格
が
あ
る
、
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、

明
治
七
年
に
は
、
小
学
校

の
数
は
す
で
に
二
万
校
以
上

に
の
ぼ
り
、
こ
の
規
定

　　
　

に
適
合
し
た
教
員
を
配
置
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

っ
た
。
そ
こ
で
政
府

は
規
制

緩
和
し
、
各
種
試
験
に
よ
る
教
員
資
格

の
授
与
を
実
施
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
で
、
十
分
な
教
育
技
能
も
な
い
ま
ま
に
教
育
現
場
に
配
置
さ
れ
た
教

師
た
ち
に
は
、
自
分
が
し
ゃ
べ
る
台
詞
だ
け
で
は
な
く
、
生
徒
が
し
ゃ
べ
る
台

詞
も
明
確

に
書

か
れ
た
台
本
が
必
要
だ

っ
た
。
以
上

の
よ
う
な
構
造
的
要
因
が
、

教
室
空
間

に
お
け
る
暗
記
の
強
制
と
い
う
現
象
を
生

ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

　れ
　

た
、
豊
田
久
亀
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も

「学
制
」
初
期
に
お
い
て

　
む
レ

は
、
古
典

の
素
読
と
い
う
従
来
の
教
育
法
が
残

っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
、
問
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〈近代〉一 記憶装置の誕生

答
法
に
よ
る
授
業
が
暗
記
の
強
制

へ
と
傾

い
て
い
っ
た

一
因

で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

な
お
、
暗
記
を
強
制
す
る
よ
う
な
授
業
方
法

に
対
す
る
批
判
が
あ

っ
た
こ
と

も
、
付
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
文
部
官
僚
と
し
て
学
事
視
察

を
お
こ
な

っ
た
西
村
茂
樹

は
、
教
育
現
場

で
実
践
さ
れ
て
い
る
問
答
法
が
、
本

来
の

「
オ
ブ
ジ

ェ
ク
ト

・
レ
ッ
ス
ン
」
と

は
似

て
非
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を

　お
　

見
抜
い
て
い
た
し
、
和
歌
山
県
学
務
課
の
下
村
房
次
郎
も
、
明
治
十
年
、
単
語

問
答
に
つ
い
て
、
「児
童
軟
弱

ノ
脳
裏

二
記
憶

ヲ
強
任
」
し
、
「
大

二
理
会

ノ
才

ヲ
障
害
」
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
舟
を
見

た
こ
と
も
な
い
山
村

の
子
ど
も
に
、

「櫂

ハ
如
何

ナ
ル
モ
ノ
カ
」
と
問
う
た
り
、
熊
を
見

た
こ
と
も
な
い
海
辺

の
子

ど
も
に
、
「熊

ハ
如
何

ナ
ル
モ
ノ
カ
」
な
ど

と
問
う

て
も
意
味
が
な
い
と
批
判

　ぬ
　

し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
も
、
「従
来
空
誦
暗
記

ノ
弊

ヲ

一
洗

シ
教
授

ノ

方
法
ヲ
シ
テ
心
性
開
発

ノ
点

二
傾
向

セ
シ
ム
ル
」
こ
と
を
め
ざ
し
た
、
若
林
虎

三
郎
と
白
井
毅

の

『改
正
教
授
法
』
(明
治
十
六
年
)
が
出
版
さ
れ
、
暗
記

・
注

入
型
の
授
業
か
ら
子
ど
も

の
自
己
発
達
を
促
進
す
る
よ
う
な
授
業

へ
の
展
開
が

試

み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
も
、

教
師

の
問
と
生
徒

の
答
を
あ
ら
か
じ

　　
　

め
用
意
し
た
形
式
主
義

へ
と
陥

っ
て
し
ま

っ
た
。

さ
て
、
教
室
空
間
に
お
け
る
道
具
立
て
が
、
記
憶
術

の
原
理
を
暗
黙
の
う
ち

に
活
用
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
こ
れ
は
、
お
も
に

問
答
法
に
お
け
る
掛
け
図
に
み
ら
れ
る
。

明
治
六
年
、
師
範
学
校
で
は
、
M

・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
N

・
A

・
カ

ル
キ
ン
の

『学
校
家
庭
掛
図
』
を
翻
案

し
、
「五

十
音
図
」
「単
語
図
」
「連
語
図
」
を
は
じ
め
計
二
十
八
枚

の
掛
け
図
を
刊
行
し

た
。
た
と
え
ば
、
『小
学
教
師
必
携
』
(前
述
)
の

「
五
十
音
図
」

の
指
導
法
に

は
こ
う
あ
る
。
「五
十
音
図
を
教
え
る
と
き

は
、
子
音
と
母
音

の
区
別
を
教
え

た
の
ち
、
行

(ア
イ
ウ
エ
オ
)
と
列

(ア
カ
サ
タ
ナ
)
の
区
別
を
教
え
、
暗
記
さ

せ
る
た
め
に
、
五
十
音
図

の
な
か
の

一
字
を
黒
板
に
書
き
、
こ
れ
は
ど
の
行
で

ど
の
列

の
文
字

か
を
問
う

の
が

よ
い
」
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
古
典
的
な
記
憶
術

の
手
法

で
、
記
憶
す
べ
き
事
柄
を
場
所

(こ
こ
で
は
行
と
列
)
と
と
も
に
お
ぼ

え
る
も

の
で
あ
り
、
前
述

の

「配
置
」
と
い
う
原
理

に
対
応
す

る
。
ま
た
、

「連
語
図
」
は
、

テ
ー

マ
別

に
、
人
間

・
学
校

・
場
所

・
地
理

・
食
物
を
は
じ

め
十
種
に
わ
か
れ
、
各
項

の
最
初

に
い
く
つ
か
の
単
語
を
あ
げ
、
次

に
そ
れ
ら

ヘ

へ

を
含
ん
だ
文
章
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「勉
強
は
健
康
よ
り
生
り

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
健
康
は
養
生
よ
り
来
る
○
養
生

の
人
は
食
物
と
飲
物
を
え
ら
び
勉
強

の
者
は

朝
寝
と
昼
寝
を
戒
む
」
(傍
点
は
筆
者
)
と
い
う
よ
う
に
、
単
語
が
数
珠

つ
な
ぎ

に
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
記
憶
す
べ
き
単
語
を
文
章

に
し
て
、
リ
ズ
ム
よ
く

覚
え
ら
れ
る
工
夫

で
あ
り
、
前
述

の

「関
連
づ
け
」
と
い
う
記
憶
術

の
原
理
に

対
応
す
る
。

人
類
学
者
J

・
グ
デ

ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
リ
ス
ト
は
、
部
類

の
視
覚

性
と
明
確
さ
を
増
大
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
…
…
記
憶
再
生

に
重
要
な
情
報
の

　　
ソ

序
列
的
秩
序
化
を
行
な
う
こ
と
を
容
易

に
す
る
」。
さ
ら
に
、
表

の
体
裁
や
配

　サ
　

置
は
、
言
語
記
憶
を
組
織
化
し
、
分
類
や
想
起

に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
。
掛
け
図

の
編
者
た
ち
が
、
記
憶
術
を
ど

の
程
度
意
識
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
結
果
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　お
　

的

に
は
、
覚
え
や
す
さ
を
配
慮
し
た
構
成

に
な

っ
て
い
る
。

四
、
網
羅
と

一
覧

モ
ノ

・
コ
ト

の
増
殖
と
表
象

の
イ

ソ
フ
レ

ー

シ
ョ
ソ

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
記
憶
術
と
い
う

の
は
、
複
雑
な
世
界
や
対
象
を
で

き
る
だ
け
シ
ソ
プ

ル
な
シ
ス
テ
ム
に
置
き
換

え
、
そ
の
シ
ソ
プ

ル
な
ほ
う
を
覚

え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
膨
大
な
記
憶

の
手

間
を
省
く
と

い
う
も
の
だ

っ
た
。

〈近
代
〉
に
お
け
る
記
憶
術

の
登
場

は
、
凄

ま
じ

い
ま
で
の
モ
ノ
と

コ
ト
の
増

殖
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
表
象

の
増
殖
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

記
憶
術
は
、
モ
ノ

・
コ
ト

・
表
象

の
増
殖

に
直
面
し
て
、
そ
れ
ら
が
自
分
の
視

野
に
お
さ
ま
る
よ
う
に
シ
ソ
プ

ル
化
す
る
実
践
で
は
な
か
っ
た
か
。

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な

っ
た
服
部
撫
松

の

『東
京
新
繁
盛
記
』

(明
治
七
年
)

