




表紙図版解説

 日本略図、名高い富士山を背景に
（『日本風俗備考』「地理学」章扉挿絵）

 菊の紋章と五三桐紋が箔押しされた
『日本風俗備考』の表紙（革装）

日本のアルファベット、いわゆるカタカナの字付（『日本風俗備考』「科学」章扉挿絵）



表紙図版解説

ファン・オーフェルメール・フィッセル『日本風俗備考』1833 年刊所収
 J. F. van Overmeer Fisscher. Bijdrage tot de kennis van het Japansche rijk. 
 Amsterdam: J. Müller, 1833.

 
裕福な家庭に育ったフィッセルは、19歳の時に初めてアジアへ渡航し、1822年から1830年の間に数回日本

へ渡り、出島オランダ商館において商務員や倉庫係として長期間勤務した。1822年に商館長ブロンホフ

に随行して、江戸参府に参加した際に、フィッセルは東海道の各地で日本の工芸品や書籍、絵画などの収集

に熱中し、日本文物の充実したコレクションを構築した。1830年にオランダへ戻ったフィッセルは、自邸

でコレクションの展示会を行い、詳細な目録も作成した。彼のコレクションはオランダ王家によって購入され、

後にオランダ国立民族博物館に移り、現存している。フィッセルが1833年に再びアジアへ渡る直前に刊行

した『日本風俗備考』は、このコレクションの図像的情報を元に日本文化を民族学的観点から記述した

ものである。また、同書では出島および江戸参府におけるフィッセルの体験についても生き生きと語られている。

日文研所蔵外書。同書は日文研貴重書データベースに収録されていて、オンラインで閲覧することができる。

（解説 : フレデリック・クレインス）
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は
じ
め
に

　税
帳
と
は
︑
律
令
体
制
下
の
日
本
に
お
い
て
︑
各
国
に
貯
え
ら
れ
た
正
税（

1
）

の

収
支
を
中
央
に
報
告
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
様
文
書
で
あ
る
︒
正
税
と

は
田
租
と
出
挙
息
利
を
主
な
収
入
源
と
す
る
稲
穀
で
︑
地
方
各
郡
の
正
倉
に
貯

え
ら
れ
て
い
た
︒
税
帳
は
毎
年
一
度
作
成
さ
れ
て
中
央
へ
申
送
さ
れ
る
が
︑
申

送
に
際
し
て
は
国
司
本
人
が
税
帳
使
と
し
て
中
央
ま
で
出
向
く
こ
と
と
規
定
さ

れ
て
い
る
︒

　後
代
︑
税
帳
使
は
四
度
使
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
︒
四
度
使
と
は
︑
朝

集
使
・
大
帳
使
・
税
帳
使
・
貢
調
使
の
四
使
を
い
う
︒
い
ず
れ
も
国
司
本
人
が

使
者
に
立
ち
︑
勘
会
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
︑
他
の
群

小
諸
使
と
は
区
別
さ
れ
る
大
使
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た（

2
）

︒
四
度
使
は
地
方
の

律
令
年
度
サ
イ
ク
ル
を
規
定
す
る
根
幹
と
も
い
う
べ
き
使
者
で
あ
り
︑
そ
の
一

で
あ
る
税
帳
使
と
彼
の
も
た
ら
す
税
帳
の
制
度
が
律
令
行
政
史
上
極
め
て
重
要

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
成
立
と
沿
革
に
つ
い
て

は
︑
い
ま
だ
に
不
明
な
点
が
多
い
︒

　ま
ず
第
一
に
成
立
に
つ
い
て
︒
税
帳
及
び
税
帳
使
に
つ
い
て
は
︑
四
度
使
を

構
成
す
る
他
の
三
使
と
違
い
︑
律
令
に
明
文
の
規
定
が
な
い
︒
い
つ
︑
ど
の
よ

う
な
指
令
に
基
づ
い
て
税
帳
が
作
成
・
進
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︑
明

確
で
な
い
の
で
あ
る
︒

　第
二
に
沿
革
︑
特
に
官
稲
混
合
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︒
官
稲
混
合
と
は
︑

天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
と
ら
れ
た
措
置（

3
）

で
︑
従
来
︑
使
途
に
応
じ
て
別
置
の

上
出
挙
さ
れ
て
い
た
雑
色
官
稲
を
︑
正
税
に
混
合
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
ま
で
税
帳
は
正
税
だ
け
を
把
握
す
る
帳
簿
で
あ
っ
た
が
︑
官
稲
混
合
以
後

は
︑
吸
収
し
た
雑
色
官
稲
の
収
支
を
も
報
告
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

税
帳
と
税
帳
使

―
―
大
租
数
文
と
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混
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を
中
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―
―
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税帳と税帳使

9

い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
傍
証
と
し
て
︑﹁
税
文
﹂
と
い
う
言
葉
の
初
見

が
ま
さ
に
和
銅
元
年
太
政
官
符
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
︑
こ
れ
以

前
の
税
帳
は
雑
用
記
載
の
存
在
し
な
い
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
山
本
氏
は
公
廨
条
に
﹁
費
用
﹂
の
二
字
が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
を

指
摘
し
た
上
で
岡
田
説
を
援
用
し
て
お
ら
れ
る
︒

　そ
こ
で
ま
ず
︑
大
宝
二
年
の
大
租
数
文
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
︒

岡
田
氏
は
駅
起
稲
に
つ
い
て
の
史
料
の
重
複
を
も
っ
て
︑
大
宝
二
年
の
諸
公
文

を
臨
時
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
和
銅
二
年
記
事
は
極
め
て
簡
略
で
︑

何
ら
か
の
制
度
変
更
や
作
成
励
行
を
命
じ
た
も
の
と
解
す
る
余
地
も
十
分
に
あ

る
よ
う
に
思
う（

12
）

︒

　和
銅
元
年
を
も
っ
て
税
帳
制
度
の
画
期
と
す
る
岡
田
氏
の
考
え
方
に
も
疑
問

が
あ
る
︒
和
銅
元
年
に
下
達
さ
れ
た
︑
不
動
倉
に
か
か
る
太
政
官
符
を
確
認
し

よ
う
︒史

料
二

　﹃延
暦
交
替
式
﹄
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
閏
八
月
十
日
太
政
官
符

太
政
官
符
︑大
税
者
︑自
今
已
後
︑別
定
不
動
之
倉
︑以
為
国
貯
之
物
︒︿
郡

別
造
鎰
一
勾
︒﹀
国
郡
司
等
︑
各
税
文
及
倉
案
︑
注
其
人
時
定
倉
︒︿
後
検

校
欠
︑
徴
所
連
署
人
︒﹀

（
太
政
官
符
す
︑
大
税
は
︑
自
今
已
後
︑
別
に
不
動
の
倉
を
定
め
て
︑
以
て
国

貯
の
物
と
せ
よ
︒︿
郡
別
に
鎰
一
勾
を
造
れ
︒﹀
国
郡
司
等
︑各
税
文
及
び
倉
案
に
︑

其
の
人
の
時
定
む
る
倉
と
注
せ
︒︿
後
に
検
校
し
て
欠
あ
ら
ば
︑
連
署
せ
る
所

の
人
よ
り
徴
れ
︒﹀）

　こ
こ
に
定
め
ら
れ
た
不
動
倉
別
定
に
つ
い
て
は
︑
大
宝
元
年
︑
次
の
史
料
三

に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
国
司
の
財
政
権
を
今
度
は
制
約
し
た
も
の
と
す
る
説
が

有
力
で
あ
っ
た（

13
）

︒

史
料
三

　﹃続
日
本
紀
﹄
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
六
月
己
酉
（
八
）
条

勅
︑
凡
其
庶
務
︑
一
依
新
令
︒
又
国
宰
・
郡
司
︑
貯
置
大
税
︑
必
須
如
法
︒

如
有
闕
怠
︑
随
事
科
断
︒
是
日
︑
遣
使
七
道
︑
宣
告
依
新
令
為
政
及
給
大

租
之
状
︑
并
頒
付
新
印
様
︒

（
勅
せ
ら
く
︑
凡
そ
其
れ
庶
務
は
︑
一
ら
新
令
に
依
れ
︒
又
国
宰
・
郡
司
︑
大

税
を
貯
置
す
る
こ
と
︑
必
ず
法
の
ご
と
く
す
べ
し
︒
如
し
闕
怠
有
ら
ば
︑
事
に

随
へ
て
科
断
せ
よ
︒
是
の
日
︑
使
を
七
道
に
遣
は
し
て
︑
新
令
に
依
り
て
政
を

為
し
及
び
大
租
を
給
ふ
の
状
を
宣
告
し
︑
并
せ
て
新
印
の
様
を
頒
付
せ
し
む
︒）

　と
こ
ろ
が
そ
の
後
︑
渡
辺
晃
宏
氏（

14
）

に
よ
っ
て
︑
動
用
倉
と
不
動
倉
の
差
違
に

つ
き
︑
蓄
積
途
上
の
も
の
が
動
用
倉
︑
蓄
積
を
終
え
て
満
倉
と
な
り
国
郡
司
の

検
封
を
経
た
も
の
が
不
動
倉
に
な
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
︑
最
初

か
ら
両
者
を
区
別
し
た
蓄
積
が
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒

　こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
︑
不
動
倉
を
別
に
定
め
よ
と
し
た
和
銅
元
年
の
太
政

8

で
あ
る
︒

　官
稲
混
合
の
事
実
が
税
帳
に
は
っ
き
り
と
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
早
く
か

ら
確
認
さ
れ
て
い
る（

4
）

︒
ま
た
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
︑
支
出
の
増
大
へ
の
対
処（

5
）

︑

あ
る
い
は
国
司
を
中
心
と
す
る
弾
力
的
・
合
理
的
な
財
政
運
用
の
構
築（

6
）

と
い
っ

た
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
税
帳
及
び
税
帳
使
の

制
度
史
上
︑
官
稲
混
合
が
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
︑
具
体

的
に
論
じ
た
研
究
は
少
な
い
︒
官
稲
混
合
以
前
︑
税
帳
書
式
（
蓄
積
状
況
の

チ
ェ
ッ
ク
に
適
す
る
）
と
そ
れ
以
外
の
雑
色
官
稲
帳
書
式
（
支
出
状
況
の
チ
ェ
ッ

ク
に
適
す
る
）
が
併
存
し
て
お
り
︑
官
稲
混
合
の
際
に
統
一
し
た
書
式
が
頒
下

さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
国
に
よ
り
書
式
の
差
違
が
生
じ
た
と
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
が（

7
）

︑
官
稲
混
合
と
い
う
措
置
が
︑
税
帳
及
び
税
帳
使
の
制
度
に
変
革

を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
書
式
変
更
以
上
の
意
味
は
持
た
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
な
お
明
ら
か
と
は
言
い
難
い
︒

　本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
点
を
踏
ま
え
︑
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
税
帳
と
税

帳
使
の
制
度
的
沿
革
を
︑
税
帳
の
記
載
内
容
の
分
析
か
ら
検
討
し
た
い
︒

　
一

　税
帳
制
度
の
成
立

　税
帳
制
度
の
成
立
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
︒

史
料
一

　﹃続
日
本
紀
﹄
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
二
月
丙
辰
（
十
九
）
条

諸
国
大
租
・
駅
起
稲
及
義
倉
︑
并
兵
器
数
文
︑
始
送
于
弁
官
︒

（
諸
国
の
大
租
・
駅
起
稲
及
び
義
倉
︑
并
せ
て
兵
器
の
数
の
文
︑
始
め
て
弁
官

に
送
ら
し
む
︒）

　こ
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
大
租
数
文
に
つ
い
て
は
︑
輸
租
帳
に
類
す
る
も
の

と
の
見
解
も
あ
る
が（

8
）

︑
大
租
と
大
税
と
は
重
な
り
合
う
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら

れ（
9
）

︑
税
帳
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
注
目
を
集
め
て
き
た
︒
大
租
数
文
に
つ
い
て
︑

本
格
的
な
検
討
を
加
え
ら
れ
た
の
が
岡
田
利
文
氏（

10
）

で
あ
る
︒
氏
は
税
帳
制
度
の

﹁
素
朴
な
原
型
﹂
を
大
租
数
文
に
求
め
つ
つ
も
︑
あ
く
ま
で
浄
御
原
令
制
下
か

ら
貯
積
さ
れ
て
き
た
租
穀
の
現
在
額
の
報
告
書
に
過
ぎ
ず
︑
一
回
的
な
も
の
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
︑
税
帳
制
度
が
確
立
し
た
の
は
和
銅
元
年

（
七
〇
八
）
頃
と
主
張
さ
れ
た
︒

　ま
た
近
年
︑
山
本
祥
隆
氏（

11
）

は
︑
税
帳
制
度
の
法
的
根
拠
を
大
宝
雑
令
公
廨
条

に
求
め
︑
大
宝
元
年
に
税
帳
は
誕
生
し
た
と
さ
れ
た
上
で
︑﹁
大
租
数
文
﹂
の

解
釈
に
つ
い
て
は
岡
田
氏
の
見
解
に
賛
同
し
て
お
ら
れ
る
︒

　ま
た
岡
田
氏
は
︑
駅
起
稲
帳
に
つ
い
て
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
二
年
六
月
乙

巳
条
に
﹁
令
諸
国
進
駅
起
稲
帳
﹂
と
の
記
事
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
史
料
一
の

数
文
は
い
ず
れ
も
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
︑
毎
年
進
上
さ
れ
る

税
帳
の
成
立
は
こ
れ
よ
り
も
後
に
な
る
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
ら
れ
た
上
で
︑

不
動
倉
別
定
を
命
じ
た
和
銅
元
年
太
政
官
符
を
地
方
財
政
史
上
の
一
大
画
期
と

捉
え
︑
こ
こ
に
税
帳
制
度
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
さ
れ
て
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い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
傍
証
と
し
て
︑﹁
税
文
﹂
と
い
う
言
葉
の
初
見

が
ま
さ
に
和
銅
元
年
太
政
官
符
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
︑
こ
れ
以

前
の
税
帳
は
雑
用
記
載
の
存
在
し
な
い
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
山
本
氏
は
公
廨
条
に
﹁
費
用
﹂
の
二
字
が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
を

指
摘
し
た
上
で
岡
田
説
を
援
用
し
て
お
ら
れ
る
︒

　そ
こ
で
ま
ず
︑
大
宝
二
年
の
大
租
数
文
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
︒

岡
田
氏
は
駅
起
稲
に
つ
い
て
の
史
料
の
重
複
を
も
っ
て
︑
大
宝
二
年
の
諸
公
文

を
臨
時
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
和
銅
二
年
記
事
は
極
め
て
簡
略
で
︑

何
ら
か
の
制
度
変
更
や
作
成
励
行
を
命
じ
た
も
の
と
解
す
る
余
地
も
十
分
に
あ

る
よ
う
に
思
う（

12
）

︒

　和
銅
元
年
を
も
っ
て
税
帳
制
度
の
画
期
と
す
る
岡
田
氏
の
考
え
方
に
も
疑
問

が
あ
る
︒
和
銅
元
年
に
下
達
さ
れ
た
︑
不
動
倉
に
か
か
る
太
政
官
符
を
確
認
し

よ
う
︒史

料
二

　﹃延
暦
交
替
式
﹄
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
閏
八
月
十
日
太
政
官
符

太
政
官
符
︑大
税
者
︑自
今
已
後
︑別
定
不
動
之
倉
︑以
為
国
貯
之
物
︒︿
郡

別
造
鎰
一
勾
︒﹀
国
郡
司
等
︑
各
税
文
及
倉
案
︑
注
其
人
時
定
倉
︒︿
後
検

校
欠
︑
徴
所
連
署
人
︒﹀

（
太
政
官
符
す
︑
大
税
は
︑
自
今
已
後
︑
別
に
不
動
の
倉
を
定
め
て
︑
以
て
国

貯
の
物
と
せ
よ
︒︿
郡
別
に
鎰
一
勾
を
造
れ
︒﹀
国
郡
司
等
︑各
税
文
及
び
倉
案
に
︑

其
の
人
の
時
定
む
る
倉
と
注
せ
︒︿
後
に
検
校
し
て
欠
あ
ら
ば
︑
連
署
せ
る
所

の
人
よ
り
徴
れ
︒﹀）

　こ
こ
に
定
め
ら
れ
た
不
動
倉
別
定
に
つ
い
て
は
︑
大
宝
元
年
︑
次
の
史
料
三

に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
国
司
の
財
政
権
を
今
度
は
制
約
し
た
も
の
と
す
る
説
が

有
力
で
あ
っ
た（

13
）

︒

史
料
三

　﹃続
日
本
紀
﹄
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
六
月
己
酉
（
八
）
条

勅
︑
凡
其
庶
務
︑
一
依
新
令
︒
又
国
宰
・
郡
司
︑
貯
置
大
税
︑
必
須
如
法
︒

如
有
闕
怠
︑
随
事
科
断
︒
是
日
︑
遣
使
七
道
︑
宣
告
依
新
令
為
政
及
給
大

租
之
状
︑
并
頒
付
新
印
様
︒

（
勅
せ
ら
く
︑
凡
そ
其
れ
庶
務
は
︑
一
ら
新
令
に
依
れ
︒
又
国
宰
・
郡
司
︑
大

税
を
貯
置
す
る
こ
と
︑
必
ず
法
の
ご
と
く
す
べ
し
︒
如
し
闕
怠
有
ら
ば
︑
事
に

随
へ
て
科
断
せ
よ
︒
是
の
日
︑
使
を
七
道
に
遣
は
し
て
︑
新
令
に
依
り
て
政
を

為
し
及
び
大
租
を
給
ふ
の
状
を
宣
告
し
︑
并
せ
て
新
印
の
様
を
頒
付
せ
し
む
︒）

　と
こ
ろ
が
そ
の
後
︑
渡
辺
晃
宏
氏（

14
）

に
よ
っ
て
︑
動
用
倉
と
不
動
倉
の
差
違
に

つ
き
︑
蓄
積
途
上
の
も
の
が
動
用
倉
︑
蓄
積
を
終
え
て
満
倉
と
な
り
国
郡
司
の

検
封
を
経
た
も
の
が
不
動
倉
に
な
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
︑
最
初

か
ら
両
者
を
区
別
し
た
蓄
積
が
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒

　こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
︑
不
動
倉
を
別
に
定
め
よ
と
し
た
和
銅
元
年
の
太
政
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十
二
等
黄
文
連
伊
加
麻
呂
申
送
以
解
︒

（
8
）
天
平
九
年
度
駿
河
国

謹
件
収
納
天
平
九
年
正
税
并
雑
充
用
之
状
具
注
如
件
︑
付
守
従
五

位
下
勲
十
二
等
下
毛
野
朝
臣
帯
足
申
上
以
解
︒

　（1
）（
2
）（
7
）
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
以
外
の
文
言
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒（
3
）﹁
収
納
正
税
穀
并
穎
稲
雑
用
﹂︑（
4
）﹁
収
納
天

平
四
年
正
税
并
雑
用
﹂︑（
5
）﹁
収
納
天
平
六
年
正
税
雑
充
用
﹂︑（
6
）﹁
収
納

天
平
六
年
正
税
并
雑
充
用
﹂︑（
8
）﹁
収
納
天
平
九
年
正
税
并
雑
充
用
﹂︒
漢
文

的
に
ひ
ど
く
不
細
工
な
文
章
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ

ら
の
文
言
か
ら
﹁
雑
用
﹂﹁
并
雑
充
用
﹂
な
ど
の
文
言
を
除
け
ば
︑
極
め
て

す
っ
き
り
と
し
た
文
章
に
な
る
︒

　京
に
近
い
大
倭
・
和
泉
・
伊
賀
で
こ
う
し
た
文
章
表
現
の
欠
陥
が
生
じ
て
い

な
い
こ
と
の
原
因
は
別
途
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
以
外
の
国
に
つ
い

て
進
上
文
言
か
ら
見
る
と
︑
雑
用
は
本
来
の
進
上
文
言
に
後
か
ら
ね
じ
込
ま
れ

た
不
純
物
と
い
う
性
格
が
露
わ
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
文
言
の
あ
り
方
は
︑
雑
用

の
報
告
が
後
発
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒

　初
期
の
税
帳
は
雑
用
記
載
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
︑
少
な
く
と
も
そ
れ
を
主

要
な
機
能
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
点
に

お
い
て
岡
田
・
山
本
両
説
に
賛
同
し
た
い
︒
た
だ
し
︑
周
知
の
と
お
り（

16
）

大
税
は

貯
積
を
本
来
的
性
質
と
し
て
お
り
︑
雑
用
に
回
さ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
っ

た
か
ら
︑
雑
用
記
載
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
岡
田
氏
の
い
わ
れ
る

よ
う
に
︑
税
帳
が
制
度
的
に
未
熟
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
る
︒

　次
に
︑
山
本
氏
が
大
宝
雑
令
公
廨
条
の
登
場
に
よ
っ
て
税
帳
制
度
が
成
立
し

た
と
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

大
宝
二
年
二
月
の
大
租
数
文
進
上
に
か
か
る
史
料
一
に
つ
い
て
は
︑
従
来
の
解

釈
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　史
料
一
は
一
般
的
に
︑
諸
国
が
大
租
以
下
の
数
文
を
実
際
に
弁
官
に
送
っ
た

こ
と
を
示
す
記
事
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

17
）

が
︑
果
た
し
て
そ
の
解
釈
は

正
し
い
の
だ
ろ
う
か
︒

　﹃続
日
本
紀
﹄
に
お
け
る
弁
官
へ
の
申
送
記
事
は
史
料
一
を
皮
切
り
に
神
亀

六
年
ま
で
集
中
し
て
現
れ
る
︒﹁
官
に
申
送
﹂
で
は
な
く
︑
特
に
﹁
弁
官
に
申

送
﹂
と
指
定
す
る
の
が
﹃
続
紀
﹄
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
記
事
の
特
徴
で
︑
史

料
一
以
外
に
六
例
見
出
せ
る（

18
）

︒
こ
の
う
ち
五
例
は
﹁
制
﹂﹁
太
政
官
処
分
﹂
と

あ
る
た
め
︑
弁
官
へ
の
申
送
を
命
じ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
お

り
︑
残
る
一
例
が
次
の
史
料
で
あ
る
︒

史
料
四

　﹃続
日
本
紀
﹄
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
閏
六
月
丙
午
（
三
）
条

始
五
位
已
上
卒
者
︑
即
日
申
送
弁
官
︒

　（始
め
て
五
位
已
上
卒
せ
ら
ば
︑
即
日
弁
官
に
申
送
せ
し
む
︒）

10

官
符
に
つ
い
て
も
解
釈
は
変
わ
っ
て
く
る
︒
即
ち
︑
和
銅
元
年
の
不
動
倉
別
定

と
は
︑
そ
れ
ま
で
動
用
倉
に
蓄
積
し
て
き
た
穀
を
検
封
し
て
不
動
倉
と
す
る
よ

う
命
じ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
不
動
倉
の
将
来
的
な
設
置
は
大
宝
元
年

に
国
司
に
大
税
管
理
が
委
任
さ
れ
た
時
点
か
ら
折
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か（

15
）

︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
不
動
倉
別
定
を
も
っ
て
︑
地
方
財
政
史
上
の
一

大
画
期
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
︒

　ま
た
﹁
税
文
﹂
と
い
う
言
葉
の
初
見
は
確
か
に
史
料
二
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は

税
文
に
検
封
責
任
者
の
名
を
注
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
ず
︑
そ
れ

以
外
に
は
何
ら
定
め
が
な
い
︒
こ
の
事
実
は
む
し
ろ
こ
の
時
点
の
税
文
が
あ
る

程
度
整
っ
た
書
式
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
︒
大
宝
二
年
の

大
租
数
文
作
成
命
令
と
和
銅
元
年
の
不
動
倉
別
定
が
わ
ず
か
六
年
し
か
隔
た
っ

て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
不
動
倉
別
定
の
時
点
で
成
立
し
て
い
た
書
式
は

大
租
数
文
作
成
命
令
の
時
点
で
成
立
し
た
も
の
と
同
一
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒

　以
上
︑
和
銅
元
年
頃
に
税
帳
制
度
成
立
の
画
期
を
認
め
る
岡
田
氏
の
見
解
に

は
根
拠
が
乏
し
く
︑
そ
れ
以
前
︑
時
期
的
に
考
え
て
大
宝
元
年
の
大
税
貯
置
と
︑

そ
れ
を
受
け
て
発
令
さ
れ
た
こ
と
が
疑
い
な
い
大
宝
二
年
の
大
租
数
文
進
上
命

令
こ
そ
︑
税
帳
制
度
の
始
期
と
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

　た
だ
し
︑
大
宝
年
間
の
税
帳
に
雑
用
記
載
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
︑

山
本
氏
の
指
摘
も
あ
る
と
お
り
︑
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

税
帳
の
進
上
文
言
に
は
︑
し
ば
し
ば
雑
用
に
つ
い
て
少
々
不
自
然
な
表
現
が
散

見
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

（
1
）
天
平
二
年
度
大
倭
国

以
前
収
納
大
税
穀
穎
并
神
戸
租
等
数
具
録
如
前
︑
謹
解
︒

（
2
）
天
平
二
年
度
伊
賀
国

右
件
大
税
雑
用
并
収
納
顕
注
如
前
︑
仍
付
史
生
従
八
位
下
韓
国
君

佐
美
申
送
謹
解
︒

（
3
）
天
平
二
年
度
越
前
国

以
前
天
平
二
年
収
納
正
税
穀
并
穎
稲
雑
用
如
件
︑
仍
付
史
生
大
初

位
下
阿
刀
造
佐
美
麻
呂
申
上
以
解
︒

（
4
）
天
平
四
年
度
隠
岐
国

謹
件
収
納
天
平
四
年
正
税
并
雑
用
之
状
具
注
如
件
︑
仍
差
史
生
大

初
位
上
民
使
古
麻
呂
充
使
進
上
謹
解
︒

（
5
）
天
平
六
年
度
尾
張
国

謹
件
収
納
天
平
六
年
正
税
雑
充
用
之
状
具
注
如
件
︑
仍
付
守
従
五

位
下
勲
十
二
等
多
治
比
真
人
多
夫
勢
進
上
以
解
︒

（
6
）
天
平
六
年
度
周
防
国

謹
件
収
納
天
平
六
年
正
税
并
雑
充
用
之
状
具
注
如
件
︑
仍
繕
写
訖

即
付
史
生
少
初
位
上
汶
旦
才
智
進
上
謹
解
︒

（
7
）
天
平
九
年
度
和
泉
監

以
前
天
平
九
年
収
納
正
税
并
神
税
如
件
︑
仍
付
正
従
六
位
上
勲
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十
二
等
黄
文
連
伊
加
麻
呂
申
送
以
解
︒

（
8
）
天
平
九
年
度
駿
河
国

謹
件
収
納
天
平
九
年
正
税
并
雑
充
用
之
状
具
注
如
件
︑
付
守
従
五

位
下
勲
十
二
等
下
毛
野
朝
臣
帯
足
申
上
以
解
︒

　（1
）（
2
）（
7
）
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
以
外
の
文
言
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒（
3
）﹁
収
納
正
税
穀
并
穎
稲
雑
用
﹂︑（
4
）﹁
収
納
天

平
四
年
正
税
并
雑
用
﹂︑（
5
）﹁
収
納
天
平
六
年
正
税
雑
充
用
﹂︑（
6
）﹁
収
納

天
平
六
年
正
税
并
雑
充
用
﹂︑（
8
）﹁
収
納
天
平
九
年
正
税
并
雑
充
用
﹂︒
漢
文

的
に
ひ
ど
く
不
細
工
な
文
章
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ

ら
の
文
言
か
ら
﹁
雑
用
﹂﹁
并
雑
充
用
﹂
な
ど
の
文
言
を
除
け
ば
︑
極
め
て

す
っ
き
り
と
し
た
文
章
に
な
る
︒

　京
に
近
い
大
倭
・
和
泉
・
伊
賀
で
こ
う
し
た
文
章
表
現
の
欠
陥
が
生
じ
て
い

な
い
こ
と
の
原
因
は
別
途
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
以
外
の
国
に
つ
い

て
進
上
文
言
か
ら
見
る
と
︑
雑
用
は
本
来
の
進
上
文
言
に
後
か
ら
ね
じ
込
ま
れ

た
不
純
物
と
い
う
性
格
が
露
わ
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
文
言
の
あ
り
方
は
︑
雑
用

の
報
告
が
後
発
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒

　初
期
の
税
帳
は
雑
用
記
載
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
︑
少
な
く
と
も
そ
れ
を
主

要
な
機
能
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
点
に

お
い
て
岡
田
・
山
本
両
説
に
賛
同
し
た
い
︒
た
だ
し
︑
周
知
の
と
お
り（

16
）

大
税
は

貯
積
を
本
来
的
性
質
と
し
て
お
り
︑
雑
用
に
回
さ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
っ

た
か
ら
︑
雑
用
記
載
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
岡
田
氏
の
い
わ
れ
る

よ
う
に
︑
税
帳
が
制
度
的
に
未
熟
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
る
︒

　次
に
︑
山
本
氏
が
大
宝
雑
令
公
廨
条
の
登
場
に
よ
っ
て
税
帳
制
度
が
成
立
し

た
と
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

大
宝
二
年
二
月
の
大
租
数
文
進
上
に
か
か
る
史
料
一
に
つ
い
て
は
︑
従
来
の
解

釈
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　史
料
一
は
一
般
的
に
︑
諸
国
が
大
租
以
下
の
数
文
を
実
際
に
弁
官
に
送
っ
た

こ
と
を
示
す
記
事
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

17
）

が
︑
果
た
し
て
そ
の
解
釈
は

正
し
い
の
だ
ろ
う
か
︒

　﹃続
日
本
紀
﹄
に
お
け
る
弁
官
へ
の
申
送
記
事
は
史
料
一
を
皮
切
り
に
神
亀

六
年
ま
で
集
中
し
て
現
れ
る
︒﹁
官
に
申
送
﹂
で
は
な
く
︑
特
に
﹁
弁
官
に
申

送
﹂
と
指
定
す
る
の
が
﹃
続
紀
﹄
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
記
事
の
特
徴
で
︑
史

料
一
以
外
に
六
例
見
出
せ
る（

18
）

︒
こ
の
う
ち
五
例
は
﹁
制
﹂﹁
太
政
官
処
分
﹂
と

あ
る
た
め
︑
弁
官
へ
の
申
送
を
命
じ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
お

り
︑
残
る
一
例
が
次
の
史
料
で
あ
る
︒

史
料
四

　﹃続
日
本
紀
﹄
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
閏
六
月
丙
午
（
三
）
条

始
五
位
已
上
卒
者
︑
即
日
申
送
弁
官
︒

　（始
め
て
五
位
已
上
卒
せ
ら
ば
︑
即
日
弁
官
に
申
送
せ
し
む
︒）
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（
凡
そ
正
税
帳
を
進
ら
む
に
は
︑
皆
二
月
卅
日
以
前
を
限
り
︑
竝
び
に
官
に
申

送
せ
よ
︒
但
し
西
海
道
諸
国
并
せ
て
嶋
は
︑
二
月
卅
日
以
前
太
宰
府
に
送
れ
︒

府
以
て
覆
勘
を
加
へ
︑
五
月
卅
日
以
前
官
に
申
せ
︒）

　以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
︑
早
川
庄
八
氏（

22
）

は
︑
少
な
く
と
も
天
平
期
に
は
式
が

定
め
る
二
月
三
十
日
と
い
う
期
限
は
存
在
せ
ず
︑
国
司
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
︑
明
文
化
さ
れ
た
規
定
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ

た
︒
そ
し
て
延
喜
式
の
規
定
は
弘
仁
式
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
早
川
説
に
対
し
て
は
︑
和
銅
五
年
以
前
に
成
立
し
た
民
部
省
式
に
既

に
二
月
三
十
日
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
岡
田
利
文
氏（

23
）

の
意
見

が
あ
る
︒

　ま
た
山
里
純
一
氏（

24
）

は
︑
期
限
は
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
天
平
年
間

の
段
階
で
は
十
分
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
と
さ
れ
て
い
る
︒

　一
方
山
本
氏
は
︑
表
1
の
と
お
り
年
内
進
上
が
四
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
着

目
し
︑
雑
令
公
廨
条
に
税
帳
の
法
的
根
拠
を
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
条
文

を
あ
げ
て
お
こ
う
︒

史
料
六

　雑
令
公
廨
条

凡
公
廨
雑
物
︑
皆
令
本
司
自
勾
録
︒
其
費
用
見
在
帳
︑
年
終
一
申
太
政
官
︒

随
至
勾
勘
︒

（
凡
そ
公
廨
の
雑
物
は
︑
皆
本
司
を
し
て
自
ら
勾
録
せ
し
め
よ
︒
其
の
費
用
見

在
帳
︑
年
終
に
一
た
び
太
政
官
に
申
せ
︒
至
る
に
随
ひ
て
勾
勘
せ
よ
︒）

山
本
氏
の
論
旨
は
複
雑
で
︑
大
宝
令
段
階
で
は
﹁
年
終
﹂
の
規
定
は
存
在
せ
ず
︑

民
部
省
式
で
初
め
て
制
定
さ
れ
︑
養
老
令
に
引
き
継
が
れ
︑
天
平
年
間
の
現
行

法
と
し
て
一
定
程
度
の
実
効
性
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

　税
帳
の
制
度
と
公
廨
条
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
も
か
つ
て
想
定
し
た
こ

と
が
あ
り（

25
）

︑
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
︑
し
か
し
︑
も
し
山
本

氏
の
想
定
ど
お
り
だ
と
し
た
ら
︑
天
平
年
間
に
こ
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
た
国

は
半
分
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
甚
だ
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
山
本

氏
は
十
二
月
末
日
ま
で
の
収
支
状
況
を
記
載
す
べ
き
税
帳
を
︑
年
度
内
に
完
成

表 1　税帳の進上年月日

年度／国 税帳記載の年月日
進上時
期区分
※

天平 2年／大倭 天平 2（730）/12/20 ○

天平 2年／尾張 天平 2（730）/12/－ ○

天平 2年／伊賀 天平 3（731）/02/07 ●

天平 2年／越前 天平 3（731）02/26 ●

天平 4年／隠岐 天平 5（733）/02/19 ●

天平 6年／尾張 天平 6（734）/12/24 ○

天平 6年／周防 天平 7（735）/07/03 ●

天平 9年／駿河 天平10（738）/02/18 ●

天平 9年／和泉 天平10（738）/04/05 ●

天平 10年／淡路 天平 10（738）/12/27 ○

※　○＝年内、●＝年外
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　こ
の
日
︑
誰
か
五
位
以
上
の
者
が
死
亡
し
た
と
い
う
事
実
は
確
認
で
き
な
い
︒

史
料
の
性
質
か
ら
い
っ
て
も
︑
即
日
弁
官
へ
申
送
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
も
の

と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
史
料
一
以
外
の
弁
官
申
送
記
事
は

全
て
例
外
な
く
弁
官
へ
の
申
送
を
命
じ
た
記
事
で
あ
り
︑
実
際
に
申
送
さ
れ
た

事
実
を
記
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　そ
う
で
あ
れ
ば
︑
史
料
一
も
ま
た
弁
官
へ
の
申
送
を
命
じ
た
記
事
で
あ
り
︑

大
租
数
文
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
記
事
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
穏
当
で

あ
ろ
う
︒
大
宝
二
年
二
月
に
税
文
が
提
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

確
認
し
て
お
き
た
い
︒

　も
し
大
宝
令
の
定
め
に
よ
っ
て
税
帳
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

れ
ば
︑
ま
さ
に
こ
の
大
宝
二
年
二
月
頃
ま
で
に
第
一
の
税
帳
が
提
出
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
大
宝
二
年
二
月
に
行
わ
れ
た
の
は
税
帳

の
作
成
命
令
の
発
付
で
あ
っ
た
︒
雑
令
公
廨
条
を
税
帳
作
成
の
根
拠
と
見
る
場

合
︑
既
に
前
年
︑
大
税
貯
置
と
同
時
に
庶
務
は
一
ら
新
令
に
依
れ
と
命
じ
て
お

き
な
が
ら
︑
わ
ず
か
一
年
も
し
な
い
う
ち
に
重
ね
て
命
令
し
た
こ
と
に
な
り
︑

状
況
を
理
解
し
難
い
︒
税
帳
作
成
は
あ
く
ま
で
も
大
宝
二
年
の
大
租
数
文
作
成

命
令
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
公
廨
条
に
よ
っ
て
自
動
的
に
作
成
開

始
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

　大
租
数
文
作
成
命
令
を
直
接
に
受
け
た
の
は
恐
ら
く
在
京
中
で
あ
っ
た
朝
集

使
で
あ
ろ
う
︒
当
時
︑
地
方
行
政
に
何
ら
か
の
改
革
を
行
う
場
合
︑
朝
集
使
に

対
し
て
告
知
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た（

19
）

︒
こ
の
時
に
税
文
以
下
の
作
成
方
法
に

つ
い
て
も
併
せ
て
伝
達
さ
れ
︑
前
年
度
に
あ
た
る
大
宝
元
年
か
ら
遡
っ
て
作
成

す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う（

20
）

︒

　
二

　税
帳
の
進
上
期
限
と
雑
令
公
廨
条

　大
宝
二
年
に
作
成
を
開
始
さ
れ
た
税
帳
で
あ
る
が
︑
そ
の
進
上
期
限
に
つ
い

て
は
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ

た
い
︒

　現
存
す
る
税
帳
は
天
平
年
間
（
七
二
九
～
七
四
九
）
に
集
中
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
同
帳
に
記
さ
れ
た
進
上
月
日
が
表
1
に
示
し
た
と
お
り
バ
ラ
バ

ラ
で
あ
る（

21
）

と
い
う
事
実
は
︑
古
く
か
ら
税
帳
研
究
者
の
頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
︒

税
帳
と
並
ん
で
重
要
な
公
文
と
さ
れ
た
計
帳
の
方
は
︑
厳
密
な
申
送
期
限
の
下

で
作
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
︑
税
帳
の
方
は
い
か
に
も
不
統
一
と
い
っ
た
有

様
で
︑
果
た
し
て
天
平
年
間
当
時
︑
税
帳
に
進
上
期
限
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か

と
い
う
点
が
議
論
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
︒

　税
帳
の
進
上
期
限
に
つ
い
て
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
で
は
二
月
三
十
日
と
定
め
ら

れ
て
い
る
︒

史
料
五

　﹃延
喜
式
﹄
民
部
下

凡
進
正
税
帳
者
︑
皆
限
二
月
卅
日
以
前
︑
竝
申
送
官
︒
但
西
海
道
諸
国
并

嶋
︑
二
月
卅
日
以
前
送
太
宰
府
︒
府
以
加
覆
勘
︑
五
月
卅
日
以
前
申
官
︒
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（
凡
そ
正
税
帳
を
進
ら
む
に
は
︑
皆
二
月
卅
日
以
前
を
限
り
︑
竝
び
に
官
に
申

送
せ
よ
︒
但
し
西
海
道
諸
国
并
せ
て
嶋
は
︑
二
月
卅
日
以
前
太
宰
府
に
送
れ
︒

府
以
て
覆
勘
を
加
へ
︑
五
月
卅
日
以
前
官
に
申
せ
︒）

　以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
︑
早
川
庄
八
氏（

22
）

は
︑
少
な
く
と
も
天
平
期
に
は
式
が

定
め
る
二
月
三
十
日
と
い
う
期
限
は
存
在
せ
ず
︑
国
司
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
︑
明
文
化
さ
れ
た
規
定
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ

た
︒
そ
し
て
延
喜
式
の
規
定
は
弘
仁
式
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
早
川
説
に
対
し
て
は
︑
和
銅
五
年
以
前
に
成
立
し
た
民
部
省
式
に
既

に
二
月
三
十
日
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
岡
田
利
文
氏（

23
）

の
意
見

が
あ
る
︒

　ま
た
山
里
純
一
氏（

24
）

は
︑
期
限
は
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
天
平
年
間

の
段
階
で
は
十
分
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
と
さ
れ
て
い
る
︒

　一
方
山
本
氏
は
︑
表
1
の
と
お
り
年
内
進
上
が
四
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
着

目
し
︑
雑
令
公
廨
条
に
税
帳
の
法
的
根
拠
を
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
条
文

を
あ
げ
て
お
こ
う
︒

史
料
六

　雑
令
公
廨
条

凡
公
廨
雑
物
︑
皆
令
本
司
自
勾
録
︒
其
費
用
見
在
帳
︑
年
終
一
申
太
政
官
︒

随
至
勾
勘
︒

（
凡
そ
公
廨
の
雑
物
は
︑
皆
本
司
を
し
て
自
ら
勾
録
せ
し
め
よ
︒
其
の
費
用
見

在
帳
︑
年
終
に
一
た
び
太
政
官
に
申
せ
︒
至
る
に
随
ひ
て
勾
勘
せ
よ
︒）

山
本
氏
の
論
旨
は
複
雑
で
︑
大
宝
令
段
階
で
は
﹁
年
終
﹂
の
規
定
は
存
在
せ
ず
︑

民
部
省
式
で
初
め
て
制
定
さ
れ
︑
養
老
令
に
引
き
継
が
れ
︑
天
平
年
間
の
現
行

法
と
し
て
一
定
程
度
の
実
効
性
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

　税
帳
の
制
度
と
公
廨
条
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
も
か
つ
て
想
定
し
た
こ

と
が
あ
り（

25
）

︑
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
︑
し
か
し
︑
も
し
山
本

氏
の
想
定
ど
お
り
だ
と
し
た
ら
︑
天
平
年
間
に
こ
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
た
国

は
半
分
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
甚
だ
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
山
本

氏
は
十
二
月
末
日
ま
で
の
収
支
状
況
を
記
載
す
べ
き
税
帳
を
︑
年
度
内
に
完
成

表 1　税帳の進上年月日

年度／国 税帳記載の年月日
進上時
期区分
※

天平 2年／大倭 天平 2（730）/12/20 ○

天平 2年／尾張 天平 2（730）/12/－ ○

天平 2年／伊賀 天平 3（731）/02/07 ●

天平 2年／越前 天平 3（731）02/26 ●

天平 4年／隠岐 天平 5（733）/02/19 ●

天平 6年／尾張 天平 6（734）/12/24 ○

天平 6年／周防 天平 7（735）/07/03 ●

天平 9年／駿河 天平10（738）/02/18 ●

天平 9年／和泉 天平10（738）/04/05 ●

天平 10年／淡路 天平 10（738）/12/27 ○

※　○＝年内、●＝年外
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（
二
）
税
帳
の
名
称
の
変
化

　同
様
の
変
化
は
︑
税
帳
の
名
称
に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い
る
︒
各
税
帳
の
縫

等
か
ら
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
た
名
称
を
抜
き
出
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
︒

　税
帳
の
名
称
と
し
て
﹁
大
税
帳
﹂
と
﹁
正
税
帳
﹂
の
二
種
が
あ
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
他
に
も
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
名
称

の
類
型
が
存
在
す
る
︒﹁
収
納
帳
﹂
と
﹁
目
録
帳
﹂
で
あ
る
︒

　﹁収
納
﹂
と
は
︑﹁
出
挙
﹂
と
対
を
な
す
用
語
で
︑
出
挙
し
て
貸
し
出
し
た
稲

を
回
収
し
て
納
め
る
こ
と
を
い
う
︒
我
々
が
一
般
に
税
帳
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
帳
簿
の
多
く
は
︑﹁
収
納
帳
﹂
と
し
て
作
成
さ
れ
た
帳
簿
だ
っ
た
の
で
あ

る
︒

　﹁収
納
帳
﹂
の
対
に
な
る
の
は
勿
論
﹁
出
挙
帳
﹂
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
﹁
出

挙
帳
﹂
が
実
在
し
た
こ
と
を
︑
我
々
は
既
に
早
川
庄
八
氏
の
研
究（

29
）

に
よ
っ
て

知
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
出
挙
の
実
施
状
況
を
中
央
に
報
告
す
る
た
め
の
公
文
で

あ
っ
た
︒
な
ら
ば
﹁
収
納
帳
﹂
は
収
納
に
よ
る
結
果
を
報
告
す
る
公
文
で
あ
ろ

う
︒
税
帳
と
い
え
ば
収
納
帳
で
︑
出
挙
帳
は
脇
役
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で

あ
る
が
︑
本
来
の
税
帳
は
︑
出
挙
帳
と
収
納
帳
と
い
う
二
つ
の
帳
簿
が
相
並
ん

で
形
作
る
シ
ン
プ
ル
な
体
系
の
公
文
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　と
こ
ろ
が
表
3
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
︑
あ
る
時
期
か
ら
全
く
別
類
型
の

名
称
が
出
現
す
る
︒﹁
目
録
帳
﹂
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒﹁
目
録
帳
﹂
と
は
︑

早
く
鎌
田
元
一
氏
の
計
帳
の
研
究（

30
）

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
統
計
的
文

書
の
通
称
で
あ
る
︒

　﹁
収
納
帳
﹂
か
ら
﹁
目
録
帳
﹂
へ
の
変
化
は
何
を
示
す
か
︒﹁
収
納
帳
﹂
が

﹁
出
挙
帳
﹂
と
対
に
な
る
同
位
の
税
帳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑﹁
目
録
帳
﹂
と
い

う
名
称
は
︑
当
該
帳
簿
が
﹁
出
挙
帳
﹂
よ
り
上
位
︑
税
帳
の
本
体
を
な
す
公
文

と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　そ
し
て
﹁
目
録
帳
﹂
の
初
見
は
表
3
で
確
認
で
き
る
と
お
り
天
平
六
年
︒
こ

の
年
に
実
施
さ
れ
た
官
稲
混
合
が
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
い
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
︒

（
三
）
官
稲
混
合
と
雑
用

　天
平
六
年
の
官
稲
混
合
と
は
︑
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
そ
れ
ま
で
正
税

表 3　税帳の名称

年度／国 名称 名称型※

天平 2年／紀伊 収納大税帳 ▼

天平 2年／尾張 収納大税帳 ▼

天平 2年／越前 大税帳 ◇

天平 4年／隠岐 正税収納帳 ▼

天平 6年／尾張 収納正税帳 ▼

天平 6年／周防 正税目録帳 ◎

天平 8年／薩摩 正税目録帳 ◎

天平 8年／摂津 正税目録帳 ◎

天平 9年／長門 収納大税目録帳 ▼＋◎

天平 9年／豊後 正税帳 ◇

天平 9年／駿河 正税目録帳 ◎

天平 9年／和泉 収納正税帳 ▼

天平 10 年／駿河 正税帳 ◇

天平 10 年／周防 正税帳 ◇

天平 10 年／筑後 正税目録帳 ◎

天平 11 年／伊豆 正税并神税帳 ◇

※　▼＝収納帳型、◎＝目録帳型、◇＝略称型
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す
る
こ
と
は
本
来
的
に
不
可
能

で
あ
っ
た
か
ら
︑
遵
守
さ
れ
な

い
こ
と
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な

元
々
不
合
理
な
規
定
を
わ
ざ
わ

ざ
令
文
を
修
正
し
て
ま
で
組
み

込
む
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問

が
浮
か
ぶ
︒
表
1
を
素
直
に
解

釈
す
る
な
ら
︑
明
文
規
定
な
し
と
さ
れ
た
早
川
説
に
も
な
お
一
定
の
理
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　ま
た
山
本
氏
は
税
帳
の
年
度
内
完
成
を
本
来
的
に
不
可
能
な
こ
と
と
さ
れ
る

が
︑
当
時
の
律
令
行
政
の
あ
り
方
と
し
て
︑
年
度
末
︑
月
末
ま
で
見
込
み
で
計

上
す
る
こ
と
は
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り（

26
）

︑
こ
の
﹁
不
可
能
﹂

が
原
因
で
年
終
規
定
が
二
月
末
日
規
定
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
論
旨
も

根
拠
と
し
て
は
弱
い
︒

　進
上
期
限
の
変
更
は
︑
税
帳
制
度
の
変
化
と
大
き
な
関
わ
り
が
あ
り
︑
そ
の

変
化
は
天
平
六
年
（
七
三
四
）
の
官
稲
混
合
を
画
期
と
し
て
起
こ
っ
た
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
︒
以
下
節
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
て
い
き
た
い
︒

　
三

　税
帳
制
度
の
変
化
―
―
天
平
六
年
官
稲
混
合
に
関
し
て

（
一
）
税
帳
使
の
変
化

　天
平
六
年
を
境
と
し
て
︑
税
帳
使
の
官
職
に
変
化
が
現
れ
る
︒
表
2
は
現
存

税
帳
を
そ
れ
ぞ
れ
付
さ
れ
た
税
帳
使
の
官
職
一
覧
で
あ
る
︒
天
平
六
年
度
周
防

国
の
税
帳
に
つ
い
て
は
︑
翌
年
七
月
と
い
う
極
め
て
異
例
な
時
期
に
提
出
さ
れ

て
お
り
︑
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
例
外
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

な
ら
ば
︑
天
平
六
年
よ
り
前
の
税
帳
使
は
全
て
史
生
で
あ
り
︑
天
平
六
年
度
以

降
の
税
帳
使
は
全
て
長
官
が
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
明
確
な
差
違
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
︒﹃
万
葉
集（

27
）

﹄
で
は
天
平
十
八
年
度
の
守
︑
天
平
勝
宝
二
年
度
の

掾
︑
天
平
十
年
度
駿
河
国
正
税
帳（

28
）

に
は
﹁
天
平
七
年
正
税
帳
使
﹂
の
目
が
見
え

て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
四
等
官
以
上
で
あ
る
︒

　つ
ま
り
︑
天
平
六
年
よ
り
前
に
は
国
司
に
準
じ
る
存
在
に
過
ぎ
な
い
史
生
を

使
者
に
立
て
て
も
許
容
さ
れ
て
い
た
の
に
︑
突
然
︑
国
司
四
等
官
の
誰
か
（
理

想
と
し
て
は
長
官
）
が
税
帳
使
と
し
て
上
京
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
︒
こ
の
事
実
は
︑
税
帳
使
の
責
任
が
従
来
よ
り
も
格
段
に
重
く
な
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
天
平
六
年
に
税
帳
及
び
税
帳
使
の
制
度
に

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
何
ら
か
の
改
革
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
し

て
い
る
︒

表 2　税帳使一覧

年度／国 税帳使の官職

天平 2年／伊賀 史生

天平 2年／越前 史生

天平 4年／隠岐 史生

天平 6年／尾張 守

天平 6年／周防 史生

天平 9年／和泉 正

天平 9年／駿河 守
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（
二
）
税
帳
の
名
称
の
変
化

　同
様
の
変
化
は
︑
税
帳
の
名
称
に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い
る
︒
各
税
帳
の
縫

等
か
ら
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
た
名
称
を
抜
き
出
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
︒

　税
帳
の
名
称
と
し
て
﹁
大
税
帳
﹂
と
﹁
正
税
帳
﹂
の
二
種
が
あ
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
他
に
も
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
名
称

の
類
型
が
存
在
す
る
︒﹁
収
納
帳
﹂
と
﹁
目
録
帳
﹂
で
あ
る
︒

　﹁収
納
﹂
と
は
︑﹁
出
挙
﹂
と
対
を
な
す
用
語
で
︑
出
挙
し
て
貸
し
出
し
た
稲

を
回
収
し
て
納
め
る
こ
と
を
い
う
︒
我
々
が
一
般
に
税
帳
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
帳
簿
の
多
く
は
︑﹁
収
納
帳
﹂
と
し
て
作
成
さ
れ
た
帳
簿
だ
っ
た
の
で
あ

る
︒

　﹁収
納
帳
﹂
の
対
に
な
る
の
は
勿
論
﹁
出
挙
帳
﹂
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
﹁
出

挙
帳
﹂
が
実
在
し
た
こ
と
を
︑
我
々
は
既
に
早
川
庄
八
氏
の
研
究（

29
）

に
よ
っ
て

知
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
出
挙
の
実
施
状
況
を
中
央
に
報
告
す
る
た
め
の
公
文
で

あ
っ
た
︒
な
ら
ば
﹁
収
納
帳
﹂
は
収
納
に
よ
る
結
果
を
報
告
す
る
公
文
で
あ
ろ

う
︒
税
帳
と
い
え
ば
収
納
帳
で
︑
出
挙
帳
は
脇
役
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で

あ
る
が
︑
本
来
の
税
帳
は
︑
出
挙
帳
と
収
納
帳
と
い
う
二
つ
の
帳
簿
が
相
並
ん

で
形
作
る
シ
ン
プ
ル
な
体
系
の
公
文
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　と
こ
ろ
が
表
3
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
︑
あ
る
時
期
か
ら
全
く
別
類
型
の

名
称
が
出
現
す
る
︒﹁
目
録
帳
﹂
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒﹁
目
録
帳
﹂
と
は
︑

早
く
鎌
田
元
一
氏
の
計
帳
の
研
究（

30
）

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
統
計
的
文

書
の
通
称
で
あ
る
︒

　﹁
収
納
帳
﹂
か
ら
﹁
目
録
帳
﹂
へ
の
変
化
は
何
を
示
す
か
︒﹁
収
納
帳
﹂
が

﹁
出
挙
帳
﹂
と
対
に
な
る
同
位
の
税
帳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑﹁
目
録
帳
﹂
と
い

う
名
称
は
︑
当
該
帳
簿
が
﹁
出
挙
帳
﹂
よ
り
上
位
︑
税
帳
の
本
体
を
な
す
公
文

と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　そ
し
て
﹁
目
録
帳
﹂
の
初
見
は
表
3
で
確
認
で
き
る
と
お
り
天
平
六
年
︒
こ

の
年
に
実
施
さ
れ
た
官
稲
混
合
が
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
い
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
︒

（
三
）
官
稲
混
合
と
雑
用

　天
平
六
年
の
官
稲
混
合
と
は
︑
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
そ
れ
ま
で
正
税

表 3　税帳の名称

年度／国 名称 名称型※

天平 2年／紀伊 収納大税帳 ▼

天平 2年／尾張 収納大税帳 ▼

天平 2年／越前 大税帳 ◇

天平 4年／隠岐 正税収納帳 ▼

天平 6年／尾張 収納正税帳 ▼

天平 6年／周防 正税目録帳 ◎

天平 8年／薩摩 正税目録帳 ◎

天平 8年／摂津 正税目録帳 ◎

天平 9年／長門 収納大税目録帳 ▼＋◎

天平 9年／豊後 正税帳 ◇

天平 9年／駿河 正税目録帳 ◎

天平 9年／和泉 収納正税帳 ▼

天平 10 年／駿河 正税帳 ◇

天平 10 年／周防 正税帳 ◇

天平 10 年／筑後 正税目録帳 ◎

天平 11 年／伊豆 正税并神税帳 ◇

※　▼＝収納帳型、◎＝目録帳型、◇＝略称型
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四
種
の
雑
用
記
載
が
見
え
る
が
︑
前
二
者
と
後
二
者
は
出
挙
記
載
を
挟
ん
で
分

断
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
天
平
六
年
度
の
税
帳
で
は
番
匠
の
粮
料
︑
年

料
舂
白
米
︑
送
斎
宮
の
料
い
ず
れ
も
一
連
の
雑
用
記
載
部
分
に
ま
と
め
て
載
せ

ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
天
平
二
年
の
時
点
で
は
︑
ま
る
で
倉
札
の
よ
う
に
雑

用
が
時
系
列
式
で
記
さ
れ
て
い
た
税
帳
が
︑
天
平
三
年
～
六
年
の
間
に
︑
雑
用

記
載
を
別
立
て
で
記
載
す
る
書
式
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
︒

　こ
の
よ
う
な
書
式
変
更
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
︑
よ
り
厳
密
に
雑
用
記
載
を

チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
窺
え
る
︒
時
期
的
に
考
え
て
も
︑
天
平
六
年

官
稲
混
合
の
結
果
と
し
て
の
書
式
変
化
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

（
四
）
官
稲
混
合
と
税
帳

　か
つ
て
正
税
の
﹁
蓄
積
﹂
機
能
と
雑
色
官
稲
の
﹁
雑
用
﹂
機
能
と
い
う
対
照

的
な
姿
を
明
快
に
論
証
さ
れ
た
薗
田
香
融
氏
は
︑
官
稲
混
合
に
つ
い
て
︑
宮
廷

の
奢
侈
に
よ
り
ま
か
な
い
き
れ
な
く
な
っ
た
﹁
雑
用
﹂
が
﹁
蓄
積
﹂
へ
の
蚕
食

を
開
始
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
た（

32
）

︒
確
か
に
結
果
的
に
は
そ
の
よ
う
な
面
を
持

つ
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
︒

　た
だ
︑
天
平
年
間
の
税
帳
か
ら
窺
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
︑
官
稲
混
合
を
実

施
し
た
政
府
の
意
図
は
︑
地
方
財
政
︑
具
体
的
に
は
税
帳
雑
用
記
載
へ
の
監
督

強
化
と
評
価
す
べ
き
面
が
強
い
︒
税
帳
は
単
な
る
収
納
帳
か
ら
目
録
帳
へ
と
名

称
を
変
え
︑
そ
れ
を
進
上
す
る
使
者
に
は
四
等
官
を
も
っ
て
あ
て
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
雑
用
記
載
の
書
式
に
も
変
化
が
見
え
る
︒

　以
上
の
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
︑
先
に
結
論
を
保
留
し
た
税
帳
の
進
上
期
限
に

か
か
る
問
題
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

　つ
ま
り
︑
天
平
六
年
以
前
は
︑
雑
用
を
年
末
ま
で
見
込
み
で
計
上
す
る
こ
と

も
許
容
さ
れ
て
い
た
が
︑
官
稲
混
合
以
後
︑
雑
用
を
厳
密
に
実
績
で
報
告
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
税
帳
そ
の
も
の
に
対
す
る
勘
会
も
厳

し
く
な
っ
た
結
果
︑
進
上
期
限
を
翌
年
二
月
末
と
す
る
規
定
が
誕
生
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
二
月
末
規
定
の
成
立
時
期
は
直
接
の
史
料
が
な
い
た
め

確
定
困
難
で
あ
る
が
︑
天
平
六
年
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
隔
て
ず
に
成
立
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　そ
れ
で
は
そ
れ
以
前
︑
天
平
初
年
頃
ま
で
の
段
階
に
お
け
る
税
帳
進
上
期
限

は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
断
案
は
得
な
い
が
︑
年
末
と

翌
年
二
月
末
と
い
う
二
つ
の
期
限
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
︒
表
1
の
と
お
り
︑
天
平
期
の
正
税
帳
を
通
覧
す
れ
ば
︑
こ
の
二
時
期
を

意
識
し
た
と
覚
し
き
も
の
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
︒
雑
用
を
年
末
ま

で
見
込
み
で
計
上
し
て
も
差
し
支
え
な
い
国
に
は
前
者
︑
全
て
の
雑
用
を
実
績

で
正
確
に
計
上
す
る
必
要
が
あ
る
国
に
は
後
者
が
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
前
者
の
規
定
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
雑
令
公
廨
条
が
影
響
を

与
え
た
可
能
性
も
勿
論
あ
る
︒

　た
だ
︑
税
帳
を
作
成
す
る
現
場
の
地
方
官
人
た
ち
が
最
も
気
を
配
っ
て
い
た

の
は
︑
今
ま
で
ど
の
公
文
を
い
つ
作
成
・
進
上
し
て
き
た
か
と
い
う
先
例
（
国
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と
は
別
に
出
挙
・
運
用
さ
れ
て
い
た
郡
稲
以
下
の
雑
色
官
稲
を
正
税
に
混
合
︑

一
本
化
し
て
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
措
置
の
こ
と
で
あ
る
︒

史
料
七

　﹃続
日
本
紀
﹄
天
平
六
年
正
月
庚
辰
（
十
八
）
条

勅
︑
令
諸
国
雑
色
官
稲
︑
除
駅
起
稲
以
外
︑
悉
混
合
正
税
︒

（
勅
せ
ら
く
︑
諸
国
を
し
て
雑
色
官
稲
︑
駅
起
稲
を
除
く
以
外
︑
悉
く
正
税
に

混
合
せ
し
む
︒）

　官
稲
混
合
以
前
の
正
税
の
使
途
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
︒
国
や
郡
な
ど
現

地
の
行
政
組
織
を
支
え
る
た
め
の
財
源
で
は
な
く
︑
中
央
︑
ひ
い
て
は
王
権
の

た
め
の
財
源
と
し
て
の
性
格
が
強
い
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
限
定
さ
れ
た
使
途
を

除
い
て
は
︑
蓄
積
さ
れ
る
の
が
基
本
な
の
で
あ
る
︒

　こ
れ
に
対
し
て
雑
色
官
稲
は
蓄
積
で
は
な
く
︑
雑
用
に
充
て
る
た
め
に
あ
る
︒

主
な
収
入
は
出
挙
に
よ
る
利
稲
で
あ
り
︑
運
用
と
支
出
に
よ
っ
て
活
発
に
回
転

さ
れ
る
財
源
で
あ
っ
た（

31
）

︒

　雑
色
官
稲
を
吸
収
し
た
正
税
は
︑
そ
れ
ま
で
雑
色
官
稲
が
支
え
て
い
た
雑
用

も
担
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
官
稲
混
合
以
前
の
税
帳
に
お
い
て
は
例
外
的

で
あ
っ
た
雑
用
記
載
が
︑
官
稲
混
合
以
後
は
例
外
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒

　官
稲
混
合
を
境
と
し
て
︑
税
帳
に
お
け
る
雑
用
記
載
の
書
式
が
は
っ
き
り
変

化
し
て
い
る
国
が
あ
る
︒
天
平
二
年
度
の
尾
張
国
税
帳
は
次
の
よ
う
な
書
式
を

と
っ
て
い
た
（
原
文
で
大
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
数
値
は
便
宜
上
簡
体
に
置
き
換
え

る
）︒山

田
郡

天
平
元
年
定
大
税
穀
二
万
八
千
二
百
六
十
四
斛
一
斗
五
升

穎
稲
三
万
九
千
五
十
九
束
六
把
八
分

　雑
用
八
百
二
十
三
束
五
把
五
分

　
　
　二
番
匠
丁
粮
料
三
百
六
十
八
束

　
　
　依
民
部
省
符
割
充
皇
后
宮
職
封
戸
租
料
四
百
五
十
五
束
五
把
五
分

　遺
三
万
八
千
二
百
三
十
六
束
一
把
三
分

　
　
　出
挙
六
千
六
百
八
十
四
束

　
　
　
　正
身
死
亡
四
人

　免
税
一
百
七
十
二
束

　
　
　
　定
納
本
六
千
五
百
一
十
二
束

　
　
　
　
　利
三
千
二
百
五
十
六
束

　
　
　
　合
九
千
七
百
六
十
八
束

　
　
　
　雑
用
三
千
三
百
束

　
　
　
　
　年
料
舂
税
二
千
六
百
束

　
　
　
　
　依
民
部
省
符
送
斎
宮
七
百
束

　
　
　
　遺
六
千
四
百
六
十
八
束

　
　
　古
稲
三
万
一
千
五
百
五
十
二
束
一
把
三
分

こ
こ
に
は
二
番
匠
丁
粮
料
︑
皇
后
宮
職
封
戸
租
料
︑
年
料
舂
税
︑
送
斎
宮
の
料
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四
種
の
雑
用
記
載
が
見
え
る
が
︑
前
二
者
と
後
二
者
は
出
挙
記
載
を
挟
ん
で
分

断
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
天
平
六
年
度
の
税
帳
で
は
番
匠
の
粮
料
︑
年

料
舂
白
米
︑
送
斎
宮
の
料
い
ず
れ
も
一
連
の
雑
用
記
載
部
分
に
ま
と
め
て
載
せ

ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
天
平
二
年
の
時
点
で
は
︑
ま
る
で
倉
札
の
よ
う
に
雑

用
が
時
系
列
式
で
記
さ
れ
て
い
た
税
帳
が
︑
天
平
三
年
～
六
年
の
間
に
︑
雑
用

記
載
を
別
立
て
で
記
載
す
る
書
式
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
︒

　こ
の
よ
う
な
書
式
変
更
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
︑
よ
り
厳
密
に
雑
用
記
載
を

チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
窺
え
る
︒
時
期
的
に
考
え
て
も
︑
天
平
六
年

官
稲
混
合
の
結
果
と
し
て
の
書
式
変
化
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

（
四
）
官
稲
混
合
と
税
帳

　か
つ
て
正
税
の
﹁
蓄
積
﹂
機
能
と
雑
色
官
稲
の
﹁
雑
用
﹂
機
能
と
い
う
対
照

的
な
姿
を
明
快
に
論
証
さ
れ
た
薗
田
香
融
氏
は
︑
官
稲
混
合
に
つ
い
て
︑
宮
廷

の
奢
侈
に
よ
り
ま
か
な
い
き
れ
な
く
な
っ
た
﹁
雑
用
﹂
が
﹁
蓄
積
﹂
へ
の
蚕
食

を
開
始
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
た（

32
）

︒
確
か
に
結
果
的
に
は
そ
の
よ
う
な
面
を
持

つ
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
︒

　た
だ
︑
天
平
年
間
の
税
帳
か
ら
窺
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
︑
官
稲
混
合
を
実

施
し
た
政
府
の
意
図
は
︑
地
方
財
政
︑
具
体
的
に
は
税
帳
雑
用
記
載
へ
の
監
督

強
化
と
評
価
す
べ
き
面
が
強
い
︒
税
帳
は
単
な
る
収
納
帳
か
ら
目
録
帳
へ
と
名

称
を
変
え
︑
そ
れ
を
進
上
す
る
使
者
に
は
四
等
官
を
も
っ
て
あ
て
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
雑
用
記
載
の
書
式
に
も
変
化
が
見
え
る
︒

　以
上
の
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
︑
先
に
結
論
を
保
留
し
た
税
帳
の
進
上
期
限
に

か
か
る
問
題
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

　つ
ま
り
︑
天
平
六
年
以
前
は
︑
雑
用
を
年
末
ま
で
見
込
み
で
計
上
す
る
こ
と

も
許
容
さ
れ
て
い
た
が
︑
官
稲
混
合
以
後
︑
雑
用
を
厳
密
に
実
績
で
報
告
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
税
帳
そ
の
も
の
に
対
す
る
勘
会
も
厳

し
く
な
っ
た
結
果
︑
進
上
期
限
を
翌
年
二
月
末
と
す
る
規
定
が
誕
生
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
二
月
末
規
定
の
成
立
時
期
は
直
接
の
史
料
が
な
い
た
め

確
定
困
難
で
あ
る
が
︑
天
平
六
年
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
隔
て
ず
に
成
立
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　そ
れ
で
は
そ
れ
以
前
︑
天
平
初
年
頃
ま
で
の
段
階
に
お
け
る
税
帳
進
上
期
限

は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
断
案
は
得
な
い
が
︑
年
末
と

翌
年
二
月
末
と
い
う
二
つ
の
期
限
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
︒
表
1
の
と
お
り
︑
天
平
期
の
正
税
帳
を
通
覧
す
れ
ば
︑
こ
の
二
時
期
を

意
識
し
た
と
覚
し
き
も
の
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
︒
雑
用
を
年
末
ま

で
見
込
み
で
計
上
し
て
も
差
し
支
え
な
い
国
に
は
前
者
︑
全
て
の
雑
用
を
実
績

で
正
確
に
計
上
す
る
必
要
が
あ
る
国
に
は
後
者
が
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
前
者
の
規
定
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
雑
令
公
廨
条
が
影
響
を

与
え
た
可
能
性
も
勿
論
あ
る
︒

　た
だ
︑
税
帳
を
作
成
す
る
現
場
の
地
方
官
人
た
ち
が
最
も
気
を
配
っ
て
い
た

の
は
︑
今
ま
で
ど
の
公
文
を
い
つ
作
成
・
進
上
し
て
き
た
か
と
い
う
先
例
（
国
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初
出
一
九
二
七
年
︑
二
〇
五
～
二
〇
七
頁
︒

（
5
）  

薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂
同
﹃
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
一
九
八
一
年
︑
初
出
一
九
五
七
年
︒

（
6
）  

新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
続
日
本
紀
二
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
五
九
頁
（
黛

弘
道
・
笹
山
晴
生
執
筆
担
当
部
）︒

（
7
）  

川
原
秀
夫
﹁
官
稲
混
合
と
税
帳
書
式
﹂﹃
国
史
学
﹄
一
七
五
︑ 

二
〇
〇
二
年
︒

（
8
）  

山
里
純
一
﹁
大
税
と
郡
稲
の
成
立
﹂
同
﹃
律
令
地
方
財
政
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
一
年
︑
初
出
一
九
八
二
年
︑
一
八
頁
な
ど
︒

（
9
）  

鎌
田
元
一
﹁
公
田
賃
租
制
の
成
立
﹂
同
﹃
律
令
公
民
制
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
一

年
︑
初
出
一
九
七
三
年
︑
五
七
四
～
五
七
五
頁
︒

（
10
）  

岡
田
利
文
﹁
税
帳
制
度
成
立
に
関
す
る
一
試
論
﹂﹃
ソ
ー
シ
ア
ル
・
リ
サ
ー
チ
﹄
九
︑ 

一
九
八
一
年
︑
二
三
～
四
五
頁
︒

（
11
）  

山
本
祥
隆
﹁
税
帳
制
度
試
論
︱
︱
進
上
期
限
を
手
が
か
り
に
﹂
奈
良
文
化
財
研
究
所

創
立
60
周
年
記
念
論
文
集
﹃
文
化
財
論
叢
﹄
Ⅳ
︑
二
〇
一
二
年
︑
五
九
七
～
六
二
〇
頁
︒

（
12
）  

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
承
和
九
年
六
月
九
日
太
政
官
符
は
﹁
応
進
青
苗
簿
帳
事
﹂
と
い
う
事

書
き
を
持
つ
が
︑
青
苗
簿
作
成
の
開
始
は
︑
当
該
官
符
中
に
霊
亀
三
年
と
明
記
さ
れ
て

い
る
︒

（
13
）  

村
尾
次
郎
﹃
律
令
財
政
史
の
研
究

　増
訂
版
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
︑

二
一
三
～
二
一
四
頁
︑
黛
弘
道
﹁
国
司
制
の
成
立
﹂
大
坂
歴
史
学
会
編
﹃
律
令
国
家
の

基
礎
構
造
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
〇
年
︑
一
一
一
頁
︑
一
四
一
～
一
四
二
頁
︒

（
14
）  

渡
辺
晃
宏
﹁
平
安
時
代
の
不
動
穀
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
九
十
八
︱
十
二
︑ 

一
九
八
九
年
︒

（
15
）  

不
動
倉
別
定
の
記
事
が
正
史
で
あ
る
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
は
見
え
ず
︑﹃
延
暦
交
替
式
﹄

に
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
の
意
味
も
︑
こ
の
際
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
︒

（
16
）  

薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒

（
17
）  

た
と
え
ば
︑﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

　続
日
本
紀
一
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
︑

五
三
頁
︒

（
18
）  

大
宝
二
年
九
月
戊
寅
条
︑
和
銅
二
年
十
月
甲
申
条
︑
和
銅
四
年
閏
六
月
丙
午
条
︑
和

銅
五
年
五
月
丙
申
条
︑
和
銅
六
年
十
一
月
丙
子
条
︑
天
平
元
年
（
神
亀
六
年
）
五
月
庚

戌
条
︒

（
19
）  

た
と
え
ば
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
五
年
四
月
辛
丑
条
︒

（
20
）  

﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
八
十

　政
理
二

　雑
公
文

　弘
仁
十
年
十
月
甲
子
条
﹁
民
部
省
言
︑

主
税
寮
公
文
︑
自
大
宝
元
年
至
大
同
三
年
︑
紛
失
凡
八
千
七
十
一
巻
︒
伏
請
︑
自
大
同

四
年
至
弘
仁
七
年
︑
八
十
七
巻
︑
前
官
出
料
︑
後
官
写
填
︒
自
大
同
三
年
以
往
︑
一
従

免
除
︒
許
之
︒﹂

（
21
）  

天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
四
月
二
十
六
日
︑
越
中
掾
大
伴
池
主
の
館
で
﹁
税
帳
使
﹂

守
大
伴
家
持
の
餞
の
宴
（﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
七
ノ
三
九
九
五
）
が
︑
天
平
勝
宝
三
年

（
七
五
一
）
二
月
二
日
に
は
越
中
守
大
伴
家
持
の
館
で
﹁
正
税
帳
﹂
を
持
っ
て
京
に
向
か

お
う
と
す
る
掾
久
米
広
縄
の
た
め
の
宴
（﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
九
ノ
四
二
三
八
）
が
開
か
れ

て
い
る
︒
こ
れ
ら
も
税
帳
申
送
時
期
を
示
す
実
例
と
し
て
加
え
て
も
よ
か
ろ
う
︒

（
22
）  

早
川
庄
八
﹁
所
謂
﹁
伊
予
国
正
税
帳
﹂
に
つ
い
て
﹂
同
﹃
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︑
二
八
七
～
二
八
八
頁
︒

（
23
）  

岡
田
利
文
﹁
税
帳
の
提
出
期
限
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
川
内
古
代
史
論
集
﹄
二
︑ 

一
九
八
二

年
︒

（
24
）  

山
里
純
一
﹁
天
平
期
正
税
帳
総
説
﹂
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
編
﹃
復
元
天
平
諸
国
正
税

帳
﹄
現
代
思
潮
社
︑
一
九
八
五
年
︑
二
八
一
頁
︒

（
25
）  

二
〇
一
〇
年
︑
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
提
出
の
修
士
論
文
﹁
四
度
使
成
立
の

意
義
﹂︒

（
26
）  

山
田
英
雄
﹁
奈
良
時
代
に
お
け
る
上
日
と
禄
﹂﹃
日
本
古
代
史
攷
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
八
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︑
二
八
五
頁
︒

（
27
）  

註
21
参
照
︒

（
28
）  

﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
二
︑ 

一
二
三
頁
︒

（
29
）  

早
川
庄
八
﹁
所
謂
﹁
伊
予
国
正
税
帳
﹂
に
つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒
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例
）
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
恐
ら
く
大
宝
二
年
以
後
い
つ
か
の
時
点

で
十
二
月
ま
た
は
翌
年
二
月
末
と
い
う
二
つ
の
進
上
期
限
が
形
成
さ
れ
︑
そ
の

後
は
天
平
六
年
頃
ま
で
︑
各
国
ご
と
に
先
例
に
従
っ
て
粛
々
と
税
帳
を
作
成
し

て
い
た
︑
そ
れ
が
実
態
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

　
お
わ
り
に

　以
上
︑
税
帳
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
最
後
に
結
論
を
箇
条

書
き
に
し
て
お
き
た
い
︒

（
1
）
大
宝
元
年
︑
国
司
に
大
税
貯
置
の
職
務
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
︑

大
宝
二
年
に
大
租
数
文
の
進
上
が
命
じ
ら
れ
た
︒
こ
れ
こ
そ
︑
税
帳
制
度
の
開

始
で
あ
る
︒
当
時
の
税
帳
は
雑
用
記
載
を
少
な
く
と
も
主
要
な
機
能
と
し
て
は

備
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
貯
積
を
属
性
と
す
る
正
税
の
帳

簿
で
あ
る
た
め
で
あ
り
︑
制
度
的
な
未
熟
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
︒

（
2
）
天
平
六
年
以
前
の
税
帳
は
出
挙
帳
に
対
す
る
収
納
帳
で
あ
り
︑
使
者
に

は
史
生
の
よ
う
な
准
国
司
が
立
つ
こ
と
も
許
容
さ
れ
て
い
た
︒

（
3
）
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
を
境
に
︑
税
帳
使
に
は
国
司
四
等
官
が
立
つ
べ

き
も
の
と
さ
れ
︑
厳
密
な
雑
用
記
載
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

そ
の
結
果
︑
税
帳
進
上
の
年
度
内
期
限
は
廃
止
さ
れ
︑
翌
年
二
月
に
統
一
さ
れ

る
に
至
っ
た
︒

　天
平
六
年
の
官
稲
混
合
以
後
︑
税
帳
使
に
は
四
等
官
が
立
つ
べ
き
と
さ
れ
た

こ
と
は
︑
税
帳
使
の
成
立
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
︒
単
に
税
帳
を
進
上
し

て
く
る
使
者
と
い
う
意
味
で
の
税
帳
使
は
税
帳
成
立
と
同
時
に
成
立
し
た
と
い

え
る
が
︑
四
度
使
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
︑
他
の
群
小
諸
使
と
は
区
別
さ
れ
る
使

者
と
し
て
の
税
帳
使
は
︑
こ
れ
を
機
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
︒

　ま
た
︑
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
が
正
税
の
監
視
を
強
化
す
る
画
期
的
な
政
策

で
あ
っ
た
と
い
う
本
稿
の
結
論
か
ら
す
る
と
︑
何
故
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な

政
策
が
と
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
も
当
然
問
題
と
な
ろ
う
︒
こ
の
点
に
つ
い
て

は
今
後
の
課
題
と
し
て
明
記
す
る
と
と
も
に
︑
諸
賢
の
ご
教
示
を
仰
ぐ
次
第
で

あ
る
︒

註（
1
）  

従
来
大
税
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
︑
天
平
初
年
頃
を
境
に
正
税
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多

く
な
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
2
）  

坂
本
太
郎
﹁
正
倉
院
文
書
出
雲
国
計
会
帳
に
見
え
た
節
度
使
と
四
度
使
﹂﹃
坂
本
太
郎

著
作
集
第
七
巻

　律
令
制
度
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
九
年
︑
初
出
一
九
三
二
年
︑
早

川
庄
八
﹁
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
の
研
究
﹂
同
﹃
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
﹄
吉
川

弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︒

（
3
）  

駅
起
稲
な
ど
︑
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
で
は
混
合
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
︑
天
平
十
一

年
に
な
っ
て
初
め
て
混
合
さ
れ
た
雑
色
官
稲
も
存
在
す
る
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
十
一
年

（
七
三
九
）
六
月
戊
寅
（
十
七
）
条
︒

（
4
）  

澤
田
吾
一
﹃
復
刻

　奈
良
朝
時
代
民
政
經
濟
の
數
的
研
究
﹄
柏
書
房
︑
一
九
七
二
年
︑
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初
出
一
九
二
七
年
︑
二
〇
五
～
二
〇
七
頁
︒

（
5
）  
薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂
同
﹃
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
一
九
八
一
年
︑
初
出
一
九
五
七
年
︒

（
6
）  

新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
続
日
本
紀
二
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
五
九
頁
（
黛

弘
道
・
笹
山
晴
生
執
筆
担
当
部
）︒

（
7
）  

川
原
秀
夫
﹁
官
稲
混
合
と
税
帳
書
式
﹂﹃
国
史
学
﹄
一
七
五
︑ 

二
〇
〇
二
年
︒

（
8
）  

山
里
純
一
﹁
大
税
と
郡
稲
の
成
立
﹂
同
﹃
律
令
地
方
財
政
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
一
年
︑
初
出
一
九
八
二
年
︑
一
八
頁
な
ど
︒

（
9
）  

鎌
田
元
一
﹁
公
田
賃
租
制
の
成
立
﹂
同
﹃
律
令
公
民
制
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
一

年
︑
初
出
一
九
七
三
年
︑
五
七
四
～
五
七
五
頁
︒

（
10
）  

岡
田
利
文
﹁
税
帳
制
度
成
立
に
関
す
る
一
試
論
﹂﹃
ソ
ー
シ
ア
ル
・
リ
サ
ー
チ
﹄
九
︑ 

一
九
八
一
年
︑
二
三
～
四
五
頁
︒

（
11
）  

山
本
祥
隆
﹁
税
帳
制
度
試
論
︱
︱
進
上
期
限
を
手
が
か
り
に
﹂
奈
良
文
化
財
研
究
所

創
立
60
周
年
記
念
論
文
集
﹃
文
化
財
論
叢
﹄
Ⅳ
︑
二
〇
一
二
年
︑
五
九
七
～
六
二
〇
頁
︒

（
12
）  

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
承
和
九
年
六
月
九
日
太
政
官
符
は
﹁
応
進
青
苗
簿
帳
事
﹂
と
い
う
事

書
き
を
持
つ
が
︑
青
苗
簿
作
成
の
開
始
は
︑
当
該
官
符
中
に
霊
亀
三
年
と
明
記
さ
れ
て

い
る
︒

（
13
）  

村
尾
次
郎
﹃
律
令
財
政
史
の
研
究

　増
訂
版
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
︑

二
一
三
～
二
一
四
頁
︑
黛
弘
道
﹁
国
司
制
の
成
立
﹂
大
坂
歴
史
学
会
編
﹃
律
令
国
家
の

基
礎
構
造
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
〇
年
︑
一
一
一
頁
︑
一
四
一
～
一
四
二
頁
︒

（
14
）  

渡
辺
晃
宏
﹁
平
安
時
代
の
不
動
穀
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
九
十
八
︱
十
二
︑ 

一
九
八
九
年
︒

（
15
）  

不
動
倉
別
定
の
記
事
が
正
史
で
あ
る
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
は
見
え
ず
︑﹃
延
暦
交
替
式
﹄

に
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
の
意
味
も
︑
こ
の
際
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
︒

（
16
）  

薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒

（
17
）  

た
と
え
ば
︑﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

　続
日
本
紀
一
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
︑

五
三
頁
︒

（
18
）  

大
宝
二
年
九
月
戊
寅
条
︑
和
銅
二
年
十
月
甲
申
条
︑
和
銅
四
年
閏
六
月
丙
午
条
︑
和

銅
五
年
五
月
丙
申
条
︑
和
銅
六
年
十
一
月
丙
子
条
︑
天
平
元
年
（
神
亀
六
年
）
五
月
庚

戌
条
︒

（
19
）  

た
と
え
ば
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
五
年
四
月
辛
丑
条
︒

（
20
）  

﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
八
十

　政
理
二

　雑
公
文

　弘
仁
十
年
十
月
甲
子
条
﹁
民
部
省
言
︑

主
税
寮
公
文
︑
自
大
宝
元
年
至
大
同
三
年
︑
紛
失
凡
八
千
七
十
一
巻
︒
伏
請
︑
自
大
同

四
年
至
弘
仁
七
年
︑
八
十
七
巻
︑
前
官
出
料
︑
後
官
写
填
︒
自
大
同
三
年
以
往
︑
一
従

免
除
︒
許
之
︒﹂

（
21
）  

天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
四
月
二
十
六
日
︑
越
中
掾
大
伴
池
主
の
館
で
﹁
税
帳
使
﹂

守
大
伴
家
持
の
餞
の
宴
（﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
七
ノ
三
九
九
五
）
が
︑
天
平
勝
宝
三
年

（
七
五
一
）
二
月
二
日
に
は
越
中
守
大
伴
家
持
の
館
で
﹁
正
税
帳
﹂
を
持
っ
て
京
に
向
か

お
う
と
す
る
掾
久
米
広
縄
の
た
め
の
宴
（﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
九
ノ
四
二
三
八
）
が
開
か
れ

て
い
る
︒
こ
れ
ら
も
税
帳
申
送
時
期
を
示
す
実
例
と
し
て
加
え
て
も
よ
か
ろ
う
︒

（
22
）  

早
川
庄
八
﹁
所
謂
﹁
伊
予
国
正
税
帳
﹂
に
つ
い
て
﹂
同
﹃
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︑
二
八
七
～
二
八
八
頁
︒

（
23
）  

岡
田
利
文
﹁
税
帳
の
提
出
期
限
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
川
内
古
代
史
論
集
﹄
二
︑ 

一
九
八
二

年
︒

（
24
）  

山
里
純
一
﹁
天
平
期
正
税
帳
総
説
﹂
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
編
﹃
復
元
天
平
諸
国
正
税

帳
﹄
現
代
思
潮
社
︑
一
九
八
五
年
︑
二
八
一
頁
︒

（
25
）  

二
〇
一
〇
年
︑
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
提
出
の
修
士
論
文
﹁
四
度
使
成
立
の

意
義
﹂︒

（
26
）  
山
田
英
雄
﹁
奈
良
時
代
に
お
け
る
上
日
と
禄
﹂﹃
日
本
古
代
史
攷
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
八
七
年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︑
二
八
五
頁
︒

（
27
）  

註
21
参
照
︒

（
28
）  

﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
二
︑ 

一
二
三
頁
︒

（
29
）  

早
川
庄
八
﹁
所
謂
﹁
伊
予
国
正
税
帳
﹂
に
つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒
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は
じ
め
に

　世
界
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
仏
像
で
あ
る
が
︑
そ
の
実
体
は
い
ま
だ
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
が
︑
日
本
の
最
も
代
表
的
な
仏
像
の
一
つ
で
あ
る

東
大
寺
大
仏
（
天
平
勝
宝
四
年
︹
七
五
二
︺
開
眼
︑
以
下
﹁
大
仏
﹂
と
略
す
）
で

あ
る
（
図
1
）︒
大
仏
が
い
ず
れ
の
仏
典
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
︑
従
来
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
三
つ
の
説
が
立
て
ら
れ
︑
現
在
で
も
議

論
が
続
い
て
い
る
︒

従
来
の
説
①
︑
大
仏
は
華
厳
教
主
像
（﹃
華
厳
経
﹄
に
依
拠
し
た
仏
像
）
で

あ
る（

1
）

︒

従
来
の
説
②
︑
梵
網
教
主
像
（﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠
し
た
仏
像
）
で
あ
る（

2
）

︒

従
来
の
説
③
︑
梵
網
と
華
厳
の
教
主
像
（
ど
ち
ら
に
も
依
拠
し
た
仏
像
）
で

あ
る（

3
）

︒

　以
上
で
﹁
お
お
よ
そ
﹂
と
い
う
の
は
︑
そ
の
議
論
に
お
い
て
理
念
的
に
（
あ

る
い
は
理
念
的
に
の
み
）
そ
う
で
あ
る
の
か
︑
意
匠
的
に
（
あ
る
い
は
意
匠
的
に

の
み
）
そ
う
で
あ
る
の
か
な
ど
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
︑
い
ず
れ
の
説
に

属
す
る
も
の
か
分
類
が
難
し
い
場
合
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑

い
ず
れ
に
せ
よ
﹃
華
厳
経
﹄
に
も
と
づ
く
華
厳
宗
の
大
本
山
東
大
寺
の
本
尊
で

あ
る
大
仏
が
︑
実
は
直
接
的
に
は
﹃
華
厳
経
﹄
で
は
な
く
﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠

す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
︑
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
に
は
変
わ
り
は
な
い（

4
）

︒

　で
は
︑
以
上
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
と
い
え
ば
︑
筆
者
は
基
本
的
に
は
従
来

の
説
①
を
と
り
た
い
︒
た
だ
し
︑
正
確
に
は
︑
大
仏
は
六
十
華
厳
教
主
盧
舎
那

『
華
厳
経
』
の
宇
宙
論
と
東
大
寺
大
仏
の
意
匠
に
つ
い
て

外
村

　中

20

（
30
）  

鎌
田
元
一
﹁
計
帳
制
度
試
論
﹂
同
﹃
律
令
公
民
制
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
︑

初
出
一
九
七
二
年
︑
三
四
六
頁
︒

（
31
）  
薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂（
前
掲
）︒

（
32
）  

薗
田
香
融
﹁
隠
岐
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
︱
特
に
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
に

つ
い
て
﹂（
前
掲
）︑
二
一
〇
頁
︒

謝
辞　本

稿
執
筆
に
際
し
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
﹁
日
本
的
時
空
観
の
形
成

（
研
究
代
表
者
：
吉
川
真
司
氏
︑
幹
事
：
倉
本
一
宏
氏
）﹂
に
か
か
る
研
究
会
（
二
〇
一
三
年

八
月
十
八
日
）
に
て
口
頭
発
表
の
機
会
を
頂
戴
し
︑
研
究
会
参
加
者
の
皆
様
に
多
く
の
貴
重

な
御
意
見
を
頂
き
ま
し
た
︒
こ
こ
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
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は
じ
め
に

　世
界
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
仏
像
で
あ
る
が
︑
そ
の
実
体
は
い
ま
だ
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
が
︑
日
本
の
最
も
代
表
的
な
仏
像
の
一
つ
で
あ
る

東
大
寺
大
仏
（
天
平
勝
宝
四
年
︹
七
五
二
︺
開
眼
︑
以
下
﹁
大
仏
﹂
と
略
す
）
で

あ
る
（
図
1
）︒
大
仏
が
い
ず
れ
の
仏
典
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
︑
従
来
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
三
つ
の
説
が
立
て
ら
れ
︑
現
在
で
も
議

論
が
続
い
て
い
る
︒

従
来
の
説
①
︑
大
仏
は
華
厳
教
主
像
（﹃
華
厳
経
﹄
に
依
拠
し
た
仏
像
）
で

あ
る（

1
）

︒

従
来
の
説
②
︑
梵
網
教
主
像
（﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠
し
た
仏
像
）
で
あ
る（

2
）

︒

従
来
の
説
③
︑
梵
網
と
華
厳
の
教
主
像
（
ど
ち
ら
に
も
依
拠
し
た
仏
像
）
で

あ
る（

3
）

︒

　以
上
で
﹁
お
お
よ
そ
﹂
と
い
う
の
は
︑
そ
の
議
論
に
お
い
て
理
念
的
に
（
あ

る
い
は
理
念
的
に
の
み
）
そ
う
で
あ
る
の
か
︑
意
匠
的
に
（
あ
る
い
は
意
匠
的
に

の
み
）
そ
う
で
あ
る
の
か
な
ど
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
︑
い
ず
れ
の
説
に

属
す
る
も
の
か
分
類
が
難
し
い
場
合
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑

い
ず
れ
に
せ
よ
﹃
華
厳
経
﹄
に
も
と
づ
く
華
厳
宗
の
大
本
山
東
大
寺
の
本
尊
で

あ
る
大
仏
が
︑
実
は
直
接
的
に
は
﹃
華
厳
経
﹄
で
は
な
く
﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠

す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
︑
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
に
は
変
わ
り
は
な
い（

4
）

︒

　で
は
︑
以
上
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
と
い
え
ば
︑
筆
者
は
基
本
的
に
は
従
来

の
説
①
を
と
り
た
い
︒
た
だ
し
︑
正
確
に
は
︑
大
仏
は
六
十
華
厳
教
主
盧
舎
那

『
華
厳
経
』
の
宇
宙
論
と
東
大
寺
大
仏
の
意
匠
に
つ
い
て

外
村

　中
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内
容
を
確
認
し
︑
そ
し
て
︑
大
仏
の
意
匠
に
つ
い
て
初
歩
的
な
考
察
を
行
い
な

が
ら
︑
以
上
の
仮
説
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
を
整
理
し
て
み
た
い（

5
）

︒
と
く
に
従

来
の
研
究
で
は
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
﹃
六
十
華
厳
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の

内
容
の
相
違
に
つ
い
て
で
き
る
限
り
詳
し
い
分
析
を
試
み
る
︒

　な
お
︑
小
稿
で
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
両
仏
典
を
共
通
し

て
指
す
と
き
に
は
﹃
華
厳
経
﹄
と
︑
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ

﹃
六
十
華
厳
﹄﹃
八
十
華
厳
﹄
と
表
記
す
る
︒
ま
た
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
は
盧
舎
那

と
い
い
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
は
毘
盧
遮
那
と
い
う
な
ど
両
仏
典
の
用
語
に
は
違
い

が
見
ら
れ
る
が
︑
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
に
︑
仏
名
や
品
名
な
ど
は

﹃
六
十
華
厳
﹄
の
も
の
を
優
先
し
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
で
の
名
称
が
異
な
る
場
合
に

は
（

　）
内
に
し
め
す
こ
と
を
原
則
と
す
る
︒

　
第
一
章

　『華
厳
経
』
と
そ
の
宇
宙
論

一

　『六
十
華
厳
』『
八
十
華
厳
』『
梵
網
経
』

　﹃六
十
華
厳
﹄﹃
八
十
華
厳
﹄
お
よ
び
﹃
梵
網
経
﹄
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な

る
仏
典
で
あ
る
か
確
認
し
て
お
こ
う（

6
）

︒﹃
華
厳
経
﹄（﹃
大
方
広
仏
華
厳
経
﹄）
の

漢
訳
完
本
は
二
つ
あ
り
︑
一
つ
は
﹃
六
十
華
厳
﹄（
旧
訳
あ
る
い
は
晋
訳
）
と
︑

も
う
一
つ
は
﹃
八
十
華
厳
﹄（
新
訳
あ
る
い
は
唐
訳
）
と
呼
ば
れ
る
︒﹃
六
十
華
厳
﹄

は
︑
東
晋
の
仏
駄
跋
陀
羅
（
三
五
九
～
四
二
九
）
が
四
一
八
年
か
ら
四
二
〇
年

に
漢
訳
し
た
六
十
巻
本
で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
は
︑
唐
の
実
叉
難
陀

（
六
五
二
～
七
一
〇
）
が
六
九
五
年
か
ら
六
九
九
年
に
漢
訳
し
た
八
十
巻
本
で
あ

る
︒　﹃六

十
華
厳
﹄
出
経
後
記
に
よ
れ
ば
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
は
東
晋
の
支
法
領
（
生

没
年
不
明
）
が
西
域
の
国
で
あ
る
于
闐
で
得
た
梵
本
に
よ
る
と
い
う（

7
）

︒﹃
四
分

律
﹄
序
に
よ
れ
ば
︑
支
法
領
は
﹁
壬
辰
之
年
﹂
す
な
わ
ち
東
晋
の
太
元
十
七
年

（
三
九
二
）
頃
に
西
域
を
旅
し
た
と
い
う（

8
）

︒
以
上
に
よ
り
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
原
典

で
あ
る
梵
本
大
本
は
︑
そ
の
頃
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

　鎌
田
茂
雄
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
華
厳
経
﹄
は
各
章
が
独
立
し
た
経
典
で
あ
っ
た

も
の
が
四
世
紀
頃
に
﹃
華
厳
経
﹄
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
︑
最
も
古
い
章

は
十
地
品
で
あ
り
︑
そ
の
成
立
は
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
頃
と
見
ら
れ
る
と
い
う（

9
）

︒

　梶
山
雄
一
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
華
厳
経
﹄
は
四
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
イ
ン
ド
あ

る
い
は
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
原
型
は
二
世
紀

初
め
に
は
成
立
し
て
い
た
ら
し
い
︒
ま
た
︑
入
法
界
品
と
十
地
品
は
︑
も
と
は

単
独
の
経
典
で
あ
っ
た
が
︑
大
本
編
纂
の
時
に
編
入
さ
れ
た
も
の
で
︑﹃
華
厳

経
﹄
の
中
で
は
最
も
古
く
一
〇
〇
年
前
後
に
成
立
と
い
う（

10
）

︒

　﹃六
十
華
厳
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
の
相
違
に
つ
い
て
︑
と
く
に
小
稿

で
議
論
し
た
い
点
に
関
し
て
は
︑
唐
の
法
蔵
（
六
四
三
～
七
一
二
）
の
﹃
華
厳

経
伝
記
﹄
に
見
ら
れ
る
次
の
解
説
が
参
考
に
な
ろ
う
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
新

訳
﹃
八
十
華
厳
﹄
は
大
周
（
武
周
）
の
時
代
に
于
闐
が
献
上
し
た
も
の
で
︑
四

萬
頌
を
超
え
る
︒
そ
の
第
一
会
に
お
い
て
説
か
れ
る
華
蔵
世
界
の
内
容
（
す
な

わ
ち
﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
）
は
︑
旧
訳
﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
欠
落
が
あ
り
解

22

像
（﹃
六
十
華
厳
﹄
に
依
拠
し
た
仏
像
）
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
︑
八
十
華

厳
教
主
毘
盧
遮
那
像
（﹃
八
十
華
厳
﹄
に
依
拠
し
た
仏
像
）
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
︒

　で
は
︑
な
ぜ
そ
う
か
と
い
え
ば
︑
次
の
よ
う
な
仮
説
が
立
て
ら
れ
そ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　仮
説
①
︑
大
仏
造
成
に
あ
た
り
︑﹃
華
厳
経
﹄
を
本
（
も
と
）
に
す
る
こ
と

に
し
た
が
︑
実
際
に
本
に
さ
れ
た
の
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
で
あ
っ
た
︒

　仮
説
②
︑
と
こ
ろ
が
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
に
は
重
大
な
欠
落
な
ど
が
あ

り
︑
そ
の
箇
所
を
補
う
た
め
に
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
が
援
用
さ
れ
た
︒

　仮
説
③
︑
と
こ
ろ
が
︑
援
用
さ
れ
た
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
は
︑﹃
八
十
華
厳
﹄

（
延
い
て
は
梵
本
大
本
す
な
わ
ち
﹃
華
厳
経
﹄
本
来
）
の
内
容
と
は
明
ら
か
に
違
う

も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
仏
は
︑
本
は
と
い
え
ば
六
十
華
厳
教
主
像
と

し
て
造
ら
れ
た
が
︑
結
果
的
に
は
（
外
見
上
は
）
梵
網
教
主
像
の
よ
う
に
も
見

え
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

　以
上
の
よ
う
に
﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
の
欠
落
な
ど
を
補
う
た
め
に
意
匠
的

に
は
重
要
な
点
で
﹃
梵
網
経
﹄
に
も
依
拠
し
て
い
る
の
で
︑
大
仏
は
︑
現
在
に

お
い
て
は
︑
外
見
上
従
来
の
説
②
お
よ
び
従
来
の
説
③
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑

造
成
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
は
︑
あ
く
ま
で
六
十
華
厳
教
主
盧
舎
那
像
と
し
て

造
ら
れ
︑
ま
た
そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
が
事
実
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は

推
察
す
る
︒

　そ
こ
で
︑
小
稿
で
は
︑
ま
ず
は
﹃
華
厳
経
﹄
と
そ
こ
に
記
さ
れ
た
宇
宙
論
の

図 1　東大寺大仏
（筆者撮影）
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内
容
を
確
認
し
︑
そ
し
て
︑
大
仏
の
意
匠
に
つ
い
て
初
歩
的
な
考
察
を
行
い
な

が
ら
︑
以
上
の
仮
説
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
を
整
理
し
て
み
た
い（

5
）

︒
と
く
に
従

来
の
研
究
で
は
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
﹃
六
十
華
厳
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の

内
容
の
相
違
に
つ
い
て
で
き
る
限
り
詳
し
い
分
析
を
試
み
る
︒

　な
お
︑
小
稿
で
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
両
仏
典
を
共
通
し

て
指
す
と
き
に
は
﹃
華
厳
経
﹄
と
︑
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ

﹃
六
十
華
厳
﹄﹃
八
十
華
厳
﹄
と
表
記
す
る
︒
ま
た
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
は
盧
舎
那

と
い
い
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
は
毘
盧
遮
那
と
い
う
な
ど
両
仏
典
の
用
語
に
は
違
い

が
見
ら
れ
る
が
︑
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
に
︑
仏
名
や
品
名
な
ど
は

﹃
六
十
華
厳
﹄
の
も
の
を
優
先
し
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
で
の
名
称
が
異
な
る
場
合
に

は
（

　）
内
に
し
め
す
こ
と
を
原
則
と
す
る
︒

　
第
一
章

　『華
厳
経
』
と
そ
の
宇
宙
論

一

　『六
十
華
厳
』『
八
十
華
厳
』『
梵
網
経
』

　﹃六
十
華
厳
﹄﹃
八
十
華
厳
﹄
お
よ
び
﹃
梵
網
経
﹄
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な

る
仏
典
で
あ
る
か
確
認
し
て
お
こ
う（

6
）

︒﹃
華
厳
経
﹄（﹃
大
方
広
仏
華
厳
経
﹄）
の

漢
訳
完
本
は
二
つ
あ
り
︑
一
つ
は
﹃
六
十
華
厳
﹄（
旧
訳
あ
る
い
は
晋
訳
）
と
︑

も
う
一
つ
は
﹃
八
十
華
厳
﹄（
新
訳
あ
る
い
は
唐
訳
）
と
呼
ば
れ
る
︒﹃
六
十
華
厳
﹄

は
︑
東
晋
の
仏
駄
跋
陀
羅
（
三
五
九
～
四
二
九
）
が
四
一
八
年
か
ら
四
二
〇
年

に
漢
訳
し
た
六
十
巻
本
で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
は
︑
唐
の
実
叉
難
陀

（
六
五
二
～
七
一
〇
）
が
六
九
五
年
か
ら
六
九
九
年
に
漢
訳
し
た
八
十
巻
本
で
あ

る
︒　﹃六

十
華
厳
﹄
出
経
後
記
に
よ
れ
ば
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
は
東
晋
の
支
法
領
（
生

没
年
不
明
）
が
西
域
の
国
で
あ
る
于
闐
で
得
た
梵
本
に
よ
る
と
い
う（

7
）

︒﹃
四
分

律
﹄
序
に
よ
れ
ば
︑
支
法
領
は
﹁
壬
辰
之
年
﹂
す
な
わ
ち
東
晋
の
太
元
十
七
年

（
三
九
二
）
頃
に
西
域
を
旅
し
た
と
い
う（

8
）

︒
以
上
に
よ
り
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
原
典

で
あ
る
梵
本
大
本
は
︑
そ
の
頃
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

　鎌
田
茂
雄
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
華
厳
経
﹄
は
各
章
が
独
立
し
た
経
典
で
あ
っ
た

も
の
が
四
世
紀
頃
に
﹃
華
厳
経
﹄
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
︑
最
も
古
い
章

は
十
地
品
で
あ
り
︑
そ
の
成
立
は
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
頃
と
見
ら
れ
る
と
い
う（

9
）

︒

　梶
山
雄
一
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
華
厳
経
﹄
は
四
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
イ
ン
ド
あ

る
い
は
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
原
型
は
二
世
紀

初
め
に
は
成
立
し
て
い
た
ら
し
い
︒
ま
た
︑
入
法
界
品
と
十
地
品
は
︑
も
と
は

単
独
の
経
典
で
あ
っ
た
が
︑
大
本
編
纂
の
時
に
編
入
さ
れ
た
も
の
で
︑﹃
華
厳

経
﹄
の
中
で
は
最
も
古
く
一
〇
〇
年
前
後
に
成
立
と
い
う（

10
）

︒

　﹃六
十
華
厳
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
の
相
違
に
つ
い
て
︑
と
く
に
小
稿

で
議
論
し
た
い
点
に
関
し
て
は
︑
唐
の
法
蔵
（
六
四
三
～
七
一
二
）
の
﹃
華
厳

経
伝
記
﹄
に
見
ら
れ
る
次
の
解
説
が
参
考
に
な
ろ
う
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
新

訳
﹃
八
十
華
厳
﹄
は
大
周
（
武
周
）
の
時
代
に
于
闐
が
献
上
し
た
も
の
で
︑
四

萬
頌
を
超
え
る
︒
そ
の
第
一
会
に
お
い
て
説
か
れ
る
華
蔵
世
界
の
内
容
（
す
な

わ
ち
﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
）
は
︑
旧
訳
﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
欠
落
が
あ
り
解
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う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う（

22
）

︒
な
お
︑﹃
探
玄
記
﹄
お
よ
び
﹃
梵
網
経
菩
薩
戒
本

疏
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹃
華
厳
経
﹄
は
報
身
を
説
か
な
い
こ
と
を
︑
唐
の
法
蔵
も
理

解
し
て
い
た
ら
し
い（

23
）

︒

四

　法
身
の
盧
舎
那
が
在
す
と
こ
ろ

　近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
法
身
の
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ
（
仏
事
を
な
す
と

こ
ろ
）
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
次
の
二
つ
の
解
釈
が
可
能
な
よ
う
で
あ
る
︒

一
つ
は
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
（
宇
宙
に
花
咲
く
一
輪
の
蓮
の
花
の
花
托
の
部
分
）

で
あ
る
と
す
る
解
釈
で
︑
も
う
一
つ
は
娑
婆
世
界
（
我
々
人
類
が
住
む
三
千
大

千
世
界
）
で
あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
以
上
の
二
つ
の
解
釈

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒
な
お
︑
法
身
の
盧
舎
那
が
在
す
と
こ
ろ
に
つ
い

て
︑
あ
え
て
一
つ
を
と
る
と
す
れ
ば
︑
筆
者
は
後
者
す
な
わ
ち
娑
婆
世
界
を
と

る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
理
由
は
次
節
で
述
べ
る
︒

　ま
ず
︑
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
と
す
る
解
釈
は
︑
次
に
よ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
望

月
仏
教
大
辞
典
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
盧
舎
那
仏
品
の
内
容
は
︑
盧
舎

那
は
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
に
住
し
︑
そ
こ
か
ら
十
方
に
光
明
を
放
つ
こ
と
を
説

い
て
い
る
と
い
う（

24
）

︒
な
お
︑
盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば
︑
蓮
華

蔵
荘
厳
世
界
海
と
は
︑
蓮
の
花
托
の
こ
と
ら
し
い（

25
）

︒

　一
方
︑
娑
婆
世
界
で
あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
は
︑
近
年
で
は
︑
梶
山
雄
一
氏
が

説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
同
氏
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
﹁
蓮
華
蔵

世
界
﹂（
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
︑
華
蔵
荘
厳
世
界
海
）
は
︑
経
文
の
上
で
は
明
瞭

に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
︑
さ
ら
に
は
︑
釈
迦
牟
尼
如
来
と
毘
盧
遮
那
仏

は
一
体
で
あ
る
と
し
た
上
で
経
文
を
解
釈
し
︑
蓮
華
蔵
世
界
と
は
︑
マ
ガ
ダ
国

の
寂
滅
道
場
の
あ
る
こ
の
我
々
の
四
大
洲
を
含
み
︑
釈
迦
如
来
の
両
足
の
光
明

が
直
接
に
照
ら
し
出
す
こ
の
我
々
の
三
千
大
千
世
界
で
あ
ろ
う
と
す
る（

26
）

︒
な
お
︑

娑
婆
世
界
で
あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
は
︑
必
ず
し
も
近
年
の
解
釈
で
は
な
く
︑
早

く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
鑑
真
（
六
八
八
～
七
六
三
）
に
従
っ

て
来
日
し
た
唐
僧
の
思
託
（
生
没
年
不
明
）
が
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
に
撰
述

し
た
﹃
延
暦
僧
録
﹄
東
大
居
士
伝
に
見
ら
れ
る
﹁
香
水
海
中
︑
世
界
種
︑
蓮
華

蔵
世
界
︑
盧
舎
那
仏
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
そ
の
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う（

27
）

︒

ま
ず
﹁
蓮
華
蔵
世
界
︑
盧
舎
那
仏
﹂
と
い
う
の
で
︑﹃
延
暦
僧
録
﹄
が
想
定
し

て
い
る
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ
は
﹁
蓮
華
蔵
世
界
﹂
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
︒

次
節
で
見
る
よ
う
に
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
華
厳
世
界
品
に
よ
れ
ば
︑﹁
香
水
海
﹂
の

中
に
あ
る
﹁
世
界
種
﹂
の
中
に
﹁
娑
婆
﹂
が
あ
り
︑
そ
こ
に
在
す
仏
が
毘
盧
遮

那
で
あ
る
と
い
う
︒
語
順
お
よ
び
文
脈
か
ら
判
断
す
る
に
︑﹃
延
暦
僧
録
﹄
の

内
容
は
︑
お
そ
ら
く
こ
れ
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
延

暦
僧
録
﹄
が
説
く
盧
舎
那
の
在
す
﹁
蓮
華
蔵
世
界
﹂
は
︑﹁
娑
婆
﹂
と
置
き
換

え
が
可
能
で
あ
り
︑
要
す
る
に
娑
婆
世
界
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
る
の

で
あ
る
︒

五

　盧
舎
那
が
在
す
娑
婆
世
界

　盧
舎
那
が
在
す
娑
婆
世
界
に
つ
い
て
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
華
厳
世
界
品
は
︑
次

24

釈
が
で
き
な
か
っ
た
が
︑
新
訳
で
は
そ
の
内
容
が
す
べ
て
備
わ
り
︑
明
ら
か
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
︙
︙（

11
）

﹂
と
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑

法
蔵
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
の
宇
宙
論
の
内
容
に
は
欠
落
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
︒
後
で
見
る
と
お
り
︑
そ
の
欠
落
は
小
さ
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　一
方
︑﹃
梵
網
経
﹄
は
︑
望
月
信
亨
氏
の
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
近
年
の
研

究
に
よ
り
︑
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
偽
経
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る（

12
）

︒
船
山
徹
氏
は
︑﹃
梵
網
経
﹄
上
下
二
巻
は
下
巻
が
先
に
成
立
し
た
と
す

る
望
月
氏
の
説
を
発
展
さ
せ
︑
上
巻
成
立
の
下
限
は
五
九
四
年
︑
下
巻
成
立
は

お
よ
そ
四
五
二
年
か
ら
後
三
十
年
ほ
ど
の
間
で
あ
ろ
う
と
い
う（

13
）

︒

二

　盧
舎
那
と
釈
迦
の
関
係

　華
厳
教
主
で
あ
る
盧
舍
那
（
毘
盧
遮
那
）
と
釈
迦
の
関
係
に
つ
い
て
︑
見
て

お
こ
う
︒
四
天
下
（
い
わ
ゆ
る
須
弥
山
世
界
の
こ
と
で
︑
一
つ
の
須
弥
山
と
四
つ

の
大
洲
な
ど
か
ら
な
り
︑
地
球
に
相
当
す
る
）
に
お
い
て
は
︑
盧
舎
那
は
す
な
わ

ち
釈
迦
で
あ
る
︒
こ
の
点
を
し
め
す
﹃
華
厳
経
﹄
の
内
容
と
し
て
︑
た
と
え
ば
︑

次
が
あ
げ
ら
れ
よ
う（

14
）

︒﹃
華
厳
経
﹄
如
来
名
号
品
に
よ
れ
ば
︑
盧
舎
那
は
︑

我
々
の
住
む
四
天
下
に
お
い
て
は
︑
釈
迦
牟
尼
と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う（

15
）

︒
す
な

わ
ち
釈
迦
は
盧
舎
那
の
異
名
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
華
厳
経
﹄
入
法
界
品
の
内
容

は
︑
摩
耶
夫
人
は
盧
舎
那
仏
の
母
で
あ
り
︑
悉
達
太
子
す
な
わ
ち
釈
迦
の
母
で

も
あ
る
こ
と
を
し
め
す（

16
）

︒
さ
ら
に
は
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
入
法
界
品
に
は
︑﹁
今
の

世
尊
の
毘
盧
遮
那
﹂
と
﹁
今
の
世
尊
の
釈
迦
牟
尼
仏
﹂
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
︑

置
き
換
え
が
可
能
な
よ
う
で
あ
る（

17
）

︒
な
お
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
入
法
界
品
で
は
︑

こ
の
点
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る（

18
）

︒

三

　『華
厳
経
』
は
法
身
と
色
身
の
二
身
説

　梶
山
雄
一
氏
に
よ
れ
ば
︑
法
身
の
仏
と
は
︑
色
も
形
も
な
く
︑
思
惟
・
言

語
・
行
為
を
超
え
た
︑
虚
空
に
比
せ
ら
れ
る
宇
宙
の
根
元
的
真
理
と
し
て
の
仏

で
あ
る
︒
一
方
︑
色
身
の
仏
と
は
︑
法
身
の
化
身
す
な
わ
ち
法
身
の
顕
現
と
し

て
具
体
的
な
形
を
も
っ
て
現
れ
る
仏
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
法
身
と
色
身
に
よ

る
二
身
説
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
る
︒
二
身
説
の
成
立
は
遅

く
と
も
二
〇
〇
年
前
後
で
あ
る
︒
後
に
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
中
頃
に
瑜
伽

行
唯
識
学
派
が
法
身
︑
受
用
身
（
報
身
）︑
変
化
身
に
よ
る
三
身
説
を
説
い
た
が
︑

﹃
華
厳
経
﹄
は
三
身
説
は
説
い
て
い
な
い
と
い
う（

19
）

︒

　﹃華
厳
経
﹄
に
お
い
て
︑
法
身
と
色
身
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
例
と
し

て
︑
た
と
え
ば
次
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
︒﹃
六
十
華
厳
﹄
盧
舎
那
仏
品
に
よ
れ
ば
︑

﹁
法
身
は
︑
し
っ
か
り
と
安
定
し
た
も
の
で
崩
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
す
べ
て
の

多
く
の
法
界
に
充
ち
満
ち
て
い
る
︒
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
多
く
の
色
身
を
現
す

こ
と
が
で
き
︑
臨
機
応
変
に
衆
生
を
教
化
し
て
善
に
導
く（

20
）

﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑

以
上
に
対
応
す
る
﹃
八
十
華
厳
﹄
如
来
現
相
品
に
よ
れ
ば
︑﹁
仏
の
身
は
︑
特

殊
な
と
こ
ろ
は
な
く
一
様
な
も
の
で
︑
法
界
に
充
ち
満
ち
て
い
る
︒
衆
生
に
色

身
を
し
め
し
て
︑
臨
機
応
変
に
心
身
を
調
和
さ
せ
悪
行
を
絶
た
せ
る（

21
）

﹂
と
い
う
︒

さ
ら
に
︑
宝
王
如
来
性
起
品
（
如
来
出
現
品
）
に
よ
れ
ば
︑
法
身
は
虚
空
の
よ
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う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う（

22
）

︒
な
お
︑﹃
探
玄
記
﹄
お
よ
び
﹃
梵
網
経
菩
薩
戒
本

疏
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹃
華
厳
経
﹄
は
報
身
を
説
か
な
い
こ
と
を
︑
唐
の
法
蔵
も
理

解
し
て
い
た
ら
し
い（

23
）

︒

四

　法
身
の
盧
舎
那
が
在
す
と
こ
ろ

　近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
法
身
の
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ
（
仏
事
を
な
す
と

こ
ろ
）
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
次
の
二
つ
の
解
釈
が
可
能
な
よ
う
で
あ
る
︒

一
つ
は
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
（
宇
宙
に
花
咲
く
一
輪
の
蓮
の
花
の
花
托
の
部
分
）

で
あ
る
と
す
る
解
釈
で
︑
も
う
一
つ
は
娑
婆
世
界
（
我
々
人
類
が
住
む
三
千
大

千
世
界
）
で
あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
以
上
の
二
つ
の
解
釈

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒
な
お
︑
法
身
の
盧
舎
那
が
在
す
と
こ
ろ
に
つ
い

て
︑
あ
え
て
一
つ
を
と
る
と
す
れ
ば
︑
筆
者
は
後
者
す
な
わ
ち
娑
婆
世
界
を
と

る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
理
由
は
次
節
で
述
べ
る
︒

　ま
ず
︑
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
と
す
る
解
釈
は
︑
次
に
よ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
望

月
仏
教
大
辞
典
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
盧
舎
那
仏
品
の
内
容
は
︑
盧
舎

那
は
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
に
住
し
︑
そ
こ
か
ら
十
方
に
光
明
を
放
つ
こ
と
を
説

い
て
い
る
と
い
う（

24
）

︒
な
お
︑
盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば
︑
蓮
華

蔵
荘
厳
世
界
海
と
は
︑
蓮
の
花
托
の
こ
と
ら
し
い（

25
）

︒

　一
方
︑
娑
婆
世
界
で
あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
は
︑
近
年
で
は
︑
梶
山
雄
一
氏
が

説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
同
氏
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
﹁
蓮
華
蔵

世
界
﹂（
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
︑
華
蔵
荘
厳
世
界
海
）
は
︑
経
文
の
上
で
は
明
瞭

に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
︑
さ
ら
に
は
︑
釈
迦
牟
尼
如
来
と
毘
盧
遮
那
仏

は
一
体
で
あ
る
と
し
た
上
で
経
文
を
解
釈
し
︑
蓮
華
蔵
世
界
と
は
︑
マ
ガ
ダ
国

の
寂
滅
道
場
の
あ
る
こ
の
我
々
の
四
大
洲
を
含
み
︑
釈
迦
如
来
の
両
足
の
光
明

が
直
接
に
照
ら
し
出
す
こ
の
我
々
の
三
千
大
千
世
界
で
あ
ろ
う
と
す
る（

26
）

︒
な
お
︑

娑
婆
世
界
で
あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
は
︑
必
ず
し
も
近
年
の
解
釈
で
は
な
く
︑
早

く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
鑑
真
（
六
八
八
～
七
六
三
）
に
従
っ

て
来
日
し
た
唐
僧
の
思
託
（
生
没
年
不
明
）
が
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
に
撰
述

し
た
﹃
延
暦
僧
録
﹄
東
大
居
士
伝
に
見
ら
れ
る
﹁
香
水
海
中
︑
世
界
種
︑
蓮
華

蔵
世
界
︑
盧
舎
那
仏
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
そ
の
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う（

27
）

︒

ま
ず
﹁
蓮
華
蔵
世
界
︑
盧
舎
那
仏
﹂
と
い
う
の
で
︑﹃
延
暦
僧
録
﹄
が
想
定
し

て
い
る
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ
は
﹁
蓮
華
蔵
世
界
﹂
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
︒

次
節
で
見
る
よ
う
に
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
華
厳
世
界
品
に
よ
れ
ば
︑﹁
香
水
海
﹂
の

中
に
あ
る
﹁
世
界
種
﹂
の
中
に
﹁
娑
婆
﹂
が
あ
り
︑
そ
こ
に
在
す
仏
が
毘
盧
遮

那
で
あ
る
と
い
う
︒
語
順
お
よ
び
文
脈
か
ら
判
断
す
る
に
︑﹃
延
暦
僧
録
﹄
の

内
容
は
︑
お
そ
ら
く
こ
れ
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
延

暦
僧
録
﹄
が
説
く
盧
舎
那
の
在
す
﹁
蓮
華
蔵
世
界
﹂
は
︑﹁
娑
婆
﹂
と
置
き
換

え
が
可
能
で
あ
り
︑
要
す
る
に
娑
婆
世
界
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
る
の

で
あ
る
︒

五

　盧
舎
那
が
在
す
娑
婆
世
界

　盧
舎
那
が
在
す
娑
婆
世
界
に
つ
い
て
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
華
厳
世
界
品
は
︑
次
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の
閻
浮
提
な
ど
（
し
た
が
っ
て
十
億
の
四
天
下
な
ど
）
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
い
う
仏
国
土
も
時
に
同
じ
く
三
千
大
千
世
界

を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
如
来
光
明
覚
品
（
光
明
覚
品
）
に
は
︑﹁
仏
国
土
﹂

と
﹁
世
界
﹂
を
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
内
容
が
見
ら
れ
る（

37
）

︒
さ
ら
に
は
︑

﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
︑
国
土
も
同
じ
く
三
千
大
千
世
界
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ

る
ら
し
い
︒
如
来
名
号
品
に
は
︑﹁
国
土
﹂
と
﹁
世
界
﹂
を
置
き
換
え
る
こ
と

が
可
能
な
内
容
が
見
ら
れ
る（

38
）

︒

　以
上
の
よ
う
に
︑
大
乗
の
﹃
華
厳
経
﹄
で
は
︑
世
界
は
﹁
一
つ
の
三
千
大
千

世
界
﹂
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
一
方
︑
声
聞
乗
の
﹃
世
記
経
﹄
や
﹃
倶
舍

論
﹄
な
ど
で
は
︑
世
界
は
﹁
三
千
大
千
世
界
の
中
に
あ
る
一
つ
の
世
界
（
い
わ

ゆ
る
一
つ
の
四
天
下
）﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
世
記
経
﹄
閻
浮
提
州

品
や
﹃
倶
舍
論
﹄
分
別
世
品
の
内
容
は
︑
そ
の
こ
と
を
し
め
す（

39
）

︒

七

　『華
厳
経
』
の
宇
宙
論
、
娑
婆
世
界
は
蓮
の
種
の
中

　こ
こ
で
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
記
さ
れ
た
宇
宙
論
の
概
要
を
見
て
お
こ
う
︒
と

く
に
娑
婆
世
界
な
ど
の
世
界
（
す
な
わ
ち
三
千
大
千
世
界
）
が
蓮
の
花
弁
で
は

な
く
種
の
中
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
︒
な
お
︑
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
定
方

晟
氏
の
研
究
の
成
果
が
大
い
に
参
考
に
な
ろ
う（

40
）

︒
同
氏
の
研
究
は
︑﹃
八
十
華

厳
﹄
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
が
蓮
の
花
を

想
定
し
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る

が
︑
小
稿
で
注
目
し
た
い
﹃
六
十
華
厳
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
の
相
違
に

つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ

て
考
察
し
て
お
き
た
い
︒

　﹃六
十
華
厳
﹄
盧
舎
那
仏
品
（﹃
八
十
華
厳
﹄
如
来
現
相
品
）
に
よ
れ
ば（

41
）

︑
宇

宙
に
は
無
数
の
蓮
の
花
が
咲
い
て
い
る
︒
正
確
に
は
︑﹁
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂

（﹁
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂）
と
呼
ば
れ
る
花
托
の
十
方
（
①
東

（
42
）

︑
②
南
︑
③
西
︑
④
北
︑

⑤
東
南
︑
⑥
西
南
︑
⑦
西
北
︑
⑧
東
北
︑
⑨
下
方
︑
⑩
上
方
）
に
︑
そ
の
他
の
花

托
（﹁
世
界
海
﹂）
が
無
数
に
あ
る
と
い
う
︒

　盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば（

43
）

︑﹁
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂
と
呼
ば

れ
る
花
托
を
も
つ
蓮
の
花
は
︑
無
数
の
風
輪
（
空
気
の
層
）
の
上
に
あ
る
水
た

ま
り
か
ら
茎
を
の
ば
し
て
い
る
︒
そ
の
水
た
ま
り
を
﹁
香
水
海
﹂
と
い
う
︒

　盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば（

44
）

︑
花
弁
を
﹁
金
剛
山
﹂
あ
る
い
は

﹁
金
剛
圍
山
﹂
あ
る
い
は
﹁
斫
迦
羅
﹂
あ
る
い
は
﹁
大
斫
迦
羅
山
﹂（﹁
金
剛
輪

山
﹂
あ
る
い
は
﹁
大
輪
圍
山
﹂）
と
い
う
︒

　盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば（

45
）

︑
花
托
の
上
面
を
﹁
大
地
﹂
と
い

う
︒　盧

舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば（

46
）

︑
花
托
の
上
面
に
は
穴
が
あ
り
︑

そ
の
穴
も
ま
た
﹁
香
水
海
﹂
と
い
う
︒
な
お
︑
こ
こ
ま
で
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄

と
﹃
八
十
華
厳
﹄
は
と
も
に
同
じ
内
容
を
し
め
し
問
題
は
な
い
︒

　と
こ
ろ
が
︑
こ
こ
か
ら
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
に
は
不
明
な
説
明
と
欠
落
と
混

乱
が
見
ら
れ
る
︒﹃
六
十
華
厳
﹄
の
こ
こ
か
ら
の
問
題
は
重
大
で
あ
ろ
う
︒
こ

の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
た
め
に
︑
冗
長
と
な
っ
て
は
し
ま
う
が
︑
注
に
両

26

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
上
に
向
か
っ
て
仏
刹
（
お
そ
ら

く
三
千
大
千
世
界
）
を
な
す
分
量
も
あ
る
細
か
な
塵
の
数
ほ
ど
多
く
の
世
界
を

過
ぎ
る
と
︑
娑
婆
と
呼
ば
れ
る
こ
の
世
界
に
至
る
︒
そ
の
境
界
は
金
剛
で
飾
ら

れ
て
い
る
︒
こ
の
世
界
は
︑
様
々
な
色
を
し
た
風
輪
が
支
え
る
蓮
華
の
網
に

よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
︒
そ
の
あ
り
さ
ま
は
虚
空
の
よ
う
で
︑
天
の
宮
殿
が
そ

の
上
を
飾
り
あ
ま
ね
く
覆
う
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る
︒
こ
の
世
界
は
︑
仏
刹
の

十
三
倍
を
な
す
分
量
も
あ
る
細
か
な
塵
の
数
ほ
ど
多
く
の
世
界
に
取
り
囲
ま
れ

て
い
る
︒
こ
こ
に
在
す
仏
が
す
な
わ
ち
毘
盧
遮
那
如
来
世
尊
で
あ
る（

28
）

﹂
と
い
う
︒

　実
は
以
上
の
内
容
は
︑
そ
の
前
後
の
内
容
と
あ
わ
せ
て
︑
娑
婆
世
界
が
宇
宙

の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
を
﹃
華
厳
経
﹄
が
唯
一
具
体
的
に
説
く
箇
所
で
あ
る

（
本
章
第
七
節
に
後
述
）︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
︑
こ
の
箇
所
が
欠
落

し
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
前
後
の
テ
キ
ス
ト
に
は
不
明
な
説
明
と
混
乱
が
見
ら

れ
る（

29
）

︒
筆
者
は
思
う
に
︑
こ
れ
が
大
仏
の
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
最
も
大
き

な
原
因
で
あ
ろ
う
︒

　そ
し
て
︑
前
節
で
見
た
と
こ
ろ
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
に
︑
娑
婆
世
界
の
あ

り
さ
ま
が
虚
空
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
の
は
︑
宝
王
如
来
性
起
品
（
如
来
出
現

品
）
が
説
く
︑
法
身
は
虚
空
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に（

30
）

︑
さ
ら
に
は
︑

盧
舎
那
仏
品
（
如
来
現
相
品
）
が
説
く
︑
法
身
は
法
界
に
充
ち
満
ち
て
い
る
と

い
う
点
に（

31
）

︑
あ
る
い
は
通
じ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
娑
婆

世
界
は
法
身
の
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ
か
と
も
解
釈
で
き
よ
う
︒
ま
た
︑
法
身

の
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ
を
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
で
あ
る
と
す
る
と
︑
色
身
で

あ
る
四
天
下
に
在
す
釈
迦
と
関
連
づ
け
て
︑
娑
婆
に
在
す
毘
盧
遮
那
如
来
世
尊

を
如
何
に
と
ら
え
る
べ
き
か
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
さ
ら
に
は
︑

盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば
︑
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
は
︑
盧
舎
那

が
か
つ
て
菩
薩
行
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う（

32
）

︒
し
た
が
っ
て
︑
法
身
の

盧
舎
那
が
現
在
在
す
と
こ
ろ
は
娑
婆
世
界
で
あ
る
可
能
性
の
方
が
大
き
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
︒
よ
り
詳
し
く
正
確
な
と
こ
ろ
は
︑
今

後
の
研
究
に
委
ね
た
い
︒

六

　娑
婆
世
界
は
三
千
大
千
世
界

　﹃
華
厳
経
﹄
で
は
︑
娑
婆
世
界
も
そ
の
他
の
世
界
も
︑
要
す
る
に
世
界
は

三
千
大
千
世
界
（
十
億
の
四
天
下
が
集
ま
っ
て
で
き
た
世
界
）
の
よ
う
で
あ
る
︒

ま
ず
は
︑
娑
婆
世
界
か
ら
見
て
み
よ
う
︒
如
来
名
号
品
に
よ
れ
ば
︑
娑
婆
世
界

に
は
︑
十
億
の
四
天
下
が
あ
る
と
い
う（

33
）

︒
な
お
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
漢
訳
原
文
は
︑

十
億
を
﹁
百
億
﹂
と
表
記
す
る（

34
）

︒
一
方
︑
如
来
光
明
覚
品
（
光
明
覚
品
）
に
よ

れ
ば
︑
三
千
大
千
世
界
に
は
︑
十
億
の
閻
浮
提
︑
十
億
の
弗
婆
提
︑
十
億
の
拘

伽
尼
︑
十
億
の
鬱
単
越
が
あ
る
と
い
う（

35
）

︒
こ
れ
は
︑
三
千
大
千
世
界
に
も
十
億

の
四
天
下
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ど
ち
ら
も
十
億
の
四
天

下
に
よ
っ
て
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
娑
婆
世
界
は
す
な
わ
ち
三
千
大
千
世
界

で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　ま
た
︑
如
来
光
明
覚
品
（
光
明
覚
品
）
に
よ
れ
ば
︑
娑
婆
世
界
以
外
の
世
界

も
三
千
大
千
世
界
で
あ
る
ら
し
い（

36
）

︒
と
い
う
の
は
︑
い
ず
れ
の
世
界
に
も
十
億
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の
閻
浮
提
な
ど
（
し
た
が
っ
て
十
億
の
四
天
下
な
ど
）
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
い
う
仏
国
土
も
時
に
同
じ
く
三
千
大
千
世
界

を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
如
来
光
明
覚
品
（
光
明
覚
品
）
に
は
︑﹁
仏
国
土
﹂

と
﹁
世
界
﹂
を
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
内
容
が
見
ら
れ
る（

37
）

︒
さ
ら
に
は
︑

﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
︑
国
土
も
同
じ
く
三
千
大
千
世
界
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ

る
ら
し
い
︒
如
来
名
号
品
に
は
︑﹁
国
土
﹂
と
﹁
世
界
﹂
を
置
き
換
え
る
こ
と

が
可
能
な
内
容
が
見
ら
れ
る（

38
）

︒

　以
上
の
よ
う
に
︑
大
乗
の
﹃
華
厳
経
﹄
で
は
︑
世
界
は
﹁
一
つ
の
三
千
大
千

世
界
﹂
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
一
方
︑
声
聞
乗
の
﹃
世
記
経
﹄
や
﹃
倶
舍

論
﹄
な
ど
で
は
︑
世
界
は
﹁
三
千
大
千
世
界
の
中
に
あ
る
一
つ
の
世
界
（
い
わ

ゆ
る
一
つ
の
四
天
下
）﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
世
記
経
﹄
閻
浮
提
州

品
や
﹃
倶
舍
論
﹄
分
別
世
品
の
内
容
は
︑
そ
の
こ
と
を
し
め
す（

39
）

︒

七

　『華
厳
経
』
の
宇
宙
論
、
娑
婆
世
界
は
蓮
の
種
の
中

　こ
こ
で
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
記
さ
れ
た
宇
宙
論
の
概
要
を
見
て
お
こ
う
︒
と

く
に
娑
婆
世
界
な
ど
の
世
界
（
す
な
わ
ち
三
千
大
千
世
界
）
が
蓮
の
花
弁
で
は

な
く
種
の
中
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
︒
な
お
︑
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
定
方

晟
氏
の
研
究
の
成
果
が
大
い
に
参
考
に
な
ろ
う（

40
）

︒
同
氏
の
研
究
は
︑﹃
八
十
華

厳
﹄
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
が
蓮
の
花
を

想
定
し
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る

が
︑
小
稿
で
注
目
し
た
い
﹃
六
十
華
厳
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
の
相
違
に

つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ

て
考
察
し
て
お
き
た
い
︒

　﹃六
十
華
厳
﹄
盧
舎
那
仏
品
（﹃
八
十
華
厳
﹄
如
来
現
相
品
）
に
よ
れ
ば（

41
）

︑
宇

宙
に
は
無
数
の
蓮
の
花
が
咲
い
て
い
る
︒
正
確
に
は
︑﹁
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂

（﹁
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂）
と
呼
ば
れ
る
花
托
の
十
方
（
①
東

（
42
）

︑
②
南
︑
③
西
︑
④
北
︑

⑤
東
南
︑
⑥
西
南
︑
⑦
西
北
︑
⑧
東
北
︑
⑨
下
方
︑
⑩
上
方
）
に
︑
そ
の
他
の
花

托
（﹁
世
界
海
﹂）
が
無
数
に
あ
る
と
い
う
︒

　盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば（

43
）

︑﹁
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂
と
呼
ば

れ
る
花
托
を
も
つ
蓮
の
花
は
︑
無
数
の
風
輪
（
空
気
の
層
）
の
上
に
あ
る
水
た

ま
り
か
ら
茎
を
の
ば
し
て
い
る
︒
そ
の
水
た
ま
り
を
﹁
香
水
海
﹂
と
い
う
︒

　盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば（

44
）

︑
花
弁
を
﹁
金
剛
山
﹂
あ
る
い
は

﹁
金
剛
圍
山
﹂
あ
る
い
は
﹁
斫
迦
羅
﹂
あ
る
い
は
﹁
大
斫
迦
羅
山
﹂（﹁
金
剛
輪

山
﹂
あ
る
い
は
﹁
大
輪
圍
山
﹂）
と
い
う
︒

　盧
舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば（

45
）

︑
花
托
の
上
面
を
﹁
大
地
﹂
と
い

う
︒　盧

舎
那
仏
品
（
華
蔵
世
界
品
）
に
よ
れ
ば（

46
）

︑
花
托
の
上
面
に
は
穴
が
あ
り
︑

そ
の
穴
も
ま
た
﹁
香
水
海
﹂
と
い
う
︒
な
お
︑
こ
こ
ま
で
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄

と
﹃
八
十
華
厳
﹄
は
と
も
に
同
じ
内
容
を
し
め
し
問
題
は
な
い
︒

　と
こ
ろ
が
︑
こ
こ
か
ら
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
に
は
不
明
な
説
明
と
欠
落
と
混

乱
が
見
ら
れ
る
︒﹃
六
十
華
厳
﹄
の
こ
こ
か
ら
の
問
題
は
重
大
で
あ
ろ
う
︒
こ

の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
た
め
に
︑
冗
長
と
な
っ
て
は
し
ま
う
が
︑
注
に
両
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六
九
九
年
に
﹃
八
十
華
厳
﹄
が
完
成
す
る
ま
で
︑
中
国
延
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の

漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
は
正
確
に
は
理
解
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
こ
と
を
記
す
の
が
︑
本
章
第
一
節
で

紹
介
し
た
唐
の
法
蔵
の
﹃
華
厳
経
伝
記
﹄
の
内
容
と
い
え
よ
う
︒

　ま
た
︑
近
年
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
に
も
と
づ
き
﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
を

整
理
し
た
定
方
氏
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
梵
本
の
成
立
年
代
か
ら
判
断
し
︑
仏
教

の
宇
宙
論
は
﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
か
ら
﹃
梵
網
経
﹄
の
宇
宙
論
へ
と
展
開
し

た
と
考
え
議
論
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

51
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
人
々
の
理
解
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
︑
遅
く
と
も
五
九
四
年
ま
で
に
成

立
し
た
ら
し
い
﹃
梵
網
経
﹄
の
宇
宙
論
は
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
の
完
成
を
も
っ
て

正
し
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
よ
り
も
先
に
置
か

れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹃
梵
網
経
﹄
が
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
偽
経
で
あ

る
ら
し
い
こ
と
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
仏
教
の
宇

宙
論
の
歴
史
的
な
展
開
に
つ
い
て
の
定
方
氏
の
説
に
は
︑
議
論
の
余
地
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
︒

　﹃八
十
華
厳
﹄
華
蔵
世
界
品
は
︑
続
け
て
﹁
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂
と
呼
ば
れ

る
花
托
の
上
面
に
は
︑
さ
ら
に
同
様
な
種
（﹁
世
界
種
﹂）
が
無
数
に
あ
り
︿
そ

れ
ぞ
れ
の
種
の
中
に
無
数
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
こ
と
を
し
め
し
︑

種
名
と
そ
の
中
に
あ
る
世
界
名
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
在
す
仏
名
を
詳
細

に
あ
げ
る
が
︑
こ
こ
で
は
省
略
す
る（

52
）

︒

　
第
二
章

　大
仏
の
意
匠

一

　意
匠
の
特
徴

　大
仏
は
︑
従
来
の
研
究
が
指
摘
す
る
と
お
り（

53
）

︑︿
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁
の
中
に

一
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
蓮
の
花
托
を
象
徴
す
る
台
座
に
座
し

て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
図
1
）︒
実
は
こ
れ
が
大
仏
の
意
匠
の
最
大

の
特
徴
で
︑
本
章
で
も
と
く
に
注
目
し
た
い
点
で
あ
る
︒
な
お
︑
台
座
に
取
り

付
け
ら
れ
た
花
弁
に
は
三
千
大
千
世
界
を
描
い
た
図
（
い
わ
ゆ
る
蓮
弁
図
）
が

見
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
稿
を
改
め
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁
の

最
上
部
に
は
菩
薩
に
囲
ま
れ
た
釈
迦
が
在
す
情
況
（
図
2
）
が
︑
花
弁
の
下
部

に
は
三
千
大
千
世
界
の
中
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
閻
浮
提
に
釈
迦
が
座
し
て
い
る

情
況
（
図
3
）
が
描
か
れ
て
い
る
点
は
︑
こ
こ
で
も
重
要
で
あ
る
︒

二

　大
仏
は
法
身
の
盧
舎
那

　大
仏
は
︑
そ
も
そ
も
は
色
も
形
も
な
い
法
身
の
盧
舎
那
を
意
匠
化
し
た
も
の

ら
し
い
︒
大
仏
は
報
身
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
江
戸
時
代
以
来
の
通
説
で
あ
る

が
︑
家
永
三
郎
氏
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
で
は
な
く
法
身
と
見
る
べ
き
の
よ
う
で
あ

る
︒
同
氏
に
よ
れ
ば
︑
報
身
と
す
る
例
は
︑
平
安
時
代
以
前
に
お
い
て
は
ま
っ

た
く
見
出
せ
な
い
︒
一
方
︑
た
と
え
ば
﹃
三
代
実
録
﹄
貞
観
三
年
（
八
六
一
）

三
月
十
四
日
条
所
載
﹁
東
大
寺
大
仏
供
養
会
呪
願
文
﹂
は
︑
大
仏
が
法
身
と
考

28

仏
典
の
原
文
を
引
用
す
る
︒
ま
た
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
は
理
解
し
が
た
い

の
で
︑
こ
こ
か
ら
は
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
を
優
先
す
る
こ
と
に
す
る
︒

