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昔
の
論
文
を
読
ん
で
、
そ
の
時
代
色
を
い
や
お
う
な
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
い
か
に
も
一
九
五
〇
年

代
製
ら
し
く
、
読
め
る
。
こ
ち
ら
の
論
文
は
、
た
ぶ
ん
二
〇
世
紀
末
の
仕
事
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
執
筆
年
代
が
お
し
は

か
ら
れ
る
論
文
は
、
た
く
さ
ん
あ
る
。

　
も
の
に
よ
っ
て
は
、
ど
こ
の
大
学
で
勉
強
を
し
た
人
の
著
述
な
の
か
も
、
読
み
と
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
学
統
の
気
配
が
う
か
が
え
る

論
文
も
、
少
な
く
な
い
。
い
く
つ
か
の
指
標
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
わ
か
る
ケ
ー
ス
は
、
し
ば
し
ば
あ
る
。

　
い
っ
ぱ
ん
に
、
研
究
者
の
書
く
も
の
は
、
真
理
を
め
ざ
し
て
い
る
と
、
考
え
ら
れ
て
い
る
。
事
実
へ
の
探
求
欲
だ
け
に
、
そ
れ
ら

は
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
、
そ
う
み
な
す
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
多
く
の
論
文
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
時
代
の
型
に
、
論
述
ぶ
り
を
枠
ど
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
〇
年
代
の
論

文
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
ス
タ
イ
ル
に
、
そ
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
時
代
の
鋳
型
か
ら
と
き
は
な
た
れ
た
、
自
由
な
論
文
は
あ
ま
り

な
い
。

　
ま
た
、
た
い
て
い
の
論
文
は
、
大
な
り
小
な
り
学
統
の
感
化
を
う
け
て
い
る
。
あ
け
す
け
に
書
け
ば
、
出
身
ゼ
ミ
の
色
を
お
び
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
を
こ
こ
ろ
ざ
し
て
い
た
と
し
て
も
。

　
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
書
く
論
文
な
る
も
の
は
、
総
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
拘
束
を
う
け
て
い
る
の
か
。
何
に
し
ば
ら
れ
、
研
究

成
果
と
称
さ
れ
る
文
章
は
、
書
き
つ
が
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
私
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
ど
も
が
横
断
的
に
語
り
あ
え
る
場
を
も
ち

た
い
と
、
ね
が
っ
て
き
た
。



　
二
〇
一
二
年
度
か
ら
は
、
そ
れ
を
つ
と
め
先
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
、
も
う
け
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
度
ま
で
つ
づ

い
た
「
人
文
諸
学
の
科
学
史
的
研
究
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
そ
こ
を
と
お
し
て
、
参
加
者
た
ち
が
あ
ら
わ
し
た
報
告
の

ま
と
め
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
じ
ゅ
う
ら
い
の
科
学
史
研
究
は
、
自
然
科
学
が
こ
う
む
る
束
縛
の
あ
り
か
た
を
、
さ
ぐ
っ
て
き
た
。
一
見
、
価
値
中
立
的
に
う
つ

る
物
理
や
化
学
も
、
じ
つ
は
か
く
か
く
の
社
会
情
勢
に
う
ご
か
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
要
請
や
資
本
か
ら
の
支
援
が
、
こ
ん
な
ふ
う

に
か
ら
ん
で
き
た
、
な
ど
な
ど
と
。

　
し
か
し
、
人
文
方
面
の
学
問
が
、
そ
う
い
う
俎
上
に
の
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
。
分
析
の
対
象
と
な
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
諸

学
で
あ
っ
た
。

　
科
学
史
の
研
究
者
が
人
文
学
に
目
を
む
け
な
か
っ
た
事
情
は
、
わ
か
ら
な
く
も
な
い
。
歴
史
や
文
学
の
研
究
が
、
し
ば
し
ば
時
代