が
描

い
た
東
京
は
、
前
田
愛
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
文
明
開
化

の
記
号
と
し
て

の
モ
ノ
が
ひ
し
め
く
陳
列
場

で
あ

っ
た
と

い
え
る
。
「銀
座

の
煉
瓦
街

・
国
立

第

一
銀
行
な
ど
の

〈
た
て
も
の
〉
が
あ
り
、
人
力
車

・
馬
車

・
蒸
気
車
な
ど

の

〈
の
り
も
の
〉
が
あ
り
、
ラ
ソ
プ

・
ビ
ー
ル

・
シ
ャ
ボ

ソ
な
ど
の

〈
し
な
も
の
〉

が
あ
り
、
西
洋
眼
鏡
、
博
覧
会
な
ど
の

〈
み
せ
も
の
〉
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
モ

ノ
の
集
合

に
は
、
『文
明
開
化
』

の
カ
タ

ロ
グ
を
読
者
に
提
供
す
る
啓
蒙
的
な

　お
　

意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
」。
さ
ら
に
、
モ
ノ
や

コ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
翻
訳

語

の
増
殖
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
象
も
増
殖
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は

「増

　れ
　

殖

」

と

い
う

よ

り

か

は

、

表

象

の

「
イ

ソ

フ

レ

ー

シ

ョ

ン
」

に
近

か

っ
た

。

な

ぜ
な
ら
ば
、
翻
訳
す
べ
き
ひ
と
つ
の
原
語
に
対
し
て
、
複
数

の
訳
語
が
登
場
し

た
か
ら
で
あ
る
。

森
岡
健

二
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
英
和
辞
典
に
お
け
る
訳
語

の
変

　む
　

遷
を
詳
細
に
研
究
し
、
そ
れ
を
い
く

つ
か
の
段
階
に
わ
け
て
分
析
し
て
い
る
。

　

明
治
五
年
以
前
は
、
英
語
学
が
な
か
ぽ
蘭
学

に
依
存
し
、
英
蘭
辞
典
と
蘭
和
辞

典
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
訳
語
が

つ
く
ら
れ
、
そ
の
語
彙
も
江
戸
語
と
認
め
ら
れ

る
も

の
が
多
か

っ
た
。
こ
の
時
期

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
堀
達
之
助
等

の

『英
和
対
訳
袖
珍
辞
典
』
(文
久
二
年

[
一
八
六
二
])
が
あ
る
。
明
治
六
年

か
ら
二
十
年
に
か
け
て
は
、
蘭
学

の
影
響
を
や
や
脱
し
た
も
の
の
、
今
度

は
新

た
な
拠
り
所
と
し
て
、
英
華
辞
書

つ
ま
り
英
語
-
中
国
語

の
辞
書
が
用

い
ら
れ

た
。
江
戸
語

か
ら
現
代
語

に
い
た
る
過
渡
期
で
、
漢
語
と
和
語

(ふ
り
が
な
)

を
組

み
合
わ
せ
、
ひ
と

つ
の
訳
語
が
新
旧
両
面
を
か
ね
そ
な
え
て
い
る
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。
こ
の
時
期

の
代
表
は
柴
田
昌
吉

・
子
安
峻

の

『附
音
挿
図

英

和
語
彙
』
(明
治
六
年
)
で
、
後

の
辞
書

に
大
き
な
影
響
を

お
よ
ぼ

し
た
。
明

治
二
十

一
年
か
ら
四
十
四
年

で
、
よ
う
や
く
訳
語
は
英
華
辞
書
か
ら
脱
し
、
日

本
人
独
自

の
訳
が
試
み
ら
れ
る
。
現
代
訳
語
に
非
常
に
近
づ
く

の
は
、

こ
の
時

期

で
あ
る
。

こ
の
時
期

の
代
表
は
、
島
田
豊
纂
訳

『附
音
挿
図

和
訳
英
字

彙
』
(ア
ー
サ
ー
1ー
ロ
イ
ド
序
、
曲
直
瀬
愛
校
訂
、
杉
浦
重
剛

・
井
上
十
吉
校
閲
、

明
治
二
十

一
年
)
と
、
イ
ー
ス
ト

レ
ー
キ
、
棚
橋

一
郎
共
訳

『ウ

エ
ブ

ス
タ
ー

氏
新
刊
大
辞
典

和
訳
字
彙
』
(明
治
二
十

一
年
)
で
あ
る
。
明
治
六
年
か
ら
二

十

一
年

の
十
五
年
間
に
、
文
明
、
政
治
、
経
済
、
社
会
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る

132



〈近代〉一 記憶装置の誕生

「新
造
漢
語
」
、

つ
ま
り
外
来
語
を
音
訳

・
カ
タ
カ
ナ
表
記
せ
ず

に
意
訳
し
た
造

　れ
　

語
が
、
ほ
ぼ
出
尽
く
し
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
間
、
訳
語
は
混
乱
を

き
た
し
た
。
た
と
え
ば
、
「鋤
び
ω
q
鋤
9
」
と

い
う
単
語

に
は
、
「抜
萃
」
「バ

ッ

ス
イ
」
「撮
要
」
「
異
リ
タ
ル
」
「抽
象
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
訳
語
が