　﹃八
十
華
厳
﹄
華
蔵
世
界
品
に
よ
れ
ば（

47
）

︑
穴
（﹁
香
水
海
﹂）
は
無
数
に
あ
り
︑

穴
に
は
種
が
入
っ
て
い
る
︒
そ
の
種
を
﹁
世
界
種
﹂
と
い
う
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
種

の
中
に
は
無
数
の
世
界
が
入
っ
て
い
る
︒
種
は
様
々
な
穴
に
で
き
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
︒
一
方
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
盧
舎
那
仏
品
で
は
︑
不
明
な
説
明
と
な
っ

て
お
り
︑
種
（﹁
世
界
性
﹂）
は
穴
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
で
き
る
と
読
め
そ
う
で

あ
る（

48
）

︒
ま
た
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
で
は
種
に
相
当
す
る
言
葉
が
﹁
世
界
種
﹂
と
訳

さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
﹁
世
界
性
﹂
と
訳
さ
れ
て
お
り
︑
蓮
の

種
を
想
定
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
の
訳
か
ら
で
は
直
ち
に

は
判
断
し
が
た
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒

　﹃八
十
華
厳
﹄
華
蔵
世
界
品
に
よ
れ
ば（

49
）

︑﹁
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂
と
呼
ば
れ
る

蓮
の
花
の
花
托
の
上
面
の
中
央
に
位
置
し
た
穴
（﹁
香
水
海
﹂）
の
中
か
ら
大
き

な
蓮
の
花
が
出
て
︑
そ
の
上
に
種
（﹁
世
界
種
﹂）
が
あ
り
︑
そ
の
種
の
中
に
は

無
数
の
﹁
世
界
﹂
が
入
っ
て
い
る
︒
世
界
は
層
を
な
し
︑
た
と
え
ば
二
十
層
を

あ
げ
れ
ば
︑
そ
の
一
番
下
か
ら
十
三
番
目
の
層
に
﹁
娑
婆
﹂
と
呼
ば
れ
る
世
界

が
あ
り
︑
そ
こ
に
在
す
の
が
毘
盧
遮
那
如
来
世
尊
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
世
界
は
︑
上
に
行
く
ほ
ど
よ
り
多
く
の
無
数
の
世
界
に
取
り
囲
ま
れ
て
い

る
と
い
う
︒
以
上
に
よ
り
︑
毘
盧
遮
那
如
来
世
尊
（
す
な
わ
ち
盧
舎
那
）
の
在

す
娑
婆
世
界
を
は
じ
め
無
数
の
三
千
大
千
世
界
が
蓮
の
種
の
中
に
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　一
方
︑
意
味
不
明
と
な
り
読
み
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
が
︑﹃
六
十
華
厳
﹄

盧
舎
那
仏
品
は（

50
）

︑
ま
ず
︑
種
（﹁
世
界
性
﹂）
と
﹁
世
界
﹂
の
関
係
を
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
世
界
が
ど
こ
に
位
置
す
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒

そ
し
て
︑
文
脈
か
ら
あ
る
い
は
種
の
中
か
と
も
思
わ
れ
る
十
二
番
目
の
層
ま
で

は
﹃
八
十
華
厳
﹄
と
同
様
な
よ
う
で
も
あ
る
が
︑
十
三
番
目
の
層
に
﹁
娑
婆
﹂

は
記
さ
ず
︑
そ
こ
に
は
穴
（﹁
香
水
海
﹂）
が
あ
り
︑
そ
の
中
に
種
が
入
っ
て
い

る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
上
の
十
四
番
目
の
層
に
も
ま
た
穴
が
あ
り
種
が

入
っ
て
い
る
と
す
る
な
ど
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
ま
ま
混
乱
を

続
け
︑
さ
ら
に
は
︑
二
十
番
目
の
層
に
は
無
数
の
穴
と
無
数
の
種
が
あ
る
と
す

る
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
ま
で
が
一
つ
の
集
ま
り
で
︑
そ
の
十
方
に
あ
る
同
様
な
集

ま
り
を
合
わ
せ
た
す
べ
て
が
盧
舎
那
が
常
に
法
輪
を
転
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と

す
る
︒

　以
上
の
よ
う
に
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
は
︑
意
味
不
明
か
つ
﹃
八
十
華
厳
﹄
と
は

大
い
に
異
な
る
内
容
を
し
め
す
︒
こ
の
よ
う
な
﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
で
は
︑

﹁
世
界
性
﹂
が
蓮
の
種
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
以
上
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
の
訳
出
に
あ
た
り
用

い
ら
れ
た
梵
本
に
欠
落
な
ど
が
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
本
来
の
宇
宙
論

は
正
確
に
は
理
解
で
き
ず
︑
娑
婆
世
界
を
は
じ
め
三
千
大
千
世
界
が
宇
宙
の
ど

こ
に
位
置
す
る
か
不
明
で
あ
る
︒

　思
う
に
︑
四
二
〇
年
に
梵
本
が
﹃
六
十
華
厳
﹄
に
漢
訳
さ
れ
て
以
来
︑
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六
九
九
年
に
﹃
八
十
華
厳
﹄
が
完
成
す
る
ま
で
︑
中
国
延
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の

漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
は
正
確
に
は
理
解
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
こ
と
を
記
す
の
が
︑
本
章
第
一
節
で

紹
介
し
た
唐
の
法
蔵
の
﹃
華
厳
経
伝
記
﹄
の
内
容
と
い
え
よ
う
︒

　ま
た
︑
近
年
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
に
も
と
づ
き
﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
を

整
理
し
た
定
方
氏
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
梵
本
の
成
立
年
代
か
ら
判
断
し
︑
仏
教

の
宇
宙
論
は
﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
か
ら
﹃
梵
網
経
﹄
の
宇
宙
論
へ
と
展
開
し

た
と
考
え
議
論
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

51
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
人
々
の
理
解
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
︑
遅
く
と
も
五
九
四
年
ま
で
に
成

立
し
た
ら
し
い
﹃
梵
網
経
﹄
の
宇
宙
論
は
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
の
完
成
を
も
っ
て

正
し
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
よ
り
も
先
に
置
か

れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹃
梵
網
経
﹄
が
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
偽
経
で
あ

る
ら
し
い
こ
と
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
仏
教
の
宇

宙
論
の
歴
史
的
な
展
開
に
つ
い
て
の
定
方
氏
の
説
に
は
︑
議
論
の
余
地
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
︒

　﹃八
十
華
厳
﹄
華
蔵
世
界
品
は
︑
続
け
て
﹁
華
蔵
荘
厳
世
界
海
﹂
と
呼
ば
れ

る
花
托
の
上
面
に
は
︑
さ
ら
に
同
様
な
種
（﹁
世
界
種
﹂）
が
無
数
に
あ
り
︿
そ

れ
ぞ
れ
の
種
の
中
に
無
数
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
こ
と
を
し
め
し
︑

種
名
と
そ
の
中
に
あ
る
世
界
名
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
在
す
仏
名
を
詳
細

に
あ
げ
る
が
︑
こ
こ
で
は
省
略
す
る（

52
）

︒

　
第
二
章

　大
仏
の
意
匠

一

　意
匠
の
特
徴

　大
仏
は
︑
従
来
の
研
究
が
指
摘
す
る
と
お
り（

53
）

︑︿
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁
の
中
に

一
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
蓮
の
花
托
を
象
徴
す
る
台
座
に
座
し

て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
図
1
）︒
実
は
こ
れ
が
大
仏
の
意
匠
の
最
大

の
特
徴
で
︑
本
章
で
も
と
く
に
注
目
し
た
い
点
で
あ
る
︒
な
お
︑
台
座
に
取
り

付
け
ら
れ
た
花
弁
に
は
三
千
大
千
世
界
を
描
い
た
図
（
い
わ
ゆ
る
蓮
弁
図
）
が

見
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
稿
を
改
め
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁
の

最
上
部
に
は
菩
薩
に
囲
ま
れ
た
釈
迦
が
在
す
情
況
（
図
2
）
が
︑
花
弁
の
下
部

に
は
三
千
大
千
世
界
の
中
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
閻
浮
提
に
釈
迦
が
座
し
て
い
る

情
況
（
図
3
）
が
描
か
れ
て
い
る
点
は
︑
こ
こ
で
も
重
要
で
あ
る
︒

二

　大
仏
は
法
身
の
盧
舎
那

　大
仏
は
︑
そ
も
そ
も
は
色
も
形
も
な
い
法
身
の
盧
舎
那
を
意
匠
化
し
た
も
の

ら
し
い
︒
大
仏
は
報
身
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
江
戸
時
代
以
来
の
通
説
で
あ
る

が
︑
家
永
三
郎
氏
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
で
は
な
く
法
身
と
見
る
べ
き
の
よ
う
で
あ

る
︒
同
氏
に
よ
れ
ば
︑
報
身
と
す
る
例
は
︑
平
安
時
代
以
前
に
お
い
て
は
ま
っ

た
く
見
出
せ
な
い
︒
一
方
︑
た
と
え
ば
﹃
三
代
実
録
﹄
貞
観
三
年
（
八
六
一
）

三
月
十
四
日
条
所
載
﹁
東
大
寺
大
仏
供
養
会
呪
願
文
﹂
は
︑
大
仏
が
法
身
と
考
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　と
こ
ろ
が
︑
大
仏
の
意
匠
に

最
も
符
合
す
る
の
は
︑﹃
梵
網

経
﹄
の
内
容
で
あ
る
︒
こ
の
点

に
い
ち
早
く
気
づ
き
他
の
傍
証

と
あ
わ
せ
て
従
来
の
説
②
を
主

張
し
た
の
が
︑
小
野
玄
妙
氏
で

あ
る（

57
）

︒
た
と
え
ば
︑﹃
梵
網
経
﹄

下
巻
に
は
︑﹁
わ
れ
盧
舎
那
は

今
︑
ま
さ
に
蓮
花
台
に
座
そ
う

と
す
る
に
︑
台
の
周
り
の
千
花

の
上
に
︑
さ
ら
に
千
人
の
釈
迦

を
現
す
（
す
な
わ
ち
一
花
そ
れ

ぞ
れ
の
上
に
一
人
の
釈
迦
を
現

す
）︒
一
花
に
十
億
の
国
が
あ

り
（
す
な
わ
ち
一
花
は
三
千
大

千
世
界
で
）︑
一
国
そ
れ
ぞ
れ

に
一
人
の
釈
迦
が
い
る
︒
そ
れ

ぞ
れ
の
釈
迦
は
菩
提
樹
の
も
と

に
座
し
︑
同
時
に
仏
道
を
な
し

と
げ
る（

58
）

﹂
と
あ
る
︒
な
お
︑
以

上
の
原
文
は
﹁
百
億
﹂
と
表
記

図 3　蓮弁図四天下（すなわち須弥山世界）
出典：前田泰次ほか『東大寺、大仏と大仏殿』奈良の寺 14（岩波書店、1993 年）、25 頁。
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え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
め
す
例
で
あ
る
と
い
う（

54
）

︒
ま
た
︑
同
氏
に

よ
れ
ば
︑
奈
良
時
代
の
記
録
に
お
い
て
は
︑
大
仏
は
盧
舎
那
と
さ
れ
る
の
が
普

通
で
︑
稀
に
毘
盧
遮
那
と
さ
れ
る
︒
平
安
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
は
︑
毘
盧
遮
那

と
さ
れ
る
︒
大
仏
を
報
身
と
す
る
見
方
は
︑
鎌
倉
時
代
を
遡
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う（

55
）

︒
筆
者
は
思
う
に
︑
お
そ
ら
く
家
永
氏
の
い
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
︒
ま

た
︑
よ
り
早
い
時
代
の
記
録
に
お
い
て
︑
大
仏
が
毘
盧
遮
那
よ
り
盧
舎
那
と
記

さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
点
は
︑
大
仏
が
毘
盧
遮
那
像
で
は
な
く
盧
舎
那
像
と
し

て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒

三

　大
仏
と
『
梵
網
経
』

　こ
こ
で
は
︑
大
仏
の
意
匠
は
﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い

こ
と
を
し
め
し
︑
大
仏
は
理
念
的
に
は
華
厳
教
主
像
の
は
ず
で
あ
る
が
︑
少
な

く
と
も
意
匠
的
に
は
（
外
見
上
は
）
梵
網
教
主
像
と
も
見
な
し
得
る
こ
と
を
述

べ
る
︒

　東
大
寺
は
﹃
華
厳
経
﹄
に
も
と
づ
く
華
厳
宗
の
大
本
山
で
あ
る
か
ら
︑
大
仏

は
理
念
的
に
は
華
厳
教
主
像
の
は
ず
で
あ
る
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒

﹃
続
日
本
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
閏
五
月
二
十
日
に
︑

聖
武
天
皇
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
を
本
に
し
て
︑
す
べ
て
の
大
乗
と
小
乗
の
経
︑
律
︑

論
︑
抄
︑
疏
︑
章
な
ど
を
必
ず
転
読
し
講
説
し
終
了
さ
せ
る
よ
う
に
と
願
っ
た

と
い
う（

56
）

︒
当
時
は
︑
そ
の
よ
う
な
情
況
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
梵
網
経
﹄
に
依

拠
し
て
大
仏
を
造
っ
た
こ
と
を
直
接
的
に
記
す
記
録
は
い
っ
さ
い
知
ら
れ
な
い
︒

図 2　蓮弁概略図
出典：  松本伸之「東大寺大仏蓮弁線刻画の図様について」（『南都仏教』55、1986 年）、52 ～ 70 頁、

56 頁。
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　と
こ
ろ
が
︑
大
仏
の
意
匠
に

最
も
符
合
す
る
の
は
︑﹃
梵
網

経
﹄
の
内
容
で
あ
る
︒
こ
の
点

に
い
ち
早
く
気
づ
き
他
の
傍
証

と
あ
わ
せ
て
従
来
の
説
②
を
主

張
し
た
の
が
︑
小
野
玄
妙
氏
で

あ
る（

57
）

︒
た
と
え
ば
︑﹃
梵
網
経
﹄

下
巻
に
は
︑﹁
わ
れ
盧
舎
那
は

今
︑
ま
さ
に
蓮
花
台
に
座
そ
う

と
す
る
に
︑
台
の
周
り
の
千
花

の
上
に
︑
さ
ら
に
千
人
の
釈
迦

を
現
す
（
す
な
わ
ち
一
花
そ
れ

ぞ
れ
の
上
に
一
人
の
釈
迦
を
現

す
）︒
一
花
に
十
億
の
国
が
あ

り
（
す
な
わ
ち
一
花
は
三
千
大

千
世
界
で
）︑
一
国
そ
れ
ぞ
れ

に
一
人
の
釈
迦
が
い
る
︒
そ
れ

ぞ
れ
の
釈
迦
は
菩
提
樹
の
も
と

に
座
し
︑
同
時
に
仏
道
を
な
し

と
げ
る（

58
）

﹂
と
あ
る
︒
な
お
︑
以

上
の
原
文
は
﹁
百
億
﹂
と
表
記

図 3　蓮弁図四天下（すなわち須弥山世界）
出典：前田泰次ほか『東大寺、大仏と大仏殿』奈良の寺 14（岩波書店、1993 年）、25 頁。
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入
っ
て
い
る
﹀
蓮
の
花
托
の
中
央
に
位
置
し
た
種
の
中
に
あ
る
﹁
娑
婆
﹂
と
呼

ば
れ
る
三
千
大
千
世
界
に
在
す
毘
盧
遮
那
を
説
く
も
の
で
あ
る
︒
筆
者
は
思
う

に
︑
以
上
の
違
い
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
再
び

大
仏
を
見
る
に
（
図
1
お
よ
び
図
2
）︑
大
仏
は
︑︿
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁
の
中
に

一
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
蓮
の
花
托
を
象
徴
す
る
台
座
に
座
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑
大
仏
の
意
匠
が

﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
に
は
符
合
す
る
が
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
は
違
う
こ
と

を
意
味
す
る
︒
こ
の
点
は
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
︑

大
仏
が
造
成
さ
れ
た
頃
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
す
る
近
年

の
説
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
田
村
圓
澄
氏
に
よ
る
説
が
そ
う
で
あ
る（

63
）

︒
し
か
し

な
が
ら
︑
以
上
の
点
か
ら
判
断
す
る
に
︑
大
仏
の
意
匠
に
関
す
る
限
り
︑
そ
う

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　家
永
三
郎
氏
に
よ
れ
ば
︑
大
仏
は
そ
も
そ
も
は
華
厳
教
主
像
と
し
て
造
ら
れ

た
が
︑
後
に
﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠
し
た
陰
刻
が
な
さ
れ
た
た
め
に
（
い
わ
ゆ
る

蓮
弁
図
が
描
か
れ
た
た
め
に
）
矛
盾
が
生
じ
た
︒
大
仏
と
陰
刻
と
の
間
に
生
じ

た
思
想
的
な
矛
盾
は
︑
両
者
鋳
成
の
時
間
的
な
間
隔
な
ら
び
に
そ
の
間
に
起
き

た
時
代
精
神
の
転
化
を
考
え
た
場
合
に
の
み
初
め
て
解
決
さ
れ
る
︒
そ
の
時
代

精
神
の
転
化
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
︑
鑑
真
の
渡
来
に
よ
る
律
宗
勢
力
の
進

出
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
り
﹃
梵
網
経
﹄
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
と
い
う（

64
）

︒
な
お
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
鑑
真
の
来
朝
は
天
平
勝

宝
六
年
（
七
五
四
）
一
月
十
六
日
で
あ
る（

65
）

︒
ま
た
︑
奥
村
秀
雄
氏
に
よ
れ
ば
︑

陰
刻
が
な
さ
れ
た
時
期
は
︑
七
五
六
年
か
ら
七
五
七
年
で
あ
ろ
う
と
い
う（

66
）

︒

　筆
者
は
思
う
に
︑
両
者
鋳
成
に
時
間
的
な
間
隔
が
あ
っ
た
の
は
︑
家
永
氏
の

い
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
陰
刻
が
な
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て

は
︑
同
氏
が
考
え
る
よ
う
な
矛
盾
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
と

い
う
の
は
︑
筆
者
は
次
節
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

五

　大
仏
と
『
六
十
華
厳
』

　こ
こ
で
は
︑﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
意
匠
的
に
は

必
ず
し
も
違
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
大
仏
が
﹃
六
十
華
厳
﹄
に
依

拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
理
由
を
述
べ
る
︒
筆
者
は
︑

こ
の
点
に
よ
り
︑
大
仏
は
華
厳
教
主
像
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
説
①
を
と
り
た

い
︒
た
だ
し
︑
正
確
に
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
に
依
拠
す
る
華
厳
教
主
盧
舎
那
像
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
︒

　前
節
で
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
は
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
違
う
こ
と
を
し
め

し
た
が
︑
第
一
章
第
七
節
で
見
た
よ
う
に
︑
実
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
に
お
い
て
は

﹃
八
十
華
厳
﹄
の
そ
の
内
容
に
相
当
す
る
箇
所
が
不
明
で
あ
っ
た
り
欠
落
し
た

り
混
乱
し
た
り
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
︑
娑
婆
世
界

を
は
じ
め
三
千
大
千
世
界
が
宇
宙
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
不
明
で
あ
る
︒
こ
れ

は
︑︿
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁
の
中
に
一
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
蓮

の
花
托
に
盧
舎
那
が
在
す
と
す
る
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
を
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
は

必
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
大
仏
は
︑
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す
る
が
︑
文
脈
か
ら
判
断
し
て
︑
小
稿
で
は
十
億
と
訳
し
て
お
く
︒
ま
た
︑
以

上
で
は
﹁
千
花
﹂
と
あ
る
が
︑﹃
梵
網
経
﹄
上
巻
は
︑﹁
千
葉
（
千
の
花
弁
）﹂

と
し
︑﹁
盧
舎
那
と
号
し
て
︑
蓮
花
台
蔵
世
界
海
に
あ
り
︒
そ
の
台
の
周
り
に

は
あ
ま
ね
く
千
葉
が
あ
る
︒
一
葉
が
一
世
界
で
合
わ
せ
て
千
世
界
を
な
す
︒
わ

れ
は
千
人
の
釈
迦
の
化
身
を
現
し
千
世
界
に
よ
ら
せ
る
（
す
な
わ
ち
一
葉
の
上

に
一
人
の
釈
迦
を
現
す
）︒
そ
し
て
一
葉
の
中
の
世
界
を
な
す
に
︑
さ
ら
に
十
億

の
須
弥
山
︑
十
億
の
日
月
︑
十
億
の
四
天
下
︑
十
億
の
南
閻
浮
提
が
あ
り
（
す

な
わ
ち
一
葉
は
三
千
大
千
世
界
で
あ
り
︑
一
葉
の
上
の
釈
迦
は
）
十
億
の
菩
薩
釈

迦
を
現
し
︑
十
億
の
菩
提
樹
の
下
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
汝
が
問
う
と
こ
ろ
の
菩
提

薩
埵
心
地
を
説
か
せ
る
︒
そ
の
残
り
の
九
百
九
十
九
葉
の
上
の
釈
迦
も
同
じ
よ

う
に
し
て
︑
す
べ
て
を
合
わ
せ
て
千
の
十
億
倍
の
釈
迦
を
現
す
︒
千
葉
の
上
の

釈
迦
は
︑
わ
れ
の
化
身
で
あ
る
︒
千
の
十
億
倍
の
釈
迦
は
︑
千
葉
の
上
の
釈
迦

の
化
身
で
あ
る
︒
わ
れ
は
す
で
に
本
源
と
な
り
︑
名
づ
け
て
盧
舎
那
仏
と
い

う（
59
）

﹂
と
説
く
︒

　以
上
の
よ
う
に
︑﹃
梵
網
経
﹄
は
︑
千
葉
あ
る
花
弁
の
︿
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁

の
中
に
一
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
蓮
の
花
托
に
在
す
盧
舎
那
を

説
い
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
千
葉
の
花
弁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
上
に
は
一
尊
の
釈
迦
が

在
し
︑
さ
ら
に
は
︑
三
千
大
千
世
界
の
中
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
閻
浮
提
に
は
一

尊
の
釈
迦
が
座
し
て
い
る
と
す
る（

60
）

︒
こ
れ
ほ
ど
大
仏
の
意
匠
に
符
合
す
る
内
容

を
有
す
る
仏
典
は
他
に
知
ら
れ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
仏
は
﹃
梵
網
経
﹄
に

も
と
づ
く
と
す
る
説
を
直
ち
に
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒

少
な
く
と
も
意
匠
的
に
は
（
外
見
上
は
）
梵
網
教
主
像
と
も
見
な
し
得
る
点
は

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
次
節
で
見
る
内
容
も
︑
大
仏
を

梵
網
教
主
像
と
す
る
従
来
の
説
②
に
と
っ
て
︑
非
常
に
都
合
の
よ
い
情
報
で
あ

ろ
う
︒

四

　大
仏
と
『
八
十
華
厳
』

　こ
こ
で
は
︑﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
は
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
違
う
も
の
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
︑
大
仏
の
意
匠
が
﹃
八
十
華
厳
﹄（
延
い
て
は
梵
本

大
本
す
な
わ
ち
﹃
華
厳
経
﹄
本
来
）
の
内
容
に
は
符
合
し
な
い
こ
と
を
述
べ
る
︒

　吉
村
怜
氏
は
︑
従
来
の
説
②
を
と
る
小
野
玄
妙
氏
や
結
果
的
に
は
従
来
の
説

③
を
と
る
家
永
三
郎
氏
は
﹃
梵
網
経
﹄
が
説
く
盧
舎
那
仏
（
梵
網
教
主
盧
舎
那

仏
）
と
﹃
華
厳
経
﹄
が
説
く
盧
舎
那
仏
（
華
厳
教
主
盧
舎
那
仏
）
の
造
形
的
な

違
い
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る（

61
）

︒
そ
し
て
︑
梵
網
教
主

盧
舎
那
仏
と
華
厳
教
主
盧
舎
那
仏
に
は
形
態
的
な
違
い
は
な
い
と
主
張
す
る（

62
）

︒

し
か
し
な
が
ら
︑﹃
梵
網
経
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
︑

吉
村
氏
の
い
う
と
お
り
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒

　﹃梵
網
経
﹄
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
に
見
ら
れ
る
明
ら
か
な
違
い
と
し
て
︑

次
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
︒﹃
梵
網
経
﹄
は
︑
前
節
で
見
た
よ
う
に
︑︿
そ
れ
ぞ
れ
の

花
弁
の
中
に
一
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
蓮
の
花
托
に
在
す
盧
舎

那
を
説
く
も
の
で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
は
︑
第
一
章
第
四
節
か
ら
第

七
節
で
見
た
よ
う
に
︑︿
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
中
に
無
数
の
三
千
大
千
世
界
が
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入
っ
て
い
る
﹀
蓮
の
花
托
の
中
央
に
位
置
し
た
種
の
中
に
あ
る
﹁
娑
婆
﹂
と
呼

ば
れ
る
三
千
大
千
世
界
に
在
す
毘
盧
遮
那
を
説
く
も
の
で
あ
る
︒
筆
者
は
思
う

に
︑
以
上
の
違
い
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
再
び

大
仏
を
見
る
に
（
図
1
お
よ
び
図
2
）︑
大
仏
は
︑︿
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁
の
中
に

一
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
蓮
の
花
托
を
象
徴
す
る
台
座
に
座
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑
大
仏
の
意
匠
が

﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
に
は
符
合
す
る
が
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
は
違
う
こ
と

を
意
味
す
る
︒
こ
の
点
は
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
︑

大
仏
が
造
成
さ
れ
た
頃
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
す
る
近
年

の
説
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
田
村
圓
澄
氏
に
よ
る
説
が
そ
う
で
あ
る（

63
）

︒
し
か
し

な
が
ら
︑
以
上
の
点
か
ら
判
断
す
る
に
︑
大
仏
の
意
匠
に
関
す
る
限
り
︑
そ
う

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　家
永
三
郎
氏
に
よ
れ
ば
︑
大
仏
は
そ
も
そ
も
は
華
厳
教
主
像
と
し
て
造
ら
れ

た
が
︑
後
に
﹃
梵
網
経
﹄
に
依
拠
し
た
陰
刻
が
な
さ
れ
た
た
め
に
（
い
わ
ゆ
る

蓮
弁
図
が
描
か
れ
た
た
め
に
）
矛
盾
が
生
じ
た
︒
大
仏
と
陰
刻
と
の
間
に
生
じ

た
思
想
的
な
矛
盾
は
︑
両
者
鋳
成
の
時
間
的
な
間
隔
な
ら
び
に
そ
の
間
に
起
き

た
時
代
精
神
の
転
化
を
考
え
た
場
合
に
の
み
初
め
て
解
決
さ
れ
る
︒
そ
の
時
代

精
神
の
転
化
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
︑
鑑
真
の
渡
来
に
よ
る
律
宗
勢
力
の
進

出
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
り
﹃
梵
網
経
﹄
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
と
い
う（

64
）

︒
な
お
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
鑑
真
の
来
朝
は
天
平
勝

宝
六
年
（
七
五
四
）
一
月
十
六
日
で
あ
る（

65
）

︒
ま
た
︑
奥
村
秀
雄
氏
に
よ
れ
ば
︑

陰
刻
が
な
さ
れ
た
時
期
は
︑
七
五
六
年
か
ら
七
五
七
年
で
あ
ろ
う
と
い
う（

66
）

︒

　筆
者
は
思
う
に
︑
両
者
鋳
成
に
時
間
的
な
間
隔
が
あ
っ
た
の
は
︑
家
永
氏
の

い
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
陰
刻
が
な
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て

は
︑
同
氏
が
考
え
る
よ
う
な
矛
盾
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
と

い
う
の
は
︑
筆
者
は
次
節
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

五

　大
仏
と
『
六
十
華
厳
』

　こ
こ
で
は
︑﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
意
匠
的
に
は

必
ず
し
も
違
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
大
仏
が
﹃
六
十
華
厳
﹄
に
依

拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
理
由
を
述
べ
る
︒
筆
者
は
︑

こ
の
点
に
よ
り
︑
大
仏
は
華
厳
教
主
像
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
説
①
を
と
り
た

い
︒
た
だ
し
︑
正
確
に
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
に
依
拠
す
る
華
厳
教
主
盧
舎
那
像
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
︒

　前
節
で
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
は
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
違
う
こ
と
を
し
め

し
た
が
︑
第
一
章
第
七
節
で
見
た
よ
う
に
︑
実
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
に
お
い
て
は

﹃
八
十
華
厳
﹄
の
そ
の
内
容
に
相
当
す
る
箇
所
が
不
明
で
あ
っ
た
り
欠
落
し
た

り
混
乱
し
た
り
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
︑
娑
婆
世
界

を
は
じ
め
三
千
大
千
世
界
が
宇
宙
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
不
明
で
あ
る
︒
こ
れ

は
︑︿
そ
れ
ぞ
れ
の
花
弁
の
中
に
一
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
入
っ
て
い
る
﹀
蓮

の
花
托
に
盧
舎
那
が
在
す
と
す
る
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
を
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
は

必
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
大
仏
は
︑
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て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
筆
者
は
推
察
す
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
も
詳
し

い
と
こ
ろ
は
後
考
に
委
ね
た
い
︒

　
お
わ
り
に

　小
稿
で
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
と
東
大
寺
大
仏
の
意
匠
に
つ
い
て
︑
初

歩
的
な
考
察
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
︑
大
仏
は
六
十
華
厳
教
主
盧
舎
那
像
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
理
由
を
し
め
し
た
︒
小
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
︑
冒
頭
に

あ
げ
た
仮
説
に
つ
い
て
︑
確
認
し
て
お
こ
う
︒

　︽仮
説
①
︑
大
仏
造
成
に
あ
た
り
︑﹃
華
厳
経
﹄
を
本
に
す
る
こ
と
に
し
た
が
︑

実
際
に
本
に
さ
れ
た
の
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
で
あ
っ
た
︾︒
以
上
に
つ
い
て
は
︑

第
二
章
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹃
華
厳
経
﹄
が
本

に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
第
二
章
第
四
節
お
よ
び
第
五
節
で
見

た
よ
う
に
︑
大
仏
の
意
匠
は
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
に
違
う
が
︑﹃
六
十
華

厳
﹄
の
内
容
と
齟
齬
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
点
は
︑

以
上
の
仮
説
が
成
立
し
得
る
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　︽仮
説
②
︑
と
こ
ろ
が
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
に
は
重
大
な
欠
落
な
ど
が
あ

り
︑
そ
の
箇
所
を
補
う
た
め
に
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
が
援
用
さ
れ
た
︾︒
以
上

に
つ
い
て
は
︑
第
一
章
第
七
節
で
見
た
よ
う
に
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
︑
我
々

人
類
が
住
む
娑
婆
世
界
を
は
じ
め
三
千
大
千
世
界
が
宇
宙
の
ど
こ
に
位
置
す
る

か
不
明
で
あ
る
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
意
匠
的

に
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
は
齟
齬
を
き
た
さ
ず
︑
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ

を
明
快
に
説
く
も
の
で
あ
る
と
当
時
理
解
さ
れ
て
い
た
ゆ
え
に
︑﹃
梵
網
経
﹄

の
内
容
が
大
仏
の
意
匠
に
援
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
第
二
章
第
三
節

お
よ
び
第
五
節
で
見
た
よ
う
に
︑
大
仏
の
意
匠
は
﹃
梵
網
経
﹄
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
が
︑
積
極
的
に
梵
網
教
主
像
を
造
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
筆
者
は
︑
大
仏
は
六
十
華
厳
教
主
盧
舎
那
像
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
と
い
う
条
件
を
付
け
て
︑
従
来
の
説
①
を
と
り
た
い
︒

　︽
仮
説
③
︑
と
こ
ろ
が
︑
援
用
さ
れ
た
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
は
︑﹃
八
十
華

厳
﹄（
延
い
て
は
梵
本
大
本
す
な
わ
ち
﹃
華
厳
経
﹄
本
来
）
の
内
容
と
は
明
ら
か
に

違
う
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
仏
は
︑
本
は
と
い
え
ば
六
十
華
厳
教
主

像
と
し
て
造
ら
れ
た
が
︑
結
果
的
に
は
（
外
見
上
は
）
梵
網
教
主
像
の
よ
う
に

も
見
え
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︾︒
以
上
に
つ
い
て
は
︑
第
二
章
第
四
節

で
︑
大
仏
の
意
匠
は
︑﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
に
は
符
合
す
る
が
︑﹃
八
十
華
厳
﹄

の
内
容
に
は
違
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

　筆
者
は
思
う
に
︑
今
日
我
々
は
﹃
八
十
華
厳
﹄
を
も
っ
て
大
仏
を
見
る
た
め

に
︑
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹃
六
十
華
厳
﹄
を

も
っ
て
す
れ
ば
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
小

稿
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
に
︑
大
仏
の
意
匠
を
決
定
す
る
に
あ
た

り
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
を
補
う
た
め
に
︑
当
時
に
お
け
る
盧
舎
那
の
解
釈

に
従
い
︑
結
果
的
に
は
﹃
梵
網
経
﹄（
中
国
に
お
い
て
撰
述
さ
れ
た
偽
経
）
の
内

容
が
援
用
さ
れ
た
ら
し
い
︒
そ
し
て
そ
の
た
め
に
︑
大
仏
の
意
匠
は
﹃
華
厳
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厳
密
に
は
﹃
梵
網
経
﹄
に
記
さ
れ
た
意
匠
的
な
内
容
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
が
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
に
必
ず
し
も
違
う
も
の
で
は
な
い
︒
し
た

が
っ
て
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
な
い
こ
と
は

な
い
の
で
あ
る
︒
本
章
第
三
節
で
見
た
当
時
の
情
況
か
ら
判
断
す
る
に
︑﹃
梵

網
経
﹄
の
内
容
が
採
用
さ
れ
た
の
は
︑
積
極
的
に
梵
網
教
主
像
を
造
ろ
う
と
し

て
の
も
の
で
は
な
く
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
に
依
拠
し
た
華
厳
教
主
盧
舎
那
像
を
造

る
た
め
に
援
用
さ
れ
た
だ
け
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
る
︒
詳
し

く
は
稿
を
改
め
る
が
︑
大
仏
の
台
座
の
蓮
弁
図
に
は
︑
大
き
な
（
詳
細
意
匠
と

し
て
な
ら
最
大
の
）
特
徴
と
し
て
二
十
五
段
の
区
界
が
見
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

そ
れ
は
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
と
符
合
し
な
い
︒
こ
の
点
は
︑
大
仏
が
積
極
的
に

梵
網
教
主
像
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
︒
岩
上
智
量
氏
は
︑﹃
梵
網
経
﹄
は
色
界
十
八
天
と
す
る
の
で
︑﹃
梵
網
経
﹄

の
説
く
と
こ
ろ
と
二
十
五
段
の
区
界
は
齟
齬
を
き
た
す
と
い
う（

67
）

︒
筆
者
は
思
う

に
︑﹃
梵
網
経
﹄
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
区
界
は
多
く
て
も
二
十
二
段
（
色
界

の
十
八
段
と
欲
界
空
居
の
四
段
を
あ
わ
せ
た
も
の
）
の
は
ず
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
同
氏
の
い
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
︒

　大
仏
の
意
匠
と
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
を
比
べ
れ
ば
︑
確
か
に
家
永
三
郎
氏

も
説
く
よ
う
に
矛
盾
が
認
め
ら
れ
る（

68
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
大
仏
の
意
匠
と

﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
を
見
る
限
り
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
に
は
注

意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
大
仏
が
﹃
六
十
華
厳
﹄
の
盧
舎
那
像
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
て
い
た
初
期
に
お
い
て
は
︑
矛
盾
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
と
筆
者
は
想
像
す
る
︒
矛
盾
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
お

そ
ら
く
は
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
が
詳
し
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
ろ
う
︒
家
永
氏
は
︑
大
仏
を
報
身
と
す
る
見
方
は
︑
ま
っ
た
く
後
世
の
誤

解
な
い
し
歪
曲
に
過
ぎ
な
い
と
す
る（

69
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
大
仏
を
報
身
と
す
る

見
方
が
成
立
し
た
の
は
︑
あ
る
い
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
に
依
拠
し
て
造
っ
た
つ

も
り
の
盧
舎
那
像
で
あ
る
大
仏
の
意
匠
が
﹃
八
十
華
厳
﹄
が
説
く
毘
盧
遮
那
に

つ
い
て
の
内
容
と
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
い
と
こ
ろ
は
︑
今
後
の
研
究

を
待
ち
た
い
︒

　ま
た
︑
望
月
信
亨
氏
の
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
近
年
の
研
究
に
よ
り
︑﹃
梵

網
経
﹄
が
偽
経
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
以
上
で
考
察
し

た
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
に
︑﹃
梵
網
経
﹄
が
撰
述
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
︑

﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
娑
婆
世
界
を
は
じ
め
三
千
大
千
世
界
（
延
い
て
は
盧
舎
那
の

在
す
と
こ
ろ
）
が
宇
宙
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
意
識
さ
れ

て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
︒
四
二
〇
年
に
梵
本
が
﹃
六
十
華
厳
﹄
に
漢
訳
さ
れ

て
以
来
︑
六
九
九
年
に
﹃
八
十
華
厳
﹄
が
完
成
す
る
ま
で
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
宇

宙
論
が
正
確
に
は
理
解
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
て
は
︑﹃
梵
網
経
﹄
は
﹃
六
十

華
厳
﹄
に
記
さ
れ
た
盧
舎
那
と
同
じ
名
の
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ
を
明
確
に
説

い
て
い
る
の
で
︑
大
い
に
参
考
に
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら

く
は
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
が
抱
え
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
が

説
く
盧
舎
那
像
を
造
る
時
に
は
︑
早
く
か
ら
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
が
援
用
さ
れ
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て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
筆
者
は
推
察
す
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
も
詳
し

い
と
こ
ろ
は
後
考
に
委
ね
た
い
︒

　
お
わ
り
に

　小
稿
で
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
の
宇
宙
論
と
東
大
寺
大
仏
の
意
匠
に
つ
い
て
︑
初

歩
的
な
考
察
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
︑
大
仏
は
六
十
華
厳
教
主
盧
舎
那
像
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
理
由
を
し
め
し
た
︒
小
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
︑
冒
頭
に

あ
げ
た
仮
説
に
つ
い
て
︑
確
認
し
て
お
こ
う
︒

　︽仮
説
①
︑
大
仏
造
成
に
あ
た
り
︑﹃
華
厳
経
﹄
を
本
に
す
る
こ
と
に
し
た
が
︑

実
際
に
本
に
さ
れ
た
の
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
で
あ
っ
た
︾︒
以
上
に
つ
い
て
は
︑

第
二
章
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹃
華
厳
経
﹄
が
本

に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
第
二
章
第
四
節
お
よ
び
第
五
節
で
見

た
よ
う
に
︑
大
仏
の
意
匠
は
︑﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
に
違
う
が
︑﹃
六
十
華

厳
﹄
の
内
容
と
齟
齬
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
点
は
︑

以
上
の
仮
説
が
成
立
し
得
る
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　︽仮
説
②
︑
と
こ
ろ
が
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
に
は
重
大
な
欠
落
な
ど
が
あ

り
︑
そ
の
箇
所
を
補
う
た
め
に
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
が
援
用
さ
れ
た
︾︒
以
上

に
つ
い
て
は
︑
第
一
章
第
七
節
で
見
た
よ
う
に
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
で
は
︑
我
々

人
類
が
住
む
娑
婆
世
界
を
は
じ
め
三
千
大
千
世
界
が
宇
宙
の
ど
こ
に
位
置
す
る

か
不
明
で
あ
る
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
意
匠
的

に
は
﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
と
は
齟
齬
を
き
た
さ
ず
︑
盧
舎
那
の
在
す
と
こ
ろ

を
明
快
に
説
く
も
の
で
あ
る
と
当
時
理
解
さ
れ
て
い
た
ゆ
え
に
︑﹃
梵
網
経
﹄

の
内
容
が
大
仏
の
意
匠
に
援
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
第
二
章
第
三
節

お
よ
び
第
五
節
で
見
た
よ
う
に
︑
大
仏
の
意
匠
は
﹃
梵
網
経
﹄
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
が
︑
積
極
的
に
梵
網
教
主
像
を
造
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
筆
者
は
︑
大
仏
は
六
十
華
厳
教
主
盧
舎
那
像
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
と
い
う
条
件
を
付
け
て
︑
従
来
の
説
①
を
と
り
た
い
︒

　︽
仮
説
③
︑
と
こ
ろ
が
︑
援
用
さ
れ
た
﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
は
︑﹃
八
十
華

厳
﹄（
延
い
て
は
梵
本
大
本
す
な
わ
ち
﹃
華
厳
経
﹄
本
来
）
の
内
容
と
は
明
ら
か
に

違
う
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
仏
は
︑
本
は
と
い
え
ば
六
十
華
厳
教
主

像
と
し
て
造
ら
れ
た
が
︑
結
果
的
に
は
（
外
見
上
は
）
梵
網
教
主
像
の
よ
う
に

も
見
え
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︾︒
以
上
に
つ
い
て
は
︑
第
二
章
第
四
節

で
︑
大
仏
の
意
匠
は
︑﹃
梵
網
経
﹄
の
内
容
に
は
符
合
す
る
が
︑﹃
八
十
華
厳
﹄

の
内
容
に
は
違
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

　筆
者
は
思
う
に
︑
今
日
我
々
は
﹃
八
十
華
厳
﹄
を
も
っ
て
大
仏
を
見
る
た
め

に
︑
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹃
六
十
華
厳
﹄
を

も
っ
て
す
れ
ば
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
小

稿
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
に
︑
大
仏
の
意
匠
を
決
定
す
る
に
あ
た

り
︑﹃
六
十
華
厳
﹄
の
内
容
を
補
う
た
め
に
︑
当
時
に
お
け
る
盧
舎
那
の
解
釈

に
従
い
︑
結
果
的
に
は
﹃
梵
網
経
﹄（
中
国
に
お
い
て
撰
述
さ
れ
た
偽
経
）
の
内

容
が
援
用
さ
れ
た
ら
し
い
︒
そ
し
て
そ
の
た
め
に
︑
大
仏
の
意
匠
は
﹃
華
厳
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（
20
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
〇
八
中
﹁
法
身
堅
固
不
可
壞
︒
充
滿
一
切
諸
法
界
︒

普
能
示
現
諸
色
身
︒
隨
應
化
導
諸
群
生
﹂︒

（
21
）  

﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
六
）
大
正
十
︑ 

三
一
上
﹁
佛
身
無
差
別
︒
充
滿
於
法
界
︒
能
令
見

色
身
︒
隨
機
善
調
伏
﹂︒

（
22
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
十
四
）
大
正
九
︑ 

六
一
六
上
﹁
虛
空
無
形
色
故
︒
如
來
法
身
亦

復
如
是
︒
︙
︙
譬
如
虛
空
彌
廣
︒
悉
能
容
受
一
切
眾
生
︒
而
無
染
著
︒
如
來
法
身
亦
復

如
是
﹂︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
五
十
）
大
正
十
︑ 

二
六
六
上
﹁
虛
空
無
身
故
︒
如
來
身
亦
如

是
︒
︙
︙
譬
如
虛
空
︒
寬
廣
非
色
︒
而
能
顯
現
一
切
諸
色
︒
而
彼
虛
空
︒
無
有
分
別
︒

亦
無
戲
論
︒
如
來
身
亦
復
如
是
﹂︒

（
23
）  

﹃
探
玄
記
﹄（
卷
三
）
大
正
三
十
五
︑ 

一
四
六
下
﹁
此
舍
那
佛
︒
非
局
報
身
﹂︒﹃
梵
網

經
菩
薩
戒
本
疏
﹄（
卷
一
）
大
正
四
十
︑ 

六
〇
六
上
﹁
依
華
嚴
經
︒
無
成
無
不
成
故
︒
盧

舎
那
一
切
處
︒
皆
實
身
成
佛
︒
又
以
盧
舍
那
︒
則
是
釋
迦
︒
不
分
報
化
二
位
之
別
﹂︒

（
24
）  

﹃
望
月
佛
教
大
辭
典
﹄
毘
盧
遮
那
︑四
三
六
七
頁
︒
次
を
参
照
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
二
）

大
正
九
︑ 

四
〇
五
中
～
四
〇
五
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
六
）
大
正
十
︑ 

二
六
中
～
二
七
上
︒

（
25
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

三
九
中
︒

（
26
）  

詳
し
く
は
︑
次
を
参
照
︒
梶
山
︑
注
10
前
掲
書
︑
一
三
八
～
一
四
一
頁
︒
た
だ
し
︑

同
氏
は
こ
の
箇
所
の
議
論
に
お
い
て
﹁
娑
婆
世
界
﹂
を
﹁
三
千
大
千
世
界
﹂
と
表
記
す
る
︒

（
27
）  

﹃
延
曆
僧
録
﹄
東
大
居
士
傳
（﹃
東
大
寺
要
録
﹄
卷
二
）︒

（
28
）  

﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

四
三
上
～
四
三
中
﹁
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒

至
此
世
界
︒
名
娑
婆
︒
以
金
剛
莊
嚴
爲
際
︒
依
種
種
色
風
輪
所
持
蓮
華
網
住
︒
狀
如
虛
空
︒

以
普
圓
滿
天
宮
殿
莊
嚴
虛
空
︒
而
覆
其
上
︒
十
三
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
其

佛
即
是
毘
盧
遮
那
如
來
世
尊
﹂︒

（
29
）  

次
を
参
照
︒﹃
探
玄
記
﹄（
卷
三
）
大
正
三
十
五
︑ 

一
六
四
下
～
一
六
五
上
︒

（
30
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
十
四
）
大
正
九
︑ 

六
一
六
上
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
五
十
）
大
正
十
︑ 

二
六
六
上
︒

（
31
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
〇
八
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
六
）
大
正
十
︑ 

三
一
上
︒

（
32
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
上
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
七
）
大
正
十
︑ 

三
九
上
︒

（
33
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
四
）
大
正
九
︑ 

四
一
九
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
二
）
大
正
十
︑ 

五
九
中
︒

（
34
）  

次
を
参
照
︒﹃
探
玄
記
﹄（
卷
四
）
大
正
三
十
五
︑ 

一
七
四
下
︒

（
35
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
）
大
正
九
︑ 

四
二
二
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
三
）
大
正
十
︑ 

六
二
中
︒

（
36
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
）
大
正
九
︑ 

四
二
三
上
～
四
二
六
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
三
）

大
正
十
︑ 

六
三
上
～
六
五
下
︒
と
く
に
次
の
内
容
は
︑﹁
百
萬
﹂
の
次
の
単
位
が
﹁
一
億
﹂

で
あ
る
こ
と
を
も
し
め
す
︒
こ
れ
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
い
う
﹁
百
億
﹂
が
実
は
十
億
の
こ

と
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
）
大
正
九
︑ 

四
二
五
上
︒

﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
三
）
大
正
十
︑ 

六
五
上
︒

（
37
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
）
大
正
九
︑ 

四
二
三
上
～
四
二
三
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
三
）

大
正
十
︑ 

六
三
上
～
六
三
中
︒

（
38
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
四
）
大
正
九
︑ 

四
一
九
下
～
四
二
〇
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
二
）

大
正
十
︑ 

五
九
中
～
六
〇
上
︒

（
39
）  

﹃
長
阿
含
經
﹄（
卷
一
八
）大
正
一
︑ 

一
一
四
中
～
一
一
四
下
︒﹃
阿
毘
達
磨
俱
舍
論
﹄（
卷

十
一
）
大
正
二
十
九
︑ 

五
七
中
︒

（
40
）  

定
方
晟
﹃
イ
ン
ド
宇
宙
論
大
全
﹄（
春
秋
社
︑
二
〇
一
一
年
）︑
二
四
七
～
二
八
五
頁
︒

（
41
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
二
）
大
正
九
︑ 

四
〇
五
下
～
四
〇
六
下
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）

大
正
九
︑ 

四
〇
七
上
～
四
〇
七
中
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
中
︒
な
お
︑

﹃
八
十
華
厳
﹄
で
は
︑
⑤
東
北
︑
⑥
東
南
︑
⑦
西
南
︑
⑧
西
北
の
順
と
な
る
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄

（
卷
六
）
大
正
十
︑ 

二
六
下
～
二
八
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

三
九
中
︒

（
42
）  

次
に
は
︑西
域
で
は
東
が
上
位
で
あ
る
と
す
る
指
摘
が
見
ら
れ
る
︒﹃
探
玄
記
﹄（
卷
三
）

大
正
三
十
五
︑ 

一
五
二
上
︒

（
43
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
上
～
四
一
二
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
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経
﹄
本
来
の
内
容
と
は
違
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
も
し
以

上
が
事
実
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
違
い
を
大
き
な
も
の
と
見
る
か
小
さ
な
も
の
と
見

る
か
︑
我
々
は
改
め
て
議
論
す
る
必
要
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
け
れ
ど
も
そ

の
前
に
︑
で
は
な
ぜ
﹃
八
十
華
厳
﹄
の
内
容
を
参
照
し
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い

て
も
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

注（
1
）  

近
年
の
代
表
的
な
説
と
し
て
︑
次
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
︒
吉
村
怜
﹁
東
大
寺
大
仏
・
梵

網
教
主
説
批
判
﹂（﹃
奈
良
美
術
研
究
﹄
一
︑ 
二
〇
〇
四
年
）︑
三
～
二
二
頁
︒

（
2
）  

最
も
代
表
的
な
説
で
あ
り
︑
こ
の
議
論
が
は
じ
ま
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
重
要
な
論

考
が
次
で
あ
る
︒
小
野
玄
妙
﹁
東
大
寺
大
佛
蓮
瓣
の
刻
畫
に
見
ゆ
る
佛
教
の
世
界
説
﹂

（﹃
考
古
學
雜
誌
﹄
第
五
巻
第
八
號
︑
一
九
一
五
年
）︑
五
一
三
～
五
一
九
頁
︒

（
3
）  

代
表
的
な
説
と
し
て
次
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
︒
岩
上
智
量
﹁
東
大
寺
本
尊
に
就
て
﹂（﹃
密

教
研
究
﹄
六
十
七
︑ 

一
九
三
八
年
）︑
二
三
七
～
二
四
三
頁
︒

（
4
）  

先
学
の
研
究
が
そ
れ
ぞ
れ
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
︑
次
が
参
考
に
な

ろ
う
︒
吉
村
︑
注
1
前
掲
論
文
︑
二
〇
〇
四
年
︑
三
頁
上
下
︒

（
5
）  

小
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
電
子
佛
典
集
成
を

利
用
し
﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
と
対
照
す
る
︒
な
お
︑
句
読
な
ど
︑
筆
者
の
判
断
で
改

め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
ま
た
︑
表
記
が
長
く
な
っ
て
し
ま
う
が
︑
個
々
の
表
現
よ
り
は

文
脈
を
も
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹃
華
厳
経
﹄
の
文
章
の
性
格
と
検
証
の
便
を

考
え
て
︑
慣
例
に
準
拠
し
﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
に
お
け
る
該
当
箇
所
を
し
め
し
て
お

く
こ
と
に
す
る
︒

（
6
）  

基
礎
的
な
情
報
は
︑
た
と
え
ば
次
を
参
照
︒
望
月
信
亨
編
︑
塚
本
善
隆
ほ
か
増
補
﹃
望

月
佛
教
大
辭
典
﹄（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
︑
一
九
六
〇
年
増
訂
三
版
）︒
鎌
田
茂
雄
ほ
か

編
﹃
大
蔵
経
全
解
説
大
事
典
﹄（
雄
山
閣
出
版
︑
一
九
九
八
年
）︒

（
7
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
六
十
）
大
正
九
︑ 

七
八
八
中
︒

（
8
）  

﹃
四
分
律
﹄（
卷
一
）
大
正
二
十
二
︑ 

五
六
七
上
︒

（
9
）  

鎌
田
︑
注
6
前
掲
書
︑
鎌
田
茂
雄
解
説
︑
七
九
頁
上
︒

（
10
）  

梶
山
雄
一
﹃
神
変
と
仏
陀
観
・
宇
宙
論
﹄
梶
山
雄
一
著
作
集
第
三
卷
（
吹
田
隆
道
編
︑

春
秋
社
︑
二
〇
一
二
年
）︑
九
三
頁
︑
一
一
九
～
一
二
〇
頁
︑
一
二
七
頁
︑
二
二
〇
頁
︒

（
11
）  

﹃
華
嚴
經
傳
記
﹄（
卷
一
）
大
正
五
十
一
︑ 

一
五
三
下
﹁
今
大
周
于
闐
所
進
︒
逾
四
萬
頌
︒

於
第
一
會
所
説
︒
華
藏
世
界
︒
舊
譯
闕
略
︒
講
解
無
由
︒
今
文
並
具
︒
爛
然
可
領
︒

︙
︙
﹂︒

（
12
）  

望
月
信
亨
﹃
佛
教
經
典
成
立
史
論
﹄（
法
藏
館
︑
一
九
四
六
年
）︑
四
四
一
～
四
七
一
頁
︒

大
野
法
道
﹃
大
乗
戒
經
の
研
究
﹄（
理
想
社
︑
一
九
五
四
年
）︑
二
五
二
～
二
八
七
頁
︒

（
13
）  

船
山
徹
﹁
梵
網
経
下
卷
先
行
説
の
再
検
討
﹂（﹃
三
教
交
渉
論
叢
續
編
﹄
京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
︑
二
〇
一
一
年
）
一
二
七
～
一
五
六
頁
︑
一
五
五
頁
︒

（
14
）  

次
を
参
照
︒
中
村
元
ほ
か
編
﹃
岩
波
仏
教
辞
典
﹄（
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
）︑
毘

盧
遮
那
︑
六
八
二
～
六
八
三
頁
︒﹃
望
月
佛
教
大
辭
典
﹄
毘
盧
遮
那
︑
四
三
六
七
～

四
三
六
九
頁
︒

（
15
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
四
）
大
正
九
︑ 

四
一
九
上
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
二
）
大
正
十
︑ 

五
八
下
︒

（
16
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
十
六
）
大
正
九
︑ 

七
五
三
下
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
十
七
）
大

正
九
︑ 

七
六
三
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
七
十
四
）大
正
十
︑ 

四
〇
四
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷

七
十
六
）
大
正
十
︑ 

四
一
五
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
七
十
六
）
大
正
十
︑ 

四
一
六
中
︒

（
17
）  

﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
七
十
六
）
大
正
十
︑ 

四
一
六
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
七
十
六
）
大

正
十
︑ 

四
一
七
上
︒

（
18
）  
﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
十
七
）
大
正
九
︑ 

七
六
四
上
～
七
六
四
下
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷

五
十
七
）
大
正
九
︑ 

七
六
四
下
︒

（
19
）  

梶
山
︑
注
10
前
掲
書
︑
三
五
頁
︑
四
九
頁
︑
九
五
頁
︑
一
四
四
頁
～
一
四
六
頁
︑

二
一
二
頁
～
二
一
三
頁
︑
二
二
三
頁
︑
三
三
〇
頁
︒
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（
20
）  
﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
〇
八
中
﹁
法
身
堅
固
不
可
壞
︒
充
滿
一
切
諸
法
界
︒

普
能
示
現
諸
色
身
︒
隨
應
化
導
諸
群
生
﹂︒

（
21
）  

﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
六
）
大
正
十
︑ 

三
一
上
﹁
佛
身
無
差
別
︒
充
滿
於
法
界
︒
能
令
見

色
身
︒
隨
機
善
調
伏
﹂︒

（
22
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
十
四
）
大
正
九
︑ 

六
一
六
上
﹁
虛
空
無
形
色
故
︒
如
來
法
身
亦

復
如
是
︒
︙
︙
譬
如
虛
空
彌
廣
︒
悉
能
容
受
一
切
眾
生
︒
而
無
染
著
︒
如
來
法
身
亦
復

如
是
﹂︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
五
十
）
大
正
十
︑ 

二
六
六
上
﹁
虛
空
無
身
故
︒
如
來
身
亦
如

是
︒
︙
︙
譬
如
虛
空
︒
寬
廣
非
色
︒
而
能
顯
現
一
切
諸
色
︒
而
彼
虛
空
︒
無
有
分
別
︒

亦
無
戲
論
︒
如
來
身
亦
復
如
是
﹂︒

（
23
）  

﹃
探
玄
記
﹄（
卷
三
）
大
正
三
十
五
︑ 
一
四
六
下
﹁
此
舍
那
佛
︒
非
局
報
身
﹂︒﹃
梵
網

經
菩
薩
戒
本
疏
﹄（
卷
一
）
大
正
四
十
︑ 

六
〇
六
上
﹁
依
華
嚴
經
︒
無
成
無
不
成
故
︒
盧

舎
那
一
切
處
︒
皆
實
身
成
佛
︒
又
以
盧
舍
那
︒
則
是
釋
迦
︒
不
分
報
化
二
位
之
別
﹂︒

（
24
）  

﹃
望
月
佛
教
大
辭
典
﹄
毘
盧
遮
那
︑四
三
六
七
頁
︒
次
を
参
照
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
二
）

大
正
九
︑ 

四
〇
五
中
～
四
〇
五
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
六
）
大
正
十
︑ 

二
六
中
～
二
七
上
︒

（
25
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

三
九
中
︒

（
26
）  

詳
し
く
は
︑
次
を
参
照
︒
梶
山
︑
注
10
前
掲
書
︑
一
三
八
～
一
四
一
頁
︒
た
だ
し
︑

同
氏
は
こ
の
箇
所
の
議
論
に
お
い
て
﹁
娑
婆
世
界
﹂
を
﹁
三
千
大
千
世
界
﹂
と
表
記
す
る
︒

（
27
）  

﹃
延
曆
僧
録
﹄
東
大
居
士
傳
（﹃
東
大
寺
要
録
﹄
卷
二
）︒

（
28
）  

﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

四
三
上
～
四
三
中
﹁
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒

至
此
世
界
︒
名
娑
婆
︒
以
金
剛
莊
嚴
爲
際
︒
依
種
種
色
風
輪
所
持
蓮
華
網
住
︒
狀
如
虛
空
︒

以
普
圓
滿
天
宮
殿
莊
嚴
虛
空
︒
而
覆
其
上
︒
十
三
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
其

佛
即
是
毘
盧
遮
那
如
來
世
尊
﹂︒

（
29
）  

次
を
参
照
︒﹃
探
玄
記
﹄（
卷
三
）
大
正
三
十
五
︑ 

一
六
四
下
～
一
六
五
上
︒

（
30
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
十
四
）
大
正
九
︑ 

六
一
六
上
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
五
十
）
大
正
十
︑ 

二
六
六
上
︒

（
31
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
〇
八
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
六
）
大
正
十
︑ 

三
一
上
︒

（
32
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
上
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
七
）
大
正
十
︑ 

三
九
上
︒

（
33
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
四
）
大
正
九
︑ 

四
一
九
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
二
）
大
正
十
︑ 

五
九
中
︒

（
34
）  

次
を
参
照
︒﹃
探
玄
記
﹄（
卷
四
）
大
正
三
十
五
︑ 

一
七
四
下
︒

（
35
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
）
大
正
九
︑ 

四
二
二
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
三
）
大
正
十
︑ 

六
二
中
︒

（
36
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
）
大
正
九
︑ 

四
二
三
上
～
四
二
六
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
三
）

大
正
十
︑ 

六
三
上
～
六
五
下
︒
と
く
に
次
の
内
容
は
︑﹁
百
萬
﹂
の
次
の
単
位
が
﹁
一
億
﹂

で
あ
る
こ
と
を
も
し
め
す
︒
こ
れ
は
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
い
う
﹁
百
億
﹂
が
実
は
十
億
の
こ

と
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
）
大
正
九
︑ 

四
二
五
上
︒

﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
三
）
大
正
十
︑ 

六
五
上
︒

（
37
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
五
）
大
正
九
︑ 

四
二
三
上
～
四
二
三
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
三
）

大
正
十
︑ 

六
三
上
～
六
三
中
︒

（
38
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
四
）
大
正
九
︑ 

四
一
九
下
～
四
二
〇
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
十
二
）

大
正
十
︑ 

五
九
中
～
六
〇
上
︒

（
39
）  

﹃
長
阿
含
經
﹄（
卷
一
八
）大
正
一
︑ 

一
一
四
中
～
一
一
四
下
︒﹃
阿
毘
達
磨
俱
舍
論
﹄（
卷

十
一
）
大
正
二
十
九
︑ 

五
七
中
︒

（
40
）  

定
方
晟
﹃
イ
ン
ド
宇
宙
論
大
全
﹄（
春
秋
社
︑
二
〇
一
一
年
）︑
二
四
七
～
二
八
五
頁
︒

（
41
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
二
）
大
正
九
︑ 

四
〇
五
下
～
四
〇
六
下
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）

大
正
九
︑ 

四
〇
七
上
～
四
〇
七
中
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
中
︒
な
お
︑

﹃
八
十
華
厳
﹄
で
は
︑
⑤
東
北
︑
⑥
東
南
︑
⑦
西
南
︑
⑧
西
北
の
順
と
な
る
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄

（
卷
六
）
大
正
十
︑ 

二
六
下
～
二
八
下
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

三
九
中
︒

（
42
）  

次
に
は
︑西
域
で
は
東
が
上
位
で
あ
る
と
す
る
指
摘
が
見
ら
れ
る
︒﹃
探
玄
記
﹄（
卷
三
）

大
正
三
十
五
︑ 
一
五
二
上
︒

（
43
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
上
～
四
一
二
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
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其
狀
猶
如
半
月
之
形
︒
諸
天
寶
帳
雲
︒
而
覆
其
上
︒
十
一
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒

佛
號
無
量
功
德
法
︒
⑫
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
光
明
照
耀
︒
以
普
光

莊
嚴
爲
際
︒
依
華
旋
香
水
海
住
︒
狀
如
華
旋
︒
種
種
衣
雲
︒
而
覆
其
上
︒
十
二
佛
剎
微

塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
超
釋
梵
︒
⑬
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
至
此
世
界
︒

名
娑
婆
︒
以
金
剛
莊
嚴
爲
際
︒
依
種
種
色
風
輪
所
持
蓮
華
網
住
︒
狀
如
虛
空
︒
以
普
圓

滿
天
宮
殿
莊
嚴
虛
空
︒
而
覆
其
上
︒
十
三
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
其
佛
即
是

毘
盧
遮
那
如
來
世
尊
︒
⑭
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
寂
靜
離
塵
光
︒
以

一
切
寶
莊
嚴
爲
際
︒
依
種
種
寶
衣
海
住
︒
其
狀
猶
如
執
金
剛
形
︒
無
邊
色
金
剛
雲
︒
而

覆
其
上
︒
十
四
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
遍
法
界
勝
音
︒
⑮
此
上
過
佛
剎

微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
眾
妙
光
明
燈
︒
以
一
切
莊
嚴
帳
爲
際
︒
依
淨
華
網
海
住
︒

其
狀
猶
如
卍
字
之
形
︒
摩
尼
樹
香
水
海
雲
︒
而
覆
其
上
︒
十
五
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周

匝
圍
遶
︒
純
一
清
淨
︒
佛
號
不
可
摧
伏
力
普
照
幢
︒
⑯
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有

世
界
︒
名
清
淨
光
遍
照
︒
以
無
盡
寶
雲
︒
摩
尼
王
爲
際
︒
依
種
種
香
焰
蓮
華
海
住
︒
其

狀
猶
如
龜
甲
之
形
︒
圓
光
摩
尼
輪
栴
檀
雲
︒
而
覆
其
上
︒
十
六
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周

匝
圍
遶
︒
佛
號
清
淨
日
功
德
眼
︒
⑰
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
寶
莊
嚴
藏
︒

以
一
切
眾
生
形
︒
摩
尼
王
爲
際
︒
依
光
明
藏
摩
尼
王
海
住
︒
其
形
八
隅
︒
以
一
切
輪
圍

山
寶
莊
嚴
華
樹
網
︒
彌
覆
其
上
︒
十
七
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
無
礙
智

光
明
遍
照
十
方
︒
⑱
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
離
塵
︒
以
一
切
殊
妙
相

莊
嚴
爲
際
︒
依
眾
妙
華
師
子
座
海
住
︒
狀
如
珠
瓔
︒
以
一
切
寶
香
摩
尼
王
圓
光
雲
︒
而

覆
其
上
︒
十
八
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
純
一
清
淨
︒
佛
號
無
量
方
便
最
勝
幢
︒

⑲
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
清
淨
光
普
照
︒
以
出
無
盡
寶
雲
摩
尼
王
爲
際
︒

依
無
量
色
香
焰
須
彌
山
海
住
︒
其
狀
猶
如
寶
華
旋
布
︒
以
無
邊
色
光
明
摩
尼
王
帝
青
雲
︒

而
覆
其
上
︒
十
九
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
普
照
法
界
虛
空
光
︒
⑳
此
上

過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
妙
寶
焰
︒
以
普
光
明
日
月
寶
爲
際
︒
依
一
切
諸
天

形
摩
尼
王
海
住
︒
其
狀
猶
如
寶
莊
嚴
具
︒
以
一
切
寶
衣
幢
雲
及
摩
尼
燈
藏
網
︒
而
覆
其
上
︒

二
十
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
純
一
清
淨
︒
佛
號
福
德
相
光
明
︒
︙
︙
此
一
一

世
界
︒
各
有
十
佛
剎
微
塵
數
︒
廣
大
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
此
諸
世
界
︒
一
一
復
有
如
上

所
説
微
塵
數
世
界
︒
而
爲
眷
屬
﹂︒

（
50
）  

丸
数
字
は
筆
者
が
挿
入
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
四
）
大
正
九
︑ 

四
一
四
中
～
四
一
五
上 

﹁
彼
眾
香
水
海
中
有
一
香
水
海
︒
名
樂
光
明
︒
有
一
切
香
摩
尼
寶
王
莊
嚴
蓮
華
︒
①
上
有

世
界
︒
名
清
淨
寶
網
光
明
︒
佛
號
離
垢
淨
眼
廣
入
︒
②
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒

有
佛
國
︒
名
雜
香
蓮
華
勝
妙
莊
嚴
︒
依
寶
網
住
︒
形
如
師
子
座
︒
佛
號
師
子
座
光
明
勝
照
︒

③
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
寶
莊
嚴
普
光
明
︒
依
諸
華
住
︒
形
如

日
輪
雲
︒
佛
號
廣
大
光
明
智
勝
︒
④
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
雜

光
蓮
華
︒
佛
號
金
剛
光
明
普
精
進
善
起
︒
⑤
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒

名
無
畏
嚴
淨
︒
佛
號
平
等
莊
嚴
妙
音
幢
王
︒
⑥
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒

名
華
開
淨
焰
︒
佛
號
愛
海
功
德
稱
王
︒
⑦
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒

名
總
持
︒
佛
號
淨
智
慧
海
︒
⑧
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
解
脫
聲
︒

佛
號
善
相
幢
︒
⑨
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
勝
起
︒
佛
號
蓮
華
藏
光
︒

⑩
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
善
住
金
剛
不
可
破
壞
︒
佛
號
那
羅
延

不
可
破
壞
︒
⑪
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
華
林
赤
蓮
華
︒
佛
號
雜

寶
華
鬘
智
王
︒
⑫
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
淨
光
勝
電
如
來
藏
︒

佛
號
能
起
一
切
所
願
功
德
︒
⑬
彼
世
界
上
︒
有
香
水
海
︒
名
淨
光
焰
起
︒
中
有
世
界
性
︒

名
善
住
︒
⑭
次
上
復
有
香
水
海
︒
名
金
剛
眼
光
明
︒
中
有
世
界
性
︒
名
法
界
等
起
︒
⑮

次
上
復
有
香
水
海
︒
名
蓮
華
平
正
︒
中
有
世
界
性
︒
名
出
十
方
化
身
︒
⑯
次
上
復
有
香

水
海
︒
名
寶
地
莊
嚴
光
明
︒
中
有
世
界
性
︒
名
寶
枝
莊
嚴
︒
⑰
次
上
復
有
香
水
海
︒
名

化
香
焰
︒
中
有
世
界
性
︒
名
清
淨
化
︒
⑱
次
上
復
有
香
水
海
︒
名
寶
幢
︒
中
有
世
界
性
︒

名
佛
護
念
︒
⑲
次
上
復
有
世
界
性
︒
名
眾
色
普
光
︒
⑳
如
是
次
上
︒
復
有
世
界
塵
數
香

水
海
及
世
界
性
︒
如
一
方
︒
十
方
亦
如
是
︒
盧
舍
那
佛
常
轉
法
輪
處
﹂︒

（
51
）  

定
方
︑
注
40
前
掲
書
︑
二
七
五
～
二
七
六
頁
︒

（
52
）  

次
を
参
照
︒
定
方
︑
注
40
前
掲
書
︑
二
五
四
～
二
七
三
頁
︒
ま
た
︑
娑
婆
世
界
の
中

に
あ
る
四
天
下
の
内
の
情
況
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
は
次
で
基
礎
的
な
情
報
を
整
理
し
た

こ
と
が
あ
る
︒A
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大
正
十
︑ 

三
九
上
～
三
九
中
︒

（
44
）  
﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
二
中
～
四
一
三
上
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）

大
正
十
︑ 

三
九
中
～
四
〇
上
︒

（
45
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
三
上
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

四
〇
上
︒
次
を
参
照
︒﹃
探
玄
記
﹄（
卷
三
）
大
正
三
十
五
︑ 

一
六
三
下
︒

（
46
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
三
中
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

四
〇
中
︒

（
47
）  

﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

四
一
下
～
四
二
上
﹁
此
不
可
説
佛
剎
微
塵
數
香
水

海
中
︒
有
不
可
説
佛
剎
微
塵
數
世
界
種
安
住
︒
一
一
世
界
種
︒
復
有
不
可
説
佛
剎
微
塵

數
世
界
︒
諸
佛
子
︒
彼
諸
世
界
種
︒
於
世
界
海
中
︒
各
各
依
住
︒
各
各
形
狀
︒
各
各
體
性
︒

各
各
方
所
︒
各
各
趣
入
︒
各
各
莊
嚴
︒
各
各
分
齊
︒
各
各
行
列
︒
各
各
無
差
別
︒
各
各

力
加
持
︒
諸
佛
子
︒
此
世
界
種
︒
或
有
依
大
蓮
華
海
住
︒
或
有
依
無
邊
色
寶
華
海
住
︒

或
有
依
一
切
真
珠
藏
寶
瓔
珞
海
住
︒
或
有
依
香
水
海
住
︒
或
有
依
一
切
華
海
住
︒
或
有

依
摩
尼
寶
網
海
住
︒
或
有
依
漩
流
光
海
住
︒
或
有
依
菩
薩
寶
莊
嚴
冠
海
住
︒
或
有
依
種

種
眾
生
身
海
住
︒
或
有
依
一
切
佛
音
聲
摩
尼
王
海
住
︒
如
是
等
︒
若
廣
説
者
︒
有
世
界

海
微
塵
數
﹂︒

（
48
）  

﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
三
）
大
正
九
︑ 

四
一
四
上
～
四
一
四
中
﹁（
彼
大
地
處
︒
有
不
可
説

佛
剎
微
塵
等
香
水
海
︒）
︙
︙
此
香
水
海
上
︒
有
不
可
説
佛
剎
微
塵
數
世
界
性
住
︒
或
有

世
界
性
蓮
華
上
住
︒
或
在
無
量
色
蓮
華
上
住
︒
或
依
真
珠
寶
住
︒
或
依
諸
寶
網
住
︒
或

依
種
種
眾
生
身
住
︒
或
依
佛
摩
尼
寶
王
住
﹂︒

（
49
）  

丸
数
字
は
筆
者
が
挿
入
︒﹃
八
十
華
嚴
﹄（
卷
八
）
大
正
十
︑ 

四
二
中
～
四
三
下
﹁
此

不
可
説
佛
剎
微
塵
數
香
水
海
︒
在
華
藏
莊
嚴
世
界
海
中
︒
如
天
帝
網
︒
分
布
而
住
︒
諸

佛
子
︒
此
最
中
央
香
水
海
︒
名
無
邊
妙
華
光
︒
以
現
一
切
菩
薩
形
︒
摩
尼
王
幢
爲
底
︒

出
大
蓮
華
︒
名
一
切
香
摩
尼
王
莊
嚴
︒
有
世
界
種
︒
而
住
其
上
︒
名
普
照
十
方
熾
然
寶

光
明
︒
以
一
切
莊
嚴
具
爲
體
︒
有
不
可
説
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
於
中
布
列
︒
①
其
最
下

方
有
世
界
︒
名
最
勝
光
遍
照
︒
以
一
切
金
剛
莊
嚴
光
耀
輪
爲
際
︒
依
眾
寶
摩
尼
華
而
住
︒

其
狀
猶
如
摩
尼
寶
形
︒
一
切
寶
華
莊
嚴
雲
︒
彌
覆
其
上
︒
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒

種
種
安
住
︒
種
種
莊
嚴
︒
佛
號
淨
眼
離
垢
燈
︒
②
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒

名
種
種
香
蓮
華
妙
莊
嚴
︒
以
一
切
莊
嚴
具
爲
際
︒
依
寶
蓮
華
網
而
住
︒
其
狀
猶
如
師
子

之
座
︒
一
切
寶
色
珠
帳
雲
︒
彌
覆
其
上
︒
二
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
師

子
光
勝
照
︒
③
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
一
切
寶
莊
嚴
普
照
光
︒
以
香

風
輪
爲
際
︒
依
種
種
寶
華
瓔
珞
住
︒
其
形
八
隅
︒
妙
光
摩
尼
日
輪
雲
︒
而
覆
其
上
︒
三

佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
淨
光
智
勝
幢
︒
④
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒

有
世
界
︒
名
種
種
光
明
華
莊
嚴
︒
以
一
切
寶
王
爲
際
︒
依
眾
色
金
剛
尸
羅
幢
海
住
︒
其

狀
猶
如
摩
尼
蓮
華
︒
以
金
剛
摩
尼
寶
光
雲
︒
而
覆
其
上
︒
四
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝

圍
遶
純
一
清
淨
︒
佛
號
金
剛
光
明
無
量
精
進
力
善
出
現
︒
⑤
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒

有
世
界
︒
名
普
放
妙
華
光
︒
以
一
切
寶
鈴
莊
嚴
網
爲
際
︒
依
一
切
樹
林
莊
嚴
寶
輪
網
海
住
︒

其
形
普
方
︒
而
多
有
隅
角
︒
梵
音
摩
尼
王
雲
︒
以
覆
其
上
︒
五
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周

匝
圍
遶
︒
佛
號
香
光
喜
力
海
︒
⑥
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
淨
妙
光
明
︒

以
寶
王
莊
嚴
幢
爲
際
︒
依
金
剛
宮
殿
海
住
︒
其
形
四
方
︒
摩
尼
輪
髻
帳
雲
︒
而
覆
其
上
︒

六
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
普
光
自
在
幢
︒
⑦
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒

有
世
界
︒
名
眾
華
焰
莊
嚴
︒
以
種
種
華
莊
嚴
爲
際
︒
依
一
切
寶
色
焰
海
住
︒
其
狀
猶
如

樓
閣
之
形
︒
一
切
寶
色
衣
真
珠
欄
楯
雲
︒
而
覆
其
上
︒
七
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒

純
一
清
淨
︒
佛
號
歡
喜
海
功
德
名
稱
自
在
光
︒
⑧
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒

名
出
生
威
力
地
︒
以
出
一
切
聲
摩
尼
王
莊
嚴
爲
際
︒
依
種
種
寶
色
︒
蓮
華
座
虛
空
海
住
︒

其
狀
猶
如
因
陀
羅
網
︒
以
無
邊
色
華
網
雲
︒
而
覆
其
上
︒
八
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝

圍
遶
︒
佛
號
廣
大
名
稱
智
海
幢
︒
⑨
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
出
妙
音
聲
︒

以
心
王
摩
尼
莊
嚴
輪
爲
際
︒
依
恒
出
一
切
妙
音
聲
莊
嚴
雲
摩
尼
王
海
住
︒
其
狀
猶
如
梵

天
身
形
︒
無
量
寶
莊
嚴
師
子
座
雲
︒
而
覆
其
上
︒
九
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒

佛
號
清
淨
月
光
明
相
無
能
摧
伏
︒
⑩
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
金
剛
幢
︒

以
無
邊
莊
嚴
真
珠
藏
寶
瓔
珞
爲
際
︒
依
一
切
莊
嚴
寶
師
子
座
摩
尼
海
住
︒
其
狀
周
圓
︒

十
須
彌
山
微
塵
數
一
切
香
摩
尼
華
須
彌
雲
︒
彌
覆
其
上
︒
十
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝

圍
遶
︒
純
一
清
淨
︒
佛
號
一
切
法
海
最
勝
王
︒
⑪
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒

名
恒
出
現
帝
青
寶
光
明
︒
以
極
堅
牢
不
可
壞
金
剛
莊
嚴
爲
際
︒
依
種
種
殊
異
華
海
住
︒
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其
狀
猶
如
半
月
之
形
︒
諸
天
寶
帳
雲
︒
而
覆
其
上
︒
十
一
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒

佛
號
無
量
功
德
法
︒
⑫
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
光
明
照
耀
︒
以
普
光

莊
嚴
爲
際
︒
依
華
旋
香
水
海
住
︒
狀
如
華
旋
︒
種
種
衣
雲
︒
而
覆
其
上
︒
十
二
佛
剎
微

塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
超
釋
梵
︒
⑬
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
至
此
世
界
︒

名
娑
婆
︒
以
金
剛
莊
嚴
爲
際
︒
依
種
種
色
風
輪
所
持
蓮
華
網
住
︒
狀
如
虛
空
︒
以
普
圓

滿
天
宮
殿
莊
嚴
虛
空
︒
而
覆
其
上
︒
十
三
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
其
佛
即
是

毘
盧
遮
那
如
來
世
尊
︒
⑭
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
寂
靜
離
塵
光
︒
以

一
切
寶
莊
嚴
爲
際
︒
依
種
種
寶
衣
海
住
︒
其
狀
猶
如
執
金
剛
形
︒
無
邊
色
金
剛
雲
︒
而

覆
其
上
︒
十
四
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
遍
法
界
勝
音
︒
⑮
此
上
過
佛
剎

微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
眾
妙
光
明
燈
︒
以
一
切
莊
嚴
帳
爲
際
︒
依
淨
華
網
海
住
︒

其
狀
猶
如
卍
字
之
形
︒
摩
尼
樹
香
水
海
雲
︒
而
覆
其
上
︒
十
五
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周

匝
圍
遶
︒
純
一
清
淨
︒
佛
號
不
可
摧
伏
力
普
照
幢
︒
⑯
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有

世
界
︒
名
清
淨
光
遍
照
︒
以
無
盡
寶
雲
︒
摩
尼
王
爲
際
︒
依
種
種
香
焰
蓮
華
海
住
︒
其

狀
猶
如
龜
甲
之
形
︒
圓
光
摩
尼
輪
栴
檀
雲
︒
而
覆
其
上
︒
十
六
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周

匝
圍
遶
︒
佛
號
清
淨
日
功
德
眼
︒
⑰
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
寶
莊
嚴
藏
︒

以
一
切
眾
生
形
︒
摩
尼
王
爲
際
︒
依
光
明
藏
摩
尼
王
海
住
︒
其
形
八
隅
︒
以
一
切
輪
圍

山
寶
莊
嚴
華
樹
網
︒
彌
覆
其
上
︒
十
七
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
無
礙
智

光
明
遍
照
十
方
︒
⑱
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
離
塵
︒
以
一
切
殊
妙
相

莊
嚴
爲
際
︒
依
眾
妙
華
師
子
座
海
住
︒
狀
如
珠
瓔
︒
以
一
切
寶
香
摩
尼
王
圓
光
雲
︒
而

覆
其
上
︒
十
八
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
純
一
清
淨
︒
佛
號
無
量
方
便
最
勝
幢
︒

⑲
此
上
過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
清
淨
光
普
照
︒
以
出
無
盡
寶
雲
摩
尼
王
爲
際
︒

依
無
量
色
香
焰
須
彌
山
海
住
︒
其
狀
猶
如
寶
華
旋
布
︒
以
無
邊
色
光
明
摩
尼
王
帝
青
雲
︒

而
覆
其
上
︒
十
九
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
佛
號
普
照
法
界
虛
空
光
︒
⑳
此
上

過
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
有
世
界
︒
名
妙
寶
焰
︒
以
普
光
明
日
月
寶
爲
際
︒
依
一
切
諸
天

形
摩
尼
王
海
住
︒
其
狀
猶
如
寶
莊
嚴
具
︒
以
一
切
寶
衣
幢
雲
及
摩
尼
燈
藏
網
︒
而
覆
其
上
︒

二
十
佛
剎
微
塵
數
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
純
一
清
淨
︒
佛
號
福
德
相
光
明
︒
︙
︙
此
一
一

世
界
︒
各
有
十
佛
剎
微
塵
數
︒
廣
大
世
界
︒
周
匝
圍
遶
︒
此
諸
世
界
︒
一
一
復
有
如
上

所
説
微
塵
數
世
界
︒
而
爲
眷
屬
﹂︒

（
50
）  

丸
数
字
は
筆
者
が
挿
入
︒﹃
六
十
華
嚴
﹄（
卷
四
）
大
正
九
︑ 

四
一
四
中
～
四
一
五
上 

﹁
彼
眾
香
水
海
中
有
一
香
水
海
︒
名
樂
光
明
︒
有
一
切
香
摩
尼
寶
王
莊
嚴
蓮
華
︒
①
上
有

世
界
︒
名
清
淨
寶
網
光
明
︒
佛
號
離
垢
淨
眼
廣
入
︒
②
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒

有
佛
國
︒
名
雜
香
蓮
華
勝
妙
莊
嚴
︒
依
寶
網
住
︒
形
如
師
子
座
︒
佛
號
師
子
座
光
明
勝
照
︒

③
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
寶
莊
嚴
普
光
明
︒
依
諸
華
住
︒
形
如

日
輪
雲
︒
佛
號
廣
大
光
明
智
勝
︒
④
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
雜

光
蓮
華
︒
佛
號
金
剛
光
明
普
精
進
善
起
︒
⑤
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒

名
無
畏
嚴
淨
︒
佛
號
平
等
莊
嚴
妙
音
幢
王
︒
⑥
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒

名
華
開
淨
焰
︒
佛
號
愛
海
功
德
稱
王
︒
⑦
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒

名
總
持
︒
佛
號
淨
智
慧
海
︒
⑧
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
解
脫
聲
︒

佛
號
善
相
幢
︒
⑨
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
勝
起
︒
佛
號
蓮
華
藏
光
︒

⑩
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
善
住
金
剛
不
可
破
壞
︒
佛
號
那
羅
延

不
可
破
壞
︒
⑪
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
華
林
赤
蓮
華
︒
佛
號
雜

寶
華
鬘
智
王
︒
⑫
彼
世
界
上
︒
過
佛
剎
塵
數
世
界
︒
有
佛
國
︒
名
淨
光
勝
電
如
來
藏
︒

佛
號
能
起
一
切
所
願
功
德
︒
⑬
彼
世
界
上
︒
有
香
水
海
︒
名
淨
光
焰
起
︒
中
有
世
界
性
︒

名
善
住
︒
⑭
次
上
復
有
香
水
海
︒
名
金
剛
眼
光
明
︒
中
有
世
界
性
︒
名
法
界
等
起
︒
⑮

次
上
復
有
香
水
海
︒
名
蓮
華
平
正
︒
中
有
世
界
性
︒
名
出
十
方
化
身
︒
⑯
次
上
復
有
香

水
海
︒
名
寶
地
莊
嚴
光
明
︒
中
有
世
界
性
︒
名
寶
枝
莊
嚴
︒
⑰
次
上
復
有
香
水
海
︒
名

化
香
焰
︒
中
有
世
界
性
︒
名
清
淨
化
︒
⑱
次
上
復
有
香
水
海
︒
名
寶
幢
︒
中
有
世
界
性
︒

名
佛
護
念
︒
⑲
次
上
復
有
世
界
性
︒
名
眾
色
普
光
︒
⑳
如
是
次
上
︒
復
有
世
界
塵
數
香

水
海
及
世
界
性
︒
如
一
方
︒
十
方
亦
如
是
︒
盧
舍
那
佛
常
轉
法
輪
處
﹂︒

（
51
）  
定
方
︑
注
40
前
掲
書
︑
二
七
五
～
二
七
六
頁
︒

（
52
）  
次
を
参
照
︒
定
方
︑
注
40
前
掲
書
︑
二
五
四
～
二
七
三
頁
︒
ま
た
︑
娑
婆
世
界
の
中

に
あ
る
四
天
下
の
内
の
情
況
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
は
次
で
基
礎
的
な
情
報
を
整
理
し
た

こ
と
が
あ
る
︒A

taru Sotom
ura: M
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eru 

須
彌
山: Source M

anual for Iconographic 

R
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一

　は
じ
め
に

　中
国
古
典
作
品
に
お
け
る
語
彙
の
多
く
が
日
本
の
文
人
に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
︑

吸
収
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
出
典
が
不
明
確
な
漢
字

語
は
や
や
も
す
る
と
日
本
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
︑
そ
れ
ら

は
﹁
和
臭
（
習
）﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
二
十
一
世
紀
の

デ
ジ
タ
ル
環
境
を
活
用
し
︑
見
直
し
を
提
起
し
た
い
︒
こ
れ
を
基
に
し
て
︑
日

本
と
中
国
と
の
ユ
ニ
ー
ク
ネ
ス
を
は
っ
き
り
と
弁
別
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
文

化
の
特
性
を
よ
り
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
東
ア
ジ
ア
漢
字
圏
各
地

域
の
相
互
理
解
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
の
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
︒

　
二

　小
島
憲
之
の
「
和
臭
」
問
題

　小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
︱
︱
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較

文
学
的
考
察
﹄
に
お
い
て
︑
和
臭
を
め
ぐ
る
指
摘
は
主
に
﹃
懐
風
藻
﹄
に
対
し

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
ま
ず
小
島
校
注
の
﹃
懐
風
藻

　文
華

秀
麗
集

　本
朝
文
粋
﹄
に
お
け
る
業
績
と
︑﹁
懐
風
藻
の
詩（

1
）

﹂
に
お
け
る
論
述

と
を
併
せ
て
読
ん
だ
う
え
で
︑
和
臭
の
問
題
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
︒

　﹁懐
風
藻
の
詩
﹂
と
い
う
論
文
は
︑
日
本
上
代
の
詩
人
が
な
お
﹁
試
作
時
代
﹂

に
身
を
置
か
れ
た
た
め
に
︑﹁
そ
こ
に
和
臭
味
（
和
習
）
を
帯
び
た
語
句
や
︑

表
現
の
未
熟
の
た
め
に
後
人
を
誤
ら
せ
る
や
う
な
曖
昧
な
例
も
か
な
り
み
ら
れ

る
﹂
と
い
う
観
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
和
臭
﹂
の
定
義
に
つ
い

一
九
六
〇
年
代
「
和
習
研
究
」
追
考

―
―
コ
ー
パ
ス
に
基
づ
く
再
検
討
―
―

頼

　衍
宏

40

Paper N
o. 6, 2011.

（
53
）  
た
と
え
ば
次
を
参
照
︒
小
野
︑
注
2
前
掲
論
文
︑
五
一
三
～
五
一
九
頁
︒

（
54
）  
家
永
三
郎
﹃
上
代
佛
教
思
想
史
研
究
﹄（
畝
傍
書
房
︑
一
九
四
二
年
）︑
二
三
六
～

二
三
七
頁
︒﹃
日
本
三
代
實
録
﹄
卷
五
︑
貞
観
三
年
三
月
十
四
日
戊
子
条
︒
な
お
︑
大
仏

を
報
身
と
す
る
説
と
し
て
︑
次
が
あ
る
︒
大
屋
徳
城
﹃
寧
樂
佛
教
史
論
﹄（
東
方
文
獻
刊

行
會
︑
一
九
三
七
年
）︑
一
九
六
～
一
九
七
頁
︒

（
55
）  

家
永
︑
注
54
前
掲
書
︑
二
三
八
～
二
四
一
頁
︒

（
56
）  

﹃
續
日
本
紀
﹄
卷
十
七
︑
天
平
勝
寶
元
年
閏
五
月
癸
丑
詔
︒

（
57
）  

小
野
︑
注
2
前
掲
論
文
︑
五
一
三
～
五
一
九
頁
︒

（
58
）  

﹃
梵
網
經
﹄（
卷
二
）
大
正
二
十
四
︑ 
一
〇
〇
三
下
～
一
〇
〇
四
上
﹁
我
今
盧
舍
那
︒

方
坐
蓮
花
臺
︒
周
匝
千
花
上
︒
復
現
千
釋
迦
︒
一
花
百
億
國
︒
一
國
一
釋
迦
︒
各
坐
菩

提
樹
︒
一
時
成
佛
道
﹂︒

（
59
）  

﹃
梵
網
經
﹄（
卷
一
）
大
正
二
十
四
︑ 

九
九
七
下
﹁
號
爲
盧
舍
那
︒
住
蓮
花
臺
藏
世
界
海
︒

其
臺
周
遍
有
千
葉
︒
一
葉
一
世
界
爲
千
世
界
︒
我
化
爲
千
釋
迦
︒
據
千
世
界
︒
後
就
一

葉
世
界
︒
復
有
百
億
須
彌
山
︒
百
億
日
月
︒
百
億
四
天
下
︒
百
億
南
閻
浮
提
︒
百
億
菩

薩
釋
迦
︒
坐
百
億
菩
提
樹
下
︒
各
説
汝
所
問
︒
菩
提
薩
埵
心
地
︒
其
餘
九
百
九
十
九
釋
迦
︒

各
各
現
千
百
億
釋
迦
︒
亦
復
如
是
︒
千
花
上
佛
︒
是
吾
化
身
︒
千
百
億
釋
迦
︒
是
千
釋

迦
化
身
︒
吾
已
爲
本
原
︒
名
爲
盧
舍
那
佛
﹂︒

（
60
）  

菩
提
樹
が
閻
浮
提
に
あ
る
こ
と
は
︑
次
を
参
照
︒﹃
梵
網
經
﹄（
卷
二
）
大
正
二
十
四
︑ 

一
〇
〇
三
中
︒﹃
梵
網
經
﹄（
卷
二
）
大
正
二
十
四
︑ 

一
〇
〇
三
下
︒

（
61
）  

吉
村
怜
﹁
東
大
寺
大
仏
の
仏
身
論
︱
︱
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
海
の
構
造
に
つ
い
て
﹂（﹃
仏

教
芸
術
﹄
二
四
六
︑
毎
日
新
聞
社
︑
一
九
九
九
年
）
四
一
～
六
八
頁
︑
四
七
頁
上
︑

四
九
頁
下
︑
五
〇
頁
上
︒

（
62
）  

吉
村
︑
注
61
前
掲
論
文
︑
一
九
九
九
年
︑
五
三
頁
下
︑
五
四
頁
下
︒
吉
村
︑
注
1
前

掲
論
文
︑
二
〇
〇
四
年
︑
六
頁
上
︒

（
63
）  

田
村
圓
澄
﹃
古
代
日
本
の
国
家
と
仏
教
︱
︱
東
大
寺
創
建
の
研
究
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
九
年
）︑
二
一
四
～
二
一
八
頁
︒
な
お
︑
以
上
は
東
大
寺
創
建
に
つ
い
て
の
総
合

的
な
研
究
と
し
て
重
要
な
文
献
の
一
つ
で
あ
る
︒

（
64
）  

家
永
︑
注
54
前
掲
書
︑
二
二
六
～
二
五
九
頁
︑
二
四
六
～
二
四
八
頁
︒

（
65
）  

﹃
續
日
本
紀
﹄
卷
十
九
︑
天
平
勝
寶
六
年
正
月
壬
子
条
︒

（
66
）  

奥
村
秀
雄
﹁
東
大
寺
大
仏
蓮
弁
毛
彫
図
の
研
究
﹂（﹃
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
﹄
十
二
︑ 

一
九
七
六
年
）︑
一
六
一
～
二
三
五
頁
︑
二
一
〇
～
二
二
四
頁
︒

（
67
）  

岩
上
︑
注
3
前
掲
論
文
︑
二
四
一
～
二
四
二
頁
︒

（
68
）  

家
永
︑
注
54
前
掲
書
︑
二
二
六
～
二
五
九
頁
︑
二
四
六
～
二
四
八
頁
︒

（
69
）  

家
永
︑
注
54
前
掲
書
︑
二
四
一
頁
︒

後
記　小

稿
は
︑
白
幡
洋
三
郎
先
生
が
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
主
宰
さ
れ
て
い
た
研
究

班
﹁
日
本
庭
園
の
あ
の
世
と
こ
の
世
︿
自
然
︑
芸
術
︑
宗
教
﹀﹂
に
お
け
る
筆
者
の
担
当
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
﹁
仏
教
宇
宙
論
と
日
本
庭
園
﹂
に
つ
い
て
の
研
究
の
成
果
の
一
部
を
発
展
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
︒
小
稿
作
成
に
あ
た
り
︑
阪
田
宗
彦
先
生
︑
平
岡
昇
修
先
生
に
ご
指
導
ご
協

力
な
ど
を
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
︒
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一

　は
じ
め
に

　中
国
古
典
作
品
に
お
け
る
語
彙
の
多
く
が
日
本
の
文
人
に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
︑

吸
収
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
出
典
が
不
明
確
な
漢
字

語
は
や
や
も
す
る
と
日
本
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
︑
そ
れ
ら

は
﹁
和
臭
（
習
）﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
二
十
一
世
紀
の

デ
ジ
タ
ル
環
境
を
活
用
し
︑
見
直
し
を
提
起
し
た
い
︒
こ
れ
を
基
に
し
て
︑
日

本
と
中
国
と
の
ユ
ニ
ー
ク
ネ
ス
を
は
っ
き
り
と
弁
別
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
文

化
の
特
性
を
よ
り
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
東
ア
ジ
ア
漢
字
圏
各
地

域
の
相
互
理
解
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
の
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
︒

　
二

　小
島
憲
之
の
「
和
臭
」
問
題

　小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
︱
︱
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較

文
学
的
考
察
﹄
に
お
い
て
︑
和
臭
を
め
ぐ
る
指
摘
は
主
に
﹃
懐
風
藻
﹄
に
対
し

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
ま
ず
小
島
校
注
の
﹃
懐
風
藻

　文
華

秀
麗
集

　本
朝
文
粋
﹄
に
お
け
る
業
績
と
︑﹁
懐
風
藻
の
詩（

1
）

﹂
に
お
け
る
論
述

と
を
併
せ
て
読
ん
だ
う
え
で
︑
和
臭
の
問
題
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
︒

　﹁懐
風
藻
の
詩
﹂
と
い
う
論
文
は
︑
日
本
上
代
の
詩
人
が
な
お
﹁
試
作
時
代
﹂

に
身
を
置
か
れ
た
た
め
に
︑﹁
そ
こ
に
和
臭
味
（
和
習
）
を
帯
び
た
語
句
や
︑

表
現
の
未
熟
の
た
め
に
後
人
を
誤
ら
せ
る
や
う
な
曖
昧
な
例
も
か
な
り
み
ら
れ

る
﹂
と
い
う
観
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
和
臭
﹂
の
定
義
に
つ
い

一
九
六
〇
年
代
「
和
習
研
究
」
追
考

―
―
コ
ー
パ
ス
に
基
づ
く
再
検
討
―
―

頼

　衍
宏
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唐
か
ら
清
へ
と
読
み
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
︑
詩
人
を
目
指
す
な
ら
必
ず
備
え

て
お
く
べ
き
知
識
で
あ
ろ
う
︒
小
島
憲
之
﹁﹃
佩
文
韻
府
﹄
を
読
ま
ぬ
日
は
な

し
︱
︱
漢
語
表
現
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て（

9
）

﹂
を
見
れ
ば
︑﹃
佩
文
韻
府
﹄
を
読
む

の
は
そ
の
﹁
日
々
の
生
理
の
大
部
分
﹂
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
︑
日
課
と
い
え
よ

う
︒
し
か
し
︑﹃
佩
文
韻
府
﹄
の
索
引
は
主
に
二
字
以
上
の
熟
語
で
し
か
引
け

な
い
た
め
︑
一
字
動
詞
の
﹁
及
﹂
を
調
べ
る
の
に
は
不
向
き
と
し
か
い
い
よ
う

が
な
い
︒
検
索
機
能
に
不
便
さ
が
あ
っ
た
一
九
六
〇
年
代
の
研
究
環
境
に
は
︑

﹁
幸
因
辞
旧
谷
︑
従
此
及
芳
晨
﹂
の
佳
句
が
別
途
﹁
旧
谷
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
察
知
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
︒
そ
れ
こ
そ
小
島
が
研
究
業
績
を

次
々
と
量
産
し
た
際
に
︑
突
破
し
難
い
限
界
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

　﹃懐
風
藻
﹄
の
語
彙
に
つ
い
て
は
︑
小
島
論
文
は
﹁
中
国
語
と
し
て
一
般
に

用
ゐ
ら
れ
た
か
否
か
疑
は
し
い
も
の
が
多
い
﹂
と
し
た
う
え
で
五
語
を
取
り
上

げ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
日
本
人
に
﹁
か
つ
が
つ
意
味
の
わ
か
る
の
は
む
し
ろ
和

臭
味
が
あ
る
た
め
で
も
あ
ら
う
か
﹂
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
︒

　そ
の
う
ち
︑﹁
往
塵
﹂﹁
垂
毛
﹂
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
︒
ま
ず
︑﹁
絲

竹
遏
広
楽
︑
率
舞
洽
往
塵
﹂（
美
努
浄
麿
﹁
春
日
応
詔
﹂）
の
﹁
往
塵
﹂
が
問
題

と
な
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
小
島
注（

10
）

は
林
古
渓
の
﹁
往
塵
は
︑
往
古
の
事

迹
﹂
と
い
う
語
釈（

11
）

を
引
用
し
た
う
え
で
補
足
説
明
を
し
て
い
る
︒﹁
往
塵
﹂
が

そ
の
よ
う
な
意
味
な
ら
︑
魏
収
が
太
昌
元
年
（
五
三
二

（
12
）

）
に
書
い
た
﹁
祭
荊
州

刺
史
陰
道
方
文
﹂
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
祭
文
の
な
か
に
﹁
往
塵

守
官
︑
及
爾
同
僚
︒
塤
篪
合
韻
︑
琴
瑟
俱
調
﹂（
筆
者
訳
：
往む
か
し塵

守
官
た
り
し
と

き
︑
爾
の
同
僚
と
な
る
に
及
び
て
︑
塤

き
や
う
だ
い篪

合な
か
が
よ
く

韻
︑
琴い
う
じ
ん瑟

俱と
け
あ
ふ調

）
と
い
う
一
節
が
あ
る
︒

こ
の
漢
語
の
意
味
合
い
は
美
努
浄
麿
の
﹁
往
塵
﹂
と
同
様
だ
と
い
え
よ
う
︒

　魏
収
の
作
品
は
（
宋
）
李
昉
（
編
纂
）﹃
文
苑
英
華（

13
）

﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

換
言
す
れ
ば
︑
六
世
紀
の
作
が
十
世
紀
に
な
っ
て
名
文
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
︒
そ
の
後
︑
こ
の
熟
語
は
（
元
）
中
峯
和
尚
の
﹁
和
憑
海
粟
梅
花
詩
百
詠
﹂

の
う
ち
﹁
我
独
携
レ

詩
吊
二

往
塵
一

（
14
）

﹂（
筆
者
訳
：
我
独
り
詩
を
携
へ
て
往
塵
を
吊
ふ
）

と
い
う
一
句
に
現
れ
︑
郭
化
若
﹁
重
到
恵
州
有
感
﹂
と
い
う
一
文
に
お
け
る

﹁
旧
地
重
遊
︑
往
塵
縈
臆（

15
）

﹂（
筆
者
訳
：
か
つ
て
旅
し
た
土
地
を
再
び
訪
れ
る
と
︑

往
塵
が
胸
に
か
ら
ま
っ
て
く
る
）
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
八
世
紀
に
書
か
れ
た

日
本
の
﹁
往
塵
﹂
も
︑
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
な
か
の
一
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑
二
字
語
﹁
垂
毛
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
︒﹁
聖
時
逢
七
百
︑

祚
運
啓
一
千
︒
況
乃
梯
山
客
︑
垂
毛
亦
比
肩
﹂（
下
毛
野
虫
麻
呂
﹁
五
言
秋
日
於

長
王
宅
宴
新
羅
客
﹂）
の
第
四
句
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
︒
小
島
注（

16
）

に
よ
る
と
︑

﹁
初
唐
楊
烱
の
庭
菊
賦
﹁
及
暮
年
華
︑
髪
垂
肩
﹂
の
例
に
よ
れ
ば
︑
新
羅
の
使

者
が
来
朝
し
て
以
来
月
日
も
立
っ
た
と
い
う
形
容
の
意
﹂
と
い
う
一
説
を
示
し

た
後
︑
ま
た
﹁
今
は
め
で
た
い
聖
代
に
当
っ
て
い
る
︑
ま
し
て
毛
髪
を
垂
ら
し

た
新
羅
の
使
者
は
我
々
と
肩
を
並
べ
て
︑
こ
の
聖
代
を
祝
う
酒
宴
の
席
に
侍
っ

て
い
る
と
い
っ
た
意
﹂
と
い
う
一
説
を
付
け
加
え
て
い
る
︒
筆
者
は
﹁
毛
髪
を

垂
ら
し
た
﹂
と
す
る
後
者
の
説
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹃
日
本

42

て
は
︑﹁
中
国
語
よ
り
み
て
意
味
の
と
り
に
く
く
︑
中
国
語
と
し
て
は
別
の
意

味
に
な
る
箇
所
を
さ
し
︑
用
語
・
語
法
な
ど
正
し
い
詩
の
用
法
を
そ
れ
た
︑
懐

風
藻
人
特
有
の
表
現
﹂
と
明
確
に
限
定
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
和
臭
は
一
般
に
︑

成
立
し
た
詩
の
価
値
を
お
と
す
﹂
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
︒
具
体
的
に
和

臭
の
表
現
と
し
て
︑
小
島
は
複
数
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑

再
検
討
す
べ
き
は
以
下
の
三
語
で
あ
ろ
う
︒

　一
字
動
詞
の
場
合
︑﹁
職
貢
梯
航
使
︑
従
此
及
三
韓
﹂（
藤
原
総
前
﹁
秋
日
於

長
王
宅
宴
新
羅
客
﹂）
の
﹁
及
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
林
古
渓（

2
）

に
よ
る
と
︑﹁﹁
従
此

及
﹂
の
三
字
︑
ど
う
も
変
で
あ
る
︒
或
い
は
﹁
反
﹂
と
あ
る
べ
き
か
﹂
と
指
摘

し
︑
誤
字
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
呈
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
に
つ
い
て

吉
川
幸
次
郎
は
﹁
中
国
詩
な
ら
ば
︑﹁
三
韓
に
帰
ろ
う
と
す
る
﹂
意
味
に
は
な

ら
ぬ
︑﹁
及
﹂
の
用
法
に
問
題
が
あ
る
﹂
と
批
判
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
耳
を
澄

ま
せ
た
小
島
憲
之
は
﹁
校
注
者
か
ら
一
言
を（

3
）

﹂
と
い
う
一
文
で
﹁
そ
れ
ほ
ど
上

代
詩
に
は
少
な
か
ら
ぬ
和
臭
を
含
む
︒
和
臭
が
あ
る
こ
と
は
︑
漢
籍
の
用
法
を

誤
解
し
て
用
い
た
り
︑
勝
手
に
新
語
を
生
産
す
る
こ
と
に
も
関
係
す
る
﹂
と
説

明
し
て
い
る
︒
前
述
の
よ
う
な
意
見
が
反
映
さ
れ
た
と
見
え
て
︑﹃
上
代
日
本

文
学
と
中
国
文
学

　下
﹄
で
は
次
の
よ
う
に
断
言
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
﹁
及
﹂
は
︑
い
た
る
︑
及
ぶ
（
帰
る
）
の
意
︑
こ
こ
か
ら
三
韓
（
新
羅
）

へ
帰
ら
う
と
す
る
意
に
﹁
及
﹂
を
用
ゐ
る
︒
し
か
し
一
般
の
﹁
及
﹂
の
用

法
か
ら
云
へ
ば
︑
使
者
が
三
韓
に
も
及
ぶ
（
及
ぼ
す
）
意
で
︑
帰
る
な
ど

の
意
に
は
な
ら
な
い
︒
即
ち
こ
れ
は
和
習
に
満
ち
た
﹁
及
﹂
で
あ
る
︒

　そ
の
よ
う
な
見
方
は
︑
江
口
孝
夫
（
訳
注
）﹃
懐
風
藻（

4
）

﹄
の
﹁﹁
こ
れ
よ
り
三

韓
に
及
ぶ

0

0

﹂
な
ど
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
質
問
の
出
し
方
に
も
受
け
継

が
れ
て
い
る
よ
う
だ
︒
た
だ
︑﹁
及
﹂
の
用
法
は
必
ず
し
も
﹁
帰
る
﹂
に
限
ら

な
く
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
現
に
小
島
注（

5
）

は
﹁
及
は
至
る
の
意
﹂
と
い
う
語
注
を

施
し
て
い
る
︒
単
に
Ａ
地
か
ら
Ｂ
地
へ
移
動
す
る
意
味
で
︑﹁
及
﹂
を
読
み
取

れ
ば
十
分
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
用
例
と
し
て
︑
九
世
紀
に
活
躍
し
た
唐
の
詩

人
で
あ
る
劉
荘
物
が
作
っ
た
﹁
鴬
出
谷
﹂
と
い
う
五
言
排
律
の
首
聯
﹁
幸
因
辞

旧
谷
︑
従
此
及
芳
晨（

6
）

﹂（
筆
者
訳
：
幸
ひ
旧
き
谷
を
辞
す
る
に
よ
り
て
︑
こ
れ
よ
り

芳
し
き
晨
に
及
ぶ
）
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
重
要
な
の
は
︑
鴬
が
﹁
旧
谷
﹂

を
離
れ
て
︑
そ
の
日
か
ら
新
し
い
空
間
に
転
出
し
て
き
た
と
い
う
動
詞
の
あ
り

よ
う
が
見
て
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
藤
原
総
前
の
﹁
従
此
及
三
韓
﹂
も
律
詩
の

第
二
句
に
登
場
し
︑﹁
従
此
及
○
○
﹂
の
語
法
も
唐
詩
と
同
様
で
あ
る
︒
こ
の

場
合
︑
余
計
﹁
帰
る
﹂
と
い
う
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
が
な
い
︒
小
島
注

は
﹁
新
羅
の
使
者
は
︑
こ
こ
か
ら
半
島
へ
帰
る
﹂
と
い
う
口
語
訳
を
示
し
て
い

る
︒
結
果
と
し
て
そ
う
な
る
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
詩
語
の
原
義
に
立
ち
返
っ
て

み
る
と
︑
む
し
ろ
﹁
新
羅
の
使
者
は
︑
こ
れ
よ
り
半
島
へ
移
っ
て
い
く
﹂
と
捉

え
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　劉
荘
物
の
詩
句
は
︑（
宋
）
李
昉
（
編
纂
）﹃
文
苑
英
華（

7
）

﹄︑（
清
）
聖
祖
（
敕

撰
）
王
雲
五
（
索
引
主
編
）﹃
索
引
本
佩
文
韻
府（

8
）

﹄
な
ど
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
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唐
か
ら
清
へ
と
読
み
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
︑
詩
人
を
目
指
す
な
ら
必
ず
備
え

て
お
く
べ
き
知
識
で
あ
ろ
う
︒
小
島
憲
之
﹁﹃
佩
文
韻
府
﹄
を
読
ま
ぬ
日
は
な

し
︱
︱
漢
語
表
現
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て（

9
）

﹂
を
見
れ
ば
︑﹃
佩
文
韻
府
﹄
を
読
む

の
は
そ
の
﹁
日
々
の
生
理
の
大
部
分
﹂
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
︑
日
課
と
い
え
よ

う
︒
し
か
し
︑﹃
佩
文
韻
府
﹄
の
索
引
は
主
に
二
字
以
上
の
熟
語
で
し
か
引
け

な
い
た
め
︑
一
字
動
詞
の
﹁
及
﹂
を
調
べ
る
の
に
は
不
向
き
と
し
か
い
い
よ
う

が
な
い
︒
検
索
機
能
に
不
便
さ
が
あ
っ
た
一
九
六
〇
年
代
の
研
究
環
境
に
は
︑

﹁
幸
因
辞
旧
谷
︑
従
此
及
芳
晨
﹂
の
佳
句
が
別
途
﹁
旧
谷
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
察
知
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
︒
そ
れ
こ
そ
小
島
が
研
究
業
績
を

次
々
と
量
産
し
た
際
に
︑
突
破
し
難
い
限
界
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

　﹃懐
風
藻
﹄
の
語
彙
に
つ
い
て
は
︑
小
島
論
文
は
﹁
中
国
語
と
し
て
一
般
に

用
ゐ
ら
れ
た
か
否
か
疑
は
し
い
も
の
が
多
い
﹂
と
し
た
う
え
で
五
語
を
取
り
上

げ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
日
本
人
に
﹁
か
つ
が
つ
意
味
の
わ
か
る
の
は
む
し
ろ
和

臭
味
が
あ
る
た
め
で
も
あ
ら
う
か
﹂
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
︒

　そ
の
う
ち
︑﹁
往
塵
﹂﹁
垂
毛
﹂
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
︒
ま
ず
︑﹁
絲

竹
遏
広
楽
︑
率
舞
洽
往
塵
﹂（
美
努
浄
麿
﹁
春
日
応
詔
﹂）
の
﹁
往
塵
﹂
が
問
題

と
な
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
小
島
注（

10
）

は
林
古
渓
の
﹁
往
塵
は
︑
往
古
の
事

迹
﹂
と
い
う
語
釈（

11
）

を
引
用
し
た
う
え
で
補
足
説
明
を
し
て
い
る
︒﹁
往
塵
﹂
が

そ
の
よ
う
な
意
味
な
ら
︑
魏
収
が
太
昌
元
年
（
五
三
二

（
12
）

）
に
書
い
た
﹁
祭
荊
州

刺
史
陰
道
方
文
﹂
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
祭
文
の
な
か
に
﹁
往
塵

守
官
︑
及
爾
同
僚
︒
塤
篪
合
韻
︑
琴
瑟
俱
調
﹂（
筆
者
訳
：
往む
か
し塵

守
官
た
り
し
と

き
︑
爾
の
同
僚
と
な
る
に
及
び
て
︑
塤

き
や
う
だ
い篪

合な
か
が
よ
く

韻
︑
琴い
う
じ
ん瑟

俱と
け
あ
ふ調

）
と
い
う
一
節
が
あ
る
︒

こ
の
漢
語
の
意
味
合
い
は
美
努
浄
麿
の
﹁
往
塵
﹂
と
同
様
だ
と
い
え
よ
う
︒

　魏
収
の
作
品
は
（
宋
）
李
昉
（
編
纂
）﹃
文
苑
英
華（

13
）

﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

換
言
す
れ
ば
︑
六
世
紀
の
作
が
十
世
紀
に
な
っ
て
名
文
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
︒
そ
の
後
︑
こ
の
熟
語
は
（
元
）
中
峯
和
尚
の
﹁
和
憑
海
粟
梅
花
詩
百
詠
﹂

の
う
ち
﹁
我
独
携
レ

詩
吊
二

往
塵
一

（
14
）

﹂（
筆
者
訳
：
我
独
り
詩
を
携
へ
て
往
塵
を
吊
ふ
）

と
い
う
一
句
に
現
れ
︑
郭
化
若
﹁
重
到
恵
州
有
感
﹂
と
い
う
一
文
に
お
け
る

﹁
旧
地
重
遊
︑
往
塵
縈
臆（

15
）

﹂（
筆
者
訳
：
か
つ
て
旅
し
た
土
地
を
再
び
訪
れ
る
と
︑

往
塵
が
胸
に
か
ら
ま
っ
て
く
る
）
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
八
世
紀
に
書
か
れ
た

日
本
の
﹁
往
塵
﹂
も
︑
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
な
か
の
一
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑
二
字
語
﹁
垂
毛
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
︒﹁
聖
時
逢
七
百
︑

祚
運
啓
一
千
︒
況
乃
梯
山
客
︑
垂
毛
亦
比
肩
﹂（
下
毛
野
虫
麻
呂
﹁
五
言
秋
日
於

長
王
宅
宴
新
羅
客
﹂）
の
第
四
句
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
︒
小
島
注（

16
）

に
よ
る
と
︑

﹁
初
唐
楊
烱
の
庭
菊
賦
﹁
及
暮
年
華
︑
髪
垂
肩
﹂
の
例
に
よ
れ
ば
︑
新
羅
の
使

者
が
来
朝
し
て
以
来
月
日
も
立
っ
た
と
い
う
形
容
の
意
﹂
と
い
う
一
説
を
示
し

た
後
︑
ま
た
﹁
今
は
め
で
た
い
聖
代
に
当
っ
て
い
る
︑
ま
し
て
毛
髪
を
垂
ら
し

た
新
羅
の
使
者
は
我
々
と
肩
を
並
べ
て
︑
こ
の
聖
代
を
祝
う
酒
宴
の
席
に
侍
っ

て
い
る
と
い
っ
た
意
﹂
と
い
う
一
説
を
付
け
加
え
て
い
る
︒
筆
者
は
﹁
毛
髪
を

垂
ら
し
た
﹂
と
す
る
後
者
の
説
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹃
日
本



一九六〇年代「和習研究」追考

45

毛
﹂
は
新
羅
の
使
者
を
褒
め
称
え
な
が
ら
︑
漢
王
朝
の
中
国
に
匹
敵
す
べ
き
︑

奈
良
王
朝
の
︿
中
国
﹀
を
も
賛
美
し
て
い
る
︒
中
華
思
想
は
日
本
内
部
の
課
題

ば
か
り
で
は
な
く
︑
自
己
確
信
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
中
国
古
代
の
思
想
に
な

ら
っ
て
︑
海
を
渡
っ
て
き
た
外
交
使
節
を
相
応
の
形
に
描
こ
う
と
す
る
結
果
︑

﹁
垂
毛
﹂
の
表
現
が
蘇
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　一
方
︑﹁
古
事
記
の
文
学
性（

24
）

﹂
と
い
う
論
文
に
お
い
て
︑
小
島
は
﹃
古
事
記
﹄

の
二
字
語
を
分
類
し
て
い
る
︒（
一
）
は
﹁
国
語
の
ま
ま
を
漢
字
で
結
合
さ
せ

た
も
の
で
あ
り
︑
漢
字
が
そ
の
ま
ま
国
語
を
示
す
﹂︑（
二
）
は
﹁
漢
文
の
熟
語

（
語
彙
）
を
み
な
ら
つ
て
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒﹁
漢
籍
類
と

い
う
文
献
に
見
え
な
い
漢
語
風
の
語
は
︑﹁
和
習（

25
）

﹂﹂
と
い
う
定
義
に
則
る
と
︑

（
一
）
に
該
当
す
る
語
彙
は
﹁
和
習
﹂
に
数
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
︒（
一
）
で

は
五
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
検
証
し
直
す
べ
き
は
三
語
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　ま
ず
︑
葦
原
中
国
の
平
定
の
段
﹁
遣
天
菩
比
神
者
︑
乃
媚
附
大
国
主
神
﹂

（
天
菩
比
神
を
遣
せ
ば
︑
乃
ち
大
国
主
神
に
媚
び
附
き
て

（
26
）

）
に
見
え
る
﹁
媚
附
﹂
で

あ
る
︒
天
菩
比
神
が
政
権
の
座
に
あ
る
大
国
主
神
に
媚
び
附
く
文
脈
で
あ
る
︒

中
国
の
正
史
を
調
査
す
る
と
︑
六
世
紀
か
ら
す
で
に
そ
う
し
た
用
法
が
見
ら
れ

る
︒
魏
収
（
撰
）﹃
魏
書
﹄（
五
五
四
年
に
成
立
）
に
お
け
る
﹁
聰
又
媚
附
﹂
が

最
初
の
一
例
で
あ
ろ
う
︒﹁
高
聡
又
諂
媚
依
附（

27
）

﹂
と
い
う
現
代
中
国
語
訳
を
参

看
す
る
と
︑﹁
媚
附
﹂
と
は
﹁
媚
び
諂
っ
て
つ
き
従
う
﹂
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
︒
ま
た
︑﹃
新
唐
書
﹄（
一
〇
六
〇
年
成
立
）
に
も
﹁
楊
国
忠
︑
安
禄
山
方

尊
寵
︑
高
力
士
居
中
用
事
︑
温
皆
媚
附
之
﹂
と
い
う
一
例
が
あ
る
︒
堀
正
脩

（
校
訂
）﹃
唐
書（

28
）

﹄
に
よ
っ
て
﹁
温
皆
之
ニ
媚
附
ス
﹂
と
正
し
く
訓
み
下
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
現
代
語
訳
﹁
楊
国
忠
︑
安
禄
山
正
受
尊
寵
︑
高
力
士
身
居
宮
内
弄

権
︑
吉
温
都
去
献
媚
迎
合（

29
）

﹂
を
参
照
す
る
と
︑
人
が
政
府
要
路
の
大
官
に
媚
を

売
っ
て
相
手
に
合
わ
せ
る
と
い
う
文
脈
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
宋
史
﹄

（
一
三
四
五
年
完
成
）
の
一
例
﹁
公
度
起
布
衣
︑
無
所
持
守
︑
惟
知
媚
附
安
石
﹂

も
見
逃
せ
な
い
︒﹁
崔
公
度
従
平
民
百
姓
起
家
︑
沒
有
什
麼
靠
山
︑
祇
知
道
巴

結
王
安
石（

30
）

﹂
と
い
う
現
代
語
訳
を
参
照
す
る
と
︑
崔
が
王
と
い
う
実
力
者
に
取

り
入
る
文
脈
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
﹁
媚
附
＋
某
﹂
式
の
語
法
は
﹃
古
事
記
﹄

の
天
菩
比
神
者
が
大
国
主
神
に
取
り
入
る
叙
述
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
大
国
主
神
に
媚び

附ふ

し
﹂
と
い
う
訓
み
も
成
り
立
つ

だ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑
海
幸
彦
と
山
幸
彦
の
段
に
﹁
若
其
愁
請
者
﹂﹁
其
愁
請
者
﹂
と
し

て
二
回
ほ
ど
用
い
ら
れ
た
﹁
愁
請
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
前
後
の
文
脈
を
読
め
ば
︑

﹁
災
難
に
あ
う
人
（
火
照
命
）
が
災
難
を
解
除
す
る
人
（
火
遠
理
命
）
に
愁
請
す

る
﹂
と
い
う
依
頼
関
係
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
う
し
た
﹁
愁
請
﹂
の
性
格
を
帯
び

た
表
現
を
検
討
す
る
た
め
に
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
雑
家
）
に
載
録
さ
れ

た
﹃
類
林
﹄（
七
世
紀
成
立
と
見
ら
れ
る
）
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
于

立
政
（
編
纂
）
史
金
波
（
他
著
）﹃
類
林
研
究（

31
）

﹄
の
復
原
本
に
よ
れ
ば
︑
糜
竺
が

帰
宅
す
る
途
中
︑
あ
る
婦
人
に
出
会
っ
て
︑
頼
ま
れ
た
通
り
に
婦
人
を
乗
車
さ

せ
た
ら
︑
婦
人
は
天
使
と
し
て
糜
の
家
を
焼
く
役
目
を
任
さ
れ
て
い
る
と
打
ち
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国
見
在
書
目
録（

17
）

﹄（
雑
史
家
）
に
﹁
王
子
年
拾
遺
記
十
巻
﹂
と
あ
り
︑（
宋
）
李

昉
（
他
編
）﹃
太
平
広
記（

18
）

﹄
所
収
の
四
世
紀
の
説
話
集
﹃
王
子
年
拾
遺
記
﹄
の

部
分
を
紐
解
け
ば
︑﹁
日
本
﹂
に
関
す
る
話
が
注
目
に
値
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
に
よ
る
と
︑
漢
の
恵
帝
（
紀
元
前
二
世
紀
）
の
治
世
︑﹁
天
下
太
平
﹂
の
状

態
が
続
く
な
か
︑
使
者
が
朝
貢
に
訪
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
東
極
扶
桑
之
外
︒
有

泥
離
国
︒
亦
来
朝
於
漢
﹂（
筆
者
訳
：
東
極
扶
桑
の
外
に
泥
離
と
い
う
国
が
あ
り
︑

そ
こ
か
ら
も
漢
に
来
朝
し
て
い
る
）
と
い
い
︑
そ
の
人
の
特
徴
は
﹁
自
腰
已
下
有

垂
毛
自
蔽
︒
居
於
深
穴
︒
其
寿
不
可
測
也
﹂（
筆
者
訳
：
腰
よ
り
以
下
は
垂
毛
有

り
て
自
ら
蔽
ふ
︒
深
き
穴
に
居
て
︑
其
の
寿
は
測
ら
れ
ぬ
も
の
な
り
）
と
描
か
れ
て

い
る
︒
こ
の
﹁
垂
毛
﹂
に
関
す
る
話
は
︑
中
国
現
存
の
最
大
類
書
で
あ
る
（
清
）

陳
夢
雷
（
編
）﹃
古
今
図
書
集
成（

19
）

﹄
の
外
国
関
連
記
事
を
扱
う
﹁
方
輿
彙
編
辺

裔
典
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
か
ら
︑
日
本
の
方
向
か
ら
や
っ
て
き
た

外
交
使
節
が
中
国
の
冊
封
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
一
つ
の
古
典
説
話
と
し
て
知

れ
渡
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
特
に
︑
新
羅
か
ら
の
使
者
を
招
待
す
る
奈
良

朝
の
律
令
官
吏
に
と
っ
て
︑
漢
詩
を
創
作
す
る
た
め
に
︑
漢
籍
に
登
場
し
て
い

る
日
本
関
連
の
外
交
史
料
は
︑
人
一
倍
渉
猟
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
︒
結
果
と
し
て
下
毛
野
虫
麻
呂
の
﹁
垂
毛
﹂
も
明
治
時
代
の
最
大
類

書
で
あ
る
神
宮
司
庁
（
編
）﹃
古
事
類
苑
﹄
の
﹁
外
交
部（

20
）

﹂
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

下
毛
野
虫
麻
呂
の
﹁
垂
毛
﹂
は
ま
さ
に
﹃
拾
遺
記
﹄
の
﹁
垂
毛
﹂
と
い
う
典
故

を
利
用
し
て
当
代
の
状
況
に
応
じ
て
再
生
産
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
︒

　下
毛
野
の
詩
が
創
作
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
は
︑
ち
ょ
う
ど
﹃
日
本
書
紀
﹄
が

成
立
し
た
時
期
に
当
た
る
︒
雄
略
紀
に
﹁
于
時
新
羅
不
事
中
国（

21
）

﹂
と
い
う
記
録

が
あ
り
︑
小
島
注
に
よ
る
と
︑﹁
新
羅
に
対
し
て
︑
日
本
を
﹁
中
国
﹂
と
称
し

て
い
る
︒
書
紀
編
者
の
中
華
思
想
に
よ
る
表
現
﹂
と
い
う
説
明
が
あ
る
︒
ま
た
︑

神
功
皇
后
摂
政
前
紀
に
高
麗
・
百
済
二
国
王
が
日
本
側
に
対
し
て
﹁
従
今
以
後
︑

永
称
西
蕃
︑
不
絶
朝
貢
﹂
と
誓
っ
た
場
面
が
あ
る
︒
小
島
の
頭
注
は
︑
こ
れ
は

﹁
西
方
の
蕃
国
︒
中
華
思
想
の
模
倣
﹂
と
い
う
思
惑
が
あ
る
︑
と
い
う
︒
下
毛

野
虫
麻
呂
が
生
き
た
時
代
は
︑
半
島
諸
国
が
臣
下
と
な
っ
て
﹁
日
本
（
中
国
）﹂

に
従
う
べ
し
と
い
う
日
本
正
史
の
国
是
が
あ
っ
た
︒
振
り
返
る
と
︑
下
毛
野
虫

麻
呂
の
詩
序
に
﹁
文
軌
通
而
華
夷
翕
欣
戴
之
心
﹂
と
い
う
一
句
が
あ
る
︒﹁
華

夷
﹂
に
つ
い
て
︑
小
島
注（

22
）

は
﹁
中
国
も
え
び
す
の
国
も
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒

こ
の
論
理
と
呼
応
す
る
よ
う
に
︑﹁
垂
毛
﹂
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
︒　神

野
志
隆
光（

23
）

は
︑﹁
中
国
が
﹁
天
下
﹂
を
組
織
す
る
し
か
た
に
な
ら
っ
て
︑

自
分
た
ち
も
﹁
蕃
国
﹂
新
羅
を
も
ち
︑
中
国
と
対
等
の
﹁
隣
国
﹂
た
り
う
る
﹂

と
い
う
八
世
紀
当
時
の
日
本
側
の
考
え
方
が
あ
っ
た
︑
と
い
う
︒
ゆ
え
に
︑

﹁
垂
毛
﹂
が
用
い
ら
れ
た
の
は
︑
千
年
前
の
漢
の
恵
帝
の
治
世
中
国
に
朝
貢
外

交
を
し
に
き
た
東
夷
方
面
の
使
者
の
な
か
に
﹁
垂
毛
﹂
が
い
た
の
に
対
し
︑
千

年
後
の
日
本
は
も
は
や
︿
中
国
﹀
へ
の
脱
皮
を
果
た
し
て
な
お
か
つ
太
平
の
世

を
つ
く
り
だ
し
た
た
め
﹁
夷
﹂（
外
国
）
で
あ
る
新
羅
の
﹁
垂
毛
﹂
の
異
人
が

千
年
ぶ
り
に
集
い
に
き
た
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
下
毛
野
虫
麻
呂
の
﹁
垂
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毛
﹂
は
新
羅
の
使
者
を
褒
め
称
え
な
が
ら
︑
漢
王
朝
の
中
国
に
匹
敵
す
べ
き
︑

奈
良
王
朝
の
︿
中
国
﹀
を
も
賛
美
し
て
い
る
︒
中
華
思
想
は
日
本
内
部
の
課
題

ば
か
り
で
は
な
く
︑
自
己
確
信
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
中
国
古
代
の
思
想
に
な

ら
っ
て
︑
海
を
渡
っ
て
き
た
外
交
使
節
を
相
応
の
形
に
描
こ
う
と
す
る
結
果
︑

﹁
垂
毛
﹂
の
表
現
が
蘇
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　一
方
︑﹁
古
事
記
の
文
学
性（

24
）

﹂
と
い
う
論
文
に
お
い
て
︑
小
島
は
﹃
古
事
記
﹄

の
二
字
語
を
分
類
し
て
い
る
︒（
一
）
は
﹁
国
語
の
ま
ま
を
漢
字
で
結
合
さ
せ

た
も
の
で
あ
り
︑
漢
字
が
そ
の
ま
ま
国
語
を
示
す
﹂︑（
二
）
は
﹁
漢
文
の
熟
語

（
語
彙
）
を
み
な
ら
つ
て
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒﹁
漢
籍
類
と

い
う
文
献
に
見
え
な
い
漢
語
風
の
語
は
︑﹁
和
習（

25
）

﹂﹂
と
い
う
定
義
に
則
る
と
︑

（
一
）
に
該
当
す
る
語
彙
は
﹁
和
習
﹂
に
数
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
︒（
一
）
で

は
五
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
検
証
し
直
す
べ
き
は
三
語
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　ま
ず
︑
葦
原
中
国
の
平
定
の
段
﹁
遣
天
菩
比
神
者
︑
乃
媚
附
大
国
主
神
﹂

（
天
菩
比
神
を
遣
せ
ば
︑
乃
ち
大
国
主
神
に
媚
び
附
き
て

（
26
）

）
に
見
え
る
﹁
媚
附
﹂
で

あ
る
︒
天
菩
比
神
が
政
権
の
座
に
あ
る
大
国
主
神
に
媚
び
附
く
文
脈
で
あ
る
︒

中
国
の
正
史
を
調
査
す
る
と
︑
六
世
紀
か
ら
す
で
に
そ
う
し
た
用
法
が
見
ら
れ

る
︒
魏
収
（
撰
）﹃
魏
書
﹄（
五
五
四
年
に
成
立
）
に
お
け
る
﹁
聰
又
媚
附
﹂
が

最
初
の
一
例
で
あ
ろ
う
︒﹁
高
聡
又
諂
媚
依
附（

27
）

﹂
と
い
う
現
代
中
国
語
訳
を
参

看
す
る
と
︑﹁
媚
附
﹂
と
は
﹁
媚
び
諂
っ
て
つ
き
従
う
﹂
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
︒
ま
た
︑﹃
新
唐
書
﹄（
一
〇
六
〇
年
成
立
）
に
も
﹁
楊
国
忠
︑
安
禄
山
方

尊
寵
︑
高
力
士
居
中
用
事
︑
温
皆
媚
附
之
﹂
と
い
う
一
例
が
あ
る
︒
堀
正
脩

（
校
訂
）﹃
唐
書（

28
）

﹄
に
よ
っ
て
﹁
温
皆
之
ニ
媚
附
ス
﹂
と
正
し
く
訓
み
下
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
現
代
語
訳
﹁
楊
国
忠
︑
安
禄
山
正
受
尊
寵
︑
高
力
士
身
居
宮
内
弄

権
︑
吉
温
都
去
献
媚
迎
合（

29
）

﹂
を
参
照
す
る
と
︑
人
が
政
府
要
路
の
大
官
に
媚
を

売
っ
て
相
手
に
合
わ
せ
る
と
い
う
文
脈
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
宋
史
﹄

（
一
三
四
五
年
完
成
）
の
一
例
﹁
公
度
起
布
衣
︑
無
所
持
守
︑
惟
知
媚
附
安
石
﹂

も
見
逃
せ
な
い
︒﹁
崔
公
度
従
平
民
百
姓
起
家
︑
沒
有
什
麼
靠
山
︑
祇
知
道
巴

結
王
安
石（

30
）

﹂
と
い
う
現
代
語
訳
を
参
照
す
る
と
︑
崔
が
王
と
い
う
実
力
者
に
取

り
入
る
文
脈
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
﹁
媚
附
＋
某
﹂
式
の
語
法
は
﹃
古
事
記
﹄

の
天
菩
比
神
者
が
大
国
主
神
に
取
り
入
る
叙
述
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
大
国
主
神
に
媚び

附ふ

し
﹂
と
い
う
訓
み
も
成
り
立
つ

だ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑
海
幸
彦
と
山
幸
彦
の
段
に
﹁
若
其
愁
請
者
﹂﹁
其
愁
請
者
﹂
と
し

て
二
回
ほ
ど
用
い
ら
れ
た
﹁
愁
請
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
前
後
の
文
脈
を
読
め
ば
︑

﹁
災
難
に
あ
う
人
（
火
照
命
）
が
災
難
を
解
除
す
る
人
（
火
遠
理
命
）
に
愁
請
す

る
﹂
と
い
う
依
頼
関
係
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
う
し
た
﹁
愁
請
﹂
の
性
格
を
帯
び

た
表
現
を
検
討
す
る
た
め
に
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
雑
家
）
に
載
録
さ
れ

た
﹃
類
林
﹄（
七
世
紀
成
立
と
見
ら
れ
る
）
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
于

立
政
（
編
纂
）
史
金
波
（
他
著
）﹃
類
林
研
究（

31
）

﹄
の
復
原
本
に
よ
れ
ば
︑
糜
竺
が

帰
宅
す
る
途
中
︑
あ
る
婦
人
に
出
会
っ
て
︑
頼
ま
れ
た
通
り
に
婦
人
を
乗
車
さ

せ
た
ら
︑
婦
人
は
天
使
と
し
て
糜
の
家
を
焼
く
役
目
を
任
さ
れ
て
い
る
と
打
ち
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文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋（

40
）

﹂﹂
で
あ
る
︒
一
九
三
六
年（

41
）

京
都
大
学
文
学
部
文
学

科
を
卒
業
し
た
入
矢
は
︑
後
輩
と
い
う
べ
き
小
島
（
一
九
三
八
年

（
42
）

京
都
大
学
文

学
部
卒
業
）
の
作
り
出
し
た
注
に
心
か
ら
感
服
す
る
と
言
っ
た
︒
一
方
︑
テ
ク

ス
ト
に
つ
い
て
は
﹁
甚
だ
し
い
和
臭
を
帯
び
た
作
品
や
︑
誤
つ
た
句
法
と
未
熟

な
修
辞
を
も
つ
作
品
が
余
り
に
も
多
い
と
い
う
こ
と
の
発
見
﹂
が
あ
っ
て
︑

﹁
ひ
ど
く
驚
ろ
か
さ
れ
た
﹂︑
ま
た
﹁
全
く
当
惑
さ
せ
ら
れ
た
﹂
と
述
べ
て
失
望

の
念
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
そ
し
て
︑﹁
和
臭
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ

の
問
題
は
和
製
漢
語
で
あ
る
﹂
と
要
点
を
切
り
出
し
︑
和
習
の
あ
る
言
葉
を
新

し
く
拾
い
上
げ
て
見
せ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
再
検
討
を
要
す
る
語
彙
は
以
下

の
四
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　ま
ず
︑﹁
乗
吹
遥
度
浪
中
天
﹂（
仲
雄
王
﹁
江
上
船

（
43
）

﹂）
の
一
句
に
あ
る
﹁
乗
吹
﹂

が
問
題
と
な
る
︒
入
矢
に
よ
る
と
︑﹁
こ
の
﹁
乗
吹
﹂
と
い
う
言
葉
は
私
は
漢

籍
で
は
見
た
こ
と
が
な
い
︒
い
さ
さ
か
心
当
り
の
文
献
を
調
べ
て
み
た
が
︑
出

て
こ
な
い
﹂
と
し
て
い
る
︒
た
だ
︑﹁
孤
帆
乗
吹
発
︑
一
雁
渡
江
遅（

44
）

﹂（
筆
者

訳
：
孤
帆
︑
吹
に
乗
じ
て
発
ち
︑
一
雁
︑
江
を
渡
り
て
遅
し
）
と
い
う
（
明
）
王
偁

（
撰
）﹃
虚
舟
集
﹄
の
用
例
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
も
両
者
と
も
船

が
風
に
乗
じ
て
出
航
す
る
場
面
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
類
例
が
現
れ
た
か
ら
に
は
︑

仲
雄
王
の
﹁
乗
吹
﹂
だ
け
を
和
習
と
決
め
つ
け
る
に
は
躊
躇
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

　次
に
︑﹁
妾
人
何
耐
守
閨
情
﹂（
桑
腹
赤
﹁
和
滋
内
史
秋
月
歌

（
45
）

﹂）
の
一
句
に
鏤

め
ら
れ
た
﹁
何
耐
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
入
矢
は
︑﹁﹁
何
耐
﹂
と
は
絶
対
言
わ
な

い
︒
そ
う
い
う
語
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
︒

た
だ
︑
韓
愈
（
七
六
八
～
八
二
四
）
の
﹁
事
徃
悲
豈
奈
﹂
と
い
う
詩
句
の
二
字

に
つ
い
て
は
︑
江
戸
中
期
の
大
典
﹃
詩
家
推
敲（

46
）

﹄
は
﹁
何
奈
ト
云
ニ
同
シ
﹂
と

指
摘
し
て
い
る
︒
語
形
の
類
似
し
た
﹁
何
耐
﹂
も
︑
用
例
が
検
出
さ
れ
る
可
能

性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
実
際
︑
梅
堯
臣
（
一
〇
〇
二
～
一
〇
六
〇
）

﹁
元
日
﹂
詩
の
な
か
に
︑﹁
嘉
辰
衆
所
喜
︑
悲
涙
我
何
耐（

47
）

﹂（
筆
者
訳
：
嘉
辰
が
衆

に
喜
ば
る
る
が
︑
悲
涙
に
我
何
ぞ
耐
へ
む
）
と
い
う
一
節
が
あ
る
と
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒﹁
主
語
＋
何
耐
﹂
と
い
う
語
法
が
共
通
し
て
い
る
た
め
︑
日
本

の
桑
腹
赤
（
七
八
九
～
八
二
五
）
の
﹁
何
耐
﹂
の
み
を
和
習
と
見
な
し
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　次
に
︑﹁
聞
道
琁
璣
秋
月
暮
︒
聖
年
宮
樹
待
黄
飛
﹂（
滋
貞
主
﹁
奉
和
観
落
葉

（
48
）

﹂）

の
一
聯
に
詠
み
込
ま
れ
た
﹁
黄
飛
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
入
矢
は
﹁
こ
れ
ら
の
和

製
漢
語
︑
ま
た
は
日
本
的
造
語
は
︑
ほ
と
ん
ど
常
に
読
者
お
よ
び
注
釈
者
を
悩

ま
せ
る
﹂
と
述
べ
て
有
効
な
対
策
を
見
出
せ
ず
困
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒

　小
島
注
を
再
び
確
認
す
る
と
︑﹁
黄
飛
を
待
つ
﹂
と
い
う
前
説
と
︑﹁﹁
待
レ

黄

飛
﹂
と
も
よ
め
る
﹂
と
い
う
返
り
点
を
交
え
た
注
︑
す
な
わ
ち
﹁
黄
を
待
ち
て

飛
ぶ
﹂
と
い
う
後
説
を
示
し
て
い
る
︒
し
て
み
れ
ば
︑
入
矢
は
前
説
を
支
持
し

て
︑
そ
こ
に
和
習
あ
り
と
認
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
確
か
に
王
周
の
五
言