の
勢
い
に
な
が
さ
れ
る
。
社
会
分
析
や
経
済
学
が
、
学
統
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
を
、
科
学
史
の
研
究
者
た
ち
は
、
し

ご
く
あ
た
り
ま
え
の
現
象
と
し
て
、
う
け
と
め
て
き
た
。
文
化
系
な
ん
て
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
、
と
。
だ
か
ら
、
わ

ざ
わ
ざ
学
問
の
被
拘
束
性
を
問
う
気
に
、
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
の
点
で
、
物
理
や
化
学
の
対
象
と
な
る
こ
と
ど
も
は
、
社
会
の
枠
を
こ
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
物
理
の
法
則
や
化
学
反
応

は
、
文
化
の
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
り
な
く
作
動
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
真
理
」
へ
い
ど
む
研
究
者
の
姿
勢
は
、
社
会
や

文
化
の
拘
束
を
う
け
て
き
た
。
そ
の
意
外
性
が
、
科
学
史
の
研
究
者
た
ち
を
か
り
た
て
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
文
諸
学
に

は
、
そ
う
い
う
好
奇
心
を
そ
そ
る
魅
力
が
、
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

　
二
〇
世
紀
の
な
か
ご
ろ
か
ら
は
、
人
文
系
の
学
問
も
「
人
文
科
学
」
を
自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
科
学
」
な
ん
だ
と
、

お
さ
ま
り
か
え
っ
た
身
振
り
を
、
し
め
し
だ
し
た
。
し
か
し
、「
人
文
科
学
」
は
、
ま
だ
科
学
史
か
ら
相
手
を
し
て
も
ら
え
る
に
、

い
た
っ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、「
社
会
科
学
」
で
も
。
や
は
り
、
ど
こ
か
で
は
見
く
び
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。



　
な
る
ほ
ど
、
人
文
学
が
時
流
や
学
統
に
左
右
さ
れ
る
の
は
、
不
思
議
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
研
究
会
で
の
報
告
を
聞
い
て
い

て
も
、
そ
の
こ
と
を
思
い
知
る
。
誰
も
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
口
調
で
、
発
表
を
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
あ
の
時
代
は
、
み
ん
な
あ
あ
い
う
方
向
に
な
が
さ
れ
た
ん
だ
。
彼
は
○
○
先
生
の
と
こ
ろ
で
学
ん
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
仕
事
に
な

る
の
は
、
や
む
を
え
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
事
態
を
必
然
的
に
な
が
め
る
発
表
が
、
多
か
っ
た
と
思
う
。
物
理
や
化
学
と
は
、
や

は
り
学
説
史
の
論
じ
よ
う
が
ち
が
っ
て
い
る
な
と
、
感
じ
い
る
。
じ
ゅ
う
ら
い
の
科
学
史
が
、
こ
ち
ら
へ
目
を
む
け
な
い
の
も
い
た

し
か
た
な
い
と
、
思
わ
な
い
で
は
な
い
。

　
だ
が
、
お
か
げ
で
、
人
文
学
の
被
拘
束
性
は
、
問
い
た
だ
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
や
す
く
な
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
こ
ま
っ
た

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
、
学
問
が
何
に
し
ば
ら
れ
る
の
か
は
、
人
文
系
で
も
は
っ
き
り
あ
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
本
に
よ
せ
ら
れ
た
諸
論
考
が
、
人
文
学
の
被
拘
束
性
総
体
を
つ
き
と
め
て
い
る
と
は
、
言
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
個
別
分
野

ご
と
の
諸
事
情
へ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
光
を
あ
て
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
全
体
的
な
展
望
が
え
が
け
て
い
る
と
は
、
言
い
き
れ
な
い
だ

ろ
う
。

　
だ
が
、
読
め
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
似
た
よ
う
な
学
問
史
の
展
開
な
ら
、
自
分
た
ち
の
分
野
に
も
あ
っ