つ
け
ら

れ
て
い
た
。

さ
て
、

モ
ノ

・
コ
ト
の
増
殖
と
表
象

の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
に
対
す
る
方
策

と
し
て
考
え
だ
さ
れ
た
の
は
、

モ
ノ

・
コ
ト

・
表
象
を

〈集
め
↓
並
べ
↓
分
類

す
る
〉
と
い
う
博
物
学
的
な
視
点
だ

っ
た
。
た
と
え
ぽ
、
明
治

に
刊
行
さ
れ
た

節
用
集

の
流
れ
を
く
む
日
用
百
科
事
典
の
類
は
、
網
羅
性
と

一
覧
性
を
そ
の
特

徴
と
し
て
い
る
。
し
か
も
興
味
深

い
こ
と

に
、
そ
れ
ら

の
な
か
に
は
、
「暗
記
」

や

「記
憶
」
と
い
う
言
葉
を
書
名

に
含
む
も

の
も
あ
り
、
増
殖
す
る
モ
ノ

・
コ

ト

・
表
象
を
記
憶
す
る
こ
と

へ
の
関
心
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
。

明
治
八
年

(
一
八
七
五
)
に
出
版
さ
れ

た
清
原
宜
道
編

『暗
記
便
覧
表
』
は
、

歴
代
天
皇
、
元
号
、
五
十
音
、
九
九
、

ロ
ー

マ
字
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
時
数

表
、
六
大
州
、
度
量
衡
な
ど
が

一
枚

の
紙
面

に
、

一
覧
表
形
式

で
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
柳
原
義
三

の

『し
ら
ぬ
は
恥

(記
憶
千
金
)』
(イ
ー
グ
ル
書
房
、

明
治
二
十
年
十
月
)
は
、
「政
府

の
事
」
「府

県
庁

の
事
」
「
代
言
人
の
事
」
な
ど

を
は
じ
め
十
六
件

に
つ
い
て
の
知
識
を
載

せ
て
い
る
。
明
治
十
九
年
か
ら
二
十

年

に
か
け
て
、
大
阪
の
忠
雅
堂
か
ら
だ
さ
れ
た
樋
口
文
二
郎

の

『現
今
活
用
記

憶

一
事
千
金
』
は
、
三
巻
も

の
の
和
装
本

で
全
七
九
二
頁

に
わ
た
る
。
懐

に
入

れ
て
携
帯
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
ら
し
く
、
七

セ
ソ
チ
×
十
三
セ
ソ
チ

と
い
う
小
型
な
が
ら
、
そ
の
中

に
は
お
び
た
だ
し
い
量

の
知
識
が
詰

め
込
ま
れ

て
い
る
。
大
日
本
神
代
略
系
図
や
帝
王
歴
代
表
と

い
っ
た
皇
室
関
係

の
記
事
が

本
題

に
は
い
る
前

に
お
か
れ
、
以
下
二
十
三
の
テ
ー

マ
に
関
す
る
知
識
が
、
豊

富
な
図
表
と
と
も
に
羅
列
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ン
ジ
ン
グ

ハ

○
諸
規
則
之
部
/
印
税
規
則
○
南
宗
画
独
学
○
石
印
篆
刻
独
学
○
和
歌
詠

心
得
之
大
概
○
俳
諧
式
大
概
○
煎
茶
ノ
独
学
○
茶
湯
独
学
大
概
○
活
花
独

稽
古
○
鉢
山
図
式
並
培
養
法
○
盆
栽
培
養
法
ノ
大
概
○
庭
造
心
得
並
図
式

○
西
洋
料
理
大
概
○
和
洋
妙
術
秘
伝
○
家
相
可
否
弁
解
ノ
略
記
○
活
益
日

用
文
之
部
○
商
家
日
用
文
之
部
○
横
文
字
独
稽
古
之
部
○
内
国
名
郡
名
○

内
国
各
港
航
海
里
程
表
○
国
立
銀
行
○
諸
規
則
追
集
之
部
○
諸
証
書
之
文

式
○
商
家
実
益
心
得
ノ
弁

明
治
二
十
九
年
十

二
月

に
大
阪

で
だ
さ
れ
た
川
原
梶
三
郎

の

『記
憶
大
全

知
恵

の
礎

(
一
名
浪
花
み
や
げ
)』
も
同
様

の
性
格
を
も

っ
て
い
た
。

せ
き
て
い

あ
る
じ
し
ず

ね

自
ら
を

「磧
亭

の
主
人
閑
舟
」
と
洒
落
こ
ん
だ
著
者
の
序
文

「巻
開
き

の
口

上
」
に
よ
る
と
、
古
本
を
渉
猟
し
て
い
る
と
、
大
博
士
に
な
る
の
も
不
可
能

で

は
な
い
と
確
信
し
て
以
来
、
古
本
屋
を
あ
さ
り
ま
わ
り
、
こ
の
本
を
書
く
た
め

に
買

い
集

め
た
書
物
は
お
よ
そ

「十
千
万
貫
」

に
の
ぼ
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く

「白
髪
三
千
丈
」

の
類

の
誇
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
、
著
者
は

本
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
述

べ
て
い
る
。
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「諸
芸
百
般
諸
学

一
切
翠
を
抜
き
た
る
早
学
び
。
日
本
名
勝
の
道
案
内
さ

て
は
商
売
の
手
引
種
農
工
諸
氏
の
心
得
種
。
顔
触
れ
名
高
き
浪
花
の
賑
ひ

も
の
し
り

何
や
彼
や
を
取
り
交
ぜ
て
新
し
き
も
物
織
天
狗
の
虎
の
巻
。
秘
術
密
法
惜

か

き

あ

つ

無
く
網
羅
蒐
集

め
以
て
浪
花
土
産
と
名
題
を
揚
げ
…
…
」

具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
「大
阪
名
勝
案
内
記
」

に
は
じ
ま
り
、
「
つ
や
文

の
手
本
」
(ラ
ブ

レ
タ
ー
の
書
き
方
)、
「衛
生
害
有

合
食
禁
止
心
得
鑑
」
、
「英

語
学
独
習
書
」
な
ど
か
ら

「大
阪
市
街
商
工
業
有
名
家
繁
栄
鑑
」
に
い
た
る
五

十
九
項
目
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
記
述
の
方
法
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の

か

き

あ

つ

番
付
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
も

の
が
ほ
と

ん
ど
だ
が
、
「網
羅
蒐
集

め
」
と

い

う
言
葉

の
し
め
す
よ
う
に
、
そ
の
網
羅
性
に
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
前
述

の
よ
う
に
、
節
用
集
の
流

れ
を
く
む
も

の
で
あ
る
。
節
用
集

は
、
室
町
時
代
後
半

に
成
立
し
た
、

い
ろ
は
配
列

の
仮
名
引
き
漢
語
辞
書
で
あ

る
が
、
近
世

に
な
る
と
、
『江
戸
大
節
用
海

内
蔵
』

(
一
七
〇
四
)
や

『大
日
本

永
代
節
用
無
尽
蔵
』

(
一
七
五
二
)
に
代
表

さ
れ
る
よ
う

に
、
日
用
百
科
事
典

の
体
裁
を
と

っ
た
も
の
も
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九

四
)
に
は
、
博
文
館
か
ら

一
二
〇
〇
頁

に
わ
た
る

『伝
家
宝
曲
ハ明
治
節
用
大

全
』
が
、
「人
生
日
常
必
須

ノ
事
項
最
大
網

羅

シ
」
と
い
う
意
図

の
も
と
に
出

版
さ
れ
る
。
こ
こ
に
い
た

っ
て
、
節
用
集
の
構
成
原
理
は
す

っ
か
り
変
容
し
、

横
山
俊
夫
が

い
う
よ
う
に
、
「人
が

ハ
イ

・
ラ
イ
フ
を
目
ざ
そ
う
と
す
る
な
ら

身
に
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
あ
れ
こ
れ

の

"
文
明
的
"
と
考
え
ら
れ
た
生

ヘ

ヘ

へ

　
ゐ

　

活

の
か
た
ち
に
終
始
す
る
も
の
」

(傍
点
は
原
文
)
と
な

っ
た
。

さ
て
、
情
報
の

一
覧
性
と
い
う
意
味

で
は
、
活
版
印
刷
の
新
聞

の
登
場
に
も

ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
明
治
三
年
十
二
月
八
日
に
創
刊
さ
れ
、
日
本
で
最

初
の
活
版
印
刷
新
聞
で
あ
る

『横
浜
毎
日
新
聞
』
は
、

一
風
変
わ

っ
た
紙
面
構

成
を
し
て
い
た
。
両
替
相
場
、
米
飛
脚
船
出
入
日
限
、
英
仏
飛
脚
船
出
入
日
限
、

西
洋
新
聞
、
失
物
、
告
白
、
売
物
な
ど
の
見
出
し
が

つ
け
ら
れ
、
す
べ
て
の
動

き
が

一
目

で
見
渡
せ
る

一
覧
表
的
な
レ
イ
ア
ウ
ト
に
な

っ
て
い
る
。
世
界
に
開

か
れ
た
貿
易
都
市
と
い
う
土
地
柄
か
ら
か
、
横
浜
を
定
点
と
し
た
世
界
の
動
き

を

一
日
単
位

で
み
せ
て
く
れ
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。

情
報

の

一
覧
性
は
、
ど
の
要
素
が
ど
の
位
置
に
あ
る
の
か
と
い
う
、
空
間
的

位
置
づ
け
が
把
握
で
き
る
仕
組
み
で
あ
り
、
「配
置
」
と

い
う
記
憶
術

の
原
理

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
た
場
合
に
重
要

で
あ
る
。

五
、
参
照
系
の
変
容

も
の
ご
と
を
記
憶
す
る
際
に
、
も

っ
と
も
基
本
と
な
る
の
が

「参
照
系
」
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
五
十
音
と
い
っ
た
基
礎
的
な
文
字
配
列

　　
　

や
、

モ
ノ
や

コ
ト
を
組
織
化
す
る
分
類
体
系
で
あ
る
。
こ
の
参
照
系
は
、
〈近

代
〉
に
大
き
く
変
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
参
照
系
の
変

容

に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

前
述

の
よ
う
に
、
教
室
空
間
で
は
五
十
音
図
の
掛
け
図
が
導
入
さ
れ
、
五
十
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音
順
に
よ
る
文
字
配
列
が
教
育
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
厳
密

に
い
う
と
、
イ

ロ

ハ
順

の
文
字
配
列
は
、
そ
の
後
も
長
く
並
存
し
て
い
た
。
し
か
し
、
知
識

の
組

織
化
に
お
い
て
は
、
五
十
音
順

の
配
列
が
不
可
欠

に
な

っ
て
き

た
。
た
と
え
ば
、

大
槻
文
彦

(
一
八
四
七
～

一
九
二
八
)
に
よ

る

『言
海
』
を
み
て
み
よ
う
。

こ

れ
は
、
明
治
二
十
二
年

(
一
八
八
九
)
五
月

か
ら
翌
々
年
四
月

に
か
け
て
、
大

判
四
冊

の
和
本
と
し
て
出
版
さ
れ
、
和
漢
語
、
外
来
語
な
ど
約
三
万
九
千
語
を

収
録
し
た
、
わ
が
国
初

の
普
通
語

の
辞
書

で
あ
る
。
そ

の
配
列
は
、
「
ウ

ェ
ブ

ス
タ
ー
辞
典
」
を
範
と
し
た
五
十
音
配
列

に
な

っ
て
い
る
。
紀
田
順

一
郎

に
よ

る
と
、
大
槻
は

『言
海
』

の
出
版
祝
賀
会

で
の
、
次

の
よ
う
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
を

残
し
て
い
る
と
い
う
。
「
(大
槻
)
文
彦
が

出
来
上
が

っ
た

『言
海
』

一
冊
を
持

参
し
た
と
こ
ろ
、
福
沢

(諭
吉
)
は

『結
構

な
も

の
が
出
来
ま
し
た
ナ
』
と

い

い
な
が
ら
見

て
い
た
が
、
語
彙
が
五
十
音

で
あ
る
の
を
見

て
眉
を
ひ
そ
め
、

『寄
席

の
下
足
が
五
十
音
で
い
け
ま
す
か
』

と
批
判
し
た
。
文
彦

は
、
小
学
校

で
も
こ
の
二
十
年
ら
い
五
十
音
を
教
え
て

い
る
の
に
と
思

っ
た
が
、

口
に
は
出

　あ
　

さ
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
幕
末
維
新

の
知

識
人
で
す
ら
、
こ
の
参
照
系

の
革
新

に
は
、
容
易

に
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
五
十
音
順

の
配
列
と
い
う
参
照
系

の
革
新

は
、
物
集
高
見

(
一
八
四
七

～

一
九
二
八
)
の

『廣
文
庫
』
と

『群
書
索

引
』
と
い
う

二
つ
の
類
書

に
結
実

す
る
。
こ
の
二
書

は
、
大
正
五
年

(
一
九

一
六
)
か
ら
十
八
年
間
か
け
て
刊
行

さ
れ
、
主
題
別
に
書
物

の
内
容
を
分
類
編
成
し
た
百
科
全
書

(類
書
)
で
、
和

漢
書
や
仏
書
な
ど
十
数
万
冊
か
ら
、
地
理
、
生
物
、
文
物
な
ど

に
関
す
る
約
五

万
項
目
を
抽
出
し
、
五
十
音
順
に
配
列
し
て
い
る
。
物
集
は
明
治
十
九
年
に
類

書

の
編
纂
を
思
い
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
こ
ろ
編
纂
が
進
行
し
て
い
た