絶
句
﹁
落
葉
﹂
詩
に
﹁
月
冷
天
風
吹
︑
葉
葉
乾
紅
飛（

49
）

﹂
と
い
う
詠
み
納
め
方
を

し
て
い
る
︒
唐
の
詩
人
が
詠
ん
だ
紅
に
色
づ
い
た
木
の
葉
を
︑
日
本
の
詩
人
が

黄
に
色
づ
い
た
木
の
葉
に
置
き
換
え
た
︑
と
考
え
る
場
合
︑
和
習
が
認
め
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
︒

46

明
け
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
竺
因
愁
請
之
曰
：
東
海
糜
家
者
︑
竺
是
也
︑
願
勿
焼
之
﹂

（
筆
者
訳
：
竺
は
因
り
て
愁
へ
請
へ
ば
曰
く
：﹁
東
海
糜
家
は
︑
竺
こ
れ
な
り
︑
願
く

は
之
を
焼
く
な
か
れ
﹂）
と
哀
願
す
る
︒
婦
人
は
報
恩
し
よ
う
と
し
て
少
し
余
裕

を
与
え
た
た
め
︑
糜
は
家
財
道
具
を
手
っ
取
り
早
く
運
び
出
し
て
火
事
か
ら
の

損
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
た
︑
と
い
う
︒
こ
の
説
話
は
︑
白
居

易
（
七
七
二
～
八
四
六
）
の
類
書
﹃
白
氏
六
帖（

32
）

﹄
の
﹁
天
火
﹂
と
﹁
糜
竺
家
失

火
﹂
と
の
二
箇
所
に
割
書
き
と
い
う
形
で
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
災
難
に
あ
う
べ

き
糜
が
災
難
の
発
生
状
況
を
支
配
で
き
る
人
に
嘆
願
す
る
と
い
う
﹁
愁
請
﹂
の

語
法
は
︑
七
～
九
世
紀
の
類
書
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
八
世
紀
に
成

立
し
た
﹃
古
事
記
﹄
の
﹁
愁
請
﹂
も
同
様
の
伝
統
に
基
づ
い
て
書
き
綴
っ
た
結

果
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　次
い
で
︑
崇
神
記
の
﹁
天
下
太
平
︑
人
民
富
栄
﹂（
天
の
下
太
き
に
平
ら
ぎ
︑

人
民
富
み
栄
え
き

（
33
）

）
と
い
う
一
節
に
あ
る
﹁
富
栄
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
人
々
が

経
済
的
に
満
足
す
る
状
態
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
古
事
記
﹄
の
四
字
熟
語

と
一
致
し
て
い
る
実
例
と
し
て
︑
法
称
が
五
世
紀
に
巴
利
文
で
書
い
た
﹃
大
王

統
史
﹄
の
後
に
あ
る
︑
悟
醒
に
よ
る
中
国
語
訳
の
﹁
治
世
中
人
民
富
栄（

34
）

﹂
と
い

う
一
節
に
確
か
め
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
凡
例
の
説
明
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
︑
こ

れ
は
立
花
俊
道
（
訳
）﹃
大
王
統
史
﹄
の
﹁
治
世
に
あ
り
て
は
人
民
は
富
み
栄

え（
35
）

﹂
と
い
う
日
本
語
訳
を
圧
縮
し
︑
そ
こ
か
ら
重
訳
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
︑
と

ひ
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
︒﹁
富
栄
﹂
の
用
例
は
︑
蕭
子
顕
（
撰
）﹃
南
斉
書
﹄
に

一
例
見
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
王
思
遠
が
建
武
年
間
（
四
九
四
～
四
九
八
）
奉
っ

た
上
表
文
に
あ
る
﹁
自
棄
富
栄
﹂
で
あ
る
︒
荻
生
茂
卿
（
句
読
）﹃
南
斉
書（

36
）

﹄
で
︑

﹁
自
富
栄
ヲ
棄
ル
﹂
と
正
し
く
訓
読
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒
そ
の
現
代
語
訳

﹁
自
己
抛
棄
富
貴
栄
華（

37
）

﹂（
筆
者
訳
：
自
ら
富
貴
栄
華
を
抛
棄
す
る
）
を
確
か
め
る

と
︑
中
国
の
五
世
紀
の
用
例
で
は
︑
個
人
の
﹁
富
み
栄
え
る
﹂
と
い
う
意
で

﹁
富
栄
﹂
が
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
別

集
家
）
に
載
録
さ
れ
た
﹃
白
氏
長
慶
集
﹄
を
紐
解
け
ば
︑﹁
有
感
﹂
詩
の
も
と

に
﹁
窮
賤
当
壮
年
︑
富
栄
臨
暮
歯（

38
）

﹂
と
い
う
用
例
が
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
窮
賤
壮

年
に
当
り
︑
富ふ
う
え
い栄

暮
歯
に
臨
む（

39
）

﹂
と
訓
み
下
さ
れ
︑﹁
壮
年
の
時
は
貧
賤
で
老

年
に
な
つ
て
始
め
て
富
貴
に
な
る
﹂
と
い
う
現
代
語
に
も
訳
さ
れ
て
い
る
︒
原

文
の
意
味
を
汲
み
取
る
と
︑﹁
富
貴
栄
華
に
な
る
﹂
と
補
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

五
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
現
れ
た
二
例
が
認
め
ら
れ
た
以
上
︑﹃
古
事
記
﹄
の
そ

れ
だ
け
を
﹁
和
習
﹂
と
即
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒

　
三

　入
矢
義
高
の
「
和
臭
」
問
題

　﹃懐
風
藻

　文
華
秀
麗
集

　本
朝
文
粋
﹄
の
校
注
と
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中

国
文
学
﹄
全
三
巻
刊
行
の
快
挙
を
果
た
し
︑
小
島
憲
之
は
や
が
て
上
代
か
ら
平

安
時
代
に
至
る
ま
で
の
漢
文
学
研
究
界
の
権
威
と
い
う
に
相
応
し
い
地
位
を
占

め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
と
正
比
例
す
る
現
象
と
し
て
︑
小
島
の
著
作
に
つ

い
て
の
書
評
が
相
次
い
で
世
に
送
り
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
和
習
に
つ

い
て
前
向
き
に
紙
幅
を
割
い
た
の
が
入
矢
義
高
﹁
小
島
憲
之
校
注
﹁
懐
風
藻
・
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文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋（

40
）

﹂﹂
で
あ
る
︒
一
九
三
六
年（

41
）

京
都
大
学
文
学
部
文
学

科
を
卒
業
し
た
入
矢
は
︑
後
輩
と
い
う
べ
き
小
島
（
一
九
三
八
年

（
42
）

京
都
大
学
文

学
部
卒
業
）
の
作
り
出
し
た
注
に
心
か
ら
感
服
す
る
と
言
っ
た
︒
一
方
︑
テ
ク

ス
ト
に
つ
い
て
は
﹁
甚
だ
し
い
和
臭
を
帯
び
た
作
品
や
︑
誤
つ
た
句
法
と
未
熟

な
修
辞
を
も
つ
作
品
が
余
り
に
も
多
い
と
い
う
こ
と
の
発
見
﹂
が
あ
っ
て
︑

﹁
ひ
ど
く
驚
ろ
か
さ
れ
た
﹂︑
ま
た
﹁
全
く
当
惑
さ
せ
ら
れ
た
﹂
と
述
べ
て
失
望

の
念
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
そ
し
て
︑﹁
和
臭
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ

の
問
題
は
和
製
漢
語
で
あ
る
﹂
と
要
点
を
切
り
出
し
︑
和
習
の
あ
る
言
葉
を
新

し
く
拾
い
上
げ
て
見
せ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
再
検
討
を
要
す
る
語
彙
は
以
下

の
四
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　ま
ず
︑﹁
乗
吹
遥
度
浪
中
天
﹂（
仲
雄
王
﹁
江
上
船

（
43
）

﹂）
の
一
句
に
あ
る
﹁
乗
吹
﹂

が
問
題
と
な
る
︒
入
矢
に
よ
る
と
︑﹁
こ
の
﹁
乗
吹
﹂
と
い
う
言
葉
は
私
は
漢

籍
で
は
見
た
こ
と
が
な
い
︒
い
さ
さ
か
心
当
り
の
文
献
を
調
べ
て
み
た
が
︑
出

て
こ
な
い
﹂
と
し
て
い
る
︒
た
だ
︑﹁
孤
帆
乗
吹
発
︑
一
雁
渡
江
遅（

44
）

﹂（
筆
者

訳
：
孤
帆
︑
吹
に
乗
じ
て
発
ち
︑
一
雁
︑
江
を
渡
り
て
遅
し
）
と
い
う
（
明
）
王
偁

（
撰
）﹃
虚
舟
集
﹄
の
用
例
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
も
両
者
と
も
船

が
風
に
乗
じ
て
出
航
す
る
場
面
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
類
例
が
現
れ
た
か
ら
に
は
︑

仲
雄
王
の
﹁
乗
吹
﹂
だ
け
を
和
習
と
決
め
つ
け
る
に
は
躊
躇
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

　次
に
︑﹁
妾
人
何
耐
守
閨
情
﹂（
桑
腹
赤
﹁
和
滋
内
史
秋
月
歌

（
45
）

﹂）
の
一
句
に
鏤

め
ら
れ
た
﹁
何
耐
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
入
矢
は
︑﹁﹁
何
耐
﹂
と
は
絶
対
言
わ
な

い
︒
そ
う
い
う
語
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
︒

た
だ
︑
韓
愈
（
七
六
八
～
八
二
四
）
の
﹁
事
徃
悲
豈
奈
﹂
と
い
う
詩
句
の
二
字

に
つ
い
て
は
︑
江
戸
中
期
の
大
典
﹃
詩
家
推
敲（

46
）

﹄
は
﹁
何
奈
ト
云
ニ
同
シ
﹂
と

指
摘
し
て
い
る
︒
語
形
の
類
似
し
た
﹁
何
耐
﹂
も
︑
用
例
が
検
出
さ
れ
る
可
能

性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
実
際
︑
梅
堯
臣
（
一
〇
〇
二
～
一
〇
六
〇
）

﹁
元
日
﹂
詩
の
な
か
に
︑﹁
嘉
辰
衆
所
喜
︑
悲
涙
我
何
耐（

47
）

﹂（
筆
者
訳
：
嘉
辰
が
衆

に
喜
ば
る
る
が
︑
悲
涙
に
我
何
ぞ
耐
へ
む
）
と
い
う
一
節
が
あ
る
と
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒﹁
主
語
＋
何
耐
﹂
と
い
う
語
法
が
共
通
し
て
い
る
た
め
︑
日
本

の
桑
腹
赤
（
七
八
九
～
八
二
五
）
の
﹁
何
耐
﹂
の
み
を
和
習
と
見
な
し
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　次
に
︑﹁
聞
道
琁
璣
秋
月
暮
︒
聖
年
宮
樹
待
黄
飛
﹂（
滋
貞
主
﹁
奉
和
観
落
葉

（
48
）

﹂）

の
一
聯
に
詠
み
込
ま
れ
た
﹁
黄
飛
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
入
矢
は
﹁
こ
れ
ら
の
和

製
漢
語
︑
ま
た
は
日
本
的
造
語
は
︑
ほ
と
ん
ど
常
に
読
者
お
よ
び
注
釈
者
を
悩

ま
せ
る
﹂
と
述
べ
て
有
効
な
対
策
を
見
出
せ
ず
困
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒

　小
島
注
を
再
び
確
認
す
る
と
︑﹁
黄
飛
を
待
つ
﹂
と
い
う
前
説
と
︑﹁﹁
待
レ

黄

飛
﹂
と
も
よ
め
る
﹂
と
い
う
返
り
点
を
交
え
た
注
︑
す
な
わ
ち
﹁
黄
を
待
ち
て

飛
ぶ
﹂
と
い
う
後
説
を
示
し
て
い
る
︒
し
て
み
れ
ば
︑
入
矢
は
前
説
を
支
持
し

て
︑
そ
こ
に
和
習
あ
り
と
認
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
確
か
に
王
周
の
五
言

絶
句
﹁
落
葉
﹂
詩
に
﹁
月
冷
天
風
吹
︑
葉
葉
乾
紅
飛（

49
）

﹂
と
い
う
詠
み
納
め
方
を

し
て
い
る
︒
唐
の
詩
人
が
詠
ん
だ
紅
に
色
づ
い
た
木
の
葉
を
︑
日
本
の
詩
人
が

黄
に
色
づ
い
た
木
の
葉
に
置
き
換
え
た
︑
と
考
え
る
場
合
︑
和
習
が
認
め
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
︒
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精
品（

59
）

﹂
に
よ
る
と
︑﹁
名
家
の
名
作
が
生
れ
た
背
景
︑
関
係
す
る
典
故
な
ど
︑

紹
介
が
甚
だ
精
密
で
あ
る
﹂
と
い
う
︒
中
国
の
本
場
で
も
高
く
認
め
ら
れ
て
い

る
力
作
で
あ
る
︒
後
者
の
﹁
和
習
談
義（

60
）

﹂
に
つ
い
て
は
︑
戦
後
の
和
習
研
究
史

で
は
早
期
に
出
た
論
文
で
あ
る
︒
神
田
は
︑﹁
日
本
人
に
特
に
通
有
す
る
発
想

法
と
か
表
現
法
と
か
い
う
も
の
の
ほ
か
︑
日
本
語
の
言
語
的
性
格
か
ら
来
る
構

文
上
の
欠
陥
と
か
︑
漢
字
の
和
訓
に
基
く
漢
字
の
誤
っ
た
使
用
と
か
︑
日
本
人

の
漢
詩
文
に
見
出
さ
れ
る
一
切
の
日
本
人
ら
し
い
特
徴
を
指
し
て
︑
こ
れ
を
和

習
﹂
と
定
義
づ
け
る
︒
こ
の
認
識
の
も
と
に
︑
神
田
は
日
本
人
の
書
い
た
漢
詩

文
の
な
か
に
現
れ
た
﹁
和
習
﹂
を
積
極
的
に
指
摘
す
る
︒﹁
和
習
と
い
っ
て
も

も
っ
と
高
次
な
も
の
﹂﹁
和
習
の
中
で
も
最
下
等
﹂
と
い
う
︑
よ
り
細
か
い
区

別
も
つ
け
て
い
る
︒
両
者
を
通
覧
す
る
と
︑
和
習
に
関
す
る
叙
述
の
う
ち
︑
三

箇
所
ほ
ど
再
検
討
を
要
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　ま
ず
︑
平
安
前
期
の
勅
撰
漢
詩
文
集
﹃
経
国
集（

61
）

﹄
に
滋
貞
主
﹁
奉
和
漁
家
﹂

と
い
う
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
な
か
に
︑﹁
微
茫
一
点
釣
翁
舟
︒
不
倦

遊
漁
自
曉
流
︒
濤
似
馬
︒
湍
如
牛
︒
芳
菲
霽
後
入
花
洲
﹂
と
い
う
作
が
あ
る
︒

特
に
﹁
濤
似
馬
︒
湍
如
牛
﹂
あ
た
り
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒
神
田
喜
一
郎（

62
）

に

よ
る
︑
こ
れ
は
﹁
い
か
に
も
穉
拙
で
あ
る
し
︑
そ
の
造
語
に
和
習
の
見
ら
れ
る

の
が
遺
憾
で
あ
る
﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　た
だ
︑
そ
の
よ
う
な
対
句
に
つ
い
て
は
︑
晩
年
の
小
島
憲
之（

63
）

が
︑
天
理
図
書

館
本
︑
初
唐
李
嶠
﹃
一
百
二
十
詠
詩
注
﹄
の
詠
﹁
江
﹂
詩
の
対
句
﹁
湍
似
黄
牛

去
︑
濤
如
白
馬
来
﹂
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
ま
た
唐
人
張
庭
芳
注
の
一
節
﹁
風

俗
通マ
マ

曰
︑
海
濤
頭マ
マ

来
︑
有
神
︑
乗
白
馬
引
之
︒
神
仙
伝
云
︑
是
伍
子
胥
霊
也
﹂

を
引
い
た
う
え
で
︑﹁
恐
ら
く
作
者
滋
野
貞
主
も
こ
れ
ら
の
故
事
を
知
つ
て
ゐ

た
上
で
の
こ
と
で
あ
ら
う
﹂
と
明
快
に
指
摘
し
て
い
る
︒

　あ
ら
た
め
て
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
別
集
家
）
に
載
録
さ
れ
た
﹃
李
嶠

百
廿
詠
﹄
を
読
む
と
︑﹁
湍
は
黄
牛
の
去
る
に
似
て
︑
濤
は
白
馬
の
来
る
が
如

し（
64
）

﹂
と
い
う
書
き
下
し
文
も
あ
る
︒
李
嶠
の
対
句
の
活
か
し
方
を
仔
細
に
見
る

と
︑﹁
牛
︑
馬
﹂
の
順
序
を
﹁
馬
︑
牛
﹂
に
ひ
っ
く
り
返
し
た
際
に
︑
共
起
す

べ
き
名
詞
で
あ
る
﹁
濤
﹂﹁
湍
﹂
は
一
緒
に
移
動
す
る
も
の
の
︑﹁
如
﹂﹁
似
﹂

の
よ
う
な
語
は
元
の
位
置
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
李
嶠
百
廿
詠
﹄

は
﹁
平
安
朝
以
降
士
人
の
基
本
教
養
書
の
一
つ
と
し
て
大
い
に
流
行
し
た
﹂
と（

65
）

目
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
︑
滋
貞
主
の
比
喩
は
李
嶠
詩
を
利
用
し
た
も
の
だ
と
断

定
し
て
よ
か
ろ
う
︒

　小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

　中（
66
）

﹄
に
は
︑神
田
喜
一
郎
﹁﹃
李

嶠
百
詠
﹄
雑
考
﹂︑﹁
敦
煌
本
﹃
李
嶠
百
詠
﹄
に
つ
い
て
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
を
見
る
だ
け
で
︑
神
田
が
李
嶠
百
詠
を
解
題
す
る
専
門
家
だ
と
い
え
よ
う
︒

神
田
喜
一
郎
﹁﹃
李
嶠
百
詠
﹄
雑
考（

67
）

﹂
を
調
べ
る
と
︑﹁
張
庭
芳
の
注
は
︑
実
は

伝
来
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
︑
現
に
わ
た
く
し
の
挿
架
に
も
蔵
し
て
ゐ
る
﹂
と

述
べ
て
い
る
︒
ま
た
張
注
の
最
初
の
部
分
を
翻
刻
し
た
後
︑﹁
何
か
の
機
会
が

あ
つ
た
ら
︑
そ
の
全
文
を
活
字
に
附
し
て
︑
広
く
学
界
に
提
供
し
た
い
﹂
と
い

う
願
望
を
吐
露
し
て
い
る
︒
そ
の
出
版
計
画
は
︑
結
局
は
神
田
の
手
に
よ
っ
て

完
全
に
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
︒
幸
い
︑
原
本
の
面
影
を
と
ど
め
た
（
唐
）
李
嶠

48

　し
か
し
︑
そ
れ
よ
り
も
傾
聴
す
べ
き
は
小
島
注
の
後
説
で
あ
ろ
う
︒
論
拠
と

し
て
︑﹁
待
﹂﹁
黄
﹂﹁
飛
﹂
三
字
を
共
有
し
た
白
居
易
の
﹁
諭
友
詩（

50
）

﹂
の
一
節

を
提
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
﹁
昨
夜
霜
一
降
︑
殺
君
庭
中
槐
︒
乾
葉

不
待
黄
︑
索
索
飛
下
来
﹂（
昨
夜
霜
一
た
び
降
り
︑
君
が
庭
中
の
槐
を
殺
す
︒
乾
葉

黄
ば
む
を
待
た
ず
︑
索
索
と
し
て
飛
び
下
ち
来
る

（
51
）

）
で
あ
る
︒
黄
ば
む
を
待
た
ず

に
散
っ
て
し
ま
う
と
い
う
慌
た
だ
し
い
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
︑
三
つ
の
動
詞

（
待
つ
︑
黄
ば
む
︑
飛
ぶ
）
が
同
時
に
使
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
黄
ば

む
ま
で
の
過
程
を
新
し
く
見
出
し
て
時
間
を
か
け
て
待
と
う
と
い
う
よ
り
精
緻

な
審
美
眼
を
持
つ
︒
そ
の
う
え
で
庭
中
の
槐
を
宮
中
の
樹
に
転
換
さ
せ
た
の
は

さ
す
が
に
滋
貞
主
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　次
に
︑
桑
腹
赤
の
詩
題
﹁
月
夜
言
離（

52
）

﹂
が
問
題
と
な
る
︒
入
矢
は
︑﹁﹁
言
離

（
わ
か
れ
を
い
ふ
）﹂
が
﹁
話
別
﹂
の
誤
用
（
な
い
し
和
製
表
現
）
で
あ
る
こ
と
が

一
見
し
て
判
る
﹂
と
い
う
︒﹁﹁
和
製
漢
語
﹂（
和
習
語

（
53
）

）﹂
と
い
う
定
義
も
あ
る

の
だ
が
︑
た
だ
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
雑
家
）
に
載
録
さ
れ
た
漢
籍
を
調

査
す
る
と
︑
用
例
が
現
れ
て
き
た
︒（
梁
）
蕭
統
﹃
錦
帯
書（

54
）

﹄
の
文
例
に
は
﹁
今

日
言
離
︒
永
嘆
参
辰
之
隔
﹂（
筆
者
訳
：
今
日
離
れ
を
言
へ
ば
︑
参
辰
の
へ
だ
た
り

を
永
嘆
す
）
と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
︒﹃
顔
氏
家
訓（

55
）

﹄
の
場
合
︑﹁
下
泣
言
離
﹂

と
い
う
用
例
が
あ
り
︑
宇
野
精
一
に
よ
っ
て
﹁
泣
な
み
だ

を
下く
だ

し
離
わ
か
れ

を
言
ふ
﹂
と
正
し

く
訓
読
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
二
例
も
餞
別
の
場
面
に
用

い
ら
れ
る
語
法
だ
か
ら
︑
桑
腹
赤
の
﹁
言
離
﹂
だ
け
を
和
習
と
見
な
す
わ
け
に

は
い
か
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
︒

　
四

　神
田
喜
一
郎
の
「
和
習
」
問
題

　一
九
二
一
年
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
史
学
科
（
支
那
史
専
攻
）
を
卒
業
し
た

神
田
喜
一
郎（

56
）

は
︑
一
九
二
九
年
か
ら
台
北
帝
国
大
学
で
教
鞭
を
と
り
︑
東
洋
文

学
を
担
当
し
て
い
る
︒
当
時
の
日
本
外
地
の
最
高
学
府
に
お
い
て
中
国
文
学
の

権
威
と
目
さ
れ
る
経
歴
を
持
つ
神
田
の
も
と
に
︑
小
島
憲
之（

57
）

（
一
九
一
三
～

一
九
九
八
）
が
﹁
三
十
代
の
こ
ろ
﹂︑﹁
碩
学
と
い
わ
れ
た
東
洋
学
者
神
田
喜
一

郎
先
生
の
洛
北
の
お
宅
を
訪
れ
た
﹂
う
え
で
︑
教
え
を
請
う
た
︒
当
時
︑
小
島

と
同
様
に
用
例
を
探
す
た
め
に
カ
ー
ド
を
活
か
さ
ず
書
物
を
繰
り
返
し
読
ん
で

頭
に
詰
め
込
む
︑
と
い
う
勉
強
法
を
互
い
に
確
か
め
あ
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑

神
田
先
生
の
業
績
の
精
華
を
つ
と
め
て
引
用
し
て
︑
小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文

学
と
中
国
文
学
﹄
全
三
冊
が
成
長
し
て
い
っ
た
︒
和
習
に
少
し
し
か
関
心
を
払

わ
な
か
っ
た
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
﹄
よ
り
も
︑
そ
の
刊
行
し
終
わ
る

一
九
六
五
年
前
後
︑
も
っ
と
本
格
的
に
和
習
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
の
が
神
田

喜
一
郎
の
労
作
で
あ
る
︒
部
分
的
な
が
ら
和
習
問
題
を
取
り
扱
う
神
田
喜
一
郎

﹃
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
1

　日
本
填
詞
史
話
﹄
と
︑
和
習
の
問
題
意
識
を

前
面
に
打
ち
出
し
て
真
正
面
か
ら
批
判
す
る
神
田
喜
一
郎
﹁
和
習
談
義
﹂
が
相

次
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

　前
者
に
関
し
て
は
︑
一
九
六
五
年
に
初
版
が
出
て
か
ら
三
十
五
年
後
︑
中
国

語
版（

58
）

が
上
梓
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
︑
蔡
友
の
書
い
た
﹁
推
薦
古
典
詩
詞
論
著
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精
品（

59
）

﹂
に
よ
る
と
︑﹁
名
家
の
名
作
が
生
れ
た
背
景
︑
関
係
す
る
典
故
な
ど
︑

紹
介
が
甚
だ
精
密
で
あ
る
﹂
と
い
う
︒
中
国
の
本
場
で
も
高
く
認
め
ら
れ
て
い

る
力
作
で
あ
る
︒
後
者
の
﹁
和
習
談
義（

60
）

﹂
に
つ
い
て
は
︑
戦
後
の
和
習
研
究
史

で
は
早
期
に
出
た
論
文
で
あ
る
︒
神
田
は
︑﹁
日
本
人
に
特
に
通
有
す
る
発
想

法
と
か
表
現
法
と
か
い
う
も
の
の
ほ
か
︑
日
本
語
の
言
語
的
性
格
か
ら
来
る
構

文
上
の
欠
陥
と
か
︑
漢
字
の
和
訓
に
基
く
漢
字
の
誤
っ
た
使
用
と
か
︑
日
本
人

の
漢
詩
文
に
見
出
さ
れ
る
一
切
の
日
本
人
ら
し
い
特
徴
を
指
し
て
︑
こ
れ
を
和

習
﹂
と
定
義
づ
け
る
︒
こ
の
認
識
の
も
と
に
︑
神
田
は
日
本
人
の
書
い
た
漢
詩

文
の
な
か
に
現
れ
た
﹁
和
習
﹂
を
積
極
的
に
指
摘
す
る
︒﹁
和
習
と
い
っ
て
も

も
っ
と
高
次
な
も
の
﹂﹁
和
習
の
中
で
も
最
下
等
﹂
と
い
う
︑
よ
り
細
か
い
区

別
も
つ
け
て
い
る
︒
両
者
を
通
覧
す
る
と
︑
和
習
に
関
す
る
叙
述
の
う
ち
︑
三

箇
所
ほ
ど
再
検
討
を
要
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　ま
ず
︑
平
安
前
期
の
勅
撰
漢
詩
文
集
﹃
経
国
集（

61
）

﹄
に
滋
貞
主
﹁
奉
和
漁
家
﹂

と
い
う
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
な
か
に
︑﹁
微
茫
一
点
釣
翁
舟
︒
不
倦

遊
漁
自
曉
流
︒
濤
似
馬
︒
湍
如
牛
︒
芳
菲
霽
後
入
花
洲
﹂
と
い
う
作
が
あ
る
︒

特
に
﹁
濤
似
馬
︒
湍
如
牛
﹂
あ
た
り
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒
神
田
喜
一
郎（

62
）

に

よ
る
︑
こ
れ
は
﹁
い
か
に
も
穉
拙
で
あ
る
し
︑
そ
の
造
語
に
和
習
の
見
ら
れ
る

の
が
遺
憾
で
あ
る
﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　た
だ
︑
そ
の
よ
う
な
対
句
に
つ
い
て
は
︑
晩
年
の
小
島
憲
之（

63
）

が
︑
天
理
図
書

館
本
︑
初
唐
李
嶠
﹃
一
百
二
十
詠
詩
注
﹄
の
詠
﹁
江
﹂
詩
の
対
句
﹁
湍
似
黄
牛

去
︑
濤
如
白
馬
来
﹂
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
ま
た
唐
人
張
庭
芳
注
の
一
節
﹁
風

俗
通マ
マ

曰
︑
海
濤
頭マ
マ

来
︑
有
神
︑
乗
白
馬
引
之
︒
神
仙
伝
云
︑
是
伍
子
胥
霊
也
﹂

を
引
い
た
う
え
で
︑﹁
恐
ら
く
作
者
滋
野
貞
主
も
こ
れ
ら
の
故
事
を
知
つ
て
ゐ

た
上
で
の
こ
と
で
あ
ら
う
﹂
と
明
快
に
指
摘
し
て
い
る
︒

　あ
ら
た
め
て
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
別
集
家
）
に
載
録
さ
れ
た
﹃
李
嶠

百
廿
詠
﹄
を
読
む
と
︑﹁
湍
は
黄
牛
の
去
る
に
似
て
︑
濤
は
白
馬
の
来
る
が
如

し（
64
）

﹂
と
い
う
書
き
下
し
文
も
あ
る
︒
李
嶠
の
対
句
の
活
か
し
方
を
仔
細
に
見
る

と
︑﹁
牛
︑
馬
﹂
の
順
序
を
﹁
馬
︑
牛
﹂
に
ひ
っ
く
り
返
し
た
際
に
︑
共
起
す

べ
き
名
詞
で
あ
る
﹁
濤
﹂﹁
湍
﹂
は
一
緒
に
移
動
す
る
も
の
の
︑﹁
如
﹂﹁
似
﹂

の
よ
う
な
語
は
元
の
位
置
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
李
嶠
百
廿
詠
﹄

は
﹁
平
安
朝
以
降
士
人
の
基
本
教
養
書
の
一
つ
と
し
て
大
い
に
流
行
し
た
﹂
と（

65
）

目
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
︑
滋
貞
主
の
比
喩
は
李
嶠
詩
を
利
用
し
た
も
の
だ
と
断

定
し
て
よ
か
ろ
う
︒

　小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

　中（
66
）

﹄
に
は
︑神
田
喜
一
郎
﹁﹃
李

嶠
百
詠
﹄
雑
考
﹂︑﹁
敦
煌
本
﹃
李
嶠
百
詠
﹄
に
つ
い
て
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
を
見
る
だ
け
で
︑
神
田
が
李
嶠
百
詠
を
解
題
す
る
専
門
家
だ
と
い
え
よ
う
︒

神
田
喜
一
郎
﹁﹃
李
嶠
百
詠
﹄
雑
考（

67
）

﹂
を
調
べ
る
と
︑﹁
張
庭
芳
の
注
は
︑
実
は

伝
来
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
︑
現
に
わ
た
く
し
の
挿
架
に
も
蔵
し
て
ゐ
る
﹂
と

述
べ
て
い
る
︒
ま
た
張
注
の
最
初
の
部
分
を
翻
刻
し
た
後
︑﹁
何
か
の
機
会
が

あ
つ
た
ら
︑
そ
の
全
文
を
活
字
に
附
し
て
︑
広
く
学
界
に
提
供
し
た
い
﹂
と
い

う
願
望
を
吐
露
し
て
い
る
︒
そ
の
出
版
計
画
は
︑
結
局
は
神
田
の
手
に
よ
っ
て

完
全
に
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
︒
幸
い
︑
原
本
の
面
影
を
と
ど
め
た
（
唐
）
李
嶠
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に
は
﹁
亦
﹂
の
字
が
あ
る
︒
こ
れ
も
和
習
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
︒

　﹁暑
風
﹂
と
﹁
涼
﹂
と
が
熟
し
て
い
な
い
と
い
う
意
見
は
合
理
的
な
懐
疑
で

は
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
こ
れ
は
漢
詩
の
世
界
で
は
先
行
し
た
作
例
が
あ
る
と
気

付
く
︒（
清
）
聖
祖
（
敕
撰
）﹃
佩
文
韻
府
﹄（
一
七
一
一
年
成
立

（
72
）

）
に
は
︑﹁
秋
気

粛
﹂﹁
暑
風
涼
﹂
と
い
う
対
語
が
並
列
さ
れ
て
い
る
︒
お
ま
け
に
︑﹃
佩
文
韻

府（
73
）

﹄
と
（
清
）
聖
祖
（
敕
撰
）﹃
駢
字
類
編（

74
）

﹄（
一
七
二
六
年
成
立
）
が
共
々
﹁
蓮

花
池
畔
暑
風
涼
﹂
と
い
う
佳
句
を
収
録
し
て
い
る
︒
一
句
の
作
者
顧
瑛

（
一
三
一
〇
～
一
三
六
九
）
は
元
代
の
文
学
家
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
十
四
世

紀
の
詩
句
が
十
八
世
紀
の
類
書
に
相
次
い
で
抜
粋
さ
れ
た
と
と
も
に
名
句
へ
と

成
長
し
︑
そ
の
後
日
本
詩
壇
に
登
場
し
た
菊
池
五
山
に
よ
っ
て
﹁
暑
風
涼
﹂
と

い
う
原
始
形
態
の
ま
ま
で
援
用
さ
れ
た
経
緯
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
︒

　一
句
の
詩
趣
に
つ
い
て
は
︑﹁
暑
﹂﹁
涼
﹂
両
者
が
自
家
撞
着
に
陥
る
と
い
う

神
田
説
が
あ
る
︒
た
だ
︑
邸
振
海
（
他
編
）﹃
龍
鳳
湖（

75
）

﹄
を
見
れ
ば
︑﹁
真
夏
に

人
々
が
ハ
ス
の
花
の
池
辺
に
来
て
︑
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
上
品
な
趣
が
あ
る
香

り
を
嗅
い
だ
瞬
間
︑〝
荷
花
池
畔
暑
風
涼
〟
と
い
う
よ
う
な
心
地
よ
さ
を
感
じ

ら
れ
る
﹂
と
い
う
解
説
が
あ
る
︒
暑
い
の
に
な
お
涼
し
さ
が
伝
わ
っ
た
根
本
的

な
理
由
は
な
ん
と
嗅
覚
に
あ
っ
た
︑
と
い
う
審
美
の
観
点
で
あ
る
︒
同
文
に

﹁
荷
塘
情
趣
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
た
よ
う
に
︑
も
と
も
と
は
ハ
ス
を

植
え
た
池
の
情
趣
の
一
環
と
し
て
代
表
的
な
一
句
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
︒
そ
の
文
脈
と
同
調
す
る
よ
う
に
︑
菊
池
五
山
の
作
品
は
︑﹁
観
蓮
﹂
と
い

う
詩
題
と
︑
結
句
﹁
与
人
同
占
藕
花
香
﹂（
人
と
同
じ
く
占
む

　藕
花
の
香
し
き

を
）
に
述
べ
ら
れ
る
通
り
﹁
藕れ
ん
げ花
﹂
の
香
し
い
匂
い
で
詠
み
納
め
ら
れ
て
い
る
︒

暑
夏
な
の
に
漂
う
花
の
か
お
り
が
涼
し
い
感
じ
を
送
っ
て
く
れ
る
︑
と
い
う
中

国
の
伝
統
に
忠
実
に
則
っ
た
結
果
︑
菊
池
五
山
の
一
首
が
あ
っ
た
と
正
し
く
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
重
要
な
の
は
︑
読
み
落
と
し
で
も
何
で
も

な
く
て
︑
む
し
ろ
元
代
の
佳
句
に
あ
っ
た
﹁
暑
風
涼
﹂
を
丸
ご
と
継
承
し
た
際

に
︑﹁
荷
花
﹂
を
そ
の
異
名
で
あ
る
﹁
蓮
﹂﹁
藕
花
﹂
に
置
き
換
え
る
よ
う
な
︑

菊
池
五
山
の
手
法
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
︒
ま
た
︑
元
詩
に

な
か
っ
た
﹁
香
り
﹂
を
一
首
の
最
後
に
持
っ
て
き
て
わ
ざ
わ
ざ
補
完
し
た
も
の

だ
か
ら
︑
よ
り
中
国
詩
壇
の
し
き
た
り
に
叶
っ
た
作
品
に
な
っ
た
と
見
え
る
︒

彼
は
江
戸
後
期
の
漢
詩
壇
で
名
を
馳
せ
た
人
物
で
も
あ
り
︑
一
首
に
筋
が
通
っ

て
い
な
い
よ
う
な
和
習
の
欠
点
が
あ
っ
た
と
い
う
説
を
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
︒

　二
つ
目
は
︑
篠
崎
小
竹
の
﹁
画
牛
﹂
と
題
す
る
七
絶
が
あ
る
︒
そ
の
後
半
の

二
句
﹁
倦
行
乏
馬
鎌
倉
路
︑
倩
汝
経
過
七
里
浜
﹂（
行
く
に
倦
む
乏
馬

　鎌
倉
の

路
︑
汝
を
倩
う
て
経
過
す
七
里
浜
）
に
あ
る
﹁
倩
汝
﹂
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
二
字
に
つ
い
て
︑
広
瀬
旭
荘
は
﹁
粗
率
﹂
と
批
判
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
中
国
で
行
わ
れ
た
禅
問
答
の
う
ち
︑﹁
師
曰

恰
是
倩
レ

汝
用（

76
）

﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る
︒
会
話
に
用
い
ら
れ
た
口
語
な
の
で
︑

﹁
粗
率
﹂
の
評
価
に
繋
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
と
ま
れ
︑
そ
れ
を
受
け
て
︑

50

（
撰
）
張
庭
芳
（
注
）
胡
志
昂
（
編
）﹃
日
蔵
古
抄
李
嶠
詠
物
詩
注（

68
）

﹄
が
日
の
目

を
見
た
た
め
︑
神
田
の
書
斎
所
蔵
本
同
然
の
書
物
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
神
田
は
冒
頭
の
一
首
し
か
翻
刻
し
な
か
っ
た
が
︑
も

し
中
途
で
や
め
な
け
れ
ば
︑
十
九
首
目
の
詠
﹁
江
﹂
詩
ま
で
渉
猟
す
る
こ
と
に

な
る
に
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
張
注
を
見
る
と
︑﹁
湍
似
黄
牛
去
﹂
に
つ
い
て

は
︑﹁
盛
弘
之
荊
州
記
云
：
宜
都
西
陵
有
一
黄
牛
山
︑
江
湍
紆
廻
︑
途
経
信
宿

猶
望
見
之
︑
行
者
歌
曰
：
朝
発
黄
牛
︑
暮
宿
黄
牛
︑
三
日
将
暮
︑
黄
牛
如
故

也
﹂（
筆
者
訳
：
盛
弘
之
﹃
荊
州
記
﹄
云
く
﹁
宜
都
の
西
陵
に
黄
牛
山
あ
り
︑
江
の

湍は
や
せ

紆と
ほ
ま
は
り

廻
︑
途
け
い
ゆ
し
て経

信れ
ん
ぱ
く宿

し
て
も
な
ほ
こ
れ
を
望
見
す
︒
行
く
者
歌
ひ
て
曰
く
〝
朝
あ
し
た

黄

牛
を
発
ち
︑
暮く

れ

黄
牛
に
宿
し
︑
三
日
将
に
暮
れ
ん
と
す
れ
ど
︑
黄
牛
故も
と

の
如
し
︒〟
な

り
﹂）
と
い
う
説
明
が
あ
る
︒﹁
濤
如
白
馬
来
﹂
に
つ
い
て
も
︑
小
島
に
よ
る
翻

刻
の
誤
字
を
訂
正
し
て
訓
み
下
す
と
﹁﹃
風
俗
記
﹄
曰
く
﹁
海
濤

沄
は
や
く
な
が
れ

来
り

て
︑
神
有
り
白
馬
に
乗
り
て
之
を
引
く
﹂︒﹃
神
仙
伝
﹄
云
く
﹁
こ
れ
は
伍
子
胥

の
霊
な
り
﹂﹂
と
で
も
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
由
緒
の
あ
る
中
国
の
典
故
を

併
せ
て
読
み
至
っ
た
ら
︑
神
田
は
﹁
穉
拙
﹂
だ
と
い
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
し
︑

﹁
そ
の
造
語
に
和
習
の
見
ら
れ
る
の
が
遺
憾
﹂
と
い
う
気
持
ち
も
起
こ
ら
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
李
嶠
の
詠
﹁
江
﹂
詩
の
対
句
は
︑（
清
）
張
廷
玉
（
他

撰
）﹃
分
類
字
錦（

69
）

﹄
に
そ
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
梁
適
（
編
）﹃
百

科
用
語
分
類
大
辞
典（

70
）

﹄
に
も
載
録
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
数
世
紀
以
来

佳
句
と
享
受
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
惜
し
ま
れ
る
の
は
︑
宝
の
持
ち
腐
れ

で
も
何
で
も
な
く
て
︑
む
し
ろ
滋
貞
主
の
対
句
は
︑
本
質
的
に
唐
の
詠
物
詩
の

典
故
を
あ
れ
こ
れ
凝
縮
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
破
れ
な
か
っ
た
点

で
あ
る
︒
彼
は
﹃
経
国
集
﹄
の
編
者
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
大
家
で
も
あ
り
︑

こ
の
対
句
は
緻
密
に
計
算
さ
れ
た
所
産
で
は
な
い
か
と
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
︒

　﹁和
習
談
義（

71
）

﹂
に
至
る
と
︑
和
習
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
︒

神
田
の
考
察
に
よ
れ
ば
︑﹁
中
国
人
で
も
日
本
の
群
小
詩
人
と
大
差
な
く
︑
或

る
意
味
で
は
和
習
の
詩
を
作
る
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
現
象
が
あ
る
︒
日
本
の
場

合
︑﹁
江
戸
初
期
の
林
羅
山
﹂
な
ど
の
作
品
は
﹁
卒
読
に
た
え
な
い
位
の
和
習

が
多
い
﹂
と
非
難
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
江
戸
後
期
の
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四

～
一
八
二
九
）
に
つ
い
て
︑﹁
か
な
り
和
習
が
あ
る
﹂
と
切
り
出
し
︑
漢
詩
の

問
題
作
を
掲
げ
た
う
え
で
︑
同
時
代
評
を
踏
ま
え
つ
つ
和
習
の
駄
目
押
し
を
繰

り
返
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
再
検
討
を
要
す
べ
き
は
以
下
の
二
語
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

　一
つ
目
は
︑
菊
池
五
山
（
一
七
六
九
～
一
八
四
九
）
の
七
言
絶
句
﹁
観
蓮
﹂

の
起
句
﹁
僧
窓
昼
永
暑
風
涼
﹂（
僧
窓

　昼
永
う
し
て
暑
風
涼
な
り
）
に
あ
る
﹁
暑

風
﹂
だ
が
︑
広
瀬
旭
荘
が
﹁
棒
線
を
引
﹂
い
た
点
が
注
意
さ
れ
る
︒
そ
れ
を
受

け
て
考
察
を
深
め
て
い
っ
た
神
田
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

﹁
暑
風
﹂
と
い
う
字
面
は
あ
ま
り
用
い
た
例
を
知
ら
な
い
︒
ま
た
そ
れ
が

直
ち
に
﹁
涼
﹂
に
連
る
の
も
お
か
し
い
︒﹁
暑
﹂
と
﹁
涼
﹂
と
は
反
対
概

念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
暑
亦
寒
﹂
と
い
う
表
現
法
は
あ
る
が
︑
そ
れ
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に
は
﹁
亦
﹂
の
字
が
あ
る
︒
こ
れ
も
和
習
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
︒

　﹁暑
風
﹂
と
﹁
涼
﹂
と
が
熟
し
て
い
な
い
と
い
う
意
見
は
合
理
的
な
懐
疑
で

は
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
こ
れ
は
漢
詩
の
世
界
で
は
先
行
し
た
作
例
が
あ
る
と
気

付
く
︒（
清
）
聖
祖
（
敕
撰
）﹃
佩
文
韻
府
﹄（
一
七
一
一
年
成
立

（
72
）

）
に
は
︑﹁
秋
気

粛
﹂﹁
暑
風
涼
﹂
と
い
う
対
語
が
並
列
さ
れ
て
い
る
︒
お
ま
け
に
︑﹃
佩
文
韻

府（
73
）

﹄
と
（
清
）
聖
祖
（
敕
撰
）﹃
駢
字
類
編（

74
）

﹄（
一
七
二
六
年
成
立
）
が
共
々
﹁
蓮

花
池
畔
暑
風
涼
﹂
と
い
う
佳
句
を
収
録
し
て
い
る
︒
一
句
の
作
者
顧
瑛

（
一
三
一
〇
～
一
三
六
九
）
は
元
代
の
文
学
家
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
十
四
世

紀
の
詩
句
が
十
八
世
紀
の
類
書
に
相
次
い
で
抜
粋
さ
れ
た
と
と
も
に
名
句
へ
と

成
長
し
︑
そ
の
後
日
本
詩
壇
に
登
場
し
た
菊
池
五
山
に
よ
っ
て
﹁
暑
風
涼
﹂
と

い
う
原
始
形
態
の
ま
ま
で
援
用
さ
れ
た
経
緯
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
︒

　一
句
の
詩
趣
に
つ
い
て
は
︑﹁
暑
﹂﹁
涼
﹂
両
者
が
自
家
撞
着
に
陥
る
と
い
う

神
田
説
が
あ
る
︒
た
だ
︑
邸
振
海
（
他
編
）﹃
龍
鳳
湖（

75
）

﹄
を
見
れ
ば
︑﹁
真
夏
に

人
々
が
ハ
ス
の
花
の
池
辺
に
来
て
︑
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
上
品
な
趣
が
あ
る
香

り
を
嗅
い
だ
瞬
間
︑〝
荷
花
池
畔
暑
風
涼
〟
と
い
う
よ
う
な
心
地
よ
さ
を
感
じ

ら
れ
る
﹂
と
い
う
解
説
が
あ
る
︒
暑
い
の
に
な
お
涼
し
さ
が
伝
わ
っ
た
根
本
的

な
理
由
は
な
ん
と
嗅
覚
に
あ
っ
た
︑
と
い
う
審
美
の
観
点
で
あ
る
︒
同
文
に

﹁
荷
塘
情
趣
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
た
よ
う
に
︑
も
と
も
と
は
ハ
ス
を

植
え
た
池
の
情
趣
の
一
環
と
し
て
代
表
的
な
一
句
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
︒
そ
の
文
脈
と
同
調
す
る
よ
う
に
︑
菊
池
五
山
の
作
品
は
︑﹁
観
蓮
﹂
と
い

う
詩
題
と
︑
結
句
﹁
与
人
同
占
藕
花
香
﹂（
人
と
同
じ
く
占
む

　藕
花
の
香
し
き

を
）
に
述
べ
ら
れ
る
通
り
﹁
藕れ
ん
げ花
﹂
の
香
し
い
匂
い
で
詠
み
納
め
ら
れ
て
い
る
︒

暑
夏
な
の
に
漂
う
花
の
か
お
り
が
涼
し
い
感
じ
を
送
っ
て
く
れ
る
︑
と
い
う
中

国
の
伝
統
に
忠
実
に
則
っ
た
結
果
︑
菊
池
五
山
の
一
首
が
あ
っ
た
と
正
し
く
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
重
要
な
の
は
︑
読
み
落
と
し
で
も
何
で
も

な
く
て
︑
む
し
ろ
元
代
の
佳
句
に
あ
っ
た
﹁
暑
風
涼
﹂
を
丸
ご
と
継
承
し
た
際

に
︑﹁
荷
花
﹂
を
そ
の
異
名
で
あ
る
﹁
蓮
﹂﹁
藕
花
﹂
に
置
き
換
え
る
よ
う
な
︑

菊
池
五
山
の
手
法
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
︒
ま
た
︑
元
詩
に

な
か
っ
た
﹁
香
り
﹂
を
一
首
の
最
後
に
持
っ
て
き
て
わ
ざ
わ
ざ
補
完
し
た
も
の

だ
か
ら
︑
よ
り
中
国
詩
壇
の
し
き
た
り
に
叶
っ
た
作
品
に
な
っ
た
と
見
え
る
︒

彼
は
江
戸
後
期
の
漢
詩
壇
で
名
を
馳
せ
た
人
物
で
も
あ
り
︑
一
首
に
筋
が
通
っ

て
い
な
い
よ
う
な
和
習
の
欠
点
が
あ
っ
た
と
い
う
説
を
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
︒

　二
つ
目
は
︑
篠
崎
小
竹
の
﹁
画
牛
﹂
と
題
す
る
七
絶
が
あ
る
︒
そ
の
後
半
の

二
句
﹁
倦
行
乏
馬
鎌
倉
路
︑
倩
汝
経
過
七
里
浜
﹂（
行
く
に
倦
む
乏
馬

　鎌
倉
の

路
︑
汝
を
倩
う
て
経
過
す
七
里
浜
）
に
あ
る
﹁
倩
汝
﹂
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
二
字
に
つ
い
て
︑
広
瀬
旭
荘
は
﹁
粗
率
﹂
と
批
判
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
中
国
で
行
わ
れ
た
禅
問
答
の
う
ち
︑﹁
師
曰

恰
是
倩
レ

汝
用（

76
）

﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る
︒
会
話
に
用
い
ら
れ
た
口
語
な
の
で
︑

﹁
粗
率
﹂
の
評
価
に
繋
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
と
ま
れ
︑
そ
れ
を
受
け
て
︑
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五

　吉
川
幸
次
郎
の
「
和
習
」
問
題

　一
九
二
六
年
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
文
学
科
を
卒
業
し
た
吉
川
幸
次
郎
は
︑

文
学
博
士
号
を
授
け
ら
れ
た
一
九
四
七
年
よ
り
京
都
大
学
教
授
と
な
っ
た
︒
文

学
部
長
な
ど
を
歴
任
し
た
後
︑
一
九
六
七
年
京
大
を
退
官
し
た
︒
小
論
で
取
り

上
げ
た
四
人
を
整
理
す
る
と
︑
京
都
大
学
に
入
っ
た
順
番
と
し
て
は
︑
神
田
︑

吉
川
︑
入
矢
︑
小
島
と
な
っ
て
い
る
︒
特
に
吉
川
は
母
校
に
お
け
る
肩
書
が
文

学
部
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
卒
業
生
た
ち
と
緊
密
な
交
流
関
係
を

結
ん
で
い
た
の
は
︑
当
然
で
あ
ろ
う
︒

　神
田
の
た
め
に
︑
吉
川
は
﹁
神
田
鬯
盦
先
輩
に
寄
す
る
書
︱
︱
﹁
日
本
填
詞

史
話
上
﹂
の
書
評
に
代
え
て（

81
）

﹂
の
一
文
を
捧
げ
て
い
る
︒
既
述
し
た
滋
貞
主

﹁
奉
和
漁
家
﹂
な
ど
に
つ
い
て
﹁
考
訂
は
逾
い
よ
密
で
あ
る
﹂
と
賛
辞
を
呈
し

て
い
る
︒

　入
矢
義
高
（
訳
）﹃
洛
陽
三
怪
記（

82
）

﹄
の
出
版
に
際
し
て
︑
吉
川
は
﹁
洛
陽
三

怪
記（

83
）

﹂
と
い
う
書
評
で
﹁
こ
と
に
い
か
な
る
辞
典
に
も
見
え
ぬ
難
解
の
語
を
み

ご
と
解
決
し
お
ふ
せ
た
功
績
は
︑
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
頌
詞
を

惜
し
ま
ず
に
送
っ
て
い
る
︒

　小
島
に
よ
っ
て
﹃
懐
風
藻

　文
華
秀
麗
集

　本
朝
文
粋
﹄
が
上
梓
さ
れ
る
運

び
に
な
っ
た
頃
︑
吉
川
は
﹁
雑
感（

84
）

﹂
を
書
い
た
︒﹃
懐
風
藻
﹄﹃
文
華
秀
麗
集
﹄

に
限
っ
て
︑
吉
川
は
﹁
全
然
い
わ
ゆ
る
﹁
和
臭
﹂
が
な
い
か
と
い
う
と
︑
そ
う

は
行
か
ぬ
﹂
と
把
握
し
て
い
る
︒
小
島
と
討
議
し
た
際
︑﹁
中
国
語
だ
け
の
熟

練
者
に
も
読
め
ず
︑
日
本
語
だ
け
の
熟
練
者
に
も
読
め
ぬ
︑
む
つ
か
し
い
言

語
﹂
に
逢
着
し
た
り
す
る
と
︑
議
論
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
小
島
が
﹁
例
外
的

に
そ
れ
を
知
る
人
﹂
だ
と
判
明
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
小
島
の
﹁
注
釈
は
︑
現

在
の
段
階
と
し
て
︑
も
っ
と
も
良
心
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
お
墨
付
を
与
え
た
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
吉
川
は
最
後
に
﹃
本
朝
文
粋
﹄
所
収
の
作
品
︑﹁
そ
の
種

本
ら
し
き
も
の
が
︑
近
ご
ろ
燉
煌
の
石
室
か
ら
再
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑

証
明
さ
れ
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
吉
川
は
次
の
よ
う
に
言
い

含
め
る
︒

単
語
に
し
て
も
︑
軽
率
に
﹁
和
臭
﹂︑
日
本
人
的
用
法
と
思
っ
て
い
る
も

の
が
︑
あ
ん
が
い
純
粋
な
中
国
語
と
し
て
存
在
し
た
お
そ
れ
な
し
と
し
な

い
︒

　敦
煌
の
文
字
資
料
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
︒
た
だ
︑
范
子
燁
﹁
古
籍
電
子
化

与
中
国
古
代
文
史
研
究
︱
︱
以
文
淵
閣
︽
四
庫
全
書
︾
電
子
版
原
文
及
全
文
検

索
版
為
中
心（

85
）

﹂
と
い
う
論
文
に
よ
る
︑
次
の
二
点
は
傾
聴
に
値
す
る
だ
ろ
う
︒

（
1
）  

国
学
研
究
の
場
合
︑
学
術
的
突
破
口
は
や
や
も
す
る
と
新
材
料
の
発
見

に
依
存
す
る
︒
敦
煌
遺
書
か
ら
近
年
の
考
古
発
掘
は
こ
れ
を
証
明
す
る

に
足
り
る
︒

52

神
田
は
語
法
に
難
点
を
見
つ
け
た
う
え
で
︑﹁
昔
︑
鎌
倉
に
遊
ん
だ
時
︑
馬
が

疲
れ
は
て
て
︑
牛
に
乗
っ
て
七
里
浜
を
過
ぎ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
︑
ま
っ

た
く
語
を
成
さ
な
い
︒
和
習
以
上
か
と
思
う
﹂
と
い
う
悪
評
を
送
っ
て
い
る
︒

　た
だ
︑
家
畜
に
頼
ん
で
何
か
や
っ
て
も
ら
う
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
る
動
詞

﹁
倩
﹂
と
い
う
用
法
は
︑
詩
語
の
一
面
も
併
せ
持
つ
︒（
唐
）
司
空
図
（
八
三
七

～
九
〇
八
）
の
七
絶
﹁
虞
郷
北
原
﹂
詩
に
﹁
沢
北
村
貧
烟
火
獰
︑
稚
田
冬
旱
倩

牛
耕
﹂（
筆
者
訳
：
沢
北
村
貧
し
く
烟せ
ん
ら
ん火

獰わ
ろ

し
︑
稚お
く
て
だ田

冬
旱
ひ
で
り

牛
を
倩
う
て
耕
す
）
と

い
う
二
句
が
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
牛
を
持
っ
て
い
な
い
農
民
が
︑
他
所
か
ら
牛
を

借
り
て
く
る
と
い
う
実
情（

77
）

﹂
を
反
映
し
た
作
だ
と
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒

身
近
な
動
物
を
︑
第
二
人
称
﹁
汝
﹂
と
呼
ん
だ
直
後
に
﹁
倩
﹂
を
付
け
る
語
法

に
つ
い
て
は
︑
清
詩
あ
た
り
に
二
例
ほ
ど
見
ら
れ
る
︒
清
八
大
詩
家
と
い
わ
れ

る
宋
琬
（
一
六
一
四
～
一
六
七
四
）
の
七
言
律
﹁
画
眉
詩
﹂
に
﹁
破
尽
客
愁
須

倩
汝
︑
不
須
更
唱
︽
鷓
鴣
斑（

78
）

︾﹂（
筆
者
訳
：
客
愁
を
破
り
尽
す
に
須
ら
く
汝
を
倩

ふ
べ
し
︑
須
ら
く
更
に
﹁
鷓
鴣
斑
﹂
を
唱
ふ
べ
か
ら
ず
）
と
い
う
尾
聯
が
あ
る
︒

人
間
を
慰
め
て
も
ら
お
う
と
鳥
に
頼
ん
だ
︑
と
い
う
使
い
方
で
あ
る
︒
ま
た
︑

康
熙
年
間
の
進
士
で
あ
る
儲
方
慶
（
一
六
三
三
～
一
六
八
三
）
の
七
絶
﹁
曲
塘

（
二
首
目
）﹂
詩
に
﹁
遥
望
江
頭
鴻
雁
飛（

79
）

﹂（
筆
者
訳
：
遥は
る

か
に
望
め
ば
鴻お
ほ
か
り雁

江
か
は
の
ほ
と
り頭

を
飛
ぶ
）
と
い
う
承
句
と
︑﹁
倩
汝
南
行
双
羽
翼
︑
寄
書
休
道
未
能
帰
﹂（
筆
者

訳
：
汝
を
倩
う
て
南
へ
行
く
双
羽
翼
︑
書
を
寄
す

　未
だ
帰
れ
ぬ
と
道い

ふ
を
休や

め
て

よ
）
と
い
う
後
半
の
二
句
が
見
ら
れ
る
︒
飛
行
す
る
渡
り
鳥
に
手
紙
を
載
せ
て

相
手
に
伝
え
て
も
ら
う
︑
と
い
う
発
想
が
あ
る
︒
そ
う
し
た
中
国
十
七
世
紀
の

用
例
に
対
し
て
︑
江
戸
中
期
の
漢
詩
人
釈
六
如
（
一
七
三
七
～
一
八
〇
一
）
は

新
し
い
作
例
を
生
み
出
し
て
い
る
︒﹃
六
如
菴
詩
鈔
遺
編（

80
）

﹄
を
調
べ
る
と
︑
七

絶
﹁
春
馰
﹂
詩
の
第
三
句
に
﹁
他
時
倩
汝
踏
花
去
﹂（
筆
者
訳
：
他た

じ時
汝
を
倩
う

て
花
を
踏
み
去ゆ

く
）
と
い
う
描
き
方
が
あ
る
︒
馰
し
ろ
び
た
ひに

対
し
て
一
定
の
距
離
を
便

乗
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
ご
と
を
頼
ん
で
い
る
︒
そ
の
﹁
寛
政
戊
午
至

庚
申
歳
﹂
と
い
う
注
記
を
信
ず
れ
ば
︑
一
七
九
八
～
一
八
〇
〇
年
の
間
に
作
ら

れ
た
詩
で
あ
る
︒

　通
観
す
る
と
︑
家
畜
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
を
対
象
に
﹁
倩
ふ
﹂
と
い
う
語

法
は
︑
千
年
の
伝
統
が
あ
っ
た
︒
中
国
の
場
合
︑
家
畜
と
鳥
の
搭
載
と
い
う
二

つ
の
要
素
が
あ
る
︒
こ
れ
を
新
た
に
融
合
し
て
詩
趣
を
見
出
し
た
の
が
六
如
の

馬
に
む
け
て
の
﹁
倩
汝
踏
花
去
﹂
と
い
う
詠
み
ぶ
り
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

六
如
と
二
十
年
ほ
ど
同
じ
く
江
戸
時
代
を
生
き
た
篠
崎
小
竹
（
一
七
八
一
～

一
八
五
一
）
が
︑﹁
馬
﹂
で
は
な
く
て
︑
牛
に
向
け
て
﹁
倩
汝
経
過
七
里
浜
﹂

と
言
い
出
し
た
の
は
︑
中
国
詩
壇
の
伝
統
的
な
基
盤
に
と
ど
ま
っ
た
結
果
で
は

な
い
か
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
倩
ふ
﹂
べ
き
も
の
は
唐
詩
の
﹁
牛
﹂
と
同
様
で
あ
り
︑

物
品
な
い
し
人
を
乗
せ
て
運
ぶ
力
は
清
詩
と
日
本
詩
壇
の
先
行
作
品
を
よ
く
参

考
に
し
た
う
え
で
発
表
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒
語
法
も
全
然
間
違
っ
て
お
ら
ず
︑

詩
想
も
東
ア
ジ
ア
の
漢
詩
界
の
枠
内
に
思
い
を
馳
せ
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑

﹁
和
習
﹂
と
い
う
説
は
も
う
一
度
見
直
さ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
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五

　吉
川
幸
次
郎
の
「
和
習
」
問
題

　一
九
二
六
年
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
文
学
科
を
卒
業
し
た
吉
川
幸
次
郎
は
︑

文
学
博
士
号
を
授
け
ら
れ
た
一
九
四
七
年
よ
り
京
都
大
学
教
授
と
な
っ
た
︒
文

学
部
長
な
ど
を
歴
任
し
た
後
︑
一
九
六
七
年
京
大
を
退
官
し
た
︒
小
論
で
取
り

上
げ
た
四
人
を
整
理
す
る
と
︑
京
都
大
学
に
入
っ
た
順
番
と
し
て
は
︑
神
田
︑

吉
川
︑
入
矢
︑
小
島
と
な
っ
て
い
る
︒
特
に
吉
川
は
母
校
に
お
け
る
肩
書
が
文

学
部
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
卒
業
生
た
ち
と
緊
密
な
交
流
関
係
を

結
ん
で
い
た
の
は
︑
当
然
で
あ
ろ
う
︒

　神
田
の
た
め
に
︑
吉
川
は
﹁
神
田
鬯
盦
先
輩
に
寄
す
る
書
︱
︱
﹁
日
本
填
詞

史
話
上
﹂
の
書
評
に
代
え
て（

81
）

﹂
の
一
文
を
捧
げ
て
い
る
︒
既
述
し
た
滋
貞
主

﹁
奉
和
漁
家
﹂
な
ど
に
つ
い
て
﹁
考
訂
は
逾
い
よ
密
で
あ
る
﹂
と
賛
辞
を
呈
し

て
い
る
︒

　入
矢
義
高
（
訳
）﹃
洛
陽
三
怪
記（

82
）

﹄
の
出
版
に
際
し
て
︑
吉
川
は
﹁
洛
陽
三

怪
記（

83
）

﹂
と
い
う
書
評
で
﹁
こ
と
に
い
か
な
る
辞
典
に
も
見
え
ぬ
難
解
の
語
を
み

ご
と
解
決
し
お
ふ
せ
た
功
績
は
︑
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
頌
詞
を

惜
し
ま
ず
に
送
っ
て
い
る
︒

　小
島
に
よ
っ
て
﹃
懐
風
藻

　文
華
秀
麗
集

　本
朝
文
粋
﹄
が
上
梓
さ
れ
る
運

び
に
な
っ
た
頃
︑
吉
川
は
﹁
雑
感（

84
）

﹂
を
書
い
た
︒﹃
懐
風
藻
﹄﹃
文
華
秀
麗
集
﹄

に
限
っ
て
︑
吉
川
は
﹁
全
然
い
わ
ゆ
る
﹁
和
臭
﹂
が
な
い
か
と
い
う
と
︑
そ
う

は
行
か
ぬ
﹂
と
把
握
し
て
い
る
︒
小
島
と
討
議
し
た
際
︑﹁
中
国
語
だ
け
の
熟

練
者
に
も
読
め
ず
︑
日
本
語
だ
け
の
熟
練
者
に
も
読
め
ぬ
︑
む
つ
か
し
い
言

語
﹂
に
逢
着
し
た
り
す
る
と
︑
議
論
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
小
島
が
﹁
例
外
的

に
そ
れ
を
知
る
人
﹂
だ
と
判
明
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
小
島
の
﹁
注
釈
は
︑
現

在
の
段
階
と
し
て
︑
も
っ
と
も
良
心
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
お
墨
付
を
与
え
た
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
吉
川
は
最
後
に
﹃
本
朝
文
粋
﹄
所
収
の
作
品
︑﹁
そ
の
種

本
ら
し
き
も
の
が
︑
近
ご
ろ
燉
煌
の
石
室
か
ら
再
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑

証
明
さ
れ
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
吉
川
は
次
の
よ
う
に
言
い

含
め
る
︒

単
語
に
し
て
も
︑
軽
率
に
﹁
和
臭
﹂︑
日
本
人
的
用
法
と
思
っ
て
い
る
も

の
が
︑
あ
ん
が
い
純
粋
な
中
国
語
と
し
て
存
在
し
た
お
そ
れ
な
し
と
し
な

い
︒

　敦
煌
の
文
字
資
料
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
︒
た
だ
︑
范
子
燁
﹁
古
籍
電
子
化

与
中
国
古
代
文
史
研
究
︱
︱
以
文
淵
閣
︽
四
庫
全
書
︾
電
子
版
原
文
及
全
文
検

索
版
為
中
心（

85
）

﹂
と
い
う
論
文
に
よ
る
︑
次
の
二
点
は
傾
聴
に
値
す
る
だ
ろ
う
︒

（
1
）  
国
学
研
究
の
場
合
︑
学
術
的
突
破
口
は
や
や
も
す
る
と
新
材
料
の
発
見

に
依
存
す
る
︒
敦
煌
遺
書
か
ら
近
年
の
考
古
発
掘
は
こ
れ
を
証
明
す
る

に
足
り
る
︒
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し
た
﹁
氈
を
以
て
帽
頭
に
佩
帯
す
る
也
﹂
と
い
う
説
明
を
見
る
と
︑
帽
頭
が
二

字
熟
語
で
あ
っ
た
と
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
漱
石
山
房
蔵
書
目
録（

91
）

﹂

に
禅
師
の
語
録
が
複
数
入
っ
て
い
る
が
︑
国
訳
禅
宗
叢
書
刊
行
会
編
﹃
国
訳
註

解
虚
堂
和
尚
語
録（

92
）

﹄
を
調
べ
る
と
︑﹁
加
一
酌
則
龐
公
子
帽
頭
著
地
︒
減
一
杯

則
李
老
君
酔
眼
生
瞋
﹂
と
い
う
原
文
と
﹁
一
酌
を
加
ふ
る
と
き
は
則
ち
龐
公
子

が
帽ぼ
う
と
う頭
地
に
著
く
︑
一
杯
を
減
ず
る
と
き
は
則
ち
李
老
君
が
酔
眼
瞋
を
生
ず
﹂

と
い
う
訓
読
文
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
唐
の
注
釈
と
宋
の
語
録
に
﹁
帽
頭
﹂
と
い

う
熟
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
︑
漱
石
の
﹁
路
は
帽ぼ
う
と
う頭

自
り
生
ず
﹂
の
﹁
帽

頭
﹂
だ
け
を
和
習
と
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑﹁
空
辺
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
漢
語
と
し
て
馴
染
み
の
薄
い
言
葉
で
あ

る
た
め
︑
詩
の
全
体
の
意
境
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
︑

欒
殿
武
﹁
漱
石
の
初
期
漢
詩
に
お
け
る
中
国
の
古
典
詩
の
影
響
に
つ
い
て
︱
︱

箱
根
旅
行
の
連
作
を
中
心
に（

93
）

﹂
の
指
摘
が
あ
る
︒
た
だ
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目

録
﹄（
雑
家
）
に
載
せ
ら
れ
た
（
唐
）
徐
堅
（
他
撰
）﹃
初
学
記（

94
）

﹄
に
収
録
さ
れ

て
い
る
（
陳
）
徐
陵
﹁
詠
舞
﹂
詩
の
一
節
﹁
燭
送
空
辺
影
﹂
が
注
目
に
値
す
る
︒

﹃
玉
台
新
詠
﹄
の
流
布
本
に
よ
る
と
︑
こ
の
句
は
﹁
燭
送
窓
辺
影
﹂
と
な
っ
て

い
る
︒﹁
燭
は
送
る

　窓
辺
の
影
（
を
）﹂
と
い
う
訳
注
本（

95
）

を
参
考
に
す
る
と
︑

﹃
初
学
記
﹄
の
異
文
は
﹁
燭
は
送
る

　空
辺
の
影
を
﹂
と
読
み
下
す
こ
と
が
で

き
る
︒
ま
た
︑（
宋
）
史
達
祖
の
﹁
玉
燭
新（

96
）

﹂
に
も
一
例
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の

異
本
に
よ
る
と
︑﹁
過
雁
空
辺
回
首
﹂（
筆
者
訳
：
過よ
ぎ

る
雁
空く
う
へ
ん辺

を
回ふ
り
む首

く
）
と
い

う
一
節
が
あ
る
︒
唐
の
類
書
と
宋
詞
に
先
例
が
あ
る
た
め
︑
漱
石
の
﹁
空
辺
﹂

は
和
習
と
裁
断
し
て
は
な
る
ま
い
し
︑
ま
た
漢
語
と
し
て
馴
染
み
の
あ
る
言
葉

で
あ
り
︑
詩
の
境
地
に
少
し
も
悪
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
︒

　次
い
で
︑
漱
石
の
七
言
詩
﹁
送
友
到
元
函
根（

97
）

﹂
の
後
半
二
句
﹁
出
京
旬
日
滞

山
館

　還
卜
朗
晴
送
客
帰
﹂
に
見
え
る
二
字
語
が
問
題
と
な
る
︒﹁
朗
晴
﹂
に

つ
い
て
︑﹁
こ
の
語
も
︑
漢
語
の
辞
書
に
は
見
え
な
い
﹂
と
吉
川
は
説
明
し
て

い
る
︒
た
だ
（
唐
）
段
成
式
（
撰
）﹃
酉
陽
雑
俎（

98
）

﹄
を
調
べ
る
と
︑﹁
倐
而
朗
晴
﹂

と
い
う
一
節
が
あ
る
︒
今
村
与
志
雄
（
訳
注
）﹃
酉
陽
雑
爼
4 （99）
﹄
に
当
た
っ
て

み
る
と
﹁
そ
の
刹
那
︑
空
は
き
れ
い
に
晴
れ
あ
が
っ
た
﹂
と
い
う
意
が
確
か
め

ら
れ
る
︒
唐
の
小
説
に
天
気
晴
朗
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
前
例
が
見
ら
れ
る
た

め
︑
漱
石
の
﹁
還ま

た
朗ろ
う
せ
い晴

を
卜ぼ
く

し
て
客
き
や
く

の
帰か
え

る
を
送お
く

る
﹂
に
お
け
る
﹁
朗
晴
﹂

は
や
は
り
漢
語
の
市
民
権
を
得
て
い
た
と
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑
漱
石
の
﹁
無
題（

100
）

﹂
詩
の
二
句
目
﹁
嗒
然
隔
牖
対
遥
林
﹂（
嗒と
う
ぜ
ん然

　

牖
を
隔
て
て
遥
林
に
対
す
）
が
あ
る
︒
そ
の
二
字
語
﹁
嗒
然
﹂
に
つ
い
て
︑
吉

川
は
﹁
ぼ
ん
や
り
と
︑
お
の
れ
を
空
し
く
し
て
︑
と
い
う
の
が
︑
こ
の
二
字
の

意
で
あ
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
解
釈
を
施
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
荘
子
﹄
の
﹁
嗒

焉
と
し
て
其
の
耦
を
喪
え
る
に
似
た
り
﹂
を
あ
げ
た
う
え
で
︑﹁﹁
嗒
焉
﹂
は
︑

古
典
に
あ
る
が
︑﹁
嗒
然
﹂
の
語
は
︑﹁
佩
文
韻
府
﹂
な
ど
手
近
な
辞
書
に
見
え

な
い
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
幸
い
︑
吉
川
幸
次
郎
﹃
漱
石
詩
注（

101
）

﹄
の
﹁
補
訂
﹂

で
は
︑
宋
の
蘇
軾
に
よ
る
﹁
嗒
然
﹂
の
用
例
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

し
か
し
︑﹃
佩
文
韻
府
﹄
に
複
数
の
用
例
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

少
な
く
と
も
﹁
一
宿
﹂
と
い
う
見
出
し
語
の
も
と
に
白
居
易
﹁
廬
山
草
堂
記
﹂
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（
2
）  

し
か
し
︑
新
材
料
は
二
種
類
あ
る
︒
一
種
は
従
来
無
か
っ
た
も
の
が
突

然
現
れ
て
き
た
も
の
︒
も
う
一
種
は
す
で
に
あ
る
が
我
々
が
通
暁
し
た

り
把
握
し
た
り
し
て
い
な
い
も
の
︒（
略
）
誰
で
も
﹃
四
庫
﹄
を
通
読
し

難
い
以
上
は
︑
そ
こ
に
人
跡
ま
れ
な
死
角
が
必
然
的
に
存
在
し
て
い
る

の
だ
︒
そ
う
し
た
死
角
の
な
か
に
︑
古
く
て
新
し
い
も
の
が
沢
山
置
い

て
あ
る
︒

　し
て
み
れ
ば
︑
吉
川
は
（
1
）
に
和
習
を
見
直
す
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
筆
者
は
（
2
）
の
﹃
四
庫
全
書
﹄
に
力
を
入
れ
て
掘
り
下
げ

る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
い
︒
信
頼
の
お
け
る
語
彙
索
引
の
ほ
か
に
︑
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
時
代
に
突
入
し
た
現
代
で
は
︑
活
か
す
べ
き
は
コ
ー
パ
ス
の
機
能
な
の

で
あ
る
︒
こ
の
手
続
き
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ
る
程
度
和
習
の
問
題
に
つ

い
て
有
効
な
決
着
が
つ
き
そ
う
で
あ
る
︒

　吉
川
は
小
島
注
を
褒
め
た
後
︑﹁
和
習（

86
）

﹂
だ
と
い
う
指
摘
を
覆
す
よ
う
な
可

能
性
を
仄
め
か
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
応
え
る
べ
く
︑
小
論
で
は
分
析
し
て
き
た

つ
も
り
で
あ
る
︒（
1
）
で
は
な
く
て
︑（
2
）
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
を
い
く
つ
か

駆
使
し
た
結
果
を
繰
り
返
し
検
討
し
た
末
︑
筆
者
な
り
に
到
達
し
た
答
え
な
の

で
あ
る
︒

　さ
て
︑
吉
川
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
﹃
漱
石
詩
注（

87
）

﹄
が
漱
石
全
集
第
十
二
巻

の
一
部
と
し
て
世
に
送
り
出
さ
れ
た
際
︑﹁
和
習
﹂
は
や
は
り
避
け
て
通
れ
な

い
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
の
う
ち
︑
問
題
と
な
る
の
は
以
下
の
五
語
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

　ま
ず
︑
漱
石
の
﹁
函
山
雑
咏
﹂
詩
の
承
聯
﹁
雲
従
鞋
底
湧

　路
自
帽
頭
生
﹂

と
転
聯
﹁
孤
駅
空
辺
起

　廃
関
天
際
横
﹂
に
あ
る
二
字
語
で
あ
る
︒
吉
川
は
次

の
よ
う
な
観
点
を
示
し
て
い
る
︒

﹁
帽
頭
﹂﹁
空
辺
﹂
は
︑﹁
佩
文
韻
府
﹂
な
ど
︑
中
国
の
詩
語
を
あ
つ
め
た

辞
書
に
見
え
な
い
︒
純
粋
な
漢
語
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
︒
こ
れ
ら
漢

語
な
る
に
似
て
︑
実
は
そ
う
で
な
い
語
が
︑
日
本
人
の
詩
に
は
︑
無
意
識

に
は
い
り
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
和
習
﹂
の
原
因
の
一
つ
と
な
る
︒

　﹁帽
頭
﹂
に
つ
い
て
は
︑
朱
敏
﹁
漱
石
漢
詩
の
用
語
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱

﹁
和
習
﹂
と
﹁
和
臭
﹂
の
用
例
を
中
心
に（

88
）

﹂
と
い
う
論
文
で
は
深
く
究
明
さ
れ

て
い
る
︒
そ
の
見
解
に
よ
る
と
︑﹁
私
は
吉
川
幸
次
郎
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
こ
れ
ら
の
用
語
を
﹁
和
習
﹂
の
用
例
だ
と
見
て
い
る
﹂﹁
漱
石
の
﹁
帽
頭
﹂

に
あ
た
る
語
と
し
て
︑
中
国
で
は
古
く
か
ら
﹁
帽
頂
﹂
の
使
い
方
が
あ
る
﹂
と

あ
る
︒
た
だ
︑﹁
帽
頭
﹂
の
用
例
は
な
い
と
は
い
え
ま
い
︒﹁
漱
石
山
房
蔵
書
目

録（
89
）

﹂
に
載
録
さ
れ
た
（
清
）
顧
施
禎
（
纂
輯
）﹃
昭
明
文
選
六
臣
彙
註
疏
解
﹄
が

あ
る
︒﹃
文
選
﹄
所
収
の
鮑
明
遠
﹁
擬
古
三
首
﹂
に
見
え
る
︑﹁
氈
帯
佩
双
鞬
︑

象
弧
挿
彫
服
﹂
と
い
う
対
句
が
注
目
に
値
す
る
︒（
梁
）
蕭
統
（
選
編
）・（
唐
）

呂
延
済
（
他
注
）﹃
日
本
足
利
学
校
蔵
宋
刊
明
州
本
六
臣
注
文
選（

90
）

﹄
を
紐
解
く
と
︑

﹁
銑
曰
氈
帯
以
氈
為
帽
頭
佩
帯
也
﹂
と
い
う
語
注
が
あ
る
︒（
唐
）
張
銑
が
提
供



一九六〇年代「和習研究」追考

55

し
た
﹁
氈
を
以
て
帽
頭
に
佩
帯
す
る
也
﹂
と
い
う
説
明
を
見
る
と
︑
帽
頭
が
二

字
熟
語
で
あ
っ
た
と
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
漱
石
山
房
蔵
書
目
録（

91
）

﹂

に
禅
師
の
語
録
が
複
数
入
っ
て
い
る
が
︑
国
訳
禅
宗
叢
書
刊
行
会
編
﹃
国
訳
註

解
虚
堂
和
尚
語
録（

92
）

﹄
を
調
べ
る
と
︑﹁
加
一
酌
則
龐
公
子
帽
頭
著
地
︒
減
一
杯

則
李
老
君
酔
眼
生
瞋
﹂
と
い
う
原
文
と
﹁
一
酌
を
加
ふ
る
と
き
は
則
ち
龐
公
子

が
帽ぼ
う
と
う頭

地
に
著
く
︑
一
杯
を
減
ず
る
と
き
は
則
ち
李
老
君
が
酔
眼
瞋
を
生
ず
﹂

と
い
う
訓
読
文
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
唐
の
注
釈
と
宋
の
語
録
に
﹁
帽
頭
﹂
と
い

う
熟
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
︑
漱
石
の
﹁
路
は
帽ぼ
う
と
う頭

自
り
生
ず
﹂
の
﹁
帽

頭
﹂
だ
け
を
和
習
と
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑﹁
空
辺
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
漢
語
と
し
て
馴
染
み
の
薄
い
言
葉
で
あ

る
た
め
︑
詩
の
全
体
の
意
境
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
︑

欒
殿
武
﹁
漱
石
の
初
期
漢
詩
に
お
け
る
中
国
の
古
典
詩
の
影
響
に
つ
い
て
︱
︱

箱
根
旅
行
の
連
作
を
中
心
に（

93
）

﹂
の
指
摘
が
あ
る
︒
た
だ
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目

録
﹄（
雑
家
）
に
載
せ
ら
れ
た
（
唐
）
徐
堅
（
他
撰
）﹃
初
学
記（

94
）

﹄
に
収
録
さ
れ

て
い
る
（
陳
）
徐
陵
﹁
詠
舞
﹂
詩
の
一
節
﹁
燭
送
空
辺
影
﹂
が
注
目
に
値
す
る
︒

﹃
玉
台
新
詠
﹄
の
流
布
本
に
よ
る
と
︑
こ
の
句
は
﹁
燭
送
窓
辺
影
﹂
と
な
っ
て

い
る
︒﹁
燭
は
送
る

　窓
辺
の
影
（
を
）﹂
と
い
う
訳
注
本（

95
）

を
参
考
に
す
る
と
︑

﹃
初
学
記
﹄
の
異
文
は
﹁
燭
は
送
る

　空
辺
の
影
を
﹂
と
読
み
下
す
こ
と
が
で

き
る
︒
ま
た
︑（
宋
）
史
達
祖
の
﹁
玉
燭
新（

96
）

﹂
に
も
一
例
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の

異
本
に
よ
る
と
︑﹁
過
雁
空
辺
回
首
﹂（
筆
者
訳
：
過よ
ぎ

る
雁
空く
う
へ
ん辺

を
回ふ
り
む首

く
）
と
い

う
一
節
が
あ
る
︒
唐
の
類
書
と
宋
詞
に
先
例
が
あ
る
た
め
︑
漱
石
の
﹁
空
辺
﹂

は
和
習
と
裁
断
し
て
は
な
る
ま
い
し
︑
ま
た
漢
語
と
し
て
馴
染
み
の
あ
る
言
葉

で
あ
り
︑
詩
の
境
地
に
少
し
も
悪
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
︒

　次
い
で
︑
漱
石
の
七
言
詩
﹁
送
友
到
元
函
根（

97
）

﹂
の
後
半
二
句
﹁
出
京
旬
日
滞

山
館

　還
卜
朗
晴
送
客
帰
﹂
に
見
え
る
二
字
語
が
問
題
と
な
る
︒﹁
朗
晴
﹂
に

つ
い
て
︑﹁
こ
の
語
も
︑
漢
語
の
辞
書
に
は
見
え
な
い
﹂
と
吉
川
は
説
明
し
て

い
る
︒
た
だ
（
唐
）
段
成
式
（
撰
）﹃
酉
陽
雑
俎（

98
）

﹄
を
調
べ
る
と
︑﹁
倐
而
朗
晴
﹂

と
い
う
一
節
が
あ
る
︒
今
村
与
志
雄
（
訳
注
）﹃
酉
陽
雑
爼
4 （99）
﹄
に
当
た
っ
て

み
る
と
﹁
そ
の
刹
那
︑
空
は
き
れ
い
に
晴
れ
あ
が
っ
た
﹂
と
い
う
意
が
確
か
め

ら
れ
る
︒
唐
の
小
説
に
天
気
晴
朗
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
前
例
が
見
ら
れ
る
た

め
︑
漱
石
の
﹁
還ま

た
朗ろ
う
せ
い晴

を
卜ぼ
く

し
て
客
き
や
く

の
帰か
え

る
を
送お
く

る
﹂
に
お
け
る
﹁
朗
晴
﹂

は
や
は
り
漢
語
の
市
民
権
を
得
て
い
た
と
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑
漱
石
の
﹁
無
題（

100
）

﹂
詩
の
二
句
目
﹁
嗒
然
隔
牖
対
遥
林
﹂（
嗒と
う
ぜ
ん然

　

牖
を
隔
て
て
遥
林
に
対
す
）
が
あ
る
︒
そ
の
二
字
語
﹁
嗒
然
﹂
に
つ
い
て
︑
吉

川
は
﹁
ぼ
ん
や
り
と
︑
お
の
れ
を
空
し
く
し
て
︑
と
い
う
の
が
︑
こ
の
二
字
の

意
で
あ
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
解
釈
を
施
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
荘
子
﹄
の
﹁
嗒

焉
と
し
て
其
の
耦
を
喪
え
る
に
似
た
り
﹂
を
あ
げ
た
う
え
で
︑﹁﹁
嗒
焉
﹂
は
︑

古
典
に
あ
る
が
︑﹁
嗒
然
﹂
の
語
は
︑﹁
佩
文
韻
府
﹂
な
ど
手
近
な
辞
書
に
見
え

な
い
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
幸
い
︑
吉
川
幸
次
郎
﹃
漱
石
詩
注（

101
）

﹄
の
﹁
補
訂
﹂

で
は
︑
宋
の
蘇
軾
に
よ
る
﹁
嗒
然
﹂
の
用
例
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

し
か
し
︑﹃
佩
文
韻
府
﹄
に
複
数
の
用
例
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

少
な
く
と
も
﹁
一
宿
﹂
と
い
う
見
出
し
語
の
も
と
に
白
居
易
﹁
廬
山
草
堂
記
﹂
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六

　お
わ
り
に

　一
九
六
〇
年
代
︑
京
都
大
学
の
漢
学
者
四
名
は
精
力
的
に
﹁
和
習
﹂
を
め

ぐ
っ
て
議
論
を
積
み
重
ね
て
き
た
︒
半
世
紀
後
の
今
に
な
っ
て
︑
コ
ー
パ
ス
を

活
か
し
て
も
っ
と
徹
底
的
に
検
証
し
直
す
と
︑
中
国
の
書
物
と
同
様
の
意
味
の

つ
も
り
で
用
い
ら
れ
た
実
例
が
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
︒
ま
と
め
る
と
︑
下
の
一
覧
表
の
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　日
本
上
代
文
学
と
平
安
文
学
と
の
場
合
︑
中
国
原
産
の
漢
語
か
和
製
漢
語
か

を
議
論
す
る
前
に
︑
も
し
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
所
録
書
籍
を
通
覧
し
て
お

い
て
か
ら
最
終
判
断
を
下
せ
ば
︑
語
の
性
格
を
精
確
に
見
極
め
る
こ
と
に
繋
が

る
だ
ろ
う
︒
半
世
紀
前
に
活
躍
し
て
い
た
斯
界
の
権
威
者
た
ち
が
中
国
製
の
漢

語
を
和
製
漢
語
と
見
誤
っ
た
の
は
︑
日
本
に
舶
載
さ
れ
て
き
た
漢
籍
を
読
み
落

と
し
た
結
果
で
は
な
い
か
︒
和
習
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
目
安
と
さ
れ

て
い
る
﹃
佩
文
韻
府
﹄
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
見
出
し
語
の
索
引
だ
け
を
頼
り
に

し
た
ら
︑
本
文
の
片
隅
に
隠
れ
て
い
た
用
例
と
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
︒﹁
及
﹂﹁
暑
風
涼
﹂
な
ど
の
和
習
説
が
頭
を
も
た
げ
た
の
は
︑﹃
佩
文
韻
府
﹄

を
読
み
漏
ら
し
た
せ
い
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

　平
安
時
代
以
前
の
漢
詩
文
を
研
究
す
る
場
合
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
の

重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
︒
近
世
か
ら
近
代
の
場
合
︑﹃
佩
文

韻
府
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
類
書
を
も
っ
と
押
さ
え
て
お
か
な
い
と
︑
語
性
の
判

「和習語」　　　　　　　　　　　　漢籍の用例
の出所と時代

『日本国見在書目録』
所収書に実例あり

それ以外の漢籍に
用例あり

「漱石山房蔵書目録」
所収書に実例あり

小島 1. 『懐風藻』（8世紀）「及」 9世紀

2. 〃「往塵」 6世紀

3. 〃「垂毛」 4世紀

4. 『古事記』（8世紀）「媚附」 6世紀

5. 〃「愁請」 7世紀

6. 〃「富栄」 8～ 9世紀 5世紀

入矢 7. 『文華秀麗集』（9世紀）「乗吹」 14 ～ 15 世紀

8. 〃「何耐」 11 世紀

9. 〃「待黄飛」 8～ 9世紀

10. 〃「言離」 6世紀

神田 11. 『経国集』（9世紀）「濤似馬。湍如牛」 7～ 8世紀

12. 菊池五山（18 ～ 19 世紀）「暑風涼」 14 世紀

13. 篠崎小竹（18 ～ 19 世紀）「倩汝」 17 世紀

吉川 14. 夏目漱石（19 ～ 20 世紀）「帽頭」 　 8世紀

15. 〃「空辺」 8世紀

16. 〃「朗晴」 　 9世紀

17. 〃「嗒然」 8～ 9世紀 18 世紀

18. 〃「金錯剣」 　 20 世紀

小計 8 11 1
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の
一
節
﹁
一
宿
体
寧
︑
再
宿
心
恬
︑
三
宿
後
頽
然
㗳
然
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
﹁
㗳
﹂
は
﹁
嗒
﹂
の
異
体
字（

102
）

な
の
で
︑﹃
佩
文
韻
府（

103
）

﹄
の
片
隅
に
実
例
が

載
せ
て
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
白
居
易
の
名
文
を
掲
げ
る
際
に
︑
岩
重
憲
徳

﹃
受
験
参
考
漢
文
解
義
：
附
・
実
用
故
事
熟
語（

104
）

﹄
が
﹁
嗒
然
﹂
と
な
っ
て
い
る

の
は
︑
両
者
の
通
用
関
係
を
端
的
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
大
正
初
期
の

乎
古
止
点
に
基
い
て
︑﹁
一
宿
シ
テ
体
寧
ラ
カ
ニ
︑
再
宿
シ
テ
心
恬
タ
リ
︑
三

宿
シ
テ
後
頽
然
タ
リ
嗒
然
タ
リ
﹂
と
訓
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
な
お
︑
こ
の

﹁
無
題
﹂
詩
の
五
句
目
に
﹁
仏
﹂
に
関
す
る
描
写
が
あ
る
た
め
︑
こ
の
語
の
性

格
を
把
握
す
る
際
に
は
︑
仏
教
辞
書
を
利
用
し
た
ほ
う
が
有
効
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒（
唐
）
慧
琳
﹃
一
切
経
音
義（

105
）

﹄
を
調
べ
る
と
︑﹁
嗒
然
﹂
の
も
と
に
﹁
精

霊
失
其
所
也
﹂（
筆
者
訳
：
精
霊
そ
の
所
を
失
ふ
な
り
）
と
い
う
割
書
き
が
見
ら

れ
る
︒
こ
れ
を
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
︑﹁
漱
石

山
房
蔵
書
目
録（

106
）

﹂
に
載
録
さ
れ
た
（
清
）
于
光
華
﹃
重
訂
文
選
集
評（

107
）

﹄
で
あ
る
︒

こ
の
漢
籍
を
紐
解
け
ば
︑
孔
徳
璋
﹁
北
山
移
文
﹂
の
一
節
﹁
習
隠
南
郭
﹂
に
つ

い
て
︑﹁
仰
天
㗳
然
似
喪
其
偶
﹂
と
い
う
割
注
が
見
ら
れ
る
︒
漱
石
の
書
斎
に

置
か
れ
た
常
時
参
照
可
能
な
﹃
文
選
﹄
関
係
書
を
は
じ
め
︑
唐
の
辞
書
︑
清
の

韻
書
な
ど
に
も
先
例
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
︑
漱
石
の
﹁
嗒
然
﹂
は
や
は
り
中

国
製
の
漢
語
と
見
届
け
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　次
い
で
︑
漱
石
の
﹁
無
題（

108
）

﹂
詩
の
五
句
目
﹁
擲
地
鏗
鏘
金
錯
剣
﹂
に
現
わ
れ

る
三
字
語
が
問
題
と
な
る
︒﹁
金
錯
剣
﹂
に
つ
い
て
︑
吉
川
は
﹁
黄
金
を
象
嵌

し
た
剣
︒
漢
の
張
衡
の
﹁
四
愁
の
詩
﹂
に
見
え
た
﹁
金
錯
刀
﹂
の
語
を
︑
さ
き

の
﹁
古
別
離
﹂
の
詩
に
用
い
て
い
る
︒
そ
れ
か
ら
の
造
語
で
あ
ろ
う
﹂
と
見
定

め
て
い
る
︒﹁
古
別
離
﹂
の
﹁
金
錯
刀
﹂
に
つ
い
て
は
︑
吉
川
は
﹁
黄
金
を
象

嵌
し
た
小
刀
型
の
貨
幣
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
貨
幣
の
﹁
金

錯
刀
﹂
か
ら
武
器
の
﹁
金
錯
剣
﹂
へ
と
漱
石
が
新
し
い
意
味
の
こ
と
ば
を
創
っ

た
と
い
う
見
方
で
あ
る
︒
た
だ
︑
李
学
勤
（
他
著
）﹁
平
山
三
器
与
中
山
国
史

的
若
干
問
題（

109
）

﹂
と
い
う
論
文
に
よ
る
と
︑﹁
最
近
〝
各
省
市
自
治
区
徴
集
文
物

展
覧
〟
中
有
一
柄
春
秋
戦
国
之
際
的
金
錯
剣
﹂
と
い
う
叙
述
が
あ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
古
代
の
﹁
金
錯
剣
﹂
が
一
振
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ
も
そ

も
﹃
佩
文
韻
府（

110
）

﹄
の
﹁
駮
犀
﹂
条
に
﹃
後
漢
書
﹄
の
一
節
と
し
て
﹁
賜
銭
十
万

駮
犀
方
具
剣
金
錯
把
刀
剣
各
一
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
駮
犀
﹂
に
つ
い
て
は
︑

（
唐
）
虞
世
南
（
撰
）﹃
北
堂
書
鈔（

111
）

﹄
に
﹁
駮
犀
剣
﹂
と
い
う
呼
び
方
が
見
ら
れ

る
︒﹁
駮
犀
方
具
剣
﹂
か
ら
﹁
駮
犀
剣
﹂
へ
の
省
略
法
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
︑

対
語
の
﹁
金
錯
把
刀
剣
﹂
も
そ
れ
に
則
っ
て
﹁
金
錯
剣
﹂
へ
と
略
称
さ
れ
や
す

く
は
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
金
錯
剣
﹂
と
呼
ば
れ
る
背
景
が
﹁
金
錯
刀
﹂
か
ら
か
︑

あ
る
い
は
﹁
金
錯
把
刀
剣
﹂
の
略
語
か
ら
か
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
金
錯
剣
﹂

と
い
う
武
器
の
実
物
が
確
認
で
き
た
以
上
は
︑
漱
石
の
﹁
地
に
擲
て
ば
鏗
鏘
た

り
金き
ん
さ
く錯

の
剣け
ん

﹂
に
お
け
る
﹁
金
錯
剣
﹂
だ
け
を
彼
特
有
の
新
造
語
と
断
じ
る
に

は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
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六

　お
わ
り
に

　一
九
六
〇
年
代
︑
京
都
大
学
の
漢
学
者
四
名
は
精
力
的
に
﹁
和
習
﹂
を
め

ぐ
っ
て
議
論
を
積
み
重
ね
て
き
た
︒
半
世
紀
後
の
今
に
な
っ
て
︑
コ
ー
パ
ス
を

活
か
し
て
も
っ
と
徹
底
的
に
検
証
し
直
す
と
︑
中
国
の
書
物
と
同
様
の
意
味
の

つ
も
り
で
用
い
ら
れ
た
実
例
が
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
︒
ま
と
め
る
と
︑
下
の
一
覧
表
の
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　日
本
上
代
文
学
と
平
安
文
学
と
の
場
合
︑
中
国
原
産
の
漢
語
か
和
製
漢
語
か

を
議
論
す
る
前
に
︑
も
し
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
所
録
書
籍
を
通
覧
し
て
お

い
て
か
ら
最
終
判
断
を
下
せ
ば
︑
語
の
性
格
を
精
確
に
見
極
め
る
こ
と
に
繋
が

る
だ
ろ
う
︒
半
世
紀
前
に
活
躍
し
て
い
た
斯
界
の
権
威
者
た
ち
が
中
国
製
の
漢

語
を
和
製
漢
語
と
見
誤
っ
た
の
は
︑
日
本
に
舶
載
さ
れ
て
き
た
漢
籍
を
読
み
落

と
し
た
結
果
で
は
な
い
か
︒
和
習
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
目
安
と
さ
れ

て
い
る
﹃
佩
文
韻
府
﹄
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
見
出
し
語
の
索
引
だ
け
を
頼
り
に

し
た
ら
︑
本
文
の
片
隅
に
隠
れ
て
い
た
用
例
と
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
︒﹁
及
﹂﹁
暑
風
涼
﹂
な
ど
の
和
習
説
が
頭
を
も
た
げ
た
の
は
︑﹃
佩
文
韻
府
﹄

を
読
み
漏
ら
し
た
せ
い
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

　平
安
時
代
以
前
の
漢
詩
文
を
研
究
す
る
場
合
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
の

重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
︒
近
世
か
ら
近
代
の
場
合
︑﹃
佩
文

韻
府
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
類
書
を
も
っ
と
押
さ
え
て
お
か
な
い
と
︑
語
性
の
判

「和習語」　　　　　　　　　　　　漢籍の用例
の出所と時代

『日本国見在書目録』
所収書に実例あり

それ以外の漢籍に
用例あり

「漱石山房蔵書目録」
所収書に実例あり

小島 1. 『懐風藻』（8世紀）「及」 9世紀

2. 〃「往塵」 6世紀

3. 〃「垂毛」 4世紀

4. 『古事記』（8世紀）「媚附」 6世紀

5. 〃「愁請」 7世紀

6. 〃「富栄」 8～ 9世紀 5世紀

入矢 7. 『文華秀麗集』（9世紀）「乗吹」 14 ～ 15 世紀

8. 〃「何耐」 11 世紀

9. 〃「待黄飛」 8～ 9世紀

10. 〃「言離」 6世紀

神田 11. 『経国集』（9世紀）「濤似馬。湍如牛」 7～ 8世紀

12. 菊池五山（18 ～ 19 世紀）「暑風涼」 14 世紀

13. 篠崎小竹（18 ～ 19 世紀）「倩汝」 17 世紀

吉川 14. 夏目漱石（19 ～ 20 世紀）「帽頭」 　 8世紀

15. 〃「空辺」 8世紀

16. 〃「朗晴」 　 9世紀

17. 〃「嗒然」 8～ 9世紀 18 世紀

18. 〃「金錯剣」 　 20 世紀

小計 8 11 1
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（
4
）  

﹃
懐
風
藻
﹄（
講
談
社
：
東
京
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
七
九
頁
）︒

（
5
）  

小
島
憲
之
（
校
注
）﹃
懐
風
藻

　文
華
秀
麗
集

　本
朝
文
粋
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑

一
九
六
四
年
︑
一
四
六
頁
）︒

（
6
）  

陳
貽
焮
（
編
）﹃
増
訂
注
釈
全
唐
詩

　第
三
冊
﹄（
文
化
芸
術
：
北
京
︑
二
〇
〇
一
年
︑

一
五
八
九
頁
）︒

（
7
）  

﹃
文
苑
英
華
﹄（
新
文
豊
：
台
北
︑
一
九
七
九
年
︑
九
〇
八
頁
）︒

（
8
）  

﹃
索
引
本
佩
文
韻
府
﹄（
台
湾
商
務
：
台
北
︑
一
九
八
九
年
︑
三
四
四
五
頁
）︒

（
9
）  

﹃
万
葉
﹄（
一
九
九
六
年
三
月
︑
一
頁
）︒

（
10
）  

注
5
︑
四
五
四
頁
︒

（
11
）  

注
2
︑
七
八
頁
︒

（
12
）  

（
清
）
厳
可
均
（
編
纂
）﹃
全
上
古
三
代
秦
漢
三
国
六
朝
文

　第
九
冊
﹄（
河
北
教
育
：

石
家
庄
市
︑
一
九
九
七
年
︑
五
七
頁
）︒

（
13
）  

﹃
文
苑
英
華
﹄（
新
文
豊
：
台
北
︑
一
九
七
九
年
︑
五
一
四
九
頁
）︒
原
文
の
﹁
徃
﹂
は

﹁
往
﹂
の
異
体
字
な
の
で
︑
魏
収
の
用
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

（
14
）  

藍
吉
富
（
編
）﹃
禅
宗
全
書
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　語
録
部
13
﹄（
文
殊
文
化
：
台
北
︑
一
九
八
九
年
︑

三
六
〇
・
三
六
二
頁
）︒

（
15
）  

︽
老
戦
士
詩
文
集
︾
編
委
会
（
編
）﹃
老
戦
士
詩
文
集

　第
二
集
﹄（
新
華
：
北
京
︑

一
九
八
三
年
︑
一
三
頁
）︒

（
16
）  

注
5
︑
四
六
二
頁
︒

（
17
）  

塙
保
己
一
（
編
）﹃
続
群
書
類
従
第
三
十
輯
（
下
）
雑
部
﹄（
続
群
書
類
従
完
成
会
：

東
京
︑
一
九
五
九
年
︑
三
七
頁
）
以
下
四
一
・
四
八
・
四
一
・
四
一
・
四
七
・
四
一
頁
︒

（
18
）  

﹃
太
平
広
記
﹄（
文
史
哲
：
台
北
︑
一
九
八
七
年
︑
五
一
五
頁
）︒

（
19
）  

﹃
古
今
図
書
集
成
﹄（
中
華
書
局
：
成
都
︑
一
九
八
五
年
︑
二
五
二
三
七
頁
）︒

（
20
）  

﹃
古
事
類
苑
﹄（
吉
川
弘
文
館
：
東
京
︑
一
九
七
八
年
四
版
︑
一
六
一
頁
）︒

（
21
）  

小
島
憲
之
（
他
校
注
・
訳
）﹃
日
本
書
紀
2
﹄（
小
学
館
：
東
京
︑
一
九
九
六
年
︑

一
七
〇
～
一
七
一
頁
）︒
同
﹃
日
本
書
紀
1
﹄（
小
学
館
：
東
京
︑
一
九
九
四
年
︑
四
三
〇

～
四
三
一
頁
）︒

（
22
）  

注
5
︑
一
二
八
頁
︒

（
23
）  

﹃
古
事
記
と
日
本
書
紀
︱
︱
﹁
天
皇
神
話
﹂
の
歴
史
﹄（
講
談
社
：
東
京
︑
一
九
九
九
年
︑

一
六
〇
頁
）︒

（
24
）  

﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

　上
﹄（
塙
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
二
年
︑
二
五
七
頁
）︒

（
25
）  

注
9
︑
一
六
頁
︒

（
26
）  

神
野
志
隆
光
（
他
校
注
・
訳
）﹃
古
事
記
﹄（
小
学
館
：
東
京
︑
一
九
九
七
年
︑

一
〇
〇
頁
）︒

（
27
）  

許
嘉
璐
（
編
）﹃
魏
書

　第
三
冊
﹄（
漢
語
大
詞
典
：
上
海
︑
二
〇
〇
四
年
︑

一
二
六
九
頁
）︒

（
28
）  

﹃
唐
書
（
四
）﹄（
汲
古
書
院
：
東
京
︑
一
九
七
〇
年
︑
三
〇
七
頁
）︒

（
29
）  

許
嘉
璐
（
編
）﹃
新
唐
書

　第
八
冊
﹄（
漢
語
大
詞
典
：
上
海
︑
二
〇
〇
四
年
︑

四
四
八
二
頁
）︒

（
30
）  

許
嘉
璐
（
編
）﹃
宋
史

　第
十
二
冊
﹄（
漢
語
大
詞
典
：
上
海
︑
二
〇
〇
四
年
︑

七
八
五
九
頁
）︒

（
31
）  

﹃
類
林
研
究
﹄（
寧
夏
人
民
：
銀
川
︑
一
九
九
三
年
︑
三
〇
二
頁
）︒

（
32
）  

董
治
安
（
編
）﹃
唐
代
四
大
類
書
第
三
巻
﹄（
清
華
大
学
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
〇
三
年
︑

一
九
四
九
・
二
一
八
六
頁
）︒

（
33
）  

注
26
︑
一
九
二
～
一
九
三
頁
︒

（
34
）  

慧
嶽
法
師
（
編
審
）﹃
漢
訳
南
伝
大
蔵
経
第
65
冊
﹄（
元
亨
寺
：
高
雄
︑
一
九
九
八
年
︑

三
三
三
頁
）︒

（
35
）  

高
楠
博
士
功
績
記
念
会
（
纂
訳
）﹃
南
伝
大
蔵
経
第
60
冊
﹄（
大
蔵
出
版
：
東
京
︑

一
九
七
四
年
再
版
︑
三
七
〇
頁
）︒

（
36
）  

﹃
南
斉
書
﹄（
汲
古
書
院
：
東
京
︑
一
九
七
〇
年
︑
四
〇
〇
頁
）︒

（
37
）  

許
嘉
璐
（
編
）﹃
南
斉
書
﹄（
漢
語
大
詞
典
：
上
海
︑
二
〇
〇
四
年
︑
五
七
五
頁
）︒

（
38
）  

（
唐
）
白
居
易
（
撰
）﹃
白
氏
長
慶
集
﹄（
四
部
叢
刊
初
編
縮
本
一
六
三
～
一
六
四
︑
台

湾
商
務
：
台
北
︑
一
九
六
五
年
︑
二
八
一
頁
）︒

（
39
）  

佐
久
節
（
訳
註
）﹃
白
楽
天
全
詩
集
第
三
巻
﹄（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
：
東
京
︑
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断
に
支
障
を
き
た
し
か
ね
な
い
︒
漱
石
の
漢
詩
を
研
究
す
る
場
合
は
︑
そ
れ
に

加
え
て
︑
自
家
薬
籠
中
の
物
で
あ
る
﹁
漱
石
山
房
蔵
書
目
録
﹂
を
よ
り
一
層
重

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
文
人
が
実
際
に
手
に
と
っ
て
読
ん
だ
可
能
性
の
高

い
書
物
を
追
跡
し
て
み
る
と
︑
難
解
な
語
彙
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
の
よ
う
な
手
続
き
を
済
ま
せ
て
お
い
て
か
ら
︑
和
習
語
か
ど
う
か
を
判
定
し

た
ほ
う
が
も
っ
と
実
情
に
迫
る
正
解
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
︒

　ま
た
︑
書
籍
目
録
に
な
い
︑
ま
た
は
将
来
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
か

ら
と
い
っ
て
︑
そ
う
し
た
追
跡
を
や
め
る
べ
き
で
は
な
い
︒
遣
唐
使
や
入
宋
僧

な
ど
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
中
国
と
の
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
貿
易
と
と
も
に

深
め
ら
れ
る
書
物
の
交
流
も
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
目
録
外
の
漢

籍
に
用
例
が
散
見
す
る
た
め
︑
逆
に
日
本
の
文
人
が
当
該
漢
籍
に
目
を
通
し
た

結
果
と
い
え
る
の
か
︒
あ
る
い
は
漢
語
の
造
語
法
か
ら
す
れ
ば
日
本
の
用
例
製

造
者
が
た
ま
た
ま
同
形
語
を
作
り
出
し
た
の
か
︒
た
と
え
ば
﹁
何
耐
﹂
の
よ
う

な
二
字
語
は
︑
漢
語
常
用
者
の
ど
の
地
域
の
書
き
手
に
も
原
理
的
に
案
出
で
き

る
配
列
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
垂
毛
﹂﹁
濤
似
馬
︒
湍
如
牛
﹂﹁
暑
風
涼
﹂
と

い
っ
た
漢
字
の
連
用
す
る
組
み
合
わ
せ
は
︑
原
理
的
な
位
相
で
考
え
る
よ
り
も
︑

か
え
っ
て
典
故
に
関
す
る
表
現
だ
と
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
典

故
を
発
見
し
︑
詩
の
解
釈
を
正
し
く
導
い
て
い
っ
た
と
こ
ろ
が
少
し
で
も
あ
る

な
ら
ば
︑
予
想
外
の
収
穫
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑

﹁
待
黄
飛
﹂
と
い
っ
た
言
い
表
し
方
は
︑
日
本
人
の
完
全
な
新
造
語
と
い
う
よ

り
も
︑
む
し
ろ
漢
籍
の
﹁
乾
葉
不
待
黄
︑
索
索
飛
下
来
﹂
と
い
っ
た
語
彙
材
料

に
基
づ
い
て
︑
そ
れ
を
圧
縮
し
た
結
果
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
省
略
形
を
直

ち
に
﹁
和
習
﹂
と
決
め
込
む
の
に
は
な
お
一
考
を
要
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

　小
論
は
主
に
一
九
六
〇
年
代
の
事
例
に
限
っ
て
検
討
し
て
き
た
︒
和
習
問
題

に
つ
い
て
は
︑
な
お
江
戸
時
代
の
漢
詩
文
︑
日
本
植
民
地
支
配
を
受
け
た
台
湾

文
壇
に
現
わ
れ
る
和
習
の
現
象
な
ど
を
視
野
に
入
れ
て
さ
ら
に
探
究
す
べ
き
で

あ
ろ
う
︒
そ
の
際
︑
小
島
憲
之
が
晩
年
に
な
っ
て
﹁
日
本
文
学
に
お
け
る
和

習（
112
）

﹂
で
念
を
押
し
て
い
る
研
究
指
針
は
な
お
有
効
で
あ
る
︒

﹃
佩
文
韻
府
﹄
に
例
が
な
い
︑﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
に
も
な
い
︑
ゆ
え
に
﹁
ソ

レ
ハ
和
習
ダ
﹂
で
は
学
問
に
な
る
ま
い
︒
ま
た
漢
語
の
語
史
上
の
時
代
性

に
は
︑い
ち
い
ち
の
も
つ
﹁
語
の
出
自
﹂
す
な
わ
ち
語
の
性
格
で
あ
る
﹁
語

性
﹂
の
問
題
が
か
ら
む
︒
速
断
は
許
さ
れ
な
い
︒

　和
習
研
究
を
目
指
す
学
徒
は
︑
そ
の
透
徹
し
た
見
解
を
も
う
一
度
噛
み
締
め

て
お
く
べ
き
こ
と
は
︑
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

　下
﹄（
塙
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
五
年
︑
一
三
三
〇
・ 

一
三
三
一
・
一
三
三
二
・
一
三
四
〇
頁
）︒

（
2
）  

﹃
懐
風
藻
新
註
﹄（
明
治
書
院
：
東
京
︑
一
九
五
八
年
︑
一
八
二
頁
）︒

（
3
）  

﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
月
報
﹄（
一
九
六
四
年
六
月
︑
八
頁
）︒
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（
4
）  
﹃
懐
風
藻
﹄（
講
談
社
：
東
京
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
七
九
頁
）︒

（
5
）  
小
島
憲
之
（
校
注
）﹃
懐
風
藻

　文
華
秀
麗
集

　本
朝
文
粋
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑

一
九
六
四
年
︑
一
四
六
頁
）︒

（
6
）  

陳
貽
焮
（
編
）﹃
増
訂
注
釈
全
唐
詩

　第
三
冊
﹄（
文
化
芸
術
：
北
京
︑
二
〇
〇
一
年
︑

一
五
八
九
頁
）︒

（
7
）  

﹃
文
苑
英
華
﹄（
新
文
豊
：
台
北
︑
一
九
七
九
年
︑
九
〇
八
頁
）︒

（
8
）  

﹃
索
引
本
佩
文
韻
府
﹄（
台
湾
商
務
：
台
北
︑
一
九
八
九
年
︑
三
四
四
五
頁
）︒

（
9
）  

﹃
万
葉
﹄（
一
九
九
六
年
三
月
︑
一
頁
）︒

（
10
）  

注
5
︑
四
五
四
頁
︒

（
11
）  

注
2
︑
七
八
頁
︒

（
12
）  

（
清
）
厳
可
均
（
編
纂
）﹃
全
上
古
三
代
秦
漢
三
国
六
朝
文

　第
九
冊
﹄（
河
北
教
育
：

石
家
庄
市
︑
一
九
九
七
年
︑
五
七
頁
）︒

（
13
）  

﹃
文
苑
英
華
﹄（
新
文
豊
：
台
北
︑
一
九
七
九
年
︑
五
一
四
九
頁
）︒
原
文
の
﹁
徃
﹂
は

﹁
往
﹂
の
異
体
字
な
の
で
︑
魏
収
の
用
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

（
14
）  

藍
吉
富
（
編
）﹃
禅
宗
全
書
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　語
録
部
13
﹄（
文
殊
文
化
：
台
北
︑
一
九
八
九
年
︑

三
六
〇
・
三
六
二
頁
）︒

（
15
）  

︽
老
戦
士
詩
文
集
︾
編
委
会
（
編
）﹃
老
戦
士
詩
文
集

　第
二
集
﹄（
新
華
：
北
京
︑

一
九
八
三
年
︑
一
三
頁
）︒

（
16
）  

注
5
︑
四
六
二
頁
︒

（
17
）  

塙
保
己
一
（
編
）﹃
続
群
書
類
従
第
三
十
輯
（
下
）
雑
部
﹄（
続
群
書
類
従
完
成
会
：

東
京
︑
一
九
五
九
年
︑
三
七
頁
）
以
下
四
一
・
四
八
・
四
一
・
四
一
・
四
七
・
四
一
頁
︒

（
18
）  

﹃
太
平
広
記
﹄（
文
史
哲
：
台
北
︑
一
九
八
七
年
︑
五
一
五
頁
）︒

（
19
）  

﹃
古
今
図
書
集
成
﹄（
中
華
書
局
：
成
都
︑
一
九
八
五
年
︑
二
五
二
三
七
頁
）︒

（
20
）  

﹃
古
事
類
苑
﹄（
吉
川
弘
文
館
：
東
京
︑
一
九
七
八
年
四
版
︑
一
六
一
頁
）︒

（
21
）  

小
島
憲
之
（
他
校
注
・
訳
）﹃
日
本
書
紀
2
﹄（
小
学
館
：
東
京
︑
一
九
九
六
年
︑

一
七
〇
～
一
七
一
頁
）︒
同
﹃
日
本
書
紀
1
﹄（
小
学
館
：
東
京
︑
一
九
九
四
年
︑
四
三
〇

～
四
三
一
頁
）︒

（
22
）  

注
5
︑
一
二
八
頁
︒

（
23
）  

﹃
古
事
記
と
日
本
書
紀
︱
︱
﹁
天
皇
神
話
﹂
の
歴
史
﹄（
講
談
社
：
東
京
︑
一
九
九
九
年
︑

一
六
〇
頁
）︒

（
24
）  

﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

　上
﹄（
塙
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
二
年
︑
二
五
七
頁
）︒

（
25
）  

注
9
︑
一
六
頁
︒

（
26
）  

神
野
志
隆
光
（
他
校
注
・
訳
）﹃
古
事
記
﹄（
小
学
館
：
東
京
︑
一
九
九
七
年
︑

一
〇
〇
頁
）︒

（
27
）  

許
嘉
璐
（
編
）﹃
魏
書

　第
三
冊
﹄（
漢
語
大
詞
典
：
上
海
︑
二
〇
〇
四
年
︑

一
二
六
九
頁
）︒

（
28
）  

﹃
唐
書
（
四
）﹄（
汲
古
書
院
：
東
京
︑
一
九
七
〇
年
︑
三
〇
七
頁
）︒

（
29
）  

許
嘉
璐
（
編
）﹃
新
唐
書

　第
八
冊
﹄（
漢
語
大
詞
典
：
上
海
︑
二
〇
〇
四
年
︑

四
四
八
二
頁
）︒

（
30
）  

許
嘉
璐
（
編
）﹃
宋
史

　第
十
二
冊
﹄（
漢
語
大
詞
典
：
上
海
︑
二
〇
〇
四
年
︑

七
八
五
九
頁
）︒

（
31
）  

﹃
類
林
研
究
﹄（
寧
夏
人
民
：
銀
川
︑
一
九
九
三
年
︑
三
〇
二
頁
）︒

（
32
）  

董
治
安
（
編
）﹃
唐
代
四
大
類
書
第
三
巻
﹄（
清
華
大
学
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
〇
三
年
︑

一
九
四
九
・
二
一
八
六
頁
）︒

（
33
）  

注
26
︑
一
九
二
～
一
九
三
頁
︒

（
34
）  

慧
嶽
法
師
（
編
審
）﹃
漢
訳
南
伝
大
蔵
経
第
65
冊
﹄（
元
亨
寺
：
高
雄
︑
一
九
九
八
年
︑

三
三
三
頁
）︒

（
35
）  

高
楠
博
士
功
績
記
念
会
（
纂
訳
）﹃
南
伝
大
蔵
経
第
60
冊
﹄（
大
蔵
出
版
：
東
京
︑

一
九
七
四
年
再
版
︑
三
七
〇
頁
）︒

（
36
）  
﹃
南
斉
書
﹄（
汲
古
書
院
：
東
京
︑
一
九
七
〇
年
︑
四
〇
〇
頁
）︒

（
37
）  
許
嘉
璐
（
編
）﹃
南
斉
書
﹄（
漢
語
大
詞
典
：
上
海
︑
二
〇
〇
四
年
︑
五
七
五
頁
）︒

（
38
）  

（
唐
）
白
居
易
（
撰
）﹃
白
氏
長
慶
集
﹄（
四
部
叢
刊
初
編
縮
本
一
六
三
～
一
六
四
︑
台

湾
商
務
：
台
北
︑
一
九
六
五
年
︑
二
八
一
頁
）︒

（
39
）  

佐
久
節
（
訳
註
）﹃
白
楽
天
全
詩
集
第
三
巻
﹄（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
：
東
京
︑
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（
65
）  

胡
志
昂
﹃
奈
良
万
葉
と
中
国
文
学
﹄（
笠
間
書
院
：
東
京
︑
一
九
九
八
年
︑
一
六
頁
）︒

（
66
）  

﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

　中
﹄（
塙
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
四
年
︑
一
〇
五
六
頁
）︒

（
67
）  

神
田
喜
一
郎
﹃
神
田
喜
一
郎
全
集
第
二
巻

　続
東
洋
学
説
林

　日
本
書
紀
古
訓
攷
証
﹄

（
同
朋
舎
：
京
都
︑
一
九
八
三
年
︑
八
〇
・
八
五
頁
）︒
初
出
は
﹁
ビ
ブ
リ
ア
﹂

一
九
四
九
年
一
月
︒

（
68
）  

﹃
日
蔵
古
抄
李
嶠
詠
物
詩
注
﹄（
上
海
古
籍
：
上
海
︑
一
九
九
八
年
︑
二
五
～
二
六
頁
）︒

（
69
）  

﹃
分
類
字
錦
﹄（
文
友
：
台
北
︑
一
九
六
七
年
︑
九
七
〇
頁
）︒

（
70
）  

﹃
百
科
用
語
分
類
大
辞
典
﹄（
上
海
古
籍
：
上
海
︑
一
九
八
九
年
︑
一
六
二
頁
）︒

（
71
）  

﹃
文
学
﹄（
一
九
六
六
年
七
月
︑
八
五
・
八
六
・
八
七
頁
）︒

（
72
）  

注
8
︑
一
〇
一
二
頁
︒

（
73
）  

注
8
︑
三
四
二
三
頁
︒

（
74
）  

﹃
駢
字
類
編
﹄（
台
湾
学
生
：
台
北
︑
一
九
六
三
年
︑
六
八
巻
︑
七
a
頁
）︒

（
75
）  

﹃
龍
鳳
湖
﹄（
新
世
紀
：
広
州
︑
一
九
九
五
年
︑
二
三
・
二
二
頁
）︒
原
文
は
中
国
語
︒

（
76
）  

忽
滑
谷
快
天
﹃
禅
学
思
想
史

　上
巻
﹄（
玄
黄
社
：
東
京
︑
一
九
二
五
年
︑
五
九
九
頁
）︒

（
77
）  

程
念
祺
﹃
国
家
力
量
与
中
国
経
済
的
歴
史
変
遷
﹄（
新
星
：
北
京
︑
二
〇
〇
六
年
︑

二
五
〇
頁
）︒
原
文
は
中
国
語
︒

（
78
）  

（
清
）
宋
琬
（
著
）
辛
鴻
義
（
他
点
校
）﹃
宋
琬
全
集
﹄（
斉
魯
書
社
：
済
南
︑

二
〇
〇
三
年
︑
二
九
三
頁
）︒

（
79
）  

︽
四
庫
未
収
書
輯
刊
︾
編
纂
委
員
会
（
編
）﹃
四
庫
未
収
書
輯
刊
柒
輯
弐
拾
陸
冊
﹄（
北

京
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
七
九
頁
）︒

（
80
）  

富
士
川
英
郎
（
他
編
）﹃
詩
集
日
本
漢
詩
第
八
巻
﹄（
汲
古
書
院
：
東
京
︑
一
九
八
五
年
︑

一
八
六
・
一
八
四
頁
）
所
収
︒

（
81
）  

吉
川
幸
次
郎
﹃
吉
川
幸
次
郎
全
集
第
十
七
巻
﹄（
筑
摩
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
九
年
︑

三
四
七
頁
）︒
初
出
は
﹃
文
学
﹄
一
九
六
五
年
十
月
︒

（
82
）  

﹃
洛
陽
三
怪
記
﹄（
弘
文
堂
：
東
京
︑
一
九
四
八
年
）︒

（
83
）  

﹃
文
学
界
﹄（
一
九
四
九
年
五
月
︑
一
〇
四
頁
）︒

（
84
）  

﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
月
報
﹄（
一
九
六
四
年
六
月
︑
七
・
八
頁
）︒

（
85
）  

﹃
東
南
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）﹄（
二
〇
〇
四
年
三
月
︑
一
一
二
頁
）︒
原
文

は
中
国
語
︒

（
86
）  

吉
川
幸
次
郎
﹃
吉
川
幸
次
郎
全
集
第
十
七
巻
﹄（
筑
摩
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
九
年
︑

七
四
頁
）
所
収
﹁
雑
感
︱
︱
﹁
懐
風
藻
﹂
そ
の
他
﹂︒

（
87
）  

夏
目
漱
石
﹃
初
期
の
文
章
及
詩
歌
俳
句
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
一
九
六
七
年
三
月
︑

八
八
二
～
八
八
三
頁
）
所
収
︒
同
年
五
月
︑
岩
波
新
書
の
一
冊
と
し
て
﹃
漱
石
詩
注
﹄

が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
小
論
は
︑
漱
石
全
集
本
に
よ
る
︒

（
88
）  

﹃
実
践
国
文
学
﹄（
一
九
九
六
年
十
月
︑
一
七
九
頁
）︒

（
89
）  

夏
目
漱
石
﹃
漱
石
全
集
第
十
六
巻

　別
冊
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
一
九
六
七
年
︑

七
四
九
頁
）︒

（
90
）  

﹃
日
本
足
利
学
校
蔵
宋
刊
明
州
本
六
臣
注
文
選
﹄（
人
民
文
学
：
北
京
︑
二
〇
〇
八
年
︑

一
九
三
〇
頁
）︒

（
91
）  

注
89
︑
七
四
八
頁
︒

（
92
）  

二
松
堂
：
東
京
︑
一
九
三
二
年
︑
二
〇
七
・
三
四
二
頁
︒

（
93
）  

﹃
千
葉
大
学
社
会
文
化
科
学
研
究
﹄（
二
〇
〇
〇
年
二
月
︑
一
四
頁
）︒

（
94
）  

注
32
︑
一
六
九
一
頁
︒

（
95
）  

鈴
木
虎
雄
（
訳
解
）﹃
玉
台
新
詠
集
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
一
九
五
六
年
︑
一
〇
七
頁
）︒

（
96
）  

（
宋
）
史
達
祖
（
撰
）
方
智
範
（
校
点
）﹃
梅
渓
詞
﹄（
上
海
古
籍
：
上
海
︑
一
九
八
五

年
︑
六
〇
頁
）︒

（
97
）  

注
87
︑
八
八
五
～
八
八
六
頁
︒

（
98
）  

古
典
研
究
会
﹃
和
刻
本
漢
籍
隨
筆
集
第
六
集
﹄（
汲
古
書
院
：
東
京
︑
一
九
七
三
年
︑

一
八
三
頁
）
所
収
︒

（
99
）  

﹃
酉
陽
雑
爼
4
﹄（
平
凡
社
：
東
京
︑
一
九
八
一
年
︑
五
五
頁
）︒

（
100
）  

注
87
︑
九
二
〇
・
九
二
一
頁
︒

（
101
）  

﹃
漱
石
詩
注
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
三
八
頁
）︒

（
102
）  

教
育
部
国
語
推
行
委
員
会
（
編
）﹃
教
育
部
異
体
字
字
典
光
碟
版
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）﹄（
教
育

部
：
台
北
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
字
号B00399

）︒

60

一
九
七
八
年
︑
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
）︒

（
40
）  
﹃
中
国
文
学
報
﹄（
一
九
六
五
年
四
月
︑
一
三
一
・
一
三
六
・
一
三
七
頁
）︒

（
41
）  
入
矢
義
高
（
他
著
）﹃
入
矢
教
授
・
小
川
教
授
退
休
記
念
中
国
文
学
語
学
論
集
﹄（
京

都
大
学
文
学
部
中
国
語
学
中
国
文
学
研
究
室
入
矢
教
授
小
川
教
授
退
休
記
念
会
：
京
都
︑

一
九
七
四
年
︑
四
頁
）
所
収
﹁
入
矢
義
高
教
授
年
譜
略
﹂︒

（
42
）  

注
24
︑
奥
付
︒

（
43
）  

注
5
︑
二
八
一
頁
︒

（
44
）  

景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
一
二
三
七
︑
台
湾
商
務
：
台
北
︑
一
九
八
六
年
︑
五
七
頁
︒
付

言
す
る
と
︑﹁
乗
吹
﹂
が
成
り
立
つ
背
景
と
し
て
︑
唐
詩
の
﹁
吹
﹂
の
用
法
を
見
逃
す
わ

け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒（
唐
）
韋
応
物
の
﹁
出
還
﹂
詩
に
お
け
る
﹁
寒
吹
﹂
に
つ
い

て
は
︑﹁
寒
風
也
﹂
と
い
う
注
釈
が
（
元
）
楊
士
弘
（
編
選
）・（
明
）
張
震
（
輯
注
）・（
明
）

顧
璘
（
評
点
）﹃
唐
音
評
注
﹄（
河
北
大
学
出
版
社
：
保
定
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
五
八
頁
）

に
よ
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑（
宋
）
毛
晃
（
増
註
）・（
宋
）
毛
居
正
（
重

増
）﹃
増
修
互
註
礼
部
韻
略
﹄（
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
二
三
七
︑
台
湾
商
務
：
台
北
︑

一
九
八
六
年
︑
四
八
二
頁
）
に
お
け
る
﹁
吹
﹂
の
見
出
し
に
﹁
風
也
﹂
と
い
う
解
釈
が

あ
る
︒
唐
の
八
世
紀
の
作
例
と
宋
の
辞
書
が
相
次
い
で
﹁
吹
﹂
＝
﹁
風
﹂
と
い
う
同
義

関
係
を
示
し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
基
盤
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑﹁
乗
吹
﹂
と
い
う
詩
語
を
醸

し
出
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

（
45
）  

注
5
︑
三
〇
九
頁
︒

（
46
）  

﹃
詩
家
推
敲
﹄（
勉
誠
社
：
東
京
︑
一
九
八
三
年
︑
七
九
頁
）︒

（
47
）  

（
宋
）
梅
堯
臣
（
著
）
朱
東
潤
（
編
年
校
注
）﹃
梅
堯
臣
集
編
年
校
注
﹄（
上
海
古
籍
：

上
海
︑
二
〇
〇
六
年
︑
三
二
六
頁
）︒

（
48
）  

注
5
︑
三
〇
四
頁
︒

（
49
）  

陳
貽
焮
（
編
）﹃
増
訂
注
釈
全
唐
詩

　第
五
冊
﹄（
文
化
芸
術
：
北
京
︑
二
〇
〇
一
年
︑

九
九
頁
）︒

（
50
）  

注
38
︑
八
頁
︒
大
江
匡
房
﹃
江
談
抄
﹄（
後
藤
昭
雄
（
他
校
注
）﹃
江
談
抄

　中
外

抄

　富
家
語
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
一
九
九
七
年
︑
一
〇
七
頁
））
に
は
︑
嵯
峨
天
皇

の
﹁
御
所
﹂
に
﹃
白
氏
文
集
﹄
が
﹁
秘
蔵
﹂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
が
あ
る
︒
な
お
︑﹁
平

安
人
の
唐
詩
の
受
容
は
︑
唐
詩
人
某
の
﹁
別
集
﹂
の
成
立
時
以
前
に
於
て
も
︑
既
に
そ

の
某
の
詩
の
一
首
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
接
し
︑
こ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
利
用
す
る

こ
と
も
あ
つ
た
﹂
と
い
う
﹁
推
定
﹂（
小
島
憲
之
﹁﹃
文
華
秀
麗
集
﹄
詩
注
︱
︱
第
一
回

第
（
1
）
の
詩
﹂（﹃
万
葉
﹄
一
九
八
三
年
一
月
︑
六
一
頁
））
も
傾
聴
に
値
し
よ
う
︒

（
51
）  

佐
久
節
（
訳
註
）﹃
白
楽
天
全
詩
集
第
一
巻
﹄（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
：
東
京
︑

一
九
七
八
年
︑
九
七
頁
）︒

（
52
）  

注
5
︑
二
一
九
頁
︒

（
53
）  

小
島
憲
之
﹁
こ
と
ば
の
﹁
性
格
﹂﹂（﹃
日
本
語
学
﹄
一
九
八
四
年
九
月
︑
六
頁
）︒

（
54
）  

﹃
錦
帯
書
及
其
他
二
種
﹄（
台
湾
商
務
：
台
北
︑
一
九
六
六
年
︑
一
頁
）︒

（
55
）  

﹃
顔
氏
家
訓
﹄（
明
徳
：
東
京
︑
一
九
八
二
年
︑
五
一
頁
）︒

（
56
）  

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
（
編
）﹃
国
史
大
辞
典
第
15
巻
上
：
補
遺
・
索
引
（
史
料
・

地
名
）﹄（
吉
川
弘
文
館
：
東
京
︑
一
九
九
六
年
︑
五
五
頁
）
所
収
神
田
信
夫
﹁
神
田
喜

一
郎
﹂︒

（
57
）  

注
9
︑
三
頁
︒

（
58
）  

程
郁
綴
（
他
訳
）﹃
日
本
填
詞
史
話
﹄（
北
京
大
学
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
〇
〇
年
）︒

（
59
）  

﹃
全
国
新
書
目
﹄（
二
〇
〇
一
年
四
期
︑
五
頁
）︒
原
文
は
中
国
語
︒

（
60
）  

﹃
文
学
﹄
一
九
六
六
年
七
月
︑
八
二
・
八
七
頁
︒﹃
神
田
喜
一
郎
全
集
第
九
巻

　墨
林

閒
話

　敦
煌
学
五
十
年
﹄（
同
朋
舎
：
京
都
︑
一
九
八
六
年
︑
一
一
六
頁
）︒

（
61
）  

与
謝
野
寛
（
他
編
纂
校
訂
）﹃
懐
風
藻

　凌
雲
集

　文
華
秀
麗
集

　経
国
集

　本
朝
麗

藻
﹄（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
：
東
京
︑
一
九
二
六
年
︑
一
七
三
頁
）︒

（
62
）  

﹃
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
1

　日
本
填
詞
史
話
﹄（
二
玄
社
：
東
京
︑
一
九
六
五
年
︑

一
二
頁
）︒

（
63
）  
﹃
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学

　下
3
︱
︱
弘
仁
・
天
長
期
の
文
学
を
中
心
と
し
て
﹄（
塙

書
房
：
東
京
︑
一
九
九
八
年
︑
四
一
一
六
～
四
一
一
七
頁
）︒

（
64
）  

柳
瀬
喜
代
志
（
編
著
）﹃
李
嶠
百
二
十
詠
索
引
﹄（
東
方
書
店
：
東
京
︑
一
九
九
一
年
︑

六
二
～
六
三
頁
）︒
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（
65
）  
胡
志
昂
﹃
奈
良
万
葉
と
中
国
文
学
﹄（
笠
間
書
院
：
東
京
︑
一
九
九
八
年
︑
一
六
頁
）︒

（
66
）  

﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

　中
﹄（
塙
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
四
年
︑
一
〇
五
六
頁
）︒

（
67
）  

神
田
喜
一
郎
﹃
神
田
喜
一
郎
全
集
第
二
巻

　続
東
洋
学
説
林

　日
本
書
紀
古
訓
攷
証
﹄

（
同
朋
舎
：
京
都
︑
一
九
八
三
年
︑
八
〇
・
八
五
頁
）︒
初
出
は
﹁
ビ
ブ
リ
ア
﹂

一
九
四
九
年
一
月
︒

（
68
）  

﹃
日
蔵
古
抄
李
嶠
詠
物
詩
注
﹄（
上
海
古
籍
：
上
海
︑
一
九
九
八
年
︑
二
五
～
二
六
頁
）︒

（
69
）  

﹃
分
類
字
錦
﹄（
文
友
：
台
北
︑
一
九
六
七
年
︑
九
七
〇
頁
）︒

（
70
）  

﹃
百
科
用
語
分
類
大
辞
典
﹄（
上
海
古
籍
：
上
海
︑
一
九
八
九
年
︑
一
六
二
頁
）︒

（
71
）  

﹃
文
学
﹄（
一
九
六
六
年
七
月
︑
八
五
・
八
六
・
八
七
頁
）︒

（
72
）  

注
8
︑
一
〇
一
二
頁
︒

（
73
）  

注
8
︑
三
四
二
三
頁
︒

（
74
）  

﹃
駢
字
類
編
﹄（
台
湾
学
生
：
台
北
︑
一
九
六
三
年
︑
六
八
巻
︑
七
a
頁
）︒

（
75
）  

﹃
龍
鳳
湖
﹄（
新
世
紀
：
広
州
︑
一
九
九
五
年
︑
二
三
・
二
二
頁
）︒
原
文
は
中
国
語
︒

（
76
）  

忽
滑
谷
快
天
﹃
禅
学
思
想
史

　上
巻
﹄（
玄
黄
社
：
東
京
︑
一
九
二
五
年
︑
五
九
九
頁
）︒

（
77
）  

程
念
祺
﹃
国
家
力
量
与
中
国
経
済
的
歴
史
変
遷
﹄（
新
星
：
北
京
︑
二
〇
〇
六
年
︑

二
五
〇
頁
）︒
原
文
は
中
国
語
︒

（
78
）  

（
清
）
宋
琬
（
著
）
辛
鴻
義
（
他
点
校
）﹃
宋
琬
全
集
﹄（
斉
魯
書
社
：
済
南
︑

二
〇
〇
三
年
︑
二
九
三
頁
）︒

（
79
）  

︽
四
庫
未
収
書
輯
刊
︾
編
纂
委
員
会
（
編
）﹃
四
庫
未
収
書
輯
刊
柒
輯
弐
拾
陸
冊
﹄（
北

京
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
七
九
頁
）︒

（
80
）  

富
士
川
英
郎
（
他
編
）﹃
詩
集
日
本
漢
詩
第
八
巻
﹄（
汲
古
書
院
：
東
京
︑
一
九
八
五
年
︑

一
八
六
・
一
八
四
頁
）
所
収
︒

（
81
）  

吉
川
幸
次
郎
﹃
吉
川
幸
次
郎
全
集
第
十
七
巻
﹄（
筑
摩
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
九
年
︑

三
四
七
頁
）︒
初
出
は
﹃
文
学
﹄
一
九
六
五
年
十
月
︒

（
82
）  

﹃
洛
陽
三
怪
記
﹄（
弘
文
堂
：
東
京
︑
一
九
四
八
年
）︒

（
83
）  

﹃
文
学
界
﹄（
一
九
四
九
年
五
月
︑
一
〇
四
頁
）︒

（
84
）  

﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
月
報
﹄（
一
九
六
四
年
六
月
︑
七
・
八
頁
）︒

（
85
）  

﹃
東
南
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）﹄（
二
〇
〇
四
年
三
月
︑
一
一
二
頁
）︒
原
文

は
中
国
語
︒

（
86
）  

吉
川
幸
次
郎
﹃
吉
川
幸
次
郎
全
集
第
十
七
巻
﹄（
筑
摩
書
房
：
東
京
︑
一
九
六
九
年
︑

七
四
頁
）
所
収
﹁
雑
感
︱
︱
﹁
懐
風
藻
﹂
そ
の
他
﹂︒

（
87
）  

夏
目
漱
石
﹃
初
期
の
文
章
及
詩
歌
俳
句
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
一
九
六
七
年
三
月
︑

八
八
二
～
八
八
三
頁
）
所
収
︒
同
年
五
月
︑
岩
波
新
書
の
一
冊
と
し
て
﹃
漱
石
詩
注
﹄

が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
小
論
は
︑
漱
石
全
集
本
に
よ
る
︒

（
88
）  

﹃
実
践
国
文
学
﹄（
一
九
九
六
年
十
月
︑
一
七
九
頁
）︒

（
89
）  

夏
目
漱
石
﹃
漱
石
全
集
第
十
六
巻

　別
冊
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
一
九
六
七
年
︑

七
四
九
頁
）︒

（
90
）  

﹃
日
本
足
利
学
校
蔵
宋
刊
明
州
本
六
臣
注
文
選
﹄（
人
民
文
学
：
北
京
︑
二
〇
〇
八
年
︑

一
九
三
〇
頁
）︒

（
91
）  

注
89
︑
七
四
八
頁
︒

（
92
）  

二
松
堂
：
東
京
︑
一
九
三
二
年
︑
二
〇
七
・
三
四
二
頁
︒

（
93
）  

﹃
千
葉
大
学
社
会
文
化
科
学
研
究
﹄（
二
〇
〇
〇
年
二
月
︑
一
四
頁
）︒

（
94
）  

注
32
︑
一
六
九
一
頁
︒

（
95
）  

鈴
木
虎
雄
（
訳
解
）﹃
玉
台
新
詠
集
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
一
九
五
六
年
︑
一
〇
七
頁
）︒

（
96
）  

（
宋
）
史
達
祖
（
撰
）
方
智
範
（
校
点
）﹃
梅
渓
詞
﹄（
上
海
古
籍
：
上
海
︑
一
九
八
五

年
︑
六
〇
頁
）︒

（
97
）  

注
87
︑
八
八
五
～
八
八
六
頁
︒

（
98
）  

古
典
研
究
会
﹃
和
刻
本
漢
籍
隨
筆
集
第
六
集
﹄（
汲
古
書
院
：
東
京
︑
一
九
七
三
年
︑

一
八
三
頁
）
所
収
︒

（
99
）  
﹃
酉
陽
雑
爼
4
﹄（
平
凡
社
：
東
京
︑
一
九
八
一
年
︑
五
五
頁
）︒

（
100
）  
注
87
︑
九
二
〇
・
九
二
一
頁
︒

（
101
）  

﹃
漱
石
詩
注
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
三
八
頁
）︒

（
102
）  

教
育
部
国
語
推
行
委
員
会
（
編
）﹃
教
育
部
異
体
字
字
典
光
碟
版
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）﹄（
教
育