た
。
あ
の
時
代
に
、
こ
う
い
う
議
論
が
わ
き
た
っ
た
の
は
、
う
ち
の
領
域
だ
け
で
も
な
か
っ
た
ん
だ
な
、
と
。
そ
う
い
う
掘
り
起
こ

し
の
ひ
き
金
役
を
、
こ
の
本
が
は
た
せ
れ
ば
と
、
今
は
ね
が
う
し
だ
い
で
あ
る
。

　
こ
の
本
を
、
私
は
四
部
に
わ
け
て
、
構
成
し
た
。

　
第
一
部
の
諸
論
考
は
、
明
治
以
後
、
大
日
本
帝
国
時
代
の
人
文
諸
学
に
、
む
き
あ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
成
立
し
た
あ
る
型
が
、
意

外
に
な
が
く
た
も
た
れ
た
。
あ
る
い
は
、
敗
戦
後
に
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
様
子
が
、
そ
れ
ら
を
読
む
と
、
よ
く
わ
か
る
。

　
第
二
部
の
も
の
は
、
敗
戦
後
の
新
し
い
展
開
を
、
大
な
り
小
な
り
批
判
的
に
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
一
時
代
を
席
捲
し
た
国
民
的



歴
史
学
運
動
は
、
ど
う
人
文
諸
学
を
翻
弄
し
た
か
。
あ
る
い
は
、
し
な
か
っ
た
か
。
分
野
ご
と
の
、
も
し
く
は
学
統
に
よ
る
差
異
な

ど
が
、
う
か
が
え
る
。

　
間
奏
と
な
る
コ
ラ
ム
を
へ
て
、
第
三
部
は
は
じ
め
ら
れ
る
。

　
私
は
な
が
ら
く
、
明
治
維
新
や
日
本
近
代
の
解
釈
史
に
、
興
味
を
い
だ
い
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
維
新
で
絶
対
王
政
が
成
立
し
た

と
す
る
、
ひ
と
こ
ろ
の
通
説
に
関
心
を
よ
せ
て
い
る
。
ど
う
し
て
、
あ
あ
い
う
お
か
し
な
議
論
が
な
り
た
っ
た
の
か
と
い
う
ふ
う
に
。

　
二
〇
世
紀
な
か
ご
ろ
の
学
界
情
勢
に
、
あ
の
説
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
力
学
が
は
た
ら
い
た
。
そ
の
作
動
ぶ
り
を
、
対
談
と
い
う

か
た
ち
で
、
往
時
の
生
証
人
で
あ
る
竹
村
民
郎
氏
に
た
ず
ね
て
い
る
。
時
代
が
学
問
を
と
ら
え
る
、
そ
の
か
ら
く
り
に
せ
ま
ろ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
。

　
そ
の
前
後
に
は
、
関
連
す
る
私
と
竹
村
氏
の
論
文
を
、
お
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
竹
村
氏
へ
の
聞
き
と
り
を
お
ぎ
な
う
意
味

で
、
口
は
ば
っ
た
い
が
益
す
る
と
こ
ろ
は
あ
ろ
う
。
な
お
、
私
は
こ
こ
で
書
い
た
文
章
に
、
国
際
的
な
日
本
研
究
へ
の
志
も
ふ
く
ま

せ
て
い
る
。
ず
い
ぶ
ん
肩
に
力
が
は
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
か
を
感
じ
て
下
さ
れ
ば
、
う
れ
し
い
。

　
第
四
部
に
は
、
私
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
め
い
た
文
章
を
、
再
録
し
た
。
ひ
と
つ
は
時
代
の
拘
束
を
論
じ
て
お
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
学

統
の
し
ば
り
を
と
ら
え
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
と
今
の
べ
た
文
章
は
、
研
究
会
へ
の
呼
び
か
け
に
も
利
用
し
た
。
今
回
論
考
を
よ
せ

て
く
れ
た
の
は
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
く
れ
た
研
究
者
た
ち
で
あ
る
。