『古
事

類
苑
』
も
博
捜
、
天
部
、
歳
事
部
、
地
部
…
…
人
部
、
姓
名
部
な
ど
の
古
典
的

な
分
類
に
よ

っ
て
い
た
。
幕
末
維
新
ま

で
の
知
識
人
は
、
お
お
む
ね

「天

・

地

・
人
…
…
」
と

い
っ
た
分
類
や
、
「
イ

ロ
ハ
」

に
よ
る
分
類
し
か
思

い
つ
か

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
紀
田
順

一
郎
が

い
う
よ
う

に
、
「近
代
的
な
学
問
を
中

心
と
す
る
情
報
量
が
増
え
る
に
し
た
が

い
、
『
い
ろ
は
』
順
が
適
さ
な
く
な

っ

　　
　

て
き
た
が
、
そ
の
改
革

の
先
駆
と
な

っ
た
の
が
物
集
高
見
で
あ
る
」
と
い
え
る
。

さ
て
、
参
照
系

に
つ
い
て
語

る
と
き
、
〈
近
代
〉

の
図
書
館
制
度

に
つ
い
て

ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
本

の
国
立
図
書
館

は
、
当
初
、
幕
府
の
文
庫
や

諸
藩
所
蔵

の
貴
重
書
、
明
治
新
政
府

の
官
僚
た
ち
が
蒐
集
し
た
洋
書
類
で
構
成

さ
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
閉
鎖
的
か
つ
官
僚
的
な
色
彩
が
強
く
、
国
民
の

共
有
財
産
と
し
て
の
図
書
館
、

つ
ま
り

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
i
」
の

発
想
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
、
明
治
五
年
に
京
都

に
開
設
さ
れ
た
集

書
院
な
ど
は
、
わ
が
国
初

の
開
架
式
図
書
館

で
、
入
館
者
は
自
由
に
図
書
を
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味

で
は
、
そ
れ
こ
そ

「
パ
ブ
リ
ッ
ク

・
ラ
イ

ブ

ラ
リ
i
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
が
、
入
館
者

の
少
な
さ
か
ら
、
わ
ず

　り
　

か
十
年
で
閉
鎖
さ
れ
た
。
知
識

の
ア
ー
カ
イ
ヴ
と
し
て
の
図
書
館
と
、
そ
れ
を

広
く
共
有
す
る
と
い
う
観
念
が
明
確
に
な

っ
て
き
た
の
は
、
東
京
帝
国
大
学
総

長
、
貴
族
院
議
員
で
あ

っ
た
外
山
正

一

(
一
八
四
八
～

一
九
〇
〇
)

の
提
案

に

よ
り
、
明
治
三
十
年
、
帝
国
図
書
館
の
新
館
が
建
設
さ
れ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。
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ハ
ー
ド
ウ

ェ
ア
と
し
て
の
図
書
館

は
と
も
か
く
と
し
て
、

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
と

も

い
、呪
る
図
書
分
類

に
つ
い
て
は
ど
う
だ

ろ
う
。
配
架

の
様
式
、

つ
ま
り
書
物

を
ど

の
よ
う
に
書
棚

に
配
置
す
る
か
は
、
知
的
世
界
像

の
構
成
を
そ
の
ま
ま
反

　が
　

映
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
十
進
分
類
法
を
も

っ
と
も
早
く
導
入
し
た
の
は
、

明
治
三
十

一
年
、
京
都
府
立
図
書
館

で
の
こ
と
だ

っ
た
。
と
い
っ
て
も
、

い
わ

ゆ
る
デ

ュ
ー
イ

の
分
類
法
と
は
異
な
り
、
日
本
的

に
ア
レ
ソ
ジ
さ
れ
た
も

の
だ

っ
た
。
三
十

一
年
と
い
う
年
は
、
帝
国
図
書
館
が
新
発
足
し
た
年

で
あ
り
、
そ

れ
ま
で
の
よ
う
な
漢
籍
、
国
書
、
仏
書
と

い
っ
た
区
別
で
は
な
く
、
内
容

に
よ

る
統

一
分
類
が
必
要

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
図
書
館
に
よ

っ
て

は
、
図
書

の
ラ
ベ
ル
が
配
架

の
位
置
番
号
を
意
味
し
、
図
書
分
類
と
配
架
と
は

別
立
て
に
考
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
雑
多
な
分
野
の
書
籍
が
、
同
じ
棚

に

　ハ
　

同
居
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
ら
し
い
。

さ
て
、
図
書
分
類

の
次

に
索
引

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
前
述

の
よ

う
に
、

一
般
市
民
に
開
か
れ
た
図
書
館
と

い
う
発
想
は
、
日
本
で
は
乏
し
か

っ

た
。
近
代
以
前

に
も
、
高
野
山
の
よ
う
に
多
数

の
蔵
書
を
擁
す
る
寺
院
も
あ

っ

た
が
、
紀
田
順

一
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
も
開

か
れ
た
知
的
生
産

の
機

関
と
し
て
は
機
能
せ
ず
、
そ
の
蔵
書
体
系

は
空
海
な
ど
の
天
才

の
頭
脳
の
な
か

で
し
か
生
か
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
「
西
洋
中
世

の
記
憶
術
が
秘
教
的
要

素
を
は
ら
み
な
が
ら
方
法
論
的
に
は
開
か
れ
て
き
て
、
近
代
の
索
引

シ
ス
テ
ム

　
　
　

へ
と
発
展
し
た
の
と
は
、
あ
ま
り
に
も
対
照
的

に
」
、
日
本

の
場
合
、
書
籍

の

内
容
に
手
軽

の
ア
ク
セ
ス
す
る
手
段
と
し

て
の
索
引

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
こ

な
か

っ
た
。
ち
な
み
に
、
日
本
に
図
書
館
力
ー
ド
が
導
入
さ
れ
た
の
が
、
よ
う

や
く
明
治
二
十
三
年

(
一
八
九
〇
)
に
な

っ
て
か
ら

の
こ
と

で
あ
る
。
前
述
し

た
大
槻
文
彦

の

『言
海
』
や
、
物
集
高
見
の

『廣
文
庫
』
と

『群
書
索
引
』
な

ど
は
、
〈近
代
〉
に
お
け
る
索
引

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
革
新
的
業
績

で
あ

っ
た

と
い
え
る
。

で
は
最
後

に
、
配
架

の
様
式
を
変
化
さ
せ
た
、

ハ
ー
ド
ウ

ェ
ア
の
変
化
に
つ

い
て
も
ふ
れ
て
お
く
。
紅
野
謙
介
は
、
活
版
印
刷
が
新
聞
メ
デ

ィ
ア
に
お
け
る

情
報
の
再
編
と
高
速
化
を
可
能
に
し
た
の
と
は
対
照
的

に
、
書
物
は

「速
度
を

ゆ
る
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
情
報
を
伝
達
目
的
か
ら
容
量
の
大
き

い
記
憶

の
蓄

　れ
　

積

へ
と
展
開
」
し
た
と
い
う
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
は
、
明
治
十
年

(
一
八
七

七
)
に
出

た

『改
正

西
国
立
志
編
』
で
あ
る
。
明
治
三
、
四
年

に
出
さ
れ
た

和
装
本

の
十

一
冊
に
お
よ
ぶ
分
冊
形
式
と
は
異
な
り
、

こ
ち
ら
は
七
六
四
頁
に

お
よ
ぶ
活
版
印
刷
に
よ
る
洋
装
本
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
記
憶
容
量
を
激
増
さ

せ
た
洋
装
本
は
、
分
冊
さ
れ
て
い
た
内
容
を

一
本
化
す
る
こ
と
で
、
全
体
と

い

う
視
点
を
獲
得
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
棚

に
立
て
て
置
か
れ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
た
。
紅
野
が
い
う
よ
う

に
、
「和
本
が
あ
く
ま
で
も
横

に
平
づ
み
に
し

て
保
存
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
洋
書
は
表
題
と
著
者
名
を
刻

ん
だ
新
鮮
な
装
幀

の
背
を
さ
ら
す
こ
と
で
、
潜
在
的
に
読
者
を
ひ
き

つ
け

て
い
く
。
あ
る
い
は
ま

た
た
え
ず
自
ら
の
存
在
を
主
張
し
、
忘
れ
る
な
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り