部
：
台
北
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
字
号B00399

）︒
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一

　は
じ
め
に

問
題
の
所
在
―
―
な
ぜ
山
県
有
朋
の
館
な
の
か

　権
力
者
は
︑
そ
れ
が
政
治
的
人
間
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
︑
政
治
的
空
間
の

な
か
に
暮
ら
し
て
い
る
し
︑
逆
に
彼
／
彼
女
の
暮
ら
す
空
間
は
政
治
化
さ
れ
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
空
間
は
ど
の
よ
う
に
政
治
的
意
味
付
け
を

獲
得
し
︑
ど
の
程
度
政
治
的
に
機
能
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
は
こ
う
し
た

政
治
と
空
間
︑
特
に
権
力
者
と
そ
の
館
と
の
連
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
読
せ
ん

と
試
み
る
も
の
で
あ
る（

1
）

︒

　本
稿
が
事
例
と
す
る
の
は
山
県
有
朋
と
そ
の
館
で
あ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑

山
県
有
朋
は
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
政
治
史
を
語
る
に
あ
た
っ
て
欠

く
こ
と
の
で
き
ぬ
人
物
で
あ
る
︒
一
八
三
八
（
天
保
九
）
年
に
長
州
藩
に
出
生

し
て
か
ら
︑
奇
兵
隊
に
参
加
し
て
倒
幕
運
動
に
参
与
し
︑
明
治
政
府
に
お
い
て

陸
軍
卿
︑
内
務
大
臣
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
て
か
ら
首
相
︑
枢
密
院
議
長
を
務

め
︑
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
に
亡
く
な
る
ま
で
元
老
と
し
て
活
躍
し
た（

2
）

︒

陸
軍
を
中
心
と
す
る
彼
の
人
脈
は
外
部
か
ら
は
﹁
山
県
閥
﹂
と
呼
ば
れ
︑
か
つ

て
は
﹁
軍
国
主
義
﹂
の
淵
源
と
し
て
語
ら
れ
︑
現
在
で
も
戦
前
の
政
党
政
治
の

隆
盛
に
対
す
る
主
た
る
対
抗
勢
力
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（

3
）

︒
近
代
日
本
の
権

力
者
の
代
表
例
と
し
て
山
県
に
不
足
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　加
え
て
︑
山
県
は
近
代
日
本
の
権
力
者
た
ち
の
な
か
で
も
特
に
空
間
に
興
味

を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
そ
の
空
間
の
魅
力
は
︑
日
本
に
お
け
る
西
洋
建
築
史

研
究
の
尖
端
た
る
べ
し
と
期
待
さ
れ
て
い
た
鈴
木
博
之
が
︑
一
九
八
〇
年
代
後

半
ご
ろ
か
ら
﹁﹁
維
新
の
立
役
者
の
中
で
は
山
県
有
朋
が
い
い
﹂
と
か
︑﹁
小
川

治
兵
衛
の
庭
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
︑
鞍
馬
（
？
〘
マ
マ
〙）

の
谷
川
を
見
に
行
っ
て
き

た
﹂
と
か
︑
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
い
は
じ
め（

4
）

﹂（
藤
森
照
信
）︑
日
本

山
県
有
朋
と
そ
の
館

佐
藤

　信

62

（
103
）  

注
8
︑
三
四
六
三
頁
︒

（
104
）  
互
盟
社
：
東
京
︑
一
九
一
四
年
︑
二
五
頁
︒
な
お
︑﹃
白
氏
長
慶
集
﹄（
注
38
︑
一
三
四

頁
）
に
も
﹁
嗒
然
﹂
と
見
え
る
︒

（
105
）  

中
華
漢
語
工
具
書
書
庫
編
輯
委
員
会
（
編
）﹃
中
華
漢
語
工
具
書
書
庫
第
53
冊
﹄（
安

徽
教
育
：
合
肥
︑
二
〇
〇
二
年
︑
三
六
〇
頁
）︒

（
106
）  

注
89
︑
七
四
九
頁
︒

（
107
）  

于
光
華
（
編
）﹃
重
訂
文
選
集
評
﹄（
一
七
八
六
年
︑
世
寿
堂
：
晋
陵
︑
巻
十
一
︑ 

五

b
頁
）︒

（
108
）  

注
87
︑
九
七
二
～
九
七
三
・
九
〇
二
頁
︒

（
109
）  

﹃
考
古
学
報
﹄（
一
九
七
九
年
二
期
︑
一
五
五
頁
）︒

（
110
）  

注
8
︑
三
六
〇
頁
︒

（
111
）  

景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
八
八
九
︑
台
湾
商
務
：
台
北
︑
一
九
八
六
年
︑
六
〇
二
頁
︒

（
112
）  

﹃
漢
語
逍
遥
﹄（
岩
波
書
店
：
東
京
︑
一
九
九
八
年
︑
二
六
八
頁
）︒

付
記　引

用
す
る
際
︑
漢
字
は
な
る
べ
く
日
本
の
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
本
稿
は
日
本
比
較
文
化

学
会
全
国
大
会
（
二
〇
一
四
年
六
月
十
四
日
）
お
よ
び
国
立
台
湾
大
学
語
彙
研
究
会
特
別
大

会
（
二
〇
一
五
年
三
月
八
日
）
で
の
口
頭
発
表
を
修
正
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
台
湾

行
政
院
科
技
部
補
助
専
題
研
究
計
画
（N

SC
102-2410-H

-130-015-

）
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
︒
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一

　は
じ
め
に

問
題
の
所
在
―
―
な
ぜ
山
県
有
朋
の
館
な
の
か

　権
力
者
は
︑
そ
れ
が
政
治
的
人
間
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
︑
政
治
的
空
間
の

な
か
に
暮
ら
し
て
い
る
し
︑
逆
に
彼
／
彼
女
の
暮
ら
す
空
間
は
政
治
化
さ
れ
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
空
間
は
ど
の
よ
う
に
政
治
的
意
味
付
け
を

獲
得
し
︑
ど
の
程
度
政
治
的
に
機
能
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
は
こ
う
し
た

政
治
と
空
間
︑
特
に
権
力
者
と
そ
の
館
と
の
連
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
読
せ
ん

と
試
み
る
も
の
で
あ
る（

1
）

︒

　本
稿
が
事
例
と
す
る
の
は
山
県
有
朋
と
そ
の
館
で
あ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑

山
県
有
朋
は
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
政
治
史
を
語
る
に
あ
た
っ
て
欠

く
こ
と
の
で
き
ぬ
人
物
で
あ
る
︒
一
八
三
八
（
天
保
九
）
年
に
長
州
藩
に
出
生

し
て
か
ら
︑
奇
兵
隊
に
参
加
し
て
倒
幕
運
動
に
参
与
し
︑
明
治
政
府
に
お
い
て

陸
軍
卿
︑
内
務
大
臣
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
て
か
ら
首
相
︑
枢
密
院
議
長
を
務

め
︑
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
に
亡
く
な
る
ま
で
元
老
と
し
て
活
躍
し
た（

2
）

︒

陸
軍
を
中
心
と
す
る
彼
の
人
脈
は
外
部
か
ら
は
﹁
山
県
閥
﹂
と
呼
ば
れ
︑
か
つ

て
は
﹁
軍
国
主
義
﹂
の
淵
源
と
し
て
語
ら
れ
︑
現
在
で
も
戦
前
の
政
党
政
治
の

隆
盛
に
対
す
る
主
た
る
対
抗
勢
力
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（

3
）

︒
近
代
日
本
の
権

力
者
の
代
表
例
と
し
て
山
県
に
不
足
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　加
え
て
︑
山
県
は
近
代
日
本
の
権
力
者
た
ち
の
な
か
で
も
特
に
空
間
に
興
味

を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
そ
の
空
間
の
魅
力
は
︑
日
本
に
お
け
る
西
洋
建
築
史

研
究
の
尖
端
た
る
べ
し
と
期
待
さ
れ
て
い
た
鈴
木
博
之
が
︑
一
九
八
〇
年
代
後

半
ご
ろ
か
ら
﹁﹁
維
新
の
立
役
者
の
中
で
は
山
県
有
朋
が
い
い
﹂
と
か
︑﹁
小
川

治
兵
衛
の
庭
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
︑
鞍
馬
（
？
〘
マ
マ
〙）

の
谷
川
を
見
に
行
っ
て
き

た
﹂
と
か
︑
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
い
は
じ
め（

4
）

﹂（
藤
森
照
信
）︑
日
本

山
県
有
朋
と
そ
の
館

佐
藤

　信
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降
の
彼
の
権
力
の
館
に
注
目
す
る
︒

　一
点
注
意
を
要
す
る
の
は
︑
後
に
見
る
よ
う
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
館
の
成
立
時

期
に
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
り
︑
ま
た
鈴
木
の
役
割
別
利
用
説
自
体
に
も
再
考

の
余
地
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
実
際
の
山
県
の
館
の
利
用
を
見
て
み
れ
ば
︑
山

県
は
こ
れ
ら
の
館
を
う
ま
く
使
い
分
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
新
々
亭
や
山

県
農
場
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
し（

10
）

︑
他
の
館
の
役
割
も
時
期
に

よ
っ
て
変
化
し
た
︒
詳
し
く
は
︑
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
︒

研
究
枠
組

　本
研
究
で
は
︑﹃
山
県
有
朋
関
係
文
書（

11
）

﹄
と
﹁
田
中
光
顕
関
係
文
書（

12
）

﹂
に
お

け
る
書
簡
を
中
心
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
館
の
役
割
が
い
か
に
変
化
し
た
か
を
追
跡

す
る
︒
こ
こ
で
主
と
し
て
書
簡
を
用
い
る
の
は
︑
館
に
お
け
る
政
治
的
活
動
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
︑
山
県
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い

た
か
︑
宛
名
を
通
し
て
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る（

13
）

︒
例
え
ば
︑

山
県
が
同
じ
よ
う
に
椿
山
荘
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
で
も
︑
山
県
に
対
し
て

﹁
山
県
大
将
﹂
と
書
く
人
も
い
れ
ば
︑﹁
芽
城
様
﹂（
椿
山
荘
が
あ
っ
た
目
白
の
こ

と
）
と
か
︑﹁
椿
山
荘
主
﹂
と
か
︑
時
期
や
差
出
人
に
よ
っ
て
は
﹁
無
隣
庵
主
﹂

と
書
く
人
も
い
る
︒
つ
ま
り
︑
書
簡
の
宛
名
は
現
実
の
滞
在
場
所
だ
け
で
な
く
︑

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
映
し
出
す
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
で
山
県
が
ど

の
館
と
関
連
付
け
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
︑
ひ
い
て
は
館
が
ど
の
よ
う
に
認
識

さ
れ
て
い
る
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
部
分
を

子
細
に
観
察
す
る
こ
と
で
︑
権
力
者
の
館
の
動
態
に
迫
っ
て
み
た
い
︒

　
二

　椿
山
荘

椿
山
荘
の
成
立

　山
県
が
兵
部
大
輔
に
任
じ
ら
れ
た
と
き
︑
上
京
し
た
彼
は
龍
閑
橋
付
近
（
現

在
の
神
田
附
近
）
の
厚
東
次
郎
助
の
も
と
に
寄
宿
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
と

い
う
が（

14
）

︑﹃
太
政
官
職
員
録
﹄
に
よ
れ
ば
や
が
て
そ
の
東
京
に
お
け
る
館
は

﹁
麹
町
区
富
士
見
町
一
丁
目
一
番
地
﹂
へ
と
移
っ
た
︒
た
だ
し
︑
五
番
町
の
邸

宅
を
利
用
す
る
な
ど
（
新
椿
山
荘
の
箇
所
で
後
述
）︑
そ
の
住
居
は
安
定
し
な

か
っ
た
︒
富
士
見
町
や
五
番
町
の
土
地
自
体
は
そ
の
後
も
所
有
さ
れ
た
よ
う
だ

が（
15
）

︑
山
県
の
住
居
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
か
な
か
安
定
し
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
当
時

の
山
県
宛
書
簡
の
宛
名
に
﹁
無
隣
庵
﹂
を
含
む
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
看
取
さ
れ
よ
う（

16
）

︒﹁
無
隣
庵
﹂
と
は
彼
の
長
州
に
お
け
る
住
ま
い
で
あ
っ
て
︑

こ
の
宛
名
は
周
囲
の
彼
の
住
ま
い
の
イ
メ
ー
ジ
が
富
士
見
町
や
五
番
町
の
邸
宅

に
は
固
着
せ
ず
︑
か
つ
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
ず
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
か
ら

で
あ
る
︒

　こ
の
こ
と
は
我
々
に
さ
っ
そ
く
教
訓
を
与
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
宛
名
は
固

着
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
拠
る
た
め
に
︑
宛
名
に
﹁
芽
城
様
﹂
や
﹁
椿
山
荘
主
﹂
と

書
か
れ
て
い
て
も
︑
山
県
の
実
際
の
居
場
所
が
別
の
と
こ
ろ
︑
例
え
ば
大
臣
官

舎
や
総
理
大
臣
官
邸
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
実
際
︑

64

建
築
史
へ
と
大
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
︒
こ

う
し
た
山
県
を
め
ぐ
る
空
間
は
︑
権
力
者
と
空
間
に
つ
い
て
の
尖
端
的
事
例
を

提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
︒

　実
際
︑
山
県
の
椿
山
荘
︑
無
隣
庵
︑
古
稀
庵
の
庭
園
は
高
い
評
価
を
受
け
︑

な
か
で
も
無
隣
庵
の
庭
は
︑
そ
れ
を
作
庭
し
た
七
代
目
小
川
治
兵
衛
に
と
っ
て

新
た
な
作
庭
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
画
期
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

5
） 

（
椿
山

荘
︑
古
稀
庵
の
作
庭
は
岩
本
勝
五
郎
で
あ
る
）︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら

の
空
間
づ
く
り
は
あ
く
ま
で
山
県
の
趣
味
人
と
し
て
の
性
格
を
表
す
も
の
と
さ

れ
︑
政
治
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
同
じ
人

間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
︑
政
治
の
世
界
と
趣
味
の
世
界
と
が

隔
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
い（

6
）

︒
筆
者
個
人
と
し
て
は
︑
政
治

自
体
を
ア
ク
タ
ー
の
個
人
的
人
格
を
も
含
ん
だ
営
為
と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
だ

と
も
思
う
︒
だ
が
︑
仮
に
政
治
の
世
界
と
趣
味
の
世
界
を
別
物
と
し
て
捉
え
る

に
せ
よ
︑
空
間
と
い
う
も
の
は
政
治
か
趣
味
か
と
い
う
本
来
の
目
的
を
越
え
て
︑

双
方
を
覆
う
︒
例
え
ば
︑
い
か
に
趣
味
性
が
強
い
空
間
で
あ
ろ
う
と
も
︑
そ
れ

は
政
治
的
に
も
利
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
観
点
か
ら
︑
本
稿
で
は

山
県
の
館
を
︑
あ
く
ま
で
政
治
家
・
山
県
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
て
み
た
い（

7
）

︒

館
の
概
要

　本
論
に
入
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
山
県
の
館
の
全
体
像
を
一
望
し
て
お
き
た

い
︒
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
山
県
は
い
く
つ
か
の
館
を
持
っ
て
い
た
た
め
︑

と
も
す
れ
ば
混
乱
が
生
じ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
館
を
ま
と
め
て
整

理
し
た
も
の
と
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
鈴
木
博
之
の
研
究
が
最
も
優
れ

て
い
る（

8
）

︒
鈴
木
は
元
勲
の
館
の
あ
り
方
を
イ
ギ
リ
ス
貴
族
の
そ
れ
と
重
ね
て
捉

え
る
こ
と
で
︑
以
下
の
よ
う
な
整
理
を
提
示
し
た
︒

本
邸 

 

椿
山
荘
（
一
八
八
七
～
一
九
一
八
）
↓
新
椿
山
荘
（
一
九
一
七
・ 

十
一
～
）

東
京
別
邸 

新
々
亭
（
一
八
九
二
頃
～
）

京
都
別
邸 

第
二
次
無
隣
庵
（
一
八
九
一
・
七
～
一
八
九
二
・
十
一
）

 

↓
第
三
次
無
隣
庵
（
一
八
九
六
・
十
二
～
）

湘
南
別
荘 

 

小
淘
庵（
一
八
八
七
頃
～
一
九
〇
七
）↓
古
稀
庵（
一
九
〇
七
～
）

農
場 

那
須
山
県
農
場
（
一
八
八
二
～
）

　鈴
木
は
︑
こ
う
し
た
役
割
別
の
邸
宅
配
置
に
つ
い
て
﹁
東
京
に
本
邸
を
構
え
︑

京
都
に
別
邸
を
も
ち
︑
そ
の
他
に
農
場
と
カ
ン
ト
リ
ー
・
ハ
ウ
ス
を
も
つ
と
い

う
形
式
が
明
治
期
の
上
層
階
級
に
と
っ
て
の
理
想
形
式
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
﹂

と
述
べ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
無
隣
庵
が
第
二
次
や
第
三
次
と
な
っ
て
い
る
の

は
︑
初
め
の
無
隣
庵
は
山
県
の
故
郷
で
あ
る
長
州
吉
田
の
清
水
山
に
営
ま
れ
た

た
め
で
あ
る
︒
近
年
の
研
究
で
は
原
風
景
研
究
を
反
映
し
て
︑
長
州
の
風
土
や

地
形
と
山
県
の
庭
園
と
の
連
関
を
見
出
そ
う
と
す
る
研
究
も
あ
り（

9
）

︑
故
郷
の
風

景
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
︑
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
明
治
期
以
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降
の
彼
の
権
力
の
館
に
注
目
す
る
︒

　一
点
注
意
を
要
す
る
の
は
︑
後
に
見
る
よ
う
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
館
の
成
立
時

期
に
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
り
︑
ま
た
鈴
木
の
役
割
別
利
用
説
自
体
に
も
再
考

の
余
地
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
実
際
の
山
県
の
館
の
利
用
を
見
て
み
れ
ば
︑
山

県
は
こ
れ
ら
の
館
を
う
ま
く
使
い
分
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
新
々
亭
や
山

県
農
場
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
し（

10
）

︑
他
の
館
の
役
割
も
時
期
に

よ
っ
て
変
化
し
た
︒
詳
し
く
は
︑
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
︒

研
究
枠
組

　本
研
究
で
は
︑﹃
山
県
有
朋
関
係
文
書（

11
）

﹄
と
﹁
田
中
光
顕
関
係
文
書（

12
）

﹂
に
お

け
る
書
簡
を
中
心
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
館
の
役
割
が
い
か
に
変
化
し
た
か
を
追
跡

す
る
︒
こ
こ
で
主
と
し
て
書
簡
を
用
い
る
の
は
︑
館
に
お
け
る
政
治
的
活
動
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
︑
山
県
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い

た
か
︑
宛
名
を
通
し
て
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る（

13
）

︒
例
え
ば
︑

山
県
が
同
じ
よ
う
に
椿
山
荘
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
で
も
︑
山
県
に
対
し
て

﹁
山
県
大
将
﹂
と
書
く
人
も
い
れ
ば
︑﹁
芽
城
様
﹂（
椿
山
荘
が
あ
っ
た
目
白
の
こ

と
）
と
か
︑﹁
椿
山
荘
主
﹂
と
か
︑
時
期
や
差
出
人
に
よ
っ
て
は
﹁
無
隣
庵
主
﹂

と
書
く
人
も
い
る
︒
つ
ま
り
︑
書
簡
の
宛
名
は
現
実
の
滞
在
場
所
だ
け
で
な
く
︑

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
映
し
出
す
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
で
山
県
が
ど

の
館
と
関
連
付
け
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
︑
ひ
い
て
は
館
が
ど
の
よ
う
に
認
識

さ
れ
て
い
る
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
部
分
を

子
細
に
観
察
す
る
こ
と
で
︑
権
力
者
の
館
の
動
態
に
迫
っ
て
み
た
い
︒

　
二

　椿
山
荘

椿
山
荘
の
成
立

　山
県
が
兵
部
大
輔
に
任
じ
ら
れ
た
と
き
︑
上
京
し
た
彼
は
龍
閑
橋
付
近
（
現

在
の
神
田
附
近
）
の
厚
東
次
郎
助
の
も
と
に
寄
宿
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
と

い
う
が（

14
）

︑﹃
太
政
官
職
員
録
﹄
に
よ
れ
ば
や
が
て
そ
の
東
京
に
お
け
る
館
は

﹁
麹
町
区
富
士
見
町
一
丁
目
一
番
地
﹂
へ
と
移
っ
た
︒
た
だ
し
︑
五
番
町
の
邸

宅
を
利
用
す
る
な
ど
（
新
椿
山
荘
の
箇
所
で
後
述
）︑
そ
の
住
居
は
安
定
し
な

か
っ
た
︒
富
士
見
町
や
五
番
町
の
土
地
自
体
は
そ
の
後
も
所
有
さ
れ
た
よ
う
だ

が（
15
）

︑
山
県
の
住
居
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
か
な
か
安
定
し
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
当
時

の
山
県
宛
書
簡
の
宛
名
に
﹁
無
隣
庵
﹂
を
含
む
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
看
取
さ
れ
よ
う（

16
）

︒﹁
無
隣
庵
﹂
と
は
彼
の
長
州
に
お
け
る
住
ま
い
で
あ
っ
て
︑

こ
の
宛
名
は
周
囲
の
彼
の
住
ま
い
の
イ
メ
ー
ジ
が
富
士
見
町
や
五
番
町
の
邸
宅

に
は
固
着
せ
ず
︑
か
つ
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
ず
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
か
ら

で
あ
る
︒

　こ
の
こ
と
は
我
々
に
さ
っ
そ
く
教
訓
を
与
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
宛
名
は
固

着
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
拠
る
た
め
に
︑
宛
名
に
﹁
芽
城
様
﹂
や
﹁
椿
山
荘
主
﹂
と

書
か
れ
て
い
て
も
︑
山
県
の
実
際
の
居
場
所
が
別
の
と
こ
ろ
︑
例
え
ば
大
臣
官

舎
や
総
理
大
臣
官
邸
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
実
際
︑
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　こ
う
し
た
両
者
の
緊
密
な
関
係
は
︑
山
県
が
古
稀
庵
を
︑
田
中
が
静
岡
県
岩

淵
に
古
谿
荘
を
営
み
︑
行
き
来
が
希
薄
に
な
る
と
︑﹁
御
無
沙
汰（

26
）

﹂
に
な
り
︑

田
中
は
や
が
て
財
政
的
理
由
か
ら
芭
蕉
庵
を
手
放
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
書
簡
を

見
る
限
り
︑
両
者
の
関
係
が
悪
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら（

27
）

︑
山
県
と
田
中
と

の
関
係
の
推
移
は
︑
邸
宅
の
物
理
的
近
接
が
人
的
接
触
の
頻
度
と
親
密
性
に
い

か
に
影
響
を
与
え
る
か
の
一
つ
の
例
証
と
な
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
よ
う
な

近
接
の
効
果
を
知
れ
ば
︑
そ
れ
を
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
出
て
く

る
の
も
当
然
で
︑
古
稀
庵
の
場
合
に
は
そ
れ
が
端
的
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
（
後
述
）︒

　
三

　無
隣
庵
の
成
立（

28
）

第
三
次
無
隣
庵
の
成
立
と
そ
の
意
義

　山
県
は
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
五
月
に
首
相
の
職
を
辞
し
て
か
ら
︑

そ
の
七
月
に
京
都
木
屋
町
二
条
の
旧
角
倉
別
邸
を
取
得
し
︑
無
隣
庵
と
名
付
け

た
︒
い
わ
ゆ
る
第
二
次
無
隣
庵
で
あ
る
︒
翌
年
の
書
簡
中
に
﹁
加
茂
川
も
已
に

落
着
仕
候
由（

29
）

﹂
と
い
う
文
言
が
あ
る
の
は
こ
の
館
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ

の
館
は
︑
敷
地
の
拡
張
が
叶
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り（

30
）

︑
一
八
九
二
年

十
一
月
に
は
売
却
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
第
二
次
無
隣
庵
が
機
能
し
て
い
た
の
は

一
年
余
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　た
だ
し
︑
書
簡
は
そ
の
期
間
の
前
に
も
︑
後
に
も
︑
山
県
が
同
邸
を
利
用
し

て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
一
八
八
九
年
四
月
の
山
県
宛
品

川
弥
二
郎
書
簡
に
﹁
く
れ
〳
〵
も
他
日
高
瀬
頭
し
ら
の
御
別
荘
を
思
ひ
出
し
て

現
今
之
御
摂
養
が
専
要
な
り（

31
）

﹂
と
あ
る
の
は
︑
こ
の
頃
に
は
少
な
く
と
も
地
所

の
選
定
が
済
ん
で
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
（
後
述
の
通
り
︑
一
八
八
八
年
以

前
ま
で
遡
る
可
能
性
も
あ
る
）︒
さ
ら
に
︑
一
八
九
三
年
の
書
簡
中
に
は
﹁
木
屋

町
御
邸
﹂
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
お
り（

32
）

︑
こ
ち
ら
は
第
二
次
無
隣
庵
が
売
却

後
も
し
ば
ら
く
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
︒
こ
う
し
て
見
る
と
︑
第
二

次
無
隣
庵
の
実
質
的
稼
働
期
間
は
一
八
八
八
年
か
ら
一
八
九
三
年
ま
で
延
長
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
︒

　と
は
い
え
︑
そ
の
後
長
く
使
わ
れ
た
第
三
次
無
隣
庵
が
第
二
次
無
隣
庵
と
比

較
し
て
圧
倒
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
第
三
次
無
隣
庵
の
建
設
地

に
南
禅
寺
畔
の
土
地
が
検
討
さ
れ
た
の
は
︑
第
二
次
無
隣
庵
の
地
所
が
売
却
さ

れ
て
す
ぐ
の
こ
と
で
あ
る
︒
一
八
九
三
年
三
月
の
田
中
光
顕
宛
て
の
書
簡
に
は

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

﹁
扨
︑
来
月
比
よ
り
生
野
辺
御
巡
游
之
企
図
被
相
立
候
趣
了
承
︒
其
節
京

師
南
禅
寺
畔
別
墅
え
玉
杖
を
留
め
ら
る
へ
き
思
召
被
仰
聞
︑
是
亦
老
生
之

大
に
所
望
に
付
︑
早
速
久
原
え
此
趣
申
遣
し
可
置
に
付
︑
御
出
発
前
同
人

え
御
一
報
相
成
候
様
所
願
候（

33
）

﹂

　邸
宅
に
つ
い
て
山
県
の
全
幅
の
信
頼
を
得
て
い
た
田
中
光
顕
は
︑
地
所
の
選

66

時
期
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
山
県
は
大
臣
な
ど
要
職
に
あ
る
間
︑

し
ば
し
ば
官
舎
を
利
用
し
た
︒
官
舎
へ
の
居
住
は
椿
山
荘
が
完
成
し
て
か
ら
も

変
わ
る
こ
と
が
な
く
︑
山
県
が
官
舎
か
ら
椿
山
荘
に
戻
る
こ
と
を
﹁
帰
山
﹂
と

呼
ん
で
い
た
よ
う
に（

17
）

︑
そ
の
時
期
に
は
官
舎
が
本
邸
へ
︑
椿
山
荘
が
﹁
山
荘（

18
）

﹂

へ
と
い
う
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る（

19
）

︒
こ
の
こ
と
が
示
す
も
う
一
つ
の
教
訓
は
︑

本
邸
が
定
め
て
一
つ
だ
と
思
い
込
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
︒

　こ
の
よ
う
な
振
幅
が
存
在
す
る
と
は
い
え
︑
と
り
あ
え
ず
は
山
県
の
根
城
と

言
え
る
椿
山
荘
が
成
立
し
た
の
は
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
︑
現
在
ホ
テ
ル

椿
山
荘
と
な
っ
て
い
る
地
所
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
そ
の
館
は
当

初
か
ら
﹁
椿
山
荘
﹂
と
し
て
認
知
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
庭
園

を
楽
し
む
よ
う
な
文
化
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
除
け
ば
館
は
そ
の
持
ち
主
（
山
県

邸
）
か
そ
の
地
名
（
目
白
︑
大
磯
な
ど
）
で
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

こ
の
た
め
︑
山
県
の
イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
椿
山
荘
と
い
う
場
所
に
定
着
し
た
か

を
計
る
に
は
﹁
芽
城
﹂
や
﹁
目
白
﹂
と
い
っ
た
記
号
に
拠
る
し
か
な
い
︒
実
際
︑

椿
山
荘
滞
在
中
の
山
県
自
身
は
当
初
は
﹁
芽
城
山
人
﹂
と
い
う
自
称
を
利
用
し
︑

政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
は
度
々
﹁
芽
城
﹂
と
呼
称
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
新

聞
報
道
に
お
け
る
呼
称
は
﹁
関
口
台
町
﹂
な
ど
と
一
貫
せ
ず
︑﹁
目
白
﹂
も
し

く
は
﹁
目
白
台
﹂
と
い
う
名
称
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
管
見
の
限

り
︑
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
あ
る
地
名
が
あ
る

人
物
を
指
し
示
す
と
い
う
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
︑
当
該
人
物
の

確
固
た
る
社
会
的
地
位
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
こ
の
時
期

に
至
っ
て
山
県
の
東
京
に
お
け
る
権
力
基
盤
は
よ
う
や
く
確
立
し
た
と
見
る
こ

と
も
で
き
よ
う
︒

椿
山
荘
と
芭
蕉
庵

　と
こ
ろ
で
︑
政
治
的
空
間
と
し
て
の
椿
山
荘
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
隣
地

の
田
中
光
顕
の
芭
蕉
庵
で
あ
る
︒
山
県
と
田
中
は
︑
と
も
に
長
州
出
身
で
親
し

い
関
係
に
あ
っ
た
が
︑
本
邸
の
近
接
は
そ
の
関
係
を
よ
り
近
づ
け
た
︒
田
中
の

手
許
に
残
さ
れ
た
﹁
御
閑
も
有
之
候
は
ゝ
散
歩
旁
御
投
杖
相
待
申
候（

20
）

﹂
と
い
っ

た
よ
う
な
大
量
の
短
信
は
両
者
の
関
係
を
よ
く
示
し
て
い
る
︒
な
か
に
は
﹁
ね

ま
き
の
侭
に
て
﹂
夫
婦
で
晩
餐
に
と
誘
う
も
の
も
あ
る（

21
）

︒
こ
れ
ら
の
短
信
を
観

察
す
る
と
︑
年
長
の
山
県
が
田
中
を
呼
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
︑
山
県

が
約
束
な
し
に
田
中
邸
を
訪
問
す
る
こ
と
も
度
々
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る（
22
）

︒
隣
地
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
行
き
来
に
は
裏
門
が
利
用
可
能
で（

23
）

︑
報
道
機
関
に

知
ら
れ
な
い
と
い
う
利
点
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
︑
隣
地
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
う
い
っ
た
行
き
来
が
あ
る
と
い
う
詮
索
を
受
け
る
こ
と
は
覚

悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑
田
中
は
椿
山
荘
の
留
守
を
常

に
預
か
っ
て
お
り（

24
）

︑
時
に
は
山
県
の
敷
地
の
一
部
を
借
り
受
け
る
こ
と
ま
で

あ
っ
た
と
い
う（

25
）

︒
邸
宅
の
距
離
ば
か
り
で
は
な
く
︑
庭
園
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
︑
両
者
の
親
密
な
人
間
的
関
係
を
支
え
て
い
た
の
で

あ
る
︒
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　こ
う
し
た
両
者
の
緊
密
な
関
係
は
︑
山
県
が
古
稀
庵
を
︑
田
中
が
静
岡
県
岩

淵
に
古
谿
荘
を
営
み
︑
行
き
来
が
希
薄
に
な
る
と
︑﹁
御
無
沙
汰（

26
）

﹂
に
な
り
︑

田
中
は
や
が
て
財
政
的
理
由
か
ら
芭
蕉
庵
を
手
放
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
書
簡
を

見
る
限
り
︑
両
者
の
関
係
が
悪
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら（

27
）

︑
山
県
と
田
中
と

の
関
係
の
推
移
は
︑
邸
宅
の
物
理
的
近
接
が
人
的
接
触
の
頻
度
と
親
密
性
に
い

か
に
影
響
を
与
え
る
か
の
一
つ
の
例
証
と
な
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
よ
う
な

近
接
の
効
果
を
知
れ
ば
︑
そ
れ
を
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
出
て
く

る
の
も
当
然
で
︑
古
稀
庵
の
場
合
に
は
そ
れ
が
端
的
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
（
後
述
）︒

　
三

　無
隣
庵
の
成
立（

28
）

第
三
次
無
隣
庵
の
成
立
と
そ
の
意
義

　山
県
は
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
五
月
に
首
相
の
職
を
辞
し
て
か
ら
︑

そ
の
七
月
に
京
都
木
屋
町
二
条
の
旧
角
倉
別
邸
を
取
得
し
︑
無
隣
庵
と
名
付
け

た
︒
い
わ
ゆ
る
第
二
次
無
隣
庵
で
あ
る
︒
翌
年
の
書
簡
中
に
﹁
加
茂
川
も
已
に

落
着
仕
候
由（

29
）

﹂
と
い
う
文
言
が
あ
る
の
は
こ
の
館
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ

の
館
は
︑
敷
地
の
拡
張
が
叶
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り（

30
）

︑
一
八
九
二
年

十
一
月
に
は
売
却
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
第
二
次
無
隣
庵
が
機
能
し
て
い
た
の
は

一
年
余
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　た
だ
し
︑
書
簡
は
そ
の
期
間
の
前
に
も
︑
後
に
も
︑
山
県
が
同
邸
を
利
用
し

て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
一
八
八
九
年
四
月
の
山
県
宛
品

川
弥
二
郎
書
簡
に
﹁
く
れ
〳
〵
も
他
日
高
瀬
頭
し
ら
の
御
別
荘
を
思
ひ
出
し
て

現
今
之
御
摂
養
が
専
要
な
り（

31
）

﹂
と
あ
る
の
は
︑
こ
の
頃
に
は
少
な
く
と
も
地
所

の
選
定
が
済
ん
で
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
（
後
述
の
通
り
︑
一
八
八
八
年
以

前
ま
で
遡
る
可
能
性
も
あ
る
）︒
さ
ら
に
︑
一
八
九
三
年
の
書
簡
中
に
は
﹁
木
屋

町
御
邸
﹂
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
お
り（

32
）

︑
こ
ち
ら
は
第
二
次
無
隣
庵
が
売
却

後
も
し
ば
ら
く
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
︒
こ
う
し
て
見
る
と
︑
第
二

次
無
隣
庵
の
実
質
的
稼
働
期
間
は
一
八
八
八
年
か
ら
一
八
九
三
年
ま
で
延
長
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
︒

　と
は
い
え
︑
そ
の
後
長
く
使
わ
れ
た
第
三
次
無
隣
庵
が
第
二
次
無
隣
庵
と
比

較
し
て
圧
倒
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
第
三
次
無
隣
庵
の
建
設
地

に
南
禅
寺
畔
の
土
地
が
検
討
さ
れ
た
の
は
︑
第
二
次
無
隣
庵
の
地
所
が
売
却
さ

れ
て
す
ぐ
の
こ
と
で
あ
る
︒
一
八
九
三
年
三
月
の
田
中
光
顕
宛
て
の
書
簡
に
は

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

﹁
扨
︑
来
月
比
よ
り
生
野
辺
御
巡
游
之
企
図
被
相
立
候
趣
了
承
︒
其
節
京

師
南
禅
寺
畔
別
墅
え
玉
杖
を
留
め
ら
る
へ
き
思
召
被
仰
聞
︑
是
亦
老
生
之

大
に
所
望
に
付
︑
早
速
久
原
え
此
趣
申
遣
し
可
置
に
付
︑
御
出
発
前
同
人

え
御
一
報
相
成
候
様
所
願
候（

33
）

﹂

　邸
宅
に
つ
い
て
山
県
の
全
幅
の
信
頼
を
得
て
い
た
田
中
光
顕
は
︑
地
所
の
選
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　こ
う
し
て
︑
一
八
九
六
年
十
二
月
に
庭
園
の
拡
張
工
事
が
ひ
と
ま
ず
完
成
し
︑

第
三
次
無
隣
庵
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（

44
）

︒
と
こ
ろ
が
︑
山
県
の
築
庭

が
終
わ
っ
た
か
と
言
え
ば
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
翌
年
の
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に

も
な
お
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
南
禅
寺
別
荘
に
閑
居
せ
る
山
県
大
将
は
爾
来
何
れ
へ
も
出
で
す
庭
園
築

造
の
指
揮
な
ど
し
て
日
を
送
り
居
れ
り
臨
時
急
用
の
用
向
き
さ
へ
起
ら
ざ

れ
ば
来
四
月
中
滞
在
す
る
予
定
な
り
と（

45
）

﹂（
一
八
九
七
年
三
月
二
十
日
）

　こ
の
築
庭
作
業
が
決
し
て
小
規
模
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
一
九
〇
一

年
四
月
二
十
三
日
に
無
隣
庵
を
訪
問
し
た
二
宮
熊
次
郎
が
山
県
に
宛
て
た
書
簡

に
お
い
て
︑﹁
去
る
﹇
明
治
﹈
廿
九
年
﹇
一
八
九
六
年
﹈
に
拝
見
致
候
時
と
は
全

く
別
之
御
庭
園
と
相
成
り
︑
泉
流
之
妙
言
ふ
可
か
ら
ず
殆
と
感
嘆
仕
候
﹂
と
書

い
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る（

46
）

︒
二
宮
は
さ
ら
に
こ
の
時
点
で
す
ら
﹁
周

囲
之
墻
壁
修
築
中
﹂
だ
っ
た
と
書
き
残
し
て
い
る
か
ら
︑
庭
園
の
完
成
と
い
う

観
点
か
ら
見
て
も
︑
鈴
木
博
之
の
整
理
の
如
く
一
八
九
六
年
十
二
月
を
も
っ
て

第
三
次
無
隣
庵
の
成
立
と
見
る
の
は
必
ず
し
も
相
応
し
く
な
い
︒

　そ
も
そ
も
矢
ケ
崎
善
太
郎
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
土
地
の
一
部
は

一
八
九
六
年
ま
で
久
原
庄
三
郎
の
所
有
地
︑
そ
の
他
大
部
分
は
一
九
〇
二
年
ま

で
京
都
市
の
所
有
地
で
あ
っ
た
か
ら（

47
）

︑
土
地
所
有
と
い
う
観
点
か
ら
︑
成
立
を

一
九
〇
二
年
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
︑
第
三
次
無
隣
庵
の
成
立
を
ど
の

時
点
に
見
る
か
は
も
っ
ぱ
ら
定
義
の
問
題
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
︒
と
は
い

え
︑
庭
園
と
し
て
の
完
成
の
時
点
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
︑
土
地
所
有
が

邸
宅
使
用
の
時
期
と
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
と
り
あ

え
ず
は
邸
宅
と
し
て
利
用
可
能
に
な
っ
た
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
十
月

を
第
三
次
無
隣
庵
の
成
立
時
点
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

　さ
て
︑
成
立
を
ど
の
時
点
と
看
做
す
に
せ
よ
︑
第
二
次
無
隣
庵
か
ら
第
三
次

無
隣
庵
へ
の
移
行
は
山
県
の
各
邸
宅
の
意
味
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
︒
年
代
推

定
の
で
き
る
書
簡
の
数
が
十
分
で
は
な
い
た
め
暫
定
的
見
解
で
は
あ
る
が
︑
山

県
は
そ
れ
ま
で
欧
州
行
き
の
船
か
ら
で
も
︑
大
磯
か
ら
で
も
︑
京
都
か
ら
で
も
︑

ま
た
大
本
営
の
広
島
か
ら
で
も
﹁
芽
城
﹂
と
い
う
名
称
を
使
う
こ
と
が
多
か
っ

た
が
︑
第
三
次
無
隣
庵
が
成
立
し
て
か
ら
﹁
椿
山
荘
主
﹂︑﹁
無
隣
庵
主
﹂︑﹁
小

淘
庵
主
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
名
称
を
使
い
分
け
る
傾
向
を
強
め
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
館
で
︑
異
な
る
衣
を
纏
う
が
如
く
振
る
舞
う
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
︒

　こ
の
認
識
の
変
化
が
山
県
本
人
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
田
中
光
顕
が
︑

こ
の
時
期
に
な
っ
て
初
め
て
京
都
滞
在
中
の
山
県
に
﹁
無
隣
庵
主
﹂
と
い
う
宛

名
を
使
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る（

48
）

︒
そ
れ
ま
で
田
中
は
︑
東
京
の

館
の
近
接
を
利
用
し
て
同
質
性
を
強
調
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︑

そ
れ
ま
で
山
県
の
居
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
一
貫
し
て
宛
名
に
﹁
芽
城
﹂
を
用
い

て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
造
営
へ
の
協
力
の
影
響
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
こ
こ

へ
き
て
山
県
の
京
都
別
邸
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
だ
︒

68

定
か
ら
第
三
次
無
隣
庵
増
築
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
田
中
は
︑

日
清
戦
争
で
山
県
が
不
在
の
間
︑
建
設
の
協
力
者
で
あ
っ
た
久
原
庄
三
郎
と
も

直
接
連
絡
を
取
り
な
が
ら（

34
）

︑
山
県
に
も
図
面
や
計
算
書
を
送
付
す
る
な
ど（

35
）

︑
す

べ
て
の
﹁
指
揮
﹂
を
担
当
し
た（

36
）

︒
こ
の
館
の
建
設
は
一
八
九
四
年
か
ら
開
始
さ

れ
︑
翌
年
に
は
一
応
の
竣
工
を
見
た
と
さ
れ
て
い
る（

37
）

︒
田
中
は
︑
一
八
九
五
年

二
月
︑
増
築
中
の
地
所
の
様
子
を
山
県
に
報
告
し
て
い
る
︒

﹁
此
度
御
転
居
の
場
処
は
至
而
閑
雅
幽
静
に
而
︑
眺
望
も
宜
し
き
様
子
に

承
り
幾
分
か
御
健
康
上
に
も
可
宜
奉
存
候（

38
）

﹂

　山
県
は
こ
れ
に
満
足
し
て
い
た
よ
う
で
︑
四
月
に
は
田
中
に
次
の
よ
う
に
書

き
送
っ
て
い
る
︒

﹁
扨
︑
南
禅
寺
畔
別
墅
は
新
築
築
瀟
灑
水
声
松
籟
に
和
し
貴
意
に
適
し
た

る
報
道
を
得
︑
必
ら
す
我
心
に
叶
ひ
可
申
と
相
楽
居
申
候
﹂

﹁
猶
︑
老
生
は
木
屋
町
常
盤
屋
西
洋
館
に
滞
留
可
致
含
に
付
︑
別
業
に
は

何
等
さ
し
支
り
無
之
︑
是
亦
御
含
置
可
被
下（

39
）

﹂

　こ
こ
か
ら
︑
第
一
に
︑
山
県
が
戦
後
の
作
庭
を
楽
し
み
に
︑
敢
え
て
こ
の
造

築
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
山
県
が

建
築
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら
庭
園
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
興

味
深
い
︒
ま
た
第
二
に
︑
建
築
自
体
は
一
八
九
五
年
四
月
ま
で
に
は
完
成
し
て

い
た
も
の
の
︑
滞
在
で
き
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

確
か
に
︑
こ
の
山
県
の
書
簡
の
通
り
︑
大
本
営
の
移
動
に
伴
っ
て
京
都
に
滞
在

し
た
際
︑
山
県
は
（
常
盤
屋
で
は
な
く
）
京
都
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
て
︑
第
三
次

無
隣
庵
を
利
用
し
て
い
な
い（

40
）

︒

　山
県
が
こ
の
館
を
利
用
し
た
の
が
確
認
さ
れ
る
の
は
こ
の
年
の
十
月
の
こ
と

で
あ
る（

41
）

︒
だ
が
︑
冒
頭
の
鈴
木
博
之
の
整
理
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
な
通
り
︑

こ
の
成
立
は
先
行
研
究
よ
り
ず
い
ぶ
ん
と
早
い
︒
な
ぜ
︑
こ
こ
ま
で
差
異
が
生

じ
て
い
る
か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
は
先
行
研
究
が
庭
の
完
成
を
も
っ
て
第
三
次
無

隣
庵
の
成
立
と
看
做
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
こ
の
十
月
の
滞
在
に
お
い

て
は
﹁
白
雪
紅
樹
之
間
を
逍
遥（

42
）

﹂
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
あ
っ
て
も
︑

彼
が
作
庭
を
指
示
し
た
と
い
う
記
録
は
な
く
︑
山
県
に
よ
る
作
庭
が
本
格
化
し

た
の
は
一
八
九
六
年
以
降
の
よ
う
で
あ
る
︒﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に
は
以
下
の

よ
う
な
記
述
が
見
え
る
︒

﹁
山
県
侯
爵
近
日
帰
東
す
べ
し
と
東
京
の
新
聞
は
報
ず
る
も
聞
く
処
に
依

れ
ば
侯
は
目
下
取
急
ぎ
帰
東
す
べ
き
用
向
き
と
て
は
な
く
殊
に
南
禅
寺
別

荘
の
庭
園
取
拡
工
事
も
未
だ
竣
工
せ
ざ
れ
ば
此
指
図
を
し
な
が
ら
来
月
中

旬
頃
ま
で
当
地
に
閑
遊
し
其
上
久
々
に
て
山
口
へ
帰
省
す
る
心
組
な
れ
ば

或
は
郷
里
に
て
越
年
す
る
こ
と
に
為
る
や
も
図
ら
れ
ず
と
云
ふ（

43
）

﹂

（
一
八
九
六
年
十
一
月
二
十
九
日
）
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　こ
う
し
て
︑
一
八
九
六
年
十
二
月
に
庭
園
の
拡
張
工
事
が
ひ
と
ま
ず
完
成
し
︑

第
三
次
無
隣
庵
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（

44
）

︒
と
こ
ろ
が
︑
山
県
の
築
庭

が
終
わ
っ
た
か
と
言
え
ば
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
翌
年
の
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
に

も
な
お
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
南
禅
寺
別
荘
に
閑
居
せ
る
山
県
大
将
は
爾
来
何
れ
へ
も
出
で
す
庭
園
築

造
の
指
揮
な
ど
し
て
日
を
送
り
居
れ
り
臨
時
急
用
の
用
向
き
さ
へ
起
ら
ざ

れ
ば
来
四
月
中
滞
在
す
る
予
定
な
り
と（

45
）

﹂（
一
八
九
七
年
三
月
二
十
日
）

　こ
の
築
庭
作
業
が
決
し
て
小
規
模
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
一
九
〇
一

年
四
月
二
十
三
日
に
無
隣
庵
を
訪
問
し
た
二
宮
熊
次
郎
が
山
県
に
宛
て
た
書
簡

に
お
い
て
︑﹁
去
る
﹇
明
治
﹈
廿
九
年
﹇
一
八
九
六
年
﹈
に
拝
見
致
候
時
と
は
全

く
別
之
御
庭
園
と
相
成
り
︑
泉
流
之
妙
言
ふ
可
か
ら
ず
殆
と
感
嘆
仕
候
﹂
と
書

い
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る（

46
）

︒
二
宮
は
さ
ら
に
こ
の
時
点
で
す
ら
﹁
周

囲
之
墻
壁
修
築
中
﹂
だ
っ
た
と
書
き
残
し
て
い
る
か
ら
︑
庭
園
の
完
成
と
い
う

観
点
か
ら
見
て
も
︑
鈴
木
博
之
の
整
理
の
如
く
一
八
九
六
年
十
二
月
を
も
っ
て

第
三
次
無
隣
庵
の
成
立
と
見
る
の
は
必
ず
し
も
相
応
し
く
な
い
︒

　そ
も
そ
も
矢
ケ
崎
善
太
郎
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
土
地
の
一
部
は

一
八
九
六
年
ま
で
久
原
庄
三
郎
の
所
有
地
︑
そ
の
他
大
部
分
は
一
九
〇
二
年
ま

で
京
都
市
の
所
有
地
で
あ
っ
た
か
ら（

47
）

︑
土
地
所
有
と
い
う
観
点
か
ら
︑
成
立
を

一
九
〇
二
年
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
︑
第
三
次
無
隣
庵
の
成
立
を
ど
の

時
点
に
見
る
か
は
も
っ
ぱ
ら
定
義
の
問
題
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
︒
と
は
い

え
︑
庭
園
と
し
て
の
完
成
の
時
点
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
︑
土
地
所
有
が

邸
宅
使
用
の
時
期
と
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
と
り
あ

え
ず
は
邸
宅
と
し
て
利
用
可
能
に
な
っ
た
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
十
月

を
第
三
次
無
隣
庵
の
成
立
時
点
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

　さ
て
︑
成
立
を
ど
の
時
点
と
看
做
す
に
せ
よ
︑
第
二
次
無
隣
庵
か
ら
第
三
次

無
隣
庵
へ
の
移
行
は
山
県
の
各
邸
宅
の
意
味
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
︒
年
代
推

定
の
で
き
る
書
簡
の
数
が
十
分
で
は
な
い
た
め
暫
定
的
見
解
で
は
あ
る
が
︑
山

県
は
そ
れ
ま
で
欧
州
行
き
の
船
か
ら
で
も
︑
大
磯
か
ら
で
も
︑
京
都
か
ら
で
も
︑

ま
た
大
本
営
の
広
島
か
ら
で
も
﹁
芽
城
﹂
と
い
う
名
称
を
使
う
こ
と
が
多
か
っ

た
が
︑
第
三
次
無
隣
庵
が
成
立
し
て
か
ら
﹁
椿
山
荘
主
﹂︑﹁
無
隣
庵
主
﹂︑﹁
小

淘
庵
主
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
名
称
を
使
い
分
け
る
傾
向
を
強
め
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
館
で
︑
異
な
る
衣
を
纏
う
が
如
く
振
る
舞
う
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
︒

　こ
の
認
識
の
変
化
が
山
県
本
人
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
田
中
光
顕
が
︑

こ
の
時
期
に
な
っ
て
初
め
て
京
都
滞
在
中
の
山
県
に
﹁
無
隣
庵
主
﹂
と
い
う
宛

名
を
使
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る（

48
）

︒
そ
れ
ま
で
田
中
は
︑
東
京
の

館
の
近
接
を
利
用
し
て
同
質
性
を
強
調
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︑

そ
れ
ま
で
山
県
の
居
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
一
貫
し
て
宛
名
に
﹁
芽
城
﹂
を
用
い

て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
造
営
へ
の
協
力
の
影
響
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
こ
こ

へ
き
て
山
県
の
京
都
別
邸
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
だ
︒
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候（
54
）

﹂
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
る
︒
話
の
相
手
は
お
そ
ら
く
ロ
ン
ド
ン
で
の
同

居
人
で
あ
っ
た
河
瀬
真
孝
（
石
川
小
五
郎
）
で
︑
彼
も
同
郷
で
遊
撃
隊
総
督
と

し
て
山
県
と
と
も
に
戦
っ
た
仲
間
で
あ
る
か
ら
︑
同
じ
よ
う
な
感
覚
を
共
有
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
加
え
て
︑
東
山
は
維
新
を
と
も
に
戦
っ
た
同
志
た

ち
が
弔
わ
れ
て
い
る
場
所
で
も
あ
っ
た
︒
八
十
三
歳
ま
で
毎
年
墓
参
り
を
欠
か

さ
な
か
っ
た
と
い
う
山
県
に
と
っ
て
無
隣
庵
は
そ
の
た
め
の
足
場
で
も
あ
っ
た

か
ら（

55
）

︑
東
山
は
多
分
に
自
分
の
来
し
方
を
振
り
返
る
記
憶
装
置
だ
っ
た
の
で
あ

る
︒
こ
う
し
て
︑
山
県
に
お
け
る
京
都
の
館
は
幕
末
維
新
の
記
憶
と
強
く
結
び

つ
い
て
い
た
︒

山
県
の
京
都
別
邸
誘
致

　こ
の
こ
と
は
山
県
の
田
中
光
顕
に
対
す
る
京
都
別
邸
誘
致
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
る（

56
）

︒
山
県
が
誘
致
を
行
っ
た
の
は
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
頃
︑
す

な
わ
ち
山
県
が
第
二
次
無
隣
庵
を
利
用
中
の
こ
と
で
あ
る
︒
誘
致
の
対
象
と

な
っ
た
地
所
は
鴨
川
沿
い
の
﹁
三
樹
水
亭
﹂
で
あ
っ
た
︒
推
測
す
る
に
︑
山
県

は
目
白
に
お
い
て
隣
地
の
田
中
光
顕
と
非
常
に
親
密
な
関
係
を
築
い
て
お
り
︑

同
じ
環
境
を
京
都
に
も
再
現
す
る
た
め
︑
第
二
次
無
隣
庵
と
も
ほ
ど
近
い
こ
の

地
を
勧
め
た
の
で
あ
ろ
う
︒
山
県
は
想
像
さ
れ
る
が
如
く
孤
独
で
は
あ
っ
た
が
︑

想
像
さ
れ
る
よ
う
な
孤
独
を
愛
す
る
人
間
で
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
人

的
不
器
用
さ
と
は
裏
腹
に
︑
い
や
そ
れ
ゆ
え
に
私
的
な
友
人
を
強
く
欲
し
た
の

で
あ
っ
た
︒

　だ
が
︑﹁
三
樹
水
亭
﹂
と
い
う
地
所
を
勧
め
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
か
︒
そ
れ

は
︑﹁
三
樹
水
亭
﹂
が
頼
山
陽
の
旧
居
で
あ
っ
た
山
紫
水
明
処
の
近
傍
に
あ
り
︑

東
山
を
望
ん
で
旧
事
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
︒
山
県
は

﹁
鴨
川
水
楼
﹂
か
ら
田
中
に
書
き
送
っ
て
い
る（

57
）

︒

﹁
扨
︑
全
権
を
蒙
候
一
事
に
付
︑
専
門
家
同
伴
実
地
検
視
を
遂
候
処
︑
勿

論
不
廉
と
申
に
は
無
之
︑
相
当
之
価
値
に
有
之
候
︒
然
に
建
家
は
数
十
年

を
経
過
せ
し
故
︑
此
侭
に
て
は
兎
角
住
居
は
出
来
不
申
︑
柱
根
鑓
瓦
之
葺

換
等
は
暫
時
見
合
候
て
も
︑
厠
湯
殿
丈
は
新
規
建
設
不
致
て
は
不
潔
を
極

め
候
︒
其
他
小
修
繕
を
合
せ
数
百
円
を
か
け
不
申
て
は
不
相
成
と
存
候
︒

寧
ろ
古
家
を
解
放
し
新
に
一
草
堂
を
設
け
候
て
も
五
︑ 

六
百
円
な
れ
は
十

分
に
相
整
ひ
可
申
と
の
事
に
候
︒
又
地
位
は
四
囲
佳
影
之
中
に
埋
没
と
申

程
に
は
無
之
候
得
と
も
︑
三
樹
之
旧
風
景
は
寂
々
寐
々
な
か
ら
于
今
存
し

居
候
︒
二
三
粁
下
流
に
は
山
陽
翁
之
旧
草
廬
﹇
山
紫
水
明
処
﹈
あ
り
︒
遠

は
叡
山
を
望
み
近
者
黒
谷
に
対
し
︑
緑
樹
雲
烟
之
中
に
高
塔
を
生
し
︑
旧

時
之
風
光
は
依
然
た
り
︒
往
事
を
回
想
せ
ら
る
れ
は
︑
東
山
之
風
景
者
一

眸
中
に
生
し
可
申
と
不
贅
候（

58
）

﹂

　﹁三
樹
水
亭
﹂
と
い
う
地
所
自
体
も
幕
末
維
新
期
の
会
合
場
所
と
し
て
度
々

用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
︑
こ
の
書
簡
の
別
の
箇
所
で
山
県
が
清
岡
公
張

の
寓
居
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
の
を
見
て
も
︑
山
県
が
幕
末
に
お
け
る
そ
の

70

　滞
在
す
る
館
に
よ
っ
て
主
の
行
動
が
変
わ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
︑

館
の
主
の
呼
称
が
館
の
名
称
と
同
化
す
る
ま
で
に
至
っ
た
と
き
︑
主
は
館
に

よ
っ
て
変
身
す
る
︒
椿
山
荘
で
は
﹁
椿
山
荘
主
﹂
と
し
て
︑
無
隣
庵
で
は
﹁
無

隣
庵
主
﹂
と
し
て
︑
小
淘
庵
で
は
﹁
小
淘
庵
主
﹂
と
し
て
︑
ま
る
で
別
人
格
の

よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
自
他
と
も
に
了
解
さ
れ
る
の
だ
︒
鈴
木
博
之
は
館
が

役
割
別
に
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
わ
け
だ
が
︑
そ
う
し
た
役
割

別
邸
宅
利
用
の
形
態
は
︑
邸
宅
と
人
格
と
が
共
振
す
る
こ
の
時
点
に
お
い
て
典

型
的
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

な
ぜ
東
山
か

　な
ぜ
山
県
が
東
山
南
禅
寺
前
の
土
地
を
第
三
次
無
隣
庵
の
地
所
に
選
ん
だ
の

か
に
つ
い
て
は
︑
い
く
つ
か
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
近
年
の
研
究
で
必
ず

指
摘
さ
れ
る
も
の
に
琵
琶
湖
疏
水
の
存
在
が
あ
る
︒
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）

年
に
完
成
し
た
琵
琶
湖
疏
水
（
第
一
疏
水
及
び
疏
水
分
線
）
は
︑
京
都
の
灌
漑

を
目
的
に
琵
琶
湖
か
ら
山
を
貫
い
て
引
か
れ
た
疏
水
で
︑
無
隣
庵
の
す
ぐ
脇
を

通
っ
て
鴨
川
に
流
れ
込
む
︒
無
隣
庵
は
こ
の
疏
水
の
水
を
取
り
入
れ
て
庭
の
流

れ
を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
︒﹁
水
ナ
キ
庭
ハ
庭
ニ
非
ズ（

49
）

﹂
と
宣
言
す
る
ほ
ど
庭

園
に
お
け
る
水
の
流
れ
を
重
視
し
た
山
県
に
と
っ
て
︑
こ
の
水
を
利
用
で
き
た

こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
そ
の
庭
園
の
構
成
に
お
け
る
重

要
性
も
︑
小
川
治
兵
衛
が
こ
の
琵
琶
湖
疏
水
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
南
禅
寺

周
辺
の
別
邸
建
築
の
庭
を
次
々
と
手
掛
け
た
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
︒
さ

ら
に
は
︑
京
都
の
三
大
事
業
と
言
わ
れ
た
こ
の
琵
琶
湖
疏
水
建
設
と
山
県
と
の

内
務
省
を
通
じ
た
つ
な
が
り
も
広
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　し
か
し
︑
東
山
が
そ
れ
以
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
十
分
な
注
意

が
必
要
で
あ
る
︒
第
二
次
無
隣
庵
の
鴨
川
沿
い
と
い
う
地
所
が
山
県
に
と
っ
て

魅
力
的
だ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
東
山
の
景
色
で
あ
っ
た
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑

山
県
は
か
な
り
古
い
時
期
か
ら
こ
の
山
に
特
別
な
愛
着
を
持
っ
て
い
た
よ
う
な

の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
彼
の
詩
の
な
か
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
戊
辰

戦
争
の
後
︑
彼
は
﹁
葉
桜
日
記
﹂
の
な
か
に
東
山
に
遊
ん
だ
経
験
を
記
し
て
い

る（
50
）

︒﹁
ひ
か
し
山
わ
か
柴
か
く
れ
に
ま
と
ゐ
し
て
む
か
し
を
し
た
ふ
花
の
お
も

か
け（

51
）

﹂（
一
八
六
七
年
五
月
十
六
日
）

﹁
か
や
り
た
く
け
ふ
り
う
す
れ
て
東
山
つ
き
も
お
ほ
ろ
の
春
の
お
も
か
け（

52
）

﹂

（
一
八
六
七
年
五
月
十
七
日
）

﹁
満
眸
新
緑
暁
雲
軽

　細
雨
無
端
又
欲
晴

　最
是
東
山
好
風
景

　幾
層
高

塔
霧
中
生（

53
）

﹂（
一
八
六
七
年
五
月
二
十
四
日
）

　こ
の
光
景
は
忘
れ
が
た
か
っ
た
よ
う
で
︑
彼
が
欧
州
視
察
の
途
中
ロ
ン
ド
ン

か
ら
木
戸
孝
允
に
送
っ
た
書
中
に
も
﹁
墨
水
東
山
之
風
景
︑
折
々
打
寄
相
語
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候（
54
）

﹂
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
る
︒
話
の
相
手
は
お
そ
ら
く
ロ
ン
ド
ン
で
の
同

居
人
で
あ
っ
た
河
瀬
真
孝
（
石
川
小
五
郎
）
で
︑
彼
も
同
郷
で
遊
撃
隊
総
督
と

し
て
山
県
と
と
も
に
戦
っ
た
仲
間
で
あ
る
か
ら
︑
同
じ
よ
う
な
感
覚
を
共
有
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
加
え
て
︑
東
山
は
維
新
を
と
も
に
戦
っ
た
同
志
た

ち
が
弔
わ
れ
て
い
る
場
所
で
も
あ
っ
た
︒
八
十
三
歳
ま
で
毎
年
墓
参
り
を
欠
か

さ
な
か
っ
た
と
い
う
山
県
に
と
っ
て
無
隣
庵
は
そ
の
た
め
の
足
場
で
も
あ
っ
た

か
ら（

55
）

︑
東
山
は
多
分
に
自
分
の
来
し
方
を
振
り
返
る
記
憶
装
置
だ
っ
た
の
で
あ

る
︒
こ
う
し
て
︑
山
県
に
お
け
る
京
都
の
館
は
幕
末
維
新
の
記
憶
と
強
く
結
び

つ
い
て
い
た
︒

山
県
の
京
都
別
邸
誘
致

　こ
の
こ
と
は
山
県
の
田
中
光
顕
に
対
す
る
京
都
別
邸
誘
致
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
る（

56
）

︒
山
県
が
誘
致
を
行
っ
た
の
は
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
頃
︑
す

な
わ
ち
山
県
が
第
二
次
無
隣
庵
を
利
用
中
の
こ
と
で
あ
る
︒
誘
致
の
対
象
と

な
っ
た
地
所
は
鴨
川
沿
い
の
﹁
三
樹
水
亭
﹂
で
あ
っ
た
︒
推
測
す
る
に
︑
山
県

は
目
白
に
お
い
て
隣
地
の
田
中
光
顕
と
非
常
に
親
密
な
関
係
を
築
い
て
お
り
︑

同
じ
環
境
を
京
都
に
も
再
現
す
る
た
め
︑
第
二
次
無
隣
庵
と
も
ほ
ど
近
い
こ
の

地
を
勧
め
た
の
で
あ
ろ
う
︒
山
県
は
想
像
さ
れ
る
が
如
く
孤
独
で
は
あ
っ
た
が
︑

想
像
さ
れ
る
よ
う
な
孤
独
を
愛
す
る
人
間
で
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
人

的
不
器
用
さ
と
は
裏
腹
に
︑
い
や
そ
れ
ゆ
え
に
私
的
な
友
人
を
強
く
欲
し
た
の

で
あ
っ
た
︒

　だ
が
︑﹁
三
樹
水
亭
﹂
と
い
う
地
所
を
勧
め
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
か
︒
そ
れ

は
︑﹁
三
樹
水
亭
﹂
が
頼
山
陽
の
旧
居
で
あ
っ
た
山
紫
水
明
処
の
近
傍
に
あ
り
︑

東
山
を
望
ん
で
旧
事
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
︒
山
県
は

﹁
鴨
川
水
楼
﹂
か
ら
田
中
に
書
き
送
っ
て
い
る（

57
）

︒

﹁
扨
︑
全
権
を
蒙
候
一
事
に
付
︑
専
門
家
同
伴
実
地
検
視
を
遂
候
処
︑
勿

論
不
廉
と
申
に
は
無
之
︑
相
当
之
価
値
に
有
之
候
︒
然
に
建
家
は
数
十
年

を
経
過
せ
し
故
︑
此
侭
に
て
は
兎
角
住
居
は
出
来
不
申
︑
柱
根
鑓
瓦
之
葺

換
等
は
暫
時
見
合
候
て
も
︑
厠
湯
殿
丈
は
新
規
建
設
不
致
て
は
不
潔
を
極

め
候
︒
其
他
小
修
繕
を
合
せ
数
百
円
を
か
け
不
申
て
は
不
相
成
と
存
候
︒

寧
ろ
古
家
を
解
放
し
新
に
一
草
堂
を
設
け
候
て
も
五
︑ 

六
百
円
な
れ
は
十

分
に
相
整
ひ
可
申
と
の
事
に
候
︒
又
地
位
は
四
囲
佳
影
之
中
に
埋
没
と
申

程
に
は
無
之
候
得
と
も
︑
三
樹
之
旧
風
景
は
寂
々
寐
々
な
か
ら
于
今
存
し

居
候
︒
二
三
粁
下
流
に
は
山
陽
翁
之
旧
草
廬
﹇
山
紫
水
明
処
﹈
あ
り
︒
遠

は
叡
山
を
望
み
近
者
黒
谷
に
対
し
︑
緑
樹
雲
烟
之
中
に
高
塔
を
生
し
︑
旧

時
之
風
光
は
依
然
た
り
︒
往
事
を
回
想
せ
ら
る
れ
は
︑
東
山
之
風
景
者
一

眸
中
に
生
し
可
申
と
不
贅
候（

58
）

﹂

　﹁三
樹
水
亭
﹂
と
い
う
地
所
自
体
も
幕
末
維
新
期
の
会
合
場
所
と
し
て
度
々

用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
︑
こ
の
書
簡
の
別
の
箇
所
で
山
県
が
清
岡
公
張

の
寓
居
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
の
を
見
て
も
︑
山
県
が
幕
末
に
お
け
る
そ
の
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閣
の
構
想
は
こ
こ
で
略
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
右
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な

有
力
政
治
家
た
ち
は
地
方
の
別
荘
に
向
か
う
途
中
︑
こ
こ
に
滞
在
し
て
い
る
者

が
多
く
︑
山
県
も
ま
た
無
隣
庵
に
向
か
う
予
定
で
あ
っ
た
が（

70
）

︑
訪
問
し
た
桂
に

対
し
て
は
﹁
野
生
は
伊
藤
へ
十
分
談
話
を
つ
く
し
同
人
の
許
可
を
得
候
上
な
ら

で
は
京
師
行
は
致
し
不
申
含（

71
）

﹂
と
回
答
し
た
︒
山
県
は
こ
の
回
答
を
伊
藤
に
も

伝
え
て
伊
藤
と
協
調
す
る
姿
勢
を
ア
ピ
ー
ル
し
︑
伊
藤
は
こ
れ
に
応
え
て
山
県

の
上
京
を
強
く
要
請
し（

72
）

︑
山
県
は
伊
藤
に
同
行
し
て
上
京
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る（

73
）

︒
こ
れ
に
伴
い
︑
山
県
は
三
月
ま
で
し
ば
ら
く
大
磯
で
過
ご
さ
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
て
い
る（

74
）

︒

　こ
の
事
例
に
も
見
え
る
よ
う
に
︑
他
の
有
力
政
治
家
た
ち
と
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
存
在
す
る
と
い
う
以
外
に
も
︑
必
要
が
あ
れ
ば
上
京
で
き
る
と
い
う
距
離
が

大
磯
を
政
治
化
し
や
す
い
場
に
変
え
て
い
た
︒
山
県
が
西
郷
従
道
に
宛
て
た
次

の
よ
う
な
書
簡
は
そ
の
距
離
感
を
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
︒

﹁
小
生
ハ
今
夕
頃
よ
り
大
磯
江
海
浴
ニ
罷
越
し
可
申
候
含
ニ
候
略
御
話
も

仕
候
様
御
用
有
之
節
ハ
電
信
ニ
而
御
通
知
被
下
候
ハ
ヽ
直
ニ
帰
京
可
仕

候（
75
）

﹂

　も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ
う
な
特
殊
時
を
除
け
ば
︑
基
本
的
に
は
大
磯
は
休
養
の

地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り（

76
）

︑
山
県
も
こ
こ
で
海
水
浴
を
行
っ
て
い
た（

77
）

︒
だ
が
︑

陸
奥
宗
光
が
﹁
春
畝
翁
﹇
伊
藤
博
文
﹈
も
当
分
帰
磯
之
模
様
無
之
︑
四
隣
頗
寥

寂
に
御
坐
候
﹂
と
不
満
を
述
べ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に（

78
）

︑
大
磯
に
お
い

て
は
有
力
政
治
家
が
集
っ
て
い
る
の
が
珍
し
く
な
く
︑
い
つ
政
治
化
さ
れ
て
も

お
か
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
磯
の
館
の
地
位
を
変
化
せ
し
め
て
い
た
の
で

あ
る（

79
）

︒
こ
の
大
磯
の
特
殊
性
は
︑
例
え
ば
一
八
八
九
年
に
︑
伊
藤
博
文
が
小
田

原
に
﹁
隠
居
同
様
﹂
に
﹁
蟄
居
﹂
せ
ん
と
し（

80
）

︑
井
上
馨
が
鎌
倉
に
隠
遁
す
る
こ

と
で
﹁
退
職
之
下
地（

81
）

﹂
を
つ
く
ろ
う
と
し
え
た
の
と
比
較
す
れ
ば
よ
り
明
瞭
に

な
ろ
う（

82
）

︒

　山
県
の
小
淘
庵
に
つ
い
て
見
て
も
︑
徳
富
蘇
峰
が
﹁
小
淘
庵
は
︑
伊
藤
︑
西

園
寺
︑
大
隈
等
の
別
墅
と
隣
接
し
て
い
た
の
で
︑
公
が
小
淘
庵
に
滞
在
す
る
際

に
は
︑
伊
藤
︑
西
園
寺
と
の
往
来
が
頻
繁
に
行
は
れ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に（
83
）

︑
ま
た
先
の
一
八
九
八
年
の
事
例
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
相
当
程
度
政

治
化
さ
れ
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
︑
元
勲
級
の
指
導
者
が
東
京
近
県
に
別
邸
を
設

け
た
の
は
﹁
来
客
の
遮
断
︑
局
限
﹂
が
そ
の
一
つ
の
目
的
だ
っ
た
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
が（

84
）

︑
そ
う
し
て
設
け
ら
れ
た
は
ず
の
小
淘
庵
に
す
ら
来
客
は
多
く
︑
山

県
が
大
磯
で
休
養
し
よ
う
と
思
え
ば
﹁
来
客
は
謝
絶
﹂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ほ
ど
で
あ
っ
た（

85
）

︒

　こ
う
し
た
状
況
下
で
大
磯
別
邸
以
上
に
政
治
と
隔
絶
し
て
静
養
し
た
い
と
願

う
な
ら
︑
大
磯
を
越
え
て
地
方
に
逃
げ
込
む
し
か
方
法
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
て
︑
大
磯
に
別
邸
を
持
つ
有
力
政
治
家
に
お
い
て
は
東
京
︱
大
磯
︱
地

方
と
い
う
邸
宅
の
階
層
性
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
逆
に
言
え

ば
︑
地
方
に
い
る
限
り
に
お
い
て
政
治
と
の
隔
絶
は
か
な
り
大
き
く
な
る
︒
そ

72

館
の
意
味
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
誘
い
は
単
な
る
別

邸
誘
致
で
は
な
く
︑
史
蹟
の
記
憶
と
い
う
試
み
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
実
際
︑

田
中
も
返
書
に
お
い
て
︑
そ
の
光
景
を
想
起
し
て
い
る
︒

﹁
山
紫
水
明
之
光
景
は
欲
忘
不
能
忘
候
︒
之
に
就
て
も
東
山
煙
霧
の
中
に

御
彷
徨
候
状
想
像
仕
候
︒
山
河
旧
の
如
く
な
る
も
古
人
の
非
な
る
に
は
多

少
之
御
感
慨
遥
察
仕
候（

59
）

﹂

　こ
う
し
て
︑
維
新
の
士
た
ち
に
と
っ
て
の
京
都
別
邸
と
は
単
な
る
別
邸
を
超

え
た
記
憶
装
置
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
山
県
に
と
っ

て
は
と
も
に
語
り
あ
え
て
こ
そ
の
記
憶
で
あ
り（

60
）

︑
史
蹟
保
存
が
目
的
で
は
な

か
っ
た
か
ら
（
そ
の
こ
と
は
先
の
三
樹
水
亭
に
お
い
て
積
極
的
に
改
築
を
検
討
し
て

い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
）︑
前
述
の
通
り
山
県
の
無
隣
庵
の
移
動
が

決
定
し
た
こ
と
で
こ
の
別
邸
誘
致
は
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　だ
が
︑
ひ
と
た
び
山
県
の
第
三
次
無
隣
庵
が
完
成
す
る
と
︑
誘
致
は
再
浮
上

し
た
よ
う
で
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
に
よ
れ
ば
︑
山
県
は
作
庭
な
ど
通
じ
て
親
し

か
っ
た
伊
集
院
兼
常
に
田
中
の
﹁
京
都
土
地
﹂
な
ど
に
つ
い
て
相
談
し
た（

61
）

︒
交

渉
の
対
象
に
な
っ
た
地
所
は
不
明
だ
が
︑
田
中
が
特
に
﹁
水
車
﹂
に
こ
だ
わ
っ

て
い
る
こ
と（

62
）

︑
そ
し
て
こ
の
交
渉
の
直
前
に
明
治
天
皇
の
大
葬
の
た
め
に
京
都

に
滞
在
し
て
︑
山
県
か
ら
無
隣
庵
に
誘
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と（

63
）

︑

無
隣
庵
を
訪
問
し
た
田
中
が
南
禅
寺
近
傍
の
﹁
水
車
﹂
の
あ
る
地
所
に
目
を
着

け
た
と
い
う
想
像
は
あ
な
が
ち
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ

の
交
渉
は
︑
伊
集
院
が
担
当
し
て
そ
れ
な
り
に
進
行
し
た
よ
う
だ
が（

64
）

︑
い
か
な

る
結
末
に
至
っ
た
か
は
知
る
よ
し
が
な
い
︒
た
だ
︑
年
代
は
不
詳
だ
が
︑
田
中

は
山
県
に
別
荘
の
手
配
を
頼
む
書
簡
中
に
﹁
天
涯
之
一
浪
生
困
窮
之
情
態
﹂
を

訴
え
る
な
ど（

65
）

︑
そ
の
経
済
状
況
は
山
県
と
同
等
で
は
あ
り
え
ず
︑
京
都
別
邸
を

満
足
に
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　
四

　無
隣
庵
の
意
味

大
磯
・
小
淘
庵
と
の
関
係
性
―
―
一
八
九
八
年
を
中
心
に

　で
は
︑﹁
椿
山
荘
主
﹂︑﹁
小
淘
庵
主
﹂︑﹁
無
隣
庵
主
﹂
と
い
っ
た
呼
称
に
対

応
し
た
役
割
別
の
館
利
用
の
様
態
が
存
在
し
た
と
し
て
︑
そ
れ
は
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
の
事
例
を
取
り

上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
︒
こ
の
年
頭
︑
第
二
次
松
方
内
閣
の
瓦
解
を
受
け
て
︑

伊
藤
博
文
︑
井
上
馨
︑
西
郷
従
道
︑
桂
太
郎
ら
は
大
磯
に
集
ま
っ
て
い
た（

66
）

︒
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
大
磯
は
有
力
政
治
家
が
別
荘
を
構
え
る
政
界
の
奥
座

敷
で
あ
り（

67
）

︑
山
県
も
ま
た
︑
橋
本
左
内
の
弟
で
後
に
軍
医
総
監
を
務
め
る
橋
本

綱
常
か
ら
足
関
節
炎
の
治
療
の
た
め
に
は
﹁
箱
根
の
如
き
空
気
湿
潤
の
地
﹂
よ

り
﹁
大
磯
の
海
岸
に
如
く
も
の
な
し
﹂
と
献
言
さ
れ
て（

68
）

︑
一
八
八
七
年
頃
以
来

そ
こ
に
小
淘
庵
と
呼
ば
れ
る
別
邸
を
構
え
て
い
た
︒

　一
八
九
八
年
の
元
日
︑
そ
の
小
淘
庵
で
集
会
が
持
た
れ
た（

69
）

︒
第
三
次
伊
藤
内



山県有朋とその館

73

閣
の
構
想
は
こ
こ
で
略
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
右
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な

有
力
政
治
家
た
ち
は
地
方
の
別
荘
に
向
か
う
途
中
︑
こ
こ
に
滞
在
し
て
い
る
者

が
多
く
︑
山
県
も
ま
た
無
隣
庵
に
向
か
う
予
定
で
あ
っ
た
が（

70
）

︑
訪
問
し
た
桂
に

対
し
て
は
﹁
野
生
は
伊
藤
へ
十
分
談
話
を
つ
く
し
同
人
の
許
可
を
得
候
上
な
ら

で
は
京
師
行
は
致
し
不
申
含（

71
）

﹂
と
回
答
し
た
︒
山
県
は
こ
の
回
答
を
伊
藤
に
も

伝
え
て
伊
藤
と
協
調
す
る
姿
勢
を
ア
ピ
ー
ル
し
︑
伊
藤
は
こ
れ
に
応
え
て
山
県

の
上
京
を
強
く
要
請
し（

72
）

︑
山
県
は
伊
藤
に
同
行
し
て
上
京
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る（

73
）

︒
こ
れ
に
伴
い
︑
山
県
は
三
月
ま
で
し
ば
ら
く
大
磯
で
過
ご
さ
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
て
い
る（

74
）

︒

　こ
の
事
例
に
も
見
え
る
よ
う
に
︑
他
の
有
力
政
治
家
た
ち
と
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
存
在
す
る
と
い
う
以
外
に
も
︑
必
要
が
あ
れ
ば
上
京
で
き
る
と
い
う
距
離
が

大
磯
を
政
治
化
し
や
す
い
場
に
変
え
て
い
た
︒
山
県
が
西
郷
従
道
に
宛
て
た
次

の
よ
う
な
書
簡
は
そ
の
距
離
感
を
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
︒

﹁
小
生
ハ
今
夕
頃
よ
り
大
磯
江
海
浴
ニ
罷
越
し
可
申
候
含
ニ
候
略
御
話
も

仕
候
様
御
用
有
之
節
ハ
電
信
ニ
而
御
通
知
被
下
候
ハ
ヽ
直
ニ
帰
京
可
仕

候（
75
）

﹂

　も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ
う
な
特
殊
時
を
除
け
ば
︑
基
本
的
に
は
大
磯
は
休
養
の

地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り（

76
）

︑
山
県
も
こ
こ
で
海
水
浴
を
行
っ
て
い
た（

77
）

︒
だ
が
︑

陸
奥
宗
光
が
﹁
春
畝
翁
﹇
伊
藤
博
文
﹈
も
当
分
帰
磯
之
模
様
無
之
︑
四
隣
頗
寥

寂
に
御
坐
候
﹂
と
不
満
を
述
べ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に（

78
）

︑
大
磯
に
お
い

て
は
有
力
政
治
家
が
集
っ
て
い
る
の
が
珍
し
く
な
く
︑
い
つ
政
治
化
さ
れ
て
も

お
か
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
磯
の
館
の
地
位
を
変
化
せ
し
め
て
い
た
の
で

あ
る（

79
）

︒
こ
の
大
磯
の
特
殊
性
は
︑
例
え
ば
一
八
八
九
年
に
︑
伊
藤
博
文
が
小
田

原
に
﹁
隠
居
同
様
﹂
に
﹁
蟄
居
﹂
せ
ん
と
し（

80
）

︑
井
上
馨
が
鎌
倉
に
隠
遁
す
る
こ

と
で
﹁
退
職
之
下
地（

81
）

﹂
を
つ
く
ろ
う
と
し
え
た
の
と
比
較
す
れ
ば
よ
り
明
瞭
に

な
ろ
う（

82
）

︒

　山
県
の
小
淘
庵
に
つ
い
て
見
て
も
︑
徳
富
蘇
峰
が
﹁
小
淘
庵
は
︑
伊
藤
︑
西

園
寺
︑
大
隈
等
の
別
墅
と
隣
接
し
て
い
た
の
で
︑
公
が
小
淘
庵
に
滞
在
す
る
際

に
は
︑
伊
藤
︑
西
園
寺
と
の
往
来
が
頻
繁
に
行
は
れ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に（
83
）

︑
ま
た
先
の
一
八
九
八
年
の
事
例
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
相
当
程
度
政

治
化
さ
れ
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
︑
元
勲
級
の
指
導
者
が
東
京
近
県
に
別
邸
を
設

け
た
の
は
﹁
来
客
の
遮
断
︑
局
限
﹂
が
そ
の
一
つ
の
目
的
だ
っ
た
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
が（

84
）

︑
そ
う
し
て
設
け
ら
れ
た
は
ず
の
小
淘
庵
に
す
ら
来
客
は
多
く
︑
山

県
が
大
磯
で
休
養
し
よ
う
と
思
え
ば
﹁
来
客
は
謝
絶
﹂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ほ
ど
で
あ
っ
た（

85
）

︒

　こ
う
し
た
状
況
下
で
大
磯
別
邸
以
上
に
政
治
と
隔
絶
し
て
静
養
し
た
い
と
願

う
な
ら
︑
大
磯
を
越
え
て
地
方
に
逃
げ
込
む
し
か
方
法
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
て
︑
大
磯
に
別
邸
を
持
つ
有
力
政
治
家
に
お
い
て
は
東
京
︱
大
磯
︱
地

方
と
い
う
邸
宅
の
階
層
性
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
逆
に
言
え

ば
︑
地
方
に
い
る
限
り
に
お
い
て
政
治
と
の
隔
絶
は
か
な
り
大
き
く
な
る
︒
そ
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的
権
威
を
高
め
る
戦
略
に
も
気
付
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
山
県
が
元
老
の
一

人
と
し
て
中
央
政
界
で
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
彼
が
引
籠
り

を
決
め
込
め
ば
︑
彼
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
宮
中
の
一
大
事
で
な
い
限

り（
91
）

︑
彼
が
政
界
に
不
可
欠
だ
と
い
う
事
実
を
衆
目
に
存
分
に
披
歴
す
る
こ
と
が

で
き
た
︒
非
政
治
た
る
場
も
ま
た
政
治
的
に
利
用
し
う
る
の
で
あ
る
︒

政
治
化
？

　一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
四
月
二
十
二
日
︑
こ
の
無
隣
庵
の
洋
館
で
日

露
戦
争
へ
と
つ
な
が
る
対
ロ
シ
ア
政
策
の
基
本
線
が
確
認
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
︒
こ
の
こ
と
を
受
け
て
︑
鈴
木
博
之
は
﹁
無
隣
庵
は
政
治
の
場
で
あ
り
︑

小
川
治
兵
衛
の
庭
は
政
治
の
庭
で
も
あ
っ
た
の
だ
﹂
と
書
い
て
い
る
が（

92
）

︑
無
隣

庵
が
そ
も
そ
も
は
静
養
の
地
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ

る
︒
果
た
し
て
無
隣
庵
は
政
治
の
場
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
そ
の
経
過
に
つ

い
て
見
て
み
よ
う
︒

　琵
琶
湖
疏
水
と
の
関
係
も
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
︑
無
隣
庵
滞
在
中
の
山
県
が

当
初
か
ら
地
方
政
治
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒

京
都
府
知
事
の
訪
問
は
頻
繁
に
あ
っ
た
し
︑
そ
の
な
か
に
は
例
え
ば
﹁
東
山
鉄

道
﹂
の
計
画
を
芳
川
顕
正
に
取
り
次
い
だ
り
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た（

93
）

︒
だ

が
︑
中
央
政
府
と
の
関
係
で
は
そ
の
政
治
性
は
決
し
て
強
く
は
な
く
︑

一
八
九
六
年
十
一
月
︑
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
伊
藤
博
文
が
無
隣
庵
を
訪
問
し
た

と
き
に
も
︑
そ
の
滞
在
時
間
は
わ
ず
か
数
分
だ
っ
た
と
い
う（

94
）

︒

　あ
ら
ゆ
る
書
簡
が
︑
無
隣
庵
が
基
本
的
に
静
養
の
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
次
の
よ
う
な
品
川
弥
二
郎
の
書
簡
は
︑
多

く
の
政
治
的
報
告
が
無
隣
庵
に
届
い
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
︑
そ
れ

は
あ
く
ま
で
報
告
で
あ
っ
て
︑
政
治
的
活
動
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
松
茸
狩
︑
紅
葉
之
好
時
節
も
内
外
憂
患
之
報
告
の
み
御
受
け
御
心
事
何

も
御
察
申
上
候
︒
何
卒
御
養
生
第
一
と
存
候
間
︑
西
山
東
山
折
々
は
北
山

之
御
遊
歩
も
有
之
度
奉
祈
候（

95
）

﹂

　静
養
の
地
と
し
て
の
無
隣
庵
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
世
間
に
も
共
有
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
︑
第
二
次
山
県
内
閣
後
の
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
の
社
説
は
︑
政
治
に

倦
ん
で
い
る
と
い
う
の
な
ら
﹁
真
に
無
隣
庵
に
退
隠
す
る
の
時
な
る
可
し
﹂
と

主
張
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た（

96
）

︒
確
か
に
︑
第
二
次
山
県
内
閣
後
︑
彼
は
無
隣
庵
で

悠
悠
自
適
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
れ
は
寂
し
が
り
や
の

山
県
に
と
っ
て
つ
ら
い
日
々
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（

97
）

︒
例
え
ば
︑
彼
は
あ
る

時
︑
勝
間
田
稔
の
詩
吟
に
次
し
て
︑
無
隣
庵
を
題
に
し
て
﹁
水
清
苔
青
無
点
塵
︑

東
山
相
対
作
佳
賓
︑
朝
晴
暮
雨
世
問
事
︑
了
此
風
情
誰
有
幾
人
﹂
と
詠
ん
だ
の

だ
が（

98
）

︑
自
分
で
も
そ
れ
を
気
に
入
っ
た
よ
う
で
根
室
の
水
産
家
・
柳
田
藤
助
が

訪
れ
た
際
に
も
こ
の
詩
の
近
什
を
書
し
て
与
え
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
の
時
こ
の

詩
に
は
﹁
何
ひ
と
つ
世
に
の
ぞ
み
な
き
柴
の
戸
を
た
ゝ
き
て
も
ま
た
訪
ふ
人
の

あ
り
﹂
と
い
う
言
葉
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う（

99
）

︒
そ
の
他
︑
こ
の
時
期

74

の
地
方
の
館
の
な
か
で
も
京
都
は
か
な
り
遠
隔
地
に
あ
た
り
︑
当
時
東
海
道
線

で
は
片
道
に
丸
一
日
を
要
し
︑
例
え
ば
山
県
の
場
合
に
は
︑
東
京
を
発
つ
の
が

午
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
名
古
屋
な
ど
で
一
泊
す
る
こ
と
も
多
か
っ

た
︒
こ
れ
だ
け
の
時
間
的
距
離
が
政
治
上
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
わ
け
は

な
い
︒
実
際
︑
一
八
九
五
年
の
事
例
だ
が
︑
田
中
光
顕
は
不
在
中
の
政
変
を
恐

れ
て
︑
山
県
が
無
隣
庵
に
滞
在
す
る
の
を
嫌
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒

﹁
此
度
は
至
急
に
御
帰
京
相
成
︑
伊
藤
︑
黒
田
︑
土
方
等
と
御
申
合
せ
に
而
︑

松
方
を
是
非
に
御
推
薦
相
成
候
方
得
策
と
存
申
候
︒
若
し
不
然
し
て
御
滞

京
﹇
京
都
の
こ
と
﹈
に
相
成
候
時
は
却
而
松
方
の
為
め
に
前
の
策
﹇
山
県

推
薦
﹈
に
出
ら
れ
︑
不
容
易
御
迷
惑
に
至
り
候
哉
も
難
計
候
︒
呉
々
も
一

日
も
早
く
御
帰
京
御
得
策
と
存
申
候（

86
）

﹂

　こ
れ
は
第
二
次
伊
藤
内
閣
の
政
治
危
機
の
際
の
も
の
で
あ
る
が
︑
翌
年
同
内

閣
の
崩
落
が
現
実
の
も
の
に
な
る
と
︑
田
中
光
顕
の
み
な
ら
ず
土
方
久
元
宮
内

大
臣
か
ら
も
重
ね
て
帰
京
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ち
な
み
に
︑
田
中

は
︑
前
述
の
通
り
︑
無
隣
庵
滞
在
中
の
山
県
に
対
し
て
﹁
無
隣
庵
主
﹂
と
い
う

宛
名
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑
こ
の
求
め
に
際

し
て
は
敢
え
て
﹁
山
県
侯
﹂
や
﹁
山
県
大
将
﹂
と
い
う
宛
名
を
用
い
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る（

87
）

︒
私
的
な
友
人
と
し
て
の
﹁
無
隣
庵
主
﹂
と
い
う
宛
名
を
敢

え
て
廃
す
る
こ
と
で
︑
公
的
任
務
︑
ま
し
て
﹁
為
皇
室
﹂
と
い
う
謹
厳
を
示
そ

う
と
し
た
と
解
す
る
の
は
読
み
込
み
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ

う
し
た
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
山
県
は
病
を
理
由
に
上
京
し
な
か
っ
た
︒

　こ
の
よ
う
な
引
籠
り
は
明
ら
か
に
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
︑

佐
々
木
隆
の
ま
と
め
に
従
え
ば
︑
山
県
は
そ
れ
以
前
に
も
一
八
九
一
年
に
伊
藤

博
文
・
井
上
馨
の
政
務
部
設
置
に
先
立
っ
て
第
二
無
隣
庵
に
籠
り
︑
一
八
九
三

年
末
に
も
伊
藤
博
文
内
閣
に
対
す
る
事
実
上
の
不
信
任
案
で
あ
っ
た
官
紀
振
粛

上
奏
案
の
枢
密
院
審
議
を
前
に
し
て
第
三
次
無
隣
庵
に
籠
っ
て
い
た（

88
）

︒
彼
は
そ

の
技
術
を
一
八
九
一
年
に
伊
藤
博
文
が
小
田
原
の
滄
浪
閣
に
籠
っ
て
首
相
で

あ
っ
た
山
県
の
貴
族
院
議
長
就
任
要
請
に
応
え
な
か
っ
た
事
件
か
ら
学
ん
だ
の

か
も
し
れ
な
い
︒
彼
は
こ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
︑
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
無
隣
庵
を
利
用
す
る
こ
と
に
習
熟
し
て
い
っ
た
の
で

あ
っ
た
︒

　一
八
九
八
年
に
お
い
て
も
同
じ
技
術
が
採
用
さ
れ
た
︒
三
月
に
な
っ
て
よ
う

や
く
西
下
し
た
山
県
に
対
し
て（

89
）

︑
四
月
中
旬
に
は
早
く
も
芳
川
顕
正
や
田
中
光

顕
か
ら
帰
京
を
求
め
る
書
簡
が
舞
い
込
む
よ
う
に
な
っ
た
が（

90
）

︑
山
県
は
な
か
な

か
東
上
せ
ず
︑
彼
が
よ
う
や
く
大
磯
ま
で
戻
っ
て
き
た
の
は
八
月
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
っ
た
︒
こ
の
経
緯
か
ら
も
︑
京
都
が
基
本
的
に
非
政
治
的
な
場
で
あ
り
︑

そ
こ
に
滞
在
す
る
限
り
政
治
的
活
動
が
か
な
り
制
限
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
広

く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
一
八
九
一
年

と
一
八
九
八
年
の
二
度
の
引
き
出
し
工
作
を
経
て
︑
山
県
は
非
政
治
的
な
地
方

の
館
に
引
籠
る
こ
と
で
︑
単
に
自
分
の
不
満
を
表
明
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
政
治
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的
権
威
を
高
め
る
戦
略
に
も
気
付
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
山
県
が
元
老
の
一

人
と
し
て
中
央
政
界
で
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
彼
が
引
籠
り

を
決
め
込
め
ば
︑
彼
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
宮
中
の
一
大
事
で
な
い
限

り（
91
）

︑
彼
が
政
界
に
不
可
欠
だ
と
い
う
事
実
を
衆
目
に
存
分
に
披
歴
す
る
こ
と
が

で
き
た
︒
非
政
治
た
る
場
も
ま
た
政
治
的
に
利
用
し
う
る
の
で
あ
る
︒

政
治
化
？

　一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
四
月
二
十
二
日
︑
こ
の
無
隣
庵
の
洋
館
で
日

露
戦
争
へ
と
つ
な
が
る
対
ロ
シ
ア
政
策
の
基
本
線
が
確
認
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
︒
こ
の
こ
と
を
受
け
て
︑
鈴
木
博
之
は
﹁
無
隣
庵
は
政
治
の
場
で
あ
り
︑

小
川
治
兵
衛
の
庭
は
政
治
の
庭
で
も
あ
っ
た
の
だ
﹂
と
書
い
て
い
る
が（

92
）

︑
無
隣

庵
が
そ
も
そ
も
は
静
養
の
地
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ

る
︒
果
た
し
て
無
隣
庵
は
政
治
の
場
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
そ
の
経
過
に
つ

い
て
見
て
み
よ
う
︒

　琵
琶
湖
疏
水
と
の
関
係
も
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
︑
無
隣
庵
滞
在
中
の
山
県
が

当
初
か
ら
地
方
政
治
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒

京
都
府
知
事
の
訪
問
は
頻
繁
に
あ
っ
た
し
︑
そ
の
な
か
に
は
例
え
ば
﹁
東
山
鉄

道
﹂
の
計
画
を
芳
川
顕
正
に
取
り
次
い
だ
り
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た（

93
）

︒
だ

が
︑
中
央
政
府
と
の
関
係
で
は
そ
の
政
治
性
は
決
し
て
強
く
は
な
く
︑

一
八
九
六
年
十
一
月
︑
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
伊
藤
博
文
が
無
隣
庵
を
訪
問
し
た

と
き
に
も
︑
そ
の
滞
在
時
間
は
わ
ず
か
数
分
だ
っ
た
と
い
う（

94
）

︒

　あ
ら
ゆ
る
書
簡
が
︑
無
隣
庵
が
基
本
的
に
静
養
の
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
次
の
よ
う
な
品
川
弥
二
郎
の
書
簡
は
︑
多

く
の
政
治
的
報
告
が
無
隣
庵
に
届
い
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
︑
そ
れ

は
あ
く
ま
で
報
告
で
あ
っ
て
︑
政
治
的
活
動
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
松
茸
狩
︑
紅
葉
之
好
時
節
も
内
外
憂
患
之
報
告
の
み
御
受
け
御
心
事
何

も
御
察
申
上
候
︒
何
卒
御
養
生
第
一
と
存
候
間
︑
西
山
東
山
折
々
は
北
山

之
御
遊
歩
も
有
之
度
奉
祈
候（

95
）

﹂

　静
養
の
地
と
し
て
の
無
隣
庵
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
世
間
に
も
共
有
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
︑
第
二
次
山
県
内
閣
後
の
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
の
社
説
は
︑
政
治
に

倦
ん
で
い
る
と
い
う
の
な
ら
﹁
真
に
無
隣
庵
に
退
隠
す
る
の
時
な
る
可
し
﹂
と

主
張
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た（

96
）

︒
確
か
に
︑
第
二
次
山
県
内
閣
後
︑
彼
は
無
隣
庵
で

悠
悠
自
適
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
れ
は
寂
し
が
り
や
の

山
県
に
と
っ
て
つ
ら
い
日
々
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（

97
）

︒
例
え
ば
︑
彼
は
あ
る

時
︑
勝
間
田
稔
の
詩
吟
に
次
し
て
︑
無
隣
庵
を
題
に
し
て
﹁
水
清
苔
青
無
点
塵
︑

東
山
相
対
作
佳
賓
︑
朝
晴
暮
雨
世
問
事
︑
了
此
風
情
誰
有
幾
人
﹂
と
詠
ん
だ
の

だ
が（

98
）

︑
自
分
で
も
そ
れ
を
気
に
入
っ
た
よ
う
で
根
室
の
水
産
家
・
柳
田
藤
助
が

訪
れ
た
際
に
も
こ
の
詩
の
近
什
を
書
し
て
与
え
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
の
時
こ
の

詩
に
は
﹁
何
ひ
と
つ
世
に
の
ぞ
み
な
き
柴
の
戸
を
た
ゝ
き
て
も
ま
た
訪
ふ
人
の

あ
り
﹂
と
い
う
言
葉
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う（

99
）

︒
そ
の
他
︑
こ
の
時
期
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十
一
月
の
新
聞
は
︑
伊
藤
が
山
県
を
訪
問
し
て
密
談
・
午
餐
し
て
︑
桂
も
立
寄

る
は
ず
で
あ
っ
た
が
都
合
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る（

105
）

︒
無

隣
庵
会
議
は
ま
さ
に
こ
の
流
れ
の
な
か
で
行
わ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
︒
こ
れ
ら
の
密
談
は
無
隣
庵
の
洋
館
で
行
わ
れ
︑
無
隣
庵
の
政
治
的
地
位
が

失
わ
れ
て
か
ら
も
京
都
滞
在
中
の
西
園
寺
と
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る（

106
）

︒
　無
隣
庵
の
政
治
化
如
何
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
と
す
れ
ば
︑
確
か
に
無
隣
庵

に
お
け
る
会
合
は
わ
ず
か
に
増
加
し
た
が
︑
そ
れ
は
山
県
を
わ
ざ
わ
ざ
無
隣
庵

に
留
め
置
く
ほ
ど
の
政
治
的
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
は
言
え
ず
︑
無
隣
庵
が
政

治
の
場
に
な
っ
た
と
ま
で
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
山
県
の
無

隣
庵
滞
在
が
周
囲
の
政
治
的
予
測
を
乱
反
射
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
意

味
で
︑
無
隣
庵
は
も
は
や
純
粋
な
非
政
治
の
館
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
て
い
た
︒

そ
の
上
︑
山
県
と
し
て
は
無
隣
庵
滞
在
は
寂
し
く
も
あ
っ
た
か
ら
︑
山
県
が
無

隣
庵
を
主
た
る
館
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
の
意
義
は
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
五

　無
隣
庵
か
ら
古
稀
庵
へ

古
稀
庵
の
成
立

　古
稀
庵
の
建
造
は
︑
す
で
に
見
た
よ
う
な
東
京
︱
大
磯
︱
地
方
と
い
う
階
層

性
を
根
本
か
ら
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
鈴
木
博
之
の
分
類
で
は
︑
古
稀
庵
は

小
淘
庵
を
継
ぐ
湘
南
別
邸
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
小
淘
庵
の
役
割
が

﹁
政
界
の
奥
座
敷
﹂
の
大
磯
と
い
う
特
殊
な
磁
場
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た

以
上
︑
小
田
原
に
つ
く
ら
れ
た
古
稀
庵
が
同
じ
役
割
を
期
待
さ
れ
る
は
ず
も
︑

ま
た
担
え
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
実
際
︑
古
稀
庵
の
あ
る
小
田
原
・

板
橋
は
﹁
湘
南
﹂
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
同
時
に
﹁
函
麓
﹂

（
箱
根
）
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た（

107
）

︒

　古
稀
庵
の
役
割
は
疑
い
な
く
本
邸
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
時
期
に
は
椿
山

荘
か
ら
古
稀
庵
へ
と
本
邸
の
移
動
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
︑
小
淘
庵
の
消
滅
と

無
隣
庵
の
地
位
の
下
降
を
考
え
併
せ
る
な
ら
︑
階
層
的
な
役
割
別
邸
宅
利
用
は

ほ
ぼ
一
極
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
古
稀
庵
建
造
後
も
か
つ
て
の

本
邸
た
る
椿
山
荘
は
維
持
さ
れ
た
が
︑
そ
の
利
用
頻
度
は
目
に
見
え
て
減
っ
て

お
り
︑
椿
山
荘
を
継
い
だ
新
椿
山
荘
は
も
は
や
﹁
東
京
別
邸
﹂
と
い
う
程
度
の

役
割
し
か
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

　だ
が
︑
な
ぜ
こ
ん
な
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
こ
こ
で
は
特
に

無
隣
庵
か
ら
古
稀
庵
へ
の
移
行
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い（

108
）

︒
そ
も
そ
も
︑

静
養
の
地
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
健
康
は
最
も
重
要
な
部
分
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
︑

小
淘
庵
と
無
隣
庵
と
は
微
妙
な
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
あ
る
新
聞
は
夏

の
休
暇
に
つ
い
て
﹁
実
験
上
大
磯
よ
り
京
都
の
空
気
首
相
﹇
山
県
﹈
の
身
体
に

適
す
る
﹂
た
め
と
し
て
山
県
の
無
隣
庵
行
を
報
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た（

109
）

︒
と
こ
ろ

が
︑
一
方
で
冬
の
静
養
に
つ
い
て
は
山
県
自
身
が
医
者
の
勧
告
に
よ
っ
て
大
磯

に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
言
し
て
も
い
る（

110
）

︒
山
県
が
京
都
の
秋
を
特
に
愛
し

76

に
は
有
象
無
象
︑
あ
ら
ゆ
る
人
物
と
会
っ
て
い
る
様
子
が
記
録
さ
れ
て
お
り
︑

山
県
の
寂
し
さ
を
よ
く
伝
え
る
︒
な
か
に
は
驚
く
こ
と
に
︑
一
般
人
の
邸
宅
を

訪
問
し
て
い
た
と
い
う
記
述
ま
で
あ
る
︒

﹁
私
の
親
戚
の
宅
が
京
は
下
岡
崎
の
︑
山
県
公
の
無
隣
庵
に
近
い
所
に
あ

つ
て
︑
そ
こ
の
主
人
が
含
雪
老
公
と
も
近
づ
き
の
間
な
の
で
︑
老
公
が
政

界
の
五
月
蠅
さ
か
ら
追
は
れ
て
︑
京
都
に
閑
居
し
て
ゐ
る
時
分
に
は
︑
閑

に
ま
か
せ
て
ち
よ
い
〳
〵
親
戚
の
家
に
も
出
掛
け
て
来
た
も
の
だ（

100
）

﹂

　山
県
が
こ
の
家
の
新
築
祝
い
に
白
椿
を
送
り
︑
そ
の
椿
の
様
子
を
見
に
き
て

い
た
と
い
う
事
情
の
よ
う
だ
が
︑
送
ら
れ
た
側
は
果
た
し
て
ど
ん
な
心
情
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

　も
っ
と
も
︑
一
方
で
政
治
化
の
傾
向
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
一
つ
は
︑

先
に
指
摘
し
た
引
き
出
し
・
引
籠
り
の
綱
引
き
で
あ
る
︒
山
県
の
引
き
出
し
を

試
み
る
史
料
は
多
い
が（

101
）

︑
例
え
ば
︑
一
九
〇
一
年
三
月
︑
清
浦
圭
吾
は
山
県
引

き
出
し
の
動
向
に
つ
い
て
伝
え
な
が
ら
︑
そ
れ
を
駆
け
引
き
に
使
う
こ
と
の
重

要
性
を
指
摘
し
て
い
る（

102
）

︒
と
こ
ろ
が
︑
無
隣
庵
が
非
政
治
的
な
場
と
見
ら
れ
れ

ば
見
ら
れ
る
ほ
ど
︑
無
隣
庵
か
ら
の
上
京
は
権
力
者
の
政
治
へ
の
介
入
と
い
う

強
烈
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
か
ら
︑
石
黒
忠
悳
な
ど
は
そ
れ

を
考
慮
し
て
引
籠
る
べ
き
だ
と
い
う
進
言
を
し
て
い
る（

103
）

︒

﹁
近
日
之
世
況
之
処
え
御
帰
京
相
成
候
は
ゝ
︑
種
々
牽
強
附
会
之
説
も
涌

出
可
致
に
付
︑
可
相
成
は
尚
暫
く
御
地
御
静
養
被
為
在
候
方
可
然
と
奉
愚

考
候
︒
議
会
半
ば
こ
と
片
付
き
不
申
内
は
御
養
生
之
為
御
帰
京
被
成
候
て

も
世
上
に
は
別
に
意
味
あ
り
候
事
に
誤
解
流
伝
可
仕
候
︒
世
に
重
き
を
負

せ
ら
れ
候
御
身
は
サ
テ
〳
〵
窮
屈
之
も
の
と
恐
察
仕
候
﹂

　石
黒
の
言
う
通
り
︑
こ
れ
は
山
県
の
政
治
的
影
響
力
の
拡
大
に
伴
う
変
化
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
︑
東
京
の
本
邸
に
帰
る
こ
と
も
憚
ら
れ
る
状
況
は
確
か

に
﹁
窮
屈
﹂
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
︑
ま
た
次
第
に
政
治
的
活
動
の
必
要
性
が

復
活
し
て
も
書
簡
で
し
か
こ
れ
に
対
応
で
き
な
い
な
ど
︑﹁
窮
屈
﹂
の
度
合
い

は
ま
す
ま
す
亢
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
次
の
田

中
光
顕
の
書
簡
は
︑
河
野
忠
三
の
貴
族
院
議
員
転
身
希
望
へ
の
対
応
を
め
ぐ
る

も
の
だ
が
︑
無
隣
庵
が
未
だ
に
基
本
的
に
は
非
政
治
的
な
場
所
で
︑
そ
れ
が
ゆ

え
に
書
簡
で
の
対
応
が
煩
瑣
に
な
っ
て
い
る
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

﹁
特
別
に
首
相
へ
御
一
通
に
而
も
御
遣
し
被
下
候
歟
︑
又
は
御
帰
京
之
上

親
敷
御
以
来
被
下
候
様
之
儀
も
相
叶
候
は
ゝ
成
功
に
も
至
り
可
申
存
候
間
︑

御
静
養
中
御
う
る
さ
き
事
と
は
存
候
へ
と
も
願
上
候（

104
）

﹂

　一
方
︑
無
隣
庵
会
議
な
ど
の
無
隣
庵
に
お
け
る
会
合
に
象
徴
さ
れ
る
︑
無
隣

庵
自
体
の
政
治
的
利
用
も
わ
ず
か
ず
つ
だ
が
進
ん
だ
︒
例
え
ば
︑
一
九
〇
二
年
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十
一
月
の
新
聞
は
︑
伊
藤
が
山
県
を
訪
問
し
て
密
談
・
午
餐
し
て
︑
桂
も
立
寄

る
は
ず
で
あ
っ
た
が
都
合
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る（

105
）

︒
無

隣
庵
会
議
は
ま
さ
に
こ
の
流
れ
の
な
か
で
行
わ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
︒
こ
れ
ら
の
密
談
は
無
隣
庵
の
洋
館
で
行
わ
れ
︑
無
隣
庵
の
政
治
的
地
位
が

失
わ
れ
て
か
ら
も
京
都
滞
在
中
の
西
園
寺
と
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る（

106
）

︒
　無
隣
庵
の
政
治
化
如
何
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
と
す
れ
ば
︑
確
か
に
無
隣
庵

に
お
け
る
会
合
は
わ
ず
か
に
増
加
し
た
が
︑
そ
れ
は
山
県
を
わ
ざ
わ
ざ
無
隣
庵

に
留
め
置
く
ほ
ど
の
政
治
的
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
は
言
え
ず
︑
無
隣
庵
が
政

治
の
場
に
な
っ
た
と
ま
で
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
山
県
の
無

隣
庵
滞
在
が
周
囲
の
政
治
的
予
測
を
乱
反
射
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
意

味
で
︑
無
隣
庵
は
も
は
や
純
粋
な
非
政
治
の
館
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
て
い
た
︒

そ
の
上
︑
山
県
と
し
て
は
無
隣
庵
滞
在
は
寂
し
く
も
あ
っ
た
か
ら
︑
山
県
が
無

隣
庵
を
主
た
る
館
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
の
意
義
は
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
五

　無
隣
庵
か
ら
古
稀
庵
へ

古
稀
庵
の
成
立

　古
稀
庵
の
建
造
は
︑
す
で
に
見
た
よ
う
な
東
京
︱
大
磯
︱
地
方
と
い
う
階
層

性
を
根
本
か
ら
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
鈴
木
博
之
の
分
類
で
は
︑
古
稀
庵
は

小
淘
庵
を
継
ぐ
湘
南
別
邸
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
小
淘
庵
の
役
割
が

﹁
政
界
の
奥
座
敷
﹂
の
大
磯
と
い
う
特
殊
な
磁
場
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た

以
上
︑
小
田
原
に
つ
く
ら
れ
た
古
稀
庵
が
同
じ
役
割
を
期
待
さ
れ
る
は
ず
も
︑

ま
た
担
え
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
実
際
︑
古
稀
庵
の
あ
る
小
田
原
・

板
橋
は
﹁
湘
南
﹂
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
同
時
に
﹁
函
麓
﹂

（
箱
根
）
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た（

107
）

︒

　古
稀
庵
の
役
割
は
疑
い
な
く
本
邸
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
時
期
に
は
椿
山

荘
か
ら
古
稀
庵
へ
と
本
邸
の
移
動
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
︑
小
淘
庵
の
消
滅
と

無
隣
庵
の
地
位
の
下
降
を
考
え
併
せ
る
な
ら
︑
階
層
的
な
役
割
別
邸
宅
利
用
は

ほ
ぼ
一
極
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
古
稀
庵
建
造
後
も
か
つ
て
の

本
邸
た
る
椿
山
荘
は
維
持
さ
れ
た
が
︑
そ
の
利
用
頻
度
は
目
に
見
え
て
減
っ
て

お
り
︑
椿
山
荘
を
継
い
だ
新
椿
山
荘
は
も
は
や
﹁
東
京
別
邸
﹂
と
い
う
程
度
の

役
割
し
か
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

　だ
が
︑
な
ぜ
こ
ん
な
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
こ
こ
で
は
特
に

無
隣
庵
か
ら
古
稀
庵
へ
の
移
行
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い（

108
）

︒
そ
も
そ
も
︑

静
養
の
地
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
健
康
は
最
も
重
要
な
部
分
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
︑

小
淘
庵
と
無
隣
庵
と
は
微
妙
な
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
あ
る
新
聞
は
夏

の
休
暇
に
つ
い
て
﹁
実
験
上
大
磯
よ
り
京
都
の
空
気
首
相
﹇
山
県
﹈
の
身
体
に

適
す
る
﹂
た
め
と
し
て
山
県
の
無
隣
庵
行
を
報
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た（

109
）

︒
と
こ
ろ

が
︑
一
方
で
冬
の
静
養
に
つ
い
て
は
山
県
自
身
が
医
者
の
勧
告
に
よ
っ
て
大
磯

に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
言
し
て
も
い
る（

110
）

︒
山
県
が
京
都
の
秋
を
特
に
愛
し
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ら
此
節
よ
り
は
煙
水
伴
鴎
可
申
と
相
楽
居
申
候（

116
）

﹂

　も
っ
と
も
こ
の
時
点
で
は
︑
い
く
ら
来
訪
客
が
多
い
と
は
い
っ
て
も
︑
そ
の

数
は
椿
山
荘
へ
の
客
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
か
ら
︑
本
邸
と
し
て
の
椿
山
荘
と
静

養
の
地
と
し
て
の
古
稀
庵
と
の
役
割
の
区
別
は
な
お
維
持
さ
れ
て
い
た
︒
で
あ

る
か
ら
こ
そ
︑
古
稀
庵
完
成
後
︑
山
県
が
上
京
し
て
も
す
ぐ
に
古
稀
庵
に
帰
る

よ
う
に
な
っ
て
も
︑
有
力
政
治
家
た
ち
は
短
い
上
京
を
狙
っ
て
椿
山
荘
を
訪
問

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

﹁
大
正
元
年
﹇
一
九
一
二
年
﹈
十
二
月
十
七
日
桂
首
相
目
白
椿
山
荘
に
来
訪

す
︒
蓋
し
余
は
其
の
翌
日
を
以
て
小
田
原
古
稀
庵
に
趣
か
ん
と
す
る
か
故

な
り
︒
桂
﹇
︙
︙
﹈
曰
く
︑﹇
︙
︙
﹈
暫
ら
く
は
御
淋
し
か
ら
む
も
幸
に
心

を
安
し
別
業
に
起
臥
し
て
静
養
せ
ら
れ
む
こ
と
を
請
ふ
と
︒
余
其
の
厚
意

を
謝
し
て
之
を
諾
す（

117
）

﹂

　こ
れ
は
桂
・
山
県
双
方
が
︑
古
稀
庵
を
静
養
の
地
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
次
第
に
古
稀
庵
に
籠
も
る
時
間
が

長
く
な
っ
た
山
県
に
対
し
て
︑
外
側
か
ら
は
﹁
山
県
閥
﹂
と
認
識
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
政
治
家
・
官
僚
の
一
群
は
︑
自
身
の
利
益
に
山
県
か
ら
正
統
性
を
調
達

す
る
た
め
︑
東
海
道
を
下
っ
て
小
田
原
参
り
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
毎
年
椿

山
荘
で
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
誕
生
会
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
田
中
宛
山
県
書

簡
の
記
述
は
︑
失
墜
し
た
田
中
光
顕
へ
の
気
遣
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
︑
や
は
り
﹁
山
県
閥
﹂
に
お
け
る
山
県
の
受
動
的
な
態
度
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
︒﹁

実
ハ
先
帝
崩
御
後
ハ
遁
世
之
心
事
故
誕
辰
日
も
廃
止
可
致
与
存
候
処
後

輩
之
友
人
等
よ
り
在
世
中
ハ
不
可
然
与
の
議
論
差
起
り
旧
ニ
依
り
如
旧
開

宴
致
し
候（

118
）

﹂

　特
に
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
頃
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
は
山
県
の
上
京
を
待
っ

た
り
電
報
に
頼
っ
た
り
し
て
い
た
渡
辺
千
秋
宮
相
が
古
稀
庵
を
訪
問
す
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
は
︑
元
老
を
別
と
す
れ
ば（

119
）

︑
ほ
と
ん
ど
の
有
力
者
を
古
稀
庵
に

引
き
寄
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た（

120
）

︒
佐
々
木
隆
は
元
老
の

別
荘
居
住
に
つ
い
て
︑﹁
現
役
の
有
力
政
治
家
︱
︱
時
と
し
て
は
首
相
︱
︱
が

自
ら
足
を
運
ぶ
と
い
う
事
実
は
そ
の
ま
ま
別
格
の
存
在
と〘
マ
マ
〙て

地
位
を
証
明
す
る

も
の
で
あ
り
︑
元
老
の
別
荘
居
住
は
こ
の
意
味
で
彼
ら
の
栄
光
を
体
現
し
て
い

た
﹂
と
書
い
た
が（

121
）

︑
山
県
に
お
い
て
の
古
稀
庵
も
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
権
力
装

置
と
し
て
の
完
成
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

椿
山
荘
の
消
滅
―
―
新
椿
山
荘
の
成
立

　こ
の
こ
と
は
同
時
に
本
邸
で
あ
っ
た
椿
山
荘
の
非
政
治
化
を
意
味
す
る
︒
例

え
ば
︑
二
宮
熊
次
郎
が
次
の
よ
う
な
詩
を
詠
ん
で
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
︒

78

た
こ
と
は
疑
い
な
い
が（

111
）

︑
齢
を
重
ね
て
健
康
の
重
み
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
と

き
︑
長
時
間
の
移
動
な
し
に
体
に
合
っ
た
気
候
で
静
養
で
き
る
︑
新
た
な
館
を

得
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
︒

　で
は
︑
そ
れ
が
な
ぜ
小
田
原
・
板
橋
だ
っ
た
の
か
︒
そ
の
転
機
に
な
っ
た
と

見
ら
れ
る
山
県
と
田
中
光
顕
と
の
往
復
書
簡
が
あ
る
か
ら
︑
ま
ず
そ
れ
を
見
て

み
た
い
︒
転
機
は
﹁
無
隣
庵
主
公
﹂
に
宛
て
て
書
か
れ
た
田
中
光
顕
書
簡
︒

﹁
橋
本
国
手
之
談
に
拠
れ
は
︑
閣
下
京
都
之
風
光
御
愛
し
に
相
成
候
得
共
︑

冬
季
は
寒
冷
甚
敷
き
為
め
︑
且
は
池
水
の
為
め
御
健
康
上
に
は
十
分
に
無

之
に
付
︑
今
少
し
温
暖
之
地
に
御
移
り
相
成
度
も
の
と
の
事
に
有
之
︑
至

極
尤
の
説
と
は
承
り
候
得
共
︑
何
分
塵
界
之
煩
雑
を
御
避
け
相
成
候
に
は

大
磯
も
鎌
倉
も
東
京
に
近
く
し
て
御
静
養
は
所
詮
出
来
申
間
布
不
被
為
得

已
候
次
第
と
相
考
申
候
に
付
︑
強
而
御
勧
め
は
不
申
上
候
得
共
︑
御
一
考

被
為
成
候
而
は
如
何
哉
と
奉
存
候（

112
）

﹂

﹁
老
生
避
寒
之
事
に
付
橋
本
国
手
之
勧
告
最
も
至
極
に
候
︒
如
貴
諭
大
磯
︑

鎌
倉
辺
は
煩
雑
を
極
め
到
底
静
養
の
地
に
は
無
之
実
に
御
同
感
に
候（

113
）

﹂

　橋
本
国
手
と
は
︑
山
県
に
大
磯
に
お
け
る
療
治
を
勧
め
た
橋
本
綱
常
の
こ
と

で
あ
る
︒
山
県
は
︑
そ
の
主
治
医
の
一
人
で
あ
っ
た
橋
本
の
意
見
を
再
び
参
考

に
し
て
︑
健
康
上
の
理
由
か
ら
︑
新
た
な
別
荘
を
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

114
）

︒

具
体
的
な
過
程
は
不
明
で
は
あ
る
が
︑
茶
な
ど
を
通
じ
て
山
県
と
親
し
か
っ
た

三
井
財
閥
の
中
心
人
物
・
益
田
孝
（
鈍
翁
）
が
古
稀
庵
の
地
所
確
保
な
ど
に
協

力
し
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
益
田
が
少
し
早
い
時
期
に
︑

古
稀
庵
の
隣
地
に
掃
雲
台
を
構
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
︑
彼
ら
の
密
接
な

関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
山
県
に

と
っ
て
古
稀
庵
は
そ
も
そ
も
非
政
治
の
空
間
と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒

　そ
の
意
味
に
お
い
て
初
期
に
は
︑
政
治
の
場
と
し
て
の
大
磯
と
も
明
確
な
差

別
化
が
図
ら
れ
て
い
た
︒

﹁﹇
東
京
か
ら
の
﹈
帰
途
大
磯
に
て
可
致
面
晤
存
居
候
処
︑
既
に
御
帰
京
之

趣
拝
承
遺
憾
に
存
候
︒
老
生
も
過
日
来
函
山
に
静
養
日
々
青
山
淡
水
之
間

逍
遥
罷
在
候
︒
併
し
両
三
日
中
に
は
小
淘
庵
に
向
ひ
可
申
含
に
候（

115
）

﹂

　つ
ま
り
︑
古
稀
庵
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
無
隣
庵
を
継
ぐ
地
方
の
静
養

の
館
で
あ
り
︑
東
京
︱
大
磯
︱
地
方
と
い
う
階
層
性
は
な
お
維
持
さ
れ
る
予
定

だ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
山
県
に
と
っ
て
誤
算
だ
っ
た
の
は
︑
彼
の
政
治
的
影
響

力
が
想
定
以
上
に
大
き
く
︑
予
想
を
超
え
る
数
の
客
が
古
稀
庵
ま
で
は
る
ば
る

足
を
運
ん
だ
こ
と
だ
っ
た
︒

﹁
不
便
の
地
も
早
春
旁
来
訪
者
不
絶
︑
意
外
之
感
を
生
し
申
候
︒
去
な
か
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ら
此
節
よ
り
は
煙
水
伴
鴎
可
申
と
相
楽
居
申
候（

116
）

﹂

　も
っ
と
も
こ
の
時
点
で
は
︑
い
く
ら
来
訪
客
が
多
い
と
は
い
っ
て
も
︑
そ
の

数
は
椿
山
荘
へ
の
客
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
か
ら
︑
本
邸
と
し
て
の
椿
山
荘
と
静

養
の
地
と
し
て
の
古
稀
庵
と
の
役
割
の
区
別
は
な
お
維
持
さ
れ
て
い
た
︒
で
あ

る
か
ら
こ
そ
︑
古
稀
庵
完
成
後
︑
山
県
が
上
京
し
て
も
す
ぐ
に
古
稀
庵
に
帰
る

よ
う
に
な
っ
て
も
︑
有
力
政
治
家
た
ち
は
短
い
上
京
を
狙
っ
て
椿
山
荘
を
訪
問

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

﹁
大
正
元
年
﹇
一
九
一
二
年
﹈
十
二
月
十
七
日
桂
首
相
目
白
椿
山
荘
に
来
訪

す
︒
蓋
し
余
は
其
の
翌
日
を
以
て
小
田
原
古
稀
庵
に
趣
か
ん
と
す
る
か
故

な
り
︒
桂
﹇
︙
︙
﹈
曰
く
︑﹇
︙
︙
﹈
暫
ら
く
は
御
淋
し
か
ら
む
も
幸
に
心

を
安
し
別
業
に
起
臥
し
て
静
養
せ
ら
れ
む
こ
と
を
請
ふ
と
︒
余
其
の
厚
意

を
謝
し
て
之
を
諾
す（

117
）

﹂

　こ
れ
は
桂
・
山
県
双
方
が
︑
古
稀
庵
を
静
養
の
地
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
次
第
に
古
稀
庵
に
籠
も
る
時
間
が

長
く
な
っ
た
山
県
に
対
し
て
︑
外
側
か
ら
は
﹁
山
県
閥
﹂
と
認
識
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
政
治
家
・
官
僚
の
一
群
は
︑
自
身
の
利
益
に
山
県
か
ら
正
統
性
を
調
達

す
る
た
め
︑
東
海
道
を
下
っ
て
小
田
原
参
り
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
毎
年
椿

山
荘
で
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
誕
生
会
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
田
中
宛
山
県
書

簡
の
記
述
は
︑
失
墜
し
た
田
中
光
顕
へ
の
気
遣
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
︑
や
は
り
﹁
山
県
閥
﹂
に
お
け
る
山
県
の
受
動
的
な
態
度
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
︒﹁

実
ハ
先
帝
崩
御
後
ハ
遁
世
之
心
事
故
誕
辰
日
も
廃
止
可
致
与
存
候
処
後

輩
之
友
人
等
よ
り
在
世
中
ハ
不
可
然
与
の
議
論
差
起
り
旧
ニ
依
り
如
旧
開

宴
致
し
候（

118
）

﹂

　特
に
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
頃
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
は
山
県
の
上
京
を
待
っ

た
り
電
報
に
頼
っ
た
り
し
て
い
た
渡
辺
千
秋
宮
相
が
古
稀
庵
を
訪
問
す
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
は
︑
元
老
を
別
と
す
れ
ば（

119
）

︑
ほ
と
ん
ど
の
有
力
者
を
古
稀
庵
に

引
き
寄
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た（

120
）

︒
佐
々
木
隆
は
元
老
の

別
荘
居
住
に
つ
い
て
︑﹁
現
役
の
有
力
政
治
家
︱
︱
時
と
し
て
は
首
相
︱
︱
が

自
ら
足
を
運
ぶ
と
い
う
事
実
は
そ
の
ま
ま
別
格
の
存
在
と〘
マ
マ
〙て

地
位
を
証
明
す
る

も
の
で
あ
り
︑
元
老
の
別
荘
居
住
は
こ
の
意
味
で
彼
ら
の
栄
光
を
体
現
し
て
い

た
﹂
と
書
い
た
が（

121
）

︑
山
県
に
お
い
て
の
古
稀
庵
も
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
権
力
装

置
と
し
て
の
完
成
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

椿
山
荘
の
消
滅
―
―
新
椿
山
荘
の
成
立

　こ
の
こ
と
は
同
時
に
本
邸
で
あ
っ
た
椿
山
荘
の
非
政
治
化
を
意
味
す
る
︒
例

え
ば
︑
二
宮
熊
次
郎
が
次
の
よ
う
な
詩
を
詠
ん
で
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
︒
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京
師
木
屋
町
別
邸
之
如
く
可
致
存
候
処
︑
多
忙
に
て
別
に
書
記
候
時
間
無
之
に

付（
127
）

﹂
と
い
う
記
述
が
遺
産
相
続
の
参
考
の
た
め
に
書
か
れ
た
﹁
財
産
取
調
書
﹂

を
補
填
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
に
気
が
付
い
た
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
︑
や
は
り
伝
記
の
記
述
は
正
し
く
︑
新
椿
山
荘
は
ず
っ
と
山
県
の
所
有
だ
っ

た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
書
簡
を
一
八
八
八
年
の
も
の
と
年
代
推
定
し
た

場
合
︑
そ
れ
は
第
二
次
無
隣
庵
の
成
立
時
期
に
飛
び
火
す
る
︒
す
で
に

一
八
八
九
年
四
月
時
点
ま
で
第
二
次
無
隣
庵
の
成
立
が
遡
る
こ
と
を
指
摘
し
た

が
︑
先
の
年
代
推
定
を
生
か
す
な
ら
﹁
京
師
木
屋
町
別
邸
﹂
は
一
八
八
八
年

十
一
月
時
点
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
筆
者
の

見
解
と
し
て
は
︑
や
は
り
新
椿
山
荘
の
土
地
は
以
前
か
ら
山
県
の
所
有
に
属
し

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
︑
第
二
次
無
隣
庵
の
成
立
は
一
八
八
八
年
以
前

ま
で
遡
る
べ
き
だ
と
考
え
る（

128
）

︒

　さ
て
︑
再
び
新
椿
山
荘
に
つ
い
て
だ
が
︑
こ
の
土
地
を
め
ぐ
る
謎
は
地
所
の

選
定
ば
か
り
で
は
な
い
︒
注
目
し
た
い
の
は
︑
一
九
一
六
年
︑
す
な
わ
ち
新
椿

山
荘
造
営
の
一
年
前
に
大
島
健
一
陸
軍
大
臣
が
山
県
に
書
き
送
っ
た
次
の
書
簡

で
あ
る
︒

﹁
番
町
官
舎
之
件
に
付
米
村
副
官
へ
御
伝
言
拝
承
仕
候
︒
併
官
舎
之
方
は

相
当
之
余
地
有
之
候
事
故
︑
今
後
御
進
行
之
御
都
合
に
依
り
更
に
御
入
用

生
し
候
は
ゝ
御
申
し
付
可
被
下
候（

129
）

﹂

　こ
こ
に
あ
る
﹁
番
町
官
舎
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
調
べ
て
み
る
と
山
県
の

新
椿
山
荘
の
住
所
は
麹
町
区
五
番
町
一
四
な
の
だ
が
︑
隣
地
の
五
番
町
一
三
が

陸
軍
次
官
官
舎
で
あ
る
︒
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
﹁
番
町
官
舎
﹂
と
は
こ
の

次
官
官
舎
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
山
県
は
椿
山
荘
に
お
い
て
も
︑
無
隣
庵

に
お
い
て
も
︑
ま
た
古
稀
庵
に
お
い
て
も
︑
築
庭
に
伴
っ
て
土
地
を
増
や
す
こ

と
が
あ
っ
た
が
︑
確
か
に
新
椿
山
荘
に
つ
い
て
も
西
隣
に
二
百
余
坪
︑
北
隣
に

百
余
坪
を
拡
張
し
て
お
り（

130
）

︑
こ
こ
で
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
隣
地
の
次
官
官
舎

か
ら
の
敷
地
の
融
通
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
山
県

自
身
が
﹁
先
般
新
椿
山
移
転
後
ハ
知
友
会
合
之
場
処
も
無
之
﹂
と
書
い
て
い
る

よ
う
に（

131
）

︑
新
椿
山
荘
は
使
用
面
で
は
そ
こ
ま
で
政
治
的
な
意
義
を
持
た
な
か
っ

た
が
︑
無
隣
庵
や
古
稀
庵
に
お
い
て
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
︑
そ
の
土
地
の
取

得
の
経
緯
と
い
う
側
面
で
は
相
当
の
政
治
性
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒

古
稀
庵
に
宿
る
政
治
性

　さ
て
︑
古
稀
庵
に
戻
ろ
う
︒
古
稀
庵
は
そ
れ
ま
で
複
数
の
館
に
よ
っ
て
分
掌

さ
れ
て
き
た
政
治
性
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
政
治
性
を
完
成
さ
せ
た
わ
け
だ
が
︑

そ
れ
で
は
そ
の
政
治
性
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
東
京
か
ら

日
帰
り
で
き
る
と
い
う
絶
妙
な
時
間
的
距
離
に
支
え
ら
れ
て
︑
小
田
原
参
り
が

生
じ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
だ
が
︑
い
く
ら
山
県
か
ら
の
正
統
性
を
欲

し
て
も
︑
有
力
政
治
家
や
高
級
官
僚
に
と
っ
て
︑
一
日
を
か
け
て
東
京
か
ら
遠

路
出
か
け
︑
小
田
原
か
ら
古
稀
庵
ま
で
山
肌
を
登
る
と
い
う
行
為
は
︑
無
駄
で

80

﹁
椿
山
荘
即
事

山
風
習
々
払
銀
屏

　修
竹
老
松
陰
満
庭

世
上
炎
塵
飛
不
到

　涼
蝉
声
裡
夕
陽
盛（

122
）

﹂

　こ
う
し
て
︑
本
邸
の
意
義
は
小
さ
く
な
り
︑
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
十
一

月
に
は
椿
山
荘
は
番
町
の
新
椿
山
荘
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た（

123
）

︒
な
ぜ
新

椿
山
荘
に
こ
の
土
地
が
選
ば
れ
た
の
か
に
つ
い
て
︑﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
﹄
は

﹁
小
田
原
の
古
稀
庵
を
常
住
の
居
と
定
め
た
が
︑
折
々
上
京
の
際
︑
宿
所
無
か

る
べ
か
ら
ず
と
て
︑
三
十
年
来
︑
公
の
所
有
で
あ
っ
た
麹
町
区
五
番
町
の
邸

宅
﹂
云
々
と
書
い
て
い
る（

124
）

︒
単
に
す
で
に
館
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
︒
曾

禰
達
蔵
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
お
そ
ら
く
日
本
で
初
め
て
の
コ
ン
ペ
建
築
で
︑
か

つ
片
山
東
熊
の
処
女
作
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
曾
禰
は
︑
一
九
七
九

（
明
治
十
二
）
年
頃
の
話
と
し
て
次
の
よ
う
な
話
を
遺
し
て
い
る
︒

﹁
私
共
工
部
大
学
校
の
第
一
期
建
築
科
学
生
が
卒
業
す
る
少
し
前
の
或
る

頃
に
︑
山
県
有
朋
さ
ん
が
其
時
麹
町
区
五
番
町
の
邸
内
に
自
分
の
住
宅
を

新
築
せ
ん
と
企
て
ら
れ
た
︑﹇
︙
︙
﹈
其
建
築
の
設
計
を
山
県
さ
ん
は
片

山
君
を
通
じ
て
辰
野
﹇
金
吾
﹈︑
片
山
﹇
東
熊
﹈︑
佐
立
﹇
七
次
郎
﹈︑（
宮
伝

次
郎
と
云
ふ
学
生
も
存
命
で
あ
つ
て
こ
れ
に
加
は
つ
た
か
不
明
）
の
三
君
と

余
の
四
学
生
に
立
案
す
る
や
う
申
越
さ
れ
た
︒
ま
あ
コ
ン
ペ
チ
シ
ヨ
ン
の

試
験
で
す
︑
勿
論
良
い
の
が
あ
つ
た
ら
採
用
す
る
か
ら
と
云
ふ
の
で
や
ら

さ
れ
た
︑
偖
ど
う
し
て
山
県
さ
ん
に
そ
ん
な
こ
と
を
頼
ま
れ
た
か
と
云
ふ

と
︑
片
山
君
と
山
県
有
朋
さ
ん
と
は
山
口
県
の
而
も
萩
の
同
郷
人
で
片
山

君
の
実
兄
が
陸
軍
将
校
で
も
あ
り
︑
そ
れ
こ
れ
で
殊
に
親
し
か
つ
た
山
県

さ
ん
は
片
山
お
前
に
頼
ん
で
宜
い
の
だ
け
れ
ど
も
︑
ま
あ
み
ん
な
に
も
や

ら
せ
て
見
る
位
の
こ
と
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
し
或
は
片
山
君
が
強

い
て
山
県
さ
ん
を
説
い
て
斯
く
さ
せ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︑
兎
に
角
さ
う

云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
一
生
懸
命
に
や
つ
て
︑
プ
ラ
ン
と
エ
レ
ヴ
エ
ー
シ
ヨ

ン
と
セ
ク
シ
ヨ
ン
を
百
分
の
一
の
縮
尺
に
し
て
略
図
案
を
作
り
上
げ
ま
し

た
︑
而
し
て
案
も
良
か
つ
た
﹇
の
﹈
で
せ
う
︑
結
局
片
山
君
に
行
つ
て
し

ま
つ
て
実
現
し
た
の
で
す
が
︑実
に
片
山
君
の
処
女
作
で
あ
り
ま
し
た﹇
︒﹈

あ
の
木
造
の
家
が
長
い
間
ご
ざ
い
ま
し
た
が
︑
い
つ
し
か
農
商
務
省
か
何

か
の
官
邸
に
な
つ
た
や
う
で
し
た（

125
）

﹂

　農
商
務
省
の
官
邸
に
な
っ
た
か
ど
う
か
︑
今
俄
に
確
認
で
き
な
い
が
︑
山
県

が
実
際
に
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
お
そ
ら
く
事
実
で
あ
ろ
う
︒
た

だ
し
︑
そ
の
五
番
町
に
舞
い
戻
っ
て
く
る
た
め
に
は
そ
の
土
地
を
所
有
し
続
け

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
ず
っ
と
理
解
し
か
ね
て
い
た
の
は
︑﹃
公

爵
山
県
有
朋
伝
﹄ 

の ﹁
三
十
年
来
﹂ 

と
い
う
記
述
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑ 

一
八
八
八

年
時
点
の
﹁
財
産
取
調
書
﹂
に
は
こ
の
土
地
の
記
載
が
な
い
こ
と
で
あ
る（

126
）

︒
そ

こ
で
︑
こ
の
伝
記
の
記
述
が
不
正
確
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
︑

最
近
︑
年
不
明
で
あ
っ
た
田
中
宛
山
県
書
簡
の
﹁
五
番
丁
家
之
事
は
遺
言
書
中
︑
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師
木
屋
町
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邸
之
如
く
可
致
存
候
処
︑
多
忙
に
て
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に
書
記
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時
間
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之
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）

﹂
と
い
う
記
述
が
遺
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相
続
の
参
考
の
た
め
に
書
か
れ
た
﹁
財
産
取
調
書
﹂

を
補
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す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
に
気
が
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い
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︒
も
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そ
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で
あ
る
と
す
れ

ば
︑
や
は
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記
の
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は
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し
く
︑
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椿
山
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は
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と
山
県
の
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有
だ
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で
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︒
た
だ
し
︑
こ
の
書
簡
を
一
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の
も
の
と
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代
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し
た
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︑
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隣
庵
の
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立
時
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に
飛
び
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る
︒
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で
に

一
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八
九
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四
月
時
点
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で
第
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無
隣
庵
の
成
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が
遡
る
こ
と
を
指
摘
し
た

が
︑
先
の
年
代
推
定
を
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か
す
な
ら
﹁
京
師
木
屋
町
別
邸
﹂
は
一
八
八
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年

十
一
月
時
点
に
は
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で
に
成
立
し
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と
に
な
る
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ら
で
あ
る
︒
筆
者
の

見
解
と
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て
は
︑
や
は
り
新
椿
山
荘
の
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地
は
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山
県
の
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有
に
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し

て
い
た
と
考
え
る
べ
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で
あ
り
︑
第
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次
無
隣
庵
の
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立
は
一
八
八
八
年
以
前

ま
で
遡
る
べ
き
だ
と
考
え
る（

128
）
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　さ
て
︑
再
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新
椿
山
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に
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て
だ
が
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こ
の
土
地
を
め
ぐ
る
謎
は
地
所
の

選
定
ば
か
り
で
は
な
い
︒
注
目
し
た
い
の
は
︑
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九
一
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年
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す
な
わ
ち
新
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山
荘
造
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の
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に
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健
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軍
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が
山
県
に
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送
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）
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　こ
こ
に
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﹁
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町
官
舎
﹂
と
は
何
で
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ろ
う
か
︒
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て
み
る
と
山
県
の

新
椿
山
荘
の
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所
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四
な
の
だ
が
︑
隣
地
の
五
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で
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で
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及
さ
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る
﹁
番
町
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舎
﹂
と
は
こ
の

次
官
官
舎
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
山
県
は
椿
山
荘
に
お
い
て
も
︑
無
隣
庵

に
お
い
て
も
︑
ま
た
古
稀
庵
に
お
い
て
も
︑
築
庭
に
伴
っ
て
土
地
を
増
や
す
こ

と
が
あ
っ
た
が
︑
確
か
に
新
椿
山
荘
に
つ
い
て
も
西
隣
に
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百
余
坪
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北
隣
に

百
余
坪
を
拡
張
し
て
お
り（
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）

︑
こ
こ
で
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
隣
地
の
次
官
官
舎

か
ら
の
敷
地
の
融
通
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
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れ
る
の
で
あ
る
︒
山
県

自
身
が
﹁
先
般
新
椿
山
移
転
後
ハ
知
友
会
合
之
場
処
も
無
之
﹂
と
書
い
て
い
る

よ
う
に（

131
）

︑
新
椿
山
荘
は
使
用
面
で
は
そ
こ
ま
で
政
治
的
な
意
義
を
持
た
な
か
っ

た
が
︑
無
隣
庵
や
古
稀
庵
に
お
い
て
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
︑
そ
の
土
地
の
取

得
の
経
緯
と
い
う
側
面
で
は
相
当
の
政
治
性
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒

古
稀
庵
に
宿
る
政
治
性

　さ
て
︑
古
稀
庵
に
戻
ろ
う
︒
古
稀
庵
は
そ
れ
ま
で
複
数
の
館
に
よ
っ
て
分
掌

さ
れ
て
き
た
政
治
性
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
政
治
性
を
完
成
さ
せ
た
わ
け
だ
が
︑

そ
れ
で
は
そ
の
政
治
性
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
東
京
か
ら

日
帰
り
で
き
る
と
い
う
絶
妙
な
時
間
的
距
離
に
支
え
ら
れ
て
︑
小
田
原
参
り
が

生
じ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
だ
が
︑
い
く
ら
山
県
か
ら
の
正
統
性
を
欲

し
て
も
︑
有
力
政
治
家
や
高
級
官
僚
に
と
っ
て
︑
一
日
を
か
け
て
東
京
か
ら
遠

路
出
か
け
︑
小
田
原
か
ら
古
稀
庵
ま
で
山
肌
を
登
る
と
い
う
行
為
は
︑
無
駄
で
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下
は
新
聞
社
売
却
か
小
田
原
別
荘
売
却
か
と
い
う
二
択
を
迫
ら
れ
た
が
︑
こ
の

時
山
県
ら
は
松
下
救
助
に
奔
走
し
て
い
る（

137
）

︒

　こ
れ
に
よ
り
︑
一
度
は
救
わ
れ
た
松
下
邸
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
一
五
年
︑
松

下
が
没
す
る
と
︑
そ
の
館
の
行
方
は
再
び
問
題
と
な
り
︑
や
は
り
山
県
と
近
い

安
広
伴
一
郎
は
当
時
の
船
成
金
の
一
人
だ
っ
た
山
下
亀
三
郎
に
館
の
買
取
り
を

持
ち
掛
け
た（

138
）

︒
第
一
次
大
戦
下
の
好
況
の
な
か
で
も
倹
約
を
強
調
し
て
い
た
山

県
に
と
っ
て
︑
山
下
が
話
の
合
う
相
手
だ
っ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
が
︑
山

下
の
回
想
に
よ
れ
ば
十
五
万
円
程
度
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
費
用
を
工
面
で
き

る
人
物
は
他
に
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
山
下
は
こ
の
つ

な
が
り
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
政
客
と
の
知
己
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
て
︑
こ
の

邸
宅
の
効
用
を
得
た
が
︑
山
下
の
家
の
築
庭
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
山
県

の
方
も
幸
福
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
結
果
と
し
て
︑
山
県
は
山
下
の
館
に

﹁
対
潮
閣
﹂
と
い
う
名
を
与
え
る
な
ど
︑
山
下
と
良
好
な
関
係
を
築
き
︑
コ
ロ

ニ
ー
は
平
和
に
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　親
密
圏
と
も
称
す
べ
き
空
間
へ
の
闖
入
に
対
す
る
こ
う
し
た
警
戒
は
︑
邸
内

に
お
い
て
よ
り
強
く
発
現
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒
一
九
〇
九
年
に
建
造
さ
れ
た

古
稀
庵
の
洋
館
（
現
在
は
那
須
の
山
縣
有
朋
記
念
館
に
移
築
さ
れ
て
い
る
）
は
伊

東
忠
太
の
設
計
で
あ
る
が
︑
伊
東
忠
太
は
当
時
東
京
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
す

で
に
名
を
成
し
た
建
築
家
で
は
あ
り
な
が
ら
︑
同
時
に
い
わ
ゆ
る
﹁
山
県
閥
﹂

の
中
心
人
物
た
る
平
田
東
助
の
甥
で
も
あ
る
︒
五
番
町
の
邸
宅
に
お
け
る
コ
ン

ペ
実
施
の
経
緯
を
鑑
み
て
も
︑
伊
東
へ
の
委
嘱
に
人
脈
上
の
つ
な
が
り
が
な

か
っ
た
わ
け
は
な
い
︒
こ
う
し
て
︑
山
県
は
箱
根
の
ふ
も
と
に
︱
︱
空
間
的
に

も
政
治
的
に
も
機
能
す
る
︱
︱
自
分
の
城
を
築
き
上
げ
た
の
だ
っ
た
︒

　
六

　権
力
の
館
の
使
い
方
―
―
無
隣
庵
を
中
心
に

無
隣
の
作
成

　こ
こ
ま
で
基
本
的
に
は
地
理
的
な
条
件
を
中
心
に
山
県
の
館
に
つ
い
て
見
て

き
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
い
か
に
使
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
︒
無

隣
庵
が
そ
も
そ
も
静
養
の
地
と
し
て
構
想
さ
れ
な
が
ら
政
治
化
さ
れ
た
こ
と
は

既
述
し
た
通
り
だ
が
︑
で
は
︑
建
築
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
邸
宅
が
違
う
意
味

を
付
与
さ
れ
た
と
き
︑
そ
の
使
わ
れ
方
は
い
か
に
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
が
︑
本
節
の
課
題
で
あ
る
︒

　古
稀
庵
を
静
養
の
地
に
す
る
た
め
に
ま
ず
喧
噪
か
ら
の
逃
避
が
挙
げ
ら
れ
た

よ
う
に
︑
無
隣
庵
に
お
い
て
も
﹁
無
隣
﹂
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
︒
と

こ
ろ
が
︑
そ
の
地
は
そ
も
そ
も
南
禅
寺
の
門
前
に
存
在
し
て
い
る
上
に
︑
琵
琶

湖
疏
水
完
成
に
よ
っ
て
周
囲
に
水
力
発
電
所
な
ど
最
新
の
施
設
や
︑
疏
水
の
水

を
利
用
す
る
別
邸
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
る
︒
無
隣
庵
の
敷
地
は
そ
れ
ら
に
囲

ま
れ
て
喧
噪
か
ら
離
れ
た
地
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
と

こ
ろ
が
︑
そ
の
周
辺
環
境
に
敢
え
て
﹁
無
隣
﹂
を
作
成
し
え
た
と
こ
ろ
が
山
県

の
築
庭
の
面
目
躍
如
だ
ろ
う
︒
広
間
か
ら
庭
を
一
望
し
た
と
き
︑
樅
の
よ
う
な

高
木
や
高
い
塀
と
い
っ
た
装
置
は
外
界
を
遮
断
し
︑
し
か
し
そ
の
庭
は
後
景
た

82

あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
屈
辱
的
に
す
ら
映
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
ら

が
古
稀
庵
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
の
は
︑
山
県
と
会
う
と
い
う
こ
と
自
体
に
特
権

的
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
あ
る
報
道
に
よ
れ
ば
来

客
の
う
ち
面
会
で
き
る
の
は
一
割
程
度
で
︑
ほ
と
ん
ど
は
面
会
謝
絶
だ
っ
た
と

い
う（

132
）

︒
清
浦
や
芳
川
と
い
っ
た
近
い
関
係
の
有
力
者
で
あ
れ
ば
事
前
連
絡
な
し

で
面
会
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
よ
う
だ
が（

133
）

︑
次
官
ク
ラ
ス
で
も
事
前
連
絡
の

段
階
で
断
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
く
ら
い
で
︑
い
わ
ば
会
う
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
自
体
に
権
力
性
が
宿
っ
て
お
り
︑
古
稀
庵
を
政
治
的
た
ら
し
め
る
一
因
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　加
え
て
︑
こ
う
し
て
中
央
政
界
の
人
々
を
引
き
つ
け
る
ほ
ど
の
時
間
的
距
離

で
あ
り
な
が
ら
︑
高
齢
に
な
っ
た
山
県
は
ほ
と
ん
ど
上
京
し
な
か
っ
た
た
め
に
︑

古
稀
庵
に
お
い
て
は
無
隣
庵
に
お
け
る
の
と
同
様
の
引
籠
り
効
果
を
演
出
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
︒
こ
れ
が
上
京
を
要
請
さ
れ
て
断

る
こ
と
が
困
難
な
大
磯
と
の
違
い
で
も
あ
る（

134
）

︒
例
え
ば
︑
原
敬
は
次
の
よ
う
な

山
県
の
戦
略
を
記
録
し
て
い
る
︒

﹁
後
藤
新
平
と
会
見
せ
し
に
︑
同
人
の
云
ふ
所
に
よ
れ
ば
兼
て
聞
け
う
通

り
山
県
が
小
田
原
﹇
古
稀
庵
﹈
に
帰
り
た
る
は
清
国
問
題
根
本
的
に
解
決

す
る
の
意
見
書
を
其
筋
に
送
り
て
帰
り
た
る
も
の
に
て
︑
多
分
政
府
よ
り

招
か
ざ
れ
ば
帰
京
せ
ざ
る
べ
し
と
云
ふ（

135
）

﹂

　こ
の
山
県
の
戦
術
が
︑
あ
ま
り
に
象
徴
的
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

に
︑
伊
東
巳
代
治
は
こ
れ
を
﹁
山
県
式
﹂
と
呼
び
さ
え
し
た
︒

﹁﹇
伊
東
巳
代
治
が
﹈
山
県
は
上
京
せ
ば
必
ず
之
﹇
内
閣
辞
職
﹈
を
処
置
す
る

ら
し
ゝ
と
云
ふ
に
付
︑
余
﹇
原
敬
﹈
は
辞
職
は
上
京
せ
ず
し
て
も
な
さ
し

め
得
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
と
云
ひ
た
れ
ば
︑
伊
東
は
そ
こ
は
山
県
式
な
り
必

ず
親
し
く
参
内
奏
上
の
積
な
ら
ん
と
云
へ
り（

136
）

﹂

　か
く
の
如
く
︑
古
稀
庵
か
ら
の
時
間
的
距
離
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
︑
い
か
に
古
稀
庵
周
辺
の
地
所
が
重
要
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
も
い
る
︒

益
田
孝
の
掃
雲
台
の
ほ
か
︑
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
は
山
県
の
手
に
渡
る

こ
と
に
な
る
清
浦
圭
吾
の
皆
春
荘
な
ど
関
係
者
の
邸
宅
は
周
囲
に
多
か
っ
た
︒

古
稀
庵
と
益
田
の
掃
雲
台
と
が
一
本
の
細
い
道
で
つ
な
が
っ
て
い
た
ほ
か
︑
記

者
た
ち
の
目
を
避
け
る
た
め
に
大
島
義
昌
の
別
荘
を
通
し
て
人
を
上
げ
る
と

い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
語
ら
れ
る
な
ど
︑
こ
れ
ら
の
邸
宅
は
一
種
の
コ
ロ
ニ
ー

を
形
成
し
て
お
り
︑
山
県
は
こ
れ
ら
の
館
を
勝
手
気
ま
ま
に
散
歩
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
︒

　そ
れ
ゆ
え
に
︑
そ
の
コ
ロ
ニ
ー
に
綻
び
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
の
は
︑
や
は
り
山
県
と
深
い
関
係

を
持
ち
︑
隣
地
に
邸
宅
を
有
し
て
い
た
や
ま
と
新
聞
の
松
下
軍
治
の
館
を
め
ぐ

る
一
件
で
あ
る
︒
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
︑
経
済
的
苦
境
に
陥
っ
た
松
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下
は
新
聞
社
売
却
か
小
田
原
別
荘
売
却
か
と
い
う
二
択
を
迫
ら
れ
た
が
︑
こ
の

時
山
県
ら
は
松
下
救
助
に
奔
走
し
て
い
る（

137
）

︒

　こ
れ
に
よ
り
︑
一
度
は
救
わ
れ
た
松
下
邸
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
一
五
年
︑
松

下
が
没
す
る
と
︑
そ
の
館
の
行
方
は
再
び
問
題
と
な
り
︑
や
は
り
山
県
と
近
い

安
広
伴
一
郎
は
当
時
の
船
成
金
の
一
人
だ
っ
た
山
下
亀
三
郎
に
館
の
買
取
り
を

持
ち
掛
け
た（

138
）

︒
第
一
次
大
戦
下
の
好
況
の
な
か
で
も
倹
約
を
強
調
し
て
い
た
山

県
に
と
っ
て
︑
山
下
が
話
の
合
う
相
手
だ
っ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
が
︑
山

下
の
回
想
に
よ
れ
ば
十
五
万
円
程
度
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
費
用
を
工
面
で
き

る
人
物
は
他
に
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
山
下
は
こ
の
つ

な
が
り
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
政
客
と
の
知
己
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
て
︑
こ
の

邸
宅
の
効
用
を
得
た
が
︑
山
下
の
家
の
築
庭
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
山
県

の
方
も
幸
福
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
結
果
と
し
て
︑
山
県
は
山
下
の
館
に

﹁
対
潮
閣
﹂
と
い
う
名
を
与
え
る
な
ど
︑
山
下
と
良
好
な
関
係
を
築
き
︑
コ
ロ

ニ
ー
は
平
和
に
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　親
密
圏
と
も
称
す
べ
き
空
間
へ
の
闖
入
に
対
す
る
こ
う
し
た
警
戒
は
︑
邸
内

に
お
い
て
よ
り
強
く
発
現
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒
一
九
〇
九
年
に
建
造
さ
れ
た

古
稀
庵
の
洋
館
（
現
在
は
那
須
の
山
縣
有
朋
記
念
館
に
移
築
さ
れ
て
い
る
）
は
伊

東
忠
太
の
設
計
で
あ
る
が
︑
伊
東
忠
太
は
当
時
東
京
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
す

で
に
名
を
成
し
た
建
築
家
で
は
あ
り
な
が
ら
︑
同
時
に
い
わ
ゆ
る
﹁
山
県
閥
﹂

の
中
心
人
物
た
る
平
田
東
助
の
甥
で
も
あ
る
︒
五
番
町
の
邸
宅
に
お
け
る
コ
ン

ペ
実
施
の
経
緯
を
鑑
み
て
も
︑
伊
東
へ
の
委
嘱
に
人
脈
上
の
つ
な
が
り
が
な

か
っ
た
わ
け
は
な
い
︒
こ
う
し
て
︑
山
県
は
箱
根
の
ふ
も
と
に
︱
︱
空
間
的
に

も
政
治
的
に
も
機
能
す
る
︱
︱
自
分
の
城
を
築
き
上
げ
た
の
だ
っ
た
︒

　
六

　権
力
の
館
の
使
い
方
―
―
無
隣
庵
を
中
心
に

無
隣
の
作
成

　こ
こ
ま
で
基
本
的
に
は
地
理
的
な
条
件
を
中
心
に
山
県
の
館
に
つ
い
て
見
て

き
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
い
か
に
使
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
︒
無

隣
庵
が
そ
も
そ
も
静
養
の
地
と
し
て
構
想
さ
れ
な
が
ら
政
治
化
さ
れ
た
こ
と
は

既
述
し
た
通
り
だ
が
︑
で
は
︑
建
築
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
邸
宅
が
違
う
意
味

を
付
与
さ
れ
た
と
き
︑
そ
の
使
わ
れ
方
は
い
か
に
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
が
︑
本
節
の
課
題
で
あ
る
︒

　古
稀
庵
を
静
養
の
地
に
す
る
た
め
に
ま
ず
喧
噪
か
ら
の
逃
避
が
挙
げ
ら
れ
た

よ
う
に
︑
無
隣
庵
に
お
い
て
も
﹁
無
隣
﹂
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
︒
と

こ
ろ
が
︑
そ
の
地
は
そ
も
そ
も
南
禅
寺
の
門
前
に
存
在
し
て
い
る
上
に
︑
琵
琶

湖
疏
水
完
成
に
よ
っ
て
周
囲
に
水
力
発
電
所
な
ど
最
新
の
施
設
や
︑
疏
水
の
水

を
利
用
す
る
別
邸
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
る
︒
無
隣
庵
の
敷
地
は
そ
れ
ら
に
囲

ま
れ
て
喧
噪
か
ら
離
れ
た
地
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
と

こ
ろ
が
︑
そ
の
周
辺
環
境
に
敢
え
て
﹁
無
隣
﹂
を
作
成
し
え
た
と
こ
ろ
が
山
県

の
築
庭
の
面
目
躍
如
だ
ろ
う
︒
広
間
か
ら
庭
を
一
望
し
た
と
き
︑
樅
の
よ
う
な

高
木
や
高
い
塀
と
い
っ
た
装
置
は
外
界
を
遮
断
し
︑
し
か
し
そ
の
庭
は
後
景
た
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石
に
つ
い
て
も
鈴
木
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
可
能
性
は
相
当
高
い（

146
）

︒

　さ
て
︑
先
の
児
玉
少
介
書
簡
の
注
目
す
べ
き
も
う
一
点
は
︑
当
時
に
お
い
て

も
こ
の
建
築
は
室
内
が
暗
い
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

で
は
︑
や
は
り
︑
こ
の
館
は
﹁
防
御
的
な
建
物
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
洋

館
に
入
っ
た
人
物
の
記
述
は
少
な
く
︑
現
実
に
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た

か
示
す
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
左
の
記
述
は
こ
の
館
の
違
っ
た

側
面
を
垣
間
見
せ
る
︒

﹁
無
隣
庵
の
洋
館
楼
上
三
十
六
峯
の
翠
色
欄
に
落
ち
て
涼
味
掬
す
べ
き
邊

り
主
人
の
侯
爵
ハ
白
地
の
単
衣
に
仙
台
平
の
古
袴
を
穿
ち
徐
ろ
に
ソ
ー
フ

ワ
ー
に
倚
り
シ
ガ
ー
を
噴
か
せ
つ
ゝ
温
乎
た
る
笑
を
洩
し
て
語
る
所
諄
々

止
む
な
く
心
な
ら
ず
も
侯
爵
静
養
の
安
を
妨
げ
た
り

　▲
〘
マ
マ
〙無

隣
庵
に
閑
臥

し
て
山
紫
水
明
の
風
光
を
愛
づ
る
ハ
予
が
老
後
の
楽
境
で
暑
中
の
温
度
の

如
き
別
に
目
白
の
椿
山
荘
と
変
り
な
き
も
矢
張
り
懐
か
し
い
の
ハ
斯
の
無

隣
庵
で
あ
る
︑
庵
の
経
営
に
ハ
石
の
配
置
︑
植
木
の
植
附
︑
屋
宇
の
構
造

等
に
つ
き
庭
師
や
大
工
と
色
々
議
論
な
ど
し
た
事
も
あ
つ
た（

147
）

﹂

　以
上
の
記
述
は
︑
洋
館
が
密
議
の
た
め
の
場
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
︑

窓
を
開
け
て
風
景
を
眺
め
る
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
︒
窓
の
開
か
れ
た
洋
館
を
想
像
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
内
部
の
暗
さ
は
や

は
り
﹁
防
御
的
﹂
と
い
っ
た
見
方
で
終
始
す
る
べ
き
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
外
側

の
風
景
と
の
対
比
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ

ま
り
︑
暗
く
て
閉
鎖
的
な
空
間
は
︑
主
人
た
る
山
県
が
窓
を
開
け
放
つ
こ
と
で

美
し
い
景
色
を
導
き
入
れ
る
︒
ま
る
で
非
政
治
の
館
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
え

た
よ
う
に
︑
暗
い
空
間
だ
か
ら
こ
そ
明
る
い
外
景
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
︒

主
客
関
係
―
―
茶
室
か
ら

　暗
く
閉
鎖
的
な
空
間
か
ら
の
解
放
と
い
う
主
題
は
︑
実
際
の
と
こ
ろ
無
隣
庵

茶
室
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
黒
田
天
外
は
そ
の
無
隣
庵
訪
問
に
お
い
て

山
県
に
茶
室
に
案
内
さ
れ
た
際
︑
利
休
が
祀
ら
れ
て
い
た
の
が
取
り
払
わ
れ
て

﹁
西
手
勾
欄
の
つ
き
た
る
椽
端
﹂
が
設
置
さ
れ
︑
そ
こ
に
出
て
比
叡
山
を
眺
め

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
記
録
し
て
い
る（

148
）

︒
こ
の
記
述
は
利
休
と
の
関
係
か
ら

象
徴
的
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
主
人
の
指
示
に
よ
っ
て
闇
と
光
︑
閉
鎖

と
開
放
と
い
う
対
比
を
生
み
出
し
う
る
政
治
技
術
の
装
置
と
し
て
読
む
こ
と
も

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　こ
の
よ
う
に
読
み
直
し
を
図
る
と
き
︑
次
の
よ
う
な
逸
話
も
検
討
の
対
象
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

﹁
明
治
二
十
九
年
﹇
一
八
九
六
年
﹈︑
公
が
無
隣
菴
を
経
営
し
た
と
き
に
︑

公
は
其
の
庭
隅
に
︑
三
畳
台
目
の
茶
席
を
造
り
︑
京
都
の
松
岡
嘉
兵
衛
を

招
い
て
︑
点
茶
手
前
を
稽
古
し
︑
又
た
茶
客
を
招
く
に
必
要
な
る
道
具
を

84

る
東
山
と
連
続
し
て
︑
瀑
布
の
水
は
東
山
か
ら
流
れ
込
む
が
如
く
の
よ
う
で
あ

る（
139
）

︒
こ
う
す
る
こ
と
で
︑
庭
は
敷
地
の
は
る
か
遠
く
ま
で
広
が
っ
て
ゆ
き
︑
邸

宅
に
は
﹁
無
隣
﹂
が
作
成
さ
れ
る
の
だ
︒
こ
の
山
県
の
構
想
は
︑
は
じ
め
﹁
こ

ん
な
狭
苦
し
い
と
こ
ろ
を
無
隣
庵
な
ど
云
ふ
の
は
︑
一
体
ど
う
云
ふ
わ
け
だ
ら

う
﹂
と
考
え
て
い
た
大
隈
重
信
を
も
感
嘆
さ
せ
た（

140
）

︒

　こ
の
よ
う
に
借
景
を
利
用
す
る
の
は
古
稀
庵
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
だ
が
︑
こ

こ
で
は
椿
山
荘
に
も
見
ら
れ
る
館
を
外
界
か
ら
切
断
す
る
と
い
う
手
法
に
注
目

し
た
い
︒
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
︑
無
隣
庵
の
な
か
で
外
界
と
の
切
断
を

具
現
し
て
い
る
建
築
は
︑
鈴
木
が
﹁
防
御
的
な
建
物
﹂
と
呼
ん
だ
洋
館
で
あ
る
︒

厚
い
壁
に
よ
り
閉
ざ
さ
れ
た
こ
の
蔵
の
よ
う
な
洋
館
は
︑
美
学
的
な
欠
陥
の
た

め
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
が
︑
無
隣
庵
会
議
の
舞
台
と
な
っ
た
建
築
で

も
あ
り
︑
空
間
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
は
避
け
て
は
通
れ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
以
下
︑
こ
の
洋
館
の
使
わ
れ
方
を
通
し
て
山
県
の
館
の

使
い
方
を
観
察
し
て
み
よ
う
︒

窓
の
開
く
洋
館

　現
在
の
洋
館
は
︑
厚
い
壁
に
小
さ
い
窓
と
い
っ
た
構
成
で
︑
確
か
に
﹁
防
御

的
﹂
に
は
見
え
る
け
れ
ど
︑
こ
の
見
方
は
本
当
に
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
︒
例
え

ば
︑
高
橋
箒
庵
が
﹁
西
洋
館
ハ
老
公
ノ
防
寒
室
ト
モ
云
フ
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル（

141
）

﹂

と
証
言
し
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
そ
の
閉
鎖
的
な
空
間
構
成
は
む
し
ろ
寒
さ
へ

の
対
策
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
さ
え
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
視
点
を
変

え
る
な
ら
ば
︑
洋
館
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
暗
闇
の
な

か
に
浮
か
び
上
が
る
き
ら
び
や
か
な
金
碧
花
鳥
図
障
壁
画
で
あ
る
︒
こ
の
壁
紙

の
由
来
に
つ
い
て
は
︑
次
の
児
玉
少
介
の
書
簡
が
伝
え
て
く
れ
る
︒

﹁
洋
形
之
御
坐
敷
拝
見
︑
誠
に
大
丈
夫
に
而
楼
上
之
壁
画
誠
に
驚
入
候
も

の
に
有
之
︑
尋
常
之
所
に
可
有
之
品
に
無
之
と
存
候
処
︑
果
し
て
古
城
中

之
剥
物
之
由
︑
下
の
間
之
貼
紙
之
儀
御
下
名
〘
マ
マ
〙に

付
越
智
と
申
合
︑
小
生
の

考
に
上
の
間
は
立
派
を
極
め
た
る
貼
付
に
付
︑
次
之
間
（
天
井
の
寄
木
も

白
く
）
銀
の
粉
砂
子
え
金
砂
子
の
雑
せ
張
り
は
室
内
も
明
か
に
相
成
と
存

候
︒
誠
に
適
当
と
越
智
も
大
賛
成
に
御
坐
候
︒
若
印
刷
局
金
模
様
の
御
張

紙
に
而
も
相
成
候
は
ゝ
︑
配
置
大
不
都
合
か
と
心
付
之
儘
申
上
候（

142
）

﹂

　す
な
わ
ち
︑
古
城
に
あ
っ
た
も
の
を
剥
が
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
別

の
場
所
で
は
︑
児
玉
は
そ
れ
が
津
城
に
あ
っ
た
狩
野
探
幽
筆
蹟
の
も
の
だ
っ
た

と
書
い
て
い
る（

143
）

︒
鈴
木
博
之
は
無
隣
庵
の
庭
の
石
に
伽
藍
石
と
お
ぼ
し
き
つ
く

り
出
し
の
施
さ
れ
た
石
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
︑
当
時
の

貴
顕
紳
士
の
邸
宅
に
は
歴
史
的
に
重
要
な
礎
石
さ
え
も
据
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が（

144
）

︑
無
隣
庵
洋
館
の
壁
紙
に
も
ま
た
︑
由
緒
正
し
い

も
の
を
接
合
す
る
こ
と
で
権
威
を
高
め
よ
う
と
す
る
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
の

で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
山
県
は
椿
山
荘
に
高
橋
箒
庵
（
義
雄
）
か
ら
法
隆
寺
礎

石
と
同
種
類
と
い
う
洗
手
石
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
あ
り（

145
）

︑
壁
紙
の
み
な
ら
ず
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石
に
つ
い
て
も
鈴
木
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
可
能
性
は
相
当
高
い（

146
）

︒

　さ
て
︑
先
の
児
玉
少
介
書
簡
の
注
目
す
べ
き
も
う
一
点
は
︑
当
時
に
お
い
て

も
こ
の
建
築
は
室
内
が
暗
い
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

で
は
︑
や
は
り
︑
こ
の
館
は
﹁
防
御
的
な
建
物
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
洋

館
に
入
っ
た
人
物
の
記
述
は
少
な
く
︑
現
実
に
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た

か
示
す
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
左
の
記
述
は
こ
の
館
の
違
っ
た

側
面
を
垣
間
見
せ
る
︒

﹁
無
隣
庵
の
洋
館
楼
上
三
十
六
峯
の
翠
色
欄
に
落
ち
て
涼
味
掬
す
べ
き
邊

り
主
人
の
侯
爵
ハ
白
地
の
単
衣
に
仙
台
平
の
古
袴
を
穿
ち
徐
ろ
に
ソ
ー
フ

ワ
ー
に
倚
り
シ
ガ
ー
を
噴
か
せ
つ
ゝ
温
乎
た
る
笑
を
洩
し
て
語
る
所
諄
々

止
む
な
く
心
な
ら
ず
も
侯
爵
静
養
の
安
を
妨
げ
た
り

　▲
〘
マ
マ
〙無

隣
庵
に
閑
臥

し
て
山
紫
水
明
の
風
光
を
愛
づ
る
ハ
予
が
老
後
の
楽
境
で
暑
中
の
温
度
の

如
き
別
に
目
白
の
椿
山
荘
と
変
り
な
き
も
矢
張
り
懐
か
し
い
の
ハ
斯
の
無

隣
庵
で
あ
る
︑
庵
の
経
営
に
ハ
石
の
配
置
︑
植
木
の
植
附
︑
屋
宇
の
構
造

等
に
つ
き
庭
師
や
大
工
と
色
々
議
論
な
ど
し
た
事
も
あ
つ
た（

147
）

﹂

　以
上
の
記
述
は
︑
洋
館
が
密
議
の
た
め
の
場
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
︑

窓
を
開
け
て
風
景
を
眺
め
る
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
︒
窓
の
開
か
れ
た
洋
館
を
想
像
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
内
部
の
暗
さ
は
や

は
り
﹁
防
御
的
﹂
と
い
っ
た
見
方
で
終
始
す
る
べ
き
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
外
側

の
風
景
と
の
対
比
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ

ま
り
︑
暗
く
て
閉
鎖
的
な
空
間
は
︑
主
人
た
る
山
県
が
窓
を
開
け
放
つ
こ
と
で

美
し
い
景
色
を
導
き
入
れ
る
︒
ま
る
で
非
政
治
の
館
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
え

た
よ
う
に
︑
暗
い
空
間
だ
か
ら
こ
そ
明
る
い
外
景
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
︒

主
客
関
係
―
―
茶
室
か
ら

　暗
く
閉
鎖
的
な
空
間
か
ら
の
解
放
と
い
う
主
題
は
︑
実
際
の
と
こ
ろ
無
隣
庵

茶
室
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
黒
田
天
外
は
そ
の
無
隣
庵
訪
問
に
お
い
て

山
県
に
茶
室
に
案
内
さ
れ
た
際
︑
利
休
が
祀
ら
れ
て
い
た
の
が
取
り
払
わ
れ
て

﹁
西
手
勾
欄
の
つ
き
た
る
椽
端
﹂
が
設
置
さ
れ
︑
そ
こ
に
出
て
比
叡
山
を
眺
め

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
記
録
し
て
い
る（

148
）

︒
こ
の
記
述
は
利
休
と
の
関
係
か
ら

象
徴
的
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
主
人
の
指
示
に
よ
っ
て
闇
と
光
︑
閉
鎖

と
開
放
と
い
う
対
比
を
生
み
出
し
う
る
政
治
技
術
の
装
置
と
し
て
読
む
こ
と
も

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　こ
の
よ
う
に
読
み
直
し
を
図
る
と
き
︑
次
の
よ
う
な
逸
話
も
検
討
の
対
象
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

﹁
明
治
二
十
九
年
﹇
一
八
九
六
年
﹈︑
公
が
無
隣
菴
を
経
営
し
た
と
き
に
︑

公
は
其
の
庭
隅
に
︑
三
畳
台
目
の
茶
席
を
造
り
︑
京
都
の
松
岡
嘉
兵
衛
を

招
い
て
︑
点
茶
手
前
を
稽
古
し
︑
又
た
茶
客
を
招
く
に
必
要
な
る
道
具
を
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と
い
う
土
地
に
収
斂
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
大
磯
が
伊
藤
博

文
を
中
心
に
政
治
化
さ
れ
︑
維
新
を
懐
古
す
る
場
所
と
し
て
の
第
三
次
無
隣
庵

が
成
立
す
る
と
︑
山
県
の
所
有
す
る
邸
宅
の
な
か
に
（
他
の
有
力
政
治
家
と
同

じ
く
）
東
京
︱
大
磯
︱
地
方
と
い
う
階
層
性
が
成
立
し
た
︒
こ
れ
か
ら
︑﹁
椿

山
荘
﹂﹁
小
淘
庵
﹂﹁
無
隣
庵
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
邸
宅
の
名
前
に
よ
る
イ
メ
ー

ジ
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
邸
宅
が
政
治
的
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
無
隣
庵
に
お
い
て
は
静
養

の
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　と
こ
ろ
が
︑
そ
の
無
隣
庵
に
お
い
て
す
ら
︑
主
客
の
逆
転
を
許
さ
な
い
と
い

う
政
治
的
装
置
が
準
備
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
政
治
的
装
置
の
も
と
無
隣
庵
会
議

開
催
な
ど
の
政
治
化
は
わ
ず
か
で
は
あ
っ
て
も
進
行
し
︑
逆
に
非
政
治
の
場
で

あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
引
籠
る
と
い
う
政
治
的
戦
術
も
と
ら
れ
た
︒

こ
こ
に
は
︑
静
養
の
地
と
し
て
選
ば
れ
た
は
ず
の
古
稀
庵
が
政
治
技
術
の
結
晶

と
な
る
下
地
が
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
実
際
︑
山
県
の
政
治
的

地
位
の
上
昇
に
よ
り
古
稀
庵
が
意
外
な
来
客
を
集
め
︑
そ
の
面
会
の
選
抜
が
権

力
装
置
と
し
て
満
足
に
機
能
す
る
と
︑
椿
山
荘
の
地
位
は
急
落
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
山
県
の
邸
宅
群
の
役
割
別
邸
宅
利
用
は
古
稀
庵
の
一
極
集
中
へ
と
転

化
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
山
県
の
政
治
的
空
間
利
用
は
そ
の
極
致

に
達
し
︑
彼
の
上
京
は
在
京
政
治
家
た
ち
を
震
撼
さ
せ
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で

あ
っ
た
︒

　こ
の
古
稀
庵
の
空
間
効
果
の
絶
頂
を
準
備
し
た
の
は
山
県
の
政
治
的
影
響
力

拡
大
で
あ
っ
た
が
︑
同
時
に
こ
の
館
が
山
県
の
政
治
的
影
響
力
を
拡
大
し
た
と

い
う
側
面
も
あ
っ
て
︑
政
治
家
個
人
と
そ
の
館
が
相
互
に
ど
れ
だ
け
影
響
を
及

ぼ
し
合
っ
て
い
る
か
を
測
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
充
分
な
政

治
技
術
が
傾
け
ら
れ
れ
ば
︑
権
力
者
と
空
間
は
そ
れ
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
合

う
と
い
う
こ
と
︑
ま
た
権
力
者
の
館
が
政
治
的
機
能
を
果
た
す
に
あ
た
っ
て
は

そ
こ
に
付
着
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
介
在
す
る
こ
と
な
ど
︑
権
力
者
と
そ
の
館

と
の
相
互
連
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
本
稿
は
あ
る
程
度
を
明
ら
か
に
し
た
︒

ま
た
本
稿
で
は
︑
山
県
が
主
客
逆
転
を
嫌
う
が
ゆ
え
に
主
人
の
操
作
可
能
性
の

高
い
館
を
つ
く
っ
た
可
能
性
も
指
摘
し
た
が
︑
こ
れ
は
異
な
る
政
治
感
覚
を
持

つ
権
力
者
に
お
い
て
は
異
な
る
邸
宅
の
か
た
ち
（
例
え
ば
︑
主
客
が
明
確
に
な
ら

ず
︑
仲
間
を
ど
ん
ど
ん
と
取
り
込
む
よ
う
な
館
の
型
式
）
が
構
想
さ
れ
る
可
能
性

を
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
枠
組
み
を
利
用
す
れ
ば
︑
い
ず
れ
︑
権
力

者
の
政
治
感
覚
を
そ
の
空
間
に
よ
っ
て
類
型
化
す
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
︒

　一
方
︑
本
稿
に
は
多
く
の
限
界
が
あ
る
︒
蓋
し
︑
権
力
者
の
館
に
限
ら
ず
︑

政
治
的
空
間
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
い
く
つ
か
の
空
間
レ
ベ
ル
が

弁
別
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
便
宜
的
に
三
つ
に
集
約
す
れ
ば
︑
地
理
レ

ベ
ル
（
都
市
空
間
や
そ
れ
以
上
の
広
が
り
）︑
建
築
レ
ベ
ル
（
建
築
平
面
の
構
成
や

そ
の
周
辺
）︑
建
築
内
部
レ
ベ
ル
（
建
築
内
部
に
お
け
る
空
間
構
成

（
154
）

）
と
で
も
表

現
で
き
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
あ
る
︒
こ
の
三
層
を
前
提
と
す
る
と
︑
本
稿
は
︑

史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
︑
主
と
し
て
地
理
レ
ベ
ル
︑
ま
た
無
隣
庵
洋
館
に
注

86

取
揃
へ
︑
自
ら
主
人
と
為
つ
て
︑
茶
人
伊
集
院
兼
常
︑
望
月
宗
匠
を
呼
ん

だ
こ
と
が
あ
る
︒
然
る
に
︑
彼
等
茶
人
は
︑
公
の
使
用
し
た
簡
素
な
る
道

具
に
慊
た
ら
ず
︑
席
上
徒
に
他
家
の
名
器
奇
什
を
品
評
す
る
の
み
で
あ
つ

た
の
で
︑
公
は
頗
る
感
ず
る
所
あ
り
︑﹃
茶
道
は
名
器
あ
つ
て
こ
そ
茶
客

を
悦
ば
し
む
れ
︒
我
等
如
き
で
は
︑到
底
屡
々
之
を
催
す
に
堪
へ
な
い
﹄と
︒

爾
来
自
ら
茶
会
を
催
し
た
こ
と
は
無
か
つ
た（

149
）

﹂

　こ
の
逸
話
に
つ
い
て
︑
鈴
木
博
之
は
古
器
物
中
心
の
茶
道
で
は
な
く
感
覚
や

才
能
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
の
作
庭
と
い
う
山
県
の
傾
向
を
示
す
も
の
と
解

釈
し（

150
）

︑
尼
崎
博
正
ら
は
︑
先
の
利
休
軽
視
と
併
せ
て
︑
名
物
志
向
の
抹
茶
で
は

な
く
煎
茶
へ
の
傾
向
を
示
す
も
の
と
解
釈
し
て
い
る（

151
）

︒
こ
れ
ら
の
解
釈
は
そ
の

通
り
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
の
逸
話
は
同
時
に
︑
山
県
が
い
か
に
主
客
逆
転
を
嫌
っ

て
い
た
か
を
も
よ
く
示
し
て
い
る
︒
当
然
で
は
あ
る
が
︑
茶
会
に
せ
よ
︑
そ
れ

以
外
の
場
に
せ
よ
︑﹁
呼
ぶ
﹂
と
い
う
行
為
は
そ
れ
自
体
権
力
的
な
行
為
で
あ

る
︒
だ
が
︑
そ
れ
が
権
力
的
で
あ
る
の
は
︑
呼
ん
だ
﹁
客
﹂
に
対
し
て
権
力
を

一
方
的
に
顕
示
で
き
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
自
ら
の
館
を
誇
る
こ
と
が
で

き
ず
︑
逆
に
﹁
客
﹂
に
館
や
庭
に
つ
い
て
の
薀
蓄
を
傾
け
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う

な
こ
と
な
ど
が
あ
っ
て
は
︑﹁
呼
ぶ
﹂
と
い
う
行
為
は
自
虐
的
で
す
ら
あ
る
︒

そ
ん
な
と
き
︑自
ら
の
館
の
な
か
で
操
作
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
ら
が
﹁
主
﹂

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
主
格
逆
転
を
防
止
す
る
こ
と

で
も
あ
る（

152
）

︒

　こ
の
解
釈
は
︑
山
県
に
と
っ
て
の
邸
宅
が
主
客
を
固
定
す
る
役
割
を
果
た
し

た
と
い
う
見
方
を
導
く
︒
先
に
見
た
通
り
︑
山
県
は
そ
の
洋
館
や
茶
室
に
お
い

て
は
闇
と
光
︑
閉
鎖
と
開
放
と
い
う
二
項
対
立
を
操
作
で
き
る
存
在
に
な
っ
た
︒

ま
た
︑
彼
が
そ
の
庭
園
を
案
内
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
石
や
恩
賜
の
松
に
つ
い
て
そ

の
由
来
を
語
る
と
き
︑
や
は
り
彼
は
紛
う
こ
と
な
き
﹁
主
﹂
で
あ
っ
た
︒
古
稀

庵
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
回
想
は
︑
そ
の
応
接
室
た
る
洋
室
が
﹁
奥
﹂
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が（

153
）

︑
そ
れ
も
ま
た
彼
の
権
力
性
を
強
調
す
る

役
割
を
果
た
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
山
県
は
そ
の
邸
宅
に
手
を

か
け
て
操
作
性
を
担
保
す
る
こ
と
で
︑﹁
客
﹂
が
決
し
て
﹁
主
﹂
に
転
化
す
る

こ
と
の
な
い
︑
彼
が
現
前
と
﹁
主
﹂
た
り
え
る
政
治
的
空
間
を
築
き
上
げ
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
︒

　
七

　お
わ
り
に

　簡
単
に
整
理
し
よ
う
︒
政
治
家
と
し
て
の
山
県
有
朋
と
そ
の
館
は
︑
相
互
に

影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
お
互
い
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
っ
た
︒
そ
の
流
れ
は

綿
々
と
連
続
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
︑
特
に
画
期
を
設
け
る
な
ら
ば
第
三
次

無
隣
庵
成
立
（
と
り
あ
え
ず
居
住
が
可
能
に
な
っ
た
一
八
九
五
年
十
月
頃
）
と
古

稀
庵
の
活
性
化
（
一
九
一
三
年
頃
）
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
第
三

次
無
隣
庵
成
立
以
前
の
山
県
は
︑
政
府
出
仕
時
に
は
官
舎
を
利
用
し
て
椿
山
荘

を
﹁
山
荘
﹂
と
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
で
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
次
第
に
﹁
芽
城
﹂
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と
い
う
土
地
に
収
斂
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
大
磯
が
伊
藤
博

文
を
中
心
に
政
治
化
さ
れ
︑
維
新
を
懐
古
す
る
場
所
と
し
て
の
第
三
次
無
隣
庵

が
成
立
す
る
と
︑
山
県
の
所
有
す
る
邸
宅
の
な
か
に
（
他
の
有
力
政
治
家
と
同

じ
く
）
東
京
︱
大
磯
︱
地
方
と
い
う
階
層
性
が
成
立
し
た
︒
こ
れ
か
ら
︑﹁
椿

山
荘
﹂﹁
小
淘
庵
﹂﹁
無
隣
庵
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
邸
宅
の
名
前
に
よ
る
イ
メ
ー

ジ
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
邸
宅
が
政
治
的
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
無
隣
庵
に
お
い
て
は
静
養

の
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　と
こ
ろ
が
︑
そ
の
無
隣
庵
に
お
い
て
す
ら
︑
主
客
の
逆
転
を
許
さ
な
い
と
い

う
政
治
的
装
置
が
準
備
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
政
治
的
装
置
の
も
と
無
隣
庵
会
議

開
催
な
ど
の
政
治
化
は
わ
ず
か
で
は
あ
っ
て
も
進
行
し
︑
逆
に
非
政
治
の
場
で

あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
引
籠
る
と
い
う
政
治
的
戦
術
も
と
ら
れ
た
︒

こ
こ
に
は
︑
静
養
の
地
と
し
て
選
ば
れ
た
は
ず
の
古
稀
庵
が
政
治
技
術
の
結
晶

と
な
る
下
地
が
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
実
際
︑
山
県
の
政
治
的

地
位
の
上
昇
に
よ
り
古
稀
庵
が
意
外
な
来
客
を
集
め
︑
そ
の
面
会
の
選
抜
が
権

力
装
置
と
し
て
満
足
に
機
能
す
る
と
︑
椿
山
荘
の
地
位
は
急
落
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
山
県
の
邸
宅
群
の
役
割
別
邸
宅
利
用
は
古
稀
庵
の
一
極
集
中
へ
と
転

化
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
山
県
の
政
治
的
空
間
利
用
は
そ
の
極
致

に
達
し
︑
彼
の
上
京
は
在
京
政
治
家
た
ち
を
震
撼
さ
せ
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で

あ
っ
た
︒

　こ
の
古
稀
庵
の
空
間
効
果
の
絶
頂
を
準
備
し
た
の
は
山
県
の
政
治
的
影
響
力

拡
大
で
あ
っ
た
が
︑
同
時
に
こ
の
館
が
山
県
の
政
治
的
影
響
力
を
拡
大
し
た
と

い
う
側
面
も
あ
っ
て
︑
政
治
家
個
人
と
そ
の
館
が
相
互
に
ど
れ
だ
け
影
響
を
及

ぼ
し
合
っ
て
い
る
か
を
測
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
充
分
な
政

治
技
術
が
傾
け
ら
れ
れ
ば
︑
権
力
者
と
空
間
は
そ
れ
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
合

う
と
い
う
こ
と
︑
ま
た
権
力
者
の
館
が
政
治
的
機
能
を
果
た
す
に
あ
た
っ
て
は

そ
こ
に
付
着
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
介
在
す
る
こ
と
な
ど
︑
権
力
者
と
そ
の
館

と
の
相
互
連
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
本
稿
は
あ
る
程
度
を
明
ら
か
に
し
た
︒

ま
た
本
稿
で
は
︑
山
県
が
主
客
逆
転
を
嫌
う
が
ゆ
え
に
主
人
の
操
作
可
能
性
の

高
い
館
を
つ
く
っ
た
可
能
性
も
指
摘
し
た
が
︑
こ
れ
は
異
な
る
政
治
感
覚
を
持

つ
権
力
者
に
お
い
て
は
異
な
る
邸
宅
の
か
た
ち
（
例
え
ば
︑
主
客
が
明
確
に
な
ら

ず
︑
仲
間
を
ど
ん
ど
ん
と
取
り
込
む
よ
う
な
館
の
型
式
）
が
構
想
さ
れ
る
可
能
性

を
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
枠
組
み
を
利
用
す
れ
ば
︑
い
ず
れ
︑
権
力

者
の
政
治
感
覚
を
そ
の
空
間
に
よ
っ
て
類
型
化
す
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
︒

　一
方
︑
本
稿
に
は
多
く
の
限
界
が
あ
る
︒
蓋
し
︑
権
力
者
の
館
に
限
ら
ず
︑

政
治
的
空
間
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
い
く
つ
か
の
空
間
レ
ベ
ル
が

弁
別
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
便
宜
的
に
三
つ
に
集
約
す
れ
ば
︑
地
理
レ

ベ
ル
（
都
市
空
間
や
そ
れ
以
上
の
広
が
り
）︑
建
築
レ
ベ
ル
（
建
築
平
面
の
構
成
や

そ
の
周
辺
）︑
建
築
内
部
レ
ベ
ル
（
建
築
内
部
に
お
け
る
空
間
構
成

（
154
）

）
と
で
も
表

現
で
き
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
あ
る
︒
こ
の
三
層
を
前
提
と
す
る
と
︑
本
稿
は
︑

史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
︑
主
と
し
て
地
理
レ
ベ
ル
︑
ま
た
無
隣
庵
洋
館
に
注
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二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
︒

（
7
）  

な
お
︑
井
上
馨
や
西
園
寺
公
望
ら
が
利
用
し
た
興
津
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
土
屋

和
男
﹁
近
代
和
風
住
宅
を
通
し
た
景
勝
地
の
形
成
に
関
す
る
史
的
研
究
﹂（http://

hinom
i.rocket3.net/tsuchiyalabo/dr/indexdr.htm

l

︑
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
五
年
一

月
二
十
七
日
一
七
：
〇
〇
）
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
一
つ
の
土
地
で
は
な
く
む
し
ろ
人

の
側
に
注
目
す
る
︒

（
8
）  

古
稀
庵
記
録
保
存
調
査
団
・
鈴
木
博
之
﹃
山
縣
有
朋
旧
邸
小
田
原
古
稀
庵
調
査
報
告

書
﹄
千
代
田
火
災
海
上
保
険
会
社
（
一
九
八
二
年
）︒

（
9
）  

野
村
勘
治
﹃
旅
に
出
た
ら
寄
っ
て
み
た
い
庭
30
﹄
小
学
館
（
一
九
七
七
年
）︑鈴
木
誠
・

粟
野
隆
・
井
之
川
若
奈
﹁
山
縣
有
朋
の
庭
園
観
と
椿
山
荘
﹂﹃
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
﹄

六
十
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）︑渡
邉
美
保
子
﹁
山
縣
有
朋
の
自
然
観
と
作
庭
観
﹂﹃
日

本
庭
園
学
会
誌
﹄
二
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
）︒
鈴
木
・
粟
野
・
井
之
川
論
文
は
︑
椿
山

荘
庭
園
へ
の
訪
問
記
な
ど
の
記
述
を
ま
と
め
て
紹
介
し
て
お
り
便
利
で
あ
る
︒

（
10
）  

例
え
ば
︑
青
木
周
蔵
は
一
九
〇
三
年
︑
自
身
た
ち
も
節
倹
の
た
め
那
須
野
へ
転
地
す

る
予
定
で
あ
る
と
し
て
︑
山
県
に
も
盛
暑
に
お
い
て
は
清
涼
な
伊
佐
野
（
山
県
農
場
）

の
方
が
身
体
に
適
す
と
転
地
を
勧
め
た
が
︑山
県
は
こ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
（
一
九
〇
三

年
七
月
二
十
九
日
︑
山
県
宛
青
木
周
蔵
書
簡
（
18
）
参
照
）︒
な
お
︑
山
県
宛
書
簡
に
つ

い
て
は
︑
特
に
記
述
の
な
い
限
り
︑
カ
ッ
コ
内
は
い
ず
れ
も
後
掲
・﹃
山
県
有
朋
関
係
文

書
﹄内
の
差
出
人
別
文
書
番
号
を
指
す
︒
な
お
︑書
簡
の
引
用
に
お
い
て
は
︑消
印
に
よ
っ

て
年
代
推
定
が
で
き
る
場
合
に
は
カ
ッ
コ
を
つ
け
ず
に
表
示
し
︑
筆
者
に
よ
る
年
代
推

定
の
場
合
に
は
﹇

　﹈
に
よ
っ
て
示
し
た
︒

（
11
）  

尚
友
倶
楽
部
山
県
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
﹃
山
県
有
朋
関
係
文
書

　第
一
～

三
巻
﹄
尚
友
倶
楽
部
（
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
七
年
）︒

（
12
）  

安
岡
昭
男
・
長
井
純
市
﹁
田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介
（
一
～
一
三
続
）﹂﹃
法
政
大
学

文
学
部
紀
要
﹄
五
十
二
～
六
十
五
号
（
二
〇
〇
六
～
二
〇
一
二
年
）︒
そ
の
一
部
は
山
県

伝
の
史
料
と
し
て
再
録
さ
れ
︑
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
の
山
県
有
朋
関
係
文
書
中
に

収
め
ら
れ
て
い
る
︒

（
13
）  

書
簡
の
宛
名
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
︑
佐
々
木
隆
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
（﹁
近
代
私

文
書
論
覚
え
書
﹂﹃
年
報
近
代
日
本
研
究
﹄
十
二
号
︑
一
九
九
〇
年
︑﹁
近
代
私
文
書
論

序
説
﹂﹃
日
本
歴
史
﹄
六
二
八
号
︑
二
〇
〇
〇
年
）︒

（
14
）  

徳
富
蘇
峰
編
述
﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
﹄
中
巻
（
一
九
六
九
年
︑
初
版
は
一
九
三
三
年
）

五
七
頁
︒

（
15
）  

山
県
は
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
︑
欧
州
調
査
に
向
か
う
に
あ
た
っ
て
田
中
光

顕
に
不
慮
の
場
合
の
た
め
に
財
産
取
調
書
を
託
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑そ
こ
に
は
﹁
麻

布
富
士
見
丁
に
家
屋
敷
有
之
伊
三
郎
名
義
之
分
地
券
は
預
り
置
有
之
﹂
と
あ
っ
て
︑
こ

の
富
士
見
町
の
土
地
が
養
子
の
伊
三
郎
の
名
義
で
残
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

（
一
八
八
八
年
十
一
月
十
一
日
︑
田
中
光
顕
宛
山
県
有
朋
書
簡
（
152
））︒
田
中
光
顕
宛
山

県
書
簡
に
つ
い
て
︑
カ
ッ
コ
内
は
い
ず
れ
も
﹁
田
中
光
顕
関
係
文
書
﹂
の
山
県
書
簡
番

号
を
指
す
︒
五
番
町
の
館
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒

（
16
）  

例
え
ば
︑
一
八
六
八
年
閏
四
月
二
十
日
︑
山
県
宛
差
出
人
不
明
書
簡
（
補
遺
5
）︑

一
八
七
一
年
一
月
︑
山
県
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
補
遺
1
）︑
一
八
七
八
年
九
月
三
十
日
︑

山
県
宛
伊
藤
博
文
書
簡
（
23
）︒

（
17
）  

日
時
不
明
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
251
）︒

（
18
）  

明
治
年
間
︑
四
月
十
七
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
172
）︒﹁
昨
日
の
山
県
邸
﹂﹃
東
京
朝

日
新
聞
﹄
一
八
九
八
年
十
一
月
七
日
︒

（
19
）  

も
ち
ろ
ん
︑
一
部
の
政
治
的
活
動
は
椿
山
荘
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
︑

例
え
ば
︑
府
県
制
草
案
の
た
め
の
小
会
議
を
﹁
目
白
草
盧
﹂
で
行
っ
て
い
た
と
い
う
記

録
が
残
っ
て
い
る
（
年
不
明
︑
七
月
二
十
四
日
︑
黒
田
清
隆
宛
山
県
書
簡
︑
国
立
国
会

図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄
所
収
）︒

（
20
）  

明
治
年
間
︑
三
月
十
四
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
20
）︒

（
21
）  

明
治
年
間
︑
一
月
二
十
四
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
318
）︒

（
22
）  

例
え
ば
︑
明
治
年
間
︑
七
月
三
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
22
）︑
年
不
明
︑
三
月
十
二

日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
122
）︒

（
23
）  

明
治
年
間
︑
七
月
二
十
九
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
199
）︑
年
不
明
︑
八
月
二
日
︑
田
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目
し
て
建
築
内
部
レ
ベ
ル
を
扱
う
に
留
ま
り
︑
建
築
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
の
議
論

が
不
足
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
︑
本
稿
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま

権
力
者
の
館
一
般
の
分
析
に
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
加
え
て
︑
よ
り
多

く
の
山
県
関
係
書
簡
や
書
類
を
網
羅
的
に
調
査
す
る
こ
と
で
︑
山
県
の
邸
宅
に

つ
い
て
の
実
証
性
を
高
め
る
余
地
も
未
だ
残
っ
て
い
る
︒

　そ
も
そ
も
︑
空
間
の
あ
り
よ
う
に
興
味
関
心
の
あ
っ
た
山
県
と
い
う
特
異
な

政
治
的
人
間
を
取
り
上
げ
た
時
点
で
︑
安
易
な
一
般
化
は
﹁
死
の
跳
躍
﹂
で
あ

ろ
う
︒
だ
が
︑
本
稿
が
提
示
し
た
山
県
有
朋
を
事
例
と
す
る
権
力
者
の
館
の
分

析
枠
組
み
は
︑
邸
宅
の
利
用
や
政
治
的
位
置
付
け
な
ど
の
一
つ
の
基
準
を
提
示

で
き
た
も
の
と
信
じ
る
︒
こ
れ
ま
で
も
佐
々
木
隆
が
権
力
者
に
よ
る
館
の
政
治

的
利
用
の
可
能
性
を
指
摘
し
︑
御
厨
貴
が
権
力
者
の
館
の
政
治
的
あ
り
よ
う
に

つ
い
て
多
角
的
な
視
座
を
提
供
し
た
が
︑
い
か
な
る
統
一
的
分
析
枠
組
み
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
空
間
︱
政
治
関
係
を
摘
出
す
る
の
か
に
つ
い
て
︑
明
確
な

枠
組
み
が
提
示
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
本
稿
は

（
地
理
レ
ベ
ル
︑
使
用
レ
ベ
ル
双
方
に
お
い
て
）
館
の
利
用
の
形
態
と
館
の
政
治

的
イ
メ
ー
ジ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
︑
空
間
と
政
治
に
相
互
の
影
響
関
係
が
あ

る
こ
と
を
示
し
︑
そ
の
影
響
関
係
が
権
力
者
の
政
治
感
覚
を
も
観
察
す
る
手
立

て
に
な
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒
他
の
元
老
政
治
家
た
ち
で
は
ど
う
だ
っ
た
だ

ろ
う
か
︒
政
党
政
治
家
で
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
戦
後
の
政
治
家
で
は
ど

う
か
︒
経
済
人
な
ど
他
の
権
力
者
で
は
ど
う
か
︒
ま
た
︑
本
稿
で
は
扱
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
建
築
レ
ベ
ル
に
お
け
る
権
力
者
と
空
間
と
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
摘
出
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
は
︑
沃
土
へ
の
小
さ
な
一
歩
に
過
ぎ
な
い
︒

注（
1
）  

﹁
権
力
者
の
館
﹂
と
い
う
枠
組
み
は
︑
御
厨
貴
﹃
権
力
の
館
を
歩
く
﹄
毎
日
新
聞
出
版

社
（
二
〇
一
〇
年
）
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

（
2
）  

山
県
の
評
伝
と
し
て
は
岡
義
武
﹃
山
県
有
朋
﹄
岩
波
書
店
（
一
九
五
八
年
︑﹃
岡
義
武

著
作
集

　第
五
巻
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
に
再
録
）
が
未
だ
に
最
も
ま
と
ま
り
︑

最
も
影
響
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
︒
近
年
の
評
伝
と
し
て
は
伊
藤
之
雄
﹃
山
県
有
朋
﹄

文
藝
春
秋
（
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
︒

（
3
）  

近
年
の
再
評
価
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
隆
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
山
県
有
朋
の
位
置
付

け
︱
︱
序
に
か
え
て
﹂
同
編
﹃
山
県
有
朋
と
近
代
日
本
﹄
吉
川
弘
文
館
（
二
〇
〇
八
年
）︑

ま
た
英
語
圏
に
お
け
る
再
評
価
に
つ
い
て
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
キ
タ
﹁
近
代
日
本
史
研
究
と

山
縣
有
朋
﹂
尚
友
倶
楽
部
山
県
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
﹃
山
県
有
朋
関
係
文
書   

第
三
巻
﹄
尚
友
倶
楽
部
（
二
〇
〇
七
年
）︒

（
4
）  

藤
森
照
信
﹁
文
春
文
庫
版
解
説
﹂
鈴
木
博
之
﹃
東
京
の
地

ゲ
ニ
ウ
ス
・
ロ
キ

霊
﹄
筑
摩
書
房
（
二
〇
〇
九

年
）︒
こ
の
著
の
初
出
は
一
九
九
〇
年
︑
文
春
文
庫
版
は
一
九
九
八
年
刊
行
︒

（
5
）  

な
お
︑
無
隣
庵
は
よ
く
﹁
無
鄰
庵
﹂
や
﹁
無
鄰
菴
﹂
と
表
記
さ
れ
る
が
︑
管
見
の
限

り
こ
れ
ら
の
表
記
の
差
異
に
有
意
な
意
味
の
差
異
を
発
見
で
き
な
い
た
め
︑
本
稿
で
は

こ
れ
を
無
隣
庵
に
統
一
し
た
︒

（
6
）  

井
上
通
泰
門
下
の
森
銑
三
は
︑
山
県
が
井
上
に
弟
子
入
り
す
る
際
に
は
政
治
問
題
に

は
一
切
触
れ
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
や
が
て
井
上
が
﹁
政
治
上
の

相
談
相
手
﹂
に
な
っ
た
と
書
い
て
い
る
（
森
銑
三
﹁
山
県
有
朋
・
森
鴎
外
・
井
上
通
泰
﹂

﹃
明
治
人
物
閑
話
﹄
中
央
公
論
新
社
（
二
〇
〇
七
年
︑
初
出
は
一
九
八
二
年
）︒
な
お
︑

高
橋
義
雄
の
記
録
か
ら
山
県
の
文
化
的
人
脈
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
内
藤
一
成
﹁
も
う

ひ
と
つ
の
山
県
人
脈
﹂（
伊
藤
隆
編
﹃
山
県
有
朋
と
近
代
日
本
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
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二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
︒

（
7
）  
な
お
︑
井
上
馨
や
西
園
寺
公
望
ら
が
利
用
し
た
興
津
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
土
屋

和
男
﹁
近
代
和
風
住
宅
を
通
し
た
景
勝
地
の
形
成
に
関
す
る
史
的
研
究
﹂（http://

hinom
i.rocket3.net/tsuchiyalabo/dr/indexdr.htm

l

︑
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
五
年
一

月
二
十
七
日
一
七
：
〇
〇
）
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
一
つ
の
土
地
で
は
な
く
む
し
ろ
人

の
側
に
注
目
す
る
︒

（
8
）  

古
稀
庵
記
録
保
存
調
査
団
・
鈴
木
博
之
﹃
山
縣
有
朋
旧
邸
小
田
原
古
稀
庵
調
査
報
告

書
﹄
千
代
田
火
災
海
上
保
険
会
社
（
一
九
八
二
年
）︒

（
9
）  

野
村
勘
治
﹃
旅
に
出
た
ら
寄
っ
て
み
た
い
庭
30
﹄
小
学
館
（
一
九
七
七
年
）︑鈴
木
誠
・

粟
野
隆
・
井
之
川
若
奈
﹁
山
縣
有
朋
の
庭
園
観
と
椿
山
荘
﹂﹃
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
﹄

六
十
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）︑渡
邉
美
保
子
﹁
山
縣
有
朋
の
自
然
観
と
作
庭
観
﹂﹃
日

本
庭
園
学
会
誌
﹄
二
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
）︒
鈴
木
・
粟
野
・
井
之
川
論
文
は
︑
椿
山

荘
庭
園
へ
の
訪
問
記
な
ど
の
記
述
を
ま
と
め
て
紹
介
し
て
お
り
便
利
で
あ
る
︒

（
10
）  

例
え
ば
︑
青
木
周
蔵
は
一
九
〇
三
年
︑
自
身
た
ち
も
節
倹
の
た
め
那
須
野
へ
転
地
す

る
予
定
で
あ
る
と
し
て
︑
山
県
に
も
盛
暑
に
お
い
て
は
清
涼
な
伊
佐
野
（
山
県
農
場
）

の
方
が
身
体
に
適
す
と
転
地
を
勧
め
た
が
︑山
県
は
こ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
（
一
九
〇
三

年
七
月
二
十
九
日
︑
山
県
宛
青
木
周
蔵
書
簡
（
18
）
参
照
）︒
な
お
︑
山
県
宛
書
簡
に
つ

い
て
は
︑
特
に
記
述
の
な
い
限
り
︑
カ
ッ
コ
内
は
い
ず
れ
も
後
掲
・﹃
山
県
有
朋
関
係
文

書
﹄内
の
差
出
人
別
文
書
番
号
を
指
す
︒
な
お
︑書
簡
の
引
用
に
お
い
て
は
︑消
印
に
よ
っ

て
年
代
推
定
が
で
き
る
場
合
に
は
カ
ッ
コ
を
つ
け
ず
に
表
示
し
︑
筆
者
に
よ
る
年
代
推

定
の
場
合
に
は
﹇

　﹈
に
よ
っ
て
示
し
た
︒

（
11
）  

尚
友
倶
楽
部
山
県
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
﹃
山
県
有
朋
関
係
文
書

　第
一
～

三
巻
﹄
尚
友
倶
楽
部
（
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
七
年
）︒

（
12
）  

安
岡
昭
男
・
長
井
純
市
﹁
田
中
光
顕
関
係
文
書
紹
介
（
一
～
一
三
続
）﹂﹃
法
政
大
学

文
学
部
紀
要
﹄
五
十
二
～
六
十
五
号
（
二
〇
〇
六
～
二
〇
一
二
年
）︒
そ
の
一
部
は
山
県

伝
の
史
料
と
し
て
再
録
さ
れ
︑
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
の
山
県
有
朋
関
係
文
書
中
に

収
め
ら
れ
て
い
る
︒

（
13
）  

書
簡
の
宛
名
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
︑
佐
々
木
隆
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
（﹁
近
代
私

文
書
論
覚
え
書
﹂﹃
年
報
近
代
日
本
研
究
﹄
十
二
号
︑
一
九
九
〇
年
︑﹁
近
代
私
文
書
論

序
説
﹂﹃
日
本
歴
史
﹄
六
二
八
号
︑
二
〇
〇
〇
年
）︒

（
14
）  

徳
富
蘇
峰
編
述
﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
﹄
中
巻
（
一
九
六
九
年
︑
初
版
は
一
九
三
三
年
）

五
七
頁
︒

（
15
）  

山
県
は
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
︑
欧
州
調
査
に
向
か
う
に
あ
た
っ
て
田
中
光

顕
に
不
慮
の
場
合
の
た
め
に
財
産
取
調
書
を
託
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑そ
こ
に
は
﹁
麻

布
富
士
見
丁
に
家
屋
敷
有
之
伊
三
郎
名
義
之
分
地
券
は
預
り
置
有
之
﹂
と
あ
っ
て
︑
こ

の
富
士
見
町
の
土
地
が
養
子
の
伊
三
郎
の
名
義
で
残
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

（
一
八
八
八
年
十
一
月
十
一
日
︑
田
中
光
顕
宛
山
県
有
朋
書
簡
（
152
））︒
田
中
光
顕
宛
山

県
書
簡
に
つ
い
て
︑
カ
ッ
コ
内
は
い
ず
れ
も
﹁
田
中
光
顕
関
係
文
書
﹂
の
山
県
書
簡
番

号
を
指
す
︒
五
番
町
の
館
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒

（
16
）  

例
え
ば
︑
一
八
六
八
年
閏
四
月
二
十
日
︑
山
県
宛
差
出
人
不
明
書
簡
（
補
遺
5
）︑

一
八
七
一
年
一
月
︑
山
県
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
補
遺
1
）︑
一
八
七
八
年
九
月
三
十
日
︑

山
県
宛
伊
藤
博
文
書
簡
（
23
）︒

（
17
）  

日
時
不
明
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
251
）︒

（
18
）  

明
治
年
間
︑
四
月
十
七
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
172
）︒﹁
昨
日
の
山
県
邸
﹂﹃
東
京
朝

日
新
聞
﹄
一
八
九
八
年
十
一
月
七
日
︒

（
19
）  

も
ち
ろ
ん
︑
一
部
の
政
治
的
活
動
は
椿
山
荘
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
︑

例
え
ば
︑
府
県
制
草
案
の
た
め
の
小
会
議
を
﹁
目
白
草
盧
﹂
で
行
っ
て
い
た
と
い
う
記

録
が
残
っ
て
い
る
（
年
不
明
︑
七
月
二
十
四
日
︑
黒
田
清
隆
宛
山
県
書
簡
︑
国
立
国
会

図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄
所
収
）︒

（
20
）  
明
治
年
間
︑
三
月
十
四
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
20
）︒

（
21
）  
明
治
年
間
︑
一
月
二
十
四
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
318
）︒

（
22
）  

例
え
ば
︑
明
治
年
間
︑
七
月
三
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
22
）︑
年
不
明
︑
三
月
十
二

日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
122
）︒

（
23
）  

明
治
年
間
︑
七
月
二
十
九
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
199
）︑
年
不
明
︑
八
月
二
日
︑
田
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峰
﹃
人
物
偶
録
﹄
民
友
社
︑
一
九
二
八
年
︒
当
該
箇
所
の
初
出
は
一
九
二
五
年
五
月
）︒

（
50
）  

な
お
︑
こ
の
時
山
県
は
鴨
川
で
納
涼
も
楽
し
ん
で
い
た
（
一
九
六
七
﹇
慶
応
三
﹈
年

四
月
三
十
日
︑
木
戸
孝
允
宛
山
県
書
簡
﹃
山
県
有
朋
伝
記
編
纂
資
料
﹄）︒
第
二
次
無
隣

庵
の
地
所
に
も
同
じ
よ
う
な
過
去
の
記
憶
が
根
付
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

（
51
）  

﹁
葉
桜
日
記
﹂
一
二
頁
（
日
本
史
籍
協
会
編
﹃
山
県
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄
東

京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
九
年
︑
二
三
六
頁
）︒

（
52
）  

﹁
葉
桜
日
記
﹂
一
三
頁
（﹃
山
県
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄
二
三
七
頁
）︒

（
53
）  

﹁
雨
中
望
東
山
﹂﹁
葉
桜
日
記
﹂
一
七
頁
（﹃
山
県
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄

二
四
一
頁
）︒
た
だ
し
題
は
﹁
椿
山
詩
存
﹂
三
頁
（﹃
山
県
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄

五
〇
五
頁
）
の
も
の
を
採
用
し
た
︒

（
54
）  

一
八
六
九
年
十
一
月
十
七
日
︑
木
戸
宛
山
県
書
簡
（﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
﹄
中
巻
︑

二
九
頁
）︒

（
55
）  

入
江
貫
一
﹃
山
県
公
の
お
も
か
げ
﹄
博
文
館
（
一
九
二
二
年
）
六
六
頁
︒
同
志
の
墓

の
重
要
性
に
つ
い
て
は
奈
良
岡
聰
智
︑
中
村
武
生
両
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒

（
56
）  

こ
の
活
動
の
存
在
に
つ
い
て
は
矢
ケ
崎
善
太
郎
の
指
摘
が
あ
る
（
矢
ケ
崎

（
一
九
九
八
）
五
二
～
五
五
頁
）︒
と
こ
ろ
が
︑
史
料
操
作
に
問
題
が
あ
り
︑
そ
の
実
態

に
つ
い
て
正
確
な
把
握
と
は
言
え
な
い
た
め
︑
こ
こ
で
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

（
57
）  

こ
の
地
所
が
第
二
次
無
隣
庵
で
あ
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
気

に
な
る
の
は
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
書
簡
に
﹁
鴨
西
水
楼
﹂
と
い
う
地
所
が
登
場

す
る
こ
と
で
あ
る
（
一
八
六
九
年
四
月
十
一
日
︑
木
戸
孝
允
宛
山
県
書
簡
﹃
山
県
有
朋

伝
記
編
纂
資
料
﹄）︒
①
﹁
鴨
川
水
楼
﹂
は
第
二
次
無
隣
庵
で
あ
り
︑﹁
鴨
西
水
楼
﹂
と
は

別
︑
②
﹁
鴨
川
水
楼
﹂
＝
﹁
鴨
西
水
楼
﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
第
二
次
無
隣
庵
と
は
別
︑

③
第
二
次
無
隣
庵
＝
﹁
鴨
川
水
楼
﹂
＝
﹁
鴨
西
水
楼
﹂
で
あ
っ
て
︑
つ
ま
り
︑
山
県
は

以
前
か
ら
利
用
し
て
い
た
地
所
を
別
邸
と
し
た
︑
と
い
う
三
つ
の
可
能
性
が
あ
り
（
論

理
上
は
﹁
鴨
川
水
楼
﹂
も
﹁
鴨
西
水
楼
﹂
も
第
二
無
隣
庵
も
別
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
）︑

③
が
最
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
は
あ
る
け
れ
ど
︑
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料
は

な
い
︒

（
58
）  

﹇
一
八
九
一
﹈
年
八
月
十
八
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
236
）︒
次
の
山
県
宛
田
中
書
簡

の
内
容
と
の
関
係
か
ら
年
代
推
定
を
行
っ
た
︒

（
59
）  

一
八
九
一
年
八
月
二
十
一
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
11
）︒

（
60
）  

実
際
︑
山
県
は
幕
末
維
新
の
記
録
を
残
す
に
あ
た
っ
て
︑
し
ば
し
ば
田
中
光
顕
に
確

認
を
求
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒

（
61
）  

﹇
一
八
九
七
﹈
年
二
月
十
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
156
）︒

（
62
）  

﹇
一
八
九
七
﹈
年
二
月
十
九
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
297
）︒

（
63
）  

一
八
九
七
年
二
月
九
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
59
）︒

（
64
）  

一
八
九
七
年
三
月
十
一
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
293
）︒

（
65
）  

明
治
年
間
︑
十
一
月
二
十
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
10
）︒

（
66
）  

一
八
九
八
年
一
月
一
日
︑
山
県
宛
伊
藤
博
文
書
簡
（
44
）︒

（
67
）  

﹁
政
界
の
奥
座
敷
﹂
と
し
て
の
大
磯
に
つ
い
て
は
︑
と
り
あ
え
ず
奈
良
岡
聰
智
﹁
近
代

日
本
政
治
と﹁
別
荘
﹂﹂筒
井
清
忠
編﹃
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
と
文
化
﹄千
倉
書
房（
二
〇
一
一

年
）
を
参
照
︒

（
68
）  

平
井
政
遒
﹁
橋
本
先
生
と
山
県
公
﹂
日
本
赤
十
字
社
病
院
編
﹃
橋
本
綱
常
先
生
﹄
日

本
赤
十
字
社
病
院
（
一
九
三
六
年
）
四
四
二
頁
︒

（
69
）  

一
八
九
八
年
一
月
一
日
︑
山
県
宛
伊
藤
博
文
書
簡
（
43
）︒
も
っ
と
も
︑
伊
藤
が
風
邪

の
た
め
伊
藤
の
別
荘
で
あ
っ
た
滄
浪
閣
へ
開
催
地
が
変
更
さ
れ
た
︒
同
日
︑
伊
藤
宛
山

県
書
簡
（
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
：
チ06  03890  0105  0002

）
も

参
照
︒

（
70
）  

一
八
九
八
年
一
月
四
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
32
）︒
こ
の
よ
う
に
無
隣
庵
に
向
か
う

途
中
に
小
淘
庵
に
滞
在
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
他
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑

明
治
年
間
︑
八
月
一
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
289
）︑
一
八
九
五
年
十
月
十
五
日
︑
田
中

宛
山
県
書
簡
（
290
）︑
年
不
明
︑
七
月
三
十
一
日
︑
曾
禰
荒
助
宛
山
県
書
簡
（﹃
公
爵
山

県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄
所
収
）︒

（
71
）  

一
八
九
八
年
一
月
一
日
︑
伊
藤
宛
山
県
書
簡
（
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
﹃
伊

藤
博
文
関
係
文
書
（
全
九
巻
）﹄
塙
書
房
︑
一
九
七
三
～
一
九
八
一
年
︑
山
県
書
簡
96
）︒

90

中
宛
山
県
書
簡
（
211
）︒

（
24
）  
﹇
一
八
九
七
﹈
年
二
月
十
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
156
）︑
一
八
九
七
年
八
月
二
十
日
︑

山
県
宛
田
中
書
簡
（
27
）︑
一
八
九
七
年
九
月
五
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
28
）︒
田
中
は
︑

山
県
の
外
遊
中
に
は
小
淘
庵
の
利
用
も
許
さ
れ
て
い
た
︒

（
25
）  

明
治
年
間
︑
十
月
二
十
九
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
89
）︒

（
26
）  

明
治
年
間
︑
六
月
十
一
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
370
）︒

（
27
）  

例
え
ば
一
九
〇
八
年
一
月
七
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
340
）
は
︑
古
稀
庵
の
新
年
を

報
告
す
る
と
と
も
に
︑
岩
淵
別
荘
の
落
成
を
祈
っ
て
い
る
︒

（
28
）  

無
隣
庵
に
つ
い
て
は
︑
作
庭
を
担
当
し
た
植
治
・
七
代
目
小
川
治
兵
衛
へ
の
関
心
も

手
伝
っ
て
優
れ
た
研
究
が
多
い
︒
最
新
の
研
究
成
果
と
し
て
尼
崎
博
正
﹃
七
代
目
小
川

治
兵
衛
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
一
二
年
）︑
鈴
木
博
之
﹃
庭
師
小
川
治
兵
衛
と
そ
の

時
代
﹄
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
三
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
特
に
無
隣
庵
に
関
す

る
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
両
研
究
と
も
矢
ケ
崎
善
太
郎
﹃
近
代
京
都
の
東
山
地
域
に
お

け
る
別
邸
・
邸
宅
群
の
形
成
と
数
寄
空
間
に
関
す
る
研
究
﹄（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
博
士

論
文
︑
一
九
九
八
年
）
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
︒

 
 

こ
れ
ら
の
研
究
は
総
じ
て
小
川
治
兵
衛
に
よ
っ
て
作
庭
さ
れ
た
無
隣
庵
を
﹁
自
然
主

義
﹂
の
庭
と
し
て
高
く
評
価
し
︑
山
県
を
小
川
を
導
い
た
施
主
と
し
て
評
価
す
る
傾
向

に
あ
る
︒
こ
う
し
た
評
価
は
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
る
が
︑
低
く
評
価
す
る
も
の
と
し

て
京
都
市
観
光
課
﹃
京
都
史
蹟
古
美
術
提
要
﹄（
一
九
四
一
年
）
に
お
け
る
清
水
卓
夫
の

記
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
清
水
は
無
隣
庵
の
庭
を
﹁
復
古
主
義
的
﹂
だ

が
﹁
理
解
が
乏
し
き
た
め
︑単
な
る
模
倣
に
終
つ
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
︒

（
29
）  

一
八
九
二
年
︑
月
不
明
︑
十
八
日
︑
山
県
宛
中
井
弘
書
簡
（
16
）︒

（
30
）  

前
掲
・
矢
ケ
崎
（
一
九
九
八
）
一
三
～
一
四
頁
︒

（
31
）  

一
八
八
九
年
四
月
十
二
日
︑
山
県
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
11
）︒

（
32
）  

一
八
九
三
年
六
月
二
十
一
日
︑
山
県
宛
森
寛
斎
書
簡
（
1
）︒

（
33
）  

一
八
九
三
年
三
月
十
六
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
260
）︒

（
34
）  

一
八
九
三
年
三
月
二
十
四
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
57
）︒

（
35
）  

一
八
九
五
年
五
月
二
十
四
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
231
）︒
矢
ケ
崎
善
太
郎
は
こ
れ
を

山
県
の
田
中
光
顕
に
対
す
る
京
都
に
お
け
る
別
邸
誘
致
に
関
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付

け
て
い
る
が
︑
時
期
と
し
て
も
内
容
と
し
て
も
第
三
次
無
隣
庵
に
関
す
る
も
の
と
解
す

る
べ
き
で
あ
る
︒
田
中
光
顕
に
対
す
る
別
邸
誘
致
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
し
た
い
︒

（
36
）  

一
八
九
五
年
五
月
十
四
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
47
）︒

（
37
）  

京
都
市
土
木
局
庶
務
課
﹃
無
隣
菴
﹄（
一
九
四
一
年
）︒

（
38
）  

一
八
九
五
年
二
月
二
十
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
16
）︒

（
39
）  

一
八
九
五
年
四
月
十
九
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
55
）︒

（
40
）  

﹁
供
奉
員
の
旅
館
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
八
九
五
年
四
月
二
十
六
日
︒

（
41
）  

前
掲
・
矢
ケ
崎
（
一
九
九
八
）
一
六
頁
︑
前
掲
・
鈴
木
（
二
〇
一
三
）
六
七
頁
︒
矢

ケ
崎
は
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
の
記
載
か
ら
︑
鈴
木
は
田
中
宛
山
県
書
簡
か
ら
︑
そ
れ
ぞ

れ
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の
田
中
宛
山
県
書
簡
は
︑
一
八
九
五
年
十

月
二
十
二
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
63
）
で
あ
り
︑
鈴
木
は
前
掲
・
古
稀
庵
記
録
保
存

調
査
団
・
鈴
木
博
之
（
一
九
八
二
）
で
す
で
に
指
摘
を
行
っ
て
い
た
︒

（
42
）  

一
八
九
五
年
十
一
月
八
日
︑
桂
太
郎
宛
山
県
書
簡
（
千
葉
功
編
﹃
桂
太
郎
関
係
文
書
﹄

東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
年
︑
文
書
番
号
104
︱
32
）︒

（
43
）  

﹁
山
県
大
将
﹂﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
一
八
九
六
年
十
一
月
二
十
九
日
︒

（
44
）  

前
掲
・
矢
ケ
崎
（
一
九
九
八
）
一
六
頁
︒

（
45
）  

﹁
山
県
大
将
﹂﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
一
八
九
七
年
三
月
二
十
日
︒

（
46
）  

一
九
〇
一
年
四
月
二
十
六
日
︑
山
県
宛
二
宮
熊
次
郎
書
簡
（
4
）︒

（
47
）  

前
掲
・
矢
ケ
崎
（
一
九
九
八
）
一
七
頁
︒
こ
の
区
画
は
山
県
以
前
・
以
後
の
築
庭
区

域
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
黒
田
天
外
﹁
山
県
侯
の
無
隣
庵
﹂﹃
続
江

湖
快
心
録
﹄（
一
九
〇
七
年
）
参
照
︒

（
48
）  
一
八
九
六
年
八
月
二
十
日
︑
山
県
宛
田
中
光
顕
書
簡
（
19
）︒

（
49
）  
高
橋
箒
庵
述
﹁
山
県
公
別
荘
記
﹂﹃
山
県
有
朋
伝
記
編
纂
資
料
（
写
本
）﹄（
国
立
国
会

図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）︒
ま
た
︑
徳
富
蘇
峰
は
﹁
公
の
在
る
所
︑
必
ら
ず
庭
あ
り
︑

庭
の
在
る
所
︑
必
ら
ず
水
あ
ら
ざ
る
な
し
﹂
と
評
し
た
（﹁
山
公
遺
烈
を
読
む
﹂
徳
富
蘇
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峰
﹃
人
物
偶
録
﹄
民
友
社
︑
一
九
二
八
年
︒
当
該
箇
所
の
初
出
は
一
九
二
五
年
五
月
）︒

（
50
）  
な
お
︑
こ
の
時
山
県
は
鴨
川
で
納
涼
も
楽
し
ん
で
い
た
（
一
九
六
七
﹇
慶
応
三
﹈
年

四
月
三
十
日
︑
木
戸
孝
允
宛
山
県
書
簡
﹃
山
県
有
朋
伝
記
編
纂
資
料
﹄）︒
第
二
次
無
隣

庵
の
地
所
に
も
同
じ
よ
う
な
過
去
の
記
憶
が
根
付
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

（
51
）  

﹁
葉
桜
日
記
﹂
一
二
頁
（
日
本
史
籍
協
会
編
﹃
山
県
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄
東

京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
九
年
︑
二
三
六
頁
）︒

（
52
）  

﹁
葉
桜
日
記
﹂
一
三
頁
（﹃
山
県
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄
二
三
七
頁
）︒

（
53
）  

﹁
雨
中
望
東
山
﹂﹁
葉
桜
日
記
﹂
一
七
頁
（﹃
山
県
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄

二
四
一
頁
）︒
た
だ
し
題
は
﹁
椿
山
詩
存
﹂
三
頁
（﹃
山
県
公
遺
稿
・
こ
し
の
や
ま
か
ぜ
﹄

五
〇
五
頁
）
の
も
の
を
採
用
し
た
︒

（
54
）  

一
八
六
九
年
十
一
月
十
七
日
︑
木
戸
宛
山
県
書
簡
（﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
﹄
中
巻
︑

二
九
頁
）︒

（
55
）  

入
江
貫
一
﹃
山
県
公
の
お
も
か
げ
﹄
博
文
館
（
一
九
二
二
年
）
六
六
頁
︒
同
志
の
墓

の
重
要
性
に
つ
い
て
は
奈
良
岡
聰
智
︑
中
村
武
生
両
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒

（
56
）  

こ
の
活
動
の
存
在
に
つ
い
て
は
矢
ケ
崎
善
太
郎
の
指
摘
が
あ
る
（
矢
ケ
崎

（
一
九
九
八
）
五
二
～
五
五
頁
）︒
と
こ
ろ
が
︑
史
料
操
作
に
問
題
が
あ
り
︑
そ
の
実
態

に
つ
い
て
正
確
な
把
握
と
は
言
え
な
い
た
め
︑
こ
こ
で
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

（
57
）  

こ
の
地
所
が
第
二
次
無
隣
庵
で
あ
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
気

に
な
る
の
は
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
書
簡
に
﹁
鴨
西
水
楼
﹂
と
い
う
地
所
が
登
場

す
る
こ
と
で
あ
る
（
一
八
六
九
年
四
月
十
一
日
︑
木
戸
孝
允
宛
山
県
書
簡
﹃
山
県
有
朋

伝
記
編
纂
資
料
﹄）︒
①
﹁
鴨
川
水
楼
﹂
は
第
二
次
無
隣
庵
で
あ
り
︑﹁
鴨
西
水
楼
﹂
と
は

別
︑
②
﹁
鴨
川
水
楼
﹂
＝
﹁
鴨
西
水
楼
﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
第
二
次
無
隣
庵
と
は
別
︑

③
第
二
次
無
隣
庵
＝
﹁
鴨
川
水
楼
﹂
＝
﹁
鴨
西
水
楼
﹂
で
あ
っ
て
︑
つ
ま
り
︑
山
県
は

以
前
か
ら
利
用
し
て
い
た
地
所
を
別
邸
と
し
た
︑
と
い
う
三
つ
の
可
能
性
が
あ
り
（
論

理
上
は
﹁
鴨
川
水
楼
﹂
も
﹁
鴨
西
水
楼
﹂
も
第
二
無
隣
庵
も
別
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
）︑

③
が
最
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
は
あ
る
け
れ
ど
︑
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料
は

な
い
︒

（
58
）  

﹇
一
八
九
一
﹈
年
八
月
十
八
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
236
）︒
次
の
山
県
宛
田
中
書
簡

の
内
容
と
の
関
係
か
ら
年
代
推
定
を
行
っ
た
︒

（
59
）  

一
八
九
一
年
八
月
二
十
一
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
11
）︒

（
60
）  

実
際
︑
山
県
は
幕
末
維
新
の
記
録
を
残
す
に
あ
た
っ
て
︑
し
ば
し
ば
田
中
光
顕
に
確

認
を
求
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒

（
61
）  

﹇
一
八
九
七
﹈
年
二
月
十
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
156
）︒

（
62
）  

﹇
一
八
九
七
﹈
年
二
月
十
九
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
297
）︒

（
63
）  

一
八
九
七
年
二
月
九
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
59
）︒

（
64
）  

一
八
九
七
年
三
月
十
一
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
293
）︒

（
65
）  

明
治
年
間
︑
十
一
月
二
十
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
10
）︒

（
66
）  

一
八
九
八
年
一
月
一
日
︑
山
県
宛
伊
藤
博
文
書
簡
（
44
）︒

（
67
）  

﹁
政
界
の
奥
座
敷
﹂
と
し
て
の
大
磯
に
つ
い
て
は
︑
と
り
あ
え
ず
奈
良
岡
聰
智
﹁
近
代

日
本
政
治
と﹁
別
荘
﹂﹂筒
井
清
忠
編﹃
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
と
文
化
﹄千
倉
書
房（
二
〇
一
一

年
）
を
参
照
︒

（
68
）  

平
井
政
遒
﹁
橋
本
先
生
と
山
県
公
﹂
日
本
赤
十
字
社
病
院
編
﹃
橋
本
綱
常
先
生
﹄
日

本
赤
十
字
社
病
院
（
一
九
三
六
年
）
四
四
二
頁
︒

（
69
）  

一
八
九
八
年
一
月
一
日
︑
山
県
宛
伊
藤
博
文
書
簡
（
43
）︒
も
っ
と
も
︑
伊
藤
が
風
邪

の
た
め
伊
藤
の
別
荘
で
あ
っ
た
滄
浪
閣
へ
開
催
地
が
変
更
さ
れ
た
︒
同
日
︑
伊
藤
宛
山

県
書
簡
（
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
：
チ06  03890  0105  0002

）
も

参
照
︒

（
70
）  

一
八
九
八
年
一
月
四
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
32
）︒
こ
の
よ
う
に
無
隣
庵
に
向
か
う

途
中
に
小
淘
庵
に
滞
在
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
他
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑

明
治
年
間
︑
八
月
一
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
289
）︑
一
八
九
五
年
十
月
十
五
日
︑
田
中

宛
山
県
書
簡
（
290
）︑
年
不
明
︑
七
月
三
十
一
日
︑
曾
禰
荒
助
宛
山
県
書
簡
（﹃
公
爵
山

県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄
所
収
）︒

（
71
）  

一
八
九
八
年
一
月
一
日
︑
伊
藤
宛
山
県
書
簡
（
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
﹃
伊

藤
博
文
関
係
文
書
（
全
九
巻
）﹄
塙
書
房
︑
一
九
七
三
～
一
九
八
一
年
︑
山
県
書
簡
96
）︒



山県有朋とその館
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（
95
）  

一
八
九
八
年
十
月
十
一
日
︑
山
県
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
33
）︒

（
96
）  

﹁
真
に
退
隠
の
心
あ
る
乎
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
〇
年
十
一
月
一
日
︒

（
97
）  

山
県
の
寂
し
が
り
を
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
歌
と
し
て
は
次
を
挙
げ
た
い
︒
小
淘
庵
滞

在
中
に
川
の
氾
濫
で
連
絡
が
途
絶
え
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
︒

 

﹁
世
の
こ
と
を
し
ら
す
る
文
も
た
え
は
て
ゝ
ひ
る
も
暗
夜
の
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
﹂

（
一
九
〇
七
年
八
月
二
十
七
日
︑
渡
辺
千
秋
宛
山
県
書
簡
﹃
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
﹄
11
）

（
98
）  

﹁
山
県
前
首
相
の
詩
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
〇
年
十
二
月
六
日
︒

（
99
）  

﹁
山
侯
杉
子
の
近
什
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
一
年
三
月
二
日
︒

（
100
）  

無
憂
樹
﹃
忘
れ
ぬ
人
々
﹄
金
尾
文
淵
堂
（
一
九
二
四
年
）
一
二
六
頁
︒

（
101
）  

例
え
ば
︑
一
九
〇
三
年
十
月
一
日
︑
山
県
宛
寺
内
正
毅
書
簡
（
3
）︑
一
九
〇
四
年
一

月
十
二
日
︑
山
県
宛
徳
大
寺
実
則
書
簡
（
38
）︒

（
102
）  

一
九
〇
一
年
三
月
一
日
︑
山
県
宛
清
浦
圭
吾
書
簡
（
16
）︒

（
103
）  

一
九
〇
一
年
二
月
一
日
︑
山
県
宛
石
黒
忠
悳
書
簡
（
7
）︒

（
104
）  

一
九
〇
六
年
九
月
六
日
︑
山
県
宛
田
中
光
顕
書
簡
（
49
）︒

（
105
）  

﹁
桂
首
相
京
都
に
立
寄
ら
ず
﹂︑﹁
京
都
に
於
け
る
伊
藤
侯
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄

一
九
〇
二
年
十
一
月
二
十
六
日
︒
い
ず
れ
も
二
十
五
日
の
京
都
特
報
で
あ
り
︑
二
十
五

日
の
出
来
事
で
あ
る
︒

（
106
）  

﹁
山
公
園
侯
会
見
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
一
八
年
五
月
二
日
︒
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑

四
月
三
十
日
に
西
園
寺
が
無
隣
庵
を
訪
問
し
︑
翌
日
山
県
が
清
風
荘
を
訪
問
し
た
と
い

う
︒

（
107
）  

例
え
ば
一
九
〇
八
年
一
月
八
日
︑
山
県
宛
渡
辺
千
秋
書
簡
（
3
）︑
一
九
〇
八
年
一
月

二
十
八
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
92
）︒

（
108
）  

も
ち
ろ
ん
︑
小
淘
庵
の
売
却
代
金
が
古
稀
庵
の
敷
地
購
入
費
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
も
︑
小
淘
庵
と
古
稀
庵
と
の
連
続
性
は
明
ら
か
で
は
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
こ
で

は
そ
の
邸
宅
の
位
置
付
け
に
注
目
し
て
敢
え
て
無
隣
庵
か
ら
古
稀
庵
と
い
う
変
化
を
見

る
︒

（
109
）  

﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
八
九
八
年
八
月
十
二
日
︒

（
110
）  

一
九
〇
七
年
一
月
二
十
三
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
353
）︒

（
111
）  

例
え
ば
明
治
年
間
︑
十
月
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
368
）︒

（
112
）  

一
九
〇
〇
年
十
二
月
十
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
44
）︒

（
113
）  

﹇
一
九
〇
〇
﹈
年
十
二
月
十
七
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
100
）︒

（
114
）  

実
際
︑
古
稀
庵
初
期
の
書
簡
に
は
古
稀
庵
に
﹁
罷
越
﹂
し
て
﹁
静
養
﹂
す
る
と
い
う

定
型
が
観
察
さ
れ
る
（
日
時
不
明
︑渡
辺
千
秋
宛
山
県
有
朋
書
簡
﹃
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
﹄

34
︑
一
九
〇
八
年
三
月
二
十
三
日
︑
同
13
︑
一
九
〇
九
年
一
月
三
日
︑
同
16
︑
年
不
明
︑

四
月
三
十
日
︑
同
63
）︒

（
115
）  

一
九
〇
七
年
八
月
十
二
日
︑
渡
辺
千
秋
宛
山
県
書
簡
（﹃
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
﹄
10
）︒

（
116
）  

一
九
〇
八
年
一
月
二
十
八
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
92
）︒

（
117
）  

﹁
大
正
元
年
一
二
月

　桂
太
郎
と
対
談
及
往
復
の
書
翰

　全
﹂
前
掲
・﹃
山
県
有
朋
関

係
文
書
﹄
第
一
巻
︑
三
八
六
～
三
八
七
頁
︒
逆
に
会
え
な
か
っ
た
例
と
し
て
︑

一
九
〇
八
年
二
月
十
八
日
︑
山
県
宛
石
黒
忠
悳
書
簡
（
13
）︒

（
118
）  

一
九
一
五
年
六
月
十
一
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄
所

収
）︒

（
119
）  

元
老
同
士
は
参
内
な
ど
の
機
会
を
利
用
し
て
東
京
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒

例
え
ば
一
九
一
〇
年
一
月
二
十
一
日
︑
山
県
宛
松
方
正
義
書
簡
（
17
）︑
一
九
一
五
年
七

月
二
十
七
日
︑
山
県
宛
松
方
書
簡
（
26
）︒
松
方
と
の
会
見
に
つ
い
て
は
︑
一
九
一
九
年

六
月
九
日
︑
山
県
宛
平
田
東
助
書
簡
（
38
）
も
触
れ
て
い
る
︒
伊
藤
博
文
が
大
磯
で
元

老
同
士
の
意
思
疎
通
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
た
こ
と
の
重
要
性
は
︑
こ
こ
に
き
て
元

老
た
ち
に
再
確
認
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒

（
120
）  

も
っ
と
も
土
方
久
元
な
ど
︑
あ
く
ま
で
帰
京
を
待
っ
た
者
も
い
た
が
︑
山
県
が
上
京

し
な
い
た
め
に
書
簡
で
対
応
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
た
（
一
九
一
六
年
七
月
二
十
五
日
︑

山
県
宛
土
方
久
元
書
簡
（
4
））︒

（
121
）  

前
掲
・
佐
々
木
（
一
九
八
六
）
一
四
七
頁
︒

（
122
）  

一
九
一
二
年
︑
月
日
不
明
︑
山
県
宛
二
宮
熊
次
郎
書
簡
（
13
）︒

（
123
）  

書
簡
と
し
て
は
︑
一
九
一
七
年
十
一
月
十
四
日
︑
芳
川
顕
正
書
簡
（
28
）
が
こ
の
転
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（
72
）  

一
八
九
八
年
一
月
五
日
︑
山
県
宛
伊
藤
博
文
書
簡
（
45
）︒

（
73
）  
一
八
九
八
年
一
月
六
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
308
）︒

（
74
）  
一
八
九
八
年
三
月
十
七
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
33
）︒

（
75
）  

年
不
明
︑
七
月
三
十
日
︑
西
郷
従
道
宛
山
県
書
簡
（﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄

所
収
）︒

（
76
）  

例
え
ば
﹇
一
八
九
三
～
一
八
九
五
﹈
年
二
月
十
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
196
）︑

一
八
九
八
年
八
月
二
十
日
︑
山
県
宛
内
海
忠
勝
書
簡
（
4
）︑
一
九
〇
五
年
十
月
二
十
二

日
︑
山
県
宛
松
方
正
義
書
簡
（
15
）︒
他
に
︑
山
県
と
直
接
関
係
が
な
い
も
の
と
し
て
︑

一
九
〇
〇
年
十
二
月
二
十
五
日
︑
伊
藤
宛
井
上
書
簡
（﹃
伊
藤
博
文
関
係
文
書
﹄
井
上
書

簡
303
）︑
明
治
年
間
︑
十
一
月
十
五
日
︑
伊
藤
宛
井
上
書
簡
（
同
上
358
）︒

（
77
）  

明
治
年
間
︑
七
月
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
272
）︑
一
八
九
〇
年
二
月
九
日
︑
伊
藤

宛
山
県
書
簡
（﹃
伊
藤
博
文
関
係
文
書
﹄
山
県
書
簡
61
）︑
一
八
九
一
年
六
月
二
十
六
日
︑

田
中
宛
山
県
書
簡
（
173
）︑
明
治
（
二
十
四
）
年
七
月
十
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
214
）︑

年
不
明
︑
七
月
三
十
日
︑
松
方
宛
山
県
書
簡
（
大
久
保
達
正
監
修
﹃
松
方
正
義
関
係
文

書
（
書
翰
篇
：
第
六
～
九
巻
）﹄
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
︑
一
九
八
五
～
一
九
八
八

年
︑
文
書
番
号
276
・
139
）︒

（
78
）  

一
八
九
六
年
十
二
月
二
十
四
日
︑
山
県
宛
陸
奥
宗
光
書
簡
（
9
）︒

（
79
）  

も
っ
と
も
︑
そ
の
活
性
化
如
何
は
も
っ
ぱ
ら
伊
藤
に
か
か
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒﹃
山
県
有
朋
関
係
文
書
﹄
中
に
も
︑
伊
藤
が
大
磯
で
山
県
と
の
面
会
を
求
め
る
書
簡

が
あ
る
ほ
か
︑
山
県
が
松
方
に
大
磯
で
伊
藤
と
予
算
方
針
を
相
談
す
る
よ
う
に
求
め
た

も
の
も
あ
り
（
年
不
明
︑
七
月
四
日
︑
松
方
宛
山
県
書
簡
︑﹃
松
方
正
義
関
係
文
書
﹄

276
・
76
）︑
一
九
〇
一
年
一
月
七
日
︑
山
県
宛
芳
川
顕
正
書
簡
（
18
）
は
︑
そ
の
よ
う
な

大
磯
の
雰
囲
気
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
︒
伊
藤
の
渡
韓
前
に
も
伊
藤
・
山
県
の
会
見

場
所
と
し
て
一
時
的
に
大
磯
が
活
性
化
し
て
い
る
様
子
は
︑
一
九
〇
五
年
十
月
二
十
四

日
︑
山
県
宛
伊
藤
書
簡
（
71
）︑
同
三
十
日
︑
山
県
宛
伊
藤
書
簡
（
72
）
に
う
か
が
わ
れ

る
︒

（
80
）  

一
八
八
九
年
十
月
四
日
︑
山
県
宛
伊
藤
書
簡
（
33
）︒

（
81
）  

一
八
八
九
年
六
月
十
二
日
︑
伊
藤
宛
井
上
書
簡
（﹃
伊
藤
博
文
関
係
文
書
﹄
井
上
書
簡

227
）︒

（
82
）  

も
っ
と
も
︑
伊
藤
は
そ
の
心
意
気
と
い
う
程
度
に
過
ぎ
な
い
し
︑
ま
た
井
上
の
真
意

も
一
時
退
却
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
（﹇
一
八
八
九
﹈
年
七
月
十
六
日
︑
松
方

宛
井
上
書
簡
︑﹃
松
方
正
義
関
係
文
書
﹄
53
・
25
）︒
と
は
い
え
︑
仮
に
そ
の
隠
遁
の
地

が
小
田
原
や
鎌
倉
で
な
く
大
磯
で
あ
っ
た
な
ら
﹁
隠
居
﹂
や
﹁
退
職
﹂
と
い
う
便
法
す

ら
通
用
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

（
83
）  

徳
富
蘇
峰
編
述
﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
﹄
下
巻
︑
一
一
二
一
頁
︒

（
84
）  

佐
々
木
隆
﹁
明
治
時
代
の
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
そ
の
2
）﹂﹃
東
京
大
学

新
聞
研
究
所
紀
要
﹄
三
十
三
号
（
一
九
八
五
年
）
一
三
三
頁
︒

（
85
）  

一
八
九
一
年
七
月
十
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
214
）︒

（
86
）  

一
八
九
五
年
十
一
月
十
四
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
18
）︒

（
87
）  

一
八
九
六
年
八
月
二
十
八
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
21
）︑
同
八
月
二
十
九
日
︑
山
県

宛
田
中
書
簡
（
22
）︒

（
88
）  

佐
々
木
隆
﹁
明
治
時
代
の
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
そ
の
3
）﹂﹃
東
京
大
学

新
聞
研
究
所
紀
要
﹄
三
十
五
号
（
一
九
八
六
年
）
一
四
五
頁
︒
佐
々
木
論
文
は
︑
他
の

政
治
家
た
ち
を
も
対
象
に
し
て
︑
故
郷
へ
の
退
去
や
別
荘
・
別
邸
へ
の
居
住
の
政
治
的

意
味
に
つ
い
て
包
括
的
に
議
論
し
た
重
要
な
業
績
で
あ
る
︒

（
89
）  

四
月
か
ら
は
謡
曲
の
稽
古
を
始
め
て
い
る
（
一
八
九
八
年
四
月
五
日
︑
渡
辺
千
秋
宛

山
県
書
簡
︑
尚
友
倶
楽
部
・
長
井
純
市
編
﹃
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
﹄
山
川
出
版
社
︑

一
九
九
四
年
︑
文
書
番
号
1
）︒

（
90
）  

一
八
九
八
年
四
月
十
一
日
︑
山
県
宛
芳
川
書
簡
（
10
）︑
同
十
六
日
︑
山
県
宛
芳
川
書

簡
（
11
）︑同
二
十
日
︑山
県
宛
田
中
書
簡
（
34
）︑五
月
十
七
日
︑山
県
宛
芳
川
書
簡
（
12
）︒

（
91
）  
例
え
ば
一
九
〇
〇
年
四
月
二
十
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
343
）︒

（
92
）  
前
掲
・
鈴
木
（
二
〇
一
三
）
七
八
頁
︒

（
93
）  

一
八
九
九
年
九
月
七
日
︑
山
県
宛
芳
川
顕
正
書
簡
（
14
）︒

（
94
）  

﹃
日
出
新
聞
﹄
一
八
九
六
年
十
一
月
十
二
日
︑
十
三
日
︒



山県有朋とその館

93

（
95
）  
一
八
九
八
年
十
月
十
一
日
︑
山
県
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
33
）︒

（
96
）  

﹁
真
に
退
隠
の
心
あ
る
乎
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
〇
年
十
一
月
一
日
︒

（
97
）  

山
県
の
寂
し
が
り
を
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
歌
と
し
て
は
次
を
挙
げ
た
い
︒
小
淘
庵
滞

在
中
に
川
の
氾
濫
で
連
絡
が
途
絶
え
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
︒

 

﹁
世
の
こ
と
を
し
ら
す
る
文
も
た
え
は
て
ゝ
ひ
る
も
暗
夜
の
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
﹂

（
一
九
〇
七
年
八
月
二
十
七
日
︑
渡
辺
千
秋
宛
山
県
書
簡
﹃
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
﹄
11
）

（
98
）  

﹁
山
県
前
首
相
の
詩
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
〇
年
十
二
月
六
日
︒

（
99
）  

﹁
山
侯
杉
子
の
近
什
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
一
年
三
月
二
日
︒

（
100
）  

無
憂
樹
﹃
忘
れ
ぬ
人
々
﹄
金
尾
文
淵
堂
（
一
九
二
四
年
）
一
二
六
頁
︒

（
101
）  

例
え
ば
︑
一
九
〇
三
年
十
月
一
日
︑
山
県
宛
寺
内
正
毅
書
簡
（
3
）︑
一
九
〇
四
年
一

月
十
二
日
︑
山
県
宛
徳
大
寺
実
則
書
簡
（
38
）︒

（
102
）  

一
九
〇
一
年
三
月
一
日
︑
山
県
宛
清
浦
圭
吾
書
簡
（
16
）︒

（
103
）  

一
九
〇
一
年
二
月
一
日
︑
山
県
宛
石
黒
忠
悳
書
簡
（
7
）︒

（
104
）  

一
九
〇
六
年
九
月
六
日
︑
山
県
宛
田
中
光
顕
書
簡
（
49
）︒

（
105
）  

﹁
桂
首
相
京
都
に
立
寄
ら
ず
﹂︑﹁
京
都
に
於
け
る
伊
藤
侯
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄

一
九
〇
二
年
十
一
月
二
十
六
日
︒
い
ず
れ
も
二
十
五
日
の
京
都
特
報
で
あ
り
︑
二
十
五

日
の
出
来
事
で
あ
る
︒

（
106
）  

﹁
山
公
園
侯
会
見
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
一
八
年
五
月
二
日
︒
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑

四
月
三
十
日
に
西
園
寺
が
無
隣
庵
を
訪
問
し
︑
翌
日
山
県
が
清
風
荘
を
訪
問
し
た
と
い

う
︒

（
107
）  

例
え
ば
一
九
〇
八
年
一
月
八
日
︑
山
県
宛
渡
辺
千
秋
書
簡
（
3
）︑
一
九
〇
八
年
一
月

二
十
八
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
92
）︒

（
108
）  

も
ち
ろ
ん
︑
小
淘
庵
の
売
却
代
金
が
古
稀
庵
の
敷
地
購
入
費
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
も
︑
小
淘
庵
と
古
稀
庵
と
の
連
続
性
は
明
ら
か
で
は
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
こ
で

は
そ
の
邸
宅
の
位
置
付
け
に
注
目
し
て
敢
え
て
無
隣
庵
か
ら
古
稀
庵
と
い
う
変
化
を
見

る
︒

（
109
）  

﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
八
九
八
年
八
月
十
二
日
︒

（
110
）  

一
九
〇
七
年
一
月
二
十
三
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
353
）︒

（
111
）  

例
え
ば
明
治
年
間
︑
十
月
五
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
368
）︒

（
112
）  

一
九
〇
〇
年
十
二
月
十
日
︑
山
県
宛
田
中
書
簡
（
44
）︒

（
113
）  

﹇
一
九
〇
〇
﹈
年
十
二
月
十
七
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
100
）︒

（
114
）  

実
際
︑
古
稀
庵
初
期
の
書
簡
に
は
古
稀
庵
に
﹁
罷
越
﹂
し
て
﹁
静
養
﹂
す
る
と
い
う

定
型
が
観
察
さ
れ
る
（
日
時
不
明
︑渡
辺
千
秋
宛
山
県
有
朋
書
簡
﹃
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
﹄

34
︑
一
九
〇
八
年
三
月
二
十
三
日
︑
同
13
︑
一
九
〇
九
年
一
月
三
日
︑
同
16
︑
年
不
明
︑

四
月
三
十
日
︑
同
63
）︒

（
115
）  

一
九
〇
七
年
八
月
十
二
日
︑
渡
辺
千
秋
宛
山
県
書
簡
（﹃
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
﹄
10
）︒

（
116
）  

一
九
〇
八
年
一
月
二
十
八
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
92
）︒

（
117
）  

﹁
大
正
元
年
一
二
月

　桂
太
郎
と
対
談
及
往
復
の
書
翰

　全
﹂
前
掲
・﹃
山
県
有
朋
関

係
文
書
﹄
第
一
巻
︑
三
八
六
～
三
八
七
頁
︒
逆
に
会
え
な
か
っ
た
例
と
し
て
︑

一
九
〇
八
年
二
月
十
八
日
︑
山
県
宛
石
黒
忠
悳
書
簡
（
13
）︒

（
118
）  

一
九
一
五
年
六
月
十
一
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄
所

収
）︒

（
119
）  

元
老
同
士
は
参
内
な
ど
の
機
会
を
利
用
し
て
東
京
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒

例
え
ば
一
九
一
〇
年
一
月
二
十
一
日
︑
山
県
宛
松
方
正
義
書
簡
（
17
）︑
一
九
一
五
年
七

月
二
十
七
日
︑
山
県
宛
松
方
書
簡
（
26
）︒
松
方
と
の
会
見
に
つ
い
て
は
︑
一
九
一
九
年

六
月
九
日
︑
山
県
宛
平
田
東
助
書
簡
（
38
）
も
触
れ
て
い
る
︒
伊
藤
博
文
が
大
磯
で
元

老
同
士
の
意
思
疎
通
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
た
こ
と
の
重
要
性
は
︑
こ
こ
に
き
て
元

老
た
ち
に
再
確
認
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒

（
120
）  

も
っ
と
も
土
方
久
元
な
ど
︑
あ
く
ま
で
帰
京
を
待
っ
た
者
も
い
た
が
︑
山
県
が
上
京

し
な
い
た
め
に
書
簡
で
対
応
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
た
（
一
九
一
六
年
七
月
二
十
五
日
︑

山
県
宛
土
方
久
元
書
簡
（
4
））︒

（
121
）  

前
掲
・
佐
々
木
（
一
九
八
六
）
一
四
七
頁
︒

（
122
）  

一
九
一
二
年
︑
月
日
不
明
︑
山
県
宛
二
宮
熊
次
郎
書
簡
（
13
）︒

（
123
）  

書
簡
と
し
て
は
︑
一
九
一
七
年
十
一
月
十
四
日
︑
芳
川
顕
正
書
簡
（
28
）
が
こ
の
転
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（
147
）  

﹁
山
県
侯
の
談
話
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
一
年
八
月
十
八
日
︒

（
148
）  

前
掲
・
黒
田
天
外
﹁
山
県
侯
の
無
隣
庵
﹂︒

（
149
）  

前
掲
・﹃
公
爵
山
県
有
朋
公
﹄
下
巻
︑
一
一
七
二
頁
︒

（
150
）  

前
掲
・
鈴
木
（
二
〇
一
三
）
六
〇
頁
︑
た
だ
し
鈴
木
は
︑
同
じ
逸
話
を
高
橋
箒
庵
（
義

雄
）﹁
古
稀
庵
の
半
日
﹂﹃
東
都
茶
会
記
﹄（
淡
交
社
︑
一
九
八
九
年
）
か
ら
引
用
し
て
い

る
︒

（
151
）  

前
掲
・
尼
崎
（
二
〇
一
二
）
四
九
頁
︒
た
だ
し
尼
崎
は
︑
同
じ
逸
話
を
高
橋
義
雄
﹃
山

公
遺
烈
﹄（
慶
文
堂
︑
一
九
二
五
年
）
か
ら
引
用
し
て
い
る
︒
な
お
︑
東
山
と
煎
茶
文
化

に
つ
い
て
の
概
観
は
︑た
と
え
ば
矢
个
崎
善
太
郎
﹁
京
都
東
山
の
近
代
と
数
寄
空
間
﹂﹃
日

本
歴
史
﹄
七
五
二
号
（
二
〇
一
一
年
）︒

（
152
）  

今
﹁
自
己
の
館
﹂
と
言
っ
た
が
︑
そ
も
そ
も
権
力
的
な
意
味
で
言
え
ば
︑﹁
自
己
の
館
﹂

と
は
自
己
が
操
作
可
能
な
範
囲
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
他
人
の
館
で

あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
空
間
を
そ
の
主
人
よ
り
よ
り
よ
く
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き

る
な
ら
︑
そ
れ
は
も
は
や
﹁
自
己
の
館
﹂
で
あ
ろ
う
︒

（
153
）  

一
九
一
九
年
に
訪
問
し
た
本
多
熊
太
郎
﹃
先
人
を
語
る
﹄
千
倉
書
房
（
一
九
三
九
年
）

六
～
七
頁
︑
一
九
二
〇
年
一
月
中
旬
に
訪
問
し
た
小
原
達
明
﹁
山
県
公
を
思
ふ
て
﹂
大

川
白
雨
編
﹃
小
原
達
明
随
筆
集
﹄
朝
陽
社
（
一
九
二
六
年
）
四
七
頁
︒

（
154
）  

建
築
学
上
の
﹁
使
わ
れ
方
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
も
よ
い
が
︑
三
つ
の
レ
ベ
ル
の

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
機
能
す
る
﹁
操
作
﹂
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
暫
定

的
に
建
築
内
部
と
い
う
用
語
を
用
い
る
︒

付
記　本

論
文
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
﹁
建
築
と
権
力
の
相
関
性
と
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
の
研
究
﹂（
研
究
代
表
：
御
厨
貴
）
に
お
い
て
﹁
無
隣
庵
再
考
﹂
と
題
し
て
行
っ
た
報

告
を
出
発
点
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
京
都
造
形
芸
術
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
セ
ミ

ナ
ー
（T

he Japanese G
arden Intensive Sem

inar Plus in K
yoto

）
で
行
っ
た
招
待
講
演 

“G
ardens for Politicians in Prew

ar Japan” 

も
研
究
を
進
め
る
の
に
大
き
く
役
立
っ
た
︒
そ
れ

ぞ
れ
の
報
告
の
場
を
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
︑
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
し
た
い
︒

な
お
︑
本
論
文
は
日
本
学
術
振
興
会
二
〇
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨

励
費
：
研
究
課
題
番
号13 J09147

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

94

居
に
触
れ
て
い
る
︒

（
124
）  
前
掲
・﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
﹄
下
巻
︑
一
一
四
五
頁
︒

（
125
）  
﹁
明
治
建
築
座
談
会
（
第
2
回
）﹂﹃
建
築
雑
誌
﹄
四
十
七
巻
五
六
六
号
（
一
九
三
三
年

一
月
号
）
一
五
六
頁
︒
一
九
三
二
年
六
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
座
談
会
の
記
録
︒

（
126
）  

前
掲
・
一
八
八
八
年
十
一
月
十
一
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
152
）︒

（
127
）  

﹇
一
八
八
八
﹈
年
十
一
月
十
八
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
18
）︒
年
代
推
定
の
理
由
は

本
文
の
通
り
︒

（
128
）  

た
だ
し
︑
問
題
は
そ
こ
ま
で
簡
単
で
は
な
い
︒
十
一
月
十
一
日
の
﹁
財
産
取
調
書
﹂

に
は
第
二
無
隣
庵
に
関
す
る
記
述
が
な
い
た
め
︑﹁
京
師
木
屋
町
別
邸
之
如
く
﹂
と
い
う

文
意
を
通
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
十
一
日
か
ら
十
八
日
ま
で
の
間
に
田
中
・
山
県
間
に

第
二
無
隣
庵
に
関
す
る
情
報
交
換
が
必
要
だ
が
︑
直
接
面
会
し
た
の
か
管
見
の
限
り
書

簡
が
現
存
し
な
い
︒
ま
た
︑
そ
も
そ
も
﹁
京
師
木
屋
町
別
邸
之
如
く
﹂
と
は
ど
う
い
う

意
味
で
あ
ろ
う
か
︒
前
掲
・
矢
ケ
崎
（
一
九
九
八
）
に
よ
れ
ば
︑
山
県
が
第
二
次
無
隣

庵
の
土
地
を
取
得
す
る
の
は
一
八
九
一
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
仮
に
第
二
次
無
隣
庵

が
こ
の
時
点
で
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
遺
産
相
続
で
問
題
に
な
る
よ
う
な
所
有
地
は

存
在
せ
ず
︑
伝
記
の
記
述
を
信
じ
て
五
番
町
の
土
地
は
所
有
地
だ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
︑

こ
れ
ら
の
土
地
を
同
様
に
処
理
す
る
と
い
う
書
簡
の
表
現
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
理
解
で

き
な
い
︒
た
だ
し
︑﹁
○
○
に
一
任
す
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
遺
言
書
の
記
載
が
あ
っ
た
可

能
性
は
残
さ
れ
て
お
り
︑
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
一
八
八
八
年
の
年
代
推
定
を
維
持
し

た
い
︒

（
129
）  

一
九
一
六
年
六
月
三
十
日
︑
山
県
宛
大
島
健
一
書
簡
（
5
）︒

（
130
）  

前
掲
・﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
﹄
下
巻
︑
一
一
四
五
頁
︒

（
131
）  

一
九
二
〇
年
六
月
二
十
八
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄

所
収
）︒

（
132
）  

例
え
ば
︑﹁
打
ち
沈
ん
だ
含
雪
公

　鼻
か
ぜ
と
心
配
で
滅
切
弱
つ
た
此
二
三
日
﹂﹃
東

京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
二
一
年
二
月
十
五
日
︒

（
133
）  

一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
一
月
十
一
日
︑
山
県
宛
清
浦
圭
吾
書
簡
（
22
）︒

（
134
）  

な
お
︑
建
築
の
側
か
ら
も
鎌
倉
や
大
磯
の
邸
宅
に
対
す
る
批
判
が
存
在
し
て
い
た
︒

岡
田
信
一
郎
（
談
）﹁
別
荘
建
築
（
邸
宅
式
は
本
来
の
目
的
で
な
い
︑
周
囲
の
風
景
と
調

和
せ
し
め
よ
）﹂﹃
建
築
雑
誌
﹄
二
十
四
巻
二
七
九
号
（
一
九
一
〇
年
三
月
号
）︒
岡
田
が

果
た
し
て
山
県
の
邸
宅
を
評
価
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
︑
彼
の
自
然
主
義
の
庭
は

比
較
的
に
当
時
の
建
築
学
会
の
風
潮
と
軌
を
一
つ
に
し
て
い
た
と
言
え
る
︒

（
135
）  

﹃
原
敬
日
記
﹄
一
九
一
四
年
九
月
三
日
の
条
︒

（
136
）  

﹃
原
敬
日
記
﹄
一
九
一
六
年
六
月
十
二
日
の
条
︒

（
137
）  

一
九
〇
九
年
一
月
十
三
日
︑
田
中
宛
山
県
書
簡
（
356
）︑
同
日
︑
桂
宛
山
県
書
簡
（﹃
桂

太
郎
関
係
文
書
﹄
104
︱
156
）︒

（
138
）  

山
下
亀
三
郎
﹁
山
県
元
帥
と
対
潮
閣
﹂﹃
浮
き
つ
沈
み
つ

　天
﹄
山
下
秘
書
部

（
一
九
四
三
年
）︒

（
139
）  

前
掲
・
黒
田
天
外
﹁
山
県
侯
の
無
隣
庵
﹂︒

（
140
）  

市
島
謙
吉
﹃
大
隈
侯
一
言
一
行
﹄
早
稲
田
大
学
出
版
部
（
一
九
二
二
年
）︒
こ
の
訪
問

は
一
九
〇
二
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

（
141
）  

前
掲
・
高
橋
箒
庵
述
﹁
山
県
公
別
荘
記
﹂︒

（
142
）  

一
八
九
八
年
八
月
十
五
日
︑
山
県
宛
児
玉
少
介
書
簡
（
4
）︒
次
注
の
著
書
に
よ
り
︑

訪
問
日
は
八
月
二
日
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

（
143
）  

児
玉
少
介
﹃
花
影
鶴
蹤
﹄（
一
九
九
八
年
）
三
頁
︒

（
144
）  

前
掲
・
鈴
木
（
二
〇
一
三
）
六
二
～
六
三
頁
︒

（
145
）  

明
治
年
間
︑
四
月
十
六
日
︑
山
県
宛
高
橋
義
雄
書
簡
（
1
）︒

（
146
）  

日
露
戦
争
中
に
は
︑
山
県
は
奥
保
鞏
に
命
じ
て
︑
中
国
の
古
寺
の
石
造
獅
子
一
対
を

手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（﹇
一
九
〇
五
﹈
年
六
月
十
二
日
︑
石
黒
忠
悳
宛
奥
保
鞏
書

簡
︑﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄
所
収
︒
営
口
経
由
で
本
国
に
送
る
旨
の
記
述
が
あ

る
こ
と
か
ら
︑
営
口
占
領
後
の
一
九
〇
五
年
と
推
定
し
た
）︒
山
県
に
こ
の
よ
う
な
略
奪

の
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑
日
清
戦
争
中
と
見
ら
れ
る
書
簡
に
お
い
て
も
﹁
分
捕
品
﹂

に
つ
い
て
指
示
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
（
年
不
明
︑
四
月
二
十
一
日
︑

岡
澤
精
一
宛
山
県
書
簡
︑﹃
公
爵
山
県
有
朋
伝
編
纂
資
料
﹄
所
収
）︒
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（
147
）  
﹁
山
県
侯
の
談
話
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
一
年
八
月
十
八
日
︒

（
148
）  
前
掲
・
黒
田
天
外
﹁
山
県
侯
の
無
隣
庵
﹂︒

（
149
）  

前
掲
・﹃
公
爵
山
県
有
朋
公
﹄
下
巻
︑
一
一
七
二
頁
︒

（
150
）  

前
掲
・
鈴
木
（
二
〇
一
三
）
六
〇
頁
︑
た
だ
し
鈴
木
は
︑
同
じ
逸
話
を
高
橋
箒
庵
（
義

雄
）﹁
古
稀
庵
の
半
日
﹂﹃
東
都
茶
会
記
﹄（
淡
交
社
︑
一
九
八
九
年
）
か
ら
引
用
し
て
い

る
︒

（
151
）  

前
掲
・
尼
崎
（
二
〇
一
二
）
四
九
頁
︒
た
だ
し
尼
崎
は
︑
同
じ
逸
話
を
高
橋
義
雄
﹃
山

公
遺
烈
﹄（
慶
文
堂
︑
一
九
二
五
年
）
か
ら
引
用
し
て
い
る
︒
な
お
︑
東
山
と
煎
茶
文
化

に
つ
い
て
の
概
観
は
︑た
と
え
ば
矢
个
崎
善
太
郎
﹁
京
都
東
山
の
近
代
と
数
寄
空
間
﹂﹃
日

本
歴
史
﹄
七
五
二
号
（
二
〇
一
一
年
）︒

（
152
）  

今
﹁
自
己
の
館
﹂
と
言
っ
た
が
︑
そ
も
そ
も
権
力
的
な
意
味
で
言
え
ば
︑﹁
自
己
の
館
﹂

と
は
自
己
が
操
作
可
能
な
範
囲
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
他
人
の
館
で

あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
空
間
を
そ
の
主
人
よ
り
よ
り
よ
く
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き

る
な
ら
︑
そ
れ
は
も
は
や
﹁
自
己
の
館
﹂
で
あ
ろ
う
︒

（
153
）  

一
九
一
九
年
に
訪
問
し
た
本
多
熊
太
郎
﹃
先
人
を
語
る
﹄
千
倉
書
房
（
一
九
三
九
年
）

六
～
七
頁
︑
一
九
二
〇
年
一
月
中
旬
に
訪
問
し
た
小
原
達
明
﹁
山
県
公
を
思
ふ
て
﹂
大

川
白
雨
編
﹃
小
原
達
明
随
筆
集
﹄
朝
陽
社
（
一
九
二
六
年
）
四
七
頁
︒

（
154
）  

建
築
学
上
の
﹁
使
わ
れ
方
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
も
よ
い
が
︑
三
つ
の
レ
ベ
ル
の

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
機
能
す
る
﹁
操
作
﹂
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
暫
定

的
に
建
築
内
部
と
い
う
用
語
を
用
い
る
︒

付
記　本

論
文
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
﹁
建
築
と
権
力
の
相
関
性
と
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
の
研
究
﹂（
研
究
代
表
：
御
厨
貴
）
に
お
い
て
﹁
無
隣
庵
再
考
﹂
と
題
し
て
行
っ
た
報

告
を
出
発
点
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
京
都
造
形
芸
術
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
セ
ミ

ナ
ー
（T

he Japanese G
arden Intensive Sem

inar Plus in K
yoto

）
で
行
っ
た
招
待
講
演 

“G
ardens for Politicians in Prew

ar Japan” 

も
研
究
を
進
め
る
の
に
大
き
く
役
立
っ
た
︒
そ
れ

ぞ
れ
の
報
告
の
場
を
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
︑
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
し
た
い
︒

な
お
︑
本
論
文
は
日
本
学
術
振
興
会
二
〇
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨

励
費
：
研
究
課
題
番
号13 J09147

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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己
を
信
じ
得
る
者
は
恒
に
孤
独
で
あ
る
︒ 

 

孤
独
な
る
者
の
言
葉
は
時
に
︑

 

多
く
の
人
を
支
配
す
る
結
果
と
も
な
る
︒

 

橋
本
関
雪（

1
）

　
は
じ
め
に

　明
治
末
期
以
降
の
﹁
近
代
美
術
史
﹂
は
今
日
︑
世
界
的
規
模
で
の
問
い
直
し

を
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
お
よ
び
ダ
ー
レ
ム
美
術
館
で
は

二
〇
一
三
年
に
﹁
話
法
を
問
い
直
し
︑
枠
組
み
を
折
衝
す
る
﹂
と
題
し
﹁
文
化

を
跨
ぐ
動
態
﹂
研
究
を
目
的
と
す
る
会
合
が
持
た
れ
た（

2
）

︒
招
聘
さ
れ
た
筆
者
は

そ
こ
で
橋
本
関
雪
（
一
八
八
三
～
一
九
四
五
）
を
取
り
上
げ
た
︒
そ
の
目
的
と

す
る
と
こ
ろ
は
以
下
の
四
点
で
あ
っ
た（

3
）

︒

　ま
ず
美
術
史
の
﹁
枠
組
み
を
折
衝
﹂
し
︑
そ
の
﹁
話
法
を
問
い
直
す
﹂
営
み

は
︑
美
術
史
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
画
家
自
ら
が
取
り
組
む
課
題
で
も
あ
る
︒

画
家
の
実
践
や
制
作
の
な
か
で
い
か
に
既
存
の
枠
組
み
が
組
み
換
え
ら
れ
︑
話

法
に
変
更
が
加
え
ら
れ
る
か
も
︑
視
野
に
収
め
る
必
要
が
あ
る
︒
つ
ぎ
に
こ
の

課
題
は
西
欧
の
近
代
制
度
と
し
て
移
入
さ
れ
た
﹁
美
術
﹂
と
い
う
﹁
話
法
﹂

narrative

や
﹁
美
術
史
﹂
と
い
う
﹁
枠
組
み
﹂fram

ew
ork

が
︑
近
代
東
ア
ジ

ア
に
お
い
て
い
か
な
る
組
み
換
え
を
経
験
し
︑
い
わ
ゆ
る
東
洋
美
術
／
史
を
い

か
に
変
貌
さ
せ
た
か
を
明
る
み
に
だ
す
︒
第
三
に
西
欧
起
源
の
美
学
が
い
か
に

東
洋
美
学
の
再
活
性
化
に
結
び
付
い
た
か
に
焦
点
を
当
て
た
い
︒
と
り
わ
け
気

韻
生
動
の
概
念
が
表
現
主
義
の
洗
礼
の
も
と
で
い
か
に
変
貌
を
遂
げ
た
か
が
注

意
を
引
く
︒
最
後
に
近
代
の
跨
文
化
的
動
態transcultural dynam

ics

か
ら
︑

翻
っ
て
過
去
が
再
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
︒
日
本
は
こ
の
時
期
に
あ
ら
た
め
て
明
末

～
清
初
以
降
の
美
術
を
再
発
見
し
た
が
︑
こ
れ
は
民
国
期
中
国
に
お
け
る
宋
元

表
現
主
義
と
気
韻
生
動

―
―
北
清
事
変
か
ら
大
正
末
年
に
至
る
橋
本
関
雪
の
軌
跡
と
京
都
支
那
学
の
周
辺
―
―稲

賀
繁
美
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︑
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美
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お
り
︑
関
雪
の
︽
琵
琶
行
︾
は
や
が
て
中
国
近
代
の
画
家
と
し
て
著
名
な
傅
抱

石
（
一
九
〇
四
～
一
九
六
五
）
の
︽
琵
琶
行
︾
に
直
接
に
霊
感
を
与
え
る
こ
と

と
な
る（

8
）

︒
故
事
に
現
代
の
政
治
風
刺
を
盛
り
込
む
趣
向
は
中
国
で
も
古
く
か
ら

実
践
さ
れ
て
き
た
が
︑
絵
画
と
い
う
範
疇
で
同
様
の
歴
史
画
が
試
み
ら
れ
る
こ

と
は
︑
民
国
期
以
前
の
伝
統
中
国
に
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
︒

　関
雪
の
︽
琵
琶
行
︾
は
構
図
の
う
え
で
も
検
討
に
値
す
る
︒
写
実
的
な
人
物

描
写
は
︑
盟
友
た
る
千
種
掃
雲
（
一
八
七
三
～
一
九
四
四
）
の
未
完
の
実
験
作

︽
戻
路
（
れ
い
ろ
）︾（
一
九
〇
七
：
第
一
回
文
展
落
選
）
に
も
共
通
す
る
が
︑
そ
の

掃
雲
に
は
︽
蓮
池
︾（
一
九
〇
九
：
明
治
四
十
二
年
）
が
知
ら
れ
︑
画
面
の
枠
組

み
で
断
ち
切
ら
れ
る
小
舟
の
構
図
が
関
雪
に
示
唆
を
与
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
︒︽
蓮
池
︾
は
折
か
ら
流
行
の
ピ
ュ
ヴ
ィ
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
（
一
八
二
四

～
一
八
九
八
）︽
貧
し
き
漁
夫
︾（
一
八
八
一
）
か
ら
の
感
化
だ
ろ
う
が（

9
）

︑
こ
こ

に
は
同
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
（
一
八
四
八
～

一
八
九
四
）
ら
が
︽
イ
ェ
ー
ル
川
の
漕
ぎ
手
︾（
一
八
七
七
）
な
ど
試
み
て
い
た

日
本
趣
味
の
画
面
構
成
が
︑
日
本
に
逆
輸
入
さ
れ
た
顕
著
な
例
を
求
め
る
べ
き

だ
ろ
う（

10
）

︒

　関
雪
に
よ
る
歴
史
画
の
刷
新
に
は
和
中
洋
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
明

ら
か
だ
が
︑
明
治
末
年
の
︽
片
岡
山
の
ほ
と
り
︾（
一
九
一
一
）
に
は
聖
徳
太

子
伝
説
に
依
拠
し
て
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
教
説
話
も
動
員
さ
れ
る
︒
中
世
の
聖
徳

太
子
伝
説
に
よ
れ
ば
︑
太
子
は
片
岡
山
で
出
会
っ
た
乞
食
に
衣
類
を
恵
ん
だ
が
︑

実
は
こ
の
乞
食
は
達
磨
太
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
っ
た
と
い
う（

11
）

︒
西
暦
で
い
え

図 1　橋本関雪《静御前》1896（明治
29）年、13歳

図 2　橋本関雪《琵琶行》1910（明治 43）年、DIC 川村記念美
術館（左隻部分）

98

画
再
発
見
と
並
行
す
る
︒
辛
亥
革
命
に
前
後
す
る
こ
の
時
期
の
中
日
の
絵
画
評

価
の
齟
齬
の
表
面
化
と
相
互
認
識
の
刷
新
と
が
問
題
と
な
る（

4
）

︒
お
よ
そ
こ
れ
ら

の
問
い
を
通
じ
て
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
た
画
家
が
︑
橋
本
関
雪
に
他
な
ら
な

い（
5
）

︒　
一

　歴
史
画
と
し
て
の
東
洋
画

　橋
本
関
雪
に
は
弱
冠
十
三
歳
の
作
品
と
し
て
︽
静
御
前
︾（
一
八
九
六
︑
明
治

二
十
九
年
）
が
知
ら
れ
る
︒
構
図
か
ら
し
て
菱
田
春
草
が
東
京
美
術
学
校
卒
業

制
作
で
な
し
た
︽
寡
婦
と
孤
児
︾（
一
八
九
五
︑
明
治
二
十
八
年
）
を
意
識
し
た

作
品
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
︒
後
者
は
後
醍
醐
天
皇
暗
殺
の
嫌
疑
で
処

刑
さ
れ
た
西
園
寺
公
宗
（
一
三
一
〇
～
一
三
三
五
）
を
主
題
と
す
る
が
︑
折
か

ら
の
日
清
戦
争
の
戦
没
者
を
言
外
に
示
唆
し
て
も
い
る（

6
）

︒
春
草
の
作
品
が
悲
嘆

に
く
れ
る
寡
婦
に
焦
点
を
当
て
た
な
ら
ば
︑
関
雪
は
義
経
の
も
と
に
鎧
を
届
け

る
能
動
的
な
女
主
人
公
を
描
く
︒
歴
史
上
の
﹁
女
傑
﹂
へ
の
関
雪
の
関
心
は
︑

最
晩
年
の
︽
香
妃
︾
に
至
る
︒

　関
雪
は
五
年
後
に
は
︽
恩
賜
の
御
衣
︾（
一
九
〇
一
）
に
取
り
組
み
︑
大
宰

府
に
左
遷
さ
れ
た
菅
原
道
真
（
八
四
五
～
九
〇
三
）
を
描
く
が
︑
こ
れ
も
小
堀

鞆
音
（
一
八
六
四
～
一
九
三
一
）
が
一
八
九
七
年
に
取
り
上
げ
て
い
た
天
皇
尊

崇
の
国
史
の
題
材
︒
さ
ら
に
関
雪
は
月
並
み
絵
と
し
て
牛
に
跨
っ
た
道
真
が
梅

の
花
下
を
潜
る
縁
起
物
︽
梅
く
ぐ
り
天
神
︾（
一
九
四
三
頃
）
も
作
っ
て
い
る
が
︑

牛
の
図
像
は
こ
れ
も
曽
根
崎
天
満
宮
に
寄
進
す
る
絵
馬
の
大
作
︽
放
牛
図
絵

馬
︾（
一
九
〇
七
）
に
負
っ
て
お
り
︑
こ
の
絵
馬
は
同
じ
天
満
宮
に
寄
進
さ
れ

た
曾
我
蕭
白
（
一
七
三
〇
～
一
七
八
一
）
の
︽
許
山
︱
巣
父
︾
の
牛
の
衣
鉢
を

継
ご
う
と
す
る
抱
負
を
裏
書
き
す
る
︒
賀
茂
神
社
に
蕭
白
が
寄
進
し
た
︽
神
馬

図
絵
馬
︾（
一
七
六
二
）
の
裏
に
︑
蕭
白
は
自
ら
を
﹁
鎌
足
公
何
代
の
孫
﹂
と

長
た
ら
し
い
家
系
を
述
べ
て
い
る
︒
藤
原
鎌
足
（
六
一
四
～
六
六
九
）
の
子
孫

を
名
乗
る
蕭
白
の
血
統
意
識
の
裏
に
は
︑
円
山
応
挙
（
一
七
三
三
～
一
七
九
五
）

を
﹁
主
水
﹂（
も
ん
ど
：
お
役
人
）
呼
ば
わ
り
す
る
蕭
白
の
蔑
視
が
見
通
せ
る
と

い
う
の
が
関
雪
の
解
釈
だ
っ
た（

7
）

︒
蕭
白
と
応
挙
と
の
関
係
は
︑
や
が
て
関
雪
自

身
の
師
︑
竹
内
栖
鳳
（
一
八
六
四
～
一
九
四
二
）
と
竹
杖
会
に
集
う
そ
の
一
派

に
対
す
る
敵
愾
心
へ
と
二
重
写
し
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

　日
露
戦
役
に
従
軍
し
た
関
雪
は
︑
栖
鳳
の
竹
杖
会
を
退
き
︑
一
九
〇
八
年
に

は
上
京
す
る
︒
翌
年
二
十
九
歳
で
制
作
し
た
︽
失
意
︾
は
︑
詩
人
の
杜
甫

（
七
一
二
～
七
七
〇
）
が
︑
安
禄
山
の
乱
の
勃
発
に
よ
り
江
南
に
逃
れ
た
か
つ
て

の
宮
廷
楽
師
︑
李
亀
年
を
訪
ね
る
物
語
だ
が
︑
本
作
は
文
展
に
入
賞
す
る
︒
さ

ら
に
翌
一
九
一
〇
年
に
は
︽
琵
琶
行
︾︒
白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
）
が
不
遇

を
託
つ
薄
幸
な
琵
琶
の
女
名
手
の
哀
話
に
耳
を
傾
け
る
図
柄
で
あ
り
︑
と
も
に

唐
代
の
著
名
な
漢
詩
か
ら
題
材
を
と
り
︑
そ
れ
を
巨
大
な
屏
風
に
仕
立
て
た
も

の
︒
そ
こ
に
は
あ
き
ら
か
に
西
欧
絵
画
ア
カ
デ
ミ
ー
の
歴
史
画
の
範
疇
に
匹
敵

す
る
作
品
を
︑
中
国
古
典
を
題
材
に
︑
日
本
の
装
飾
意
匠
の
も
と
に
実
現
し
よ

う
と
す
る
野
心
が
横
溢
す
る
︒
ア
イ
ー
ダ
・
ユ
ェ
ン
・
ウ
ォ
ン
が
指
摘
す
る
と
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お
り
︑
関
雪
の
︽
琵
琶
行
︾
は
や
が
て
中
国
近
代
の
画
家
と
し
て
著
名
な
傅
抱

石
（
一
九
〇
四
～
一
九
六
五
）
の
︽
琵
琶
行
︾
に
直
接
に
霊
感
を
与
え
る
こ
と

と
な
る（

8
）

︒
故
事
に
現
代
の
政
治
風
刺
を
盛
り
込
む
趣
向
は
中
国
で
も
古
く
か
ら

実
践
さ
れ
て
き
た
が
︑
絵
画
と
い
う
範
疇
で
同
様
の
歴
史
画
が
試
み
ら
れ
る
こ

と
は
︑
民
国
期
以
前
の
伝
統
中
国
に
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
︒