つ

づ
け
る
の
だ
。
内
容

に
お
い
て
明
治
の
立
身
出
世
主
義

の
エ
ト
ス
を
支
え
た
こ

の
書
物

の

モ
ノ
と
し
て

の
役
割

は
、
そ
う
し
た
記
憶

の
活
性
化

に
も
あ

っ
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記憶装置の誕生〈近代〉

　
お
　

た
」
。

活
版
印
刷
と
洋
装
形
式
と

い
う
新

し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
採
用
さ
れ
た
背
景

に
は
、
紙
生
産
に
関
す
る
技
術
革
新
が
あ

っ
た
。
手
作
業

に
よ
る
叩
解
と
手
漉

き
に
よ
る
和
紙
か
ら
、
木
材
パ
ル
プ
と
叩
解
機
、
抄
紙
機

に
よ

っ
て
、
洋
紙
は

質
的

に
向
上
す
る
と
と
も
に
、
大
量
生
産
が
可
能

に
な
り
、
低
価
格
化
が
実
現

し
た
。
明
治
二
十
年
か
ら
三
十
年

に
か
け

て
の
和
紙
の
総
生
産
量
が
倍
増

で
あ

　お
　

る
の
に
対
し
て
、
洋
紙

の
国
内
総
生
産
量

は
七
倍
増
に
な

っ
た
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
和
装
本

の

「平
づ
み
」
か
ら
洋
装
本

の

「縦
置
き
」

へ
と

い
う
変
化

は
、
書
架
と
本
の
位
置
感
覚
を
組
織
化
し
、
蔵
書

の
空
間
的
把
握
を

可
能
に
し
た
。
こ
れ
は
、
場
所
と
表
象
を
関
連
づ
け
て
記
憶
す
る
、
古
典
的
な

記
憶
術

の
原
理
と
も
通
じ
合
う
。

む

す

び

本
稿

で
は
、
〈近
代
〉
を
そ
れ
ま
で
の
時
代
と
は
異
な

っ
た
タ
イ
プ

の

〈
記

憶
装
置
〉、

つ
ま
り
人
々
が
も
の
こ
.と
を
記

憶
/
想
起
す
る
シ
ス
テ
ム
が
誕
生

し
た
時
代
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
。
そ
の

シ
ス
テ
ム
を
象
徴
す
る
も

の
が
、
明

治
二
十
年
代
を
中
心
と
す
る
記
憶
術

の
登
場
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
意
識
的
で

あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
記
憶
術

の
原
理
が
活
用
さ
れ
、

モ
ノ
や
制
度

の
体
系

に
お
い
て
も
、
記
憶
術

の
実
践
を
容
易

に
す
る
よ
う
な
道

旦
ハ立
て
が
誕
生
し
た
と
い
え
る
。
記
憶
術

の
原
理
と
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ

「記

号
化
」
「配
置
」
「関
連
づ
け
」
と
い
う
三

つ
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
こ
の
三

つ
の
原
理
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
議
論
を
す
す
め
て
き
た
。
以

下
、
そ
の
要
点
を
ま
と
め
て
お
く
。

教
育
制
度

の
内
部

に
お
い
て
、
「
立
身
出
世
」
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
競
争

の
激

化
、
試
験
制
度
の
導
入
な
ど
に
よ

っ
て
、
多
く

の
事
柄
を
記
憶
す
る
必
要
に
せ

ま
ら
れ
た

「受
験
生
」
と
い
う
存
在
が
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
記
憶
術

の

登
場
と
も
符
合
す
る
。
教
室
空
間
で
は
、

一
斉
教
授
法
と
問
答
法
が
導
入
さ
れ

た
が
、
教
員
を
速
成
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
背
景
や
、
形
骸
化
さ
れ
た
問

答
法
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
諸
事
情
が
重
な
り
合
い
、
問
答
法
が
本
来
め

ざ

し
た
教
育
理
念
か
ら
は
逸
脱
し
、
教
育
が
暗
記

の
強
制
に
陥

っ
て
し
ま

っ
た
。

さ
ら
に
、

こ
の
暗
記

の
シ
ス
テ
ム
は
、
掛
け
図
と
い
う
道
旦
ハ立

て
に
も
支
え
ら

れ
、
そ
こ
に
は
記
憶
術

の
原
理
が
視
覚
的
に
再
現
さ
れ
て
い
た
。

さ
て
、
〈近
代
〉
は
モ
ノ

・
コ
ト
の
凄
ま
じ
い
増
殖
と
表
象

の
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ソ
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
、

ひ
と
ま
ず
自
分
の
視
野
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る
実
践
が
記
憶
術

で
は
な
か

っ
た

か
。
こ
の

「増
殖
」
と

「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
」

に
対
す
る
方
策

は
、
日
用
百

科
事
典
や
新
聞
な
ど
に
み
ら
れ
た
網
羅
性
や

一
覧
性
と
い
う
特
質

に
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
活
版
印
刷
技
術
は
文
字
の
視
覚
化
を
促
進
し
た
。
視
覚
化
さ
れ
た
情
報

と
そ
の

一
覧
性
は
、
情
報

の
組
織
化
を
容
易
に
し
、
そ
の
こ
と
は
分
類
や
想
起

に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
、
も
の
ご
と
を
記
憶
す
る
際

の
基
本
と
な
る
参
照
系

の
変

容

に
つ
い
て
論
じ
た
。
五
十
音
配
列

の
リ
フ
ァ
レ
ソ
ス
類
の
登
場
は
、
そ
れ
ま

137



で
の
参
照
系
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
図
書
館
に
お
い
て
も
、
新
し
い
分
類

法
が
導
入
さ
れ
、
次
第
に
索
引

シ
ス
テ
ム
も
開
発
さ
れ
は
じ
め
た
。
ま
た
、
技

術
革
新
に
よ
る
洋
紙
の
飛
躍
的
な
生
産
量

の
増
加
で
、
和
装
本
か
ら
洋
装
本

へ

の
転
換
が
お
こ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
平
づ

み
か
ら
縦
置
き
と
い
う
、
配
架
方

式

の
転
換
も
ひ
き
お
こ
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
書
架
と
書
物

の
位
置
関
係
を
組

織
化
す
る
と
と
も
に
、
蔵
書

の
空
間
的
把
握

を
可
能
に
し
た
。

こ
の
よ
う
に

〈
近
代
〉
は
、
基
礎
的
な
文
字

の
配
列
や
分
類
体
系
と
い
っ
た

参
照
系

の
変
容
と
、
そ
れ
に
連
動
し
た

ハ
ー
ド
ウ

ェ
ア
の
変
化
、
さ
ら
に
は
教

育
を
含
め
た
学
問
体
系
の
変
化
な
ど
が
あ

い
ま

っ
て
、
大
き
な

く記
憶
装
置
V

が
作
り
あ
げ
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
装

置
は
、
人
々
の
認
知
様
式
、
さ
ら

に
は
記
憶
/
想
起

の
様
式
を
方
向
づ
け
、
そ
れ
ら
の
様
式
は
、
そ
れ
以
前

の
も

の
と
は
根
本
的

に
異
な

っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

〈
近
代
〉
を
め
ぐ
る
記
憶

の
社
会
学
は
、
そ

の
様
式

の
内
実
を
さ
ら
に
分
析
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
稿

に
ゆ
ず

る
こ
と
と
す
る
。

注(
1
)

岩

井
洋

『
記
憶

術

の

ス

ス
メ

近
代

日

本

と
立
身

出

世

』
青

弓

社
、

一

九

九
七

。

(
2
)

本

稿

の

よ
う

な

ア
プ

ロ
ー

チ

に
と

っ
て
、

〈
近

代

〉
を

対

象

と

し

た
研

究

と

し

て
は
、
川

村

邦
光

『幻

視

す

る
近

代
空

間
』

(青

弓
社

、

一
九

九

〇
)
、

李

孝
徳

『表
象
空
間
の
近
代
-

明
治

「日
本
」
の
メ
デ
ィ
ア
編
成
』
(新
曜
社
、

一
九
九
六
)
や
成
田
龍

一

『「故
郷
」
と
い
う
物
語
-

都
市
空
間
の
歴
史
学
』

(吉

川

弘
文

館

、

一
九

九

八
)

な

ど
が

参

考

に
な

る
。

な

お
、
筆

者

の
川

村

の

著
書

に
対

す

る
書

評

(
『宗

教
研

究
』

二
八
五
、

一
九

九
〇

)
も
参

照

。

(
3
)

グ

ロ
ー
バ

リ
ゼ

ー

シ

ョ
ン
に

つ
い
て

は
、

R

・
ロ
バ

ー

ト

ソ
ン

(阿

部
美

哉
訳

)

『
グ

ロ
ー
バ

リ

ゼ

ー

シ

ョ
ン
ー

地

球

文
化

の
社

会

理

論
』

[抄

訳

]

(東

京
大

学

出

版

会
、

一
九

九

七
)
、

國
學

院

大

學

日

本

文
化

研

究

所

編

『
グ

ロ
ー

バ

ル
化

と

民
族
文

化

』

(新

書
館

、

一
九
九

七
)

な
ど

を
参

照
。

(
4
)

フ

ァ

ン
ダ

メ

ン

タ

リ
ズ

ム

(費
昌
住
鋤
ヨ
①
暮
鋤
房

目
)

の
運

動

も

、

こ

の
文

脈

の
な

か

で
理
解

で
き

る
。
井

上

順
孝

・
大

塚
和

夫

編

『
フ
ァ
ソ
ダ

メ

ン
タ
リ

ズ

ム
と

は
何

か
i

世

俗

主
義

へ
の
挑

戦
』

(新

曜

社

、

一
九

九

四
)

お

よ

び

こ
れ

に
対

す

る
筆

者

の
書

評

(『
國

學

院

雑

誌
』

第

九

六

巻

四

号
、

一
九

九

五
)
、
臼
杵

陽

『
原

理
主
義

』

(岩
波
書

店

、

一
九
九

九
)

な
ど

を
参
照

。

(
5
)

歴
史

学

・
人
類

学

の
古

典

の
ひ

と

つ
と

な

っ
た
、

E

・
ホ
ブ

ズ

ボ

ウ

ム
と

T

・
レ

ン
ジ

ャ
ー

の

『
創

ら

れ

た
伝

統

』

(前

川

啓

治

・
梶

原

景

昭

訳

、
紀

伊

國
屋

書
店

書

店
、

一
九
九

六

)
も
、

十

九
世

紀
、

近
代

国

家

形
成

期

の
西

欧

に

お

け

る
記

念
行

為

の
広

ま

り

と
高

ま

り
を
描

い
て

い
る
。

ま

た
、

ナ

シ

ョ
ナ
リ

ズ

ム
研

究

の
古

典

の
ひ
と

つ
、

B

・
ア

ン
ダ

ー

ソ
ン

の

『想

像

の
共

同

体

ナ

シ

・
ナ

リ
ズ

ム

の
起

源

と
流

行
』

(白

石

隆

・
白

石

さ

や
訳

、

リ
ブ

ロ
ポ

ー

ト
、

一
九

八
七

[原

書

は

一
九

八

三
]
)

の
増

補

版

(
N

T

T
出

版
、

一
九

九

七

[原
書

は

一
九
九

一
]
)

に
、

「記

憶

と
忘

却

」
と

い
う

一
章

が

加

え

ら
れ

た

こ
と

は
象

徴
的

で
あ

る
。

(6
)

本

来
、

「
記

憶
」

と

い
う
言

葉

を

使

う

場
合

、
出

来

事

を

体

験

し

た

主

体

と
想

起

す

る
主
体

が

同

一
で
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

し

か
し
、

こ
こ

で

は

「
集
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記憶装置の誕生〈近代〉

合
表

象

」
と

し

て

の

「記

憶
」

を
意

味

し

て

い
る
。

(
7
)

高

橋
哲

哉

『
記

憶

の

エ
チ
カ
ー

戦

争

・
哲

学

・
ア
ウ

シ

ュ
ヴ

ィ

ッ
ツ
』

(岩

波

書

店
、

一
九
九

五

)
、

小
森

陽

一
・
高

橋

哲

哉

編

『
ナ

シ

ョ
ナ

ル
・
ヒ

ス

ト

リ
ー
を

超

え

て
』

(東

京

大
学

出

版
会

、

一
九

九

八
)
、

岡
真

理

『
記

憶
/

物

語
』

(岩

波
書

店
、

二
〇

〇
〇

)

な
ど
を

参
照

。

(8
)

野

家

啓

一

「
記

憶

と
歴

史

1

失

わ

れ

た

〈
時

〉

を
求

め

て
」

『
へ
る

め
す
』

五
五
、

一
九
九

五
、
十

五
頁

。

(
9
)

「
生

成

モ
デ

ル
」

と

い
う
用

語

は
、

筆

者
が

「
想
起

す

る

こ
と

と

歴

史

を

つ
く

る

こ
と
」

(
『現

代

の

エ
ス
プ

リ
』

二
九

八
、

一
九

九

二
)

に
お

い

て
使

っ

た
も

の
で
あ

る
。

(10
)

脳

の
可

塑
性

に

つ
い

て

は
、

塚

原
仲

晃

『脳

の
可

塑

性

と

記

憶
』

(紀

伊

國

屋
書

店
、

一
九

八
七

)
を
参

照
。

(
11
)

岩

井
洋

「記

憶

の
地

勢

学
i

ニ

ュ
ー

ロ
ン
か
ら

モ

ニ

ュ
メ

ン
ト
ま

で
」

(未

発
表

)
。

(
12
)

以

下

の
文

献

を
参

照
。

F

・
C

・
バ

ー
ト

レ

ッ
ト

(宇

津
木

保

・
辻

正

三

訳

)

『想

起

の
心

理

学
』

誠

信
壼
旦
房
、

一
九

八
三
。

『
エ

コ
ロ
ジ

カ

ル

・
マ
イ

ン

ド
』

(『
現

代

の

エ

ス
プ

リ
』

二

九

八
、

一
九

九

二
)
。

港

千

尋

『記

憶

「創

造

」

と

「想

起

」

の
力

』

講

談

社
、

一
九

九

六
。

G

・
コ
ー

エ
ン

(川

口

潤

他

訳
)

『日

常

記
憶

の
心

理

学
』

サ
イ

エ
ソ

ス
社

、

一
九

九

二
。

U

・
ナ

イ

サ
ー
編

(富

田
達
彦
訳
)
『観
察
さ
れ

た
記
憶
-

自
然
文
脈
で
の
想
起
』

(上

・
下

)

誠

信

圭
旦
房
、

一
九

八

八

、

一
九

八

九

。

U
.

竃

己
色
9

8

四
口
α

9

国
α
≦
鋤
a

ω
(①
α
ω
.)

O
ミ

隷
ミ
き
鳴

肉
鳴
ミ
恥
§

ミ
識
轟

い
8

α
o
『

Qっ
ロ
ひq
①
"

一
㊤
㊤
O
.

目
ぎ

ヨ
鋤
ψ

ゆ
⊆
こ
奠

(Φ
α
・)"
ミ

鳴
ミ
o
§

O
×
ho
a

…
じu
9
ω自

bd
冨

o
犀
ぞ
Φ
戸

一
り
。。
㊤
・

(
13
)

以

下

の
文

献

を

参

照

。

浜

田

寿

美

男

『自

白

の

研

究

』

三

一
書

房

、

一
九

九

二
。

E

・
F

・
ロ
フ

タ

ス
/

K

・
ケ

ッ
チ

ャ

ム

(厳

島

行

雄

訳
)

『目

撃

証

言
』

岩
波

書

店
、

二
〇

〇

〇
。

E

・
F

・
ロ
フ

タ

ス
/

K

・
ケ

ッ
チ

ャ

ム

(仲

真
紀

子
訳

)

『抑

圧

さ
れ

た
記
憶

の
神

話

』
誠

信

書
房

、

二

〇

〇

〇
。
菊

野
春

雄

『
嘘

を

つ
く
記

憶

ー

目

撃

・
自
白

・
証

言

の

メ
カ

ニ
ズ

ム
』

講

談
社

、

二

〇
〇

〇
。

(
14
)

以

下

の
文
献

を

参
照

。
J

・
ル

・
ゴ

フ

(立

川
孝

一
訳
)

『
歴

史

と
記

憶

』

法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
九
。
阿
部
安
成
他

『記
憶
の
か
た
ち
ー

コ
メ
モ

レ

イ

シ

ョ

ソ

の

文

化

史

』

柏

書

房

、

一
九

九

九

。

D

・
ダ

ヤ

ー

ン
/

E

・
カ

ッ

ツ

(浅

見

克

彦

訳

)

『
メ
デ

ィ

ア

・
イ

ベ

ソ

ト
ー

歴

史

を

つ
く

る

メ
デ

ィ

ア

・
セ

レ

モ

ニ
ー
』
青

弓

社
、

一
九

九

六
。

石

田
雄

『記

憶

と
忘

却

の
政

治
学

-

同
化
政
策

・
戦
争
責
任

・
集
合
的
記
憶
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
〇
。
霊
①雫

お

Z
o
蠢

(Φ
α
●)
卜
禽

卜
暗
§

§

§

o
帖蚕

ω<
9
ρ

℃
o
ユ
ω
…
O
巴
嵩
ヨ
鋤
a

」

㊤
。。
虧

-
㊤
b。
.
ζ

鋤
煢

U
o
=
σq
冨
ρ

き

ミ

ミ

劬妹"ミ
職
§

肋

搴

§

画

Z
尾

"
ω
旨

8

二
ω
Φ
d
三
タ

即

①
ω
ω
口

O
。。
①
●
℃
9
巳

O
o
口
器

目
8

P

き

ミ

⑦
ミ

暗
譜

。・
肉
Q
§
鳴
§

富
き

O
鋤
ヨ
び
『
や

α
ひq
Φ
"
O
m
ヨ

ぴ
『置

ひq
①
¢
巳
タ

牢

Φ
ω
ωし

り
。。
㊤
・
勹
鋤
三

〇
屏

即

=
畧

8

P

§

ミ
ミ

蕊

§

毎

ミ

旦

ミ

町
§
o
垈

一
い
○
昌
α
o
『

d
昌
一く
・
牢

①
ω
ω
o
h
Z
Φ
芝

国
昌
ぴq
訂
旨
P

H
り
㊤
ω
.