　関
雪
の
︽
琵
琶
行
︾
は
構
図
の
う
え
で
も
検
討
に
値
す
る
︒
写
実
的
な
人
物

描
写
は
︑
盟
友
た
る
千
種
掃
雲
（
一
八
七
三
～
一
九
四
四
）
の
未
完
の
実
験
作

︽
戻
路
（
れ
い
ろ
）︾（
一
九
〇
七
：
第
一
回
文
展
落
選
）
に
も
共
通
す
る
が
︑
そ
の

掃
雲
に
は
︽
蓮
池
︾（
一
九
〇
九
：
明
治
四
十
二
年
）
が
知
ら
れ
︑
画
面
の
枠
組

み
で
断
ち
切
ら
れ
る
小
舟
の
構
図
が
関
雪
に
示
唆
を
与
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
︒︽
蓮
池
︾
は
折
か
ら
流
行
の
ピ
ュ
ヴ
ィ
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
（
一
八
二
四

～
一
八
九
八
）︽
貧
し
き
漁
夫
︾（
一
八
八
一
）
か
ら
の
感
化
だ
ろ
う
が（

9
）

︑
こ
こ

に
は
同
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
（
一
八
四
八
～

一
八
九
四
）
ら
が
︽
イ
ェ
ー
ル
川
の
漕
ぎ
手
︾（
一
八
七
七
）
な
ど
試
み
て
い
た

日
本
趣
味
の
画
面
構
成
が
︑
日
本
に
逆
輸
入
さ
れ
た
顕
著
な
例
を
求
め
る
べ
き

だ
ろ
う（

10
）

︒

　関
雪
に
よ
る
歴
史
画
の
刷
新
に
は
和
中
洋
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
明

ら
か
だ
が
︑
明
治
末
年
の
︽
片
岡
山
の
ほ
と
り
︾（
一
九
一
一
）
に
は
聖
徳
太

子
伝
説
に
依
拠
し
て
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
教
説
話
も
動
員
さ
れ
る
︒
中
世
の
聖
徳

太
子
伝
説
に
よ
れ
ば
︑
太
子
は
片
岡
山
で
出
会
っ
た
乞
食
に
衣
類
を
恵
ん
だ
が
︑

実
は
こ
の
乞
食
は
達
磨
太
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
っ
た
と
い
う（

11
）

︒
西
暦
で
い
え

図 1　橋本関雪《静御前》1896（明治
29）年、13歳

図 2　橋本関雪《琵琶行》1910（明治 43）年、DIC 川村記念美
術館（左隻部分）
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藤
棚
の
下
に
貴
人
と
と
も
に
馬
を
描
く
︽
遅
日
︾
を
制
作
し
た
︑
と
の
推
測
が

成
り
立
つ
だ
ろ
う
︒
奇
し
く
も
同
年
に
は
京
都
洋
画
壇
の
雄
︑
鹿
子
木
孟
郎

（
一
八
七
四
～
一
九
四
一
）
も
︽
賀
茂
の
競
馬
︾（
一
九
一
三
）
を
描
い
て
お
り
︑

馬
の
競
作
が
時
な
ら
ぬ
流
行
を
見
せ
て
い
た
︒

　
二

　模
範
と
し
て
の
西
欧
絵
画
ア
カ
デ
ミ
ー

　だ
が
そ
も
そ
も
関
雪
は
︑
何
の
た
め
に
中
国
で
生
涯
を
終
え
た
イ
タ
リ
ア
人

宮
廷
画
家
に
範
を
仰
い
だ
の
か
︒
こ
の
問
い
が
我
々
を
関
雪
の
師
匠
︑
竹
内
栖

鳳
へ
と
連
れ
戻
す
︒
栖
鳳
は
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
機
会
に
欧
州

を
旅
行
す
る
︒︽
ヴ
ェ
ニ
ス
の
月
︾（
一
九
〇
四
）
や
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
の
水

道
を
描
い
た
︽
羅
馬
之
図
︾（
一
九
〇
三
）
な
ど
が
滞
欧
の
成
果
と
し
て
知
ら

れ
る
が
︑
パ
リ
で
は
当
時
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
会
長
を
歴
任
し
た
最
後
の
官
展
画

家
と
し
て
著
名
だ
っ
た
︑
ジ
ャ
ン
＝
レ
オ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム
（
一
八
二
四
～

一
九
〇
四
）
の
画
室
を
訪
問
し
て
い
る
︒
日
本
か
ら
の
来
客
に
対
し
て
ジ
ェ

ロ
ー
ム
は
︑
日
本
人
の
花
鳥
は
と
に
か
く
︑
動
物
画
は
解
剖
学
が
不
出
来
だ
と

指
弾
し
て
ラ
イ
オ
ン
の
写
生
を
自
慢
げ
に
見
せ
び
ら
か
し
た
と
い
う（

13
）

︒

　栖
鳳
の
︽
蹴
合
︾
は
第
一
回
聖
徳
太
子
奉
賛
展
（
一
九
二
六
）
出
品
と
時
代
が

遅
れ
る
が
︑お
そ
ら
く
は
栖
鳳
が
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
出
世
作
︽
闘
鶏
︾（
一
八
四
五
）

へ
の
対
抗
策
と
し
て
提
案
し
た
も
の
と
筆
者
は
長
年
想
定
し
て
い
る（

14
）

︒
ま
た
帰

国
直
後
の
︽
獅
子
図
︾（
一
九
〇
一
）
は
︑
棲
鳳
あ
ら
た
め
栖
鳳
と
揮
毫
し
た

最
初
の
作
品
で
あ
り
︑
金
泥
の
地
の
屏
風
に
墨
跡
で
描
い
た
獅
子
に
は
︑
ジ
ェ

ロ
ー
ム
の
獅
子
へ
の
敵
愾
心
も
横
溢
し
て
い
る
︒
栖
鳳
は
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
動

物
園
で
写
生
し
た
と
記
憶
す
る
が
︑
日
程
か
ら
見
て
ロ
ン
ド
ン
の
動
物
園
で
の

こ
と
と
推
定
さ
れ
る（

15
）

︒︽
獅
子
︾
と
の
対
で
︽
虎
図
︾（
一
九
〇
一
）
も
描
か
れ

た
が
︑
関
雪
は
︽
群
仙
図
襖
絵
︾（
一
九
一
七
）
で
︑
栖
鳳
に
負
け
な
い
写
実

的
な
虎
を
描
い
て
み
せ
る
︒
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
︽
汝
が
誰

だ
ろ
う
と
︑
主
人
は
こ
こ
だ
︒
勝
利
者
ア
モ
ー
ル
と
野
獣
た
ち
︾（
一
八
八
九
）

を
置
い
て
三
者
を
比
べ
て
み
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
︒
関
雪
の
︑
か
つ
て
の
師
・
栖

鳳
へ
の
対
抗
心
も
歴
然
と
す
る
︒

　栖
鳳
が
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
挑
発
に
発
奮
し
て
西
欧
の
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
遜
色

な
い
日
本
画
の
実
現
を
目
指
し
た
な
ら
ば
︑
関
雪
は
か
つ
て
清
朝
の
宮
廷
で
も

尊
重
さ
れ
た
郎
世
寧
に
範
を
恃
ん
で
︑
欧
・
中
・
和
ど
こ
に
出
し
て
も
後
ろ
指

を
指
さ
れ
な
い
だ
け
の
画
格
を
備
え
よ
う
と
腐
心
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
︒

　
三

　後
期
印
象
派
以
降
と
し
て
の
中
国
風
物

　一
九
一
〇
年
代
は
こ
の
よ
う
に
近
代
絵
画
革
新
の
機
運
が
横
溢
し
た
時
代

だ
っ
た
︒
だ
が
洋
画
︑
日
本
画
︑
中
国
画
と
ジ
ャ
ン
ル
を
縦
割
り
に
し
て
し
ま

う
従
来
の
視
点
で
は
︑
そ
れ
ら
相
互
の
切
磋
琢
磨
の
現
場
を
見
落
と
し
か
ね
な

い
︒
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
土
田
麦
僊
（
一
八
八
七
～
一
九
三
六
）
と
関
雪

100

ば
六
一
三
年
の
出
来
事
と
さ
れ
る
事
跡
に
取
材
し
て
︑
聖
徳
太
子
奉
賛
会
発
足

（
一
九
一
八
）
に
先
鞭
を
着
け
た
作
品
だ
が
︑
太
子
の
肖
像
は
著
名
な
御
物
の

︽
聖
徳
太
子
像
︾
と
伝
え
ら
れ
る
遺
品
に
基
づ
き
︑
背
景
の
木
立
に
は
前
年
に

夭
折
し
た
菱
田
春
草
最
後
の
名
品
︽
落
葉
︾（
永
青
文
庫
︑
一
九
〇
九
）
へ
の
目

配く
ば

せ
も
怠
ら
な
い
︒
だ
が
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
︑
き
わ
め
て
写
実
的
な
馬
の

描
写
だ
ろ
う
︒
一
九
一
三
年
の
文
展
で
は
︽
遅
日
︾
で
関
雪
は
最
高
賞
と
な
る

二
等
賞
を
受
賞
す
る
が
︑
こ
こ
で
も
馬
た
ち
の
仕
草
の
緻
密
な
描
写
が
注
目
さ

れ
る
︒
右
隻
に
は
愛
撫
し
あ
う
二
頭
の
馬
が
見
ら
れ
る
が
︑
こ
の
前
例
も
見
な

い
観
察
は
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　こ
こ
で
仮
説
と
し
て
提
唱
し
た
い
の
は
︑
郎
世
寧
こ
と
ジ
ウ
ゼ
ッ
ペ
・
カ
ス

テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
（
一
六
八
八
～
一
七
六
六
）
と
関
雪
と
の
関
係
で
あ
る
︒
清
朝

で
重
用
さ
れ
た
こ
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
出
身
の
宮
廷
画
家
に
は
︽
春
郊
試
馬
︾

（
一
七
四
四
）
が
知
ら
れ
る
が
︑
乾
隆
帝
（
一
七
一
一
～
一
七
九
九
）
が
関
外
の

故
地
の
牧
場
で
春
に
馬
を
試
す
こ
の
図
に
は
︑
関
雪
の
︽
遅
日
︾
と
同
様
に
︑

戯
れ
る
二
頭
の
馬
の
姿
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
︒︽
春
郊
試
馬
︾
は

一
九
二
八
年
に
は
京
都
の
蒐
集
家
︑
藤
井
善
助
（
一
八
七
三
～
一
九
四
三
）
に

よ
っ
て
有
鄰
館
（
武
田
五
一
設
計
）
に
収
め
ら
れ
る（

12
）

︒
こ
の
藤
井
に
よ
る
蒐
集

は
近
代
関
西
に
お
け
る
著
名
な
中
国
絵
画
蒐
集
の
一
角
を
占
め
︑
そ
の
周
辺
に

は
犬
飼
木
堂
︑
内
藤
湖
南
︑
長
尾
雨
山
ほ
か
の
﹁
支
那
通
﹂
た
ち
が
集
っ
た
︒

状
況
か
ら
見
て
︑
関
雪
は
な
ん
ら
か
の
手
立
て
で
本
作
を
そ
れ
以
前
に
参
照
す

る
機
会
を
得
て
お
り
︑
こ
の
清
朝
宮
廷
風
俗
を
古
代
絵
巻
に
仕
立
て
直
し
て
︑

図 4　カスティリオーネ《春郊試馬》
1744 年、京都有鄰館（部分）

図 3　橋本関雪《遅日》1913（大正 2）年、第 7回文展、2等賞
（右隻部分）
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藤
棚
の
下
に
貴
人
と
と
も
に
馬
を
描
く
︽
遅
日
︾
を
制
作
し
た
︑
と
の
推
測
が

成
り
立
つ
だ
ろ
う
︒
奇
し
く
も
同
年
に
は
京
都
洋
画
壇
の
雄
︑
鹿
子
木
孟
郎

（
一
八
七
四
～
一
九
四
一
）
も
︽
賀
茂
の
競
馬
︾（
一
九
一
三
）
を
描
い
て
お
り
︑

馬
の
競
作
が
時
な
ら
ぬ
流
行
を
見
せ
て
い
た
︒

　
二

　模
範
と
し
て
の
西
欧
絵
画
ア
カ
デ
ミ
ー

　だ
が
そ
も
そ
も
関
雪
は
︑
何
の
た
め
に
中
国
で
生
涯
を
終
え
た
イ
タ
リ
ア
人

宮
廷
画
家
に
範
を
仰
い
だ
の
か
︒
こ
の
問
い
が
我
々
を
関
雪
の
師
匠
︑
竹
内
栖

鳳
へ
と
連
れ
戻
す
︒
栖
鳳
は
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
機
会
に
欧
州

を
旅
行
す
る
︒︽
ヴ
ェ
ニ
ス
の
月
︾（
一
九
〇
四
）
や
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
の
水

道
を
描
い
た
︽
羅
馬
之
図
︾（
一
九
〇
三
）
な
ど
が
滞
欧
の
成
果
と
し
て
知
ら

れ
る
が
︑
パ
リ
で
は
当
時
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
会
長
を
歴
任
し
た
最
後
の
官
展
画

家
と
し
て
著
名
だ
っ
た
︑
ジ
ャ
ン
＝
レ
オ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム
（
一
八
二
四
～

一
九
〇
四
）
の
画
室
を
訪
問
し
て
い
る
︒
日
本
か
ら
の
来
客
に
対
し
て
ジ
ェ

ロ
ー
ム
は
︑
日
本
人
の
花
鳥
は
と
に
か
く
︑
動
物
画
は
解
剖
学
が
不
出
来
だ
と

指
弾
し
て
ラ
イ
オ
ン
の
写
生
を
自
慢
げ
に
見
せ
び
ら
か
し
た
と
い
う（

13
）

︒

　栖
鳳
の
︽
蹴
合
︾
は
第
一
回
聖
徳
太
子
奉
賛
展
（
一
九
二
六
）
出
品
と
時
代
が

遅
れ
る
が
︑お
そ
ら
く
は
栖
鳳
が
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
出
世
作
︽
闘
鶏
︾（
一
八
四
五
）

へ
の
対
抗
策
と
し
て
提
案
し
た
も
の
と
筆
者
は
長
年
想
定
し
て
い
る（

14
）

︒
ま
た
帰

国
直
後
の
︽
獅
子
図
︾（
一
九
〇
一
）
は
︑
棲
鳳
あ
ら
た
め
栖
鳳
と
揮
毫
し
た

最
初
の
作
品
で
あ
り
︑
金
泥
の
地
の
屏
風
に
墨
跡
で
描
い
た
獅
子
に
は
︑
ジ
ェ

ロ
ー
ム
の
獅
子
へ
の
敵
愾
心
も
横
溢
し
て
い
る
︒
栖
鳳
は
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
動

物
園
で
写
生
し
た
と
記
憶
す
る
が
︑
日
程
か
ら
見
て
ロ
ン
ド
ン
の
動
物
園
で
の

こ
と
と
推
定
さ
れ
る（

15
）

︒︽
獅
子
︾
と
の
対
で
︽
虎
図
︾（
一
九
〇
一
）
も
描
か
れ

た
が
︑
関
雪
は
︽
群
仙
図
襖
絵
︾（
一
九
一
七
）
で
︑
栖
鳳
に
負
け
な
い
写
実

的
な
虎
を
描
い
て
み
せ
る
︒
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
︽
汝
が
誰

だ
ろ
う
と
︑
主
人
は
こ
こ
だ
︒
勝
利
者
ア
モ
ー
ル
と
野
獣
た
ち
︾（
一
八
八
九
）

を
置
い
て
三
者
を
比
べ
て
み
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
︒
関
雪
の
︑
か
つ
て
の
師
・
栖

鳳
へ
の
対
抗
心
も
歴
然
と
す
る
︒

　栖
鳳
が
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
挑
発
に
発
奮
し
て
西
欧
の
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
遜
色

な
い
日
本
画
の
実
現
を
目
指
し
た
な
ら
ば
︑
関
雪
は
か
つ
て
清
朝
の
宮
廷
で
も

尊
重
さ
れ
た
郎
世
寧
に
範
を
恃
ん
で
︑
欧
・
中
・
和
ど
こ
に
出
し
て
も
後
ろ
指

を
指
さ
れ
な
い
だ
け
の
画
格
を
備
え
よ
う
と
腐
心
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
︒

　
三

　後
期
印
象
派
以
降
と
し
て
の
中
国
風
物

　一
九
一
〇
年
代
は
こ
の
よ
う
に
近
代
絵
画
革
新
の
機
運
が
横
溢
し
た
時
代

だ
っ
た
︒
だ
が
洋
画
︑
日
本
画
︑
中
国
画
と
ジ
ャ
ン
ル
を
縦
割
り
に
し
て
し
ま

う
従
来
の
視
点
で
は
︑
そ
れ
ら
相
互
の
切
磋
琢
磨
の
現
場
を
見
落
と
し
か
ね
な

い
︒
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
土
田
麦
僊
（
一
八
八
七
～
一
九
三
六
）
と
関
雪
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期
に
︽
舟
と
鷗
︾（
一
九
一
一
）
で
酷
似
し
た
構
図
を
計
画
し
な
が
ら
︑
未
完

成
の
ま
ま
放
棄
し
て
い
る
︒
果
た
し
て
そ
れ
は
た
だ
の
偶
然
に
過
ぎ
な
か
っ
た

の
か
︒
栖
鳳
の
下
図
に
飛
び
交
う
鷗
た
ち
は
︑
関
雪
の
︽
南
国
︾
で
は
燕
に
置

き
換
え
ら
れ
る
︒

　そ
の
翌
年
に
も
関
雪
は
︑
辛
亥
革
命
以
降
︑
い
わ
ば
年
中
行
事
と
な
る
度
重

な
る
中
国
旅
行
に
取
材
し
た
大
作
︽
峡
江
の
六
月
︾（
一
九
一
五
）
を
出
品
す
る
︒

前
年
の
二
等
賞
受
賞
に
よ
る
無
鑑
査
の
特
権
を
利
用
し
た
︑
破
天
荒
な
規
模
の

野
心
作
で
あ
っ
た
︒
高
さ
一
六
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
幅
は
三
七
七
・
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
屏
風
一
双
︑
全
長
は
七
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
作
で
あ
る
︒

画
題
は
三
峡
の
付
近
︑
南
宋
は
夏
桂
の
︽
長
江
万
里
図
巻
︾
な
ど
の
名
品
の
跡

を
襲
う
主
題
で
︑
雪
解
け
水
を
受
け
て
水
量
が
増
し
荒
れ
狂
う
濁
流
が
黄
と
橙

色
を
主
調
と
し
た
大
胆
な
色
調
で
雄
渾
に
描
き
あ
げ
ら
れ
る
︒
だ
が
と
り
わ
け

注
目
し
た
い
の
は
画
面
に
点
在
す
る
家
屋

だ
ろ
う
︒
黒
い
瓦
と
白
い
漆
喰
壁
の
家
々

は
幾
何
学
的
な
方
形
を
意
識
し
て
積
み
上

げ
ら
れ
て
お
り
︑
当
時
最
新
流
行
の
構
築

的
な
立
体
主
義cubism

e

を
応
用
し
た
手

法
で
あ
る
こ
と
も
歴
然
と
す
る（

22
）

︒
関
雪
は

﹁
師
と
す
る
も
の
は
中
国
の
自
然
﹂
と
豪

語
し
た
画
家
だ
が
︑
そ
の
中
国
風
物
を
彼

は
︑
後
期
印
象
派
以
降
の
彩
色
と
西
欧
立

体
派
の
構
図
を
借
り
て
︑
屏
風
仕
立
の
大

作
へ
と
練
り
上
げ
た
︒
そ
こ
に
は
同
時
代

に
京
都
で
国
画
創
作
協
会
を
創
設
す
る
こ

と
に
な
る
日
本
画
家
た
ち
と
の
拮
抗
も
露

わ
だ
ろ
う
︒
小
野
竹
橋
の
︽
波
切
村
︾

（
一
九
一
八
）
な
ど
は
︑
新
鮮
な
原
色
で

図 5　橋本関雪《南国》1914（大正 3）年、第 8回文展、2等賞（左
隻）、姫路市立美術館

図 6　橋本関雪《峡江の六月》、1915（大正 4）年、第 9回文展（右隻
部分）
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と
の
関
係
だ
ろ
う
︒
関
雪
は
一
九
〇
三
年
に
栖
鳳
の
画
塾
に
入
る
や
︑
壁
に
架

け
て
あ
る
馬
を
下
手
く
そ
だ
と
指
弾
し
て
周
囲
を
慌
て
さ
せ
た
と
い
う（

16
）

︒
そ
の

絵
が
師
匠
の
栖
鳳
に
よ
る
手
本
だ
っ
た
か
ら
だ
が
︑
師
匠
は
か
え
っ
て
こ
の
若

い
塾
生
の
覇
気
を
佳
と
し
た
と
い
う
︒
翌
一
九
〇
四
年
に
は
麦
僊
が
栖
鳳
の
画

塾
に
出
現
す
る
が
︑
こ
の
麦
僊
を
見
て
︑
関
雪
は
﹁
あ
い
つ
︑
ち
ょ
っ
と
怖
い

奴
だ
ぜ
﹂
な
ど
と
噂
し
た
と
の
逸
話
が
伝
わ
る
︒
こ
の
時
期
の
麦
僊
に
は
︽
清

暑
︾（
一
九
〇
五
）
が
知
ら
れ
る
が
︑
関
雪
の
回
想
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
ほ
か
な

ら
ぬ
関
雪
の
部
屋
で
関
雪
の
指
導
の
も
と
に
制
作
さ
れ
︑
師
匠
の
栖
鳳
か
ら

﹁
だ
い
ぶ
橋
本
式
で
す
な
﹂
と
講
評
さ
れ
て
関
雪
は
﹁
恐
縮
﹂
し
た
と
い
う（

17
）

︒

関
雪
の
︽
涼
陰
︾（
一
九
一
〇
～
一
九
一
一
）
は
芭
蕉
の
葉
の
陰
に
涼
む
︑
裾
を

肌
脱
ぎ
に
し
た
仙
人
を
描
く
が
︑
麦
僊
は
第
七
回
文
展
で
買
い
上
げ
と
な
る

︽
島
の
女
︾（
一
九
一
二
）
に
は
無
花
果
の
木
陰
で
休
む
半
裸
の
女
性
を
描
く
︒

後
続
す
る
関
雪
の
︽
後
苑
︾（
一
九
一
四
）
は
︑
紅
葉
す
る
桐
の
木
立
に
瀟
洒

な
宴
席
を
設
え
る
が
︑
麦
僊
の
︽
島
の
女
︾
の
舞
台
装
置
と
の
類
似
性
は
見
逃

せ
ま
い
︒

　ふ
た
り
が
相
互
の
作
品
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
︑
以
下
の
事
情
か
ら
も
疑

い
あ
る
ま
い
︒
翌
大
正
二
年
に
︑
麦
僊
は
︽
海
女
︾（
一
九
一
三
）
を
出
品
し

入
選
の
栄
に
浴
す
︒
画
面
全
体
の
雰
囲
気
は
︑
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
の
タ
ヒ
チ

風
俗
に
も
取
材
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
︑
左
隻
の
左
端
で
休
む
女
性
は
フ
ェ
ル

デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ホ
ド
ラ
ー
の
代
表
作
︽
夜
︾（
一
八
八
九
～
一
八
九
〇
）
か
ら
の

借
用
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
ホ
ド
ラ
ー
原
作
で
は
悪
夢
の
擬
人
化
で
も
あ
っ
た

黒
い
異
様
な
毛
布
は
︑
海
女
が
仕
事
の
あ
と
で
暖
を
取
る
濃
い
藍
色
の
布
に
変

貌
す
る
︒
紺
碧
の
海
と
ま
ば
ゆ
い
白
の
砂
浜
と
の
対
比
の
な
か
で
︑
布
の
藍
が

不
釣
り
合
い
に
濃
厚
な
こ
と
で
︑
ホ
ド
ラ
ー
経
由
の
出
自
が
そ
れ
と
露
見
す
る

わ
け
だ
が
︑
こ
の
特
異
な
彩
色
に
は
発
表
当
時
か
ら
注
目
が
集
ま
っ
た
︒
実
際
︑

関
雪
は
そ
の
翌
年
に
︽
南
国
︾（
一
九
一
四
）
を
出
品
す
る
が
︑
新
聞
で
の
談

話
で
﹁
こ
の
作
品
は
︑
昨
年
の
麦
僊
君
の
﹃
海
女
﹄
よ
り
も
も
っ
と
奇
怪
﹂
な

作
品
だ
︑
な
ど
と
自
慢
し
て
み
せ
て
い
る（

18
）

︒
両
者
は
﹁
南
国
﹂
へ
の
憧
れ
と
海

景
表
現
へ
の
興
味
と
を
共
有
す
る
ば
か
り
か
︑
舟
の
舳
だ
け
を
画
面
に
斜
め
に

挿
入
す
る
と
い
う
大
胆
な
構
図
に
お
い
て
も
︑
競
い
合
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
た

葛
飾
北
斎
が
﹃
富
嶽
三
十
六
景
﹄
の
︽
常
州
牛
堀
︾
や
﹃
北
斎
漫
画
﹄
七
巻
の

︽
隠
岐
︾
な
ど
で
西
洋
渡
の
絵
透
視
図
法
を
換
骨
奪
胎
し
て
取
り
入
れ
た
︑

カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
あ
る
い
は
ト
リ
ミ
ン
グ
の
反
復
で
あ
る（

19
）

︒

　色
彩
効
果
に
つ
い
て
は
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
麦
僊
が
青
と
白
の
極
端
な
対
比

で
観
衆
を
驚
か
せ
た
成
果
を
受
け
︑
関
雪
は
揚
子
江
を
行
く
帆
船
の
帆
を
琳
派

流
の
金
泥
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
た
︒
真
っ
赤
に
塗
っ
た
舟
が
初
夏
の

濁
流
の
水
に
映
る
陽
光
を
反
射
さ
せ
る
︒
そ
れ
を
描
く
に
は
金
箔
を
象
徴
的
に

用
い
る
に
強し

く
は
な
い
︒
青
木
正
児
（
一
八
八
七
～
一
九
六
四
）
も
︑︽
江
南
春
︾

で
︑
揚
子
江
沿
岸
の
夕
陽
の
照
り
返
し
で
帆
船
の
渋
色
の
帆
布
が
輝
く
錆
加
減

に
言
及
し
て
い
る（

20
）

︒
そ
こ
に
は
西
欧
の
印
象
派
や
さ
ら
に
世
紀
末
の
後
期
印
象

派
の
向
こ
う
を
張
っ
た
色
彩
実
験
と
い
う
目
論
見
が
あ
っ
た
こ
と
も
︑
画
家
の

証
言
か
ら
窺
わ
れ
る（

21
）

︒
か
つ
て
の
ふ
た
り
の
師
匠
で
あ
る
竹
内
栖
鳳
が
同
じ
時
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期
に
︽
舟
と
鷗
︾（
一
九
一
一
）
で
酷
似
し
た
構
図
を
計
画
し
な
が
ら
︑
未
完

成
の
ま
ま
放
棄
し
て
い
る
︒
果
た
し
て
そ
れ
は
た
だ
の
偶
然
に
過
ぎ
な
か
っ
た

の
か
︒
栖
鳳
の
下
図
に
飛
び
交
う
鷗
た
ち
は
︑
関
雪
の
︽
南
国
︾
で
は
燕
に
置

き
換
え
ら
れ
る
︒

　そ
の
翌
年
に
も
関
雪
は
︑
辛
亥
革
命
以
降
︑
い
わ
ば
年
中
行
事
と
な
る
度
重

な
る
中
国
旅
行
に
取
材
し
た
大
作
︽
峡
江
の
六
月
︾（
一
九
一
五
）
を
出
品
す
る
︒

前
年
の
二
等
賞
受
賞
に
よ
る
無
鑑
査
の
特
権
を
利
用
し
た
︑
破
天
荒
な
規
模
の

野
心
作
で
あ
っ
た
︒
高
さ
一
六
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
幅
は
三
七
七
・
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
屏
風
一
双
︑
全
長
は
七
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
作
で
あ
る
︒

画
題
は
三
峡
の
付
近
︑
南
宋
は
夏
桂
の
︽
長
江
万
里
図
巻
︾
な
ど
の
名
品
の
跡

を
襲
う
主
題
で
︑
雪
解
け
水
を
受
け
て
水
量
が
増
し
荒
れ
狂
う
濁
流
が
黄
と
橙

色
を
主
調
と
し
た
大
胆
な
色
調
で
雄
渾
に
描
き
あ
げ
ら
れ
る
︒
だ
が
と
り
わ
け

注
目
し
た
い
の
は
画
面
に
点
在
す
る
家
屋

だ
ろ
う
︒
黒
い
瓦
と
白
い
漆
喰
壁
の
家
々

は
幾
何
学
的
な
方
形
を
意
識
し
て
積
み
上

げ
ら
れ
て
お
り
︑
当
時
最
新
流
行
の
構
築

的
な
立
体
主
義cubism

e

を
応
用
し
た
手

法
で
あ
る
こ
と
も
歴
然
と
す
る（

22
）

︒
関
雪
は

﹁
師
と
す
る
も
の
は
中
国
の
自
然
﹂
と
豪

語
し
た
画
家
だ
が
︑
そ
の
中
国
風
物
を
彼

は
︑
後
期
印
象
派
以
降
の
彩
色
と
西
欧
立

体
派
の
構
図
を
借
り
て
︑
屏
風
仕
立
の
大

作
へ
と
練
り
上
げ
た
︒
そ
こ
に
は
同
時
代

に
京
都
で
国
画
創
作
協
会
を
創
設
す
る
こ

と
に
な
る
日
本
画
家
た
ち
と
の
拮
抗
も
露

わ
だ
ろ
う
︒
小
野
竹
橋
の
︽
波
切
村
︾

（
一
九
一
八
）
な
ど
は
︑
新
鮮
な
原
色
で

図 5　橋本関雪《南国》1914（大正 3）年、第 8回文展、2等賞（左
隻）、姫路市立美術館

図 6　橋本関雪《峡江の六月》、1915（大正 4）年、第 9回文展（右隻
部分）
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の
は
あ
る
︒
ま
た
淡
彩
だ
っ
た
ら
上
品
だ
と
思
う
の
は
︑
浅
は
か
で
あ
っ
て
︑

関
雪
の
理
想
は
︑
俗
と
い
う
迎
合
性
を
排
除
す
る
に
あ
る
︒﹁
卑
近
﹂
だ
が
同

時
に
本
来
の
意
味
で
の
﹁
上
品
﹂
を
自
分
は
目
指
し
て
お
り
︑
こ
の
両
立
は
可

能
な
は
ず
︑
と
す
る
の
が
関
雪
の
主
張
だ
ろ
う
か
︒

　こ
れ
も
従
来
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
︑
こ
の
段
階
で
文
展
に
お

い
て
最
も
華
々
し
い
活
躍
を
し
て
い
た
関
雪
の
色
彩
は
︑
思
わ
ぬ
追
従
者
を
生

ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
︑
文
展
の
審
査
に
納
得
が
ゆ
か
な
く
な
っ

た
土
田
麦
僊
は
︑
友
人
た
ち
と
諮
っ
て
国
画
創
作
協
会
を
設
立
す
る
︒
そ
の
第

一
回
展
覧
会
に
麦
僊
は
︽
湯
女
︾（
一
九
一
八
）
を
︑
ま
た
盟
友
の
野
長
瀬
晩

花
（
一
八
八
九
～
一
九
六
四
）
は
︽
初
夏
の
流
︾（
一
九
一
八
）
を
出
展
す
る
︒

前
者
は
藤
の
咲
く
松
林
の
下
に
赤
い
浴
衣
の
女
性
︑
後
者
は
渓
流
の
緑
の
な
か

に
赤
と
青
の
衣
服
を
着
た
女
性
が
い
る
︒
大
胆
な
色
彩
の
対
比
に
お
い

て
関
雪
の
︽
南
国
︾︽
峡
江
の
六
月
︾
あ
る
い
は
︽
煉
丹
︾
な
ど
が
先

例
を
な
し
た
可
能
性
は
排
除
で
き
ま
い
︒
前
後
す
る
時
期
の
︽
蓬
莱
春

暁
図
︾（
一
九
一
六
頃
）
は
い
わ
ゆ
る
南
画
趣
味
の
画
題
の
走
り
に
位
置

す
る
が
︑
こ
こ
で
も
緑
な
す
岩
山
と
丹
や
朱
に
輝
く
舟
や
家
屋
と
の
対

置
は
︑︽
煉
丹
︾
で
の
人
物
図
の
実
験
を
山
水
画
に
置
き
換
え
た
趣
向

と
な
っ
て
い
る（

27
）

︒

　も
ち
ろ
ん
関
雪
と
国
画
創
作
協
会
の
面
々
と
で
は
︑
画
題
に
は
大
き

な
開
き
が
あ
る
︒
翌
年
の
第
十
回
文
展
に
関
雪
は
︽
寒
山
と
拾
得
︾

（
一
九
一
六
）
を
出
品
し
特
選
の
扱
い
を
受
け
る
︒
中
国
の
隠
者
と
し
て

知
ら
れ
る
が
︑
寒
山
は
文
殊
菩
薩
︑
拾
得
は
普
賢
菩
薩
の
転
じ
た
姿
と

さ
れ
︑
折
か
ら
森
鷗
外
も
﹁
寒
山
拾
得
縁
起
﹂（
一
九
一
三
）
な
ど
を

著
述
し
て
お
り
︑
日
本
美
術
院
を
復
興
し
た
横
山
大
観
（
一
八
六
八
～

一
九
五
八
）
も
︽
寒
山
拾
得
︾
の
屏
風
を
描
く
な
ど
︑
こ
の
画
題
は
流

図 7　橋本関雪《猟》1915（大正 4）年、橋本関雪記念館（左隻部分）

図 8　GiuseppeCastiglione（郎世寧、1688-1766）《敵陣営を
攻撃する瑪王常》1759 年
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雄
大
な
島
並
風
景
を
鳥
瞰
し
た
野
心
作
と
評
価
さ
れ
る
︒
だ
が
そ
こ
に
は
関
雪

の
先
行
作
品
へ
の
目
配く
ば

せ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
四

　東
西
融
合
と
い
う
使
命
と
困
難

　こ
の
同
じ
年
︑
関
雪
は
︽
猟
︾（
一
九
一
五
）
を
も
第
九
回
文
展
に
出
品
し
︑

こ
ち
ら
は
三
年
続
き
で
二
等
賞
の
栄
誉
を
受
け
る
︒
こ
れ
も
六
曲
一
双
︑
七

メ
ー
ト
ル
半
に
及
ぶ
大
作
だ
が
︑
右
隻
の
鹿
や
兎
が
逃
げ
ま
ど
う
場
面
の
秋
草

の
表
現
は
︑
酒
井
抱
一
（
一
七
六
一
～
一
八
二
八
）
の
︽
秋
草
図
屏
風
︾
の
向

こ
う
を
張
っ
た
筆
さ
ば
き
の
妙
技
を
見
せ
つ
け
る
︒
こ
れ
と
は
対
照
的
に
左
隻

に
は
ふ
た
り
の
馬
上
の
狩
人
が
弓
を
引
い
て
い
る
︒
き
わ
め
て
力
動
感
溢
れ
る

情
景
で
あ
り
︑
日
本
美
術
に
は
類
例
を
見
な
い
︒
す
で
に
先
行
研
究
が
指
摘
す

る
と
お
り
︑
こ
こ
に
は
明
白
に
郎
世
寧
か
ら
の
引
き
写
し
が
確
認
さ
れ
る
︒
す

な
わ
ち
か
つ
て
乾
隆
帝
蒐
集
に
属
し
て
い
た
︽
反
逆
者
た
ち
を
槍
で
追
う
阿
玉

錫
︾（
一
七
五
五
）︑︽
敵
陣
営
を
攻
撃
す
る
瑪
王
常
︾（
一
七
五
九
）
の
騎
馬
姿

が
下
敷
き
だ
っ
た
と
み
て
︑
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い（

23
）

︒
こ
れ
に
よ
っ
て
関
雪
は
︑

清
王
朝
盛
期
の
栄
光
を
代
表
す
る
宮
廷
画
家
に
模
範
を
取
り
つ
つ
︑
洋
の
東
西

の
み
な
ら
ず
︑
和
・
漢
・
洋
の
統
合
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
力

技
の
う
ち
に
関
雪
の
歴
史
的
意
識
と
も
い
う
べ
き
野
心
を
探
り
当
て
る
こ
と
も

的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
︒
清
王
朝
滅
亡
直
後
の
時
点
で
︑
橋
本
関
雪
は
︑
世
界

の
美
術
史
を
自
ら
の
運
筆
に
お
い
て
統
合
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
︒
江
戸
琳
派

に
至
る
宗
達
・
光
悦
の
装
飾
性
は
印
象
派
に
先
ん
じ
る
先
駆
性
が
欧
米
で
も
評

価
さ
れ
て
い
た
︒
ア
カ
デ
ミ
ー
が
重
視
す
る
解
剖
学
的
な
正
確
さ
は
︑
カ
ス

テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
も
ま
た
具
現
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒
そ
し
て
清
朝
皇
帝
遺
愛
の

名
品
は
日
本
に
お
い
て
復
権
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
西
欧
の

美
術
史
学
会
で
東
西
美
術
の
伝
統
を
統
合
理
解
し
よ
う
と
の
機
運
が
醸
成
さ
れ

る
の
に
は
︑ 

世
界
大
戦
終
焉
後
の
一
九
二
〇
年
代
初
頭
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い（

24
）

︒

　翌
年
の
第
十
回
文
展
に
は
︑
丹
と
緑
青
と
の
色
彩
の
対
比
も
鮮
や
か
な
作
品

︽
煉
丹
︾（
一
九
一
六
）
が
出
品
さ
れ
る
︒
こ
の
色
彩
の
選
択
も
意
図
的
だ
っ
た
︒

画
家
は
後
に
こ
う
証
言
し
て
い
る
︒﹁
私
の
支
那
画
は
従
来
の
筆
に
み
な
れ
た

眼
に
は
癖
が
多
く
︑
曾
て
か
い
た
﹃
南
国
﹄
で
も
﹃
煉
丹
﹄
で
も
可
な
り
反
感

が
あ
っ
た（

25
）

﹂︒
だ
が
そ
こ
に
は
判
断
基
準
に
混
乱
が
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
﹁
よ

く
批
評
な
ど
の
場
合
に
み
る
間
違
い
は
﹂︑﹁
卑
近
と
俗
と
を
感
ち
が
い
し
て
居

る
人
が
往
々
で
な
い
︑
殆
ど
全
部
で
あ
る
﹂
こ
と
か
ら
発
生
す
る
︑
と
い
う
の

で
あ
る
︒﹁
俗
と
云
ふ
語
義
は
群
衆
的
で
あ
り
︑
迎
合
的
で
あ
る
こ
と
で
す
﹂︒

﹁
ふ
つ
う
の
上
品
さ
か
ら
い
え
ば
応
挙
の
ほ
う
が
﹂
蕪
村
よ
り
﹁
上
品
で
す
が
︑

俗
と
云
ふ
意
味
か
ら
云
へ
ば
応
挙
の
ほ
う
が
俗
で
す
﹂︒
つ
ま
り
﹁
一
般
人
が

上
品
だ
と
思
つ
て
色
の
調
子
を
落
と
し
て
弱
く
し
た
り
﹂
す
る
﹁
ほ
う
が
俗
と

い
ふ
意
味
に
当
つ
て
居
る
の
で
す
﹂︒﹁
上
品
と
云
ふ
可
く
は
︑
更
ら
に
高
い
気

凜
を
包
ん
だ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂︒﹁
そ
れ
で
私
は
今
後
も
な
る
可
く

支
那
人
ら
し
い
支
那
人
を
か
い
て
見
た
い
と
思
つ
て
居
ま
す（

26
）

﹂︒
要
す
る
に
原

色
を
使
え
ば
俗
だ
と
見
る
世
評
は
誤
り
で
あ
り
︑
原
色
を
用
い
て
も
上
品
な
も
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の
は
あ
る
︒
ま
た
淡
彩
だ
っ
た
ら
上
品
だ
と
思
う
の
は
︑
浅
は
か
で
あ
っ
て
︑

関
雪
の
理
想
は
︑
俗
と
い
う
迎
合
性
を
排
除
す
る
に
あ
る
︒﹁
卑
近
﹂
だ
が
同

時
に
本
来
の
意
味
で
の
﹁
上
品
﹂
を
自
分
は
目
指
し
て
お
り
︑
こ
の
両
立
は
可

能
な
は
ず
︑
と
す
る
の
が
関
雪
の
主
張
だ
ろ
う
か
︒

　こ
れ
も
従
来
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
︑
こ
の
段
階
で
文
展
に
お

い
て
最
も
華
々
し
い
活
躍
を
し
て
い
た
関
雪
の
色
彩
は
︑
思
わ
ぬ
追
従
者
を
生

ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
︑
文
展
の
審
査
に
納
得
が
ゆ
か
な
く
な
っ

た
土
田
麦
僊
は
︑
友
人
た
ち
と
諮
っ
て
国
画
創
作
協
会
を
設
立
す
る
︒
そ
の
第

一
回
展
覧
会
に
麦
僊
は
︽
湯
女
︾（
一
九
一
八
）
を
︑
ま
た
盟
友
の
野
長
瀬
晩

花
（
一
八
八
九
～
一
九
六
四
）
は
︽
初
夏
の
流
︾（
一
九
一
八
）
を
出
展
す
る
︒

前
者
は
藤
の
咲
く
松
林
の
下
に
赤
い
浴
衣
の
女
性
︑
後
者
は
渓
流
の
緑
の
な
か

に
赤
と
青
の
衣
服
を
着
た
女
性
が
い
る
︒
大
胆
な
色
彩
の
対
比
に
お
い

て
関
雪
の
︽
南
国
︾︽
峡
江
の
六
月
︾
あ
る
い
は
︽
煉
丹
︾
な
ど
が
先

例
を
な
し
た
可
能
性
は
排
除
で
き
ま
い
︒
前
後
す
る
時
期
の
︽
蓬
莱
春

暁
図
︾（
一
九
一
六
頃
）
は
い
わ
ゆ
る
南
画
趣
味
の
画
題
の
走
り
に
位
置

す
る
が
︑
こ
こ
で
も
緑
な
す
岩
山
と
丹
や
朱
に
輝
く
舟
や
家
屋
と
の
対

置
は
︑︽
煉
丹
︾
で
の
人
物
図
の
実
験
を
山
水
画
に
置
き
換
え
た
趣
向

と
な
っ
て
い
る（

27
）

︒

　も
ち
ろ
ん
関
雪
と
国
画
創
作
協
会
の
面
々
と
で
は
︑
画
題
に
は
大
き

な
開
き
が
あ
る
︒
翌
年
の
第
十
回
文
展
に
関
雪
は
︽
寒
山
と
拾
得
︾

（
一
九
一
六
）
を
出
品
し
特
選
の
扱
い
を
受
け
る
︒
中
国
の
隠
者
と
し
て

知
ら
れ
る
が
︑
寒
山
は
文
殊
菩
薩
︑
拾
得
は
普
賢
菩
薩
の
転
じ
た
姿
と

さ
れ
︑
折
か
ら
森
鷗
外
も
﹁
寒
山
拾
得
縁
起
﹂（
一
九
一
三
）
な
ど
を

著
述
し
て
お
り
︑
日
本
美
術
院
を
復
興
し
た
横
山
大
観
（
一
八
六
八
～

一
九
五
八
）
も
︽
寒
山
拾
得
︾
の
屏
風
を
描
く
な
ど
︑
こ
の
画
題
は
流

図 7　橋本関雪《猟》1915（大正 4）年、橋本関雪記念館（左隻部分）

図 8　GiuseppeCastiglione（郎世寧、1688-1766）《敵陣営を
攻撃する瑪王常》1759 年
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は
︑
こ
の
事
跡
が
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
と
い
う
の
も
京
都
は
銀
閣
の
ほ
と
り
に
土

地
を
購
入
し
た
関
雪
は
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
か
ら
こ
こ
に
造
園
を
は
じ
め
︑
白

沙
村
荘
と
名
付
け
る
か
ら
だ（

30
）

︒
こ
の
大
邸
宅
の
建
設
工
事
は
︑
京
都
市
民
を
驚

か
せ
た
︒
倪
雲
林
は
い
わ
ば
そ
の
貴
重
な
先
達
と
な
っ
た
︒

　こ
こ
で
興
味
を
引
く
の
が
﹁
家
﹂（
一
九
二
四
）
と
題
す
る
関
雪
に
よ
る
随

筆
だ
ろ
う
︒
関
東
大
震
災
直
後
に
執
筆
さ
れ
た
こ
の
随
筆
で
︑
関
雪
は
自
邸
の

建
築
の
抱
負
を
述
べ
る
傍
ら
︑
名
前
は
あ
げ
ぬ
ま
ま
︑
さ
る
京
都
の
著
名
な
画

家
が
移
築
さ
せ
た
別
邸
を
﹁
似
非
風
流
﹂
の
例
に
し
て
﹁
虚
偽
の
風
雅
﹂
の
恥

ず
べ
き
見
本
と
し
て
悪
し
ざ
ま
に
貶
し
て
い
る
︒﹁
京
の
画
家
に
し
て
田
舎
屋

の
古
家
を
写
し
来
り
萱
葺
に
そ
の
風
流
を
誇
る
も
の
あ
り
︒
萱
ぶ
き
は
農
家
の

制
な
り
︑
士
人
の
居
に
非
ず
︒
萱
ぶ
き
を
風
流
が
る
は
趣
味
に
迎
合
す
る
な
り
︒

吾
は
か
く
の
如
き
似
非
風
流
を
排
す
︒
虚
偽
の
風
雅
は
バ
ラ
ッ
ク
の
直
裁
な
る

に
及
ば
ず
︒
世
の
風
流
め
か
し
た
る
も
の
も
こ
の
種
風
流
多
し
︒
而
し
て
浅
人

こ
れ
に
附
和
す
︒
世
に
偽
者
の
跋
扈
す
る
所
以
な
り（

31
）

﹂︒﹁
バ
ラ
ッ
ク
﹂
と
あ
る

の
は
大
震
災
直
後
に
建
っ
た
仮
小
屋
︑﹁
震
災
バ
ラ
ッ
ク
﹂
の
こ
と
︒
こ
こ
で

揶
揄
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
ほ
か
で
も
な
い
竹
内
栖
鳳
の
離
れ
︑
霞
中
庵
の
こ
と

で
あ
っ
た
︒
関
雪
は
栖
鳳
の
趣
味
を
腐
す
た
め
に
倪
雲
林
を
持
ち
出
し
て
い
た

わ
け
だ
︒

　
五

　創
意
と
相
続

　そ
れ
で
は
関
雪
に
お
い
て
過
去
の
遺
産
へ
の
目
配く
ば

せ
は
︑
彼
自
身
の
創
意
と

い
か
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒︽
諸
葛
孔
明
︾（
一
九
一
六
）
は
こ
れ
も

三
国
志
か
ら
著
名
な
逸
話
を
引
い
た
も
の
で
︑
劉
備
（
一
六
一
～
二
二
三
）
が

関
羽
（
？
～
二
一
九
）
と
岳
飛
（
？
～
二
二
一
）
を
率
い
て
孔
明
（
一
八
一
～

二
三
四
）
を
雪
中
に
訪
れ
る
場
面
︒
吹
雪
と
な
っ
た
雪
の
山
中
が
墨
一
色
で
覆

わ
れ
る
な
か
︑
左
隻
で
は
︑
劉
備
は
赤
︑
関
羽
は
緑
︑
岳
飛
は
黒
の
衣
服
で
点

描
さ
れ
︑
右
隻
に
置
か
れ
た
山
奥
の
庵
に
籠
る
孔
明
は
黄
の
服
を
纏
っ
て
い
る
︒

三
国
志
演
義
に
親
し
ん
だ
読
者
な
ら
納
得
の
ゆ
く
配
色
だ
ろ
う
が
︑
画
家
は
な

ぜ
こ
う
し
た
原
色
と
単
彩
の
対
比
を
選
ん
だ
の
か
︒

　関
雪
の
自
伝
断
片
に
よ
れ
ば
︑
か
つ
て
康
有
為
（
一
八
五
八
～
一
九
二
七
）

の
高
弟
の
ひ
と
り
︑
韓
曇
首
が
関
雪
の
父
︑
著
名
な
儒
学
者
だ
っ
た
海
関

（
一
八
五
二
～
一
九
三
五
）
を
訪
れ
た
と
い
う
︒
そ
し
て
幼
い
関
雪
に
王
安
石

図 9　橋本関雪《倪雲林》1917（大正
6）年、第 11回文展、特選
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行
の
兆
し
を
見
せ
て
い
た
︒
こ
の
年
は
京
都
に
皇
后
の
行
啓
が
あ
り
︑
京
都
の

主
だ
っ
た
画
家
た
ち
が
招
待
さ
れ
て
揮
毫
し
て
い
る
︒
御
所
で
の
記
念
写
真
が

知
ら
れ
て
い
る
が
︑
居
並
ぶ
の
は
︑
都
路
華
香
︑
山
本
春
挙
︑
菊
池
芳
文
︑
竹

内
栖
鳳
︑
伊
藤
小
坡
︑
上
村
松
園
︑
富
岡
鐵
齊
︑
今
尾
景
年
の
八
名（

28
）

︒
京
都
在

住
な
が
ら
ま
だ
三
十
三
歳
の
関
雪
は
︑
こ
の
段
階
で
は
招
待
を
受
け
て
い
な
い
︒

同
年
︑
文
展
で
の
特
選
で
無
鑑
査
に
な
っ
た
関
雪
が
︑
床
に
広
げ
た
巨
大
な
画

面
に
こ
れ
も
巨
大
な
筆
で
︽
寒
山
拾
得
︾
を
即
興
で
描
く
席
画
の
様
子
が
写
真

に
撮
ら
れ
て
残
っ
て
い
る（

29
）

︒
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
な
の
に
世
間
で
は
遅
鈍
扱

い
さ
れ
て
い
る
寒
山
・
拾
得
︒
実
力
に
世
評
が
追
い
つ
か
ぬ
関
雪
自
身
の
な
ん

ら
か
の
思
い
入
れ
も
︑
あ
る
い
は
こ
の
画
題
に
投
影
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　寒
山
拾
得
は
︑
鷗
外
や
芥
川
龍
之
介
の
影
響
か
︑
と
り
わ
け
日
本
で
は
著
名

な
逸
話
だ
が
︑
中
国
で
は
さ
ほ
ど
で
も
な
く
︑
蘇
州
で
も
寒
山
寺
に
興
味
を
示

す
の
は
日
本
人
観
光
客
ば
か
り
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
文
学
的
な
ト
ポ
ス
を
︑

絵
画
も
含
む
一
般
教
養
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
む
か
は
︑
世
界
美
術
史
の
話
法

や
枠
組
み
設
定
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
︒︽
後
赤
壁
図
︾（
一
九
一
六
）
を
こ

の
文
脈
で
検
討
し
て
お
こ
う
︒
中
国
文
学
史
を
繙
読
す
れ
ば
︑蘇
軾
（
一
〇
三
七

～
一
一
〇
一
）
が
西
暦
で
一
〇
八
二
年
に
創
っ
た
赤
壁
の
譜
は
著
名
な
作
品
だ

ろ
う
︒
そ
れ
は
こ
れ
も
西
暦
で
い
え
ば
二
〇
八
年
の
出
来
事
で
あ
る
赤
壁
の
戦

い
の
戦
跡
に
基
づ
く
追
懐
だ
が
︑
実
際
の
古
戦
場
と
は
異
な
っ
た
場
所
な
が
ら
︑

蘇
東
坡
の
文
名
ゆ
え
に
こ
の
偽
の
赤
壁
の
ほ
う
が
有
名
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

絵
画
で
も
武
元
直
（
一
三
一
七
～
一
三
八
六
）
の
︽
赤
壁
図
︾
な
ど
で
著
名
だ
が
︑

関
雪
は
﹁
後
赤
壁
譜
﹂
の
末
尾
︑
水
位
が
落
ち
る
季
節
︑
鶴
が
飛
び
去
る
場
面

を
作
品
に
し
た
︒

　中
国
文
学
・
美
術
の
専
門
家
で
な
い
西
欧
の
一
般
観
衆
や
西
欧
美
術
史
専
門

家
に
と
っ
て
﹁
赤
壁
﹂
と
い
わ
れ
て
も
︑
そ
れ
は
な
が
ら
く
必
須
の
教
養
と
は

無
縁
の
地
名
で
し
か
な
か
っ
た
︒
し
か
し
近
年
も
や
っ
と
二
〇
〇
八
年
か
ら
翌

年
に
か
け
︑
ジ
ョ
ン
・
ウ
ー
監
督
に
よ
り
前
編
・
後
編
に
分
か
れ
た
超
大
作
の

映
画Red C

liff 

が
制
作
さ
れ
︑
よ
う
や
く
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
で
は
広
く
共
有
さ

れ
て
き
た
中
国
の
古
典
︑
三
国
志
の
山
場
は
︑
全
球
的
な
映
像
へ
と
成
長
を
遂

げ
た
︒
逆
に
い
え
ば
赤
壁
を
近
代
に
お
い
て
再
解
釈
し
た
関
雪
の
作
品
な
ど
は
︑

全
球
的
世
界
美
術
史
に
組
み
込
ま
れ
る
に
は
︑
ほ
ぼ
一
世
紀
早
す
ぎ
た
と
い
っ

て
も
よ
い
︒

　同
様
な
困
難
は
︑
関
雪
の
画
業
を
理
解
し
︑
あ
る
い
は
西
欧
世
界
で
世
界
美

術
史
と
の
関
わ
り
で
理
解
を
願
う
場
合
に
︑
い
た
る
と
こ
ろ
で
付
き
ま
と
う
︒

実
際
︑
翌
年
の
大
正
六
年
︑
関
雪
は
︽
倪
雲
林
︾（
一
九
一
七
）
を
第
十
一
回

文
展
に
出
品
し
特
選
を
獲
得
す
る
︒
だ
が
な
ぜ
倪
雲
林
が
画
題
に
選
ば
れ
た
の

か
︑
そ
の
理
由
は
今
日
ま
で
一
度
と
し
て
問
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
ま
た
の
名
を
倪
瓚
と
い
う
こ
の
画
家
（
一
三
〇
一
～
一
三
七
四
）

は
元
末
四
大
家
の
ひ
と
り
だ
が
︑
世
界
絵
画
史
の
な
か
で
そ
の
位
置
づ
け
は
ど

う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
倪
は
蘇
州
の
四
大
庭
園
の
ひ
と
つ
と
し
て
知

ら
れ
る
獅
子
林
の
整
備
に
尽
力
し
︑︽
獅
子
林
図
巻
︾（
一
三
七
三
）
を
残
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
橋
本
関
雪
が
倪
雲
林
の
肖
像
を
描
い
た
背
景
に
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は
︑
こ
の
事
跡
が
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
と
い
う
の
も
京
都
は
銀
閣
の
ほ
と
り
に
土

地
を
購
入
し
た
関
雪
は
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
か
ら
こ
こ
に
造
園
を
は
じ
め
︑
白

沙
村
荘
と
名
付
け
る
か
ら
だ（

30
）

︒
こ
の
大
邸
宅
の
建
設
工
事
は
︑
京
都
市
民
を
驚

か
せ
た
︒
倪
雲
林
は
い
わ
ば
そ
の
貴
重
な
先
達
と
な
っ
た
︒

　こ
こ
で
興
味
を
引
く
の
が
﹁
家
﹂（
一
九
二
四
）
と
題
す
る
関
雪
に
よ
る
随

筆
だ
ろ
う
︒
関
東
大
震
災
直
後
に
執
筆
さ
れ
た
こ
の
随
筆
で
︑
関
雪
は
自
邸
の

建
築
の
抱
負
を
述
べ
る
傍
ら
︑
名
前
は
あ
げ
ぬ
ま
ま
︑
さ
る
京
都
の
著
名
な
画

家
が
移
築
さ
せ
た
別
邸
を
﹁
似
非
風
流
﹂
の
例
に
し
て
﹁
虚
偽
の
風
雅
﹂
の
恥

ず
べ
き
見
本
と
し
て
悪
し
ざ
ま
に
貶
し
て
い
る
︒﹁
京
の
画
家
に
し
て
田
舎
屋

の
古
家
を
写
し
来
り
萱
葺
に
そ
の
風
流
を
誇
る
も
の
あ
り
︒
萱
ぶ
き
は
農
家
の

制
な
り
︑
士
人
の
居
に
非
ず
︒
萱
ぶ
き
を
風
流
が
る
は
趣
味
に
迎
合
す
る
な
り
︒

吾
は
か
く
の
如
き
似
非
風
流
を
排
す
︒
虚
偽
の
風
雅
は
バ
ラ
ッ
ク
の
直
裁
な
る

に
及
ば
ず
︒
世
の
風
流
め
か
し
た
る
も
の
も
こ
の
種
風
流
多
し
︒
而
し
て
浅
人

こ
れ
に
附
和
す
︒
世
に
偽
者
の
跋
扈
す
る
所
以
な
り（

31
）

﹂︒﹁
バ
ラ
ッ
ク
﹂
と
あ
る

の
は
大
震
災
直
後
に
建
っ
た
仮
小
屋
︑﹁
震
災
バ
ラ
ッ
ク
﹂
の
こ
と
︒
こ
こ
で

揶
揄
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
ほ
か
で
も
な
い
竹
内
栖
鳳
の
離
れ
︑
霞
中
庵
の
こ
と

で
あ
っ
た
︒
関
雪
は
栖
鳳
の
趣
味
を
腐
す
た
め
に
倪
雲
林
を
持
ち
出
し
て
い
た

わ
け
だ
︒

　
五

　創
意
と
相
続

　そ
れ
で
は
関
雪
に
お
い
て
過
去
の
遺
産
へ
の
目
配く
ば

せ
は
︑
彼
自
身
の
創
意
と

い
か
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒︽
諸
葛
孔
明
︾（
一
九
一
六
）
は
こ
れ
も

三
国
志
か
ら
著
名
な
逸
話
を
引
い
た
も
の
で
︑
劉
備
（
一
六
一
～
二
二
三
）
が

関
羽
（
？
～
二
一
九
）
と
岳
飛
（
？
～
二
二
一
）
を
率
い
て
孔
明
（
一
八
一
～

二
三
四
）
を
雪
中
に
訪
れ
る
場
面
︒
吹
雪
と
な
っ
た
雪
の
山
中
が
墨
一
色
で
覆

わ
れ
る
な
か
︑
左
隻
で
は
︑
劉
備
は
赤
︑
関
羽
は
緑
︑
岳
飛
は
黒
の
衣
服
で
点

描
さ
れ
︑
右
隻
に
置
か
れ
た
山
奥
の
庵
に
籠
る
孔
明
は
黄
の
服
を
纏
っ
て
い
る
︒

三
国
志
演
義
に
親
し
ん
だ
読
者
な
ら
納
得
の
ゆ
く
配
色
だ
ろ
う
が
︑
画
家
は
な

ぜ
こ
う
し
た
原
色
と
単
彩
の
対
比
を
選
ん
だ
の
か
︒

　関
雪
の
自
伝
断
片
に
よ
れ
ば
︑
か
つ
て
康
有
為
（
一
八
五
八
～
一
九
二
七
）

の
高
弟
の
ひ
と
り
︑
韓
曇
首
が
関
雪
の
父
︑
著
名
な
儒
学
者
だ
っ
た
海
関

（
一
八
五
二
～
一
九
三
五
）
を
訪
れ
た
と
い
う
︒
そ
し
て
幼
い
関
雪
に
王
安
石

図 9　橋本関雪《倪雲林》1917（大正
6）年、第 11回文展、特選
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︑
こ
こ
で
関
雪
は
ひ
と
り
日
本
の
鑑
賞
者
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
︑

本
場
中
国
の
文
人
た
ち
を
も
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
図
像
を
探
求
し
て
い
た
こ
と

が
判
明
す
る
︒

　実
際
︑
金
島
桂
華
（
一
八
九
二
～
一
九
七
四
）
は
︑
一
九
一
七
年
に
揚
子
江

の
旅
に
同
行
し
た
折
に
︑
荒
く
れ
の
船
頭
た
ち
や
乗
り
合
わ
せ
た
無
頼
漢
に
も

動
じ
な
い
関
雪
の
胆
力
を
証
言
し
て
い
る
︒
外
国
人
の
先
客
を
脅
迫
す
る
無
頼

漢
相
手
に
︑
関
雪
は
そ
ん
な
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
は
せ
ず
︑
改
心
し
て
実
直
な
道
を

す
す
め
︑
さ
す
れ
ば
儂
が
馮
玉
祥
に
世
話
し
て
や
ろ
う
と
い
う
や
︑
叭
叭
鳥
の

絵
を
即
興
で
描
い
て
そ
れ
に
母
孝
行
の
辞
を
添
え
た
と
こ
ろ
︑
件
の
無
頼
漢
は

帽
子
を
取
っ
て
恭
順
の
意
を
示
し
︑
以
後
数
日
に
わ
た
っ
て
一
向
の
道
案
内
を

務
め
た
と
い
う（

37
）

︒
ち
な
み
に
馮
玉
祥
（
一
八
八
二
～
一
九
四
八
）
は
︑
や
が
て

ク
ー
デ
タ
を
お
こ
す
軍
人
だ
が
︑
当
時
は
民
国
軍
の
最
高
司
令
官
と
し
て
軍
閥

諸
派
の
頂
点
に
君
臨
し
て
い
た
︒
ま
た
﹁
叭
叭
鳥
﹂
は
︑八
大
山
人
（
一
六
二
六
？

～
一
七
〇
五
？
）
の
著
名
な
﹃
安
晩
帖
﹄（
一
六
九
四
：
泉
屋
博
古
館
）
の
一
葉

に
あ
る
叭
叭
鳥
の
姿
に
着
想
を
得
た
も
の
だ
ろ
う
︒
当
時
中
国
に
お
け
る
軍
部

の
最
高
実
力
者
を
も
知
己
に
持
ち
︑
画
格
で
も
古
典
教
養
で
も
一
目
置
か
れ
た

関
雪
の
面
目
躍
如
︑
と
い
う
べ
き
回
顧
談
で
あ
る
︒

　本
節
の
最
後
に
︽
寂
光
︾（
一
九
一
八
）
を
取
り
上
げ
よ
う
︒
仏
教
用
語
で

浄
土
を
意
味
す
る
言
葉
だ
が
︑
真
言
密
教
の
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
が
樹

木
の
幹
の
股
の
う
え
で
結
跏
趺
坐
・
黙
想
し
て
い
る
肖
像
で
あ
る
︒
あ
き
ら
か

に
高
山
寺
の
︽
明
恵
上
人
︾
肖
像
に
依
拠
し
て
い
る
が
︑
伊
藤
大
輔
氏
の
最
近

図 12　《明恵上人樹上座禅像》鎌倉時代、
栂ノ尾高山寺

図 11　橋本関雪《寂光》図、1918（大正 7）年
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（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
六
）
の
著
名
な
詩
句
︑﹁
萬
緑
叢
中
一
点
紅
﹂
を
示
し
︑

こ
れ
を
ど
う
絵
に
す
る
か
問
う
た
と
い
う
︒
少
年
は
竹
藪
の
な
か
に
柿
の
実
ひ

と
つ
と
い
う
場
面
を
描
い
た
︒
韓
は
そ
の
才
を
賞
賛
し
つ
つ
︑
紅
一
点
は
美
女

で
︑
そ
の
唇
に
紅
を
指
す
の
だ
と
諭
し
た
と
い
う（

32
）

︒
思
う
に
こ
の
幼
少
時
の
記

憶
が
︑
長
ず
る
に
及
ん
で
関
雪
に
︑
白
一
色
の
単
彩
の
雪
景
の
う
え
に
鮮
烈
な

色
彩
を
点
描
す
る
手
法
を
発
案
さ
せ
る
素
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

　も
う
一
点
︑
こ
れ
も
雪
景
色
を
描
い
た
︽
凍
雲
危
桟
図
︾（
一
九
一
六
）
を

見
よ
う
︒
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
浦
上
玉
堂
（
一
七
四
五
～
一
八
二
〇
）
の
︽
凍

雲
篩
雪
図
︾
を
踏
ま
え
た
作
品
で
あ
り
︑﹃
浦
上
玉
堂
﹄（
一
九
二
六
）
の
著
作

を
持
つ
関
雪
は
︑
こ
の
先
駆
者
を
深
く
尊
崇
し
て
い
た（

33
）

︒
玉
堂
の
作
品
を
近
く

で
観
察
す
る
と
︑
細
か
な
紅
色
の
飛
沫
が
画
面
下
半
分
に
散
っ
て
い
て
︑
こ
れ

が
凍
て
つ
い
た
冬
の
夜
景
に
微
妙
な
調
子
を
加
え
て
い
る
の
に
気
づ
く
︒
右
に

述
べ
た
王
安
石
の
事
績
と
も
重
ね
合
わ
す
と
︑
関
雪
が
こ
の
作
品
を
高
く
評
価

し
た
理
由
の
一
班
も
見
え
て
い
る
︒
つ
い
で
な
が
ら
関
雪
は
玉
堂
が
近
視
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
仮
説
を
開
陳
し
て
い
る
︒
玉
堂
の
遠
景
は
い
つ
も

不
鮮
明
で
あ
り
︑
落
款
は
い
つ
で
も
手
前
に
あ
り
︑
玉
堂
の
作
品
は
小
品
に
優

品
が
多
い
︑
と
い
う
の
が
そ
の
推
測
の
裏
付
け
だ
っ
た（

34
）

︒
関
雪
自
身
の
︽
凍
雲

危
桟
図
︾
の
綿
密
な
制
作
ぶ
り
は
︑
玉
堂
と
の
対
比
を
顕
著
に
し
て
い
る
︒
だ

が
例
え
ば
関
雪
の
︽
山
高
月
小
図
︾（
一
九
一
六
）
に
見
ら
れ
る
︑
男
根
の
如

き
緑
の
巨
岩
と
︑
女
陰
の
比
喩
で
あ
る
滝
の
源
泉
と
の
対
比
は
︑
関
雪
が
玉
堂

の
追
求
し
た
陰
陽
の
原
理
へ
の
探
求
に
深
い
理
解
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
も
裏

書
き
す
る
︒

　さ
ら
に
第
三
点
と
し
て
︑︽
漁
樵
問
答
図
︾（
一
九
一
六
頃
）
を
取
り
上
げ
よ

う
︒
右
手
の
漁
夫
は
羊
の
毛
皮
を
纏
っ
て
お
り
︑﹃
晩
笑
堂
画
伝
﹄（
一
七
四
三
）

に
収
め
ら
れ
た
厳
子
陵
の
図
像
を
忠
実
に
再
現
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

漢
の
光
武
帝
（
Ｂ
Ｃ
五
～
五
七
）
よ
り
国
政
に
参
画
し
て
輔
弼
を
慫
慂
さ
れ
な

が
ら
︑
そ
れ
を
断
っ
て
釣
り
と
牧
畜
に
生
き
た
と
い
わ
れ
る
隠
者
で
あ
る（

35
）

︒
五

浦
に
隠
棲
し
た
晩
年
の
岡
倉
覚
三
も
厳
子
陵
に
扮
し
た
写
真
を
撮
ら
せ
て
い
る

図 10　橋本関雪《漁樵問答図》1916（大正 5）年頃、華鳹大塚
美術館（左隻部分）
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︑
こ
こ
で
関
雪
は
ひ
と
り
日
本
の
鑑
賞
者
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
︑

本
場
中
国
の
文
人
た
ち
を
も
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
図
像
を
探
求
し
て
い
た
こ
と

が
判
明
す
る
︒

　実
際
︑
金
島
桂
華
（
一
八
九
二
～
一
九
七
四
）
は
︑
一
九
一
七
年
に
揚
子
江

の
旅
に
同
行
し
た
折
に
︑
荒
く
れ
の
船
頭
た
ち
や
乗
り
合
わ
せ
た
無
頼
漢
に
も

動
じ
な
い
関
雪
の
胆
力
を
証
言
し
て
い
る
︒
外
国
人
の
先
客
を
脅
迫
す
る
無
頼

漢
相
手
に
︑
関
雪
は
そ
ん
な
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
は
せ
ず
︑
改
心
し
て
実
直
な
道
を

す
す
め
︑
さ
す
れ
ば
儂
が
馮
玉
祥
に
世
話
し
て
や
ろ
う
と
い
う
や
︑
叭
叭
鳥
の

絵
を
即
興
で
描
い
て
そ
れ
に
母
孝
行
の
辞
を
添
え
た
と
こ
ろ
︑
件
の
無
頼
漢
は

帽
子
を
取
っ
て
恭
順
の
意
を
示
し
︑
以
後
数
日
に
わ
た
っ
て
一
向
の
道
案
内
を

務
め
た
と
い
う（

37
）

︒
ち
な
み
に
馮
玉
祥
（
一
八
八
二
～
一
九
四
八
）
は
︑
や
が
て

ク
ー
デ
タ
を
お
こ
す
軍
人
だ
が
︑
当
時
は
民
国
軍
の
最
高
司
令
官
と
し
て
軍
閥

諸
派
の
頂
点
に
君
臨
し
て
い
た
︒
ま
た
﹁
叭
叭
鳥
﹂
は
︑八
大
山
人
（
一
六
二
六
？

～
一
七
〇
五
？
）
の
著
名
な
﹃
安
晩
帖
﹄（
一
六
九
四
：
泉
屋
博
古
館
）
の
一
葉

に
あ
る
叭
叭
鳥
の
姿
に
着
想
を
得
た
も
の
だ
ろ
う
︒
当
時
中
国
に
お
け
る
軍
部

の
最
高
実
力
者
を
も
知
己
に
持
ち
︑
画
格
で
も
古
典
教
養
で
も
一
目
置
か
れ
た

関
雪
の
面
目
躍
如
︑
と
い
う
べ
き
回
顧
談
で
あ
る
︒

　本
節
の
最
後
に
︽
寂
光
︾（
一
九
一
八
）
を
取
り
上
げ
よ
う
︒
仏
教
用
語
で

浄
土
を
意
味
す
る
言
葉
だ
が
︑
真
言
密
教
の
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
が
樹

木
の
幹
の
股
の
う
え
で
結
跏
趺
坐
・
黙
想
し
て
い
る
肖
像
で
あ
る
︒
あ
き
ら
か

に
高
山
寺
の
︽
明
恵
上
人
︾
肖
像
に
依
拠
し
て
い
る
が
︑
伊
藤
大
輔
氏
の
最
近

図 12　《明恵上人樹上座禅像》鎌倉時代、
栂ノ尾高山寺

図 11　橋本関雪《寂光》図、1918（大正 7）年
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た
は
ず
だ
が
︑
結
果
的
に
関
西
地
域
︑
そ
し
て
関
雪
の
住
む
京
都
は
︑
折
か
ら

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
中
心
地
と
し
て
繁
栄
を
謳
歌
し
︑
近
隣
諸
国
か
ら
の
留
学
生

も
急
増
し
て
世
界
市
民
的
な
環
境
が
現
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
関
雪
の
周
辺

で
の
学
界
や
財
界
で
の
支
那
趣
味
の
勃
興
も
そ
の
文
脈
に
位
置
づ
け
た
い
︒

　こ
の
時
代
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
雰
囲
気
は
︑
関
雪
の
画
業
の
な
か
に
も
探

知
で
き
る
︒
そ
れ
を
簡
略
に
三
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒︽
郭
巨
︾（
一
九
一
九
）

は
﹃
二
十
四
孝
﹄
か
ら
と
ら
れ
た
題
材
で
儒
教
道
徳
を
下
敷
き
と
す
る
︒
関
雪

の
官
展
出
品
作
と
し
て
は
例
外
的
に
掛
物
だ
が
︑
三
幅
対
形
式
が
す
で
に
欧
州

の
ト
リ
プ
テ
ィ
ッ
ク
を
踏
襲
す
る
︒
左
手
の
妻
は
幼
子
を
抱
い
て
お
り
︑
右
手

の
郭
巨
は
ス
コ
ッ
プ
を
手
に
し
て
い
る
︒
困
窮
し
た
一
家
は
老
母
の
命
を
救
う

た
め
に
は
生
ま
れ
て
き
た
嬰
児
を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
嬰
児

を
生
き
埋
め
に
す
る
た
め
に
巨
木
の
根
元
を
掘
っ
て
み
る
と
︑
そ
こ
か
ら
予
期

せ
ぬ
こ
と
に
金
の
釜
が
出
現
す
る
︒
こ
れ
は
天
が
一
家
を
救
う
た
め
に
も
た
ら

し
た
贈
り
物
だ
っ
た
︒
画
面
の
左
右
を
な
す
一
家
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
家
族
を

彷
彿
と
さ
せ
︑
子
ど
も
の
犠
牲
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
よ
る
イ
サ
ク
の
犠
牲
を
想
起

さ
せ
る
︒
中
央
の
樹
木
は
生
命
の
樹
に
相
当
し
て
︑
こ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
な
ら

ば
復
活
の
象
徴
と
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
い
わ
ば
儒
教
の
教
訓
は
西
側
キ
リ
ス

ト
教
世
界
の
聖
典
と
も
親
和
性
の
あ
る
図
像
物
語
へ
と
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
前
例
に
は
︑
横
山
大
観
に
よ
る
同
じ
く
三
幅
対
仕
立
の
︽
焚
火
（
寒
山
・

拾
得
）︾（
一
九
一
五
）
も
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
中
央
の
焚
火
が
関
雪
で

は
生
命
の
樹
木
に
置
換
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
受
け
た
作

例
と
し
て
は
︑
第
四
回
帝
展
出
品
の
堂
本
印
象
（
一
八
九
一
～
一
九
七
五
）
に

よ
る
︽
訶
梨
帝
母
（
鬼
子
母
神
）︾（
一
九
二
二
）
な
ど
も
思
い
出
さ
れ
る
︒
聖

母
子
像
や
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
楽
園
追
放
な
ど
と
も
置
換
可
能
な
仏
教
図
像
の
追

求
が
こ
の
時
代
を
彩
る
こ
と
に
な
る
︒

　ふ
た
つ
目
に
︑
こ
れ
は
い
ま
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
︑
欧
州
か

ら
帰
国
し
た
関
雪
は
ペ
ル
シ
ア
の
細
密
画
を
画
題
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
︒

例
え
ば
二
度
目
の
欧
州
旅
行
出
発
直
前
の
大
作
︑︽
僊
女
︾（
一
九
二
六
）
は
ど

う
だ
ろ
う
か
︒
白
い
鹿
に
傅
か
れ
︑
オ
レ
ン
ジ
色
の
衣
服
を
纏
っ
た
女
性
は
︑

唐
三
彩
の
女
性
立
俑
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
唐
風
の
ふ
く
よ
か
な
顔
立
ち
で
あ
り
︑

あ
る
い
は
正
倉
院
に
伝
来
す
る
︽
鳥
毛
立
女
屏
風
︾（
七
五
六
以
前
）
に
取
材
し

た
可
能
性
な
ど
も
推
測
で
き
よ
う
︒
だ
が
画
面
全
体
の
構
図
や
意
匠
は
︑
一
度

指
摘
し
て
し
ま
え
ば
︑
ペ
ル
シ
ア
細
密
画
の
風
俗
画
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
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の
仮
説
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
明
恵
（
一
一
七
三
～
一
二
三
二
）
の
絵
図
の
背
景
を

な
す
樹
木
の
錯
綜
し
た
形
状
に
は
華
厳
経
の
説
く
﹁
理
事
無
碍
﹂
か
ら
﹁
事
事

無
碍
﹂
に
至
る
理
路
が
図
像
的
に
体
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う（

38
）

︒

空
海
が
真
言
密
教
の
正
統
の
系
譜
を
中
国
で
師
の
恵
果
か
ら
引
き
継
い
だ
の
と

同
様
︑
こ
こ
で
関
雪
は
弘
法
大
師
に
肖
あ
や
か

っ
て
︑
自
ら
の
画
業
の
︑
唐
天
竺
本
朝

を
横
断
す
る
歴
史
的
正
統
性
を
主
張
し
て
も
い
る
は
ず
だ
︒

　さ
ら
に
岡
倉
覚
三
が
そ
の
英
文
著
作
﹃
東
洋
の
理
想
﹄（
一
九
〇
三
）
で
空

海
の
即
身
成
仏
に
託
し
て
美
に
お
け
る
﹁
東
洋
の
理
想
﹂
を
説
い
て
い
た
こ
と

も
想
起
で
き
よ
う
︒
そ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
精
神
現
象
学
﹄
に
由
来
す
る

﹁
精
神
の
自
己
展
開
﹂die selbste E

ntw
icklung des G

eistes

が
︑
東
洋
美
学
の

実
現
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
︒
関
雪
が
こ
う
し
た
思
想
に
ど
こ
ま
で
通
じ
て
い

た
か
に
は
確
証
は
な
い
︒
だ
が
父
の
海
関
を
訪
れ
る
多
く
の
清
朝
遺
臣
や
︑
交

友
を
結
ん
だ
次
世
代
の
民
国
期
中
国
文
人
た
ち
と
の
接
触
か
ら
︑
関
雪
が
同
時

代
に
日
中
の
文
人
交
流
の
ひ
と
つ
の
核
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い（

39
）

︒

大
正
期
の
京
都
に
あ
っ
て
︑
い
ま
や
画
壇
で
も
別
格
の
高
額
所
得
者
と
な
っ
て

い
た
関
雪
は
︑
事
事
無
碍
と
形
容
し
て
も
憚
り
な
い
交
友
網
を
︑
広
く
東
ア
ジ

ア
文
化
圏
に
お
い
て
築
く
位
置
を
占
め
て
い
た（

40
）

︒

　
六

　木
蘭
、
ペ
ル
シ
ア
細
密
画
と
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
洞
窟
画

　︽倪
雲
林
︾
の
特
賞
に
よ
っ
て
無
鑑
査
の
特
典
を
得
た
大
正
七
年
の
第
十
二

回
文
展
に
︑
関
雪
は
︽
木
蘭
︾（
一
九
一
八
）
を
出
品
す
る
︒
関
雪
の
官
展
出

品
で
は
定
番
の
寸
法
だ
が
︑
こ
れ
も
六
曲
一
双
で
高
さ
一
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
︑
全
長
は
七
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
作
で
あ
る
︒
徴
兵
に
耐
え
ぬ
老
父
に
代

わ
っ
て
女
性
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
戦
役
に
従
軍
し
︑
数
々
の
軍
功
を
立
て
た

伝
説
の
女
傑
と
し
て
古
詩
に
歌
わ
れ
た
主
人
公
の
物
語
だ
が
︑
関
雪
は
こ
の
後

に
も
巻
物
仕
立
て
の
作
品
（
一
九
二
〇
）
を
制
作
し
︑
こ
れ
は
一
九
三
〇
年
か

ら
翌
年
に
か
け
て
北
米
の
ト
レ
ド
市
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
へ
と
日
本
絵
画
展

の
折
に
巡
回
し
た
後
︑
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る（

41
）

︒
こ
の
木
蘭
詩

も
一
九
九
八
年
に
な
っ
て
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
よ
り
動
画
作
品M

ulan

と
し
て
映
画
化
さ
れ
︑
よ
う
や
く
西
側
世
界
で
も
認
知
さ
れ
る
物
語
の
資
格
を

得
た
︒
関
雪
の
主
題
選
択
が
全
球
的
な
世
界
美
術
史
と
い
う
新
た
な
枠
組
み
で

再
評
価
さ
れ
る
に
必
要
な
条
件
は
八
十
年
後
︑
二
十
一
世
紀
を
跨
ぐ
こ
の
十
五

年
ほ
ど
で
︑
や
っ
と
整
っ
て
き
た
︑
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
︒

　翌
大
正
九
年
に
は
そ
れ
ま
で
の
文
展
が
帝
国
展
覧
会
す
な
わ
ち
略
称
﹁
帝

展
﹂
へ
と
改
組
さ
れ
︑
三
十
六
歳
の
橋
本
関
雪
は
そ
の
審
査
員
に
任
命
さ
れ
る
︒

折
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
了
し
︑
欧
州
航
路
が
復
活
す
る
︒
こ
の
機
に
乗

じ
て
洋
行
を
果
た
し
た
日
本
の
美
術
家
は
少
な
く
な
い
が
︑
関
雪
も
妻
と
と
も

に
一
九
二
一
年
に
は
最
初
の
欧
州
滞
在
の
船
旅
に
出
る
︒
こ
の
経
験
は
画
家
の

経
歴
に
新
た
な
次
元
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
︒
帰
国
し
て
ほ
ど
な
く
今
度
は
大

正
十
二
年
︑
一
九
二
三
年
九
月
一
日
に
関
東
大
震
災
が
勃
発
す
る
︒
東
京
な
ど

関
東
地
域
に
居
住
し
て
い
れ
ば
︑
関
雪
も
ま
た
な
ん
ら
か
の
被
害
を
被
っ
て
い
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た
は
ず
だ
が
︑
結
果
的
に
関
西
地
域
︑
そ
し
て
関
雪
の
住
む
京
都
は
︑
折
か
ら

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
中
心
地
と
し
て
繁
栄
を
謳
歌
し
︑
近
隣
諸
国
か
ら
の
留
学
生

も
急
増
し
て
世
界
市
民
的
な
環
境
が
現
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
関
雪
の
周
辺

で
の
学
界
や
財
界
で
の
支
那
趣
味
の
勃
興
も
そ
の
文
脈
に
位
置
づ
け
た
い
︒

　こ
の
時
代
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
雰
囲
気
は
︑
関
雪
の
画
業
の
な
か
に
も
探

知
で
き
る
︒
そ
れ
を
簡
略
に
三
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒︽
郭
巨
︾（
一
九
一
九
）

は
﹃
二
十
四
孝
﹄
か
ら
と
ら
れ
た
題
材
で
儒
教
道
徳
を
下
敷
き
と
す
る
︒
関
雪

の
官
展
出
品
作
と
し
て
は
例
外
的
に
掛
物
だ
が
︑
三
幅
対
形
式
が
す
で
に
欧
州

の
ト
リ
プ
テ
ィ
ッ
ク
を
踏
襲
す
る
︒
左
手
の
妻
は
幼
子
を
抱
い
て
お
り
︑
右
手

の
郭
巨
は
ス
コ
ッ
プ
を
手
に
し
て
い
る
︒
困
窮
し
た
一
家
は
老
母
の
命
を
救
う

た
め
に
は
生
ま
れ
て
き
た
嬰
児
を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
嬰
児

を
生
き
埋
め
に
す
る
た
め
に
巨
木
の
根
元
を
掘
っ
て
み
る
と
︑
そ
こ
か
ら
予
期

せ
ぬ
こ
と
に
金
の
釜
が
出
現
す
る
︒
こ
れ
は
天
が
一
家
を
救
う
た
め
に
も
た
ら

し
た
贈
り
物
だ
っ
た
︒
画
面
の
左
右
を
な
す
一
家
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
家
族
を

彷
彿
と
さ
せ
︑
子
ど
も
の
犠
牲
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
よ
る
イ
サ
ク
の
犠
牲
を
想
起

さ
せ
る
︒
中
央
の
樹
木
は
生
命
の
樹
に
相
当
し
て
︑
こ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
な
ら

ば
復
活
の
象
徴
と
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
い
わ
ば
儒
教
の
教
訓
は
西
側
キ
リ
ス

ト
教
世
界
の
聖
典
と
も
親
和
性
の
あ
る
図
像
物
語
へ
と
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
前
例
に
は
︑
横
山
大
観
に
よ
る
同
じ
く
三
幅
対
仕
立
の
︽
焚
火
（
寒
山
・

拾
得
）︾（
一
九
一
五
）
も
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
中
央
の
焚
火
が
関
雪
で

は
生
命
の
樹
木
に
置
換
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
受
け
た
作

例
と
し
て
は
︑
第
四
回
帝
展
出
品
の
堂
本
印
象
（
一
八
九
一
～
一
九
七
五
）
に

よ
る
︽
訶
梨
帝
母
（
鬼
子
母
神
）︾（
一
九
二
二
）
な
ど
も
思
い
出
さ
れ
る
︒
聖

母
子
像
や
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
楽
園
追
放
な
ど
と
も
置
換
可
能
な
仏
教
図
像
の
追

求
が
こ
の
時
代
を
彩
る
こ
と
に
な
る
︒

　ふ
た
つ
目
に
︑
こ
れ
は
い
ま
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
︑
欧
州
か

ら
帰
国
し
た
関
雪
は
ペ
ル
シ
ア
の
細
密
画
を
画
題
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
︒

例
え
ば
二
度
目
の
欧
州
旅
行
出
発
直
前
の
大
作
︑︽
僊
女
︾（
一
九
二
六
）
は
ど

う
だ
ろ
う
か
︒
白
い
鹿
に
傅
か
れ
︑
オ
レ
ン
ジ
色
の
衣
服
を
纏
っ
た
女
性
は
︑

唐
三
彩
の
女
性
立
俑
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
唐
風
の
ふ
く
よ
か
な
顔
立
ち
で
あ
り
︑

あ
る
い
は
正
倉
院
に
伝
来
す
る
︽
鳥
毛
立
女
屏
風
︾（
七
五
六
以
前
）
に
取
材
し

た
可
能
性
な
ど
も
推
測
で
き
よ
う
︒
だ
が
画
面
全
体
の
構
図
や
意
匠
は
︑
一
度

指
摘
し
て
し
ま
え
ば
︑
ペ
ル
シ
ア
細
密
画
の
風
俗
画
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

図 13　橋本関雪《僊女》1926（大正
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ひ
と
き
わ
堂
々
た
る
体
躯
の
ビ
ゾ
ン
︑
そ
し
て
そ
の
左
に
反
対
を
向
い
て
い
る

も
う
一
頭
の
ビ
ゾ
ン
の
頭
部
︒
そ
れ
ら
両
者
を
合
わ
せ
る
と
︑
目
下
の
と
こ
ろ

関
雪
の
︽
相
牛
︾
に
も
っ
と
も
よ
く
似
た
黒
々
と
し
た
体
躯
が
で
き
あ
が
る
︒

通
常
の
コ
ブ
牛
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
肩
の
盛
り
上
が
っ
た
筋
肉
も
︑
ビ
ゾ
ン

な
ら
ば
不
思
議
で
は
な
い
︒
決
定
的
証
拠
と
は
参
ら
な
い
が
︑
仮
説
と
し
て
提

出
し
︑
今
後
な
ん
ら
か
の
状
況
証
拠
が
出
現
す
る
こ
と
を
待
ち
た
い
︒

　ち
な
み
に
こ
の
︽
相
牛
︾
お
よ
び
︽
僊
女
︾
に
つ
い
て
関
雪
は
﹁
制
作
を
前

に
し
て
﹂
と
い
う
談
話
を
残
し
て
い
る
︒
だ
が
西
欧
の
画
家
た
ち
が
生
涯
に
わ

た
り
大
作
を
制
作
す
る
こ
と
へ
の
驚
き
を
述
べ
る
ば
か
り
で
︑︽
僊
女
︾
が
実

際
に
は
ペ
ル
シ
ア
細
密
画
か
ら
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
い
っ
た
事
実
も
︑

お
く
び
に
も
漏
ら
さ
ず
︑
作
品
の
発
想
源
に
つ
い
て
は
︑
白シ
ラ

を
き
っ
て
沈
黙
の

下
に
や
り
過
ご
し
て
い
る（

44
）

︒

　仮
に
関
雪
が
先
史
時
代
︑
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
洞
窟
に
ま
で
関
心
を
抱
い
て
い
た

な
ら
ば
︑
彼
は
人
類
最
古
の
作
例
に
依
っ
て
最
新
の
美
術
史
を
更
新
し
よ
う
と

図 15　橋本関雪《相牛》1925 年（右隻）

図 16　パウルス・ポッター《牛》デン・ハーグ、マウリツ・フイ
ス美術館

図 17　アルタミラの洞窟「多彩色の大広間」模写（1880 年刊行）
出典： Breves apuntes sobre algunos objetos prehistoricos de la provincia de Santander 

por Don Marcelino de Santuola. Real Academia de la Historia. 1880.
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と
に
疑
問
を
差
し
挟
む
の
は
無
理
だ
ろ
う
︒
高
さ
二
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に

幅
一
七
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
巨
大
な
画
面
の
た
め
︑
そ
れ
が
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア

に
由
来
す
る
こ
と
も
見
落
と
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
し
い
︒
確
認
し
て
み
る
と

一
九
二
七
年
の
光
風
会
で
関
雪
は
自
分
が
蒐
集
し
た
六
十
五
点
に
の
ぼ
る
ペ
ル

シ
ア
や
イ
ン
ド
の
細
密
画
を
展
示
し
て
い
る
︑
と
の
記
録
が
あ
る（

42
）

︒
残
念
な
が

ら
こ
れ
は
画
家
の
没
後
︑
散
逸
し
た
ら
し
い
︒
だ
が
ひ
と
た
び
こ
の
解
読
格
子

を
当
て
嵌
め
れ
ば
︑︽
訪
隠
図
︾（
一
九
三
〇
）
な
ど
も
騎
馬
で
山
奥
の
隠
者
を

訪
ね
る
と
い
う
定
型
の
細
密
画
主
題
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
過
た

ず
判
明
す
る
︒
関
雪
は
西
ア
ジ
ア
の
伝
統
に
ま
で
手
を
拡
げ
て
︑
自
ら
の
絵
画

世
界
を
構
築
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
︒
そ
の
事
実
が
た
ま
さ
か
に
判
明
す
る
︒

　第
三
に
︑
こ
れ
は
な
お
仮
説
に
と
ど
ま
る
が
︑
ひ
と
つ
の
提
案
を
行
い
た
い
︒

︽
相
牛
︾（
一
九
二
五
）
と
い
う
こ
れ
も
大
作
が
知
ら
れ
る
︒
巨
大
な
黒
い
牛
が

足
元
の
叭
叭
鳥
を
優
し
く
見
つ
め
て
い
る
構
図
だ
が
︑
お
よ
そ
こ
れ
だ
け
巨
大

な
牛
一
頭
の
肖
像
と
い
う
の
は
︑
日
本
の
絵
画
史
で
お
目
に
か
か
っ
た
試
し
が

な
い
︒
欧
州
な
ら
ば
デ
ン
・
ハ
ー
グ
の
マ
ウ
リ
ツ
・
フ
イ
ス
館
に
パ
ウ
ル
ス
・

ポ
ッ
タ
ー
の
有
名
な
︽
牛
︾
の
図
が
あ
り
︑
関
雪
が
最
初
の
滞
欧
の
折
︑
ハ
ー

グ
に
一
九
二
一
年
八
月
四
日
に
到
着
し
て
い
る
こ
と
は
︑﹃
関
雪
随
筆
﹄
に
収

め
ら
れ
た
﹁
和
蘭
陀
よ
り
﹂
か
ら
確
認
で
き
る（

43
）

︒
マ
ウ
リ
ツ
・
フ
イ
ス
を
訪
れ

な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
︒
だ
が
︑
ポ
ッ
タ
ー
の
牛
に
敵
愾
心
を
抱
い
た
に
せ
よ
︑

そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
︽
相
牛
︾（
一
九
二
五
）
は
創
作
で
き
ま
い
︒
肩
が
異
様

に
隆
起
し
た
異
形
な
牛
だ
か
ら
で
あ
る
︒
関
雪
は
牛
の
解
剖
学
に
も
薀
蓄
を
傾

け
て
お
り
︑
多
く
の
観
衆
が
牛
の
種
類
の
見
分
け
も
つ
か
な
い
こ
と
に
不
平
を

述
べ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
相
牛
﹂
と
は
鑑
定
士
を
指
す
︒﹁
千
里
の
馬
は
常
に
あ

れ
ど
も
伯
楽
は
常
に
は
あ
ら
ず
﹂
と
は
著
名
な
諺
だ
が
︑
あ
き
ら
か
に
そ
の
教

訓
を
踏
ま
え
︑
馬
の
代
わ
り
に
牛
が
据
え
て
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
が
い
か

な
る
品
種
の
牛
か
︑
画
家
は
︑
観
衆
の
鑑
賞
眼
を
試
す
べ
く
︑
画
題
を
意
図
的

に
選
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
︒

　推
察
す
る
に
︑
こ
の
牛
の
よ
う
な
動
物
は
︑
家
畜
で
は
な
く
︑
有
史
以
前
の

洞
窟
絵
画
に
そ
の
出
所
を
探
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ラ
ス
コ
ー
の
洞
窟
は

な
お
未
発
見
だ
っ
た
が
︑
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
洞
窟
は
一
八
八
〇
年
に
は
発
見
さ
れ
︑

そ
の
﹁
多
彩
色
の
大
広
間
﹂
の
天
井
画
は
す
で
に
複
製
が
入
手
可
能
だ
っ
た
︒

フ
ー
ゴ
ー
・
オ
ー
ベ
ル
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
ド
イ
ツ
隊
の
調
査
も
一
九
二
四
年
か

ら
す
す
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
ら
の
流
布
し
て
い
る
図
版
の
中
央
に
置
か
れ
た

図 14　橋本関雪《訪隠図》1930（昭
和 5）年



表現主義と気韻生動

113

ひ
と
き
わ
堂
々
た
る
体
躯
の
ビ
ゾ
ン
︑
そ
し
て
そ
の
左
に
反
対
を
向
い
て
い
る

も
う
一
頭
の
ビ
ゾ
ン
の
頭
部
︒
そ
れ
ら
両
者
を
合
わ
せ
る
と
︑
目
下
の
と
こ
ろ

関
雪
の
︽
相
牛
︾
に
も
っ
と
も
よ
く
似
た
黒
々
と
し
た
体
躯
が
で
き
あ
が
る
︒

通
常
の
コ
ブ
牛
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
肩
の
盛
り
上
が
っ
た
筋
肉
も
︑
ビ
ゾ
ン

な
ら
ば
不
思
議
で
は
な
い
︒
決
定
的
証
拠
と
は
参
ら
な
い
が
︑
仮
説
と
し
て
提

出
し
︑
今
後
な
ん
ら
か
の
状
況
証
拠
が
出
現
す
る
こ
と
を
待
ち
た
い
︒

　ち
な
み
に
こ
の
︽
相
牛
︾
お
よ
び
︽
僊
女
︾
に
つ
い
て
関
雪
は
﹁
制
作
を
前

に
し
て
﹂
と
い
う
談
話
を
残
し
て
い
る
︒
だ
が
西
欧
の
画
家
た
ち
が
生
涯
に
わ

た
り
大
作
を
制
作
す
る
こ
と
へ
の
驚
き
を
述
べ
る
ば
か
り
で
︑︽
僊
女
︾
が
実

際
に
は
ペ
ル
シ
ア
細
密
画
か
ら
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
い
っ
た
事
実
も
︑

お
く
び
に
も
漏
ら
さ
ず
︑
作
品
の
発
想
源
に
つ
い
て
は
︑
白シ
ラ

を
き
っ
て
沈
黙
の

下
に
や
り
過
ご
し
て
い
る（

44
）

︒

　仮
に
関
雪
が
先
史
時
代
︑
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
洞
窟
に
ま
で
関
心
を
抱
い
て
い
た

な
ら
ば
︑
彼
は
人
類
最
古
の
作
例
に
依
っ
て
最
新
の
美
術
史
を
更
新
し
よ
う
と

図 15　橋本関雪《相牛》1925 年（右隻）

図 16　パウルス・ポッター《牛》デン・ハーグ、マウリツ・フイ
ス美術館

図 17　アルタミラの洞窟「多彩色の大広間」模写（1880 年刊行）
出典： Breves apuntes sobre algunos objetos prehistoricos de la provincia de Santander 

por Don Marcelino de Santuola. Real Academia de la Historia. 1880.
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に
も
な
ら
ぬ
程
幼
稚
な
も
の
で
あ
つ
た
﹂
と
い
っ
た
調
子
で
あ
る（

50
）

︒

　辛
亥
革
命
に
前
後
す
る
時
期
よ
り
︑
中
国
本
土
か
ら
は
︑
従
来
日
本
に
将
来

さ
れ
る
機
会
の
乏
し
か
っ
た
名
品
が
︑
あ
る
い
は
満
人
官
僚
旧
蔵
品
や
故
宮
な

ど
か
ら
の
放
出
品
に
混
じ
っ
て
到
来
す
る
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
呉

昌
碩
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
日
本
に
亡
命
し
た
清
朝
遺
臣
や
民
国
初
期
の
文

人
た
ち
の
書
画
は
︑
明
末
か
ら
清
初
以
降
の
大
家
た
ち
を
基
準
と
す
る
美
意
識

に
支
え
ら
れ
て
い
た
︒
南
画
家
と
し
て
自
他
と
も
に
任
じ
た
鐵
齊
と
の
比
較
が

可
能
な
の
も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
︒
だ
が
日
本
で
は
︑
こ
の
時
期
の
画
家
や
書
家

の
名
前
は
江
戸
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
に
せ
よ
︑
そ
の
正
統
な
名
品
を
目
に

す
る
機
会
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
︒
日
本
で
は
こ
れ
と
は
異
な
り
︑
伝
統

的
に
宋
か
ら
元
に
か
け
て
将
来
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
古
渡
り
﹂
が
中
国
書
画
骨

董
の
評
価
を
決
定
し
て
お
り
︑﹁
新
来
﹂
の
明
末
清
初
以
降
の
作
品
を
受
容
す

る
下
地
は
︑
ま
だ
十
分
に
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た（

51
）

︒
一
九
二
〇
年
代
に
は
折
か

ら
の
関
東
大
震
災
の
余
波
も
あ
り
︑
財
界
の
大
物
も
関
西
に
居
を
移
す
︒
こ
れ

に
と
も
な
い
中
国
新
来
の
骨
董
を
愛
玩
す
る
﹁
支
那
趣
味
﹂
も
醸
成
さ
れ
る
︒

関
雪
の
近
傍
で
は
作
家
の
谷
崎
潤
一
郎
も
そ
の
一
員
と
い
っ
て
よ
い（

52
）

︒
そ
し
て

清
朝
遺
臣
を
含
む
人
士
と
も
密
接
な
交
流
の
あ
っ
た
海
関
・
関
雪
親
子
の
周
辺

に
は
︑
こ
う
し
た
新
奇
な
支
那
趣
味
に
含
ま
れ
た
新
傾
向
を
先
導
し
得
る
︑
時

代
的
先
駆
性
が
備
わ
っ
て
い
た
︒
関
雪
の
郎
世
寧
＝
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
へ
の

い
ち
早
い
関
心
も
︑
そ
う
し
た
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

　さ
ら
に
北
宋
の
院
体
画
や
郎
世
寧
流
の
写
実
性
に
富
ん
だ
欧
風
宮
廷
画
と
は

対
極
を
な
す
︑
い
わ
ゆ
る
南
画
へ
の
関
心
が
高
ま
る
の
も
︑
同
時
代
の
現
象
で

あ
る
︒
関
雪
の
鐵
齊
に
対
す
る
い
さ
さ
か
な
ら
ず
無
遠
慮
な
評
定
も
︑
関
雪
自

身
が
自
ら
の
南
画
お
よ
び
漢
籍
に
対
す
る
確
固
た
る
見
識
を
誇
示
し
た
い
自
負

心
と
︑
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
関
雪
の
画
業
で
い
わ

ゆ
る
南
画
的
な
表
現
が
横
溢
し
は
じ
め
る
の
は
︑
辛
亥
革
命
か
ら
数
年
を
経
た
︑

一
九
一
六
年
頃
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
す
で
に
一
九
一
〇
年
代
か
ら
雑
誌

﹃
白
樺
﹄
な
ど
の
影
響
に
よ
り
︑
い
わ
ゆ
る
後
期
印
象
派
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
︑

﹁
絵
画
の
約
束
﹂
論
争
で
白
樺
派
を
批
判
し
た
木
下
杢
太
郎
な
ど
は
︑

一
九
一
三
年
の
﹃
美
術
新
報
﹄
誌
上
で
い
ち
早
く
ワ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
の
﹃
藝
術
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
﹄（
一
九
〇
八
）
に
着
目
し
︑
同
様

の
﹁
非
自
然
主
義
的
傾
向
﹂
を
同
時
代
の
日
本
画
壇
に
も
見
出
し
て
い
た
︒
こ

こ
に
は
す
で
に
ド
イ
ツ
経
由
の
﹁
表
現
主
義
﹂
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
︒
と
は

い
え
そ
れ
が
文
人
画
の
流
行
と
合
流
す
る
の
に
は
︑
梅
澤
和
軒
の
論
評
を
借
り

る
な
ら
ば
︑
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
了
を
待
つ
必
要
が
あ
っ
た
︒
一
九
一
九
年

に
は
︑
千
頁
に
及
ぶ
文
字
通
り
の
大
著
︑﹃
日
本
南
画
史
﹄
を
刊
行
し
て
い
た

梅
澤
は
︑﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
二
一
年
五
月
号
掲
載
の
﹁
表
現
主
義
の
流
行

と
文
人
画
の
復
興
﹂
で
︑
こ
の
両
者
の
流
行
は
今
次
大
戦
後
に
典
型
的
な
潮
流

で
あ
る
が
︑
日
本
は
ド
イ
ツ
語
圏
渡
り
の
表
現
主
義
亜
流
に
靡な
び

く
よ
り
は
︑
む

し
ろ
文
人
画
精
神
を
吸
収
し
て
﹁
東
洋
主
義
﹂
の
大
道
に
連
な
る
べ
き
︑
と
の

意
見
を
開
陳
す
る（

53
）

︒

　関
雪
自
身
も
︑
最
初
の
欧
州
視
察
で
欧
州
に
お
け
る
東
洋
画
の
影
響
を
見
定
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努
め
︑
そ
れ
を
宗
達
流
の
墨
の
垂
ら
し
込
み
で
実
現
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
う
し
た
時
代
錯
誤
が
意
図
的
に
目
論
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
︑
関
雪
の
画
業
に

は
東
西
の
融
合
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
人
類
史
を
垂
直
に
辿
り
直
そ
う
と
す
る
意
思

を
も
想
定
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
︒
最
も
古
い
事
跡
は
最
も
新
し
い

発
見
の
対
象
と
な
る
︒
関
雪
は
先
史
洞
窟
絵
画
に
最
新
の
映
像
的
達
成
を
見
た

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
に
先
駆
し
︑
ま
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ィ
デ
イ
＝
ユ
ベ

ル
マ
ン
が
提
唱
す
る
﹁
時ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

代
錯
誤
史
観
﹂
の
自
覚
的
実
践
に
恰
好
の
事
例
を
提

供
す
る
画
家
と
も
な
る（

45
）

︒

　
七

　明
末
～
清
初
絵
画
の
復
権
―
―
現
代
性
と
時
代
錯
誤

　先
史
時
代
洞
窟
絵
画
へ
の
参
照
ま
で
は
な
お
立
証
で
き
な
い
に
せ
よ
︑
過
去

の
事
例
に
よ
っ
て
現
在
を
刷
新
す
る
と
い
う
一
種
の
時
代
錯
誤
を
関
雪
が
意
図

的
に
実
践
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
︑
否
定
で
き
な
い
︒
事
は
明
末
～
清
初
の
画

家
た
ち
の
復
権
に
関
わ
る
︒
そ
こ
に
は
清
朝
崩
壊
︑
辛
亥
革
命
前
後
以
降
か
ら

の
歴
史
の
展
開
︑
第
一
次
世
界
大
戦
を
挟
む
時
期
の
東
西
両
洋
の
相
互
認
識
や

文
化
交
流
が
錯
綜
し
て
い
た
︒

　こ
こ
で
関
雪
と
そ
の
周
辺
の
人
物
交
流
を
復
習
し
て
お
こ
う
︒
関
雪
が
銭
痩

鐡
（
一
八
九
七
～
一
九
六
七
）
に
最
初
に
会
っ
た
の
は
欧
州
旅
行
か
ら
帰
国
直

後
の
一
九
二
二
年
︑
上
海
に
お
い
て
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る（

46
）

︒
翌
年
関
雪
は
著

名
な
文
人
で
あ
っ
た
呉
昌
碩
（
一
八
四
四
～
一
九
二
七
）
と
も
知
己
を
得
る
︒

呉
は
日
本
滞
在
の
希
望
を
持
っ
て
い
た
が
︑
阿
片
吸
引
の
常
習
が
あ
る
た
め
︑

こ
れ
は
果
た
せ
な
い（

47
）

︒
代
わ
っ
て
銭
が
関
雪
の
白
沙
村
荘
に
招
か
れ（
一
九
二
三

～
二
四
）︑
画
家
た
ち
を
含
む
多
く
の
日
本
人
愛
好
家
が
銭
に
篆
刻
を
所
望
し

た
︒
関
雪
は
ま
た
上
海
の
商
工
業
界
で
大
物
と
な
る
王
一
亭
（
一
八
六
七
～

一
九
三
八
）
と
も
親
交
を
結
ぶ
︒
王
は
呉
昌
碩
の
代
理
人
あ
る
い
は
手
先
と

な
っ
て
書
画
骨
董
の
日
本
で
の
販
売
の
仲
介
に
も
関
与
し
た
様
子
で
あ
る（

48
）

︒
こ

れ
よ
り
先
︑
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
を
受
け
︑
羅
振
玉
（
一
八
六
六
～

一
九
四
〇
）
が
︑
王
國
維
（
一
八
七
七
～
一
九
二
二
）
と
と
も
に
日
本
に
亡
命
し

て
い
る
︒
王
は
一
九
一
六
年
に
は
帰
国
す
る
が
︑
羅
は
大
戦
が
終
了
す
る

一
九
一
九
年
ま
で
日
本
に
留
ま
り
︑
と
り
わ
け
京
都
で
多
く
の
支
那
通
や
文

人
・
学
者
と
交
流
を
持
っ
た
︒
主
要
な
人
名
に
限
れ
ば
︑
漢
詩
通
で
知
ら
れ
︑

上
海
経
験
も
豊
か
な
長
尾
雨
山
（
一
八
六
八
～
一
九
四
二
）︑
政
治
家
と
し
て
著

名
な
犬
養
毅
（
一
八
五
五
～
一
九
三
二
）︑
新
聞
記
者
か
ら
転
向
し
支
那
学
者
と

し
て
重
き
を
な
し
た
内
藤
湖
南
（
一
八
六
六
～
一
九
三
四
）︑
そ
れ
に
神
主
で
あ

る
と
と
も
に
最
後
の
南
画
家
と
の
異
名
も
と
っ
た
富
岡
鐵
齊
（
一
八
三
七
～

一
九
二
四
）
ら
で
あ
る（

49
）

︒

　関
雪
は
こ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
容
赦
な
い
観
察
を
残
し
て
い
る
︒
呉
昌
碩

に
つ
い
て
は
画
家
と
し
て
の
﹁
其
の
真
技
量
は
到
底
鐵
齊
翁
と
比
較
す
る
こ
と

が
出
来
ぬ
︒
だ
が
呉
昌
碩
は
詩
に
巧
み
で
あ
つ
た
︒
無
論
篆
刻
が
第
一
で
次
が

詩
︑
書
︑
画
と
云
ふ
順
序
で
あ
ら
う
︒
呉
翁
の
詩
は
い
ま
の
支
那
人
に
似
合
は

ぬ
弾
力
が
あ
る
︒
鐵
齊
翁
は
詩
は
作
ら
ぬ
で
は
な
か
つ
た
が
そ
れ
は
殆
ど
問
題
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に
も
な
ら
ぬ
程
幼
稚
な
も
の
で
あ
つ
た
﹂
と
い
っ
た
調
子
で
あ
る（

50
）

︒

　辛
亥
革
命
に
前
後
す
る
時
期
よ
り
︑
中
国
本
土
か
ら
は
︑
従
来
日
本
に
将
来

さ
れ
る
機
会
の
乏
し
か
っ
た
名
品
が
︑
あ
る
い
は
満
人
官
僚
旧
蔵
品
や
故
宮
な

ど
か
ら
の
放
出
品
に
混
じ
っ
て
到
来
す
る
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
呉

昌
碩
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
日
本
に
亡
命
し
た
清
朝
遺
臣
や
民
国
初
期
の
文

人
た
ち
の
書
画
は
︑
明
末
か
ら
清
初
以
降
の
大
家
た
ち
を
基
準
と
す
る
美
意
識

に
支
え
ら
れ
て
い
た
︒
南
画
家
と
し
て
自
他
と
も
に
任
じ
た
鐵
齊
と
の
比
較
が

可
能
な
の
も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
︒
だ
が
日
本
で
は
︑
こ
の
時
期
の
画
家
や
書
家

の
名
前
は
江
戸
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
に
せ
よ
︑
そ
の
正
統
な
名
品
を
目
に

す
る
機
会
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
︒
日
本
で
は
こ
れ
と
は
異
な
り
︑
伝
統

的
に
宋
か
ら
元
に
か
け
て
将
来
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
古
渡
り
﹂
が
中
国
書
画
骨

董
の
評
価
を
決
定
し
て
お
り
︑﹁
新
来
﹂
の
明
末
清
初
以
降
の
作
品
を
受
容
す

る
下
地
は
︑
ま
だ
十
分
に
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た（

51
）

︒
一
九
二
〇
年
代
に
は
折
か

ら
の
関
東
大
震
災
の
余
波
も
あ
り
︑
財
界
の
大
物
も
関
西
に
居
を
移
す
︒
こ
れ

に
と
も
な
い
中
国
新
来
の
骨
董
を
愛
玩
す
る
﹁
支
那
趣
味
﹂
も
醸
成
さ
れ
る
︒

関
雪
の
近
傍
で
は
作
家
の
谷
崎
潤
一
郎
も
そ
の
一
員
と
い
っ
て
よ
い（

52
）

︒
そ
し
て

清
朝
遺
臣
を
含
む
人
士
と
も
密
接
な
交
流
の
あ
っ
た
海
関
・
関
雪
親
子
の
周
辺

に
は
︑
こ
う
し
た
新
奇
な
支
那
趣
味
に
含
ま
れ
た
新
傾
向
を
先
導
し
得
る
︑
時

代
的
先
駆
性
が
備
わ
っ
て
い
た
︒
関
雪
の
郎
世
寧
＝
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
へ
の

い
ち
早
い
関
心
も
︑
そ
う
し
た
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

　さ
ら
に
北
宋
の
院
体
画
や
郎
世
寧
流
の
写
実
性
に
富
ん
だ
欧
風
宮
廷
画
と
は

対
極
を
な
す
︑
い
わ
ゆ
る
南
画
へ
の
関
心
が
高
ま
る
の
も
︑
同
時
代
の
現
象
で

あ
る
︒
関
雪
の
鐵
齊
に
対
す
る
い
さ
さ
か
な
ら
ず
無
遠
慮
な
評
定
も
︑
関
雪
自

身
が
自
ら
の
南
画
お
よ
び
漢
籍
に
対
す
る
確
固
た
る
見
識
を
誇
示
し
た
い
自
負

心
と
︑
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
関
雪
の
画
業
で
い
わ

ゆ
る
南
画
的
な
表
現
が
横
溢
し
は
じ
め
る
の
は
︑
辛
亥
革
命
か
ら
数
年
を
経
た
︑

一
九
一
六
年
頃
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
す
で
に
一
九
一
〇
年
代
か
ら
雑
誌

﹃
白
樺
﹄
な
ど
の
影
響
に
よ
り
︑
い
わ
ゆ
る
後
期
印
象
派
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
︑

﹁
絵
画
の
約
束
﹂
論
争
で
白
樺
派
を
批
判
し
た
木
下
杢
太
郎
な
ど
は
︑

一
九
一
三
年
の
﹃
美
術
新
報
﹄
誌
上
で
い
ち
早
く
ワ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
の
﹃
藝
術
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
﹄（
一
九
〇
八
）
に
着
目
し
︑
同
様

の
﹁
非
自
然
主
義
的
傾
向
﹂
を
同
時
代
の
日
本
画
壇
に
も
見
出
し
て
い
た
︒
こ

こ
に
は
す
で
に
ド
イ
ツ
経
由
の
﹁
表
現
主
義
﹂
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
︒
と
は

い
え
そ
れ
が
文
人
画
の
流
行
と
合
流
す
る
の
に
は
︑
梅
澤
和
軒
の
論
評
を
借
り

る
な
ら
ば
︑
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
了
を
待
つ
必
要
が
あ
っ
た
︒
一
九
一
九
年

に
は
︑
千
頁
に
及
ぶ
文
字
通
り
の
大
著
︑﹃
日
本
南
画
史
﹄
を
刊
行
し
て
い
た

梅
澤
は
︑﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
二
一
年
五
月
号
掲
載
の
﹁
表
現
主
義
の
流
行

と
文
人
画
の
復
興
﹂
で
︑
こ
の
両
者
の
流
行
は
今
次
大
戦
後
に
典
型
的
な
潮
流

で
あ
る
が
︑
日
本
は
ド
イ
ツ
語
圏
渡
り
の
表
現
主
義
亜
流
に
靡な
び

く
よ
り
は
︑
む

し
ろ
文
人
画
精
神
を
吸
収
し
て
﹁
東
洋
主
義
﹂
の
大
道
に
連
な
る
べ
き
︑
と
の

意
見
を
開
陳
す
る（

53
）

︒

　関
雪
自
身
も
︑
最
初
の
欧
州
視
察
で
欧
州
に
お
け
る
東
洋
画
の
影
響
を
見
定
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を
付
記
し
て
お
き
た
い（

60
）

︒

　い
わ
ゆ
る
﹁
支
那
学
者
﹂
の
学
識
に
対
す
る
画
家
・
関
雪
の
敵
愾
心
は
︑

﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
で
は
作
画
技
法
に
つ
い
て
の
薀
蓄
と
な
っ
て
現
れ
る
︒
例

え
ば
溌
墨
と
破
墨
と
に
つ
い
て
︑
従
来
の
日
本
で
の
理
解
は
︑
中
国
で
の
そ
れ

と
逆
転
し
て
い
る
と
関
雪
は
指
摘
す
る（

61
）

︒﹁
破
墨
﹂
と
は
ま
ず
淡
墨
で
輪
郭
を

描
き
そ
こ
に
湿
気
を
保
っ
た
ま
ま
濃
墨
を
付
加
し
て
ゆ
き
︑
そ
の
う
え
で
焦
墨

を
も
っ
て
輪
郭
を
破
る
過
程
に
至
る
技
法
だ
と
い
う
︒
し
た
が
っ
て
日
本
で
雪

村
や
雪
舟
の
破
墨
山
水
と
称
し
て
い
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
︑
支
那
で
は
む
し

ろ
溌
墨
山
水
に
相
当
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
﹁
溌
墨
﹂
は
土
筆
（
や
き
ず
み
）
に

よ
っ
て
臨
界
を
定
め
︑﹁
山
石
林
木
を
照
映
聯
絡
し
﹂︑
再
度
﹁
淡
墨
を
以
て
落

定
し
︑
湿
墨
を
醸
し
て
一
気
に
写
出
﹂︑
と
い
う
工
程
を
取
る
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
南
宗
は
多
く
破
墨
を
用
ひ
︑
北
宗
は
多
く
溌
墨
を
用
ゆ
﹂
と（

62
）

︒
関
雪
の
説
明

は
︑
墨
や
硯
の
良
し
悪
し
や
︑
絹
地
や
用
紙
の
選
択
︑
顔
料
の
調
合
︑
礬
砂
の

引
き
方
︑
チ
ビ
た
筆
の
効
能
︑
は
て
は
題
字
や
落
款
の
適
否
に
及
ぶ
︒
こ
と
支

那
の
事
象
に
つ
い
て
の
権
威
あ
る
主
張
は
︑
制
作
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
︑
関
雪

の
頑
固
な
ま
で
の
自
律
心
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
︒

　
八

　「生
命
の
流
露
」
と
石
濤
の
位
置

　石
濤
の
代
表
作
の
幾
つ
か
を
︑
京
都
で
は
当
時
か
ら
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
︒︽
黄
山
図
鑑
︾（
一
六
九
九
）
と
︽
廬
山
観
瀑
図
︾
は
現
在
で
は
住
友
家
の

泉
屋
博
古
館
に
あ
る
が
︑
関
雪
が
﹃
石
濤
﹄
執
筆
の
折
に
は
︽
黄
山
図
鑑
︾
は

銭
涯
︑︽
黄
山
山
水
帖
︾
は
石
井
林
響
の
蔵
だ
っ
た
と
あ
る（

63
）

︒
関
雪
自
身
は
お

か
し
な
こ
と
に
﹁
私
個
人
と
し
て
は
︑
石
濤
に
或
る
反
撥
を
覚
え
︑
寧
ろ
金
冬

心
の
方
を
︑
よ
り
愛
す
る
﹂
と
告
白
す
る（

64
）

︒
実
際
︑
冬
心
（
あ
る
い
は
金
農
：

一
六
八
七
～
一
七
六
三
）
が
西
洋
種
の
犬
を
入
手
し
て
旅
中
の
伴
侶
に
し
た
こ

と
に
ま
で
関
雪
は
触
れ
て
お
り（

65
）

︑
関
雪
自
ら
も
︑
冬
心
に
倣
っ
た
も
の
か
︑
郎

世
寧
の
洋
犬
図
を
模
写
す
る
ば
か
り
か
︑
昭
和
十
年
代
に
は
グ
レ
イ
ト
デ
ン
︑

グ
レ
ー
ハ
ウ
ン
ド
︑
ボ
ル
ゾ
イ
な
ど
︑
つ
ぎ
つ
ぎ
と
大
型
の
洋
犬
を
飼
っ
て
は

巨
大
な
絵
に
描
い
て
も
い
る（

66
）

︒

　む
し
ろ
実
作
で
石
濤
の
︽
黄
山
図
鑑
︾
か
ら
着
想
を
得
た
の
は
村
上
華
岳

（
一
八
八
八
～
一
九
三
九
）
で
は
な
か
っ
た
か
︒︽
松
山
雲
烟
︾（
一
九
二
五
）
に

は
石
濤
の
筆
遣
い
を
自
作
に
写
そ
う
と
す
る
苦
心
が
窺
わ
れ
る（

67
）

︒
関
雪
は
﹃
南

画
へ
の
道
程
﹄（
一
九
二
四
）
に
以
下
の
観
察
を
書
き
付
け
る
︒﹁
従
来
は
日
本

画
は
か
く
も
の
︑
洋
画
は
塗
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
居
た
︒
そ
れ
が
近
来
の
傾
向

を
見
る
と
塗
る
べ
く
思
は
れ
た
洋
画
が
却
て
痛
快
な
筆
触
を
見
せ
て
居
る
に
反

し
︑
日
本
画
の
若
い
作
家
は
ス
リ
硝
子
で
も
曇
ら
し
た
や
う
に
︑
う
す
ぼ
ん
や

り
と
成
る
べ
く
ク
マ
を
手
際
よ
く
す
る
こ
と
に
丹
念
し
て
居
る（

68
）

﹂︒
国
画
創
作

協
会
に
属
し
て
い
た
華
岳
自
身
︑
こ
う
し
た
洋
の
東
西
に
お
け
る
筆
致
と
塗
装

と
の
逆
転
は
他
人
ご
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
︒
あ
た
か
も
こ
の
関
雪
の
指
摘

に
沿
う
か
の
よ
う
に
︑
華
岳
は
こ
こ
で
い
ま
ま
で
の
塗
装
中
心
の
作
画
を
改
め
︑

無
数
の
細
か
な
松
の
木
立
を
繊
細
・
軽
快
な
筆
触
で
画
面
に
植
え
込
ん
で
ゆ
く
︒

116

め
た
こ
と
が
︑
南
画
へ
の
確
信
を
深
め
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
︒
そ
れ
を
裏
書

き
す
る
よ
う
に
︑﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄（
一
九
二
四
）
に
収
め
た
﹁
気
韻
と
生
命
﹂

で
関
雪
は
こ
う
記
し
て
い
る
︒﹁
明
末
か
ら
清
初
に
な
る
と
ゴ
オ
ホ
や
ゴ
オ

キ
ャ
ン
又
は
現
今
の
マ
チ
ス
︒
ド
ラ
ン
︒
ヴ
ラ
マ
ン
ク
な
ど
の
如
く
野
獣
派
の

作
品
と
傾
向
が
同
一
に
な
つ
て
︑﹃
生
命
の
流
露
﹄
即
ち
醜
な
る
も
の
悪
な
る

も
の
も
本
来
の
人
間
性
を
偽
ら
ず
内
な
る
欲
求
の
ま
ま
に
発
現
す
る
こ
と
を
以

て
気
韻
生
動
に
代
は
る
も
の
と
し
て
居
る
︒
同
時
に
古
拙
を
尚
ぶ
藝
術
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
﹂︒
さ
ら
に
具
体
的
に
敷
衍
し
た
後
︑
関
雪
は
こ
う
締
め
く
く

る
︒﹁
欧
州
の
藝
術
を
崇
拝
す
る
人
が
東
洋
に
あ
つ
て
は
已
に
二
百
年
前
そ
の

運
動
が
行
は
れ
て
居
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
﹂
と（

54
）

︒

　実
態
は
と
い
え
ば
︑
と
り
わ
け
世
界
大
戦
後
に
な
っ
て
︑
印
象
派
以
降
の
傾

向
や
表
現
主
義
が
欧
州
で
支
配
的
と
な
っ
た
た
め
に
︑
そ
の
影
響
で
東
洋
の
文

人
画
再
評
価
の
機
運
も
醸
成
さ
れ
た
面
が
あ
る
︒
だ
が
関
雪
は
そ
う
し
た
状
況

判
断
を
逆
手
に
取
り
︑
遡
及
的
に
因
果
関
係
を
再
度
顛
倒
さ
せ
て
︑
む
し
ろ
東

洋
文
人
画
が
西
欧
現
今
の
潮
流
に
二
百
年
ほ
ど
先
行
し
て
い
る
と
の
認
識
を
示

し
︑
最
終
的
に
は
東
洋
画
の
西
洋
画
に
対
す
る
歴
史
的
・
審
美
的
優
位
を
主
張

す
る
︒
こ
う
し
た
潮
流
の
な
か
で
︑
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
た
の
が
︑
石
濤
あ
る

い
は
八
大
山
人
と
い
っ
た
南
画
あ
る
い
は
文
人
画
の
系
譜
で
あ
る（

55
）

︒

　関
雪
が
石
濤
に
注
目
す
る
の
も
︑
明
末
～
清
初
文
人
画
復
興
に
先
鞭
を
着
け

よ
う
と
す
る
認
識
に
立
脚
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
︒
だ
が
玉
堂
と
石
濤
を
世
間
に

紹
介
し
た
の
は
﹁
自
分
等
が
発
頭
人
﹂
と
自
認
す
る
関
雪
は
︑﹁
中
に
は
何
も

知
ら
ぬ
よ
う
な
連
中
ま
で
︑
尻
尾
に
つ
い
て
囃
し
立
つ
る
に
は
一
寸
眉
を
顰
め

ざ
る
を
得
ぬ
﹂
と
し
て
︑
こ
う
続
け
る
︒﹁
こ
の
頃
︑
あ
る
支
那
学
が
︑
京
の

南
画
家
を
集
め
て
︑
石
濤
の
画
語
録
を
講
義
し
つ
つ
あ
る
と
か
云
ふ
事
で
あ
る
︒

講
ず
る
人
も
︑
聞
か
さ
れ
る
人
も
︑
一
種
の
悲
哀
で
あ
る
︒
石
濤
の
画
語
録
は
︑

石
濤
の
心
持
ち
を
以
て
入
ら
ね
ば
到
達
し
得
ぬ
︑
禅
語
に
類
し
た
も
の
で
あ

る（
56
）

﹂︒　い
っ
た
い
こ
こ
で
標
的
と
な
っ
て
い
る
の
は
誰
だ
ろ
う
か
︒
内
藤
湖
南
は
早

く
も
一
九
一
五
年
に
は
﹁
清
代
絵
画
﹂
に
関
す
る
公
演
を
行
っ
て
い
る（

57
）

︒
鐵
齊

の
息
子
︑
富
岡
謙
蔵
（
一
八
七
三
～
一
九
一
八
）
は
一
九
一
八
年
夏
に
清
初
の

画
家
に
つ
い
て
講
演
し
︑
そ
れ
は
彼
の
夭
折
後
﹃
四
王
呉
惲
﹄（
一
九
一
九
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
二
一
年
に
は
青
木
正
児
が
﹁
石
濤
の
画
と
画

論
と
﹂
を
﹃
支
那
学
﹄
第
一
巻
第
八
号
（
一
九
二
一
）
に
掲
載
し
て
お
り
︑
こ

れ
が
学
術
的
に
は
最
初
の
論
文
と
さ
れ
︑
ど
う
や
ら
関
雪
の
仮
想
敵
は
こ
の
あ

た
り
か
と
察
し
が
つ
く（

58
）

︒
さ
ら
に
翌
年
に
は
伊
勢
専
一
郎
の
﹃
支
那
の
絵
画
﹄

（
一
九
二
二
）
が
刊
行
さ
れ
る
︒
二
五
年
に
は
本
田
陰
軒
と
青
木
正
児
に
よ
り

﹁
支
那
名
画
展
覧
会
﹂
が
開
催
さ
れ
る
が
︑﹃
関
雪
随
筆
﹄
は
そ
の
前
年
に
刊
行

さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
こ
れ
は
こ
こ
で
の
探
索
の
有
効
範
囲
を
超
え
る（

59
）

︒
関
雪
自

身
の
﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄（
一
九
二
四
）
の
刊
行
も
こ
の
直
前
︒
さ
ら
に
関
雪

は
自
分
の
蒐
集
を
も
口
絵
に
複
写
し
た
﹃
石
濤
﹄（
一
九
二
五
）
を
刊
行
す
る
︒

な
お
曾
布
川
寛
﹁﹁
近
代
﹂
に
お
け
る
関
西
中
国
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
﹂

の
ほ
か
に
︑
当
時
の
状
況
に
関
す
る
要
領
よ
い
歴
史
的
鳥
瞰
が
見
ら
れ
る
こ
と
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を
付
記
し
て
お
き
た
い（

60
）

︒

　い
わ
ゆ
る
﹁
支
那
学
者
﹂
の
学
識
に
対
す
る
画
家
・
関
雪
の
敵
愾
心
は
︑

﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
で
は
作
画
技
法
に
つ
い
て
の
薀
蓄
と
な
っ
て
現
れ
る
︒
例

え
ば
溌
墨
と
破
墨
と
に
つ
い
て
︑
従
来
の
日
本
で
の
理
解
は
︑
中
国
で
の
そ
れ

と
逆
転
し
て
い
る
と
関
雪
は
指
摘
す
る（

61
）

︒﹁
破
墨
﹂
と
は
ま
ず
淡
墨
で
輪
郭
を

描
き
そ
こ
に
湿
気
を
保
っ
た
ま
ま
濃
墨
を
付
加
し
て
ゆ
き
︑
そ
の
う
え
で
焦
墨

を
も
っ
て
輪
郭
を
破
る
過
程
に
至
る
技
法
だ
と
い
う
︒
し
た
が
っ
て
日
本
で
雪

村
や
雪
舟
の
破
墨
山
水
と
称
し
て
い
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
︑
支
那
で
は
む
し

ろ
溌
墨
山
水
に
相
当
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
﹁
溌
墨
﹂
は
土
筆
（
や
き
ず
み
）
に

よ
っ
て
臨
界
を
定
め
︑﹁
山
石
林
木
を
照
映
聯
絡
し
﹂︑
再
度
﹁
淡
墨
を
以
て
落

定
し
︑
湿
墨
を
醸
し
て
一
気
に
写
出
﹂︑
と
い
う
工
程
を
取
る
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
南
宗
は
多
く
破
墨
を
用
ひ
︑
北
宗
は
多
く
溌
墨
を
用
ゆ
﹂
と（

62
）

︒
関
雪
の
説
明

は
︑
墨
や
硯
の
良
し
悪
し
や
︑
絹
地
や
用
紙
の
選
択
︑
顔
料
の
調
合
︑
礬
砂
の

引
き
方
︑
チ
ビ
た
筆
の
効
能
︑
は
て
は
題
字
や
落
款
の
適
否
に
及
ぶ
︒
こ
と
支

那
の
事
象
に
つ
い
て
の
権
威
あ
る
主
張
は
︑
制
作
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
︑
関
雪

の
頑
固
な
ま
で
の
自
律
心
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
︒

　
八

　「生
命
の
流
露
」
と
石
濤
の
位
置

　石
濤
の
代
表
作
の
幾
つ
か
を
︑
京
都
で
は
当
時
か
ら
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
︒︽
黄
山
図
鑑
︾（
一
六
九
九
）
と
︽
廬
山
観
瀑
図
︾
は
現
在
で
は
住
友
家
の

泉
屋
博
古
館
に
あ
る
が
︑
関
雪
が
﹃
石
濤
﹄
執
筆
の
折
に
は
︽
黄
山
図
鑑
︾
は

銭
涯
︑︽
黄
山
山
水
帖
︾
は
石
井
林
響
の
蔵
だ
っ
た
と
あ
る（

63
）

︒
関
雪
自
身
は
お

か
し
な
こ
と
に
﹁
私
個
人
と
し
て
は
︑
石
濤
に
或
る
反
撥
を
覚
え
︑
寧
ろ
金
冬

心
の
方
を
︑
よ
り
愛
す
る
﹂
と
告
白
す
る（

64
）

︒
実
際
︑
冬
心
（
あ
る
い
は
金
農
：

一
六
八
七
～
一
七
六
三
）
が
西
洋
種
の
犬
を
入
手
し
て
旅
中
の
伴
侶
に
し
た
こ

と
に
ま
で
関
雪
は
触
れ
て
お
り（

65
）

︑
関
雪
自
ら
も
︑
冬
心
に
倣
っ
た
も
の
か
︑
郎

世
寧
の
洋
犬
図
を
模
写
す
る
ば
か
り
か
︑
昭
和
十
年
代
に
は
グ
レ
イ
ト
デ
ン
︑

グ
レ
ー
ハ
ウ
ン
ド
︑
ボ
ル
ゾ
イ
な
ど
︑
つ
ぎ
つ
ぎ
と
大
型
の
洋
犬
を
飼
っ
て
は

巨
大
な
絵
に
描
い
て
も
い
る（

66
）

︒

　む
し
ろ
実
作
で
石
濤
の
︽
黄
山
図
鑑
︾
か
ら
着
想
を
得
た
の
は
村
上
華
岳

（
一
八
八
八
～
一
九
三
九
）
で
は
な
か
っ
た
か
︒︽
松
山
雲
烟
︾（
一
九
二
五
）
に

は
石
濤
の
筆
遣
い
を
自
作
に
写
そ
う
と
す
る
苦
心
が
窺
わ
れ
る（

67
）

︒
関
雪
は
﹃
南

画
へ
の
道
程
﹄（
一
九
二
四
）
に
以
下
の
観
察
を
書
き
付
け
る
︒﹁
従
来
は
日
本

画
は
か
く
も
の
︑
洋
画
は
塗
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
居
た
︒
そ
れ
が
近
来
の
傾
向

を
見
る
と
塗
る
べ
く
思
は
れ
た
洋
画
が
却
て
痛
快
な
筆
触
を
見
せ
て
居
る
に
反

し
︑
日
本
画
の
若
い
作
家
は
ス
リ
硝
子
で
も
曇
ら
し
た
や
う
に
︑
う
す
ぼ
ん
や

り
と
成
る
べ
く
ク
マ
を
手
際
よ
く
す
る
こ
と
に
丹
念
し
て
居
る（

68
）

﹂︒
国
画
創
作

協
会
に
属
し
て
い
た
華
岳
自
身
︑
こ
う
し
た
洋
の
東
西
に
お
け
る
筆
致
と
塗
装

と
の
逆
転
は
他
人
ご
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
︒
あ
た
か
も
こ
の
関
雪
の
指
摘

に
沿
う
か
の
よ
う
に
︑
華
岳
は
こ
こ
で
い
ま
ま
で
の
塗
装
中
心
の
作
画
を
改
め
︑

無
数
の
細
か
な
松
の
木
立
を
繊
細
・
軽
快
な
筆
触
で
画
面
に
植
え
込
ん
で
ゆ
く
︒
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　関
雪
は
︑﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
に
︑
欧
州
旅
行
の
追
憶
と
し
て
こ
う
も
書
い

て
い
る
︒﹁
最
も
切
実
に
感
じ
た
こ
と
は
︑
西
洋
の
風
景
に
は
空
の
色
が
看
照

の
重
要
点
と
な
る
こ
と
で
︑
空
を
除
外
し
て
は
画
が
成
り
立
た
ぬ
と
思
う
に
反

し
て
︑
支
那
で
は
空
の
色
が
風
と
か
雨
と
か
特
異
の
場
合
以
外
︑
さ
の
み
重
要

の
要
素
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る（

73
）

﹂︒
華
岳
の
︽
松
山
雲
烟
︾
制
作
と
同
年
に
刊

行
さ
れ
た
﹃
石
濤
﹄
に
︑
関
雪
は
自
ら
の
蒐
集
と
し
て
︑
巻
の
冒
頭
︑︽
雨
中

渡
舟
︾
と
名
付
け
た
作
品
を
選
ん
で
い
る
︒
そ
こ
で
石
濤
は
︑
驟
雨
の
雨
脚
が

画
面
全
体
を
斜
め
に
降
り
渡
る
様
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
関
雪
の
定
義
す
る

﹁
破
墨
﹂
が
︑
沛
然
た
る
雨
空
を
構
成
す
る
︒
関
雪
が
こ
の
作
品
を
わ
ざ
わ
ざ

自
著
の
劈
頭
に
選
び
︑﹁
出
色
の
出
来
と
思
ふ（

74
）

﹂
と
巻
末
に
記
し
た
理
由
は
明

ら
か
だ
ろ
う
︒
支
那
の
絵
と
し
て
は
例
外
的
に
︑
こ
の
作
品
で
は
空
が
﹁
重
要

な
要
素
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
﹁
空
を
除
外
し
て
は
画
が
成
り
立
た
ぬ
﹂︒

そ
し
て
こ
の
空
に
よ
っ
て
﹁
風
と
か
雨
と
か
﹂
が
﹁
特
異
﹂
な
描
写
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒
関
雪
が
選
ん
だ
石
濤
の
作
品
は
︑
空
の
描
写
に
お
け
る

洋
の
東
西
の
差
異
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
︑
ま
た
石
濤
の
重
要
性
を
も
際
立
た

す
作
例
だ
っ
た
︒
関
雪
愛
蔵
の
石
濤
こ
そ
は
︑
そ
の
例
外
的
な
降
雨
の
描
写
に

よ
っ
て
︑
西
洋
油
彩
画
の
傑
作
に
比
し
て
も
遜
色
な
い
︑
空
の
様
相
を
﹁
水

墨
﹂
に
よ
り
具
現
し
て
い
た
の
だ
か
ら
︒

　
九

　明
～
清
画
家
と
泰
西
画
家
の
競
演

　東
西
美
術
史
の
統
合
と
い
う
命
題
が
あ
る
︒
だ
が
一
口
に
中
国
美
術
史
と

い
っ
て
も
︑
宋
や
元
の
古
典
︑
日
本
で
い
え
ば
古
渡
の
名
品
と
西
洋
美
術
史
と

を
こ
と
あ
ら
た
め
て
対
峙
さ
せ
る
こ
と
に
は
︑
当
時
の
藝
術
家
に
と
っ
て
さ
ほ

ど
大
き
な
意
義
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
明
末
～
清
初
の
大
家
と
近
代
以
降
の
泰

西
巨
匠
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
こ
そ
︑
同
時
代
的
な
意
味
︑
美
学
的
な
課
題
が

あ
っ
た
︒
そ
れ
は
歴
史
学
の
世
界
の
関
心
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
︒
こ
こ

に
両
大
戦
間
の
東
西
美
術
交
流
が
描
く
地
形
図
の
特
殊
な
状
況
が
あ
る
︒
橋
本

関
雪
に
と
っ
て
︑﹁
枠
組
み
を
折
衝
す
る
﹂
と
は
︑
西
欧
近
代
の
巨
匠
を
︑
彼

ら
に
二
百
年
ほ
ど
先
立
つ
中
国
書
画
の
巨
匠
の
描
く
群
像
に
対
比
さ
せ
て
︑
位

置
づ
け
直
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
︒
そ
れ
も
両
者
同
等
の
資
格
で
︑
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
︒
泰
西
の
美
的
基
準
に
沿
っ
て
分
類
す
る
の
で
は
な
く
︑
む
し

ろ
中
国
の
規
範
に
沿
っ
て
泰
西
の
画
家
た
ち
を
品
定
め
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る
︒
注
意
す
べ
き
は
︑
そ
れ
が
単
な
る
中
華
思
想
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

関
雪
が
提
唱
す
る
規
範
を
体
現
す
る
画
家
た
ち
は
︑
決
し
て
日
本
で
そ
れ
以
前

に
広
く
通
用
し
て
い
た
宋
元
の
巨
匠
た
ち
で
は
な
い
︒
日
本
で
の
伝
統
的
な
禅

宗
水
墨
画
を
中
心
と
し
た
中
国
絵
画
史
の
常
識
か
ら
見
れ
ば
︑
む
し
ろ
異
端
と

い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
南
画
系
の
画
家
た
ち
が
︑
印
象
派
以
降
の
泰
西
画
家