(15

)

]≦
躄

ユ
8

=
巴

げ
芝

9
畠

ρ

卜
QG・
ミ

駄
蕊
肋
G。8

ミ
§

譜

ミ

§

駄
ミ
9
黍

℃
鋤
ユ
ω
…

勹
¢
戸

H㊤
謡
・
卜
亀
§

蠹

§

ミ
鴨
膏

ミ
§

軌ミ

譜
的
"
ミ

ミ

.§

§

紺
ミ
瑪
器
§
貴

勺
霞
冥

℃
d
男

一
逡

H

卜
匙
§
駄
§
ミ
蕊

8
N、ミ
ミ

食

勺
p。
「
δ
…
℃
d
即

一
㊤
α
O

(小
関

藤

一
郎

訳

『
集
合

的

記
憶

』
行

路

社
、

一
九

八
九
)

な

お
、
記

憶

の
社

会

学

全

般

に

つ
い
て

は
、
岩

井
洋

「記

憶

の
社

会

学
的

定
義

」

(
『年

報
社

会

学
論

集

』

[関

東
社

会

学
会

]

三
、

一
九

九
〇

)
、

同

「
想
起

の
社
会

学

に
む

け

て
」

(
『
国

学
院

大
学

日
本

文
化

研
究

所
紀

要
』

七

一
、

一
九
九

三
)

な
ど

を
参

照
。

(16
)

い
ま

ま

で
、

『集

合

的

記

憶

』
を

の
ぞ

い
て
、
英

語

に
翻

訳

さ

れ

た

こ
と
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が

な

か

っ
た

ア

ル
ヴ

ァ

ッ
ク

ス
の
著

作

の
ダ

イ
ジ

ェ
ス
ト
版
が

、

一
九

九

二
年
、

「社

会
学

の
遺

産

」

(↓
冨

自
巴

富
ひq
①
o
h
ω
o
。
巨

o
ぴq
《
)

シ
リ

ー
ズ

の

一
冊

と

し

て
編
集

・
翻

訳

さ
れ

た

こ
と

は
、
記

憶

に
対

す

る
社

会

科
学

的

関

心

の
高

ま
り

を
象
徴

し

て

い
る
。
]≦
鋤
ニ
ユ
o
Φ
=
巴
げ
≦
鋤
oげ
ρ

O
§
O
ミ
隷
ミ
き
Q
さ

§
o
§

①
臼
学

巴

鋤
昌
α
け螽
磊

一鉾
巴

び
《

い
①
≦
一ω
〉
・
O
o
ωo
お

O
匪
8

ひq
O
"
d
巳
く
.
o
h
O
匡
8

αq
o

勺
お
ω
ω
口

㊤
露

●

(
17
)

〈
近

代

V

の
空

間

的

な
構

成

を
分

析

す

る
場

合

、

し
ぼ

し
ぽ

「
都

市

の
記

憶

」

や

「
建

物
が

歴
史

を

記
憶

し

て

い
る
」

な

ど

と

い
う
詩

的

な
表

現
が

用

い

ら

れ

る
。

し
か

し
、

い
う

ま

で
も

な
く
都

市

や
建

築

物
が

主

体

と

し

て
出

来

事

を
記
憶

す

る
わ

け

で
は

な

い
。

記
憶

す

る

の
は
、
あ

く

ま

で
も

人
間

の
身

体

で

あ

り
、
都

市

や
建

築

物

は
想

起

の
手

が

か

り
、

い
わ

ば

「参

照

系
」

に
す
ぎ

な

い
。

(18
)

筆
者

の
文
献

調
査

で
は
、
大

正

十
年

代

と

一
九

七

〇
年

代

に
も

記
憶

術

に

関

す

る
本
が

多

く
出

版

さ

れ

て

い
る
。

ま

た
、

明

治

二
十
年

代

に
は
、
宮

武

外

骨

の

『忘

却

法
』

や
井

上

円

了

の

『
失
念

術

講
義

』

な

ど
、

「
忘

れ

る

た

め

の

技

術
」

に
関

す

る
本

も
出

版

さ
れ

て

い
る
。

(19
)

赤

川
学

「
オ

ナ

ニ
ー

の
歴
史

社
会

学

」

『
セ
ク

シ

ュ
ア
リ

テ

ィ
の
社

会

学
』

(岩

波
講

座

現
代

社
会

学
十

)
岩

波
書

店
、

一
九

九
六

、

を
参
照

。

(20
)

注

(
1
)
前
掲

書

、

八
ニ
ー

三
頁

、
参

照
。

(21
)

石

井

研

堂

の

『
明
治

事

物

起

源
』

(橋

南

堂

、

明
治

四
十

一
年

)

に
は
、

「和

田
守
菊

次

郎

、
記

憶

術

の
発

明

を
発

表

せ
し

は
、

明
治

二
十

八
年

な

り
、

所

々

に

て
そ

の
実

験

を
試

み
、

連
絡

な
き

数
字

等

を
言

い
中

て

る

こ
と
、

こ
れ

掌

上

に
探

る
が

如

し
。

同
年

七

月

ご

ろ
、

類

似

の
同

法
、

陸
続

世

に
出

づ
」

と

あ

り
、

和

田
守

を
記
憶

術

の
最
初

の
発
明

者

と

し

て

い
る
が
、

現

実

に

は
、

そ

れ

以
前

に
も
記

憶
術

の
書

物
が

出
版

さ

れ

て

い
る
。

ち
な

み

に
、
和

田
守

の
息

子
謙

二
も
、

昭
和

三

十

二
年

(
一
九

五
七

)

に
、

『和

田
守

記
憶

法

英
和

辞
典

』

(国
立

国
会

図

書

館
所

蔵

)
な

る
謄

写

版
印

刷

の

私
家

版

を
出
版

し

て

お
り
、

親

子

二
代

に
わ

た

っ
て
人
生

を

記
憶

術

に
か
け

た
。

詳
細

は
、

注

(
1
)

前
掲

書

を
参
照

。

(22
)

見

田
宗
介

『近

代

日
本

の
心
情

の
歴

史
』

講
談

社
、

一
九

七

八
。

(23
)

稗

田
阿
礼

や
空

海

に
、

日
本

の
記
憶

術

の
起

源

を
求

め
る
考

え

も
あ

る
が
、

こ
れ
ら

は
多
分

に
秘

儀

的

で
あ

り
、

明
治

期

に
登

場

し

た
記

憶
術

の
多

く
と

は
、

直
接

の

つ
な
が

り

は
な

い
と
考

え

ら
れ

る
。

な

お
、

西

洋

の
記
憶

術

に

つ
い
て

は
、

F

・
A

・
イ

エ
イ

ッ

の
古
典

的

な
著

作

『
記

憶
術

』

(玉

泉

八

州

男

監

訳
、
水

声

社

、

一
九

九

三
)

や
、

そ

れ

を
超

え

る
力

作

で
あ

る
M

・
カ
ラ
ザ

ー

ス
の

『
記
憶

術

と
書

物

-

中

世

ヨ
ー

ロ

ッ

パ

の
情
報

文
化

』

(別
宮
貞

徳
監

訳
、

工
作

社
、

一
九
九

七
)

な
ど

を
参
照

。

(24
)

高
山

宏

『
パ

ラ
ダ

イ

ム

・
ヒ

ス
ト

リ

ー
』

河
出

書
房

新

社
、

一
九

八
七

、

八
五
-

六
頁
。

(25
)

注

(1
)
前

掲

書
、

第

四
章
、

参
照

。

(26
)

「
立

身
出

世

」

に

つ
い
て
は
、

竹
内

洋

の

『立

志

・
苦

学

・
出

世
』

(講

談

社
、

一
九

九

一
)

お

よ
び

『立

身

出

世

と

日
本

人
』

(日

本

放

送

出

版

協

会

、

一
九

九

六
)

を
参
照

。

(27
)

モ

ル

レ
ー

は
明

治

十

一
年

に

日
本

を

去

っ
て

い
る
が
、

天

野

郁
夫

(
『
試

験

の
社
会

史

』
東

京

大
学

出

版
会

、

一
九

八

三
)
が

指
摘

す

る
よ

う

に
、

そ

の

こ
ろ

に
は
す

で

に
、

試

験
制

度

は
小

学

校

か
ら

大
学

ま

で
、

す

っ
か
り
根

を

お

ろ

し

て

い
た
。

(28
)