た
ち
の
先
駆
者
と
し
て
︑
あ
ら
た
め
て
召
喚
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
少
な
く
と

118

描
線
を
色
班
で
塗
り
潰
す
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
筆
触
の
運
動
に
よ
っ
て
画
面

に
運
動
を
生
じ
せ
し
め
︑
関
雪
の
説
く
﹁
生
命
の
流
露
﹂
に
よ
っ
て
な
だ
ら
か

な
山
体
を
再
創
造
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
︑
画
面
に
は
穏
や
か
に
横
溢
し
て
い

る（
69
）

︒　﹁油
絵
が
描
く
も
の
と
な
り
︑
日
本
画
が
塗
る
流
と
な
つ
て
︑
主
客
顛
倒
の

有
様
と
な
つ
た（

70
）

﹂
と
い
う
の
が
関
雪
の
見
立
て
だ
っ
た
が
︑
関
雪
は
同
時
に
欧

州
視
察
の
成
果
と
し
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
も
開
陳
し
て
い
た
︒﹁
已
に
近

来
洋
画
家
の
先
覚
者
の
中
に
も
東
洋
画
に
帰
順
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
は
︑
一

つ
に
こ
の
空
気
の
支
配
で
あ
る（

71
）

﹂︒
こ
こ
で
﹁
空
気
﹂
と
は
﹁
周
囲
の
必
然
的

欲
求
﹂
か
ら
醸
成
さ
れ
た
同
時
代
の
雰
囲
気
の
謂
︒
洋
行
か
ら
戻
っ
た
関
雪
の

現
地
報
告
は
︑
健
康
上
の
理
由
か
ら
同
時
期
に
洋
行
の
機
会
を
逃
し
た
華
岳
に

と
っ
て
︑
そ
れ
こ
そ
切
実
な
現
場
証
言
だ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︽
松
山

雲
烟
︾
で
華
岳
は
こ
の
教
訓
に
則
り
︑
自
ら
も
﹁
東
洋
画
の
線
の
面
白
み
﹂
へ

と
回
帰
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
︒
華
岳
が
関
雪
の
﹃
南
画
へ
の

道
程
﹄
の
行
文
に
接
し
た
蓋
然
性
は
否
定
し
き
れ
ま
い
︒
全
体
と
し
て
は
﹁
ス

リ
硝
子
﹂
を
思
わ
せ
る
高
湿
の
﹁
雲
烟
﹂
に
包
ま
れ
た
大
気
の
向
こ
う
に
︑

﹁
筆
触
の
上
に
軽
快
さ（

72
）

﹂
が
透
視
さ
れ
︑
こ
こ
で
華
岳
は
︑
い
わ
ば
石
濤
の
筆

致
を
現
代
に
召
喚
し
よ
う
と
狙
っ
て
い
る
︒

図 18　石濤《黄山図鑑》1699 年（部分）、泉屋博古館

図 19　村上華岳《松山雲烟》1925 年（部分）

図 20　橋本関雪『石濤』1926 年所収
図版、関雪所蔵
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　関
雪
は
︑﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
に
︑
欧
州
旅
行
の
追
憶
と
し
て
こ
う
も
書
い

て
い
る
︒﹁
最
も
切
実
に
感
じ
た
こ
と
は
︑
西
洋
の
風
景
に
は
空
の
色
が
看
照

の
重
要
点
と
な
る
こ
と
で
︑
空
を
除
外
し
て
は
画
が
成
り
立
た
ぬ
と
思
う
に
反

し
て
︑
支
那
で
は
空
の
色
が
風
と
か
雨
と
か
特
異
の
場
合
以
外
︑
さ
の
み
重
要

の
要
素
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る（

73
）

﹂︒
華
岳
の
︽
松
山
雲
烟
︾
制
作
と
同
年
に
刊

行
さ
れ
た
﹃
石
濤
﹄
に
︑
関
雪
は
自
ら
の
蒐
集
と
し
て
︑
巻
の
冒
頭
︑︽
雨
中

渡
舟
︾
と
名
付
け
た
作
品
を
選
ん
で
い
る
︒
そ
こ
で
石
濤
は
︑
驟
雨
の
雨
脚
が

画
面
全
体
を
斜
め
に
降
り
渡
る
様
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
関
雪
の
定
義
す
る

﹁
破
墨
﹂
が
︑
沛
然
た
る
雨
空
を
構
成
す
る
︒
関
雪
が
こ
の
作
品
を
わ
ざ
わ
ざ

自
著
の
劈
頭
に
選
び
︑﹁
出
色
の
出
来
と
思
ふ（

74
）

﹂
と
巻
末
に
記
し
た
理
由
は
明

ら
か
だ
ろ
う
︒
支
那
の
絵
と
し
て
は
例
外
的
に
︑
こ
の
作
品
で
は
空
が
﹁
重
要

な
要
素
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
﹁
空
を
除
外
し
て
は
画
が
成
り
立
た
ぬ
﹂︒

そ
し
て
こ
の
空
に
よ
っ
て
﹁
風
と
か
雨
と
か
﹂
が
﹁
特
異
﹂
な
描
写
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒
関
雪
が
選
ん
だ
石
濤
の
作
品
は
︑
空
の
描
写
に
お
け
る

洋
の
東
西
の
差
異
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
︑
ま
た
石
濤
の
重
要
性
を
も
際
立
た

す
作
例
だ
っ
た
︒
関
雪
愛
蔵
の
石
濤
こ
そ
は
︑
そ
の
例
外
的
な
降
雨
の
描
写
に

よ
っ
て
︑
西
洋
油
彩
画
の
傑
作
に
比
し
て
も
遜
色
な
い
︑
空
の
様
相
を
﹁
水

墨
﹂
に
よ
り
具
現
し
て
い
た
の
だ
か
ら
︒

　
九

　明
～
清
画
家
と
泰
西
画
家
の
競
演

　東
西
美
術
史
の
統
合
と
い
う
命
題
が
あ
る
︒
だ
が
一
口
に
中
国
美
術
史
と

い
っ
て
も
︑
宋
や
元
の
古
典
︑
日
本
で
い
え
ば
古
渡
の
名
品
と
西
洋
美
術
史
と

を
こ
と
あ
ら
た
め
て
対
峙
さ
せ
る
こ
と
に
は
︑
当
時
の
藝
術
家
に
と
っ
て
さ
ほ

ど
大
き
な
意
義
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
明
末
～
清
初
の
大
家
と
近
代
以
降
の
泰

西
巨
匠
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
こ
そ
︑
同
時
代
的
な
意
味
︑
美
学
的
な
課
題
が

あ
っ
た
︒
そ
れ
は
歴
史
学
の
世
界
の
関
心
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
︒
こ
こ

に
両
大
戦
間
の
東
西
美
術
交
流
が
描
く
地
形
図
の
特
殊
な
状
況
が
あ
る
︒
橋
本

関
雪
に
と
っ
て
︑﹁
枠
組
み
を
折
衝
す
る
﹂
と
は
︑
西
欧
近
代
の
巨
匠
を
︑
彼

ら
に
二
百
年
ほ
ど
先
立
つ
中
国
書
画
の
巨
匠
の
描
く
群
像
に
対
比
さ
せ
て
︑
位

置
づ
け
直
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
︒
そ
れ
も
両
者
同
等
の
資
格
で
︑
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
︒
泰
西
の
美
的
基
準
に
沿
っ
て
分
類
す
る
の
で
は
な
く
︑
む
し

ろ
中
国
の
規
範
に
沿
っ
て
泰
西
の
画
家
た
ち
を
品
定
め
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る
︒
注
意
す
べ
き
は
︑
そ
れ
が
単
な
る
中
華
思
想
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

関
雪
が
提
唱
す
る
規
範
を
体
現
す
る
画
家
た
ち
は
︑
決
し
て
日
本
で
そ
れ
以
前

に
広
く
通
用
し
て
い
た
宋
元
の
巨
匠
た
ち
で
は
な
い
︒
日
本
で
の
伝
統
的
な
禅

宗
水
墨
画
を
中
心
と
し
た
中
国
絵
画
史
の
常
識
か
ら
見
れ
ば
︑
む
し
ろ
異
端
と

い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
南
画
系
の
画
家
た
ち
が
︑
印
象
派
以
降
の
泰
西
画
家

た
ち
の
先
駆
者
と
し
て
︑
あ
ら
た
め
て
召
喚
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
少
な
く
と
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　こ
こ
で
関
雪
は
自
著
﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
か
ら
引
用
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に

は
︑
あ
く
ま
で
泰
西
絵
画
史
の
ほ
う
が
東
ア
ジ
ア
に
比
べ
て
遅
れ
を
取
っ
て
い

る
と
す
る
著
者
の
価
値
判
断
が
濃
厚
で
あ
る
︒
税
官
吏
ル
ソ
ー
や
フ
ァ
ン
・

ゴ
ッ
ホ
の
場
合
が
そ
の
例
証
を
提
供
す
る
︒﹁
ル
ツ
ソ
ウ
と
か
ゴ
ー
ホ
の
画
が

若
し
東
洋
に
在
つ
た
な
ら
ば
︑
も
つ
と
早
く
生
前
夙
に
そ
の
真
価
を
認
め
ら
れ

て
居
た
で
あ
ろ
う
と
思
ふ（

81
）

﹂︒
さ
ら
に
関
雪
は
︑﹁
セ
ザ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
創
始
さ

れ
た
﹃
組
立
て
﹄
は
立
体
派
を
助
成
せ
し
め
る
動
機
と
な
っ
た
が
﹂
日
本
に
お

い
て
は
同
様
の
運
動
が
雪
舟
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
の
︑
萌
芽
の
ま
ま
で
刈

り
取
ら
れ
た
と
の
見
解
を
示
し
︑
こ
れ
に
対
し
て
﹁
そ
の
他
面
と
し
て
東
洋
人

は
理
解
あ
る
立
体
の
﹃
組
脱
し
﹄
に
は
驚
く
べ
き
天
才
的
働
き
を
見
せ
て
居
る
︒

そ
の
南
画
に
於
い
て
殊
に
然
る
の
で
あ
る
﹂
と
の
意
見
を
述
べ
る（

82
）

︒
こ
こ
に
見

え
る
﹁
組
脱
し
﹂
が
な
に
に
由
来
す
る
か
は
な
お
不
明
だ
が
︑
後
に
洋
画
家
の

小
出
楢
重
も
︑﹃
油
絵
新
技
法
﹄（
一
九
三
〇
）
に
お
い
て
︑
西
洋
近
代
絵
画
は

﹁
形
を
崩
そ
う
と
し
て
努
力
﹂
を
重
ね
た
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
日
本
人
は
こ
れ
以

上
く
ず
し
よ
う
の
な
い
形
を
描
く
事
に
お
い
て
妙
を
得
て
い
た
﹂
と
の
観
察
を

開
陳
し
て
い
た
こ
と
も
︑
思
い
出
さ
れ
る（

83
）

︒
ち
な
み
に
関
雪
と
麦
僊
と
は
︑

一
九
二
一
年
イ
タ
リ
ア
の
旅
先
で
偶
然
に
出
会
い
︑
久
闊
を
叙
し
て
い
る
︒

　以
上
の
思
弁
か
ら
関
雪
は
以
下
の
断
言
を
導
き
出
す
︒﹁
西
洋
人
の
思
想
が

唯
物
的
観
念
と
理
智
と
科
学
の
範
囲
を
如
何
に
も
が
い
て
一
歩
も
出
る
こ
と
の

出
来
ぬ
の
は
︑
根
強
い
伝
統
の
力
に
把
握
さ
れ
て
い
る
余
儀
な
き
結
果
で
あ
る

に
反
し
︑
東
洋
画
の
精
神
は
科
学
的
実
体
の
精
緻
に
よ
ら
ず
形
似
に
迫
真
を
求

め
ず
し
て
却
て
迫
真
の
感
を
深
く
す
る
こ
と
に
因
て
特
異
の
地
位
を
占
め
る
こ

と
で
あ
る（

84
）

﹂︒
著
書
冒
頭
の
こ
の
決
定
論
的
言
辞
は
︑
一
九
三
〇
年
に
は
上
海

の
豊
子
愷
（
一
八
九
八
～
一
九
七
五
）
に
よ
っ
て
総
合
月
刊
誌
﹃
東
方
雑
誌
﹄

の
正
月
特
別
美
術
特
集
号
巻
頭
論
文
﹁
中
国
美
術
在
現
代
藝
術
上
的
勝
利
﹂
の

結
論
部
に
そ
の
ま
ま
流
用
さ
れ
る
︒
こ
の
件
に
つ
い
て
は
別
途
詳
細
に
論
じ
た

の
で
︑
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が（

85
）

︑
こ
こ
に
東
ア
ジ
ア
の
一
角
で
︑
西
欧
世
界
と

の
交
渉
の
さ
な
か
に
︑
一
九
二
〇
年
代
に
演
じ
ら
れ
た
﹁
枠
組
み
の
折
衝
﹂
と

﹁
話
法
へ
の
疑
義
﹂
の
﹁
跨
文
化
的
動
態
﹂
の
実
例
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
認

し
て
お
き
た
い
︒

　
結
論

　東
西
文
明
の
対
話
を
寿
ぐ
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
︒
だ
が
歴
史
的
現
実
か
ら
浮

か
び
上
が
る
の
は
︑
文
明
間
の
対
話
な
る
も
の
の
実
態
が
︑
互
い
に
相
手
の
尾

に
噛
み
付
く
二
匹
の
蛇
の
描
く
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
よ
う
な
構
造
︑
相
互
に
相
手
を

呑
み
込
も
う
と
す
る
相
互
捕
食
だ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
ろ
う
︒
全
球
的
な
美
術

史
な
る
も
の
も
︑
こ
の
相
互
取
引
の
結
果
と
し
て
構
想
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒

橋
本
関
雪
と
い
う
ひ
と
り
の
画
家
は
︑
そ
こ
で
比
類
な
き
媒
介
者
の
役
割
を
演

じ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
結
論
と
し
て
︑
こ
の
日
本
人
藝
術
家
を
︑
二
十
世
紀
前

半
に
世
界
美
術
史
が
経
験
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
動
態
に
お
い
て
︑
鍵
を
握
る
ひ

と
り
と
し
て
復
権
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

120

も
関
雪
の
立
場
は
︑
印
象
派
以
降
の
価
値
観
に
よ
っ
て
明
末
・
清
初
の
画
家
た

ち
を
復
権
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
︑
姑
息
な
西
向
き
志
向
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て

い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

　関
雪
の
随
筆
﹁
南
画
へ
の
一
考
察
﹂（
一
九
二
四
）
は
こ
う
し
た
原
則
に
基

づ
く
論
考
あ
る
い
は
談
話
で
あ
る（

75
）

︒﹁
近
時
欧
州
藝
術
の
諸
運
動
中
︑
科
学
的

要
素
よ
り
な
る
立
体
派
は
暫
く
措
き
︑
表
現
派
︑
感
覚
派
？
﹇
原
文
マ
マ
﹈の

意
途
は
甚
だ

し
く
南
画
の
表
現
と
接
近
し
て
居
ま
す
﹂︒
こ
の
前
提
に
立
っ
た
画
家
は
︑
ま

ず
セ
ザ
ン
ヌ
を
王
石
谷
（
一
六
三
二
～
一
七
一
七
）
に
比
定
す
る
︒﹁
近
来
︑
古

拙
の
藝
術
が
よ
ろ
こ
ば
れ
る
結
果
︑
石
谷
に
反
感
を
持
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
が
︑

そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
︑
複
雑
性
に
於
て
﹇
中
略
﹈
波
乱
重
畳
た
る
こ
の

人
の
業
績
は
当
時
も
し
く
は
後
世
に
︑
幾
多
の
暗
示
と
︑
影
響
を
与
へ
た
こ
と

は
拒
む
こ
と
が
で
き
﹂
ず
︑﹁
こ
の
点
に
於
て
セ
ザ
ン
ヌ
に
持
つ
て
ゆ
く
よ
り

致
方
が
無
い（

76
）

﹂︒﹁
ル
ノ
ア
ー
ル
は
？
﹇
マ
マ
﹈

　さ
し
ず
め
惲
南
田
﹇
一
六
三
三
～

一
六
九
〇
﹈
で
な
い
で
し
ょ
う
か
︑
惲
南
田
の
花
鳥
に
見
え
る
織
秀
︑
幽
麗
な

描
線
は
︑
往
々
ル
ノ
ア
ー
ル
の
色
の
成
立
に
共
通
す
る
﹂︒﹁
コ
オ
ガ
ン
は
八
大

山
人
﹇
一
六
二
五
？
～
一
七
〇
五
？
﹈
に
比
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
︒
そ
の
特
異

な
感
情
と
素
朴
な
表
現
は
そ
の
地
位
が
コ
オ
ガ
ン
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂︒

﹁
ゴ
ッ
ホ
は
︙
︙
さ
し
ず
め
陳
老
蓮
﹇
一
五
九
八
～
一
六
五
二
﹈
で
す
︒
清
な
る

が
如
く
︑
俗
な
る
が
如
く
︑
奇
に
似
て
正
︑
高
古
の
風
を
帯
び
て
︑
而
も
現
実

的
な
感
覚
を
持
つ
老
蓮
の
画
は
︑
一
種
異
様
の
世
界
で
す
︒
往
々
激
し
き
そ
の

個
性
は
病
的
を
思
わ
は
す
こ
と
も
﹂
ゴ
ッ
ホ
の
近
傍
に
は
﹁
こ
の
作
家
を
持
つ

て
ゆ
く
よ
り
仕
方
が
な
い（

77
）

﹂︒
そ
し
て
素
朴
派
の
税
官
吏
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
は
︑

﹁
ル
ツ
ソ
ウ
は
金
冬
心
﹇
一
六
八
七
～
一
七
六
三
﹈
で
あ
る
︑
そ
の
素
純
な
る
稟

性
と
︑
題
材
を
自
己
の
周
囲
の
人
事
に
求
め
て
ゆ
く
二
人
の
態
度
も
︑
幾
多
の

共
通
点
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
﹂︒﹁
ピ
サ
ロ
は
そ
の
平
明
な
る
理
念
に
よ
り
な

る
︑
色
と
筆
触
の
交
響
が
︑
我
が
銭
叔
美
﹇
一
七
六
三
？
～
一
八
四
四
？
﹈
を
思

は
し
ま
す
﹂︑
と（

78
）

︒

　あ
く
ま
で
﹁
我
が
﹂
中
国
側
を
基
準
に
し
て
︑
そ
こ
に
泰
西
の
画
家
を
当
て

嵌
め
る
論
法
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
対
比
を
羅
列
し
た
う
え
で
︑
著
者
は
結
論
め

い
た
考
察
に
移
る
︒﹁
か
く
連
ね
來
る
と
殆
ど
際
限
の
無
き
程
︑
多
種
多
様
で

あ
る
こ
と
は
殆
ど
東
西
地
と
時
と
を
隔
て
ゝ
︑
一
次
の
絶
頂
期
を
思
は
す
に
十

分
で
す
︒
後
期
印
象
派
に
比
し
て
支
那
の
そ
れ
が
二
百
年
早
く
爛
熟
期
に
入
つ

て
居
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂︒﹁
私
は
後
期
印
象
派
の
諸
作
を
見
る
時
︑

そ
の
多
く
の
あ
る
も
の
は
︑
絢
爛
な
る
色
彩
に
盛
ら
れ
た
南
画
情
趣
で
あ
る
と

も
云
ひ
得
る
︒
慧
眼
な
る
人
は
表
面
に
現
れ
ざ
る
皮
裡
相
通
す
る
生
命
の
潜
在

を
知
る
筈
で
す（

79
）

﹂︒
こ
れ
に
続
い
て
関
雪
は
︑
先
立
っ
て
刊
行
し
た
自
著
﹃
南

画
へ
の
道
程
﹄
か
ら
以
下
の
結
論
を
再
録
す
る
︒﹁
最
近
欧
州
に
擡
頭
せ
る
感

覚
派
？
﹇
マ
マ
﹈

　の
運
動
も
︑
東
洋
に
在
つ
て
は
決
し
て
新
し
い
も
の
ゝ
見
方
で
は
無

い
︒
表
現
派
の
人
々
が
そ
の
主
義
が
生
ま
れ
て
︑
藝
術
は
新
た
な
る
発
表
の
方

法
を
見
出
し
た
の
だ
と
云
つ
て
居
る
が
︒
畢
竟
は
東
洋
の
伝
統
に
深
く
徹
し
て

居
な
い
か
ら
で
︑
表
現
主
義
が
東
洋
人
の
間
主
観
描
写
か
ら
胚
胎
し
た
こ
と
早

く
か
ら
実
行
し
て
居
た
こ
と
は
︑
已
に
言
つ
た
如
く
で
す（

80
）

﹂︒
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　こ
こ
で
関
雪
は
自
著
﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
か
ら
引
用
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に

は
︑
あ
く
ま
で
泰
西
絵
画
史
の
ほ
う
が
東
ア
ジ
ア
に
比
べ
て
遅
れ
を
取
っ
て
い

る
と
す
る
著
者
の
価
値
判
断
が
濃
厚
で
あ
る
︒
税
官
吏
ル
ソ
ー
や
フ
ァ
ン
・

ゴ
ッ
ホ
の
場
合
が
そ
の
例
証
を
提
供
す
る
︒﹁
ル
ツ
ソ
ウ
と
か
ゴ
ー
ホ
の
画
が

若
し
東
洋
に
在
つ
た
な
ら
ば
︑
も
つ
と
早
く
生
前
夙
に
そ
の
真
価
を
認
め
ら
れ

て
居
た
で
あ
ろ
う
と
思
ふ（

81
）

﹂︒
さ
ら
に
関
雪
は
︑﹁
セ
ザ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
創
始
さ

れ
た
﹃
組
立
て
﹄
は
立
体
派
を
助
成
せ
し
め
る
動
機
と
な
っ
た
が
﹂
日
本
に
お

い
て
は
同
様
の
運
動
が
雪
舟
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
の
︑
萌
芽
の
ま
ま
で
刈

り
取
ら
れ
た
と
の
見
解
を
示
し
︑
こ
れ
に
対
し
て
﹁
そ
の
他
面
と
し
て
東
洋
人

は
理
解
あ
る
立
体
の
﹃
組
脱
し
﹄
に
は
驚
く
べ
き
天
才
的
働
き
を
見
せ
て
居
る
︒

そ
の
南
画
に
於
い
て
殊
に
然
る
の
で
あ
る
﹂
と
の
意
見
を
述
べ
る（

82
）

︒
こ
こ
に
見

え
る
﹁
組
脱
し
﹂
が
な
に
に
由
来
す
る
か
は
な
お
不
明
だ
が
︑
後
に
洋
画
家
の

小
出
楢
重
も
︑﹃
油
絵
新
技
法
﹄（
一
九
三
〇
）
に
お
い
て
︑
西
洋
近
代
絵
画
は

﹁
形
を
崩
そ
う
と
し
て
努
力
﹂
を
重
ね
た
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
日
本
人
は
こ
れ
以

上
く
ず
し
よ
う
の
な
い
形
を
描
く
事
に
お
い
て
妙
を
得
て
い
た
﹂
と
の
観
察
を

開
陳
し
て
い
た
こ
と
も
︑
思
い
出
さ
れ
る（

83
）

︒
ち
な
み
に
関
雪
と
麦
僊
と
は
︑

一
九
二
一
年
イ
タ
リ
ア
の
旅
先
で
偶
然
に
出
会
い
︑
久
闊
を
叙
し
て
い
る
︒

　以
上
の
思
弁
か
ら
関
雪
は
以
下
の
断
言
を
導
き
出
す
︒﹁
西
洋
人
の
思
想
が

唯
物
的
観
念
と
理
智
と
科
学
の
範
囲
を
如
何
に
も
が
い
て
一
歩
も
出
る
こ
と
の

出
来
ぬ
の
は
︑
根
強
い
伝
統
の
力
に
把
握
さ
れ
て
い
る
余
儀
な
き
結
果
で
あ
る

に
反
し
︑
東
洋
画
の
精
神
は
科
学
的
実
体
の
精
緻
に
よ
ら
ず
形
似
に
迫
真
を
求

め
ず
し
て
却
て
迫
真
の
感
を
深
く
す
る
こ
と
に
因
て
特
異
の
地
位
を
占
め
る
こ

と
で
あ
る（

84
）

﹂︒
著
書
冒
頭
の
こ
の
決
定
論
的
言
辞
は
︑
一
九
三
〇
年
に
は
上
海

の
豊
子
愷
（
一
八
九
八
～
一
九
七
五
）
に
よ
っ
て
総
合
月
刊
誌
﹃
東
方
雑
誌
﹄

の
正
月
特
別
美
術
特
集
号
巻
頭
論
文
﹁
中
国
美
術
在
現
代
藝
術
上
的
勝
利
﹂
の

結
論
部
に
そ
の
ま
ま
流
用
さ
れ
る
︒
こ
の
件
に
つ
い
て
は
別
途
詳
細
に
論
じ
た

の
で
︑
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が（

85
）

︑
こ
こ
に
東
ア
ジ
ア
の
一
角
で
︑
西
欧
世
界
と

の
交
渉
の
さ
な
か
に
︑
一
九
二
〇
年
代
に
演
じ
ら
れ
た
﹁
枠
組
み
の
折
衝
﹂
と

﹁
話
法
へ
の
疑
義
﹂
の
﹁
跨
文
化
的
動
態
﹂
の
実
例
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
認

し
て
お
き
た
い
︒

　
結
論

　東
西
文
明
の
対
話
を
寿
ぐ
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
︒
だ
が
歴
史
的
現
実
か
ら
浮

か
び
上
が
る
の
は
︑
文
明
間
の
対
話
な
る
も
の
の
実
態
が
︑
互
い
に
相
手
の
尾

に
噛
み
付
く
二
匹
の
蛇
の
描
く
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
よ
う
な
構
造
︑
相
互
に
相
手
を

呑
み
込
も
う
と
す
る
相
互
捕
食
だ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
ろ
う
︒
全
球
的
な
美
術

史
な
る
も
の
も
︑
こ
の
相
互
取
引
の
結
果
と
し
て
構
想
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒

橋
本
関
雪
と
い
う
ひ
と
り
の
画
家
は
︑
そ
こ
で
比
類
な
き
媒
介
者
の
役
割
を
演

じ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
結
論
と
し
て
︑
こ
の
日
本
人
藝
術
家
を
︑
二
十
世
紀
前

半
に
世
界
美
術
史
が
経
験
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
動
態
に
お
い
て
︑
鍵
を
握
る
ひ

と
り
と
し
て
復
権
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
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（
20
）  

青
木
正
児
﹁
姑
蘇
城
外
﹂﹃
江
南
春
﹄
所
収
︑
西
原
大
輔
﹃
橋
本
関
雪
﹄
六
一
頁
参
照
︒

（
21
）  

関
雪
﹁
帰
船
﹂﹇
一
九
一
二
﹈﹃
関
雪
随
筆
﹄
六
一
～
六
二
頁
︒

（
22
）  

関
雪
は
︑
ド
イ
ツ
で
作
品
を
見
て
立
体
派
に
納
得
が
い
っ
た
と
記
す
︒
そ
こ
に
登
場

す
る
﹁
露
西
亜
人
﹂
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
︒﹁
セ
ザ
ン
ヌ
の

画
の
前
に
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
四
一
～
四
二
頁
︒
関
雪
に
よ
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
へ
の
言

及
は
﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
橋
本
関
雪
著
︑
日
本
美
術
学
院
・
中
央
美
術
社
︑
一
九
二
四
年
︑

一
一
六
頁
︒

（
23
）  

同
様
の
推
測
は
飯
尾
由
貴
子
に
よ
る
﹃
橋
本
関
雪
﹄
展
図
録
解
説
︑
二
〇
一
三
年
︑

四
五
頁
に
も
見
ら
れ
る
︒

（
24
）  

藤
原
貞
朗
﹁
日
本
の
東
洋
美
術
史
と
滝
精
一
﹂
稲
賀
繁
美
（
編
）﹃
東
洋
意
識
︱
︱
夢

想
と
現
実
の
あ
い
だ
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
二
年
︑
三
一
六
頁
以
降
︒

（
25
）  

関
雪
﹁
制
作
を
前
に
し
て
﹂（
一
九
二
四
～
二
五
年
執
筆
）﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
九
二
五
年
︑

二
二
七
頁
︒

（
26
）  

同
前
︑
二
二
七
頁
︒

（
27
）  

国
画
創
作
協
会
に
つ
い
て
は
︑﹃
国
画
創
作
協
会
回
顧
展
﹄
国
立
近
代
美
術
館
︑
東
京
︑

京
都
︑
一
九
九
三
年
︒
協
会
会
員
と
橋
本
関
雪
の
作
品
と
の
比
較
は
一
度
と
し
て
試
み

ら
れ
て
い
な
い
︒
な
お
以
下
も
参
照
︒D

oris C
roissant. “G

ender Play in Japanese 

N
ational Painting: T

he Leading K
okuga Painter, Tsuchida B

akusen (1887

︱1936).” in 

D
oris C

roissant, C
atherine V

ance Yeh, Joshua Scott M
ostow

 (ed.). Perform
ing “N

ation”: 

G
ender Politics in Literature, T

heater, and the V
isual A

rt of C
hina and Japan 1880

︱

1940. B
rill, 2008, pp. 265

︱306.

（
28
）  

別
冊
太
陽
﹃
竹
内
栖
鳳
﹄
二
〇
一
三
年
︑
一
四
五
頁
掲
載
︒

（
29
）  

﹃
没
後
五
〇
年
記
念

　橋
本
関
雪
展
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
九
四
年
︑
一
三
二
頁
掲
載
︒

（
30
）  

橋
本
眞
次
﹁
白
沙
村
荘
﹂﹃
橋
本
関
雪
﹄
兵
庫
県
立
美
術
館
︑
二
〇
一
三
年
︑
五
〇
頁
︒

（
31
）  

関
雪
﹁
家
﹂（
大
正
十
三
年
）﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
九
七
頁
︒

（
32
）  

関
雪
﹁
私
の
少
年
時
代
と
そ
の
周
辺
﹂﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
一
四
四
頁
︒

（
33
）  

橋
本
関
雪
﹃
浦
上
玉
堂
﹄
ア
ル
ス
美
術
叢
書
︑
一
九
二
五
年
︒

（
34
）  

同
前
︑
八
～
一
一
頁
︒

（
35
）  

﹃
晩
笑
堂
画
伝
﹄
の
日
本
で
の
伝
播
に
つ
い
て
は
︑
中
野
慎
之
﹁﹃
前
賢
故
実
﹄
の
史

的
位
置
﹂
明
治
美
術
学
会
例
会
︑
平
成
二
十
五
年
度
第
五
回
例
会
（
平
成
二
十
六
年
二

月
二
十
二
日
︑
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
繊
会
館
）︒

（
36
）  

別
冊
太
陽
﹃
岡
倉
天
心
﹄
掲
載
の
拙
文
﹁
天
心
の
メ
デ
ィ
ア
戦
略
﹂（
一
六
七
頁
）
に
︑

﹁
後
漢
﹂
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
﹁
前
漢
﹂︑﹁
光
武
帝
﹂
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
︑﹁
武
帝
﹂

と
誤
植
が
残
る
︒
触
れ
て
こ
こ
に
訂
正
す
る
︒

（
37
）  

﹁
関
雪
先
生
の
思
い
出
﹂﹃
京
都
新
聞
﹄
一
九
四
五
年
二
月
二
十
八
日
︒
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
で
は
判
読
困
難
な
そ
の
本
文
復
刻
は
︑
稲
賀
に
よ
る
西
原
の
評
伝
へ
の
書
評
（
前

掲
注
19
）
を
参
照
の
こ
と
︒
な
お
察
す
る
に
︑
こ
れ
は
関
雪
自
身
が
﹁
水
茎
抄
﹂（
昭
和

十
四
＝
一
九
三
九
年
七
月
記
）﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
七
七
～
一
七
九
頁
に
述
べ
る
揚
子
江
紀

行
の
逸
話
と
重
な
る
も
の
で
︑
狼
藉
を
働
い
た
浪
人
風
の
﹁
阿
寶
先
生
﹂
は
︑
実
は
﹁
新

田
三
郎
？
﹇
マ
マ
﹈﹂
と
い
う
日
本
人
だ
っ
た
ら
し
い
︒
関
雪
が
即
席
の
画
に
付
し
た
詩
も
︑
古

典
か
ら
の
引
用
な
ど
で
は
な
く
関
雪
自
身
の
想
だ
っ
た
ら
し
く
︑﹁
阿
咿
了
数
新
竿
︑
阿

母
賺
児
依
曲
欄
︑
渭
雨
湘
煙
断
消
息
︑
家
郷
将
待
報
平
安
﹂
な
ど
︑
そ
の
詩
句
も
な
か

ば
読
み
下
し
文
に
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

（
38
）  

伊
藤
大
輔
﹃
肖
像
画
の
時
代
︱
︱
中
世
形
成
期
に
お
け
る
絵
画
の
思
想
的
深
層
﹄
名

古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
︒

（
39
）  

関
雪
は
満
洲
國
成
立
後
の
一
九
三
四
年
に
︑
皇
帝
と
な
っ
た
溥
儀
が
︑
清
朝
滅
亡
後
︑

馮
玉
祥
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
（
一
九
二
四
年
）
を
受
け
て
天
津
に
逃
れ
た
際
︑
そ
こ
か
ら

脱
出
す
る
亡
命
先
と
し
て
︑
京
都
の
白
沙
村
荘
が
候
補
に
あ
が
っ
た
と
い
う
過
去
を

語
っ
て
い
る
︒﹃
塔
影
﹄
一
九
三
四
年
四
月
号
︑
二
～
三
頁
︒
西
原
大
輔
﹃
橋
本
関
雪
﹄

一
三
六
頁
︒

（
40
）  

﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
四
六
～
二
四
八
頁
︒

（
41
）  

飯
尾
由
貴
子
﹁
橋
本
関
雪
︽
木
蘭
︾
考
﹂﹃
橋
本
関
雪
﹄
兵
庫
県
立
美
術
館
︑
二
〇
一
三

年
︑
一
三
七
～
一
四
七
頁
︒

（
42
）  

﹁
略
年
譜
﹂﹃
橋
本
関
雪
﹄
展
図
録
︑
兵
庫
県
立
美
術
館
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
三
一
頁
︒
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　だ
が
残
る
問
題
が
あ
る
︒
関
雪
が
ひ
た
す
ら
強
調
し
た
東
西
の
本
質
論
的
な

対
抗
と
い
う
二
項
対
立
を
克
服
す
る
よ
う
な
眺
望
を
︑
は
た
し
て
二
十
一
世
紀

十
年
代
の
脱
植
民
地
主
義
の
国
境
横
断
的
な
問
題
意
識
は
︑
あ
ら
た
め
て
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か（

86
）

︒

注（
1
）  

橋
本
関
雪
﹃
関
雪
随
筆
﹄
中
央
美
術
社
︑
一
九
二
五
年
︑
二
八
九
頁
︒

（
2
）  

Q
uestioning N

arratives, N
egotiating Fram

ew
orks, A

rt/H
istories in Transcultural 

D
ynam

ics, Late 19 th to Early 21
st C

enturies. Frei U
niversität B

erlin, K
unsthistorisches 

Institut, M
useum

 D
ahlem

, 5

︱7 D
ecem

ber, 2013.

（
3
）  

Shigem
i Inaga. “E

xpressionism
us and Q

iyun Shengdong, H
ashim

oto K
ansetsu and 

the K
yoto School of Sinology.” 

な
お
本
英
語
発
表
は
︑
稲
賀
に
よ
る
講
演
﹁
橋
本
関
雪

の
南
画
に
お
け
る
西
洋
と
東
洋
﹂
兵
庫
県
立
美
術
館
︑
二
〇
一
三
年
九
月
二
十
二
日
を

原
型
と
す
る
︒
回
顧
展
記
念
講
演
会
で
お
世
話
頂
い
た
飯
尾
由
貴
子
学
藝
員
に
謝
意
を

申
し
上
げ
る
︒

（
4
）  

C
f. Joshua A

. Fogel (ed.). T
he R

ole of Japan in M
odern C

hinese A
rt. U

niversity of 

C
alifornia Press, 2012.

（
5
）  

西
原
大
輔
﹃
橋
本
関
雪
︱
︱
師
と
す
る
も
の
は
支
那
の
自
然
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
〇
七
年
︒

（
6
）  

﹃
描
か
れ
た
歴
史
﹄
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
︑
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
︑
一
九
九
三

年
︒
な
お
関
雪
の
作
品
に
つ
い
て
は
︑﹃
没
後
五
〇
周
年
記
念

　橋
本
関
雪
展
﹄
朝
日
新

聞
社
︑
一
九
九
四
～
一
九
九
五
年
︑
内
山
武
夫
・
木
村
重
圭
（
監
修
）
に
は
︑
吉
中
充

代
に
よ
り
︑
ま
た
﹃
橋
本
関
雪
﹄
姫
路
市
立
美
術
館
ほ
か
︑
二
〇
〇
九
年
図
録
︑
内
山

武
夫
・
島
田
康
寛
（
監
修
）
に
は
︑
平
瀬
礼
太
・
八
木
宏
昌
・
直
良
吉
洋
に
よ
り
︑
お

の
お
の
充
実
し
た
解
説
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
静
御
前
の
ふ
る
ま
い
は
謡
曲
﹃
堀

川
夜
討
﹄﹃
正
尊
﹄
を
踏
ま
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
︑
菊
池
容
斎
﹃
前
賢
故
実
﹄
に
も
図

版
が
知
ら
れ
る
︒

（
7
）  

﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
八
二
頁
︒

（
8
）  

A
ide Yuen W

ong. Parting the M
ists, D

iscovering Japan and the R
ise of N

ational-Style 

Painting in M
odern C

hina. H
onolulu: U

niversity of H
aw

ai‘i Press, 2006, pp.30

︱34.

（
9
）  

参
照
﹁
ピ
ュ
ヴ
ィ
ス
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
と
日
本
﹂﹃
水
辺
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
︱
︱

ピ
ュ
ヴ
ィ
ス
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
神
話
世
界
﹄
島
根
県
立
美
術
館
ほ
か
︑
二
〇
一
四

年
︒
た
だ
し
千
種
掃
雲
か
ら
関
雪
へ
の
伝
播
は
稲
賀
に
よ
る
仮
説
提
唱
で
あ
る
︒

（
10
）  

﹃
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
展
︱
︱
都
市
の
印
象
派
﹄
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
美
術
館
︑
二
〇
一
三
年
︒

（
11
）  

Lin Peiying. “T
he R

eincarnation Story of Shôtoku Taishi: B
uddhist Patriarchs in the 

M
appô Period.” 1

st EA
JS Japan C

onference. K
yoto, 29 sep. 2013.

（
12
）  

曾
布
川
寛
﹁﹁
近
代
﹂
に
お
け
る
関
西
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
﹂﹃
関
西
中

国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
過
去
と
未
来
﹄
関
西
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
︑

二
〇
一
一
年
︑
一
八
頁
︑
図
七
︒
ま
た
﹁
特
集
：
中
国
と
東
ア
ジ
ア
︱
︱
近
代
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
形
成
と
研
究
の
背
景
﹂﹃
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
﹄
第
二
十
六
巻
︑
二
〇
一
二
年
︑

六
三
頁
︒

（
13
）  

平
野
重
光
（
編
）﹃
栖
鳳
画
談
﹄
京
都
新
聞
社
︑
一
九
九
四
年
︑
八
九
頁
︒

（
14
）  

稲
賀
繁
美
﹃
絵
画
の
臨
界
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
二
二
～

一
二
三
頁
︒
こ
の
筆
者
の
仮
説
提
出
は
一
九
九
六
年
の
こ
と
︒

（
15
）  

廣
田
孝
﹁
西
洋
体
験
そ
し
て
新
た
な
調
和
へ
﹂﹃
竹
内
栖
鳳
﹄
平
凡
社
別
冊
太
陽
︑

二
一
一
号
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
〇
頁
︒

（
16
）  

松
村
梢
風
﹃
新
版

　本
朝
画
人
伝
﹄
第
五
巻
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
三
年
︒

（
17
）  
関
雪
﹁
二
田
二
僊
﹂﹃
大
毎
美
術
﹄
大
阪
毎
日
新
聞
社
︑
一
九
三
八
年
八
月
号
︒

（
18
）  
関
雪
談
話
﹃
鷺
城
新
聞
﹄
一
九
一
四
年
十
月
十
四
日
︒

（
19
）  

稲
賀
繁
美
︑
書
評
﹁
西
原
大
輔
﹃
橋
本
関
雪
﹄﹂﹃
比
較
文
学
研
究
﹄
九
十
三
号
︑

二
〇
〇
七
年
︑
一
三
三
～
一
三
八
頁
︒
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（
20
）  
青
木
正
児
﹁
姑
蘇
城
外
﹂﹃
江
南
春
﹄
所
収
︑
西
原
大
輔
﹃
橋
本
関
雪
﹄
六
一
頁
参
照
︒

（
21
）  
関
雪
﹁
帰
船
﹂﹇
一
九
一
二
﹈﹃
関
雪
随
筆
﹄
六
一
～
六
二
頁
︒

（
22
）  

関
雪
は
︑
ド
イ
ツ
で
作
品
を
見
て
立
体
派
に
納
得
が
い
っ
た
と
記
す
︒
そ
こ
に
登
場

す
る
﹁
露
西
亜
人
﹂
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
︒﹁
セ
ザ
ン
ヌ
の

画
の
前
に
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
四
一
～
四
二
頁
︒
関
雪
に
よ
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
へ
の
言

及
は
﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
橋
本
関
雪
著
︑
日
本
美
術
学
院
・
中
央
美
術
社
︑
一
九
二
四
年
︑

一
一
六
頁
︒

（
23
）  

同
様
の
推
測
は
飯
尾
由
貴
子
に
よ
る
﹃
橋
本
関
雪
﹄
展
図
録
解
説
︑
二
〇
一
三
年
︑

四
五
頁
に
も
見
ら
れ
る
︒

（
24
）  

藤
原
貞
朗
﹁
日
本
の
東
洋
美
術
史
と
滝
精
一
﹂
稲
賀
繁
美
（
編
）﹃
東
洋
意
識
︱
︱
夢

想
と
現
実
の
あ
い
だ
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
二
年
︑
三
一
六
頁
以
降
︒

（
25
）  

関
雪
﹁
制
作
を
前
に
し
て
﹂（
一
九
二
四
～
二
五
年
執
筆
）﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
九
二
五
年
︑

二
二
七
頁
︒

（
26
）  

同
前
︑
二
二
七
頁
︒

（
27
）  

国
画
創
作
協
会
に
つ
い
て
は
︑﹃
国
画
創
作
協
会
回
顧
展
﹄
国
立
近
代
美
術
館
︑
東
京
︑

京
都
︑
一
九
九
三
年
︒
協
会
会
員
と
橋
本
関
雪
の
作
品
と
の
比
較
は
一
度
と
し
て
試
み

ら
れ
て
い
な
い
︒
な
お
以
下
も
参
照
︒D

oris C
roissant. “G

ender Play in Japanese 

N
ational Painting: T

he Leading K
okuga Painter, Tsuchida B

akusen (1887

︱1936).” in 

D
oris C

roissant, C
atherine V

ance Yeh, Joshua Scott M
ostow

 (ed.). Perform
ing “N

ation”: 

G
ender Politics in Literature, T

heater, and the V
isual A

rt of C
hina and Japan 1880

︱

1940. B
rill, 2008, pp. 265

︱306.

（
28
）  

別
冊
太
陽
﹃
竹
内
栖
鳳
﹄
二
〇
一
三
年
︑
一
四
五
頁
掲
載
︒

（
29
）  

﹃
没
後
五
〇
年
記
念

　橋
本
関
雪
展
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
九
四
年
︑
一
三
二
頁
掲
載
︒

（
30
）  

橋
本
眞
次
﹁
白
沙
村
荘
﹂﹃
橋
本
関
雪
﹄
兵
庫
県
立
美
術
館
︑
二
〇
一
三
年
︑
五
〇
頁
︒

（
31
）  

関
雪
﹁
家
﹂（
大
正
十
三
年
）﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
九
七
頁
︒

（
32
）  

関
雪
﹁
私
の
少
年
時
代
と
そ
の
周
辺
﹂﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
一
四
四
頁
︒

（
33
）  

橋
本
関
雪
﹃
浦
上
玉
堂
﹄
ア
ル
ス
美
術
叢
書
︑
一
九
二
五
年
︒

（
34
）  

同
前
︑
八
～
一
一
頁
︒

（
35
）  

﹃
晩
笑
堂
画
伝
﹄
の
日
本
で
の
伝
播
に
つ
い
て
は
︑
中
野
慎
之
﹁﹃
前
賢
故
実
﹄
の
史

的
位
置
﹂
明
治
美
術
学
会
例
会
︑
平
成
二
十
五
年
度
第
五
回
例
会
（
平
成
二
十
六
年
二

月
二
十
二
日
︑
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
繊
会
館
）︒

（
36
）  

別
冊
太
陽
﹃
岡
倉
天
心
﹄
掲
載
の
拙
文
﹁
天
心
の
メ
デ
ィ
ア
戦
略
﹂（
一
六
七
頁
）
に
︑

﹁
後
漢
﹂
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
﹁
前
漢
﹂︑﹁
光
武
帝
﹂
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
︑﹁
武
帝
﹂

と
誤
植
が
残
る
︒
触
れ
て
こ
こ
に
訂
正
す
る
︒

（
37
）  

﹁
関
雪
先
生
の
思
い
出
﹂﹃
京
都
新
聞
﹄
一
九
四
五
年
二
月
二
十
八
日
︒
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
で
は
判
読
困
難
な
そ
の
本
文
復
刻
は
︑
稲
賀
に
よ
る
西
原
の
評
伝
へ
の
書
評
（
前

掲
注
19
）
を
参
照
の
こ
と
︒
な
お
察
す
る
に
︑
こ
れ
は
関
雪
自
身
が
﹁
水
茎
抄
﹂（
昭
和

十
四
＝
一
九
三
九
年
七
月
記
）﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
七
七
～
一
七
九
頁
に
述
べ
る
揚
子
江
紀

行
の
逸
話
と
重
な
る
も
の
で
︑
狼
藉
を
働
い
た
浪
人
風
の
﹁
阿
寶
先
生
﹂
は
︑
実
は
﹁
新

田
三
郎
？
﹇
マ
マ
﹈﹂
と
い
う
日
本
人
だ
っ
た
ら
し
い
︒
関
雪
が
即
席
の
画
に
付
し
た
詩
も
︑
古

典
か
ら
の
引
用
な
ど
で
は
な
く
関
雪
自
身
の
想
だ
っ
た
ら
し
く
︑﹁
阿
咿
了
数
新
竿
︑
阿

母
賺
児
依
曲
欄
︑
渭
雨
湘
煙
断
消
息
︑
家
郷
将
待
報
平
安
﹂
な
ど
︑
そ
の
詩
句
も
な
か

ば
読
み
下
し
文
に
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

（
38
）  

伊
藤
大
輔
﹃
肖
像
画
の
時
代
︱
︱
中
世
形
成
期
に
お
け
る
絵
画
の
思
想
的
深
層
﹄
名

古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
︒

（
39
）  

関
雪
は
満
洲
國
成
立
後
の
一
九
三
四
年
に
︑
皇
帝
と
な
っ
た
溥
儀
が
︑
清
朝
滅
亡
後
︑

馮
玉
祥
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
（
一
九
二
四
年
）
を
受
け
て
天
津
に
逃
れ
た
際
︑
そ
こ
か
ら

脱
出
す
る
亡
命
先
と
し
て
︑
京
都
の
白
沙
村
荘
が
候
補
に
あ
が
っ
た
と
い
う
過
去
を

語
っ
て
い
る
︒﹃
塔
影
﹄
一
九
三
四
年
四
月
号
︑
二
～
三
頁
︒
西
原
大
輔
﹃
橋
本
関
雪
﹄

一
三
六
頁
︒

（
40
）  
﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
四
六
～
二
四
八
頁
︒

（
41
）  

飯
尾
由
貴
子
﹁
橋
本
関
雪
︽
木
蘭
︾
考
﹂﹃
橋
本
関
雪
﹄
兵
庫
県
立
美
術
館
︑
二
〇
一
三

年
︑
一
三
七
～
一
四
七
頁
︒

（
42
）  

﹁
略
年
譜
﹂﹃
橋
本
関
雪
﹄
展
図
録
︑
兵
庫
県
立
美
術
館
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
三
一
頁
︒
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房
雑
筆
﹄
湯
川
弘
文
社
︑一
九
四
二
年
︑二
五
五
頁
）︒
だ
が
表
現
主
義
が
世
紀
末
の
﹁
神

経
藝
術
﹂（
木
下
杢
太
郎
）
か
ら
発
生
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
こ
の
渓
仙
の
﹁
野
狐

禅
﹂
的
標
語
も
︑
案
外
に
的
を
穿
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
華
岳
の
︽
山
︾
は
大
雅
の

南
画
の
近
代
的
・
表
現
主
義
的
再
解
釈
だ
っ
た
の
だ
か
ら
︒

（
70
）  

﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
八
七
頁
︒

（
71
）  

同
前
︑
八
六
頁
︒

（
72
）  

同
前
︑
八
九
頁
︒

（
73
）  

同
前
︑
八
五
頁
︒

（
74
）  

﹃
石
濤
﹄
五
二
頁
︒

（
75
）  

﹁
南
画
へ
の
一
考
察
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
二
四
～
一
二
七
頁
︒

（
76
）  

同
前
︑
一
二
五
～
一
二
六
頁
︒
同
じ
﹃
関
雪
随
筆
﹄
に
収
め
ら
れ
た
﹁
燈
前
雑
話
﹂

（
二
六
五
頁
）
で
関
雪
は
︑
セ
ザ
ン
ヌ
は
与
謝
蕪
村
（
一
七
一
六
～
一
七
八
四
）
に
劣
る

と
い
っ
た
価
値
判
断
を
示
し
て
い
る
が
︑﹁
蕪
村
﹂
が
誤
植
に
よ
り
﹁
蹟
村
﹂
と
な
っ
て

い
る
た
め
か
︑
当
時
こ
の
一
節
が
と
り
わ
け
注
目
を
集
め
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
︒

（
77
）  

陳
老
蓮
に
つ
い
て
︑
関
雪
は
得
体
の
知
れ
な
い
上
海
料
理
を
食
し
た
折
の
感
想
に
託

し
て
︑﹁
同
行
の
支
那
人
﹂
に
こ
う
筆
談
で
語
っ
た
と
い
う
︒﹁
清
な
る
如
く
怪
な
る
如
し
︑

奇
な
る
如
く
醜
な
る
如
く
︑
俗
に
し
て
俗
な
ら
ず
︒
高
古
の
如
く
に
し
て
新
意
あ
り
殆

ど
捕
捉
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
﹂
と
︒﹁
燈
前
雑
話
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
三
九
頁
︒

（
78
）  

同
前
︑
一
二
六
～
一
二
七
頁
︒

（
79
）  

同
前
︑
一
二
七
頁
︒
同
時
代
の
﹁
生
命
﹂
観
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
貞
美
﹃
生
命
観
の

探
究
︱
︱
重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
﹄
作
品
社
︑
二
〇
〇
七
年
︒
ま
た
展
覧
会
図
録
と

し
て
﹃
躍
動
す
る
魂
の
き
ら
め
き
︱
︱
日
本
の
表
現
主
義
﹄（
監
修
：
森
仁
史
）

二
〇
〇
九
年
︒

（
80
）  

同
前
︑
一
二
八
～
一
二
九
頁
︒
こ
れ
ら
の
引
用
を
組
み
込
ん
だ
﹁
南
画
へ
の
一
考
察
﹂

末
尾
に
は
︑﹁
大
正
十
三
年
八
月
二
十
四
日
﹂
の
日
付
が
あ
る
︒
ま
た
こ
こ
に
引
か
れ
た

の
は
﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄（
大
正
十
三
年
五
月
二
十
日
発
行
）
一
二
頁
よ
り
の
一
節
︒
な

お
︑
こ
れ
ら
の
東
西
美
学
思
潮
の
交
叉
と
変
遷
に
関
す
る
鳥
瞰
と
し
て
は
︑Shigem

i 

Inaga. “Im
ages changeantes de l’art japonais: depuis la vue im

pressionniste du Japon à 

la controverse de l’esthétique orientale (1860

︱1940). JT
LA

, Journal of the Faculty of 

Letters, A
esthetics. T

he U
niversity of Tokyo, V

ol. 29

︱30, 2004

︱5, pp. 73

︱93.

（
81
）  

﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
二
七
頁
︒

（
82
）  

﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
三
～
四
頁
︒

（
83
）  

芳
賀
徹
（
編
）﹃
小
出
楢
重
随
筆
集
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
八
七
年
︑
三
四
三
頁
︒
ち
な

み
に
︑
関
雪
は
﹁
セ
ザ
ン
ヌ
の
図
の
前
に
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
四
七
頁
に
︑﹁
某
と
云
ふ
大

阪
か
ら
来
て
居
る
洋
画
家
﹂
が
︑﹁
ゴ
オ
ホ
︒
ゴ
ア
ガ
ン
﹂
に
接
し
て
﹁
唸
ら
し
よ
る
な

ア
﹂
と
叫
ん
だ
と
記
録
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
口
ぶ
り
か
ら
し
て
︑
欧
州
滞
在
中
の
小
出

楢
重
の
言
動
で
あ
ろ
う
︒
関
雪
と
楢
重
と
の
画
論
上
の
交
流
に
は
︑
従
来
の
研
究
で
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
さ
ら
な
る
注
意
が
求
め
ら
れ
る
︒

（
84
）  

﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
二
～
三
頁
︒

（
85
）  

問
題
の
論
文
は
︑
嬰
行
の
筆
名
で
掲
載
さ
れ
た
﹁
中
国
美
術
在
現
代
藝
術
上
的
勝
利
﹂

﹃
東
方
雑
誌
﹄
一
九
三
〇
年
一
月
号
巻
頭
論
文
︑
一
六
～
二
七
頁
︒
豊
に
つ
い
て
は
︑

G
erem

ie R
. B

arm
é. A

n A
rtistic Exile, A

 Life of Feng Z
ikai (1898

︱1975). U
niversity of 

C
alifornia Press, 2002.  

ま
た Shigem

i Inaga. “Feng Z
ikai’s Treaties on “T

he Trium
ph 

of C
hinese Fine A

rts in the W
orld A

rt” (1930) and the R
eception of W

estern Ideas 

through Japanese Translation.” in M
odernism

 and Translation, Institute of C
hinese 

Literature and Philosophy. A
cadem

ia Sinica, 2006, pp. 12

︱35.  

和
訳
は
稲
賀
﹃
絵
画
の

臨
界
﹄
所
収
︒
本
件
に
先
鞭
を
着
け
た
先
行
研
究
と
し
て
は
︑
西
槇
偉
﹃
中
国
文
人
画

家
の
近
代
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︑
二
五
九
～
二
六
〇
頁
︒

（
86
）  

本
稿
は
冒
頭
に
触
れ
た
筆
者
に
よ
る
英
文
原
稿
を
任
意
に
日
本
語
に
抄
訳
し
た
も
の

で
あ
る
︒
な
お
紙
面
の
都
合
か
ら
︑
一
九
二
五
年
以
降
︑
一
九
四
五
年
の
晩
年
に
至
る

橋
本
関
雪
の
画
業
に
つ
い
て
は
︑
兵
庫
県
立
美
術
館
の
講
演
で
は
言
及
・
分
析
し
た
が
︑

こ
こ
で
は
割
愛
し
た
︒
ま
た
稿
を
改
め
た
い
︒
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（
43
）  

関
雪
﹁
和
蘭
陀
よ
り
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
八
頁
︒

（
44
）  
関
雪
﹁
制
作
を
前
に
し
て
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
二
四
～
二
二
七
頁
︒

（
45
）  

C
f. G

eorges B
ataille. L

ascaux ou la naissance de l’art, 1955. G
eorges D

idi-

H
uberm

an. L’Em
preinte. C

entre G
eorges Pom

pidou, 1997.  

こ
の
図
録
本
文
は
以
下
と

し
て
再
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒La Ressem

blance par contact, archéologie, anachronism
e et 

m
odernité de l’em

preinte. Les É
ditions de M

inuit, 2008; Im
ages survivantes, H

istoire de 

l’art et tem
ps des fantôm

es selon Aby W
arburg. Les É

ditions de M
inuit, 2002.

（
46
）  

関
雪
﹁
燈
前
雑
話
﹂（
一
九
二
四
年
執
筆
）﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
四
八
頁
︒
ま
た
村
松
茂

樹
﹃
呉
昌
碩
研
究
﹄
研
文
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
︒

（
47
）  

柿
木
原
く
み
﹁
銭
痩
鉄
と
谷
崎
潤
一
郎
の
周
辺
﹂﹃
書
道
研
究
﹄
十
九
巻
︑
二
〇
〇
九

年
︑
九
～
二
二
頁
︒﹁
銭
痩
鉄
と
有
島
生
馬
の
周
辺
・
補
訂
︱
︱
住
友
寛
一
と
石
井
林
響

と
﹂﹃
相
模
国
文
﹄
三
十
九
巻
︑
二
〇
一
二
年
︑
四
二
～
五
五
頁
︒

（
48
）  

Shana B
. D

avis. “W
elcom

ing the Japanese A
rt W

orld: W
ang Y

iting’s Social and 

A
rtistic E

xchange w
ith Japanese Sinophiles and A

rtists.” in J. Fogel. op.cit., pp. 69

︱83.

（
49
）  

こ
の
周
辺
の
情
報
に
つ
い
て
は
︑前
田
環﹁
傅
抱
石
と
日
本
﹂滝
本
弘
之
・
戦
暁
梅（
編
）

﹃
近
代
中
国
美
術
の
胎
動
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︑
二
一
九
～
二
三
六
頁
︒

（
50
）  

関
雪
﹁
燈
前
雑
話
﹂﹇
一
九
二
四
年
頃
﹈﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
四
五
頁
︒

（
51
）  

学
術
誌
﹃
国
華
﹄
に
み
え
る
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
久
世
夏
奈
子
﹁﹃
國
華
﹄
に
み
る

新
来
の
中
国
絵
画
︱
︱
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
美
術
観
の
一
事
例
と
し
て
﹂﹃
國
華
﹄

一
三
九
五
巻
︑
二
〇
一
二
年
︑
五
～
一
七
頁
︒﹁﹃
國
華
﹄
に
み
る
古
渡
の
中
国
絵
画

︱
︱
近
代
日
本
に
お
け
る
﹁
宋
元
画
﹂
と
文
人
画
評
価
の
成
立
﹂﹃
日
本
研
究
﹄
四
十
七

巻
︑
二
〇
一
三
年
︑
五
三
～
一
〇
八
頁
︒

（
52
）  

西
原
大
輔
﹃
谷
崎
潤
一
郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

（
53
）  

梅
沢
和
軒
﹁
表
現
主
義
の
流
行
と
文
人
画
の
復
興
﹂﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
二
一
年
五

月
号
︑
二
三
三
頁
︒

（
54
）  

関
雪
﹁
気
韻
と
生
命
﹂﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
四
二
～
四
三
頁
︒

（
55
）  
A

ida Yuen W
ong. “A

 N
ew

 Life for Literati Painting in the E
arly Tw

entieth C
entury: 

E
astern A

rt and M
odernity, a Transcultural N

arratives?” A
rtibus A

siae. V
ol. 60, 2000, 

pp. 297

︱326.

（
56
）  

関
雪
﹁
燈
前
雑
話
﹂﹇
一
九
二
四
年
執
筆
﹈﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
七
一
頁
︒

（
57
）  

な
お
第
一
次
大
戦
終
結
後
の
内
藤
湖
南
に
よ
る
講
演
﹁
南
画
小
史
︱
︱
支
那
藝
術
の

世
界
的
地
位
﹂（
一
九
二
一
年
一
月
南
画
院
講
演
会
講
演
）
は
湖
南
の
没
後
﹃
支
那
絵
画

史
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
三
八
年
︑
二
一
五
～
二
三
三
頁
︑
に
収
録
さ
れ
る
︒

（
58
）  

青
木
正
児
﹁
石
濤
の
画
と
画
論
と
﹂﹃
支
那
学
﹄
第
一
巻
第
八
号
︑
一
九
二
一
年
︑

五
七
五
～
五
九
二
頁
︒

（
59
）  

関
雪
は
﹁
南
画
と
そ
の
生
活
﹂﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
所
収
︑
五
一
頁
以
下
で
︑
伊
勢
専

一
郎
の
﹃
趣
味
の
支
那
画
﹄
か
ら
省
略
摘
録
に
よ
り
議
論
を
進
め
て
い
る
︒

（
60
）  

曾
布
川
寛
前
掲
論
文
︑
七
～
一
八
頁
︒
同
時
代
の
京
都
支
那
学
に
お
け
る
中
国
絵
画

認
識
の
進
展
に
つ
い
て
は
︑Tam

aki M
aeda. “(R

e-)C
anonizing Literati Painting in the 

E
arly Tw

entieth C
entury: T

he K
yoto C

ircle.” in J. Fogel. op.cit., pp. 215

︱227.

（
61
）  

関
雪
﹁
気
韻
と
生
命
﹂﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
四
二
～
四
三
頁
︒

（
62
）  

関
雪
﹁
用
筆
と
墨
そ
の
他
﹂﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
九
七
～
九
八
頁
︒

（
63
）  

関
雪
﹃
石
濤
﹄
中
央
美
術
社
︑
一
九
二
六
年
︑
諸
言
︒

（
64
）  

﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
七
一
頁
︒

（
65
）  

﹃
石
濤
﹄
五
七
頁
︒

（
66
）  

日
本
画
の
小
林
古
径
ほ
か
も
同
時
期
に
洋
犬
を
多
く
描
い
て
い
る
︒
昭
和
十
年
代
前

半
の
﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
趣
味
﹂
の
世
相
と
経
済
的
繁
栄
下
の
生
活
水
準
と
を
見
る
指
標

と
し
て
︑
同
時
代
の
﹁
洋
犬
ブ
ー
ム
﹂
は
注
目
に
値
す
る
︒

（
67
）  

持
田
季
未
子
﹃
絵
画
の
思
考
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
は
︑
絵
画
に
内
在
す
る
思

考
に
光
を
当
て
て
傑
出
し
た
著
作
だ
が
︑
こ
の
段
階
で
︑
華
岳
と
石
濤
と
の
関
係
の
可

能
性
に
言
及
は
見
え
な
い
︒

（
68
）  
﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
八
三
頁
︒

（
69
）  

華
岳
の
︽
山
︾
を
﹁
あ
ん
な
︑
大
雅
堂
の
神
経
衰
弱
み
た
い
な
も
の
が
﹂
と
富
田
渓

仙
が
貶
し
た
こ
と
を
黒
田
重
太
郎
が
記
録
し
て
い
る
（﹁
村
上
華
岳
の
こ
と
ど
も
﹂﹃
画
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房
雑
筆
﹄
湯
川
弘
文
社
︑一
九
四
二
年
︑二
五
五
頁
）︒
だ
が
表
現
主
義
が
世
紀
末
の
﹁
神

経
藝
術
﹂（
木
下
杢
太
郎
）
か
ら
発
生
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
こ
の
渓
仙
の
﹁
野
狐

禅
﹂
的
標
語
も
︑
案
外
に
的
を
穿
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
華
岳
の
︽
山
︾
は
大
雅
の

南
画
の
近
代
的
・
表
現
主
義
的
再
解
釈
だ
っ
た
の
だ
か
ら
︒

（
70
）  

﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
八
七
頁
︒

（
71
）  

同
前
︑
八
六
頁
︒

（
72
）  

同
前
︑
八
九
頁
︒

（
73
）  

同
前
︑
八
五
頁
︒

（
74
）  

﹃
石
濤
﹄
五
二
頁
︒

（
75
）  

﹁
南
画
へ
の
一
考
察
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
一
二
四
～
一
二
七
頁
︒

（
76
）  

同
前
︑
一
二
五
～
一
二
六
頁
︒
同
じ
﹃
関
雪
随
筆
﹄
に
収
め
ら
れ
た
﹁
燈
前
雑
話
﹂

（
二
六
五
頁
）
で
関
雪
は
︑
セ
ザ
ン
ヌ
は
与
謝
蕪
村
（
一
七
一
六
～
一
七
八
四
）
に
劣
る

と
い
っ
た
価
値
判
断
を
示
し
て
い
る
が
︑﹁
蕪
村
﹂
が
誤
植
に
よ
り
﹁
蹟
村
﹂
と
な
っ
て

い
る
た
め
か
︑
当
時
こ
の
一
節
が
と
り
わ
け
注
目
を
集
め
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
︒

（
77
）  

陳
老
蓮
に
つ
い
て
︑
関
雪
は
得
体
の
知
れ
な
い
上
海
料
理
を
食
し
た
折
の
感
想
に
託

し
て
︑﹁
同
行
の
支
那
人
﹂
に
こ
う
筆
談
で
語
っ
た
と
い
う
︒﹁
清
な
る
如
く
怪
な
る
如
し
︑

奇
な
る
如
く
醜
な
る
如
く
︑
俗
に
し
て
俗
な
ら
ず
︒
高
古
の
如
く
に
し
て
新
意
あ
り
殆

ど
捕
捉
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
﹂
と
︒﹁
燈
前
雑
話
﹂﹃
関
雪
随
筆
﹄
二
三
九
頁
︒

（
78
）  

同
前
︑
一
二
六
～
一
二
七
頁
︒

（
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﹃
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︱
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︱
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仁
史
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︒
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ages changeantes de l’art japonais: depuis la vue im

pressionniste du Japon à 
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︱1940). JT
LA

, Journal of the Faculty of 

Letters, A
esthetics. T

he U
niversity of Tokyo, V

ol. 29

︱30, 2004

︱5, pp. 73

︱93.

（
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︒
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︒

（
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賀
徹
（
編
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筆
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岩
波
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庫
︑
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九
八
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︑
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頁
︒
ち
な
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︑
関
雪
は
﹁
セ
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ン
ヌ
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関
雪
随
筆
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︑﹁
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ふ
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阪
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画
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︑﹁
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オ
ホ
︒
ゴ
ア
ガ
ン
﹂
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﹁
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よ
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ア
﹂
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叫
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録
し
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い
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︒
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口
ぶ
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か
ら
し
て
︑
欧
州
滞
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中
の
小
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楢
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言
動
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あ
ろ
う
︒
関
雪
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楢
重
と
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画
論
上
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流
に
は
︑
従
来
の
研
究
で
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
さ
ら
な
る
注
意
が
求
め
ら
れ
る
︒

（
84
）  

﹃
南
画
へ
の
道
程
﹄
二
～
三
頁
︒

（
85
）  

問
題
の
論
文
は
︑
嬰
行
の
筆
名
で
掲
載
さ
れ
た
﹁
中
国
美
術
在
現
代
藝
術
上
的
勝
利
﹂

﹃
東
方
雑
誌
﹄
一
九
三
〇
年
一
月
号
巻
頭
論
文
︑
一
六
～
二
七
頁
︒
豊
に
つ
い
て
は
︑

G
erem

ie R
. B

arm
é. A

n A
rtistic Exile, A

 Life of Feng Z
ikai (1898

︱1975). U
niversity of 

C
alifornia Press, 2002.  

ま
た Shigem

i Inaga. “Feng Z
ikai’s Treaties on “T

he Trium
ph 

of C
hinese Fine A

rts in the W
orld A

rt” (1930) and the R
eception of W

estern Ideas 

through Japanese Translation.” in M
odernism

 and Translation, Institute of C
hinese 

Literature and Philosophy. A
cadem

ia Sinica, 2006, pp. 12

︱35.  

和
訳
は
稲
賀
﹃
絵
画
の

臨
界
﹄
所
収
︒
本
件
に
先
鞭
を
着
け
た
先
行
研
究
と
し
て
は
︑
西
槇
偉
﹃
中
国
文
人
画

家
の
近
代
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︑
二
五
九
～
二
六
〇
頁
︒

（
86
）  

本
稿
は
冒
頭
に
触
れ
た
筆
者
に
よ
る
英
文
原
稿
を
任
意
に
日
本
語
に
抄
訳
し
た
も
の

で
あ
る
︒
な
お
紙
面
の
都
合
か
ら
︑
一
九
二
五
年
以
降
︑
一
九
四
五
年
の
晩
年
に
至
る

橋
本
関
雪
の
画
業
に
つ
い
て
は
︑
兵
庫
県
立
美
術
館
の
講
演
で
は
言
及
・
分
析
し
た
が
︑

こ
こ
で
は
割
愛
し
た
︒
ま
た
稿
を
改
め
た
い
︒
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は
じ
め
に

　溝
口
雄
三
（
一
九
三
二
～
二
〇
一
〇
）
の
中
国
研
究
は
多
く
の
日
本
学
者
に

よ
る
日
本
文
化
論
考
と
同
じ
く
︑
津
田
左
右
吉
（
一
八
七
三
～
一
九
六
一
）
が

唱
え
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
思
想
史
・
文
化
史
の
枠
組
み
に
立
脚
し
て
い
る
が（

1
）

︑

筆
者
は
近
代
中
国
研
究
に
お
け
る
思
想
と
革
命
の
研
究
に
お
い
て
︑
近
代
日

本
か
ら
の
思
想
的
な
要
因
と
い
う
問
題
に
直
面
し
︑
東
ア
ジ
ア
全
体
の
動
き

と
か
ら
ま
せ
る
こ
と
で
︑
近
代
日
本
の
動
き
を
議
論
の
中
心
に
据
え
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
︒

　そ
こ
で
︑
本
論
で
は
︑
近
代
中
国
の
思
想
と
革
命
に
つ
い
て
東
ア
ジ
ア
の

政
治
思
想
と
い
う
視
野
か
ら
見
る
に
あ
た
り
︑
ま
ず
は
︑
か
つ
て
徐
復
観

（
一
九
〇
四
～
八
二
）
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
﹁
権
原
﹂
と
﹁
法
原
﹂
の
概
念

を
も
う
一
度
整
理
し
︑
定
義
を
加
え
る
︒
次
に
︑
こ
の
概
念
を
介
し
て
︑
東

ア
ジ
ア
文
明
の
共
同
性
に
立
脚
し
︑﹁
日
中
の
文
化
史
的
な
並
行
性
﹂（
井
上

章
一
）
の
問
題
に
光
を
当
て
る
︒
さ
ら
に
︑
李
贄
（
一
五
二
七
～
一
六
〇
二
）

の
﹁
天
と
人
と
の
分
裂
﹂
か
ら
焦
竑
（
一
五
四
〇
～
一
六
二
〇
）
の
﹁
宗
教
折

衷
﹂
へ
の
展
開
を
経
る
こ
と
で
︑
明
末
の
学
風
を
受
け
継
い
だ
山
崎
闇
斎

（
一
六
一
九
～
八
二
）
や
山
鹿
素
行
（
一
六
二
二
～
八
五
）
ら
が
新
た
な
思
想
的

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
完
成
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
最
後
に
︑
朱
子
学

を
中
心
と
す
る
新
儒
教
思
想
の
再
構
築
運
動
が
東
ア
ジ
ア
と
い
う
文
明
単
位

で
行
わ
れ
︑﹁
土
着
化
﹂
の
過
程
を
辿
り
な
が
ら
︑
新
た
な
普
遍
性
を
生
み
出

し
︑
明
治
維
新
や
辛
亥
革
命
の
思
想
的
源
流
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒

近
代
中
国
の
思
想
と
革
命
研
究
覚
書

―
―
日
本
か
ら
の
思
想
的
な
要
因
を
中
心
に
―
―

楊

　際
開

研
究
ノ
ー
ト
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は
春
秋
戦
国
の
時
代
に
︑
魯
国
の
大
法
官
（
司
寇
）
で
あ
り
︑
も
し
合
法
（
正

統
）
的
な
法
原
（the sym

bol of social pressure

）
が
な
け
れ
ば
︑
社
会
に
お
け
る

最
高
の
目
的
は
権
力
の
争
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
現
実
の
政
治
に
お
い
て
︑
世
俗
の
最
高
権
力
は
権
原
（the sym

bol of 

political pressure

）
と
し
て
儒
家
ま
た
は
法
家
の
学
説
を
利
用
し
︑
社
会
（
道

徳
）
圧
力
を
政
治
権
力
に
転
化
し
た（

7
）

︒
孔
子
に
は
法
原
や
権
原
の
類
の
概
念

は
な
か
っ
た
が
︑
孔
子
の
学
説
の
中
に
類
似
し
た
観
念
が
な
い
と
は
い
え
な

い
︒
法
原
機
能
を
担
っ
た
王
者
は
礼
の
疑
似
の
集
結
点
で
あ
り
︑
文
明
と
は

こ
の
仮
想
の
集
結
点
へ
統
合
さ
れ
た
︒

　孔
子
は
法
原
の
正
統
性
と
権
原
の
正
当
性
の
狭
間
に
置
か
れ
た
こ
と
を
自

ら
認
識
し
︑
だ
か
ら
こ
そ
﹁
王
者
は
無
を
為
す
こ
と
で
治
め
る
﹂
と
い
う
儒

家
法
概
念
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る（

8
）

︒
こ
れ
こ
そ
彼
が
﹁
追
い
求
め
た
儀
文

制
度
の
基
本
的
意
義
﹂
で
あ
っ
た（

9
）

︒
文
明
の
道
徳
法
則
は
文
明
が
存
在
す
る

前
提
で
あ
り
︑
法
治
の
前
提
で
も
あ
る
︒
漢
高
祖
は
﹁
朕
は
朝
ま
だ
き
目
覚

め
早
く
起
き
て
︑
む
か
し
の
帝
王
の
法
を
思
い
︑
至
尊
の
位
を
奉
じ
て
大
業

を
明
ら
か
に
す
る
所
以
が
︑
す
べ
て
本
を
立
て
︑
賢
人
を
任
用
す
る
に
あ
る

と
い
う
こ
と
に
深
く
思
い
を
致
し
た（

10
）

﹂
と
言
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
本
を
立

て
る
﹂
よ
う
な
君
主
の
法
原
機
能
こ
そ
が
︑
儒
家
法
の
基
本
理
念
な
の
で
あ

る（
11
）

︒　陸
象
山
（
一
一
三
九
～
九
二
）
の
心
学
に
お
け
る
尊
王
道
は
︑
周
を
尊
ぶ
の

か
天
を
尊
ぶ
の
か
と
い
う
命
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
︑
筆
者
は
︑
周
（
室
）

は
権
原
を
︑
天
は
法
原
の
意
味
を
含
ん
で
お
り
︑
一
つ
の
仮
想
権
威
で
あ
る

と
す
る
︒
辻
清
明
（
一
九
一
三
～
九
一
）
が
提
起
し
た
﹁
地
位
の
権
威
﹂
と

﹁
機
能
の
権
威
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
法
原
﹂
と
﹁
権
原
﹂
に
該
当
す
る
だ
ろ
う（

12
）

︒

権
原
と
法
原
と
を
︑
一
組
の
最
高
権
力
機
能
を
考
え
る
用
語
と
し
て
見
な
す

よ
う
な
見
立
て
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四
～
一
九
二
〇
）
の

﹁
理
念
型
﹂
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る（

13
）

︒

　西
嶋
定
生
（
一
九
一
九
～
九
八
）
に
よ
る
と
︑
中
国
の
皇
帝
の
徳
性
と
︑

ロ
ー
マ
皇
帝
や
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
皇
帝
や
国
王
の
そ
れ
ら
と
に
は
質
的
な

相
違
が
あ
り
︑
ま
た
︑
中
国
に
お
い
て
は
︑
前
漢
か
ら
皇
帝
と
天
子
の
機
能

が
分
化
し
た
と
い
う（

14
）

︒
し
か
し
︑
中
国
史
上
の
皇
帝
と
天
子
と
の
﹁
双
生
化
﹂

の
問
題
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
政
治
神
学
の
問
題
と
類
似
し
て
い
る
︒
中
国
の

天
子
は
西
欧
中
世
史
上
の
﹁
法
を
中
心
と
す
る
王
権（

15
）

﹂
と
同
じ
く
︑
法
原
の

機
能
を
担
っ
て
い
る
︒
中
国
で
は
︑
天
子
の
機
能
は
つ
い
に
一
つ
の
制
度
と

し
て
︑
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
徐
々
に
こ
の
よ
う
な
天
子
の
機

能
を
自
立
さ
せ
︑
一
つ
の
制
度
と
し
て
︑
独
自
の
生
命
を
持
た
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は（

16
）

︑
律
令
制
を
取
れ
入
れ
つ
つ
あ
っ
た
日
本
で
あ
る
︒
こ
の
と
き

の
法
原
は
﹁
天
皇
と
い
う
宗
教
的
・
倫
理
的
実
体（

17
）

﹂
と
し
て
の
﹁
国
体
﹂
観

念
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　ま
た
中
国
の
皇
帝
の
徳
性
と
い
う
と
︑
吾
妻
重
二
（
一
九
五
六
～
）
は
﹁
天

を
祭
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
皇
帝
だ
け
で
︑
皇
帝
が
存
在
し
な
い
以
上
︑
天

を
祭
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん（

18
）

﹂
と
指
摘
す
る
︒
天
を
祭
る
と
い
う
行
い
は
周
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一

　分
析
概
念
の
提
起

　中
国
大
陸
の
法
体
制
は
な
ぜ
﹁
裁
判
の
行
政
的
性
格
﹂
ま
た
は
﹁
行
政
の

一
環
と
し
て
の
司
法
﹂
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か（

2
）

︒
一
言
で
い
え
ば
︑
そ
れ
は
︑
科
挙
的
官
僚
制
に
よ
る
専
制
的
統

一
・
大
一
統
の
政
治
体
制
に
由
来
し
て
い
る
︒
政
治
的
統
一
は
至
上
命
令
と

な
り
︑
実
定
私
法
体
系
と
い
う
着
想
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
︒
問
題
は
︑
こ
の

よ
う
な
二
千
年
も
続
い
た
法
体
系
が
︑
な
ぜ
清
末
に
至
っ
て
︑
変
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
結
末
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　西
洋
諸
国
に
お
い
て
は
︑
例
え
ば
︑
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
（
一
九
〇
二

～
八
五
）
が
文
明
を
あ
る
種
の
心
構
え
と
見
な
す
︒
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト

（
一
九
〇
七
～
九
二
）
が
﹃
法
の
概
念
﹄（
一
九
六
一
）
の
中
で
論
じ
た
︑
一
次

的
規
則
（
命
令
）
と
二
次
的
規
則
（
義
務
）
の
結
合
と
し
て
の
法
律
概
念
は（

3
）

︑

こ
の
法
律
規
範
の
拘
束
力
を
社
会
の
成
員
に
内
在
す
る
受
容
態
度
か
ら
く
る

も
の
と
す
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ト
の
法
律
概
念
は
︑
ブ
ロ
ー
デ
ル
に
近

い
︒
ま
た
︑
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
一
八
五
九
～
一
九
四
一
）
の
﹃
道
徳
と

宗
教
の
二
つ
の
源
泉
﹄（
一
九
三
二
）
の
中
で
も
︑
義
務
は
社
会
圧
力
か
ら
く

る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
法
理
学
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
︑
義
務
も
法
概
念
を

構
成
し
て
い
る
︒

　そ
れ
に
対
し
て
︑
東
ア
ジ
ア
社
会
に
お
い
て
︑
法
概
念
と
王
権
は
緊
密
に

つ
な
が
っ
て
お
り
︑
中
国
大
陸
を
起
源
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
王
権
は
外
来
文

明
の
圧
力
の
産
物
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
浅
見
絅
斎
（
一
六
五
二
～
一
七
一
二
）

は
﹃
靖
献
遺
言
﹄
巻
六
の
中
で
︑
南
宋
の
和
約
に
つ
い
て
﹁
累
世
権
姦
踵
用
︑

国
体
益
削
弱
（
累
世
権
姦
踵
用
し
︑
国
体
ま
す
ま
す
削
弱

（
4
）

）﹂
と
述
べ
︑
権
力
と

国
体
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
︒
内
田
銀
蔵
（
一
八
七
二
～
一
九
一
九
）
は
﹃
近

世
日
本
史
﹄（
一
九
〇
六
）
に
お
い
て
﹁
日
本
近
代
の
文
化
は
︑
主
と
し
て
こ

の
近
世
支
那
の
文
物
の
刺
激
の
下
に
徐
々
に
発
展
成
形
せ
る
も
の
と
い
う
べ

く（
5
）

﹂
と
︑
近
世
文
化
か
ら
近
代
文
化
へ
と
移
り
変
わ
る
過
程
に
お
け
る
南
宋

中
国
と
鎌
倉
時
代
と
の
並
行
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
フ
ラ
ン
シ

ス
・
福
山
（
一
九
五
二
～
）
は
﹃
政
治
の
起
源
﹄（
二
〇
一
一
）
の
日
本
語
版
へ

の
序
に
お
い
て
﹁
日
本
の
政
治
制
度
発
展
は
︑
世
界
史
上
初
の
近
代
国
家
︑

す
な
わ
ち
中
国
国
家
の
形
成
に
お
い
て
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る（

6
）

﹂
と
︑
中
国

を
統
一
し
た
秦
代
の
政
治
制
度
の
視
点
か
ら
近
代
日
本
の
政
治
制
度
の
発
展

を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
筆
者
は
︑
む
し
ろ
中
国
の
政
治
制
度
か
ら
日
本

の
政
治
制
度
へ
の
変
遷
に
お
い
て
は
︑
最
高
権
力
者
の
性
格
が
権
原
か
ら
法

原
へ
の
変
化
を
成
し
遂
げ
た
と
見
て
お
り
︑
近
代
日
本
が
南
宋
の
国
体
を
受

け
継
ぎ
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
修
復
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る

と
考
え
て
い
る
︒

　祭
祀
と
は
法
原
の
存
在
を
感
じ
︑
最
高
祭
祀
者
自
身
も
法
原
で
あ
る
と
目

さ
れ
た
行
為
で
あ
る
︒
一
方
︑
礼
は
法
原
に
近
づ
く
方
法
で
あ
り
︑
法
原
と

は
︑
秩
序
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
︒
孔
子
（
Ｄ
Ｃ
五
五
一
～
Ｄ
Ｃ
四
七
九
）
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は
春
秋
戦
国
の
時
代
に
︑
魯
国
の
大
法
官
（
司
寇
）
で
あ
り
︑
も
し
合
法
（
正

統
）
的
な
法
原
（the sym

bol of social pressure

）
が
な
け
れ
ば
︑
社
会
に
お
け
る

最
高
の
目
的
は
権
力
の
争
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
現
実
の
政
治
に
お
い
て
︑
世
俗
の
最
高
権
力
は
権
原
（the sym

bol of 

political pressure

）
と
し
て
儒
家
ま
た
は
法
家
の
学
説
を
利
用
し
︑
社
会
（
道

徳
）
圧
力
を
政
治
権
力
に
転
化
し
た（

7
）

︒
孔
子
に
は
法
原
や
権
原
の
類
の
概
念

は
な
か
っ
た
が
︑
孔
子
の
学
説
の
中
に
類
似
し
た
観
念
が
な
い
と
は
い
え
な

い
︒
法
原
機
能
を
担
っ
た
王
者
は
礼
の
疑
似
の
集
結
点
で
あ
り
︑
文
明
と
は

こ
の
仮
想
の
集
結
点
へ
統
合
さ
れ
た
︒

　孔
子
は
法
原
の
正
統
性
と
権
原
の
正
当
性
の
狭
間
に
置
か
れ
た
こ
と
を
自

ら
認
識
し
︑
だ
か
ら
こ
そ
﹁
王
者
は
無
を
為
す
こ
と
で
治
め
る
﹂
と
い
う
儒

家
法
概
念
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る（

8
）

︒
こ
れ
こ
そ
彼
が
﹁
追
い
求
め
た
儀
文

制
度
の
基
本
的
意
義
﹂
で
あ
っ
た（

9
）

︒
文
明
の
道
徳
法
則
は
文
明
が
存
在
す
る

前
提
で
あ
り
︑
法
治
の
前
提
で
も
あ
る
︒
漢
高
祖
は
﹁
朕
は
朝
ま
だ
き
目
覚

め
早
く
起
き
て
︑
む
か
し
の
帝
王
の
法
を
思
い
︑
至
尊
の
位
を
奉
じ
て
大
業

を
明
ら
か
に
す
る
所
以
が
︑
す
べ
て
本
を
立
て
︑
賢
人
を
任
用
す
る
に
あ
る

と
い
う
こ
と
に
深
く
思
い
を
致
し
た（

10
）

﹂
と
言
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
本
を
立

て
る
﹂
よ
う
な
君
主
の
法
原
機
能
こ
そ
が
︑
儒
家
法
の
基
本
理
念
な
の
で
あ

る（
11
）

︒　陸
象
山
（
一
一
三
九
～
九
二
）
の
心
学
に
お
け
る
尊
王
道
は
︑
周
を
尊
ぶ
の

か
天
を
尊
ぶ
の
か
と
い
う
命
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
︑
筆
者
は
︑
周
（
室
）

は
権
原
を
︑
天
は
法
原
の
意
味
を
含
ん
で
お
り
︑
一
つ
の
仮
想
権
威
で
あ
る

と
す
る
︒
辻
清
明
（
一
九
一
三
～
九
一
）
が
提
起
し
た
﹁
地
位
の
権
威
﹂
と

﹁
機
能
の
権
威
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
法
原
﹂
と
﹁
権
原
﹂
に
該
当
す
る
だ
ろ
う（

12
）

︒

権
原
と
法
原
と
を
︑
一
組
の
最
高
権
力
機
能
を
考
え
る
用
語
と
し
て
見
な
す

よ
う
な
見
立
て
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四
～
一
九
二
〇
）
の

﹁
理
念
型
﹂
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る（

13
）

︒

　西
嶋
定
生
（
一
九
一
九
～
九
八
）
に
よ
る
と
︑
中
国
の
皇
帝
の
徳
性
と
︑

ロ
ー
マ
皇
帝
や
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
皇
帝
や
国
王
の
そ
れ
ら
と
に
は
質
的
な

相
違
が
あ
り
︑
ま
た
︑
中
国
に
お
い
て
は
︑
前
漢
か
ら
皇
帝
と
天
子
の
機
能

が
分
化
し
た
と
い
う（

14
）

︒
し
か
し
︑
中
国
史
上
の
皇
帝
と
天
子
と
の
﹁
双
生
化
﹂

の
問
題
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
政
治
神
学
の
問
題
と
類
似
し
て
い
る
︒
中
国
の

天
子
は
西
欧
中
世
史
上
の
﹁
法
を
中
心
と
す
る
王
権（

15
）

﹂
と
同
じ
く
︑
法
原
の

機
能
を
担
っ
て
い
る
︒
中
国
で
は
︑
天
子
の
機
能
は
つ
い
に
一
つ
の
制
度
と

し
て
︑
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
徐
々
に
こ
の
よ
う
な
天
子
の
機

能
を
自
立
さ
せ
︑
一
つ
の
制
度
と
し
て
︑
独
自
の
生
命
を
持
た
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は（

16
）

︑
律
令
制
を
取
れ
入
れ
つ
つ
あ
っ
た
日
本
で
あ
る
︒
こ
の
と
き

の
法
原
は
﹁
天
皇
と
い
う
宗
教
的
・
倫
理
的
実
体（

17
）

﹂
と
し
て
の
﹁
国
体
﹂
観

念
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　ま
た
中
国
の
皇
帝
の
徳
性
と
い
う
と
︑
吾
妻
重
二
（
一
九
五
六
～
）
は
﹁
天

を
祭
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
皇
帝
だ
け
で
︑
皇
帝
が
存
在
し
な
い
以
上
︑
天

を
祭
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん（

18
）

﹂
と
指
摘
す
る
︒
天
を
祭
る
と
い
う
行
い
は
周
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　右
翼
思
想
家
の
北
一
輝
（
一
八
八
三
～
一
九
三
七
）
は
か
つ
て
﹃
支
那
革
命

外
史
﹄（
一
九
一
六
）
の
中
で
︑﹁
実
に
︑
革
命
の
支
那
は
其
の
覚
醒
に
於
て

恰
も
日
本
の
其
れ
に
国
学
の
復
興
あ
り
し
が
如
く
︑
固
よ
り
そ
れ
自
身
の
国

粋
文
学
に
依
る
東
洋
精
神
の
復
活
に
あ
り
︒
而
も
其
の
復
活
を
促
進
し
鞭
撻

し
東
洋
魂
の
溌
剌
た
る
光
輝
を
示
し
つ
つ
鼓
励
し
た
る
も
の
は
日
本
及
び
日

本
の
思
想
な
り
と
す（

24
）

﹂
と
指
摘
す
る
︒
確
か
に
陳
天
華
（
一
八
七
五
～

一
九
〇
五
）
の
﹁
政
治
革
命
﹂
も
陳
独
秀
（
一
八
七
九
～
一
九
四
二
）
の
近
代

国
家
の
﹁
発
見
﹂
も
﹁
日
本
お
よ
び
日
本
の
思
想
﹂
を
媒
介
と
し
た
︒
ア
ナ

キ
ス
ト
の
景
梅
九
の
い
う
﹁
省
界
を
取
り
去
る
こ
と（

25
）

﹂
も
日
本
で
生
ま
れ
た

発
想
で
あ
る
︒
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ
ュ
ー
ン
（
一
九
三
三
～
）
が
提
起
し
た
﹁
根

本
的
な
問
題（

26
）

﹂
こ
そ
︑
近
代
中
国
の
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
︑
日

本
の
根
本
的
な
問
題
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　日
清
戦
争
後
︑
康
有
為
（
一
八
五
八
～
一
九
二
七
）
は
日
本
的
な
国
体
観
念

を
援
用
し
な
が
ら
︑
清
朝
体
制
を
利
用
す
る
形
で
︑
上
か
ら
の
改
革
を
進
め

よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て（

27
）

︑
章
炳
麟
（
号
太
炎
）
は
中
国
の
伝
統
的
な
行
政

体
制
の
下
で
︑﹁
専
以
法
律
為
治
︑
而
分
行
政
︑
司
法
為
両
塗（

28
）

﹂（
専
ら
法
律

を
以
て
治
め
︑
行
政
と
司
法
を
両
立
さ
せ
る
）
と
︑
日
本
と
中
国
の
政
治
文
化

の
伝
統
が
違
う
の
で
︑
明
治
日
本
の
立
憲
君
主
制
の
真
似
を
し
て
は
い
け
な

い
と
主
張
し
て
い
る
︒
司
法
独
立
を
要
求
し
︑
か
つ
中
国
規
模
の
選
挙
の
無

理
を
指
摘
し
た
彼
は
後
日
︑﹁
聯
省
自
治
﹂
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
︑

﹁
革
命
﹂
か
﹁
立
憲
﹂
か
を
争
う
清
末
の
政
治
論
争
の
焦
点
は
﹁
郡
県
﹂
か

﹁
封
建
﹂
か
を
争
う
中
国
古
来
の
史
論
の
継
続
で
は
な
く（

29
）

︑
明
治
日
本
の
経
験

を
如
何
に
近
代
中
国
の
再
建
に
生
か
す
か
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
鑑
み
︑

法
と
権
威
と
の
内
在
的
な
関
係
を
考
察
の
射
程
に
入
れ
な
が
ら
︑
吉
田
松
陰

（
一
八
三
〇
～
五
九
）
の
﹁
国
体
﹂
観（

30
）

が
近
代
中
国
の
思
想
と
革
命
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
︑
近
代
中
国
の
思
想

と
革
命
を
理
解
す
る
た
め
︑
朱
舜
水
（
一
六
〇
〇
～
八
二
）
を
媒
介
と
す
る
日

本
と
い
う
視
角
を
提
出
し
た
い
︒

　﹁法
原
﹂
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
は
最
初
の
う
ち
は
シ
ュ
ウ
ォ
ル

ツ
（
一
九
一
九
～
九
九
）
の
﹁
普
遍
的
王
権
﹂
と
い
う
概
念
を
借
用
し
て
い
た

の
だ
が（

31
）

︑
徐
復
観
（
一
九
〇
四
～
八
二
）
の
﹁
権
原
﹂
と
い
う
概
念
を
経
由
し

て（
32
）

︑﹁
法
原
﹂
と
い
う
言
葉
に
至
っ
た
︒﹁
権
原
﹂
と
は
︑
も
と
も
と
︑
一
定

の
法
律
行
為
ま
た
は
事
実
行
為
を
正
当
化
す
る
際
の
法
律
上
の
根
拠
を
意
味

す
る
が
︑
徐
は
こ
の
法
律
用
語
を
政
治
的
正
当
性
の
意
味
合
い
に
使
っ
て
お

り
︑
法
の
合
法
性
の
問
題
を
政
治
権
力
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
提
起
し
て

い
る
︒
権
原
に
対
し
て
︑
彼
自
身
も
﹁
法
原
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
い
︑﹁
人
民

は
﹃
法
原
﹄
の
所
在
で
あ
る（

33
）

﹂
と
考
え
る
︒
こ
れ
は
君
主
主
権
観
か
ら
人
民

主
権
観
へ
の
転
換
の
中
で
︑
秩
序
の
本
が
政
治
権
力
に
は
な
く
︑
社
会
に
あ

る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
秩
序
の
由
来
に
関
わ
る
問

題
で
あ
る
︒
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
は
こ
の
概
念
を
﹁
深
層
構
造
﹂
と
呼
ん
で
い
る（

34
）

︒

儒
者
が
擁
護
し
た
現
実
の
社
会
構
造
は
︑
仮
想
の
﹁
法
原
﹂
を
前
提
と
し
た

の
で
あ
る
︒
司
馬
光
（
一
〇
一
九
～
八
六
）
が
述
べ
た
﹁
天
子
の
職
は
礼
よ
り
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代
に
起
源
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
時
の
周
の
天
子
の
身
分
は
皇

帝
で
は
な
く
︑
天
子
と
い
う
天
を
祭
る
専
門
職
で
あ
る
︒
中
国
を
統
一
し
た

秦
の
始
皇
帝
が
泰
山
で
封
禅
の
式
典
を
行
っ
た
と
き
︑
す
で
に
天
子
と
い
う

専
門
職
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
前
漢
か
ら
皇
帝
と
天
子
の

機
能
が
分
化
し
た
と
い
っ
て
も
︑
皇
帝
と
い
う
身
分
で
天
子
の
機
能
を
果
た

す
と
き
︑
皇
帝
が
主
体
で
︑
天
は
客
体
で
あ
る
︒
清
朝
晩
期
に
な
る
と
︑
魏

源
（
一
七
九
四
～
一
八
五
六
）
は
﹁
山
川
を
主
と
す
べ
き
﹂
と
主
張
し
︑
主
体

と
し
て
の
皇
帝
の
身
分
を
否
定
し
た
︒
こ
の
考
え
を
引
き
継
い
だ
章
太
炎

（
一
八
六
九
～
一
九
三
六
）
は
﹁
光
復
﹂
と
い
う
辛
亥
革
命
の
理
念
を
抱
え
て

い
る
が
︑
そ
の
背
後
に
︑
日
本
文
化
史
に
お
け
る
客
体
と
し
て
の
天
皇
の
影

が
あ
る
︒
皇
帝
の
い
な
い
近
代
中
国
で
は
︑
儒
教
の
伝
統
を
却
っ
て
生
か
す

道
が
拓
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒

　近
年
︑
台
湾
の
学
者
で
あ
る
黄
俊
傑
（
一
九
四
六
～
）
が
︑﹁
東
ア
ジ
ア
儒

学
史
﹂
と
い
う
新
し
い
視
野
を
提
示
し
た（

19
）

︒
日
本
の
学
者
で
あ
る
子
安
宣
邦

（
一
九
三
三
～
）
も
︑
こ
れ
に
呼
応
し
て
﹁
東
ア
ジ
ア
儒
学
﹂
に
疑
問
を
呈
し
︑

再
度
戦
前
の
日
本
の
軍
国
主
義
に
お
け
る
﹁
東
亜
共
栄
圏
﹂
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
︒
黄
俊
傑
の
東
ア
ジ
ア
儒
学
史
は
︑
主
に

孟
子
学
の
角
度
か
ら
の
論
述
で
あ
る
が
︑
子
安
は
︑﹁
も
し
﹃
東
ア
ジ
ア
儒

学
﹄
を
中
国
の
儒
学
の
影
響
を
受
け
て
展
開
し
た
儒
学
と
解
釈
す
る
な
ら
︑

で
は
﹃
東
ア
ジ
ア
﹄
と
い
う
概
念
自
体
が
無
意
識
の
う
ち
に
す
で
に
儒
学
地

域
の
限
定
を
受
け
て
お
り
︑﹃
東
ア
ジ
ア
﹄
と
は
中
国
の
儒
学
の
影
響
が
及
ん

だ
地
域
範
囲
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う（

20
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の

分
析
に
対
し
て
︑
筆
者
は
﹁
東
ア
ジ
ア
漢
化
儒
教
文
明
﹂
と
い
う
概
念
を
使

用
し
て
い
る
︒﹁
漢
化
﹂
は
漢
字
に
よ
る
仏
教
と
儒
教
の
共
同
性
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
︒
日
本
も
﹁
漢
化
﹂
を
主
体
的
に
推
進
し
て
き
た
東
ア
ジ
ア
文

明
の
砦
な
の
で
あ
る
︒

　も
と
も
と
︑﹁
東
洋
﹂
と
い
う
言
葉
は
江
戸
時
代
に
東
ア
ジ
ア
の
地
域
文
明

を
指
す
も
の
で
あ
り（

21
）

︑
内
藤
湖
南
（
一
八
六
六
～
一
九
三
四
）
は
日
清
戦
争
直

後
に
書
い
た
﹁
所
謂
日
本
の
天
職
﹂
の
中
で
︑﹁
我
れ
東
洋
に
國
す
る
を
以
て
︑

東
洋
諸
国
︑
支
那
最
大
と
為
す
を
以
て
︑
之
を
為
す
こ
と
必
ず
支
那
を
主
と

せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
也（

22
）

﹂
と
考
え
た
の
も
幕
末
以
来
の
東
洋
の
運
命
連
帯
意

識
に
基
づ
い
て
い
た
の
だ
︒
し
か
し
︑
彼
は
﹃
支
那
論
﹄（
一
九
一
四
）
の
附

録
に
収
め
た
﹁
中
華
民
国
承
認
に
就
て
﹂
に
お
い
て
章
炳
麟
の
﹁
中
華
民
国

解
﹂（﹃
民
報
﹄
第
十
五
号
︑
一
九
〇
七
年
）
の
中
で
示
し
た
朝
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
・

ビ
ル
マ
の
帰
属
に
対
し
て
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒﹁
日
本
が
既
に
現
在
朝
鮮
を

支
配
し
て
お
り
︑
そ
れ
か
ら
安
南
は
佛
蘭
西
が
支
配
し
て
お
り
︑
緬
甸
は
英

吉
利
が
支
配
し
て
居
る
︒
さ
う
云
ふ
も
の
に
対
し
て
中
華
民
国
が
必
ず
之
を

恢
復
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
う
や
う
な
こ
と
は
︑
今
日
の
列
国
均
勢
上
甚

だ
不
穏
当
な
言
葉
で
あ
る（

23
）

﹂︒
章
太
炎
が
守
ろ
う
と
し
た
の
は
文
明
版
図
で
あ

り
︑
対
し
て
内
藤
は
日
本
の
既
得
の
権
益
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
︒
二
十
世

紀
十
年
代
以
後
︑
東
ア
ジ
ア
の
文
明
版
図
を
め
ぐ
る
正
当
性
争
い
が
近
代
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
絡
ん
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
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　右
翼
思
想
家
の
北
一
輝
（
一
八
八
三
～
一
九
三
七
）
は
か
つ
て
﹃
支
那
革
命

外
史
﹄（
一
九
一
六
）
の
中
で
︑﹁
実
に
︑
革
命
の
支
那
は
其
の
覚
醒
に
於
て

恰
も
日
本
の
其
れ
に
国
学
の
復
興
あ
り
し
が
如
く
︑
固
よ
り
そ
れ
自
身
の
国

粋
文
学
に
依
る
東
洋
精
神
の
復
活
に
あ
り
︒
而
も
其
の
復
活
を
促
進
し
鞭
撻

し
東
洋
魂
の
溌
剌
た
る
光
輝
を
示
し
つ
つ
鼓
励
し
た
る
も
の
は
日
本
及
び
日

本
の
思
想
な
り
と
す（

24
）

﹂
と
指
摘
す
る
︒
確
か
に
陳
天
華
（
一
八
七
五
～

一
九
〇
五
）
の
﹁
政
治
革
命
﹂
も
陳
独
秀
（
一
八
七
九
～
一
九
四
二
）
の
近
代

国
家
の
﹁
発
見
﹂
も
﹁
日
本
お
よ
び
日
本
の
思
想
﹂
を
媒
介
と
し
た
︒
ア
ナ

キ
ス
ト
の
景
梅
九
の
い
う
﹁
省
界
を
取
り
去
る
こ
と（

25
）

﹂
も
日
本
で
生
ま
れ
た

発
想
で
あ
る
︒
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ
ュ
ー
ン
（
一
九
三
三
～
）
が
提
起
し
た
﹁
根

本
的
な
問
題（

26
）

﹂
こ
そ
︑
近
代
中
国
の
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
︑
日

本
の
根
本
的
な
問
題
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　日
清
戦
争
後
︑
康
有
為
（
一
八
五
八
～
一
九
二
七
）
は
日
本
的
な
国
体
観
念

を
援
用
し
な
が
ら
︑
清
朝
体
制
を
利
用
す
る
形
で
︑
上
か
ら
の
改
革
を
進
め

よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て（

27
）

︑
章
炳
麟
（
号
太
炎
）
は
中
国
の
伝
統
的
な
行
政

体
制
の
下
で
︑﹁
専
以
法
律
為
治
︑
而
分
行
政
︑
司
法
為
両
塗（

28
）

﹂（
専
ら
法
律

を
以
て
治
め
︑
行
政
と
司
法
を
両
立
さ
せ
る
）
と
︑
日
本
と
中
国
の
政
治
文
化

の
伝
統
が
違
う
の
で
︑
明
治
日
本
の
立
憲
君
主
制
の
真
似
を
し
て
は
い
け
な

い
と
主
張
し
て
い
る
︒
司
法
独
立
を
要
求
し
︑
か
つ
中
国
規
模
の
選
挙
の
無

理
を
指
摘
し
た
彼
は
後
日
︑﹁
聯
省
自
治
﹂
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
︑

﹁
革
命
﹂
か
﹁
立
憲
﹂
か
を
争
う
清
末
の
政
治
論
争
の
焦
点
は
﹁
郡
県
﹂
か

﹁
封
建
﹂
か
を
争
う
中
国
古
来
の
史
論
の
継
続
で
は
な
く（

29
）

︑
明
治
日
本
の
経
験

を
如
何
に
近
代
中
国
の
再
建
に
生
か
す
か
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
鑑
み
︑

法
と
権
威
と
の
内
在
的
な
関
係
を
考
察
の
射
程
に
入
れ
な
が
ら
︑
吉
田
松
陰

（
一
八
三
〇
～
五
九
）
の
﹁
国
体
﹂
観（

30
）

が
近
代
中
国
の
思
想
と
革
命
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
︑
近
代
中
国
の
思
想

と
革
命
を
理
解
す
る
た
め
︑
朱
舜
水
（
一
六
〇
〇
～
八
二
）
を
媒
介
と
す
る
日

本
と
い
う
視
角
を
提
出
し
た
い
︒

　﹁法
原
﹂
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
は
最
初
の
う
ち
は
シ
ュ
ウ
ォ
ル

ツ
（
一
九
一
九
～
九
九
）
の
﹁
普
遍
的
王
権
﹂
と
い
う
概
念
を
借
用
し
て
い
た

の
だ
が（

31
）

︑
徐
復
観
（
一
九
〇
四
～
八
二
）
の
﹁
権
原
﹂
と
い
う
概
念
を
経
由
し

て（
32
）

︑﹁
法
原
﹂
と
い
う
言
葉
に
至
っ
た
︒﹁
権
原
﹂
と
は
︑
も
と
も
と
︑
一
定

の
法
律
行
為
ま
た
は
事
実
行
為
を
正
当
化
す
る
際
の
法
律
上
の
根
拠
を
意
味

す
る
が
︑
徐
は
こ
の
法
律
用
語
を
政
治
的
正
当
性
の
意
味
合
い
に
使
っ
て
お

り
︑
法
の
合
法
性
の
問
題
を
政
治
権
力
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
提
起
し
て

い
る
︒
権
原
に
対
し
て
︑
彼
自
身
も
﹁
法
原
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
い
︑﹁
人
民

は
﹃
法
原
﹄
の
所
在
で
あ
る（

33
）

﹂
と
考
え
る
︒
こ
れ
は
君
主
主
権
観
か
ら
人
民

主
権
観
へ
の
転
換
の
中
で
︑
秩
序
の
本
が
政
治
権
力
に
は
な
く
︑
社
会
に
あ

る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
秩
序
の
由
来
に
関
わ
る
問

題
で
あ
る
︒
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
は
こ
の
概
念
を
﹁
深
層
構
造
﹂
と
呼
ん
で
い
る（

34
）

︒

儒
者
が
擁
護
し
た
現
実
の
社
会
構
造
は
︑
仮
想
の
﹁
法
原
﹂
を
前
提
と
し
た

の
で
あ
る
︒
司
馬
光
（
一
〇
一
九
～
八
六
）
が
述
べ
た
﹁
天
子
の
職
は
礼
よ
り
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い
る
か
ど
う
か
の
判
定
主
体
で
あ
り
︑
彼
ら
は
君
主
機
能
の
審
査
を
通
し
て

国
家
と
社
会
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
と
う
と
し
た
と
い
う
︒
中
国
政
治
史
上
に
お

い
て
︑
君
主
と
は
政
治
権
威
と
し
て
の
権
原
で
あ
り
︑
ま
た
︑
道
徳
権
威
と

し
て
の
法
原
で
も
あ
っ
た
︒
両
者
は
未
分
化
の
状
態
に
あ
る
︒
儒
家
の
法
に

対
す
る
判
断
基
準
に
従
え
ば
︑
彼
ら
の
視
野
の
融
合
（the fusion of horizons

）

に
達
し
な
い
君
主
は
合
法
性
に
欠
け
る
も
の
だ
っ
た
︒
法
原
は
儒
家
の
道
徳

的
実
体
で
あ
る
︒
一
方
︑
宋
明
以
後
の
君
主
は
︑
朱
子
学
的
な
政
治
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
支
持
を
受
け
て
︑
徐
々
に
客
体
権
威
に
変
化
し
た
︒

　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
改
革
以
前
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
︑
陽

明
学
は
朱
子
学
の
内
部
か
ら
主
体
権
威
を
樹
立
さ
せ
た
思
想
革
命
で
あ
り
︑

君
主
を
客
体
権
威
と
し
て
見
な
す
朱
子
学
的
な
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
転
換

し
て
︑
君
主
を
主
体
権
威
の
仮
想
焦
点
と
見
な
し
た（

37
）

︒
章
学
誠
（
一
七
三
八
～

一
八
〇
一
）
の
﹁
一
道
同
風
﹂
と
い
う
時
王
（
当
代
の
君
主
）
観
は
︑
荀
子
の

こ
の
命
題
を
引
き
継
ぎ
︑
進
ん
で
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
モ
デ
ル
チ
ェ
ン

ジ
・
革
命
の
序
幕
を
開
い
た
︒
章
学
誠
の
﹁
治
体
﹂
思
想
は
︑
魏
源
に
受
け

継
が
れ
︑
さ
ら
に
︑
魏
源
を
通
じ
て
︑
吉
田
松
陰
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た（

38
）

︒

日
本
は
中
国
の
周
辺
に
い
な
が
ら
も
︑
中
国
の
治
乱
の
一
因
と
も
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
︒

　清
代
の
礼
儀
考
証
の
中
で
出
現
し
た
﹁
君
権
と
は
何
か
﹂
の
課
題
は（

39
）

︑
常

州
今
文
学
の
出
現
に
至
っ
て
﹁
中
国
と
は
何
か
﹂
の
課
題
に
変
質
し
た
︒
董

仲
舒
が
三
綱
を
﹃
春
秋
﹄
に
導
入
し
た
の
は
権
原
を
定
め
る
た
め
で
あ
り
︑

し
か
も
彼
は
漢
の
武
帝
の
た
め
に
士
を
選
択
し
︑
士
を
養
う
と
い
う
二
つ
の

方
法
を
考
案
し
た（

40
）

︒
宋
恕
は
こ
れ
を
﹁
陽
儒
陰
法
﹂
と
称
し
た
︒
彼
は
︑
司

法
の
公
正
が
﹁
天
下
﹂
を
有
す
る
も
の
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
屈
従
す

る
所
以
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
︒

　実
際
︑
孔
子
の
﹁
中
国
と
は
何
か
﹂
か
ら
継
承
さ
れ
た
こ
の
課
題
は
︑
中

国
人
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
た
道
徳
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
文
明
の
ル
ー

ル
で
あ
る
が
︑
秦
漢
以
後
の
権
力
者
は
︑﹁
陽
儒
陰
法
﹂
に
基
づ
い
て
文
明
の

名
義
で
法
律
の
執
行
を
正
当
化
し
た
︒
そ
し
て
︑
日
清
（
甲
午
）
戦
争
に
な
っ

て
︑
日
本
は
文
明
の
名
の
下
で
﹁
中
国
﹂
に
宣
戦
し
︑
中
国
は
よ
う
や
く
文

明
内
部
か
ら
の
挑
戦
に
直
面
し
た（

41
）

︒
二
千
年
も
続
い
た
権
原
政
治
は
︑
近
代

日
本
の
法
原
文
化
の
下
で
︑
よ
う
や
く
︑
そ
の
歪
み
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
法
原
文
化
は
︑
高
田
淳
（
一
九
二
五
～
二
〇
一
〇
）

の
い
う
よ
う
に
︑﹁
近
代
に
お
け
る
日
本
と
中
国
の
問
題
が
歴
史
の
根
で
分
か

ち
が
た
く
結
び
合
っ
て
い
る（

42
）

﹂
も
の
で
あ
ろ
う
︒
文
明
内
部
の
日
中
間
の
文

化
交
流
た
る
文
明
触
変
こ
そ（

43
）

︑
近
代
中
国
を
生
み
出
す
要
因
で
は
あ
る
ま
い

か
︒
広
東
籍
の
康
有
為
や
孫
文
（
一
八
六
六
～
一
九
二
五
）
ら
は
︑
結
果
つ
ま

り
方
法
論
か
ら
日
本
の
衝
撃
に
応
え
︑
宋
恕
（
一
八
六
二
～
一
九
一
〇
）
や
章

太
炎
ら
は
︑
原
因
つ
ま
り
目
的
論
か
ら
日
本
の
衝
撃
に
応
え
た
︒
浙
学
を
志

す
浙
江
籍
の
志
士
に
と
っ
て
は
︑
日
本
は
す
で
に
︑
南
宋
の
代
替
モ
デ
ル
と

し
て
︑
清
朝
体
制
に
代
わ
る
東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
上
部
構
造
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
︒

132

大
き
い
も
の
は
な
い
﹂
と
は
︑
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
︒
法
原

は
礼
に
相
応
し
︑
権
原
は
法
に
相
応
す
る
︒
中
国
思
想
史
に
お
い
て
﹁
求
道
﹂

の
課
題
と
は
︑
す
な
わ
ち
こ
の
法
原
に
対
す
る
探
求
な
の
で
あ
る（

35
）

︒

　し
か
し
︑
秦
漢
の
大
一
統
以
降
︑
孔
子
が
定
め
た
周
天
子
の
法
原
機
能
は
︑

現
実
の
専
制
皇
権
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
︑
儒
者
の
学
説
は
︑
徐
々
に

権
原
が
自
身
を
合
法
化
す
る
道
具
に
な
り
下
が
っ
た
︒
近
代
中
国
は
︑
日
本

の
衝
撃
の
下
で
︑
法
原
と
権
原
の
二
重
の
危
機
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
︒
清

朝
後
期
以
来
︑
深
ま
っ
て
き
た
秩
序
へ
の
危
機
意
識
は
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
が

法
原
を
希
求
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
民
主
主
義
は
︑
こ
の
法
原
の
下
で

は
じ
め
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
人
治
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
権
原
が
法
原

に
脱
皮
し
な
い
限
り
︑
法
治
の
公
正
さ
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
︒

　荀
子
（
Ｄ
Ｃ
三
一
三
～
Ｄ
Ｃ
二
三
八
）
は
﹁
法
な
る
も
の
は
︑
治
の
端
な
り
︒

君
子
な
る
も
の
は
︑
法
の
原
な
り
﹂
と
述
べ
た
（﹃
荀
子
・
君
道
﹄）︒
こ
の
言

葉
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
︑
荀
子
は
法
の
作
用
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑

政
治
倫
理
を
司
る
﹁
君
子
﹂
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
︒
儒
者
は
︑
常
に
法

原
を
最
高
価
値
と
す
る
︒
管
子
（
Ｄ
Ｃ
？
～
Ｄ
Ｃ
六
四
五
）
は
︑
礼
・
義
・
廉
・

恥
を
法
の
道
徳
的
前
提
と
す
る
が
︑
後
世
の
法
家
は
︑
皇
権
を
権
原
と
見
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
孟
子
（
Ｄ
Ｃ
三
七
二
～
Ｄ
Ｃ
二
八
九
）
の
﹁
徒
善
︑
徒
法
﹂

論
（
徒
善
は
為
政
に
は
不
足
し
︑
徒
法
は
自
ら
運
用
で
き
な
い
）
の
背
後
に
は
王

道
理
想
が
あ
り
︑
政
治
倫
理
の
投
射
点
と
し
て
の
王
者
が
い
な
け
れ
ば
﹁
永

続
的
制
法
社
会（

36
）

﹂
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑﹁
永
続
的
制
法
社
会
﹂
が
な

け
れ
ば
︑
公
正
な
る
法
治
を
着
実
に
で
き
な
い
と
す
る
︒

　荀
子
は
孟
子
の
﹁
王
道
﹂
を
原
点
と
し
た
道
徳
主
義
的
心
性
哲
学
を
︑
王

者
・
君
主
を
必
要
と
見
な
す
功
利
主
義
政
治
哲
学
に
転
換
し
た
︒
法
家
が
念

頭
に
置
い
た
王
者
・
君
主
は
最
高
の
執
法
者
︱
︱
権
原
で
︑
道
徳
主
義
の
儒

家
が
念
頭
に
置
い
た
王
者
・
君
主
は
一
つ
の
理
想
型
と
し
て
の
法
原
で
あ
り
︑

こ
の
両
者
間
の
張
力
は
︑
当
時
の
政
権
と
は
別
の
文
明
意
志
を
生
み
出
し
た
︒

　と
こ
ろ
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
党
の
主
張
に
よ
れ
ば
︑﹁
君
子
﹂
は
フ
ェ
デ

ラ
リ
ス
ト
と
解
釈
で
き
る
︒
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
は
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
を
制
定

す
る
者
で
あ
り
︑﹁
法
の
原
﹂︑
す
な
わ
ち
憲
法
の
起
草
者
で
も
あ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
憲
法
の
精
神
そ
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
る
︒
憲
法
起
草
者
の
精

神
は
憲
法
の
精
神
と
合
致
し
て
い
る
︒
一
方
︑
中
国
政
治
史
に
お
い
て
︑
王

者
・
君
主
は
国
家
の
創
業
者
で
あ
り
︑
法
治
と
王
権
と
は
一
体
に
な
っ
て
い

る
の
で
︑
法
治
の
公
正
さ
も
政
治
の
性
格
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
︒
功
利

主
義
の
儒
家
は
︑
王
者
・
君
主
を
彼
の
人
格
と
同
格
の
﹁
公
平
な
傍
観
者

（im
partial spectator

）﹂
と
見
な
し
た
が
︑
こ
の
と
き
︑
王
者
・
君
主
は
︑
法

原
・
道
徳
権
威
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
法
政
の
主
体
は
︑
こ
の
王
者
・
君

主
と
い
う
功
利
主
義
価
値
の
前
提
に
よ
っ
て
出
現
し
た
︒
道
徳
主
義
の
儒
家

と
功
利
主
義
の
儒
家
は
︑
と
も
に
法
原
の
た
め
に
立
言
し
て
お
り
︑
前
者
は

心
性
の
道
徳
に
重
点
を
置
き
︑
後
者
は
王
者
の
機
能
に
重
点
を
置
い
た
︒
礼

治
シ
ス
テ
ム
は
︑
こ
の
両
者
を
媒
介
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

　荀
子
に
よ
れ
ば
︑
君
子
・
儒
家
こ
そ
︑
王
者
・
君
主
の
合
法
性
を
備
え
て



近代中国の思想と革命研究覚書

133

い
る
か
ど
う
か
の
判
定
主
体
で
あ
り
︑
彼
ら
は
君
主
機
能
の
審
査
を
通
し
て

国
家
と
社
会
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
と
う
と
し
た
と
い
う
︒
中
国
政
治
史
上
に
お

い
て
︑
君
主
と
は
政
治
権
威
と
し
て
の
権
原
で
あ
り
︑
ま
た
︑
道
徳
権
威
と

し
て
の
法
原
で
も
あ
っ
た
︒
両
者
は
未
分
化
の
状
態
に
あ
る
︒
儒
家
の
法
に

対
す
る
判
断
基
準
に
従
え
ば
︑
彼
ら
の
視
野
の
融
合
（the fusion of horizons

）

に
達
し
な
い
君
主
は
合
法
性
に
欠
け
る
も
の
だ
っ
た
︒
法
原
は
儒
家
の
道
徳

的
実
体
で
あ
る
︒
一
方
︑
宋
明
以
後
の
君
主
は
︑
朱
子
学
的
な
政
治
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
支
持
を
受
け
て
︑
徐
々
に
客
体
権
威
に
変
化
し
た
︒

　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
改
革
以
前
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
︑
陽

明
学
は
朱
子
学
の
内
部
か
ら
主
体
権
威
を
樹
立
さ
せ
た
思
想
革
命
で
あ
り
︑

君
主
を
客
体
権
威
と
し
て
見
な
す
朱
子
学
的
な
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
転
換

し
て
︑
君
主
を
主
体
権
威
の
仮
想
焦
点
と
見
な
し
た（

37
）

︒
章
学
誠
（
一
七
三
八
～

一
八
〇
一
）
の
﹁
一
道
同
風
﹂
と
い
う
時
王
（
当
代
の
君
主
）
観
は
︑
荀
子
の

こ
の
命
題
を
引
き
継
ぎ
︑
進
ん
で
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
モ
デ
ル
チ
ェ
ン

ジ
・
革
命
の
序
幕
を
開
い
た
︒
章
学
誠
の
﹁
治
体
﹂
思
想
は
︑
魏
源
に
受
け

継
が
れ
︑
さ
ら
に
︑
魏
源
を
通
じ
て
︑
吉
田
松
陰
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た（

38
）

︒

日
本
は
中
国
の
周
辺
に
い
な
が
ら
も
︑
中
国
の
治
乱
の
一
因
と
も
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
︒

　清
代
の
礼
儀
考
証
の
中
で
出
現
し
た
﹁
君
権
と
は
何
か
﹂
の
課
題
は（

39
）

︑
常

州
今
文
学
の
出
現
に
至
っ
て
﹁
中
国
と
は
何
か
﹂
の
課
題
に
変
質
し
た
︒
董

仲
舒
が
三
綱
を
﹃
春
秋
﹄
に
導
入
し
た
の
は
権
原
を
定
め
る
た
め
で
あ
り
︑

し
か
も
彼
は
漢
の
武
帝
の
た
め
に
士
を
選
択
し
︑
士
を
養
う
と
い
う
二
つ
の

方
法
を
考
案
し
た（

40
）

︒
宋
恕
は
こ
れ
を
﹁
陽
儒
陰
法
﹂
と
称
し
た
︒
彼
は
︑
司

法
の
公
正
が
﹁
天
下
﹂
を
有
す
る
も
の
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
屈
従
す

る
所
以
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
︒

　実
際
︑
孔
子
の
﹁
中
国
と
は
何
か
﹂
か
ら
継
承
さ
れ
た
こ
の
課
題
は
︑
中

国
人
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
た
道
徳
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
文
明
の
ル
ー

ル
で
あ
る
が
︑
秦
漢
以
後
の
権
力
者
は
︑﹁
陽
儒
陰
法
﹂
に
基
づ
い
て
文
明
の

名
義
で
法
律
の
執
行
を
正
当
化
し
た
︒
そ
し
て
︑
日
清
（
甲
午
）
戦
争
に
な
っ

て
︑
日
本
は
文
明
の
名
の
下
で
﹁
中
国
﹂
に
宣
戦
し
︑
中
国
は
よ
う
や
く
文

明
内
部
か
ら
の
挑
戦
に
直
面
し
た（

41
）

︒
二
千
年
も
続
い
た
権
原
政
治
は
︑
近
代

日
本
の
法
原
文
化
の
下
で
︑
よ
う
や
く
︑
そ
の
歪
み
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
法
原
文
化
は
︑
高
田
淳
（
一
九
二
五
～
二
〇
一
〇
）

の
い
う
よ
う
に
︑﹁
近
代
に
お
け
る
日
本
と
中
国
の
問
題
が
歴
史
の
根
で
分
か

ち
が
た
く
結
び
合
っ
て
い
る（

42
）

﹂
も
の
で
あ
ろ
う
︒
文
明
内
部
の
日
中
間
の
文

化
交
流
た
る
文
明
触
変
こ
そ（

43
）

︑
近
代
中
国
を
生
み
出
す
要
因
で
は
あ
る
ま
い

か
︒
広
東
籍
の
康
有
為
や
孫
文
（
一
八
六
六
～
一
九
二
五
）
ら
は
︑
結
果
つ
ま

り
方
法
論
か
ら
日
本
の
衝
撃
に
応
え
︑
宋
恕
（
一
八
六
二
～
一
九
一
〇
）
や
章

太
炎
ら
は
︑
原
因
つ
ま
り
目
的
論
か
ら
日
本
の
衝
撃
に
応
え
た
︒
浙
学
を
志

す
浙
江
籍
の
志
士
に
と
っ
て
は
︑
日
本
は
す
で
に
︑
南
宋
の
代
替
モ
デ
ル
と

し
て
︑
清
朝
体
制
に
代
わ
る
東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
上
部
構
造
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
︒
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題
と
さ
れ
て
い
る
︒
後
者
の
観
点
に
立
て
ば
︑
日
本
の
政
権
構
造
に
は
︑
中

国
式
の
法
原
と
権
原
未
分
化
の
最
高
権
力
を
分
化
の
方
に
転
換
さ
せ
る
方
向

性
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
︒

　董
仲
舒
（
Ｄ
Ｃ
一
七
九
～
Ｄ
Ｃ
一
〇
四
）
は
﹁
当
時
の
秦
は
周
と
と
も
に
天

子
だ
っ
た
が
︑
天
に
仕
え
る
者
と
し
て
は
周
と
異
な
っ
て
い
た（

49
）

﹂
と
述
べ
た
︒

彼
か
ら
見
れ
ば
︑
秦
の
制
度
に
お
け
る
天
子
と
周
の
制
度
に
お
け
る
天
子
が

担
っ
た
機
能
は
異
な
っ
て
お
り
︑
秦
の
天
子
に
仕
え
る
も
の
は
吏
で
あ
り
︑

周
の
天
子
に
仕
え
る
も
の
は
儒
で
あ
る
︒
一
方
︑
日
本
の
歴
史
で
展
開
し
た

政
治
文
化
は
︑
周
の
制
度
に
お
け
る
天
子
機
能
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
︒

東
ア
ジ
ア
の
文
明
版
図
が
拡
大
す
る
に
し
た
が
っ
て
︑
専
制
皇
権
の
機
能
は

法
原
に
分
化
さ
れ
︑
天
皇
は
皇
権
分
化
の
過
程
で
出
現
し
た
法
原
を
体
現
し

た
︒
一
方
で
︑
漢
化
儒
教
文
明
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
り
︑
共
同
性
を
具

え
て
お
り
︑
他
方
︑
皇
権
の
機
能
に
は
︑
権
原
か
ら
法
原
へ
の
質
的
変
化
が

生
じ
た
の
で
あ
る
︒

　天
を
尊
ぶ
と
は
自
律
的
な
道
徳
を
尊
ぶ
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
道
徳
の

必
然
性
と
し
て
の
義
務
の
理
由
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
実
践
理
性
の
課

題
で
あ
る
︒
ハ
ー
ト
は
二
次
的
規
則
と
し
て
の
﹁
義
務
﹂
に
は
二
種
類
の
社

会
的
圧
力
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
二
種
類
の
社
会
圧
力
の
シ

ン
ボ
ル
は
︑
本
論
に
お
け
る
権
原
と
法
原
と
呼
ぶ
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す

る
︒　実

践
理
性
は
︑
法
原
へ
の
忠
誠
を
通
し
て
︑
文
明
全
体
の
道
徳
的
自
由
を

予
想
す
る
︒﹁
客
観
化
さ
れ
た
道
徳（

50
）

﹂
と
し
て
の
礼
義
の
美
は
法
原
に
帰
依
す

る
美
意
識
で
あ
り
︑
こ
の
種
の
人
倫
の
美
は
ま
さ
に
義
務
の
起
源
で
は
あ
る

ま
い
か
︒
ハ
ー
ト
の
﹁
法
律
と
は
何
か
﹂
の
問
題
は
︑
中
国
で
は
﹁
君
権
と

は
何
か
﹂
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
は
︑
心
性
・
道
徳
主
義

的
儒
学
と
政
治
・
功
利
主
義
的
儒
学
と
を
媒
介
と
す
る
礼
治
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
政
治
思
想
の
研
究
領
域
で
あ
り
︑
同
時
に
︑
筆
者
が
論
じ
る
近
代
中
国

の
思
想
と
革
命
に
お
け
る
日
本
か
ら
の
思
想
的
な
要
因
と
い
う
問
題
の
所
在

で
あ
る
︒

　ま
さ
に
法
律
概
念
に
お
け
る
﹁
内
在
的
視
点
﹂
は
︑
日
清
戦
争
の
衝
撃
下

で
権
原
か
ら
法
原
へ
の
価
値
転
換
を
達
成
し
た
た
め
︑
二
千
年
続
い
た
専
制

皇
権
の
合
法
性
の
根
拠
を
失
わ
せ
て
そ
れ
を
崩
壊
へ
と
向
わ
せ
た
の
で
あ
る
︒

忠
誠
の
対
象
が
﹁
天
下
﹂
を
有
す
る
﹁
国
家
﹂
か
ら
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
全
体

へ
と
拡
大
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
近
代
東
洋
の
知
識
人
は
共
通
の
課
題

に
直
面
し
て
お
り
︑
同
時
代
性
を
持
っ
て
い
る
︒

　最
も
早
く
中
国
人
に
天
皇
の
法
原
機
能
を
伝
え
た
の
は
黄
遵
憲
（
一
八
四
〇

～
一
九
〇
五
）
で
あ
る
︒
彼
は
﹃
日
本
国
志
・
礼
俗
志
一
﹄
に
お
い
て
︑
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
余
が
考
え
る
に
日
本
は
開
国
以
来
︑
国
の
大
事
は
︑

祀
に
お
い
て
過
ぎ
る
も
の
は
な
か
っ
た（

51
）

﹂︒
続
け
て
︑﹁
い
に
し
え
の
先
哲
王

の
仁
と
智
に
よ
っ
て
︑
褅
礼
と
嘗
礼
﹇
夏
の
祭
り
と
秋
の
祭
り
﹈
に
よ
る
治
国

を
行
い
︑
神
道
を
教
え
と
し
て
設
け
た
︒
こ
れ
ら
は
自
ら
深
い
意
味
が
あ
っ

た
︒
そ
の
と
き
︑
文
化
は
未
開
で
あ
っ
た
た
め
︑
民
を
教
化
し
て
よ
い
習
慣
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　本
来
︑
政
治
的
正
当
性
の
判
断
基
準
と
し
て
の
﹁
天
﹂
は
︑
宇
宙
（
自
然
）

意
志
と
文
明
意
志
の
二
重
の
意
味
を
備
え
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
宇
宙
本

位
の
政
治
観（

44
）

﹂
の
中
で
は
︑
天
子
と
は
宇
宙
意
志
と
し
て
の
﹁
天
﹂
と
文
明

意
志
と
し
て
の
﹁
天
﹂
の
仲
介
人
で
あ
っ
た
︒
秦
漢
期
以
後
︑
天
子
の
化
身

で
あ
る
皇
帝
は
文
明
主
権
者
と
し
て
の
身
分
で
出
現
し
た
が
︑
日
本
の
﹁
国

家
﹂
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
言
葉
は
︑
中
国
の
専
制
皇
権
と
は
異
な
っ
て
い

た
︒﹁
絶
地
天
通（

45
）

﹂
と
は
専
制
皇
権
の
発
端
で
あ
り
︑
日
本
に
お
け
る
天
皇
の

機
能
と
は
︑
天
地
を
橋
渡
し
す
る
こ
と
で
︑
天
と
地
の
連
続
性
を
保
た
せ
る

こ
と
で
あ
っ
た
︒

　東
ア
ジ
ア
文
明
全
体
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
︑
一
方
で
︑

秦
漢
期
以
降
の
皇
帝
制
度
は
﹁
名
分
正
し
﹂
を
通
し
て
権
原
︱
︱
客
体
権
威

の
機
能
を
発
揮
し
︑
他
方
︑
日
本
で
進
化
し
て
き
た
天
皇
は
︑
法
原
た
る
主

体
権
威
の
機
能
を
発
揮
し
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
中
国
で
は
権
原
は
﹁
天
﹂

の
体
現
者
で
あ
っ
て
︑﹁
人
民
の
天
子
に
対
す
る
ひ
れ
伏
し
﹂
を
︑
つ
ま
り
文

明
意
志
を
強
調
し
︑
日
本
で
は
︑
法
原
が
﹁
天
﹂
の
体
現
者
で
︑﹁
天
子
の
天

に
対
す
る
祈
祷
﹂
に
︑
つ
ま
り
宇
宙
（
自
然
）
意
志
に
着
眼
し
た
の
で
あ
る
︒

皇
権
と
い
う
大
陸
的
権
原
か
ら
日
本
的
法
原
機
能
へ
の
転
換
は
︑
漢
化
儒
教

文
明
の
一
体
性
と
連
続
性
と
を
物
語
っ
て
い
る（

46
）

︒
東
漢
以
後
の
動
乱
期
に
際

し
て
︑
中
国
大
陸
の
東
北
部
と
東
シ
ナ
海
を
越
え
た
日
本
で
は
︑
大
陸
の
文

明
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
︑
新
た
な
政
権
構
造
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
二

　日
中
の
並
行
性
の
問
題

　東
ア
ジ
ア
文
明
を
﹁
体
﹂
と
見
な
せ
ば
︑
権
原
と
法
原
は
﹁
同
体
異
用
﹂

と
い
え
る
︒
程
度
の
差
は
あ
れ
︑
東
ア
ジ
ア
を
構
成
す
る
周
辺
王
国
も
権
原

離
れ
の
傾
向
が
あ
る
︒
皇
権
の
﹁
権
﹂
か
ら
﹁
法
﹂
機
能
へ
の
転
換
は
︑
東

ア
ジ
ア
文
明
史
の
進
化
の
結
果
で
あ
る
︒
東
ア
ジ
ア
の
漢
化
儒
教
文
明
は
︑

一
体
で
あ
る
と
意
識
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
︑
文
明
内
で
の
戦
い
の
裏
に
あ

る
思
想
的
な
要
因
を
理
解
で
き
る
の
だ
︒
例
え
ば
︑
唐
体
制
と
の
対
峙
の
中

で
生
ま
れ
た
天
武
朝
体
制
は
︑
皇
親
の
官
僚
化
に
よ
っ
て（

47
）

︑
最
高
権
力
の
機

能
を
権
原
か
ら
法
原
に
転
換
さ
せ
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
全
体
の
政
治
構
造
に
変

容
を
も
た
ら
し
た
︒
北
魏
（
三
八
六
～
五
三
四
）
の
﹁
子
貴
母
死
﹂
の
政
権
構

造
は
︑
日
本
の
皇
親
の
官
僚
化
と
形
が
違
う
が
︑
同
じ
進
化
過
程
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
両
極
端
に
走
っ
た
政
権
構
造
の
進
化
は
︑
異

な
る
政
治
文
化
を
生
み
出
し
た
︒

　井
上
章
一
は
﹃
日
本
に
古
代
が
あ
っ
た
の
か
﹄
に
お
い
て
︑﹁
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
の
並
行
現
象
を
︑
ま
ず
日
本
に
見
い
だ
す
の
か
︑
中
国
に
読
み
と

る
の
か（

48
）

﹂
と
い
う
問
い
を
提
出
し
て
い
る
︒
こ
の
問
い
の
背
後
に
は
︑
い
ず

れ
に
せ
よ
︑
西
洋
中
心
主
義
の
進
歩
史
観
を
批
判
す
る
ス
タ
ン
ス
が
見
て
取

れ
る
︒
日
本
史
を
︑
西
洋
史
を
基
準
に
し
て
考
え
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
中
国

を
含
む
東
ア
ジ
ア
文
明
史
の
進
化
過
程
か
ら
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
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題
と
さ
れ
て
い
る
︒
後
者
の
観
点
に
立
て
ば
︑
日
本
の
政
権
構
造
に
は
︑
中

国
式
の
法
原
と
権
原
未
分
化
の
最
高
権
力
を
分
化
の
方
に
転
換
さ
せ
る
方
向

性
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
︒

　董
仲
舒
（
Ｄ
Ｃ
一
七
九
～
Ｄ
Ｃ
一
〇
四
）
は
﹁
当
時
の
秦
は
周
と
と
も
に
天

子
だ
っ
た
が
︑
天
に
仕
え
る
者
と
し
て
は
周
と
異
な
っ
て
い
た（

49
）

﹂
と
述
べ
た
︒

彼
か
ら
見
れ
ば
︑
秦
の
制
度
に
お
け
る
天
子
と
周
の
制
度
に
お
け
る
天
子
が

担
っ
た
機
能
は
異
な
っ
て
お
り
︑
秦
の
天
子
に
仕
え
る
も
の
は
吏
で
あ
り
︑

周
の
天
子
に
仕
え
る
も
の
は
儒
で
あ
る
︒
一
方
︑
日
本
の
歴
史
で
展
開
し
た

政
治
文
化
は
︑
周
の
制
度
に
お
け
る
天
子
機
能
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
︒

東
ア
ジ
ア
の
文
明
版
図
が
拡
大
す
る
に
し
た
が
っ
て
︑
専
制
皇
権
の
機
能
は

法
原
に
分
化
さ
れ
︑
天
皇
は
皇
権
分
化
の
過
程
で
出
現
し
た
法
原
を
体
現
し

た
︒
一
方
で
︑
漢
化
儒
教
文
明
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
り
︑
共
同
性
を
具

え
て
お
り
︑
他
方
︑
皇
権
の
機
能
に
は
︑
権
原
か
ら
法
原
へ
の
質
的
変
化
が

生
じ
た
の
で
あ
る
︒

　天
を
尊
ぶ
と
は
自
律
的
な
道
徳
を
尊
ぶ
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
道
徳
の

必
然
性
と
し
て
の
義
務
の
理
由
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
実
践
理
性
の
課

題
で
あ
る
︒
ハ
ー
ト
は
二
次
的
規
則
と
し
て
の
﹁
義
務
﹂
に
は
二
種
類
の
社

会
的
圧
力
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
二
種
類
の
社
会
圧
力
の
シ

ン
ボ
ル
は
︑
本
論
に
お
け
る
権
原
と
法
原
と
呼
ぶ
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す

る
︒　実

践
理
性
は
︑
法
原
へ
の
忠
誠
を
通
し
て
︑
文
明
全
体
の
道
徳
的
自
由
を

予
想
す
る
︒﹁
客
観
化
さ
れ
た
道
徳（

50
）

﹂
と
し
て
の
礼
義
の
美
は
法
原
に
帰
依
す

る
美
意
識
で
あ
り
︑
こ
の
種
の
人
倫
の
美
は
ま
さ
に
義
務
の
起
源
で
は
あ
る

ま
い
か
︒
ハ
ー
ト
の
﹁
法
律
と
は
何
か
﹂
の
問
題
は
︑
中
国
で
は
﹁
君
権
と

は
何
か
﹂
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
は
︑
心
性
・
道
徳
主
義

的
儒
学
と
政
治
・
功
利
主
義
的
儒
学
と
を
媒
介
と
す
る
礼
治
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
政
治
思
想
の
研
究
領
域
で
あ
り
︑
同
時
に
︑
筆
者
が
論
じ
る
近
代
中
国