教
室

空

間

に
お
け

る

「
ハ
ー
ド

ウ

ェ
ア
」

に

つ
い

て
は
、

石
附

実

編

『
近
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記憶装置の誕生〈近代 〉

代

日
本

の
学

校
文

化
誌

』

(思
文

閣
出

版
、

一
九

九

二
)
を
参

照
。

(
29
)

こ

の
背

後

に
は
、
国

民

の
体

位
向

上

と

健
康

増

進

を

め
ざ

す

「衛

生

学
」

的

な
思

惑
が

あ

っ
た
。

注

(
1
)

前
掲

書
、

一
五
〇
1

一
五

二
頁

、
参

照
。

(
30
)

文

部
省

の

『学

校

基
本

調
査

』

に
よ

る
と
、

一
九

九

五
年

現
在

の
小
学

校

数

で
さ
え

二
万

四
千

五
百

四
十

九

校

で
あ

る
か
ら

、

そ

の
困

難

さ

は
容

易

に
理

解

で
き

る
。

(31
)

豊
田
久
亀

『明
治
期
発
問
論

の
研
究
-

授
業
成
立
の
原
点
を
探
る
』
ミ

ネ

ル
ヴ

ァ
圭
旦
房
、

一
九

八

八
、

八

一
頁

。

(
32
)

「学

制

」
初

期

に
は
、

「
口
授

と
授

読

と
練

習

と
暗

記

復
誦

と

が
根

幹
」

と

な

っ
た

「
寺

子

屋

の
教
授

方

式
」

の
域

を

出

て

い
な

か

っ
た
、

と

い
う

指
摘

も

あ

る
。

『東

京
学

芸

大

学

昭
和

二
九

年

度

特

別
研

究

報

告

・
明

治
初

期

に

お
け

る
初

等
中

等
教

育

研
究

の
歴
史

的

考
察

』

一
九

五

五

(注

(31
)
前

掲

書
、

二

七

四
頁

よ

り
再
引

用
)
。

(
33
)

注

(
31
)
前

掲
書

、

八

四
-

八
五

頁
。

た
だ

し
、
西

村
自

身

が
編

纂

し

た

『
小
学

修

身

訓
』

(明

治

十

三
)

に
は
、

「
修
身

学

ノ
書

ハ
宜

シ

ク
生

徒

ヲ

シ
テ

熟

読
暗

記

セ

シ
ム
ベ

シ
」

と

あ

り
、
道

徳

に
関

し

て
は
、
暗

記

を
推

奨

し

て

い

た
。

(
34
)

注

(
31
)
前
掲

書

、

八
六
ー

八
七
頁

。

(35
)

注
・
(
31
)
前
掲

書

、
第

二
章
～

第

四
章
、

参

照
。

(36
)

J

・
グ

デ

ィ

(吉

田

禎
吾

訳

)

『未

開

と
文

明
』

岩
波

書

店

、

一
九

八

六
、

二
〇
七

-

八
頁

。

(37
)

注

(
36
)
前
掲

書

、

二
八
九
頁

。

(38
)

掛

け
図

や
教

科
書

の
成

立
過

程

に

つ
い
て

は
、
中

村
紀

久

二

『
教
科

書

の

社
会
史
-

明
治
維
新
か
ら
敗
戦
ま
で
』
(岩
波
新
書
、

一
九
九
二
)
を
参
照
。

(39
)

小

木
新

造

・
前

田
愛

編

『明

治
大

正

図
誌

』
第

一
巻
、

筑
摩

書

房
、

一
九

七

八
、

六

四
頁

。

(40
)

こ
こ

で
は

ふ
れ

な

い
が
、

明
治

維

新
前

後

か
ら
唱

え

ら
れ

て

い
た

「
漢

字

廃

止
論

」
、

つ
ま
り

漢
字

を
廃

止

し

て
国

字

を
仮

名

か

ロ
ー

マ
字

に
し

よ
う

と

す

る
思

想

や
、

か

な
文

字

運

動

な

ど

の
動

き

も
、

「
表

象

の
イ

ン

フ

レ
ー

シ

ョ

ン
」
を

促

進

し

た
。

ロ
ー

マ
字

国

字

論

に

つ

い

て

は
、

明

治

七

年

、
西

周

が

「
洋

字

を

以

て
国

語

を

書

す

る

の
論

」

(『
明

六
雑

誌

』
第

一
号
)

を

発

表

し

た

が
、

そ

の
後

、

し
ば

ら
く

ブ

ラ

ン

ク
が

あ

り
、

明
治

十

八
年

に
は
、

矢

田
部

良

吉
、

外
山

正

一
ら
が

「
羅

馬
字

会
」

を

創
立

し
た
。

最
盛

期

の
明

治

二
十

年

に

は
、

会
員

総
数

一
万
人

を

こ

え

た
と

い
う
。

こ

の
会

は
、

明

治
十

八
年

六

月

か

ら

二
十

五
年
十

二
月

ま

で
、
凋
O
罎
》
冒

N
諺
ω
ω
田

を
発

行

し
た
。

ま

た
、
明

治

十

六
年
七

月

に

は
、

か
な
文

字

運
動

の
三
団

体

が
、
有

栖

川
宮

威

仁
親

王
を
会

長

に
、

吉
原

重

俊

、
高

崎

正

風

を
副

会

長

と

し

て
、

「
か
な

の
く

わ

い
」

を
結

成

し

て

い
る
。

こ

の
会

も
羅

馬
字

会

と

同
様

に
、
明

治

二
十
年

か
ら

二
十

一
年

に
最

盛
期

を

む

か
え

て

い
る
。

山
本

正

秀

『
近

代
文

体

発
生

の
史

的

研
究

』

岩

波
書

店
、

一
九

六
五
、

参

照
。

な

お
、

日
本

語

に
関

す

る
社
会

史

的
考

察

に

つ

い

て
は
、
紀

田
順

一
郎

『
日
本

語

大

博

物

館
』

(
ジ

ャ
ス

ト

シ

ス
テ

ム
、

一
九

九

四
)

を
参
照

。

(41
)

森
岡
健
二

『近
代
語
の
成
立
-

明
治
期
語
彙
編
』
明
治
書
院
、

一
九
六

九
。

(42
)

加

藤

祐

三

『地

球

文

明

の
場

へ
』

(
日
本

文

明

史

第

七

巻
)

角

川

書

店
、

一
九

九

二
年

、

一

一
ニ
ー

三
頁

。

(
43
)

横

山

俊

夫

「節

用

集

と

日
本
文

明

」
梅

棹

忠
夫

・
石

毛
直

道

編

『
近
代

日

本

の
文

明

学
』
中

央

公
論
社

、

一
九

八
四
、

八
七
頁
。

141



(
44
)

分

類

と

い
う
思

想

に

つ
い
て

は
、

坂
本

賢

三

『
「
分

け

る
」

こ
と

「
わ

か

る
」

こ
と
』

(講

談
社

、

一
九

八

二
)
、
中

尾

佐

助

『
分

類

の
発

想
i

思

考

の

ル
ー

ル
を

つ
く

る
』

(朝

日

新
聞

社
、

一
九
九

〇
)
、
池

田

清
彦

『分

類

と

い
う

思
想

』

(新
潮

社
、

一
九

九

二
)

な
ど
を

参
照

。

(
45
)

紀

田

順

一
郎

『知

の
職

人

た
ち
/

生
涯

を
賭

け

た

一
冊
』

(紀

田

順

一
郎

著

作
集

第
六
巻

)

三

一
童
旦
房
、

一
九

九

七
、

三
九
頁

。

(
46
)

注

(
45
)
前

掲
書
、

四

九
頁
。

(
47
)

石

見
尚

『図
書

館

の
時

代
』
論

創
社

、

一
九

八
○

、
三
〇

二
頁

。

(
48
)

配

架

と
知

的
世

界

像

の
関
係

に

つ
い
て

は
、

F

・
ザ

ク

ス
ル

『
シ
ン
ボ

ル

の
遺

産
』

(松

枝

到

訳
、

せ

り

か
書

房

、

一
九

八
○
)

第

十

章

の
、

カ

ッ
シ

ー

ラ

ー
と
ヴ

ァ
ー

ル
ブ

ル
グ
文
庫

の
出

会

い
に
関

す

る

エ
ピ

ソ

ー
ド

を
参
照

。

(
49
)

注

(
48
)
前

掲
書

、
三

一
四
-

九
頁

。

(
50
)

紀

田

順

一
郎

「
索
引

の
文
化

史

的

背
景

に

つ

い
て
」

『ビ

ブ

リ

ア
』

(
天
理

図

書
館

報
)

一
〇

〇
、

一
九

九

三
、

=
三

=

三
頁

。

(
51
)

紅

野
謙

介

『書

物

の
近

代
ー

メ
デ

ィ
ア

の
文

学

史
』

筑
摩

書

房

、

一
九

九

二
、

二
ニ
ー

二
三
頁

。

(
52
)

注

(
51
)
前

掲
書

、

二
三
ー

二
四
頁
。

(
53
)

注

(
51
)
前

掲
書

、

六

一
頁

。
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