の
思
想
と
革
命
に
お
け
る
日
本
か
ら
の
思
想
的
な
要
因
と
い
う
問
題
の
所
在

で
あ
る
︒

　ま
さ
に
法
律
概
念
に
お
け
る
﹁
内
在
的
視
点
﹂
は
︑
日
清
戦
争
の
衝
撃
下

で
権
原
か
ら
法
原
へ
の
価
値
転
換
を
達
成
し
た
た
め
︑
二
千
年
続
い
た
専
制

皇
権
の
合
法
性
の
根
拠
を
失
わ
せ
て
そ
れ
を
崩
壊
へ
と
向
わ
せ
た
の
で
あ
る
︒

忠
誠
の
対
象
が
﹁
天
下
﹂
を
有
す
る
﹁
国
家
﹂
か
ら
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
全
体

へ
と
拡
大
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
近
代
東
洋
の
知
識
人
は
共
通
の
課
題

に
直
面
し
て
お
り
︑
同
時
代
性
を
持
っ
て
い
る
︒

　最
も
早
く
中
国
人
に
天
皇
の
法
原
機
能
を
伝
え
た
の
は
黄
遵
憲
（
一
八
四
〇

～
一
九
〇
五
）
で
あ
る
︒
彼
は
﹃
日
本
国
志
・
礼
俗
志
一
﹄
に
お
い
て
︑
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
余
が
考
え
る
に
日
本
は
開
国
以
来
︑
国
の
大
事
は
︑

祀
に
お
い
て
過
ぎ
る
も
の
は
な
か
っ
た（

51
）

﹂︒
続
け
て
︑﹁
い
に
し
え
の
先
哲
王

の
仁
と
智
に
よ
っ
て
︑
褅
礼
と
嘗
礼
﹇
夏
の
祭
り
と
秋
の
祭
り
﹈
に
よ
る
治
国

を
行
い
︑
神
道
を
教
え
と
し
て
設
け
た
︒
こ
れ
ら
は
自
ら
深
い
意
味
が
あ
っ

た
︒
そ
の
と
き
︑
文
化
は
未
開
で
あ
っ
た
た
め
︑
民
を
教
化
し
て
よ
い
習
慣
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　溝
口
雄
三
は
︑
基
体
展
開
論
の
観
点
か
ら
近
代
中
国
革
命
の
思
想
と
社
会

の
プ
ロ
セ
ス
を
論
述
し
た
が（

58
）

︑
筆
者
は
︑
近
代
中
国
の
思
想
と
革
命
は
︑
東

ア
ジ
ア
文
明
を
担
う
異
な
っ
た
地
域
間
の
相
互
作
用
プ
ロ
セ
ス
の
中
か
ら
観

察
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
と
考
え
る
︒
東
ア
ジ
ア
文
明
全
体
に
お
け
る

近
代
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
世
界
法
体
系
を
指

向
し
︑
東
ア
ジ
ア
の
経
験
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
法
原
の
概
念
と
実
践
を

提
供
し
た
と
考
え
る（

59
）

︒
つ
ま
り
︑
近
代
の
日
中
関
係
は
グ
ロ
ー
バ
ル
史
の
一

齣
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

　ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
（
一
八
八
九
～
一
九
七
五
）
や
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
Ｐ
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（
一
九
二
七
～
二
〇
〇
八
）
の
よ
う
な
西
洋
の
文
明

論
者
は
︑
中
国
と
日
本
を
二
つ
の
異
な
る
文
明
と
見
な
す
︒
し
か
し
︑
文
明

内
部
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
︑
漢
化
儒
教
文
明
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
り
︑

こ
の
意
味
に
お
い
て
︑
中
国
の
政
治
版
図
内
の
地
域
と
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
版

図
内
の
ベ
ト
ナ
ム
・
朝
鮮
半
島
︑
お
よ
び
日
本
は
︑
現
在
に
至
る
ま
で
依
然

と
し
て
漢
化
儒
教
文
明
の
担
い
手
で
あ
る
と
考
え
る
︒
東
ア
ジ
ア
文
明
の
視

野
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
の
文
明
を
構
成
す
る
別
々
の
地
域
が
受
け
継
ぐ
の
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
で
あ
っ
て
︑
文
明
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
漢
化
儒
教
文
明

の
異
な
る
担
い
手
は
︑
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
内
部
か
ら
﹁
文
明
﹂
と

し
て
の
中
国
を
代
言
し
︑﹁
中
国
﹂
の
担
い
手
と
し
て
存
在
す
る
︒
内
藤
湖
南

が
日
清
戦
争
後
に
述
べ
た
﹁
新
文
明
中
心（

60
）

﹂
意
識
は
︑
東
周
再
建
と
い
う
儒

者
の
文
明
意
識
に
基
づ
き（

61
）

︑
三
宅
雪
嶺
（
一
八
六
〇
～
一
九
四
五
）
の
唱
え
た

真
・
善
・
美
を
極
め
る
社
会
志
向
の
も
の
で
あ
る（

62
）

︒
西
洋
文
明
と
の
触
変
に

よ
っ
て
︑
東
洋
文
明
の
再
建
を
図
ろ
う
と
し
た
湖
南
は
﹁
中
国
﹂
を
担
う
立

場
か
ら
︑
人
類
文
明
の
新
た
な
中
心
に
な
ろ
う
と
︑
西
洋
流
の
近
代
国
家
で

は
な
く
︑﹁
人
類
の
国
家
を
造
る（

63
）

﹂
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た

﹁
東
洋
の
大
勢
は
日
に
迫
る
︑
大
陸
の
風
雲
日
に
悪
し
か
ら
ん
と
す
︑
而
し
て

我
の
之
に
応
ず
る
所
以
は
何
ぞ（

64
）

﹂
と
い
う
湖
南
の
問
い
は
佐
久
間
象
山

（
一
八
一
一
～
六
四
）
や
吉
田
松
陰
の
魏
源
の
海
防
思
想
の
出
発
点
に
対
す
る

反
応
と
も
連
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　譚
嗣
同
（
一
八
六
五
～
九
八
）
は
﹁
い
ま
中
国
で
も
外
国
で
も
変
法
の
議
論

が
し
き
り
で
あ
る
︒
し
か
し
五
倫
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
は
︑
ど
ん
な
原
理

原
則
も
実
地
着
手
の
し
よ
う
が
な
い
︒
三
綱
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い（

65
）

﹂

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
見
解
は
︑
す
で
に
宗
教
・
思
想
革
命
の
側
面
か
ら
変

法
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
︒
彼
の
﹁
孝
を
忠
に
転
換
さ
せ
る
﹂（﹁
移
孝
作
忠

（
66
）

﹂）

と
い
う
言
葉
も
幕
末
志
士
の
精
神
に
触
発
さ
れ
︑
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

幕
末
志
士
の
精
神
と
い
う
日
本
の
思
想
的
な
要
因
が
近
代
中
国
の
思
想
革
命

の
刺
激
の
源
に
な
り
︑
五
倫
の
変
容
か
ら
三
綱
の
正
当
性
に
疑
問
を
投
げ
か

け
る
こ
と
で
︑
ま
さ
に
近
代
中
国
革
命
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
彼

は
︑
朱
子
学
的
な
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
あ
る
種
の
社
会
的
暴
力
を
容
認
す

る
こ
と
に
気
が
付
い
た
︒
宋
恕
の
結
論
は
︑
中
国
の
﹁
本
来
の
病
因
﹂
は

﹁
憲
法
が
ま
だ
な
く
︑
宗
教
が
先
に
衰
え
た（

67
）

﹂
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
中
国

内
部
の
政
治
文
化
的
な
限
界
を
気
付
か
せ
た
の
も
近
代
日
本
と
の
思
想
触
変

136

を
身
に
つ
け
さ
せ
る
の
に
︑
こ
の
方
法
し
か
と
れ
な
か
っ
た
︒
統
治
者
は
恭

し
く
厳
粛
に
神
に
仕
え
︑
民
は
清
く
慎
ま
し
く
仕
え
る
こ
と
︑
こ
れ
は
後
世

に
お
い
て
及
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
︒
あ
あ
︑
な
ん
と
い
う
こ
と
か
！（

52
）

﹂

と
解
説
し
た
︒
黄
は
︑
日
本
に
お
け
る
王
者
は
神
に
仕
え
る
と
い
う
法
原
機

能
を
発
見
し
︑
目
を
醒
ま
し
た
︒
彼
は
明
治
憲
法
発
布
前
の
明
治
天
皇
の
政

（
ま
つ
り
ご
と
）
を
高
く
評
価
し
て
お
り
︑
章
炳
麟
は
明
治
後
期
の
日
本
に
身

を
置
き
な
が
ら
も
︑
明
治
憲
法
に
倣
う
立
憲
派
の
提
案
に
反
対
し
︑﹁
原
日
本

所
以
能
尊
厳
皇
族
者
正
由
皇
族
不
作
政
官（

53
）

﹂（
も
と
も
と
日
本
が
皇
族
を
尊
敬
す

る
の
は
正
に
皇
族
が
現
実
の
政
治
に
携
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
）
と
︑
明
治
体
制

の
憲
法
精
神
に
対
し
て
︑
黄
遵
憲
と
似
た
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
︒

　﹃
日
本
国
志
﹄
は
一
八
八
七
年
に
完
成
し
た
が
︑
黄
は
﹃
日
本
国
志
成
志

感
﹄
の
中
で
こ
の
書
を
王
夫
之
の
﹃
黄
書
﹄
に
な
ぞ
ら
え
︑﹁
頻
年
風
雨
鶏
鳴

夕
︑
灑
涙
挑
燈
自
巻
舒（

54
）

﹂（
頻
年
風
雨
に
し
て
鶏
鳴
夕
べ
に
す
︑
灑
涙
挑
燈
し
て

自
ず
巻
舒
た
り
）
と
結
ん
だ
︒
こ
の
よ
う
に
︑
日
本
の
明
治
維
新
の
経
験
が
清

末
変
法
志
士
を
励
ま
し
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
こ
の
本
か
ら
で

あ
る
︒﹃
日
本
国
志
﹄
と
﹃
日
本
雜
事
詩
﹄
の
明
治
維
新
に
つ
い
て
の
紹
介
は
︑

江
戸
中
期
か
ら
幕
末
ま
で
の
尊
王
思
想
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
た

め
︑
日
清
戦
争
後
に
は
︑
こ
の
本
は
上
海
の
変
法
志
士
の
間
に
大
き
な
反
響

を
巻
き
起
こ
し
︑
下
か
ら
上
へ
の
変
法
に
呼
応
す
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ

る
︒　董

仲
舒
は
︑
皇
権
が
含
ん
だ
﹁
同
体
異
用
﹂
の
概
念
に
対
し
て
︑
儒
者
が

法
原
を
予
想
す
る
道
徳
の
主
体
的
立
場
を
加
え
て
お
り
︑
同
時
に
法
原
の
名

目
で
自
己
を
合
法
化
し
た
皇
権
は
︑
官
僚
政
治
に
お
け
る
正
当
性
の
資
源
に

な
っ
た
︑
と
指
摘
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
法
原
と
権
原
と
い
う
両
面
性
を
備
え

た
最
高
権
力
を
専
制
皇
権
︑
あ
る
い
は
絶
対
皇
権
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
︒

　日
本
の
政
治
文
化
の
発
見
は
︑﹁
同
体
異
用
﹂
の
﹁
同
体
﹂
に
︑
中
国
の
専

制
皇
権
と
対
立
す
る
仮
想
の
﹁
体
﹂
が
出
現
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
清
学

の
﹁
用
中
見
体
﹂
の
思
想
は
︑
清
末
に
﹁
器
﹂
へ
の
関
心
と
結
合
し
て
︑
中

国
の
専
制
皇
権
の
﹁
体
﹂
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る
思
想
を
醞
醸
し
た（

55
）

︒﹁
体
﹂

の
意
味
合
い
は
皇
権
か
ら
民
権
へ
転
換
し
た
︒
董
仲
舒
の
﹁
同
体
異
用
﹂
か

ら
清
代
儒
者
の
﹁
用
中
見
体
﹂
ま
で
︑﹁
体
﹂
の
中
身
を
再
構
築
し
よ
う
と
す

る
課
題
は
︑
近
代
中
国
の
中
心
的
課
題
と
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心

の
下
で
︑
張
之
洞
（
一
八
三
七
～
一
九
〇
九
）
や
孫
家
鼎
（
一
八
二
七
～

一
九
〇
九
）
が
掲
げ
た
﹁
中
体
西
用
﹂
は
︑
清
王
朝
の
合
法
性
を
守
る
力
を

失
っ
て
い
っ
た（

56
）

︒
清
王
朝
は
︑
清
代
の
経
学
に
お
け
る
民
主
化
要
求
の
下
で

政
治
的
合
法
性
を
失
い
始
め
︑
舶
来
の
民
族
主
義
は
た
だ
そ
れ
を
後
押
し
し

た
だ
け
で
あ
っ
た
︒

　漢
化
儒
教
文
明
に
お
け
る
法
原
は
︑
架
空
の
皇
帝
権
の
法
原
機
能
に
対
す

る
認
可
か
ら
き
て
い
る
︒
中
国
の
君
主
制
は
法
原
の
要
求
下
で
墓
場
へ
と
向

か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
日
清
戦
争
後
︑
日
本
か
ら
の
思
想
的
な
要
因
で

あ
っ
た
﹁
写
実
﹂
も
︑
中
国
伝
統
文
化
の
中
の
現
代
価
値
を
再
発
見
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑﹁
復
教
﹂
へ
の
道
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る（

57
）

︒
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　溝
口
雄
三
は
︑
基
体
展
開
論
の
観
点
か
ら
近
代
中
国
革
命
の
思
想
と
社
会

の
プ
ロ
セ
ス
を
論
述
し
た
が（

58
）

︑
筆
者
は
︑
近
代
中
国
の
思
想
と
革
命
は
︑
東

ア
ジ
ア
文
明
を
担
う
異
な
っ
た
地
域
間
の
相
互
作
用
プ
ロ
セ
ス
の
中
か
ら
観

察
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
と
考
え
る
︒
東
ア
ジ
ア
文
明
全
体
に
お
け
る

近
代
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
世
界
法
体
系
を
指

向
し
︑
東
ア
ジ
ア
の
経
験
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
法
原
の
概
念
と
実
践
を

提
供
し
た
と
考
え
る（

59
）

︒
つ
ま
り
︑
近
代
の
日
中
関
係
は
グ
ロ
ー
バ
ル
史
の
一

齣
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

　ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
（
一
八
八
九
～
一
九
七
五
）
や
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
Ｐ
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（
一
九
二
七
～
二
〇
〇
八
）
の
よ
う
な
西
洋
の
文
明

論
者
は
︑
中
国
と
日
本
を
二
つ
の
異
な
る
文
明
と
見
な
す
︒
し
か
し
︑
文
明

内
部
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
︑
漢
化
儒
教
文
明
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
り
︑

こ
の
意
味
に
お
い
て
︑
中
国
の
政
治
版
図
内
の
地
域
と
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
版

図
内
の
ベ
ト
ナ
ム
・
朝
鮮
半
島
︑
お
よ
び
日
本
は
︑
現
在
に
至
る
ま
で
依
然

と
し
て
漢
化
儒
教
文
明
の
担
い
手
で
あ
る
と
考
え
る
︒
東
ア
ジ
ア
文
明
の
視

野
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
の
文
明
を
構
成
す
る
別
々
の
地
域
が
受
け
継
ぐ
の
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
で
あ
っ
て
︑
文
明
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
漢
化
儒
教
文
明

の
異
な
る
担
い
手
は
︑
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
内
部
か
ら
﹁
文
明
﹂
と

し
て
の
中
国
を
代
言
し
︑﹁
中
国
﹂
の
担
い
手
と
し
て
存
在
す
る
︒
内
藤
湖
南

が
日
清
戦
争
後
に
述
べ
た
﹁
新
文
明
中
心（

60
）

﹂
意
識
は
︑
東
周
再
建
と
い
う
儒

者
の
文
明
意
識
に
基
づ
き（

61
）

︑
三
宅
雪
嶺
（
一
八
六
〇
～
一
九
四
五
）
の
唱
え
た

真
・
善
・
美
を
極
め
る
社
会
志
向
の
も
の
で
あ
る（

62
）

︒
西
洋
文
明
と
の
触
変
に

よ
っ
て
︑
東
洋
文
明
の
再
建
を
図
ろ
う
と
し
た
湖
南
は
﹁
中
国
﹂
を
担
う
立

場
か
ら
︑
人
類
文
明
の
新
た
な
中
心
に
な
ろ
う
と
︑
西
洋
流
の
近
代
国
家
で

は
な
く
︑﹁
人
類
の
国
家
を
造
る（

63
）

﹂
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た

﹁
東
洋
の
大
勢
は
日
に
迫
る
︑
大
陸
の
風
雲
日
に
悪
し
か
ら
ん
と
す
︑
而
し
て

我
の
之
に
応
ず
る
所
以
は
何
ぞ（

64
）

﹂
と
い
う
湖
南
の
問
い
は
佐
久
間
象
山

（
一
八
一
一
～
六
四
）
や
吉
田
松
陰
の
魏
源
の
海
防
思
想
の
出
発
点
に
対
す
る

反
応
と
も
連
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　譚
嗣
同
（
一
八
六
五
～
九
八
）
は
﹁
い
ま
中
国
で
も
外
国
で
も
変
法
の
議
論

が
し
き
り
で
あ
る
︒
し
か
し
五
倫
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
は
︑
ど
ん
な
原
理

原
則
も
実
地
着
手
の
し
よ
う
が
な
い
︒
三
綱
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い（

65
）

﹂

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
見
解
は
︑
す
で
に
宗
教
・
思
想
革
命
の
側
面
か
ら
変

法
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
︒
彼
の
﹁
孝
を
忠
に
転
換
さ
せ
る
﹂（﹁
移
孝
作
忠

（
66
）

﹂）

と
い
う
言
葉
も
幕
末
志
士
の
精
神
に
触
発
さ
れ
︑
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

幕
末
志
士
の
精
神
と
い
う
日
本
の
思
想
的
な
要
因
が
近
代
中
国
の
思
想
革
命

の
刺
激
の
源
に
な
り
︑
五
倫
の
変
容
か
ら
三
綱
の
正
当
性
に
疑
問
を
投
げ
か

け
る
こ
と
で
︑
ま
さ
に
近
代
中
国
革
命
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
彼

は
︑
朱
子
学
的
な
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
あ
る
種
の
社
会
的
暴
力
を
容
認
す

る
こ
と
に
気
が
付
い
た
︒
宋
恕
の
結
論
は
︑
中
国
の
﹁
本
来
の
病
因
﹂
は

﹁
憲
法
が
ま
だ
な
く
︑
宗
教
が
先
に
衰
え
た（

67
）

﹂
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
中
国

内
部
の
政
治
文
化
的
な
限
界
を
気
付
か
せ
た
の
も
近
代
日
本
と
の
思
想
触
変
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地
・
動
物
・
植
物
な
ど
の
諸
学
を
教
授
し
て
お
り
︑﹁
理
﹂
の
字
は
そ
の
意
味

と
よ
く
合
致
し
て
い
る
︒
一
方
︑
我
国
は
名
士
が
な
お
多
く
程
朱
の
性
を
理

と
す
る
誤
説
を
勉
強
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
不
適
当
で
あ
り
︑
甚
だ
不
快
で

あ
る（

73
）

﹂
と
書
き
記
し
た
︒
宋
恕
に
お
い
て
は
︑
日
本
か
ら
入
っ
て
き
た
自
然

科
学
を
指
す
﹁
理
学
﹂
と
朱
子
学
が
ぶ
つ
か
っ
た
後
︑﹁
理
学
﹂
が
指
す
意
味

に
変
化
が
生
じ
︑
そ
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
は
色
褪
せ
た
の
で
あ
る
︒

　陳
黻
宸
（
一
八
五
九
～
一
九
一
七
）
が
﹃
宋
平
子
哀
辞
﹄
で
述
べ
た
﹁
君
は

す
な
わ
ち
学
ん
だ
と
こ
ろ
を
も
っ
て
︑
天
下
を
易
す
と
思
う（

74
）

﹂
と
い
う
一
節

は
︑
康
有
為
の
﹁
教
え
を
も
っ
て
天
下
を
易
す
﹂
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
︑

宋
恕
は
︑﹁
陽
儒
陰
法
﹂
と
い
う
複
合
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
を
通
し
て

清
末
の
変
法
乃
至
革
命
理
論
を
確
立
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
批
判
主
義

的
な
学
術
モ
デ
ル
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
︒

　以
上
︑
見
て
き
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
立
脚
し
た
前
提
は
す
べ

て
民
族
モ
デ
ル
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
視
野
は
中
国
大
陸
に
限
ら
れ
て
お
り
︑

日
本
に
つ
い
て
は
参
照
の
対
象
と
し
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
論
が
立

脚
す
る
前
提
は
文
明
で
あ
り
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
全
体
の
視
野
か
ら
近
代
中
国

の
思
想
と
革
命
を
考
察
し
︑
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
大
き
な
変
局
に
お
い

て
︑
日
本
と
近
代
中
国
の
相
互
作
用
関
係
の
中
で
︑﹁
日
本
か
ら
の
思
想
的
な

要
因
﹂
が
発
揮
し
た
無
視
で
き
な
い
役
割
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
三

　研
究
の
意
義

（
一
）
日
中
間
の
社
会
競
争
モ
デ
ル
の
異
同
に
つ
い
て

　日
本
の
社
会
競
争
モ
デ
ル
は
︑
最
初
か
ら
中
国
の
そ
れ
と
異
な
る
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
︑
寺
田
浩
明
は
︑
中
国
の
政
権
構
造
と
日
本
の
そ
れ
と
の
違

い
は
い
わ
ゆ
る
﹁
単
子
継
承
﹂
と
﹁
分
家
継
承
﹂
と
い
う
二
つ
の
社
会
競
争

の
タ
イ
プ
の
違
い
に
由
来
す
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る（

75
）

︒
ま
た
︑
西
嶋

定
生
は
︑
日
本
国
家
の
起
源
を
礼
法
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
﹁
一
元
的
契
機（

76
）

﹂

と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
彼
ら
は
︑
日
本
国
家
成
立
の
文
明

的
契
機
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
︒
筆
者
の
発
想
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が

ら
も
︑
む
し
ろ
日
本
と
中
国
大
陸
の
政
権
構
造
の
違
い
に
あ
る
︒
言
い
換
え

れ
ば
︑
日
本
の
政
権
構
造
は
︑
漢
字
文
化
が
入
っ
て
く
る
前
に
さ
か
の
ぼ
る

よ
う
な
考
え
方
に
よ
ら
ず
に
︑
日
本
は
如
何
に
中
国
の
政
権
構
造
に
対
応
し

て
日
本
な
り
の
政
権
構
造
を
作
り
上
げ
て
き
た
か
︑
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
て

い
る
︒

　日
本
と
中
国
は
両
極
端
な
だ
け
に
︑
日
本
に
代
表
さ
れ
る
社
会
競
争
の
パ

タ
ー
ン
は
︑
中
国
大
陸
の
社
会
競
争
の
モ
デ
ル
の
主
流
に
は
な
り
え
な
か
っ

た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
中
国
政
治
権
力
の
周
辺
に
は
︑﹁
大
一
統
﹂
の

枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
社
会
競
争
の
タ
イ
プ
も
︑
環
境
さ
え
あ
れ
ば
︑
育
成

可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑﹁
大
一
統
﹂
に
収
ま
っ

138

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　こ
の
課
題
は
︑
最
初
︑
夏
曽
佑
（
一
八
六
三
～
一
九
二
四
）
に
よ
っ
て
提
出

さ
れ（

68
）

︑
後
に
梁
漱
溟
（
一
八
九
三
～
一
九
八
八
）
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
︒
こ
れ
ら
も
も
と
も
と
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
︒

東
ア
ジ
ア
文
明
が
西
洋
の
衝
撃
に
直
面
し
た
と
き
︑
西
洋
近
代
国
家
の
モ
デ

ル
を
用
い
て
自
己
改
造
す
る
の
で
は
な
く
︑
西
洋
の
価
値
を
受
け
入
れ
て
土

着
文
明
全
体
を
改
造
す
る
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
過
程
の
問
題
な
の
で
あ
っ

た
︒　張

灝
の
梁
啓
超
研
究
は
︑﹁
歴
史
﹂
の
角
度
か
ら
︑
ジ
ョ
ゼ
フ
・
Ｒ
・
レ

ヴ
ェ
ン
ソ
ン
の
﹁
歴
史
︱
価
値
﹂
観
に
対
す
る
修
正
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も

の
で
︑
彼
の
譚
嗣
同
研
究
も
基
本
的
に
同
じ
方
法
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
筆
者

は
依
然
と
し
て
﹁
挑
戦
︱
対
応
﹂
モ
デ
ル
を
超
え
て
い
な
い
と
感
じ
る
︒
問

題
は
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
﹁
衝
突
︱
対
応
︱
再
生
﹂
の
プ
ロ
セ
ス

を
描
く
か
に
あ
る
と
考
え
る
︒
近
代
日
本
は
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
の
中
の
一
地

域
と
し
て
︑
西
洋
の
衝
撃
に
対
応
し
た
さ
き
が
け
で
あ
り
︑
同
時
に
近
代
中

国
再
生
の
文
化
的
源
泉
で
も
あ
っ
た
︒
日
本
か
ら
の
思
想
的
な
要
因
は
︑
中

国
と
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
対
抗
を
生
み
出
し
な
が
ら
も
︑﹁
知
﹂
と
﹁
モ

ラ
ル
﹂
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
思
想
史
的
連
鎖
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る（

69
）

︒

　内
藤
湖
南
の
唐
宋
変
革
と
い
う
中
国
近
世
史
観
も
︑
実
際
に
は
西
洋
の
衝

撃
に
対
応
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
リ
ー
ド
す
る
有
利
な
立
場
に
立
っ
た
立
言

で
あ
り
︑
こ
の
立
言
の
前
提
は
清
末
の
変
法
家
と
一
致
し
た
︒
李
孝
悌
は

﹁
日
本
の
経
験
は
︑
実
際
に
は
清
末
の
啓
蒙
者
の
願
望
で
あ
り
︑
議
論
の
重
要

な
源
泉
で
あ
っ
た（

70
）

﹂
と
指
摘
す
る
︒
特
定
地
域
に
お
け
る
文
化
運
動
は
︑
民

主
化
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
範
囲
で
の
文
明
過
程
の
一
環
で
あ
っ
た
︒
東
ア

ジ
ア
文
明
と
西
洋
文
明
と
の
触
変
に
お
い
て
︑
日
本
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
行

動
主
体
と
な
り
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
の
近
代
化
の
圧
力
源
と
し
て
身

を
転
じ
た
の
で
あ
っ
た
︒

　政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
現
は
文
明
に
よ
っ
て
異
な
り
︑
仏
教
は
﹁
障
﹂︑

荀
子
は
﹁
蔽
﹂︑
王
充
（
二
〇
～
一
〇
七
）
は
﹁
虚
妄
﹂︑
陸
象
山
は
﹁
網
羅
﹂︑

戴
震
（
一
七
二
四
～
七
七
）
は
﹁
理
﹂︑
宋
恕
は
﹁
陽
儒
陰
法
﹂
を
用
い
て
こ

の
概
念
を
表
し
た
︒
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（
一
八
九
三
～
一
九
四
七
）
の
定

義
に
よ
れ
ば
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
研
究
対
象
は
︑
あ
る
時
代
︑
ま
た
は
あ
る

歴
史
・
社
会
集
団
の
全
体
的
思
惟
構
造
の
特
徴
と
構
成
に
由
来
す
る（

71
）

︒
彼
は
︑

社
会
の
過
程
は
︑
思
想
﹁
視
野
﹂
の
本
質
の
浸
透
を
通
し
て
︑
知
識
の
過
程

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
見
な
す（

72
）

︒

　清
末
の
変
法
家
は
︑
社
会
進
化
の
﹁
天
﹂（
法
原
）
と
専
制
皇
権
の
﹁
天
﹂

（
権
原
）
が
両
立
し
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
︒
宋
恕
は
︑
一
九
〇
一
年
に
孫
詒

譲
（
一
八
四
八
～
一
九
〇
八
）
へ
の
手
紙
の
中
で
︑﹁
科
学
﹂
を
﹁
格
致
﹂
と

訳
す
こ
と
を
批
判
し
︑﹁
我
が
国
の
訳
者
が
﹃
格
致
﹄
の
二
文
字
を
用
い
た
の

は
︑
古
訓
に
背
し
︑
朱
子
の
意
味
を
も
誤
謬
し
た
の
で
あ
り
︑
日
本
人
が

﹃
物
理
﹄
と
い
う
雅
や
か
で
適
切
な
二
文
字
を
用
い
て
い
る
の
に
遠
く
及
ば
な

い
︒
今
日
の
日
本
の
大
学
に
お
け
る
理
系
分
野
で
は
︑
音
・
光
・
電
気
・
天
・
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地
・
動
物
・
植
物
な
ど
の
諸
学
を
教
授
し
て
お
り
︑﹁
理
﹂
の
字
は
そ
の
意
味

と
よ
く
合
致
し
て
い
る
︒
一
方
︑
我
国
は
名
士
が
な
お
多
く
程
朱
の
性
を
理

と
す
る
誤
説
を
勉
強
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
不
適
当
で
あ
り
︑
甚
だ
不
快
で

あ
る（

73
）

﹂
と
書
き
記
し
た
︒
宋
恕
に
お
い
て
は
︑
日
本
か
ら
入
っ
て
き
た
自
然

科
学
を
指
す
﹁
理
学
﹂
と
朱
子
学
が
ぶ
つ
か
っ
た
後
︑﹁
理
学
﹂
が
指
す
意
味

に
変
化
が
生
じ
︑
そ
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
は
色
褪
せ
た
の
で
あ
る
︒

　陳
黻
宸
（
一
八
五
九
～
一
九
一
七
）
が
﹃
宋
平
子
哀
辞
﹄
で
述
べ
た
﹁
君
は

す
な
わ
ち
学
ん
だ
と
こ
ろ
を
も
っ
て
︑
天
下
を
易
す
と
思
う（

74
）

﹂
と
い
う
一
節

は
︑
康
有
為
の
﹁
教
え
を
も
っ
て
天
下
を
易
す
﹂
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
︑

宋
恕
は
︑﹁
陽
儒
陰
法
﹂
と
い
う
複
合
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
を
通
し
て

清
末
の
変
法
乃
至
革
命
理
論
を
確
立
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
批
判
主
義

的
な
学
術
モ
デ
ル
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
︒

　以
上
︑
見
て
き
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
立
脚
し
た
前
提
は
す
べ

て
民
族
モ
デ
ル
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
視
野
は
中
国
大
陸
に
限
ら
れ
て
お
り
︑

日
本
に
つ
い
て
は
参
照
の
対
象
と
し
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
論
が
立

脚
す
る
前
提
は
文
明
で
あ
り
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
全
体
の
視
野
か
ら
近
代
中
国

の
思
想
と
革
命
を
考
察
し
︑
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
大
き
な
変
局
に
お
い

て
︑
日
本
と
近
代
中
国
の
相
互
作
用
関
係
の
中
で
︑﹁
日
本
か
ら
の
思
想
的
な

要
因
﹂
が
発
揮
し
た
無
視
で
き
な
い
役
割
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
三

　研
究
の
意
義

（
一
）
日
中
間
の
社
会
競
争
モ
デ
ル
の
異
同
に
つ
い
て

　日
本
の
社
会
競
争
モ
デ
ル
は
︑
最
初
か
ら
中
国
の
そ
れ
と
異
な
る
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
︑
寺
田
浩
明
は
︑
中
国
の
政
権
構
造
と
日
本
の
そ
れ
と
の
違

い
は
い
わ
ゆ
る
﹁
単
子
継
承
﹂
と
﹁
分
家
継
承
﹂
と
い
う
二
つ
の
社
会
競
争

の
タ
イ
プ
の
違
い
に
由
来
す
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る（

75
）

︒
ま
た
︑
西
嶋

定
生
は
︑
日
本
国
家
の
起
源
を
礼
法
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
﹁
一
元
的
契
機（

76
）

﹂

と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
彼
ら
は
︑
日
本
国
家
成
立
の
文
明

的
契
機
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
︒
筆
者
の
発
想
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が

ら
も
︑
む
し
ろ
日
本
と
中
国
大
陸
の
政
権
構
造
の
違
い
に
あ
る
︒
言
い
換
え

れ
ば
︑
日
本
の
政
権
構
造
は
︑
漢
字
文
化
が
入
っ
て
く
る
前
に
さ
か
の
ぼ
る

よ
う
な
考
え
方
に
よ
ら
ず
に
︑
日
本
は
如
何
に
中
国
の
政
権
構
造
に
対
応
し

て
日
本
な
り
の
政
権
構
造
を
作
り
上
げ
て
き
た
か
︑
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
て

い
る
︒

　日
本
と
中
国
は
両
極
端
な
だ
け
に
︑
日
本
に
代
表
さ
れ
る
社
会
競
争
の
パ

タ
ー
ン
は
︑
中
国
大
陸
の
社
会
競
争
の
モ
デ
ル
の
主
流
に
は
な
り
え
な
か
っ

た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
中
国
政
治
権
力
の
周
辺
に
は
︑﹁
大
一
統
﹂
の

枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
社
会
競
争
の
タ
イ
プ
も
︑
環
境
さ
え
あ
れ
ば
︑
育
成

可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑﹁
大
一
統
﹂
に
収
ま
っ
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﹁
国
家
﹂
の
枠
か
ら
は
み
出
し
た
日
本
人
に
し
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒

（
二
）
法
原
と
権
原
の
概
念
に
つ
い
て

　法
原
と
権
原
の
概
念
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
法
原
は
︑
秩

序
に
対
す
る
一
種
の
道
徳
的
信
念
を
言
い
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

発
想
は
﹁
権
威
的
な
性
格
を
持
っ
た
天
の
存
在
を
追
放
し
た（

85
）

﹂
荀
子
か
ら
生

ま
れ
た
︒
山
鹿
素
行
の
﹁
道
原
﹂
思
想
の
主
旨
は
︑
法
原
を
仕
立
て
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
彼
は
﹁
道
の
大
原
は
天
よ
り
出
づ
﹂
と
い

う
董
仲
舒
の
考
え
に
対
し
て
︑﹁
道
の
大
原
は
天
地
に
出
づ（

86
）

﹂
と
主
張
す
る
︒

董
は
天
の
権
威
を
権
原
の
権
威
と
同
一
視
す
る
の
に
対
し
て
︑
山
鹿
は
地
の

権
威
を
持
ち
出
し
て
︑
そ
れ
を
相
対
化
し
︑
そ
し
て
﹁
天
先
づ
成
り
て
而
し

て
地
後
に
定
ま
る
︒
然
し
て
後
に
神
明
其
の
中
に
生
れ
ま
す（

87
）

﹂
と
︑
天
の
権

威
に
代
わ
っ
て
︑
人
々
の
日
常
生
活
に
関
わ
る
地
上
の
神
を
持
ち
出
す
︑
と

い
う
天
の
権
威
か
ら
地
の
権
威
へ
の
転
換
︑
す
な
わ
ち
権
原
か
ら
法
原
へ
の

転
換
を
成
し
遂
げ
た
︒
法
原
は
礼
治
シ
ス
テ
ム
の
根
本
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑

山
崎
闇
斎
の
い
う
﹁
中
は
君
臣
相
守
る
の
道
な
り（

88
）

﹂
の
﹁
中
﹂
の
中
身
も
︑

法
原
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
東
ア
ジ
ア
政
治
思
想
史
は
︑
国
制
史
的
に
扱
う
と（

89
）

そ
の
変
遷
の
地
域
を
超
え
た
連
続
性
と
全
体
像
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
︒

　寺
田
の
明
清
秩
序
に
対
す
る
﹁
満
員
電
車
﹂
と
い
う
解
釈
は（

90
）

︑
功
利
主
義

的
な
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
︑
明
朝
社
会
は
崩
壊
し
た
の

か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
︑
人
心
・
公
論
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
︑
時
の
人
々
の
道
徳
的
信
念
に
見
合
う
よ
う
な
革
命
が
起
こ
る
︑

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
革
命
の
目
的
は
︑
新
し
い
政

治
権
力
を
立
て
る
こ
と
に
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
革
命
は
権
原
の
立
て
直
し
を

繰
り
返
す
に
終
始
し
︑
法
原
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

　道
徳
主
義
的
な
視
点
か
ら
﹁
満
員
電
車
﹂
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
︒
満
員
電
車
に
対
す
る
全
員
の
道
徳
的
予
期
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
一

応
の
秩
序
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
と
︑
ラ
ー
ル
ズ
の
考
え
方
に
か
な
り
近
い
︒

ラ
ー
ル
ズ
の
い
う
﹁
合
意
﹂
は
す
な
わ
ち
︑
筆
者
の
い
う
﹁
法
原
﹂
で
あ
る
︒

も
し
︑
一
部
の
人
々
が
よ
り
大
き
な
空
間
を
占
め
よ
う
と
思
え
ば
︑
社
会
は

そ
の
と
き
か
ら
す
で
に
崩
壊
し
始
め
る
︒
法
原
は
人
々
の
信
念
・
心
に
あ
る

も
の
で
あ
る
︒
こ
の
信
念
こ
そ
︑
成
文
法
と
並
ぶ
い
わ
ゆ
る
﹁
無
法
の
法
﹂

な
の
で
あ
る（

91
）

︒
寺
田
の
﹁
非
ル
ー
ル
的
な
法
﹂
と
い
う
概
念（

92
）

も
︑
こ
の
﹁
無

法
の
法
﹂
の
機
能
を
取
り
扱
っ
て
い
る
︒

　一
見
︑
中
国
式
の
皇
帝
は
法
原
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
が
︑
実
際
に

は
︑
最
高
裁
判
権
と
い
う
世
俗
的
権
力
を
持
っ
て
い
る
︒
官
僚
制
は
権
原
に

よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
の
で
︑
一
旦
︑
権
原
が
法
原
に
性
格
を
変
え
よ
う
と
す

れ
ば
︑
結
果
と
し
て
は
︑
皇
帝
は
既
成
の
官
僚
利
益
の
傀
儡
に
な
り
か
ね
な

い
︒
問
題
は
︑
権
威
と
権
力
と
が
︑
物
の
両
面
の
よ
う
に
未
分
化
の
状
態
に

あ
る
こ
と
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
法
原
に
対
す
る
信
念
は
︑
現
実
の
権
力
の
乱

用
を
食
い
止
め
る
歯
止
め
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
明
末
に
生
き
た
朱

140

た
社
会
に
も
新
た
な
社
会
競
争
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
︒
中

国
の
歴
史
は
す
べ
て
大
一
統
の
歴
史
で
は
な
い
︒
南
宋
の
社
会
に
は
︑
女
性

の
継
承
権
を
男
性
と
同
じ
く
認
め
た
よ
う
な
社
会
競
争
も
存
在
し
て
い
た（

77
）

︒

清
代
中
葉
か
ら
省
人
意
識
が
芽
生
え
た
の
も
︑
政
治
的
大
一
統
に
対
す
る
ア

ン
チ
・
テ
ー
ゼ
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒
清
代
中
葉
以
降
の
分
権
化
の
流
れ

は
東
ア
ジ
ア
規
模
の
再
統
一
を
予
想
し
︑
明
治
維
新
も
そ
の
大
き
な
流
れ
に

乗
り
︑
動
き
出
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
︒

　十
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
︑
中
国
内
部
に
も
分
権
化
が
進
み
︑
乾
隆
帝
の
晩

年
は
三
代
の
治
を
標
榜
し
︑
自
ら
の
政
治
の
性
格
を
変
え
た
︒
集
権
的
統
一

か
ら
分
権
的
統
一
へ
の
転
換
は
︑
最
高
権
力
が
権
原
か
ら
法
原
へ
転
換
す
る

過
程
で
も
あ
る
︒
こ
の
転
換
は
︑
東
ア
ジ
ア
政
治
思
想
史
の
上
で
は
︑
十
七

世
紀
に
す
で
に
︑
山
崎
闇
斎（

78
）

や
山
鹿
素
行（

79
）

ら
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
︑
明
治
維

新
の
王
政
復
古
に
つ
な
が
っ
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
は
︑
政
治
的
に
も

東
ア
ジ
ア
単
位
で
対
処
す
べ
き
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
︑
こ
の
こ
と

は
︑
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
歴
史
変
動
の
地
域
を
超
え
た
連
続
性

に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
文
明
の
共
同
性
と
い
う
媒
介
を
通
じ
て

達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
法
の
歴
史
の
社
会
的
基
礎
が
︑
文
明
内
部
の
力

の
対
抗
︱
︱
文
明
触
変
に
よ
っ
て
変
化
を
遂
げ
た
の
で
あ
る（

80
）

︒

　社
会
構
造
の
革
命
を
経
た
現
代
中
国
の
社
会
構
造
の
根
幹
は
︑
日
本
と
同

じ
核
家
族
に
な
っ
て
お
り
︑
省
レ
ベ
ル
の
政
治
単
位
で
十
分
治
め
ら
れ
る
も

の
で
︑
集
権
的
な
中
央
政
府
は
明
ら
か
に
内
部
の
社
会
構
造
の
変
容
と
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
︒
橘
樸
（
一
八
八
一
～
一
九
四
五
）

は
一
九
二
二
年
に
﹃
京
津
日
日
新
聞
﹄
に
連
載
し
て
い
た
﹁
支
那
統
一
論
﹂

の
中
で
︑
辛
亥
革
命
の
理
論
家
で
あ
る
章
太
炎
の
﹁
聯
省
自
治
﹂
論
に
呼
応

し
︑﹁
省
﹂
単
位
の
連
邦
的
国
家
体
制
の
構
想
を
示
し
︑
次
の
よ
う
に
指
摘
し

て
い
る
︒﹁
支
那
の
古
代
思
想
が
今
の
民
主
主
義
と
扞
格
し
な
い
ば
か
り
で
な

く
却
っ
て
こ
れ
と
相
映
発
し
て
秦
漢
以
降
二
千
年
間
中
絶
し
て
居
っ
た
天
命

思
想
を
復
活
さ
せ
る
傾
向
を
さ
え
帯
び
て
居
る
こ
と
で
あ
る（

81
）

﹂︒
章
太
炎
は
︑

孫
文
を
﹁
民
瞻
﹂
︱
︱
天
命
を
得
る
人
と
見
て
い
た
が
︑
章
太
炎
の
掲
げ
た

辛
亥
革
命
の
指
導
理
念
は
︑
ル
ソ
ー
（
一
七
一
二
～
一
七
七
八
）
の
社
会
革
命

の
思
想
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も
︑
日
本
の
王
道
・
法
原
文
化
と
︑
清
末
中
国

の
権
原
文
化
と
の
価
値
転
換
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
対
し
て
内
藤
湖
南

も
﹃
新
支
那
論
﹄（
一
九
二
四
）
に
お
い
て
︑﹁﹃
聯
省
自
治
﹄
な
ど
と
い
う
議

論
は
︑
支
那
の
実
情
に
適
当
し
た
政
情
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
の
聯
省
自
治

を
唱
へ
る
も
の
が
政
客
で
あ
り
︑
そ
し
て
各
省
の
政
治
機
関
を
占
有
し
て
い

る
も
の
が
皆
政
客
で
あ
る
以
上
は
︑
そ
の
所
謂
自
治
は
政
客
階
級
の
自
治
で

郷
団
の
自
治
で
は
な
い（

82
）

﹂
と
︑
社
会
基
層
の
自
治
に
よ
る
省
レ
ベ
ル
の
政
治

再
建
を
唱
え
て
い
る（

83
）

︒

　太
炎
は
吉
田
松
陰
の
﹁
国
体
﹂
思
想
を
分
有
し
な
が
ら
︑
そ
れ
を
近
代
中

国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
転
換
す
る
こ
と
で
︑
日
本
を
も
包
容
す
る
よ
う
な
連

邦
的
な
東
ア
ジ
ア
の
秩
序
を
再
建
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
残
念

な
が
ら
︑
そ
の
意
趣
が
内
藤
湖
南
︑
北
一
輝（

84
）

︑
橘
樸
ら
の
よ
う
な
極
少
数
の
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﹁
国
家
﹂
の
枠
か
ら
は
み
出
し
た
日
本
人
に
し
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒

（
二
）
法
原
と
権
原
の
概
念
に
つ
い
て

　法
原
と
権
原
の
概
念
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
法
原
は
︑
秩

序
に
対
す
る
一
種
の
道
徳
的
信
念
を
言
い
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

発
想
は
﹁
権
威
的
な
性
格
を
持
っ
た
天
の
存
在
を
追
放
し
た（

85
）

﹂
荀
子
か
ら
生

ま
れ
た
︒
山
鹿
素
行
の
﹁
道
原
﹂
思
想
の
主
旨
は
︑
法
原
を
仕
立
て
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
彼
は
﹁
道
の
大
原
は
天
よ
り
出
づ
﹂
と
い

う
董
仲
舒
の
考
え
に
対
し
て
︑﹁
道
の
大
原
は
天
地
に
出
づ（

86
）

﹂
と
主
張
す
る
︒

董
は
天
の
権
威
を
権
原
の
権
威
と
同
一
視
す
る
の
に
対
し
て
︑
山
鹿
は
地
の

権
威
を
持
ち
出
し
て
︑
そ
れ
を
相
対
化
し
︑
そ
し
て
﹁
天
先
づ
成
り
て
而
し

て
地
後
に
定
ま
る
︒
然
し
て
後
に
神
明
其
の
中
に
生
れ
ま
す（

87
）

﹂
と
︑
天
の
権

威
に
代
わ
っ
て
︑
人
々
の
日
常
生
活
に
関
わ
る
地
上
の
神
を
持
ち
出
す
︑
と

い
う
天
の
権
威
か
ら
地
の
権
威
へ
の
転
換
︑
す
な
わ
ち
権
原
か
ら
法
原
へ
の

転
換
を
成
し
遂
げ
た
︒
法
原
は
礼
治
シ
ス
テ
ム
の
根
本
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑

山
崎
闇
斎
の
い
う
﹁
中
は
君
臣
相
守
る
の
道
な
り（

88
）

﹂
の
﹁
中
﹂
の
中
身
も
︑

法
原
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
東
ア
ジ
ア
政
治
思
想
史
は
︑
国
制
史
的
に
扱
う
と（

89
）

そ
の
変
遷
の
地
域
を
超
え
た
連
続
性
と
全
体
像
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
︒

　寺
田
の
明
清
秩
序
に
対
す
る
﹁
満
員
電
車
﹂
と
い
う
解
釈
は（

90
）

︑
功
利
主
義

的
な
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
︑
明
朝
社
会
は
崩
壊
し
た
の

か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
︑
人
心
・
公
論
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
︑
時
の
人
々
の
道
徳
的
信
念
に
見
合
う
よ
う
な
革
命
が
起
こ
る
︑

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
革
命
の
目
的
は
︑
新
し
い
政

治
権
力
を
立
て
る
こ
と
に
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
革
命
は
権
原
の
立
て
直
し
を

繰
り
返
す
に
終
始
し
︑
法
原
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

　道
徳
主
義
的
な
視
点
か
ら
﹁
満
員
電
車
﹂
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
︒
満
員
電
車
に
対
す
る
全
員
の
道
徳
的
予
期
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
一

応
の
秩
序
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
と
︑
ラ
ー
ル
ズ
の
考
え
方
に
か
な
り
近
い
︒

ラ
ー
ル
ズ
の
い
う
﹁
合
意
﹂
は
す
な
わ
ち
︑
筆
者
の
い
う
﹁
法
原
﹂
で
あ
る
︒

も
し
︑
一
部
の
人
々
が
よ
り
大
き
な
空
間
を
占
め
よ
う
と
思
え
ば
︑
社
会
は

そ
の
と
き
か
ら
す
で
に
崩
壊
し
始
め
る
︒
法
原
は
人
々
の
信
念
・
心
に
あ
る

も
の
で
あ
る
︒
こ
の
信
念
こ
そ
︑
成
文
法
と
並
ぶ
い
わ
ゆ
る
﹁
無
法
の
法
﹂

な
の
で
あ
る（

91
）

︒
寺
田
の
﹁
非
ル
ー
ル
的
な
法
﹂
と
い
う
概
念（

92
）

も
︑
こ
の
﹁
無

法
の
法
﹂
の
機
能
を
取
り
扱
っ
て
い
る
︒

　一
見
︑
中
国
式
の
皇
帝
は
法
原
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
が
︑
実
際
に

は
︑
最
高
裁
判
権
と
い
う
世
俗
的
権
力
を
持
っ
て
い
る
︒
官
僚
制
は
権
原
に

よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
の
で
︑
一
旦
︑
権
原
が
法
原
に
性
格
を
変
え
よ
う
と
す

れ
ば
︑
結
果
と
し
て
は
︑
皇
帝
は
既
成
の
官
僚
利
益
の
傀
儡
に
な
り
か
ね
な

い
︒
問
題
は
︑
権
威
と
権
力
と
が
︑
物
の
両
面
の
よ
う
に
未
分
化
の
状
態
に

あ
る
こ
と
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
法
原
に
対
す
る
信
念
は
︑
現
実
の
権
力
の
乱

用
を
食
い
止
め
る
歯
止
め
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
明
末
に
生
き
た
朱
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り
を
司
る
）
と
な
る
が
︑
日
本
の
将
軍
と
天
皇
の
分
離
は
こ
の
モ
デ
ル
の
進

化
過
程
に
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

　最
高
権
力
を
な
く
し
た
天
皇
は
︑
法
原
と
し
て
政
治
と
社
会
と
の
軋
轢
の

バ
ラ
ン
サ
ー
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
天
皇
像
自
体
は
︑
最
高
権
力
を
狙
う
無

意
味
さ
を
表
す
﹁
文
化
・
情
報
の
王
﹂
た
る
存
在
と
な
る（

101
）

︒
幕
府
に
よ
る
天

皇
﹁
押
込
﹂
と
︑
家
臣
に
よ
る
主
君
﹁
押
込
﹂
は
︑
実
は
同
じ
精
神
構
造
を

持
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
︑
天
皇
が
︑
天
智
朝
の
最
高
権
力
か
ら
政
治
文
化
そ

の
も
の
へ
変
身
し
た
政
治
倫
理
の
進
化
過
程
を
物
語
っ
て
い
る
︒﹁
我
国
の
歴

史
に
於
て
は
︑
如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
︑
社
会
の
背
後
に
皇
室
が
あ
っ
た（

102
）

﹂

と
い
う
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
の
指
摘
も
社
会
的
圧
力
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
の
法
原
と
い
う
天
皇
の
役
割
を
仄
め
か
し
て
い
る
が
︑
問
題

は
︑
法
原
を
生
み
出
す
東
ア
ジ
ア
政
治
史
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
る
視
点
が

必
要
で
あ
る
︒

　翻
っ
て
︑
中
国
で
は
︑
最
高
権
力
を
争
う
政
治
ゲ
ー
ム
は
今
日
ま
で
続
い

て
い
る
が
︑
中
国
の
立
場
か
ら
東
ア
ジ
ア
文
明
史
を
見
れ
ば
︑
日
本
政
治
史

は
︑
中
国
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
権
力
ゲ
ー
ム
を
新
た
な
社
会
ゲ
ー
ム
に
転

換
さ
せ
た
過
程
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
は
東
ア
ジ
ア
政
治
史
上
に
対
し
て
の
大

き
な
意
味
が
あ
る
︒
中
国
の
民
間
に
﹁
三
国
志
﹂
モ
デ
ル
と
似
た
よ
う
な
諺

が
あ
る
︒﹁
一
个
和
尚
挑
水
喝
︑
两
个
和
尚
抬
水
和
︑
三
个
和
尚
没
水
喝
﹂︒

日
本
語
で
い
う
と
︑
一
人
の
お
坊
さ
ん
が
︑
ひ
と
り
で
水
桶
を
担
い
で
︑
水

を
汲
む
︒
二
人
の
お
坊
さ
ん
は
︑
二
人
で
協
力
し
て
水
桶
を
持
ち
帰
る
︒
お

坊
さ
ん
が
三
人
い
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
他
人
を
当
て
に
し
︑
誰
も
水
を
汲
み
に

い
か
な
く
な
る
︒
天
命
思
想
の
理
念
は
︑
法
原
に
よ
る
統
一
に
あ
る
の
だ
が
︑

し
か
し
︑
現
実
に
は
暴
力
に
よ
る
統
一
で
あ
る
︒
近
代
中
国
で
は
︑
湖
南
省

は
﹁
三
国
志
﹂
モ
デ
ル
を
推
進
し
︑
浙
江
省
は
坊
さ
ん
水
汲
み
モ
デ
ル
を
推

進
し
た
︒
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
は
︑
つ
ま
り
︑
共
産
党
と
国
民
党
の
精
神
的

源
流
な
の
で
あ
る
︒

　一
九
二
二
年
の
時
点
で
︑
橘
樸
は
す
で
に
︑
権
力
国
家
か
ら
義
務
国
家
へ

の
転
向
を
提
案
し
て
い
る（

103
）

︒
問
題
は
︑
こ
の
﹁
義
務
﹂
は
ど
の
よ
う
に
生
じ

る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
道
徳
的
自
由
と
関
連
す
る
問
題
で
も

あ
る（

104
）

︒
章
太
炎
は
︑
一
九
〇
六
年
に
書
い
た
﹁
革
命
之
道
徳
﹂
の
中
で
﹁
知

恥
﹂﹁
重
厚
﹂﹁
耿
介
﹂
と
い
う
三
つ
の
徳
目
を
唱
え
て
い
る
︒
彼
は
ま
た
︑

﹁
礼
義
治
人
之
大
法
︑
廉
恥
立
人
の
大
節
﹂（
礼
義
は
人
を
治
め
る
大
法
で
あ
り
︑

廉
恥
は
人
を
立
て
る
大
節
で
あ
る
）
と
考
え
︑
さ
ら
に
﹁
吾
観
三
代
以
下
︑
世

衰
道
微
︒
棄
礼
義
︑
捐
廉
恥
︑
非
一
朝
一
夕
之
故
﹂（
三
代
以
降
︑
世
は
衰
え
︑

道
が
貧
弱
に
な
っ
た
の
を
見
て
︑
礼
義
を
捨
て
︑
廉
恥
を
捐
ず
る
こ
と
は
一
朝
一
夕

の
故
に
非
ず
）
と
指
摘
し
て
い
る（

105
）

︒

　朱
舜
水
は
︑
明
朝
に
対
す
る
忠
誠
を
︑
日
本
の
政
治
文
化
へ
の
認
可
に
転

換
し
︑
章
太
炎
は
︑
さ
ら
に
︑
朱
舜
水
の
守
っ
た
政
治
的
節
操
を
︑
革
命
道

徳
に
内
在
さ
せ
る
こ
と
で
︑
日
本
の
政
治
文
化
へ
の
分
有
を
実
現
し
た
︒
太

炎
の
革
命
思
想
の
薫
陶
を
受
け
た
若
き
蒋
介
石
（
一
八
八
七
～
一
九
七
五

（
106
）

）
は
︑

後
に
︑
新
生
活
運
動
を
通
じ
て
︑
社
会
結
成
の
根
幹
と
し
て
の
礼
・
義
・
廉
・
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舜
水
は
日
本
に
亡
命
し
︑
明
末
の
政
治
状
況
に
対
し
て
︑
生
々
し
い
証
言
を

残
し
て
い
る
︒

　林
文
孝
は
︑﹁
中
国
に
お
け
る
公
正
︱
︱
生
存
と
政
治（

93
）

﹂
の
中
で
︑﹁
公
正

さ
﹂
と
い
う
言
葉
で
︑
法
原
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
︒﹁
公
正
さ
﹂
へ
の
希
求

は
︑
下
か
ら
の
秩
序
の
再
建
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な

明
代
後
期
に
発
生
し
た
思
想
史
的
な
課
題
は
︑﹃
三
国
志
﹄
に
出
て
く
る
﹁
桃

園
結
義
﹂
と
い
う
︑
中
国
政
治
史
を
貫
く
政
治
競
合
モ
デ
ル
に
対
す
る
反
省

が
込
め
ら
れ
て
お
り
︑
東
北
に
お
け
る
満
洲
の
登
場
に
対
し
て
︑
日
本
を
も

取
り
入
れ
る
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
再
建
に
取
り
組
ん
で
い
た（

94
）

︒

　東
ア
ジ
ア
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
︑
江
戸
時
代
は
︑
焦
竑
ら
が

推
進
し
た
新
儒
教
思
想
の
再
建
運
動
を
受
け
継
い
だ
時
代
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
法
制
史
的
な
意
味
は
︑
政
教
分
離
の
近
代
的
な
流
れ
を
促
し
た
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
︒
明
末
に
発
生
し
た
行
動
的
な
一
元
論
は
︑
思
想
的
な
多
元

論
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
︒
山
鹿
素
行
の
よ
う
な
思
考
様
式
は
︑
す
で
に

明
朝
後
期
の
中
国
に
あ
っ
た
︒
あ
る
意
味
で
は
︑
江
戸
時
代
の
学
者
が
明
代

の
代
替
モ
デ
ル
を
創
り
出
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

　法
原
の
内
面
性
は
儒
教
倫
理
だ
け
で
は
な
く
︑
仏
教
倫
理
を
通
じ
て
は
じ

め
て
実
現
さ
れ
る
︒
楊
簡
（
一
一
四
一
～
一
二
二
六
）
の
有
名
な
﹁
扇
訟
﹂
は

﹁
本
心
﹂
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
﹁
本

心
﹂
は
自
己
中
心
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
︑
銭
新
祖

（
一
九
四
〇
～
九
六
）
の
解
釈
に
よ
れ
ば
︑
彼
の
理
解
し
た
﹁
我
﹂
は
仏
教
的

な
位
相
を
有
し
︑
つ
ま
り
無
我
（an ātm

an

）
の
中
の
我
（ātm

an

）
な
の
だ
と

い
う（

95
）

︒
こ
の
仏
教
的
な
﹁
無
我
﹂
は
︑
す
な
わ
ち
法
原
で
あ
る
︒
陽
明
学
は
︑

権
原
か
ら
法
原
を
奪
還
し
よ
う
と
す
る
思
想
運
動
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

寺
田
の
提
起
し
た
近
世
中
国
に
お
け
る
合
意
と
契
約
の
問
題
も（

96
）

︑
お
そ
ら
く

は
︑
想
像
上
の
法
原
と
い
う
合
意
と
︑
公
権
力
と
し
て
の
権
原
と
の
間
の
二

律
背
反
の
問
題
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
問
題
は
程
度
の
差
は
あ
れ
︑
日
本
中
世
史

上
の
問
題
で
も
あ
る（

97
）

︒
私
の
関
心
は
近
代
中
国
の
思
想
と
革
命
に
あ
る
︒
そ

れ
は
︑
西
洋
の
﹁
法
治
﹂
思
想
に
触
発
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
︑
日
本
の

﹁
国
体
﹂
観
に
触
発
さ
れ
た
と
考
え
た
い
︒

（
三
）
法
原
と
し
て
の
天
皇
の
役
割
に
つ
い
て

　藤
間
生
太
（
一
九
一
三
～
）
は
﹁
天
皇
の
名
称
は
︑
信
仰
の
世
界
で
の
最
高

地
位
と
政
治
的
位
置
の
最
頂
点
を
一
緒
に
含
む
言
葉
で
あ
る（

98
）

﹂
と
指
摘
す
る
︒

日
本
史
に
お
い
て
︑
天
武
朝
に
お
け
る
皇
親
の
官
僚
化
は
︑
東
ア
ジ
ア
の
政

権
構
造
は
法
原
と
権
原
の
分
化
に
向
か
っ
て
︑
決
定
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し

た
︒
上
皇
を
頂
点
と
す
る
中
世
朝
廷
訴
訟
は
︑
中
国
式
の
権
原
の
名
残
を
保

ち
な
が
ら
も
︑
太
政
官
の
設
立
に
よ
っ
て
︑
上
皇
を
法
原
た
ら
し
め
た
の
で

あ
る
︒
上
皇
の
権
原
的
な
名
残
を
一
層
な
く
し
た
の
は
︑
幕
府
の
登
場
と
い

わ
れ
て
い
る（

99
）

︒
何
の
権
力
も
持
た
な
い
天
皇
は
本
来
の
宗
教
的
な
君
主
の
あ

り
方
に
戻
っ
た（

100
）

︒
先
に
述
べ
た
﹁
三
国
志
﹂
モ
デ
ル
は
︑
劉
備
の
子
の
世
代

に
な
る
と
︑﹁
政
由
葛
氏
︑
祭
則
寡
人
﹂（
政
治
は
諸
葛
氏
に
任
せ
︑
わ
し
は
祭
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り
を
司
る
）
と
な
る
が
︑
日
本
の
将
軍
と
天
皇
の
分
離
は
こ
の
モ
デ
ル
の
進

化
過
程
に
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

　最
高
権
力
を
な
く
し
た
天
皇
は
︑
法
原
と
し
て
政
治
と
社
会
と
の
軋
轢
の

バ
ラ
ン
サ
ー
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
天
皇
像
自
体
は
︑
最
高
権
力
を
狙
う
無

意
味
さ
を
表
す
﹁
文
化
・
情
報
の
王
﹂
た
る
存
在
と
な
る（

101
）

︒
幕
府
に
よ
る
天

皇
﹁
押
込
﹂
と
︑
家
臣
に
よ
る
主
君
﹁
押
込
﹂
は
︑
実
は
同
じ
精
神
構
造
を

持
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
︑
天
皇
が
︑
天
智
朝
の
最
高
権
力
か
ら
政
治
文
化
そ

の
も
の
へ
変
身
し
た
政
治
倫
理
の
進
化
過
程
を
物
語
っ
て
い
る
︒﹁
我
国
の
歴

史
に
於
て
は
︑
如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
︑
社
会
の
背
後
に
皇
室
が
あ
っ
た（

102
）

﹂

と
い
う
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
の
指
摘
も
社
会
的
圧
力
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
の
法
原
と
い
う
天
皇
の
役
割
を
仄
め
か
し
て
い
る
が
︑
問
題

は
︑
法
原
を
生
み
出
す
東
ア
ジ
ア
政
治
史
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
る
視
点
が

必
要
で
あ
る
︒

　翻
っ
て
︑
中
国
で
は
︑
最
高
権
力
を
争
う
政
治
ゲ
ー
ム
は
今
日
ま
で
続
い

て
い
る
が
︑
中
国
の
立
場
か
ら
東
ア
ジ
ア
文
明
史
を
見
れ
ば
︑
日
本
政
治
史

は
︑
中
国
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
権
力
ゲ
ー
ム
を
新
た
な
社
会
ゲ
ー
ム
に
転

換
さ
せ
た
過
程
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
は
東
ア
ジ
ア
政
治
史
上
に
対
し
て
の
大

き
な
意
味
が
あ
る
︒
中
国
の
民
間
に
﹁
三
国
志
﹂
モ
デ
ル
と
似
た
よ
う
な
諺

が
あ
る
︒﹁
一
个
和
尚
挑
水
喝
︑
两
个
和
尚
抬
水
和
︑
三
个
和
尚
没
水
喝
﹂︒

日
本
語
で
い
う
と
︑
一
人
の
お
坊
さ
ん
が
︑
ひ
と
り
で
水
桶
を
担
い
で
︑
水

を
汲
む
︒
二
人
の
お
坊
さ
ん
は
︑
二
人
で
協
力
し
て
水
桶
を
持
ち
帰
る
︒
お

坊
さ
ん
が
三
人
い
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
他
人
を
当
て
に
し
︑
誰
も
水
を
汲
み
に

い
か
な
く
な
る
︒
天
命
思
想
の
理
念
は
︑
法
原
に
よ
る
統
一
に
あ
る
の
だ
が
︑

し
か
し
︑
現
実
に
は
暴
力
に
よ
る
統
一
で
あ
る
︒
近
代
中
国
で
は
︑
湖
南
省

は
﹁
三
国
志
﹂
モ
デ
ル
を
推
進
し
︑
浙
江
省
は
坊
さ
ん
水
汲
み
モ
デ
ル
を
推

進
し
た
︒
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
は
︑
つ
ま
り
︑
共
産
党
と
国
民
党
の
精
神
的

源
流
な
の
で
あ
る
︒

　一
九
二
二
年
の
時
点
で
︑
橘
樸
は
す
で
に
︑
権
力
国
家
か
ら
義
務
国
家
へ

の
転
向
を
提
案
し
て
い
る（

103
）

︒
問
題
は
︑
こ
の
﹁
義
務
﹂
は
ど
の
よ
う
に
生
じ

る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
道
徳
的
自
由
と
関
連
す
る
問
題
で
も

あ
る（

104
）

︒
章
太
炎
は
︑
一
九
〇
六
年
に
書
い
た
﹁
革
命
之
道
徳
﹂
の
中
で
﹁
知

恥
﹂﹁
重
厚
﹂﹁
耿
介
﹂
と
い
う
三
つ
の
徳
目
を
唱
え
て
い
る
︒
彼
は
ま
た
︑

﹁
礼
義
治
人
之
大
法
︑
廉
恥
立
人
の
大
節
﹂（
礼
義
は
人
を
治
め
る
大
法
で
あ
り
︑

廉
恥
は
人
を
立
て
る
大
節
で
あ
る
）
と
考
え
︑
さ
ら
に
﹁
吾
観
三
代
以
下
︑
世

衰
道
微
︒
棄
礼
義
︑
捐
廉
恥
︑
非
一
朝
一
夕
之
故
﹂（
三
代
以
降
︑
世
は
衰
え
︑

道
が
貧
弱
に
な
っ
た
の
を
見
て
︑
礼
義
を
捨
て
︑
廉
恥
を
捐
ず
る
こ
と
は
一
朝
一
夕

の
故
に
非
ず
）
と
指
摘
し
て
い
る（

105
）

︒

　朱
舜
水
は
︑
明
朝
に
対
す
る
忠
誠
を
︑
日
本
の
政
治
文
化
へ
の
認
可
に
転

換
し
︑
章
太
炎
は
︑
さ
ら
に
︑
朱
舜
水
の
守
っ
た
政
治
的
節
操
を
︑
革
命
道

徳
に
内
在
さ
せ
る
こ
と
で
︑
日
本
の
政
治
文
化
へ
の
分
有
を
実
現
し
た
︒
太

炎
の
革
命
思
想
の
薫
陶
を
受
け
た
若
き
蒋
介
石
（
一
八
八
七
～
一
九
七
五

（
106
）

）
は
︑

後
に
︑
新
生
活
運
動
を
通
じ
て
︑
社
会
結
成
の
根
幹
と
し
て
の
礼
・
義
・
廉
・
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　君
主
︱
君
子
︱
人
民
の
三
者
関
係
に
つ
い
て
は
︑﹃
荀
子
・
君
道
﹄
の
中
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
君
子
な
る
も
の
こ
そ
治
の
原
な
り
﹂︑﹁
原
の

清
め
ば
︑
即
ち
流
れ
も
清
み
︑
原
の
濁
れ
ば
則
ち
流
れ
も
濁
る
﹂
と
あ
る
よ

う
に
︑
君
子
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
君
な
る
も
の
は
民
の
原

な
り
﹂
と
も
あ
る（

116
）

︒
こ
こ
で
い
わ
れ
る
﹁
原
﹂
と
は
法
原
を
意
味
す
る
︒
つ

ま
り
︑
君
子
は
︑
民
の
原
と
し
て
の
君
の
権
威
で
あ
る
法
原
を
通
じ
て
︑
は

じ
め
て
公
正
な
る
法
治
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
し
た
が
っ
て
︑
君
︱
君
子
︱
民
は
︑
法
原
に
お
け
る
同
定
関
係
と
考
え

て
も
よ
か
ろ
う
︒
こ
の
三
者
の
関
係
は
︑
政
治
体
制
の
性
格
に
よ
っ
て
異
な

る（
117
）

︒
問
題
の
鍵
は
︑
如
何
に
法
原
の
中
身
を
社
会
に
取
り
戻
す
か
︑
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
が
︑
そ
れ
は
文
明
触
変
の
長
い
道
程
を
辿
っ
て
︑
内
的
に
自

覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

　汪
晖
（
一
九
五
九
～
）
は
近
年
︑
毛
沢
東
（
一
八
九
三
～
一
九
七
六
）
が

一
九
七
〇
年
代
に
推
進
し
た
﹁
儒
法
闘
争
﹂
運
動
を
﹁
長
い
中
国
革
命
の
継

続（
118
）

﹂
と
捉
え
︑
思
想
史
の
レ
ベ
ル
で
︑
中
国
政
治
史
の
問
題
性
を
捉
え
よ
う

と
す
る（

119
）

︒
毛
沢
東
本
人
は
︑
こ
の
運
動
を
通
じ
て
法
原
に
な
ろ
う
と
し
た
が
︑

つ
い
に
法
原
を
法
原
た
ら
し
め
る
よ
う
な
行
政
体
系
を
創
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
︒
ポ
ス
ト
毛
の
中
共
の
政
権
構
造
は
︑
毛
が
か
つ
て
試
み
た
法

原
と
権
原
と
の
分
離
を
権
原
に
よ
る
法
原
の
呑
噬
に
転
換
し
て
お
り
︑
日
本

を
含
む
ア
ジ
ア
周
辺
と
の
衝
突
が
不
可
避
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
周
知

の
通
り
で
あ
る
︒
と
同
時
に
︑
そ
れ
は
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
を
共
有
し
た
諸
国

が
そ
れ
ぞ
れ
内
部
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
も
文
明
の
共
同
性
に
立
ち

返
っ
て
︑
近
代
国
家
の
理
念
を
乗
り
越
え
る
よ
う
な
新
体
制
を
創
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
物
語
っ
て
い
る
︒

　
結
語

　東
ア
ジ
ア
の
和
解
は
︑
国
民
国
家
と
は
別
次
元
の
文
明
の
共
同
性
の
再
建

に
よ
る
も
の
だ
︒
我
々
は
﹁
方
法
と
し
て
の
中
国
﹂
か
ら
︑
目
的
と
し
て
の

東
ア
ジ
ア
文
明
へ
の
視
線
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る（

120
）

︒
内
藤
湖
南
は
﹁
支
那
人

の
観
た
る
支
那
将
来
観
と
そ
の
批
評
﹂（
一
九
二
一
）
に
お
い
て
梁
啓
超
に
対

し
︑﹁
超
国
界
の
観
念
を
応
用
す
る
時
は
︑
今
日
支
那
の
国
家
に
包
括
せ
ら
れ

な
い
日
本
と
か
朝
鮮
と
か
も
現
代
の
支
那
国
民
と
同
一
の
も
の
と
し
て
考
へ（

121
）

﹂

る
べ
き
だ
と
︑﹁
中
華
民
国
解
﹂
に
示
さ
れ
た
章
太
炎
の
立
場
に
歩
み
寄
っ
て

い
る
︒
彼
は
欧
州
旅
行
直
前
に
﹃
新
支
那
﹄（
一
九
二
四
）
に
お
い
て
﹁
日
本

で
も
有
識
者
は
お
そ
ら
く
支
那
人
と
共
同
す
る
と
い
っ
て
︑
国
体
と
か
政
治

と
か
い
ふ
様
な
運
動
に
拘
っ
て
ゐ
る
も
の
は
な
か
ら
う
︒
こ
れ
よ
り
も
っ
と

廣
い
意
味
の
文
化
運
動
に
よ
っ
て
︑
支
那
人
と
共
同
し
よ
う
と
い
ふ
の
が
目

的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る（

122
）

﹂
と
指
摘
し
︑
一
九
二
四
年
パ
リ
訪
問
の
と
き
︑﹁
日

本
は
江
蘇
と
か
山
東
と
か
と
同
じ
よ
う
に
十
八
省
の
一
つ
に
な
り
︑
日
本
省

と
で
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ほ
ど
の
心
掛
け
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い（

123
）

﹂
と

ま
で
考
え
た
の
で
あ
る
︒

144

恥
で
あ
る
法
原
た
る
も
の
を
中
国
社
会
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し（

107
）

︑
中
国
の

立
国
の
精
神
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た（

108
）

︒
戦
場
で
の
戦
い
は
︑
却
っ
て
文
明

の
同
一
性
を
促
進
し
た
︒
敵
側
の
目
的
と
さ
れ
る
も
の
を
自
分
の
目
的
と
す

る
戦
い
は
︑
文
明
の
内
戦
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
︒

　日
本
に
お
け
る
社
会
ゲ
ー
ム
は
︑
中
国
に
お
い
て
死
ぬ
か
︑
最
高
権
力
を

狙
う
か
と
い
う
政
治
ゲ
ー
ム
に
な
る
︒
黄
宗
羲
の
中
国
式
の
政
治
ゲ
ー
ム
に

対
す
る
告
発
も
︑
近
世
日
本
の
政
治
文
化
を
見
聞
し
て
︑
発
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
︒
日
本
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
︑
中
国
大
陸
一
統
下
の
ど
の
地
域
よ

り
も
︑﹁
国
制
史
的
変
容
﹂
を
成
し
遂
げ
た
が
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
国
制
史
的
変

容
﹂
は
﹁
国
法
史
﹂
以
上
の
文
明
社
会
学
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
︒

　﹁法
原
﹂
の
概
念
に
関
し
て
も
う
少
し
説
明
す
れ
ば
︑
こ
の
概
念
は
︑
最
初

は
徐
復
観
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
徐
の
生
前
に
編
纂
さ
れ
た

﹃
儒
家
政
治
思
想
與
民
主
自
由
人
権
﹄（
学
生
書
店
：
台
北
︑
一
九
七
九
）
に
収

め
ら
れ
た
﹁
儒
家
精
神
之
基
本
性
格
及
其
限
定
與
新
生（

109
）

﹂︑﹁
中
国
的
治
道

︱
︱
讀
﹃
陸
宣
公
傳
集
﹄
書
後（

110
）

﹂︑﹁
明
代
内
閣
制
度
與
張
江
陵
（
居
士
）
的
権
︑

奸
問
題（

111
）

﹂
と
い
う
三
本
の
論
文
は
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
︒

　﹁儒
家
精
神
的
基
本
性
格
﹂
に
つ
い
て
︑
徐
は
︑﹁
学
習
の
内
容
に
つ
い
て
︑

西
洋
は
自
然
へ
の
知
識
を
主
と
し
︑
儒
家
は
自
分
の
行
動
の
規
範
を
主
と
す

る（
112
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
問
題
は
︑
行
動
の
規
範
と
い
う
倫
理
学
の
課
題
が
︑

権
威
へ
の
服
従
と
い
う
政
治
史
・
法
制
史
的
な
問
題
に
す
り
替
わ
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
︒
徐
の
言
葉
で
は
︑﹁
漢
代
の
儒
者
は
大
一
統
の
政
治
的
要
求
に
応

じ
て
︑﹃
白
虎
通
﹄
の
中
で
︑﹃
三
綱
の
説
﹄
を
創
り
だ
し
︑
人
間
性
に
根
差

し
た
モ
ラ
ル
の
問
題
を
い
つ
の
ま
に
か
外
的
な
義
務
と
権
力
の
問
題
に
転
換

さ
せ
た（

113
）

﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
問
題
は
︑
江
戸
時
代
の
学
者
も
理
解

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
彼
ら
は
も
う
一
度
︑
モ
ラ
ル
の
問
題
を
天
皇
と
い

う
法
制
史
的
な
問
題
に
還
元
し
て
捉
え
直
し
︑
法
原
と
し
て
の
天
皇
像
を
打

ち
立
て
た
の
で
あ
る
︒

　第
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
徐
は
﹁
明
代
内
閣
制
度
﹂（
略
称
）
の
中
で
︑

﹁
人
民
は
﹃
法
原
﹄
の
所
在（

114
）

﹂
と
い
う
見
方
を
示
し
た
︒﹁
法
原
﹂
と
い
う
言

葉
は
︑﹃
荀
子
・
君
道
﹄
か
ら
き
て
い
る
︒
国
民
党
の
理
論
家
と
し
て
︑
孫
文

の
三
民
主
義
の
精
神
を
﹁
人
民
は
﹃
法
原
﹄
の
所
在
﹂
と
解
釈
し
て
も
異
議

は
な
い
が
︑
問
題
は
︑
法
原
在
民
の
観
念
を
︑
如
何
に
法
制
史
の
レ
ベ
ル
に

還
元
す
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

　﹁中
国
的
治
道
﹂（
略
称
）
の
中
で
︑
徐
は
︑
君
主
の
﹁
非
主
体
性
的
な
状

態（
115
）

﹂
を
理
想
と
す
る
︒
彼
の
中
で
は
︑﹁﹃
権
原
﹄
在
民
﹂
観
は
﹁
人
民
は

﹃
法
原
﹄
の
所
在
﹂
観
に
由
来
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
人
民
﹂
か
ら
な
る
法

秩
序
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
法
原
が
な
け
れ
ば
︑
結
局
は
︑
観
念
論
的
な

﹁﹃
権
原
﹄
在
民
﹂
観
も
︑
万
人
に
よ
る
万
人
の
闘
争
に
な
り
が
ち
で
あ
る
し
︑

国
際
関
係
に
お
い
て
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
闘
争
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
私
に
は
︑

江
戸
時
代
の
政
治
思
想
の
功
績
の
一
つ
は
︑
法
原
と
し
て
の
天
皇
像
を
仕
立

て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
法
原
と
し
て
の
天
皇
制
は
︑

近
代
中
国
革
命
の
思
想
的
源
泉
で
も
あ
る
︒
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　君
主
︱
君
子
︱
人
民
の
三
者
関
係
に
つ
い
て
は
︑﹃
荀
子
・
君
道
﹄
の
中
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
君
子
な
る
も
の
こ
そ
治
の
原
な
り
﹂︑﹁
原
の

清
め
ば
︑
即
ち
流
れ
も
清
み
︑
原
の
濁
れ
ば
則
ち
流
れ
も
濁
る
﹂
と
あ
る
よ

う
に
︑
君
子
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
君
な
る
も
の
は
民
の
原

な
り
﹂
と
も
あ
る（

116
）

︒
こ
こ
で
い
わ
れ
る
﹁
原
﹂
と
は
法
原
を
意
味
す
る
︒
つ

ま
り
︑
君
子
は
︑
民
の
原
と
し
て
の
君
の
権
威
で
あ
る
法
原
を
通
じ
て
︑
は

じ
め
て
公
正
な
る
法
治
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
し
た
が
っ
て
︑
君
︱
君
子
︱
民
は
︑
法
原
に
お
け
る
同
定
関
係
と
考
え

て
も
よ
か
ろ
う
︒
こ
の
三
者
の
関
係
は
︑
政
治
体
制
の
性
格
に
よ
っ
て
異
な

る（
117
）

︒
問
題
の
鍵
は
︑
如
何
に
法
原
の
中
身
を
社
会
に
取
り
戻
す
か
︑
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
が
︑
そ
れ
は
文
明
触
変
の
長
い
道
程
を
辿
っ
て
︑
内
的
に
自

覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

　汪
晖
（
一
九
五
九
～
）
は
近
年
︑
毛
沢
東
（
一
八
九
三
～
一
九
七
六
）
が

一
九
七
〇
年
代
に
推
進
し
た
﹁
儒
法
闘
争
﹂
運
動
を
﹁
長
い
中
国
革
命
の
継

続（
118
）

﹂
と
捉
え
︑
思
想
史
の
レ
ベ
ル
で
︑
中
国
政
治
史
の
問
題
性
を
捉
え
よ
う

と
す
る（

119
）

︒
毛
沢
東
本
人
は
︑
こ
の
運
動
を
通
じ
て
法
原
に
な
ろ
う
と
し
た
が
︑

つ
い
に
法
原
を
法
原
た
ら
し
め
る
よ
う
な
行
政
体
系
を
創
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
︒
ポ
ス
ト
毛
の
中
共
の
政
権
構
造
は
︑
毛
が
か
つ
て
試
み
た
法

原
と
権
原
と
の
分
離
を
権
原
に
よ
る
法
原
の
呑
噬
に
転
換
し
て
お
り
︑
日
本

を
含
む
ア
ジ
ア
周
辺
と
の
衝
突
が
不
可
避
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
周
知

の
通
り
で
あ
る
︒
と
同
時
に
︑
そ
れ
は
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
を
共
有
し
た
諸
国

が
そ
れ
ぞ
れ
内
部
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
も
文
明
の
共
同
性
に
立
ち

返
っ
て
︑
近
代
国
家
の
理
念
を
乗
り
越
え
る
よ
う
な
新
体
制
を
創
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
物
語
っ
て
い
る
︒

　
結
語

　東
ア
ジ
ア
の
和
解
は
︑
国
民
国
家
と
は
別
次
元
の
文
明
の
共
同
性
の
再
建

に
よ
る
も
の
だ
︒
我
々
は
﹁
方
法
と
し
て
の
中
国
﹂
か
ら
︑
目
的
と
し
て
の

東
ア
ジ
ア
文
明
へ
の
視
線
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る（

120
）

︒
内
藤
湖
南
は
﹁
支
那
人

の
観
た
る
支
那
将
来
観
と
そ
の
批
評
﹂（
一
九
二
一
）
に
お
い
て
梁
啓
超
に
対

し
︑﹁
超
国
界
の
観
念
を
応
用
す
る
時
は
︑
今
日
支
那
の
国
家
に
包
括
せ
ら
れ

な
い
日
本
と
か
朝
鮮
と
か
も
現
代
の
支
那
国
民
と
同
一
の
も
の
と
し
て
考
へ（

121
）

﹂

る
べ
き
だ
と
︑﹁
中
華
民
国
解
﹂
に
示
さ
れ
た
章
太
炎
の
立
場
に
歩
み
寄
っ
て

い
る
︒
彼
は
欧
州
旅
行
直
前
に
﹃
新
支
那
﹄（
一
九
二
四
）
に
お
い
て
﹁
日
本

で
も
有
識
者
は
お
そ
ら
く
支
那
人
と
共
同
す
る
と
い
っ
て
︑
国
体
と
か
政
治

と
か
い
ふ
様
な
運
動
に
拘
っ
て
ゐ
る
も
の
は
な
か
ら
う
︒
こ
れ
よ
り
も
っ
と

廣
い
意
味
の
文
化
運
動
に
よ
っ
て
︑
支
那
人
と
共
同
し
よ
う
と
い
ふ
の
が
目

的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る（

122
）

﹂
と
指
摘
し
︑
一
九
二
四
年
パ
リ
訪
問
の
と
き
︑﹁
日

本
は
江
蘇
と
か
山
東
と
か
と
同
じ
よ
う
に
十
八
省
の
一
つ
に
な
り
︑
日
本
省

と
で
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ほ
ど
の
心
掛
け
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い（

123
）

﹂
と

ま
で
考
え
た
の
で
あ
る
︒
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年
）︒

（
4
）  

近
藤
啓
吾
﹃
靖
献
遺
言
講
義
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
七
年
︑
四
九
二
頁
︒

（
5
）  

内
田
銀
蔵
﹃
近
世
の
日
本
・
日
本
近
世
史
﹄
宮
崎
道
夫
校
注
︑
平
凡
社
︑
一
九
七
五

年
︑
一
五
八
頁
︒

（
6
）  

フ
ラ
ン
シ
ス
・
福
山
﹃
政
治
の
起
源
﹄（
上
）
会
田
弘
嗣
訳
︑
講
談
社
︑
二
〇
一
二
年
︑

二
頁
︒

（
7
）  

魯
国
は
周
公
の
子
の
封
地
で
あ
り
︑
孔
子
は
周
に
征
服
さ
れ
た
殷
の
子
孫
で
︑
被

征
服
者
の
視
点
か
ら
立
言
し
て
い
た
︒
周
公
の
権
力
の
正
統
性
は
周
天
子
か
ら
き
て

お
り
︑
も
し
﹁
共
主
﹂
と
し
て
の
周
天
子
が
い
な
け
れ
ば
︑
諸
侯
国
内
部
の
異
な
る

階
層
と
︑
諸
侯
国
あ
る
い
は
諸
侯
国
と
﹁
夷
狄
﹂
の
間
で
︑
国
内
あ
る
い
は
天
下
の

最
高
権
力
を
争
奪
す
る
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
出
現
し
た
だ
ろ
う
︒
孔
子
の
儒

家
文
明
史
上
の
意
義
は
︑
権
力
競
争
の
政
治
モ
デ
ル
を
文
化
（
道
徳
）
競
争
の
社
会

モ
デ
ル
に
転
換
し
た
こ
と
に
あ
る
︒

（
8
）  

﹃
論
語
・
衛
霊
公
﹄︒

（
9
）  

労
思
光
﹃
新
編
中
国
哲
学
史
﹄
第
一
巻
︑
広
西
師
範
大
学
出
版
社
：
桂
林
︑

二
〇
〇
五
年
︑
八
〇
頁
︒

（
10
）  

﹃
漢
書
・
董
仲
舒
伝
﹄（
日
本
語
訳
は
︑
小
竹
武
夫
訳
﹃
漢
書
5
列
伝
Ⅱ
﹄
ち
く
ま

学
芸
文
庫
︑
一
九
九
八
年
︑
二
九
一
頁
参
照
）︒

（
11
）  

陳
勁
松
は
︑﹁
儒
家
社
会
の
法
は
儒
家
法
で
あ
り
︑
儒
家
法
の
実
質
は
倫
理
法
で
あ

る
﹂
と
見
な
す
（﹃
儒
学
社
会
通
論
﹄
中
国
人
民
大
学
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
〇
七
年
︑

四
三
八
頁
）︒

（
12
）  

辻
清
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁﹃
地
位
の
権
威
﹄
と
申
し
ま
す
の
は
︑
地

位
そ
の
も
の
︑
い
い
か
え
れ
ば
特
定
の
力
あ
る
地
位
に
つ
い
た
ら
︑
そ
れ
だ
け
で
そ

こ
に
権
威
が
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
︑﹃
機
能
の
権
威
﹄
と
は
︑
い
か
な
る
地

位
で
あ
ろ
う
と
も
︑
そ
の
地
位
に
期
待
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
働
き
を
示
し
た
と
き
︑
そ

こ
に
権
威
が
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
﹂（
仁
井
田
陞
﹃
補
訂
中
国
法
制
史

研
究
︱
︱
法
と
習
慣
・
法
と
道
徳
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
六
四
年
︑
四
九
六
頁
︑

注
1
参
照
）︒

（
13
）  

﹁
理
想
型
﹂
に
つ
い
て
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
﹁
社
会
科
学
認
識
和
社
会
政

策
認
識
中
的
〝
客
観
性
〟﹂（﹃
社
会
科
学
方
法
論
﹄
中
央
編
訳
出
版
社
：
北
京
︑

二
〇
〇
二
年
︑
一
～
六
一
頁
）︒（
日
本
語
訳
は
﹃
社
会
科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ

る
認
識
の
﹁
客
観
性
﹂﹄）︒

（
14
）  

西
嶋
定
生
﹃
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
三
年
︑

一
七
～
一
八
︑ 

八
三
頁
︒

（
15
）  

エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
﹃
王
の
二
つ
の
身
体
﹄
第
四
章
（
小
林

公
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
二
年
）
参
照
︒

（
16
）  

井
上
光
貞
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒﹁
倭
国
の
あ
ら
た
な
る
君
主
号
と
し
て
の﹃
天

皇
﹄
と
︑
倭
国
に
代
る
あ
ら
た
な
る
国
号
と
し
て
の
﹃
日
本
﹄
は
︑
前
者
は
天
に
︑
後

者
は
日
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
︑
し
か
も
お
そ
ら
く
は
対
中
国
交
渉
を
場
と
し
て
考

案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
﹂（
土
田
直
鎮
ほ
か
編
﹃
井
上
光
貞
著
作
集
﹄
第
二
巻
︑
岩
波

書
店
︑
一
九
八
五
年
︑
七
三
頁
）︒
そ
れ
は
︑
日
本
は
中
国
の
﹁
天
子
﹂
を
領
有
し
︑

か
つ
土
着
化
さ
せ
る
過
程
で
あ
り
︑
中
国
大
陸
の
一
体
化
し
た
皇
帝
権
と
天
子
権
を

分
化
す
る
新
た
な
普
遍
的
な
分
化
の
創
造
過
程
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
17
）  

片
山
杜
秀
﹃
近
代
日
本
の
右
翼
思
想
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
二
頁
参
照
︒

（
18
）  

吾
妻
重
二
・
小
田
淑
子
編
﹃
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
思
想
﹄
関
西
大
学
文
学
部
︑
関

西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
四
頁
︒

（
19
）  

黄
俊
傑
﹃
東
亜
儒
学
史
的
新
視
野
﹄
喜
瑪
拉
雅
研
究
発
展
基
金
会
：
台
北
︑

二
〇
〇
一
年
︒

（
20
）  

子
安
宣
邦
﹃
東
亜
儒
学
︱
︱
批
判
與
方
法
﹄
台
湾
大
学
出
版
中
心
：
台
北
︑

二
〇
〇
四
年
︑
序
一
頁
︒

（
21
）  

例
え
ば
三
宅
観
澜
（
一
六
七
四
～
一
七
一
八
）
は
﹃
中
興
鑑
言
﹄
の
中
で
こ
う
書

い
て
い
る
︒﹁
時
運
日
に
替
り
て
︑
地
気
東
に
開
き
︑
往
昔
荒
裔
の
服
と
い
ふ
所
の
者
︑

今
日
正
に
武
を
用
ゐ
る
の
郊
と
な
る
︒
其
の
地
は
天
下
の
背
に
臨
み
︑
高
き
に
居
り

卑
き
を
制
し
︑
東
洋
を
襟
に
し
北
奥
を
控
え
︑
迤
嶺
一
帯
︑
前
に
限
畫
し
て
︑
平
原
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　蒙
古
は
中
国
を
征
服
す
る
と
き
︑
日
本
省
を
設
け
︑
日
本
を
自
分
の
政
治

版
図
の
中
に
引
き
入
れ
よ
う
し
た
が
︑
国
民
党
に
よ
る
中
国
統
一
の
前
に
︑

湖
南
が
地
球
規
模
の
﹁
新
文
明
中
心
﹂
と
い
う
日
本
文
化
史
の
視
野
か
ら
日

本
を
文
明
圏
と
し
て
の
中
国
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
意
図
は
中
国
の
再
統

一
に
省
レ
ベ
ル
の
社
会
再
建
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ

る
ま
い
か（

124
）

︒
こ
こ
に
す
で
に
軍
国
日
本
を
否
定
す
る
姿
勢
が
見
え
て
き
た（

125
）

︒

も
し
︑
東
ア
ジ
ア
の
国
々
が
最
初
か
ら
西
洋
並
の
近
代
国
家
を
選
択
し
な
け

れ
ば
︑
横
井
小
楠（

126
）

︑
勝
海
舟
の
い
う
﹁
ア
ジ
ア
同
盟（

127
）

﹂
を
創
る
選
択
肢
も
あ

り
得
る
の
で
あ
ろ
う
︒
勝
海
舟
も
松
陰
と
同
じ
く
︑
彼
ら
の
ア
ジ
ア
連
帯
意

識
は
幕
末
長
崎
で
の
生
活
や
見
聞
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ

の
問
題
は
明
治
維
新
を
ど
う
み
る
の
か
に
関
わ
る
︒

　そ
れ
に
つ
い
て
︑
桑
原
武
夫
（
一
九
〇
四
～
一
九
八
八
）
は
こ
う
述
べ
て
い

る
︒﹁
明
治
維
新
を
︑
英
仏
に
は
じ
ま
る
い
わ
ゆ
る
古
典
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命

の
最
後
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
ロ
シ
ア
︑
中
国
︑
其

の
他
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
後
進
国
に
お
け
る
先
進
国
へ
の
追
い
つ
き
を
意

図
す
る
近
代
化
の
た
め
の
民
族
革
命
の
先
頭
グ
ル
ー
プ
に
お
く
の
か
が
問
題

と
な
る
だ
ろ
う（

128
）

﹂︒
今
︑
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
﹁
民
族
革
命
﹂
自
体
も
西
洋

を
基
準
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

　橘
樸
の
唱
え
た
﹁
民
族
的
共
同
性（

129
）

﹂
と
違
っ
て
︑
湖
南
は
︑
さ
ら
に
欧
州

旅
行
か
ら
帰
っ
て
﹁
東
方
に
還
れ（

130
）

﹂
と
い
う
ド
イ
ツ
の
思
潮
に
元
気
づ
け
ら

れ
︑﹁
支
那
に
還
れ
﹂
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た（

131
）

︒
そ
れ
は
三
宅
雪
嶺
の
共

同
性
思
想
を
東
ア
ジ
ア
文
明
全
体
に
即
し
て
捉
え
直
す
も
の
で
あ
ろ
う（

132
）

︒
若

い
世
代
の
中
江
丑
吉
（
一
八
八
九
～
一
九
四
二
）︑
鈴
江
言
一
（
一
八
九
四
～

一
九
四
五
）︑
中
山
優
（
一
八
九
五
～
一
九
七
三
）
の
よ
う
な
中
国
論
者
は
湖
南

と
同
じ
く
︑
中
国
統
一
の
帰
趨
を
認
め
て
い
る
が
︑
湖
南
は
中
国
の
政
治
統

一
で
は
な
く
︑
日
本
を
含
め
た
省
レ
ベ
ル
の
連
邦
体
制
お
よ
び
社
会
基
層
レ

ベ
ル
の
再
建
を
目
指
し
て
い
る
︒
彼
は
幕
末
の
漢
学
の
伝
統
に
立
脚
し（

133
）

︑
東

ア
ジ
ア
の
漢
化
儒
教
文
明
の
共
同
性
へ
の
復
帰
を
訴
え
て
い
る
︒
溝
口
雄
三

ら
の
提
起
し
た
﹁
礼
治
シ
ス
テ
ム（

134
）

﹂
と
い
う
分
析
枠
組
み
も
︑
東
ア
ジ
ア
文

明
の
共
同
性
と
い
う
人
間
の
内
な
る
法
原
か
ら（

135
）

︑
も
う
一
度
捉
え
直
す
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

米
谷
匡
史
﹁
津
田
左
右
吉
・
和
辻
哲
郎
の
天
皇
論
﹂（
綱
野
善
彦
等
編
﹃
天
皇
と
王

権
を
考
え
る
﹄
第
一
巻
（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
三
～
三
七
頁
）
参
照
︒
溝

口
の
中
国
思
想
研
究
の
構
想
の
中
に
は
︑
日
本
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
お
り
︑
近

代
中
国
の
革
命
思
想
に
関
し
て
︑
例
え
ば
︑
近
藤
邦
康
の
﹃
辛
亥
革
命
︱
︱
思
想
の

形
成
﹄（
紀
伊
國
屋
書
店
︑一
九
七
二
年
）
も
日
本
と
い
う
視
点
が
正
面
に
出
て
い
な
い
︒

つ
ま
り
︑
西
洋
中
心
の
史
観
に
よ
り
︑
日
本
の
中
国
研
究
の
多
く
は
中
国
を
対
象
化

し
な
が
ら
も
︑
そ
れ
と
同
時
に
自
ら
を
対
象
化
し
な
い
の
で
あ
る
︒

（
2
）  
滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
創
文
社
︑
一
九
八
四
年
︑
八
頁
︒

（
3
）  

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ハ
ー
ト
﹃
法
律
的
概
念
﹄
法
律
出
版
社
：
北
京
︑

二
〇
〇
六
年
︒（
日
本
語
訳
は
﹃
法
の
概
念
﹄
矢
崎
光
圀
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
一
九
七
六
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年
）︒

（
4
）  
近
藤
啓
吾
﹃
靖
献
遺
言
講
義
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
七
年
︑
四
九
二
頁
︒

（
5
）  

内
田
銀
蔵
﹃
近
世
の
日
本
・
日
本
近
世
史
﹄
宮
崎
道
夫
校
注
︑
平
凡
社
︑
一
九
七
五

年
︑
一
五
八
頁
︒

（
6
）  

フ
ラ
ン
シ
ス
・
福
山
﹃
政
治
の
起
源
﹄（
上
）
会
田
弘
嗣
訳
︑
講
談
社
︑
二
〇
一
二
年
︑

二
頁
︒

（
7
）  

魯
国
は
周
公
の
子
の
封
地
で
あ
り
︑
孔
子
は
周
に
征
服
さ
れ
た
殷
の
子
孫
で
︑
被

征
服
者
の
視
点
か
ら
立
言
し
て
い
た
︒
周
公
の
権
力
の
正
統
性
は
周
天
子
か
ら
き
て

お
り
︑
も
し
﹁
共
主
﹂
と
し
て
の
周
天
子
が
い
な
け
れ
ば
︑
諸
侯
国
内
部
の
異
な
る

階
層
と
︑
諸
侯
国
あ
る
い
は
諸
侯
国
と
﹁
夷
狄
﹂
の
間
で
︑
国
内
あ
る
い
は
天
下
の

最
高
権
力
を
争
奪
す
る
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
出
現
し
た
だ
ろ
う
︒
孔
子
の
儒

家
文
明
史
上
の
意
義
は
︑
権
力
競
争
の
政
治
モ
デ
ル
を
文
化
（
道
徳
）
競
争
の
社
会

モ
デ
ル
に
転
換
し
た
こ
と
に
あ
る
︒

（
8
）  

﹃
論
語
・
衛
霊
公
﹄︒

（
9
）  

労
思
光
﹃
新
編
中
国
哲
学
史
﹄
第
一
巻
︑
広
西
師
範
大
学
出
版
社
：
桂
林
︑

二
〇
〇
五
年
︑
八
〇
頁
︒

（
10
）  

﹃
漢
書
・
董
仲
舒
伝
﹄（
日
本
語
訳
は
︑
小
竹
武
夫
訳
﹃
漢
書
5
列
伝
Ⅱ
﹄
ち
く
ま

学
芸
文
庫
︑
一
九
九
八
年
︑
二
九
一
頁
参
照
）︒

（
11
）  

陳
勁
松
は
︑﹁
儒
家
社
会
の
法
は
儒
家
法
で
あ
り
︑
儒
家
法
の
実
質
は
倫
理
法
で
あ

る
﹂
と
見
な
す
（﹃
儒
学
社
会
通
論
﹄
中
国
人
民
大
学
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
〇
七
年
︑

四
三
八
頁
）︒

（
12
）  

辻
清
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁﹃
地
位
の
権
威
﹄
と
申
し
ま
す
の
は
︑
地

位
そ
の
も
の
︑
い
い
か
え
れ
ば
特
定
の
力
あ
る
地
位
に
つ
い
た
ら
︑
そ
れ
だ
け
で
そ

こ
に
権
威
が
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
︑﹃
機
能
の
権
威
﹄
と
は
︑
い
か
な
る
地

位
で
あ
ろ
う
と
も
︑
そ
の
地
位
に
期
待
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
働
き
を
示
し
た
と
き
︑
そ

こ
に
権
威
が
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
﹂（
仁
井
田
陞
﹃
補
訂
中
国
法
制
史

研
究
︱
︱
法
と
習
慣
・
法
と
道
徳
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
六
四
年
︑
四
九
六
頁
︑

注
1
参
照
）︒

（
13
）  

﹁
理
想
型
﹂
に
つ
い
て
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
﹁
社
会
科
学
認
識
和
社
会
政

策
認
識
中
的
〝
客
観
性
〟﹂（﹃
社
会
科
学
方
法
論
﹄
中
央
編
訳
出
版
社
：
北
京
︑

二
〇
〇
二
年
︑
一
～
六
一
頁
）︒（
日
本
語
訳
は
﹃
社
会
科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ

る
認
識
の
﹁
客
観
性
﹂﹄）︒

（
14
）  

西
嶋
定
生
﹃
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
三
年
︑

一
七
～
一
八
︑ 

八
三
頁
︒

（
15
）  

エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
﹃
王
の
二
つ
の
身
体
﹄
第
四
章
（
小
林

公
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
二
年
）
参
照
︒

（
16
）  

井
上
光
貞
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒﹁
倭
国
の
あ
ら
た
な
る
君
主
号
と
し
て
の﹃
天

皇
﹄
と
︑
倭
国
に
代
る
あ
ら
た
な
る
国
号
と
し
て
の
﹃
日
本
﹄
は
︑
前
者
は
天
に
︑
後

者
は
日
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
︑
し
か
も
お
そ
ら
く
は
対
中
国
交
渉
を
場
と
し
て
考

案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
﹂（
土
田
直
鎮
ほ
か
編
﹃
井
上
光
貞
著
作
集
﹄
第
二
巻
︑
岩
波

書
店
︑
一
九
八
五
年
︑
七
三
頁
）︒
そ
れ
は
︑
日
本
は
中
国
の
﹁
天
子
﹂
を
領
有
し
︑

か
つ
土
着
化
さ
せ
る
過
程
で
あ
り
︑
中
国
大
陸
の
一
体
化
し
た
皇
帝
権
と
天
子
権
を

分
化
す
る
新
た
な
普
遍
的
な
分
化
の
創
造
過
程
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
17
）  

片
山
杜
秀
﹃
近
代
日
本
の
右
翼
思
想
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
二
頁
参
照
︒

（
18
）  

吾
妻
重
二
・
小
田
淑
子
編
﹃
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
思
想
﹄
関
西
大
学
文
学
部
︑
関

西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
四
頁
︒

（
19
）  

黄
俊
傑
﹃
東
亜
儒
学
史
的
新
視
野
﹄
喜
瑪
拉
雅
研
究
発
展
基
金
会
：
台
北
︑

二
〇
〇
一
年
︒

（
20
）  

子
安
宣
邦
﹃
東
亜
儒
学
︱
︱
批
判
與
方
法
﹄
台
湾
大
学
出
版
中
心
：
台
北
︑

二
〇
〇
四
年
︑
序
一
頁
︒

（
21
）  
例
え
ば
三
宅
観
澜
（
一
六
七
四
～
一
七
一
八
）
は
﹃
中
興
鑑
言
﹄
の
中
で
こ
う
書

い
て
い
る
︒﹁
時
運
日
に
替
り
て
︑
地
気
東
に
開
き
︑
往
昔
荒
裔
の
服
と
い
ふ
所
の
者
︑

今
日
正
に
武
を
用
ゐ
る
の
郊
と
な
る
︒
其
の
地
は
天
下
の
背
に
臨
み
︑
高
き
に
居
り

卑
き
を
制
し
︑
東
洋
を
襟
に
し
北
奥
を
控
え
︑
迤
嶺
一
帯
︑
前
に
限
畫
し
て
︑
平
原
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二
〇
〇
六
年
︑
一
九
七
頁
）︒

（
36
）  

中
江
丑
吉
﹃
中
国
古
代
政
治
思
想
﹄
第
一
章
第
一
節
（
岩
波
書
店
︑
一
九
五
〇
年
）

参
照
︒

（
37
）  

﹁
か
の
朱
子
学
が
権
威
構
築
に
成
功
し
︑
権
威
主
義
は
そ
の
学
説
を
擁
護
し
た
に
は

相
違
な
い
が
︑
そ
れ
は
官
人
若
し
く
は
儒
教
徒
自
身
の
生
活
内
部
に
あ
っ
て
︑
権
威

主
義
が
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
﹂︑
ま
た
︑﹁
陽
明
の

良
知
の
説
は
︑
究
極
の
権
威
を
自
己
の
内
面
に
築
く
こ
と
で
あ
っ
た
︒
従
っ
て
陽
明

学
は
権
威
主
義
の
支
柱
と
し
て
は
よ
り
強
い
役
割
を
果
し
得
る
と
共
に
︑
権
威
主
義

否
定
の
側
に
廻
れ
ば
︑
ま
た
よ
り
強
い
否
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
﹂
と
い

う
仁
井
田
陞
の
指
摘
（
同
著
﹃
補
訂
中
国
法
制
史
研
究
︱
︱
法
と
習
慣
・
法
と
道
徳
﹄

東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
六
四
年
︑
五
〇
三
頁
）
は
参
考
に
な
る
︒

（
38
）  

張
灏
は
﹁﹃
大
学
﹄
が
表
し
て
い
る
人
格
本
位
の
政
治
観
は
す
な
わ
ち
宋
明
儒
学

の
い
わ
ゆ
る
﹃
治
道
﹄
ま
た
は
﹃
治
体
﹄
で
あ
る
︒
後
者
は
今
風
の
言
い
方
を
す
れ

ば
︑
つ
ま
り
政
治
の
基
本
的
原
則
で
あ
ろ
う
﹂
と
指
摘
す
る
（
中
央
研
究
院
近
代
史

研
究
所
編
﹃
近
世
中
国
経
世
思
想
研
討
会
論
文
集
﹄
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
：

台
北
︑
一
九
八
四
年
︑
一
六
頁
）︒
近
代
東
ア
ジ
ア
の
変
局
は
人
格
本
位
の
政
治
観

の
中
身
の
変
容
︑
つ
ま
り
︑
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
転
換
に
由
来
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
吉
田
松
陰
は
魏
源
の
﹁
学
術
﹂
を
﹁
経
世
﹂
に
転
じ
よ
う
と
︑

ま
ず
忠
誠
す
な
わ
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
対
象
を
幕
府
か
ら
天
皇
に
転
換
し
︑

ア
ジ
ア
に
新
し
い
秩
序
の
到
来
を
意
味
す
る
よ
う
な
新
し
い
法
原
・
国
体
を
打
ち
立

て
た
︒

（
39
）  

張
壽
安
﹃
十
八
世
紀
礼
学
考
証
的
思
想
活
力
︱
︱
礼
教
論
争
與
礼
秩
重
省
﹄
台
湾

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
︑
二
〇
〇
一
年
参
照
︒

（
40
）  

﹃
許
壽
裳
文
集
﹄
上
︑
百
花
出
版
社
：
上
海
︑
二
〇
〇
三
年
︑
四
三
二
頁
︒

（
41
）  

﹁
中
国
と
は
何
か
﹂
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
︑
鄧
正
来
﹃
中
国
法
学
向
何
処
去

︱
︱
建
構
﹁
中
国
法
律
理
想
図
景
﹂
時
代
的
論
網
﹄（
商
務
印
書
館
：
北
京
︑
二
〇
〇
六

年
）
を
参
照
︒
筆
者
は
︑
中
国
文
明
の
道
徳
法
則
は
汎
東
ア
ジ
ア
的
で
あ
り
︑
よ
っ

て
﹁
中
国
﹂
の
中
身
も
汎
東
ア
ジ
ア
的
で
あ
る
の
で
︑﹁
中
国
﹂
と
東
ア
ジ
ア
文
明
を

分
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
鄧
氏
の
問
題
意
識
は
筆
者
と
一

致
す
る
が
︑
立
論
の
視
点
と
切
り
口
は
異
な
る
︒
鄧
氏
は
﹁
西
洋
起
源
の
﹃
現
代
化

モ
デ
ル
﹄
に
対
す
る
批
判
は
︑﹃
民
族
モ
デ
ル
﹄
に
対
し
て
お
ら
ず
﹂
と
述
べ
て
い
る

の
に
対
し
︑
一
方
筆
者
の
切
り
口
は
︑
東
ア
ジ
ア
世
界
が
西
洋
中
心
の
﹁
民
族
モ
デ
ル
﹂

を
受
容
す
る
過
程
に
お
い
て
︑
東
ア
ジ
ア
世
界
内
部
の
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
モ
デ
ル
﹂

要
求
か
ら
出
て
い
る
も
の
は
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
︒

（
42
）  

尾
藤
正
英
編
﹃
日
本
文
化
と
中
国
﹄（
中
国
文
化
叢
書
︑
第
十
巻
）︑
大
修
館
書
店
︑

一
九
六
八
年
︑
二
四
二
頁
︒

（
43
）  

平
野
健
一
郎
先
生
は
ア
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（acculturation

）
を
文
化
触
変
と

訳
し
て
い
る
（
同
著
﹃
国
際
文
化
論
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
〇
年
参
照
）
が
︑

私
は
む
し
ろ
︑
そ
れ
を
文
明
圏
単
位
に
お
け
る
文
明
と
文
明
と
の
接
触
か
ら
生
ま
れ

た
変
化
と
し
て
捉
え
︑﹁
文
明
触
変
﹂
と
訳
し
た
い
︒

（
44
）  

張
灏
﹁
宋
明
以
来
儒
家
経
世
思
想
試
釈
﹂（
同
注
37
書
︑
八
頁
）
参
照
︒

（
45
）  

王
健
文
は
﹁
家
の
信
仰
か
ら
天
地
の
パ
イ
プ
の
断
絶
に
い
た
っ
た
の
は
天
（
神
界
）

と
地
（
人
世
）
の
間
の
連
続
性
の
断
裂
を
表
し
て
い
る
︒
断
裂
後
︑
両
界
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
媒
介
は
少
数
者
に
独
占
さ
れ
︑
こ
れ
ら
の
人
は
神
と
人
を
連
絡
す
る

特
殊
な
身
分
を
取
得
し
︑
同
時
に
政
治
上
︑
社
会
上
の
権
威
を
取
得
し
た
﹂（
同
著
﹃
奉

天
承
運
︱
︱
古
代
中
国
的
〝
国
家
〟
概
念
及
其
正
当
性
基
礎
﹄
東
大
図
書
公
司
：
台
北
︑

一
九
九
五
年
︑
二
五
頁
）
と
指
摘
す
る
︒

（
46
）  

西
嶋
定
生
﹃
中
国
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
︑
一
三
一

～
一
三
二
頁
参
照
︒

（
47
）  

倉
本
一
宏
﹃
日
本
古
代
国
家
成
立
期
の
政
権
構
造
﹄
第
二
部
第
四
章
（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
七
年
︑
二
〇
七
～
二
二
三
頁
）
参
照
︒

（
48
）  

井
上
章
一
﹃
日
本
に
古
代
は
あ
っ
た
の
か
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︑

一
八
五
頁
︒
井
上
は
さ
ら
に
内
藤
湖
南
の
﹁
脳
裏
で
は
日
中
の
文
化
史
的
な
平
行
性
を
︑

思
い
う
か
べ
た
は
ず
で
あ
る
﹂（
同
書
︑
五
二
頁
）
と
い
う
言
葉
に
言
及
し
て
い
る
︒
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千
里
︑
内
に
斥
落
た
り
﹂（
高
須
芳
次
郎
編
﹃
三
宅
観
澜
・
栗
山
潜
鋒
集
﹄
水
戸
学
大

系
第
七
巻
︑
水
戸
学
大
系
刊
行
会
︑
一
九
四
一
年
︑
一
四
二
頁
）︒

（
22
）  
神
田
喜
一
郎
・
内
藤
幹
吉
編
﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
二
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
一

年
︑
一
三
五
頁
︒

（
23
）  

﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
五
巻
︑
四
五
四
頁
︒

（
24
）  

﹃
北
一
輝
著
作
集
﹄
第
二
巻
︑
み
す
ず
書
房
︑
一
九
五
九
年
︑
一
五
頁
︒

（
25
）  

景
梅
九
﹃
留
学
日
記
︱
︱
一
中
国
ア
ナ
キ
ス
ト
の
半
生
﹄
大
高
巖
他
訳
︑
平
凡
社
︑

一
九
六
六
年
︑
三
八
頁
︒

（
26
）  

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ
ュ
ー
ン
﹃
中
国
現
代
国
家
的
起
源
﹄
陳
兼
・
陳
之
宏
﹁
訳
者
導
言
﹂

三
聨
書
店
：
北
京
︑
二
〇
一
三
年
参
照
︒
訳
者
はconstitutional

と
い
う
氏
の
用
語
を

根
本
的
な
問
題
と
訳
し
て
い
る
︒
氏
自
身
は
中
国
版
序
言
の
中
で
︑constitution

と
い

う
言
葉
を
政
治
体
制
は
ど
う
す
べ
き
か
︑
ま
た
は
如
何
に
組
織
さ
れ
る
べ
き
か
を
考

え
る
と
き
の
﹁
道
徳
ま
た
は
哲
学
の
原
則
﹂
と
見
な
し
て
い
る
︒
日
本
語
の
文
脈
に

お
い
て
︑
国
体
に
纏
わ
る
言
説
は
つ
ま
り
こ
の
根
本
的
な
問
題
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
︒

（
27
）  

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ
ュ
ー
ン
﹃
中
国
現
代
国
家
的
起
源
﹄︑
一
一
一
頁
参
照
︒

（
28
）  

章
炳
麟
﹁
代
議
然
否
論
﹂︑﹃
民
報
﹄
第
二
十
四
号
︑
東
京
：
民
報
編
輯
部
︑

一
九
〇
八
年
十
月
︑
二
頁
︒

（
29
）  

増
淵
龍
夫
﹃
歴
史
家
の
同
時
史
的
考
察
に
つ
い
て
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
二
年
︑

一
九
九
頁
参
照
︒

（
30
）  

野
口
武
彦
﹁
わ
れ
聖
賢
に
お
も
ね
ら
ず
︱
︱
吉
田
松
陰
の
﹃
講
孟
余
話
﹄﹂（
同
著
﹃
王

道
と
革
命
の
間
︱
︱
日
本
思
想
と
孟
子
問
題
﹄
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
六
年
所
収
︑

二
五
一
～
三
一
四
頁
）
お
よ
び
今
中
寛
司
﹁
維
新
変
革
思
想
﹂（﹃
日
本
の
近
代
化
と

維
新
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
八
二
年
所
収
︑
九
～
二
一
頁
）
参
照
︒

（
31
）  

シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
は
﹃
中
国
人
対
世
界
秩
序
的
理
解
﹄（
費
正
清
編
﹃
中
国
人
的
世
界

秩
序
﹄
哈
佛
大
学
出
版
社
︑
一
九
六
八
年
所
収
）
に
お
い
て
︑﹁
普
遍
的
王
権universal 

kingship

﹂
と
皇
帝
︱
朝
貢
国
の
国
王
を
並
列
的
に
使
用
し
て
い
る
︒
ま
た
彼
は
﹃
古

代
中
国
的
思
想
世
界
﹄
の
跋
の
中
で
は
﹁
宇
宙
論
を
基
礎
と
し
︑
普
遍
的
王
権
を
中

心
と
す
る
︑
普
遍
的
で
︑
一
切
の
社
会
政
治
秩
序
を
包
含
す
る
観
念
﹂
と
い
う
文
化

仮
説
を
提
示
し
た
︒
張
灝
と
林
毓
生
は
こ
の
概
念
を
利
用
し
て
清
末
と
民
初
の
社
会

現
象
を
解
釈
し
た
︒
し
か
し
宋
恕
や
章
太
炎
の
例
か
ら
︑
清
末
儒
家
思
想
の
復
興
は

こ
の
概
念
と
世
俗
の
皇
権
の
分
権
が
契
機
と
な
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
れ
こ
そ
︑
清
末

の
改
良
思
想
と
革
命
思
想
と
の
分
水
嶺
で
あ
る
︒

（
32
）  

殷
海
光
は
徐
復
観
が
用
い
る
﹁
権
原
﹂
と
い
う
言
葉
を
新
鮮
に
感
じ
た
が
︑
こ
の
言

葉
は
日
本
か
ら
き
て
お
り
︑西
洋
の
対
応
す
る
概
念
を
翻
訳
し
た
漢
字
語
彙
で
あ
る
︒F. 

G
uizot

は
﹃
欧
州
文
化
史
﹄
の
第
三
講
の
中
の
政
治
的
正
統
性
（political legitim

acy

）

に
つ
い
て
︑
一
切
の
権
力
の
起
源
は
例
外
な
し
に
力
が
存
在
し
︑
暴
力
も
存
在
す
る
が
︑

﹁
暴
力
は
権
原
で
は
な
く
︑
力
も
正
義
で
は
な
い
︒
も
し
暴
力
以
外
の
基
礎
が
な
け
れ

ば
︑
そ
の
政
権
に
お
い
て
権
利
は
完
全
に
抜
け
落
ち
て
い
る
﹂
と
見
な
す
︒
こ
の
よ

う
な
考
え
は
︑
福
沢
諭
吉
の
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
に
対
し
て
も
影
響
を
与
え
た
こ
と

が
あ
る
（
丸
山
真
男
﹃﹁
文
明
論
之
概
略
﹂
を
読
む
﹄
上
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
六
年
︑

一
七
〇
頁
）︒

（
33
）  

徐
復
観
﹃
儒
家
政
治
思
想
與
民
主
自
由
人
権
﹄
台
湾
学
生
書
局
：
台
北
︑
一
九
八
八

年
︑
二
五
二
頁
︒

（
34
）  

シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
﹁
中
国
政
治
思
想
的
深
層
構
造
﹂
許
紀
霖
・
宋
宏
編
﹃
史
華
慈
論

中
国
﹄
新
星
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
〇
六
年
所
収
︑
二
五
～
二
七
頁
）
参
照
︒
シ
ュ
ウ
ォ

ル
ツ
は
文
中
で
︑﹁
な
ぜ
千
百
年
来
こ
の
ま
っ
た
く
制
限
さ
れ
な
か
っ
た
権
力
に
苦
し

め
ら
れ
た
儒
者
は
︑
こ
の
古
い
構
造
に
挑
戦
す
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
そ
の
力
を
制
限

し
よ
う
と
す
る
試
み
︑
ま
た
は
別
の
代
替
品
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
？
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
実
際
︑
最
初
に
こ
の
構
造
に
挑
戦
を
試
み
た
の
は
日
本
の

儒
者
と
国
学
者
で
あ
り
︑
清
末
の
変
法
思
想
は
幕
末
志
士
の
天
下
観
に
対
応
し
よ
う

と
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
発
芽
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

（
35
）  

成
中
英
は
孔
子
が
述
べ
た
﹁﹃
道
﹄
は
真
実
の
実
体
と
そ
の
真
実
の
実
体
へ
至
る
方

法
で
あ
る
﹂
と
見
な
す
（
同
著
﹃
易
学
本
体
論
﹄
北
京
大
学
出
版
社
：
北
京
︑
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二
〇
〇
六
年
︑
一
九
七
頁
）︒

（
36
）  
中
江
丑
吉
﹃
中
国
古
代
政
治
思
想
﹄
第
一
章
第
一
節
（
岩
波
書
店
︑
一
九
五
〇
年
）

参
照
︒

（
37
）  

﹁
か
の
朱
子
学
が
権
威
構
築
に
成
功
し
︑
権
威
主
義
は
そ
の
学
説
を
擁
護
し
た
に
は

相
違
な
い
が
︑
そ
れ
は
官
人
若
し
く
は
儒
教
徒
自
身
の
生
活
内
部
に
あ
っ
て
︑
権
威

主
義
が
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
﹂︑
ま
た
︑﹁
陽
明
の

良
知
の
説
は
︑
究
極
の
権
威
を
自
己
の
内
面
に
築
く
こ
と
で
あ
っ
た
︒
従
っ
て
陽
明

学
は
権
威
主
義
の
支
柱
と
し
て
は
よ
り
強
い
役
割
を
果
し
得
る
と
共
に
︑
権
威
主
義

否
定
の
側
に
廻
れ
ば
︑
ま
た
よ
り
強
い
否
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
﹂
と
い

う
仁
井
田
陞
の
指
摘
（
同
著
﹃
補
訂
中
国
法
制
史
研
究
︱
︱
法
と
習
慣
・
法
と
道
徳
﹄

東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
六
四
年
︑
五
〇
三
頁
）
は
参
考
に
な
る
︒

（
38
）  

張
灏
は
﹁﹃
大
学
﹄
が
表
し
て
い
る
人
格
本
位
の
政
治
観
は
す
な
わ
ち
宋
明
儒
学

の
い
わ
ゆ
る
﹃
治
道
﹄
ま
た
は
﹃
治
体
﹄
で
あ
る
︒
後
者
は
今
風
の
言
い
方
を
す
れ

ば
︑
つ
ま
り
政
治
の
基
本
的
原
則
で
あ
ろ
う
﹂
と
指
摘
す
る
（
中
央
研
究
院
近
代
史

研
究
所
編
﹃
近
世
中
国
経
世
思
想
研
討
会
論
文
集
﹄
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
：

台
北
︑
一
九
八
四
年
︑
一
六
頁
）︒
近
代
東
ア
ジ
ア
の
変
局
は
人
格
本
位
の
政
治
観

の
中
身
の
変
容
︑
つ
ま
り
︑
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
転
換
に
由
来
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
吉
田
松
陰
は
魏
源
の
﹁
学
術
﹂
を
﹁
経
世
﹂
に
転
じ
よ
う
と
︑

ま
ず
忠
誠
す
な
わ
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
対
象
を
幕
府
か
ら
天
皇
に
転
換
し
︑

ア
ジ
ア
に
新
し
い
秩
序
の
到
来
を
意
味
す
る
よ
う
な
新
し
い
法
原
・
国
体
を
打
ち
立

て
た
︒

（
39
）  

張
壽
安
﹃
十
八
世
紀
礼
学
考
証
的
思
想
活
力
︱
︱
礼
教
論
争
與
礼
秩
重
省
﹄
台
湾

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
︑
二
〇
〇
一
年
参
照
︒

（
40
）  

﹃
許
壽
裳
文
集
﹄
上
︑
百
花
出
版
社
：
上
海
︑
二
〇
〇
三
年
︑
四
三
二
頁
︒

（
41
）  

﹁
中
国
と
は
何
か
﹂
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
︑
鄧
正
来
﹃
中
国
法
学
向
何
処
去

︱
︱
建
構
﹁
中
国
法
律
理
想
図
景
﹂
時
代
的
論
網
﹄（
商
務
印
書
館
：
北
京
︑
二
〇
〇
六

年
）
を
参
照
︒
筆
者
は
︑
中
国
文
明
の
道
徳
法
則
は
汎
東
ア
ジ
ア
的
で
あ
り
︑
よ
っ

て
﹁
中
国
﹂
の
中
身
も
汎
東
ア
ジ
ア
的
で
あ
る
の
で
︑﹁
中
国
﹂
と
東
ア
ジ
ア
文
明
を

分
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
鄧
氏
の
問
題
意
識
は
筆
者
と
一

致
す
る
が
︑
立
論
の
視
点
と
切
り
口
は
異
な
る
︒
鄧
氏
は
﹁
西
洋
起
源
の
﹃
現
代
化

モ
デ
ル
﹄
に
対
す
る
批
判
は
︑﹃
民
族
モ
デ
ル
﹄
に
対
し
て
お
ら
ず
﹂
と
述
べ
て
い
る

の
に
対
し
︑
一
方
筆
者
の
切
り
口
は
︑
東
ア
ジ
ア
世
界
が
西
洋
中
心
の
﹁
民
族
モ
デ
ル
﹂

を
受
容
す
る
過
程
に
お
い
て
︑
東
ア
ジ
ア
世
界
内
部
の
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
モ
デ
ル
﹂

要
求
か
ら
出
て
い
る
も
の
は
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
︒

（
42
）  

尾
藤
正
英
編
﹃
日
本
文
化
と
中
国
﹄（
中
国
文
化
叢
書
︑
第
十
巻
）︑
大
修
館
書
店
︑

一
九
六
八
年
︑
二
四
二
頁
︒

（
43
）  

平
野
健
一
郎
先
生
は
ア
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（acculturation

）
を
文
化
触
変
と

訳
し
て
い
る
（
同
著
﹃
国
際
文
化
論
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
〇
年
参
照
）
が
︑

私
は
む
し
ろ
︑
そ
れ
を
文
明
圏
単
位
に
お
け
る
文
明
と
文
明
と
の
接
触
か
ら
生
ま
れ

た
変
化
と
し
て
捉
え
︑﹁
文
明
触
変
﹂
と
訳
し
た
い
︒

（
44
）  

張
灏
﹁
宋
明
以
来
儒
家
経
世
思
想
試
釈
﹂（
同
注
37
書
︑
八
頁
）
参
照
︒

（
45
）  

王
健
文
は
﹁
家
の
信
仰
か
ら
天
地
の
パ
イ
プ
の
断
絶
に
い
た
っ
た
の
は
天
（
神
界
）

と
地
（
人
世
）
の
間
の
連
続
性
の
断
裂
を
表
し
て
い
る
︒
断
裂
後
︑
両
界
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
媒
介
は
少
数
者
に
独
占
さ
れ
︑
こ
れ
ら
の
人
は
神
と
人
を
連
絡
す
る

特
殊
な
身
分
を
取
得
し
︑
同
時
に
政
治
上
︑
社
会
上
の
権
威
を
取
得
し
た
﹂（
同
著
﹃
奉

天
承
運
︱
︱
古
代
中
国
的
〝
国
家
〟
概
念
及
其
正
当
性
基
礎
﹄
東
大
図
書
公
司
：
台
北
︑

一
九
九
五
年
︑
二
五
頁
）
と
指
摘
す
る
︒

（
46
）  

西
嶋
定
生
﹃
中
国
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
︑
一
三
一

～
一
三
二
頁
参
照
︒

（
47
）  
倉
本
一
宏
﹃
日
本
古
代
国
家
成
立
期
の
政
権
構
造
﹄
第
二
部
第
四
章
（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
七
年
︑
二
〇
七
～
二
二
三
頁
）
参
照
︒

（
48
）  

井
上
章
一
﹃
日
本
に
古
代
は
あ
っ
た
の
か
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︑

一
八
五
頁
︒
井
上
は
さ
ら
に
内
藤
湖
南
の
﹁
脳
裏
で
は
日
中
の
文
化
史
的
な
平
行
性
を
︑

思
い
う
か
べ
た
は
ず
で
あ
る
﹂（
同
書
︑
五
二
頁
）
と
い
う
言
葉
に
言
及
し
て
い
る
︒
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波
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
参
照
）
は
︑﹁
知
﹂
の
連
鎖
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒

近
代
日
本
発
信
の
西
洋
並
の
国
家
モ
デ
ル
が
東
ア
ジ
ア
文
明
に
導
入
さ
れ
て
い
く
中

で
︑
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
﹁
民
族
﹂
闘
争
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
︑
松
浦
玲
は
日
本
の
近
代
を
ど
う
見
る
の
か
と
い
う
価
値
の
方
向
と
い
う
視

点
か
ら
︑﹁
海
舟
と
康
有
為
や
梁
啓
超
を
一
つ
の
視
野
に
入
れ
る
と
︑
日
清
戦
争
が
ア

ジ
ア
を
犯
し
た
病
毒
の
猛
烈
さ
を
改
め
て
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
日
清
戦
争
が
不

義
の
戦
争
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
日
本
が
勝
っ
た
こ
と
の
衝
撃
が
中
国
人
を
動
か

す
︒
そ
の
毒
は
︑
康
や
梁
だ
け
で
は
な
く
︑
孫
文
ら
革
命
派
を
も
犯
し
て
い
た
の
で

は
な
い
﹂（
同
著
﹃
明
治
の
海
舟
と
ア
ジ
ア
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
七
︑
序
七
頁
）
と

指
摘
す
る
︒
こ
こ
に
は
如
何
に
﹁
近
代
﹂
を
見
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
道
徳

観
が
存
在
す
る
︒

（
70
）  

李
孝
悌
﹃
清
末
的
下
層
社
会
啓
蒙
運
動

　一
九
〇
一
～
一
九
一
一
﹄
河
北
教
育
出

版
社
：
石
家
荘
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
〇
一
頁
︒

（
71
）  

カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
﹃
意
識
形
態
與
烏
托
邦
﹄
商
務
印
書
館
：
北
京
︑
二
〇
〇
〇

年
︑
五
七
頁
（
日
本
語
訳
は
﹃
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄
高
橋
徹
・
徳
永
恂
訳
︑

中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
六
年
）︒

（
72
）  

同
書
︑
二
七
二
～
二
七
六
頁
︒

（
73
）  

﹃
宋
恕
集
﹄
上
︑
六
〇
九
頁
︒

（
74
）  

﹃
宋
恕
集
﹄
下
︑
一
〇
五
七
頁
︒

（
75
）  

寺
田
浩
明
﹁﹃
人
治
﹄
と
﹃
法
治
﹄
︱
︱
伝
統
中
国
を
素
材
に
し
て
﹂（
京
都
大
学

大
学
院
法
学
部
研
究
科
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
第
一
回
連
続
市
民
講
座
︑

二
〇
〇
五
年
）
参
照
︒

（
76
）  

西
嶋
定
生
編
﹃
日
本
国
家
の
起
源
﹄
至
文
堂
︑
一
九
六
四
年
︑
二
九
頁
︒

（
77
）  

仁
井
田
陞
﹃
中
国
社
会
の
法
と
倫
理
︱
︱
中
国
法
の
原
理
﹄
第
二
章
（
清
水
弘
文

堂
書
房
︑
一
九
六
七
年
）
参
照
︒

（
78
）  

山
崎
闇
斎
に
関
し
て
︑
澤
井
啓
一
は
︑
示
唆
に
富
ん
だ
﹁
東
ア
ジ
ア
の
中
の
闇
斎
学
﹂

と
い
う
視
座
を
提
供
し
て
い
る
（﹃
山
崎
闇
斎
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
四
年
参

照
）︒
澤
井
は
朱
子
学
を
中
国
的
な
政
治
脈
絡
か
ら
日
本
的
な
政
治
脈
絡
に
転
換
さ
せ

る
思
想
的
作
業
の
意
味
を
国
家
単
位
で
は
な
く
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
単
位
で
見
よ
う
と

す
る
︒

（
79
）  

山
鹿
素
行
に
関
し
て
︑
尾
藤
正
英
は
﹁
素
行
の
思
想
の
特
色
を
要
約
す
れ
ば
︑
道

徳
と
政
治
と
の
関
係
を
︑儒
教
と
は
逆
転
さ
せ
た
所
に
あ
っ
た
﹂（﹃
日
本
文
化
と
中
国
﹄

大
修
館
書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
一
六
八
頁
）
と
考
え
︑
田
原
嗣
郎
は
さ
ら
に
﹁
素
行

の
思
想
に
お
け
る
大
前
提
は
﹃
天
地
﹄
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
天
地
﹄
は
朱
子
学
の
﹃
理
﹄

が
形
而
上
学
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
形
而
下
の
存
在
で
あ
る
﹂（﹃
徳
川
思
想

史
研
究
﹄
未
来
社
︑
一
九
六
七
年
︑
二
〇
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
︒
素
行
は
朱
舜
水
の
駒

籠
の
別
荘
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
（
石
原
道
作
﹃
日
本
乞
師
の
研
究
﹄
富
山

書
房
︑
一
九
四
五
年
︑
四
四
七
頁
）︑
彼
も
明
末
の
学
風
に
馴
染
み
の
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
︒
ま
た
︑
山
鹿
素
行
と
吉
田
松
陰
の
思
想
的
関
連
に
つ
い
て
は
︑
中
山

広
司
﹃
山
鹿
素
行
の
研
究
﹄
第
八
章
第
二
節
（
神
道
史
学
会
︑
一
九
八
八
年
︑
一
九
九

～
二
〇
六
頁
）
お
よ
び
劉
長
輝
﹃
山
鹿
素
行
﹁
聖
学
﹂
と
そ
の
展
開
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑

一
九
九
八
年
︑
一
六
～
一
九
頁
参
照
︒

（
80
）  

仁
井
田
陞
﹃
中
国
の
法
と
社
会
と
歴
史
﹄
第
一
章
（
岩
波
書
店
︑
一
九
六
七
年
）

参
照
︒

（
81
）  

﹁
章
翁
﹇
章
太
炎
﹈
の
地
方
統
治
は
即
ち
聯
省
自
治
で
あ
る
︒
而
し
て
そ
れ
は
周
代

の
封
建
制
に
新
意
義
を
與
へ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒﹇
中
略
﹈
章
翁
意
中
の
民
国
は

各
省
を
単
位
と
す
る
と
こ
ろ
の
連
邦
で
あ
る
︒
幾
十
か
の
連
邦
一
つ
の
中
央
政
府
を

つ
く
る
︒
夫
れ
の
組
織
及
経
営
は
各
連
邦
の
意
志
を
代
表
す
る
人
々
の
合
議
に
よ
っ

て
行
は
れ
る
と
い
ふ
に
あ
る
ら
し
い
﹂︒
山
田
辰
雄
ほ
か
編
﹃
橘
樸
翻
刻
と
研
究
︱
︱

﹁
京
津
日
日
新
聞
﹂﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
︑
四
一
～
四
二
頁
︒

（
82
）  

﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
五
巻
︑
五
〇
三
頁
︒

（
83
）  

﹁
郷
団
の
自
治
﹂
に
関
し
て
︑
章
炳
麟
の
師
友
で
あ
っ
た
宋
恕
は
す
で
に
﹃
卑
議
﹄

（
一
八
九
二
）
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
（
拙
著
﹃
清
末
変
法
與
日
本
︱
︱
以
宋
恕
的

政
治
思
想
為
中
心
﹄
第
二
章
﹁
宋
恕
変
法
理
論
與
清
末
政
治
思
想
﹂
上
海
古
籍
出
版
会
︑
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（
49
）  

蘇
輿
﹃
春
秋
繁
露
義
証
﹄
中
華
書
局
：
北
京
︑
二
〇
〇
二
年
︑
三
九
九
頁
︒

（
50
）  

梅
原
猛
﹃
古
代
幻
視
﹄（
梅
原
猛
著
作
集
5
）
小
学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑
五
一
七
頁

参
照
︒

（
51
）  
陳
錚
編
﹃
黄
遵
憲
全
集
﹄
下
︑
中
華
書
局
：
北
京
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
四
三
七
頁
︒

（
52
）  

﹃
黄
遵
憲
全
集
﹄
下
︑
一
四
三
八
頁
︒

（
53
）  

章
炳
麟
﹁
代
議
然
否
論
﹂﹃
民
報
﹄
第
二
十
四
巻
︑
二
五
頁
︒

（
54
）  

﹃
黄
遵
憲
全
集
﹄
下
︑
一
一
六
頁
︒

（
55
）  

鄭
吉
雄
﹁
乾
嘉
学
者
経
典
詮
釈
的
歴
史
背
景
與
観
念
﹂（﹃
戴
東
原
経
典
詮
釈
的
思

想
史
探
索
﹄
台
大
出
版
中
心
︑
二
〇
〇
八
年
所
収
︑
二
二
九
～
二
七
三
頁
）
参
照
︒

（
56
）  

楊
儒
賓
﹁
近
現
代
儒
家
思
想
史
上
的
体
用
倫
﹂﹃
新
亜
学
術
集
刊
﹄
十
七
期
（
香
港

中
文
大
学
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
九
五
～
二
二
六
頁
）
参
照
︒

（
57
）  

森
岡
優
紀
は
﹁
中
国
に
お
い
て
﹃
写
実
﹄
と
い
う
問
題
は
﹃
現
実
を
描
く
﹄
と
い

う
問
題
だ
け
で
は
な
く
︑必
然
的
に
歴
史
問
題
︑つ
ま
り
﹃
過
去
の
中
国
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
﹄
と
い
う
問
題
と
そ
れ
で
は
﹃
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
中
国
を
変
え
て
い
く
べ

き
な
の
か
﹄
と
い
う
社
会
改
革
の
方
向
性
を
含
ん
で
き
た
︒
そ
の
た
め
︑﹃
写
実
﹄
は

極
め
て
政
治
的
な
行
為
で
も
あ
っ
た
﹂（﹃
中
国
近
代
小
説
の
成
立
と
写
実
﹄
京
都
大

学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
︑
六
頁
）
と
指
摘
す
る
︒
あ
る
意
味
で
は
︑﹁
写
実
﹂

と
い
う
政
治
的
な
行
為
は
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
を
再
構
築
し
た
と
い
っ
て
過
言
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
︒

（
58
）  

溝
口
雄
三
﹃
方
法
と
し
て
の
中
国
﹄
東
京
大
学
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︑
三
五
～

八
七
頁
︒

（
59
）  

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
﹃
儀
礼
と
権
力
︱
︱
天
皇
の
明
治
維
新
﹄
第
五
章
（
平
凡
社
︑

二
〇
一
一
年
）
参
照
︒

（
60
）  

内
藤
湖
南
﹁
日
本
の
天
職
と
学
者
﹂（﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
明
治
二
十
七
年
十
一
月

九
日
︑
十
日
版
に
掲
載
）︑﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
一
巻
︑
一
二
六
～
一
三
三
頁
︒

（
61
）  

湖
南
は
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
四
日
に
書
い
た
﹁
今
日
﹂
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の

中
で
﹁
孔
子
も
他
日
は
則
ち
又
曰
く
︑
如
有
用
我
者
︑
吾
其
為
東
周
乎
︑
所
謂
東
周

は
孔
子
處
る
所
の
世
即
ち
是
な
る
に
あ
ら
ず
や
︑
則
ち
孔
子
も
亦
為
す
べ
き
は
今
日

な
る
を
知
る
﹂（﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
一
巻
︑
五
四
八
頁
）
と
指
摘
す
る
︒
同
じ
政

教
社
同
人
の
陸
羯
南
（
一
八
五
七
～
一
九
〇
七
）
の
国
民
論
説
と
比
べ
る
と
︑
湖
南

の
儒
者
的
な
文
明
意
識
が
際
立
っ
て
い
る
︒
湖
南
は
朱
舜
水
を
﹁
功
最
も
多
し
﹂（﹃
内

藤
湖
南
全
集
﹄
第
一
巻
︑
三
一
頁
）
と
考
え
︑
彼
を
そ
の
文
明
中
心
転
動
説
の
中
心

に
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒

（
62
）  

Ｊ
・
Ａ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
（Joshua A

. Fogel

）﹃
内
藤
湖
南
︱
︱
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と

シ
ノ
ロ
ジ
ー
﹄
井
上
裕
正
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
八
九
年
︑
六
四
～
六
七
頁
参
照
︒

（
63
）  

柳
田
泉
編
﹃
三
宅
雪
嶺
集
﹄
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
七
年
︑
二
〇
七
頁
︒

（
64
）  

内
藤
湖
南
﹁
今
日
﹂﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
一
巻
︑
五
五
〇
頁
︒
ま
た
彼
は
﹁
人
類

の
国
家
を
造
る
﹂
と
い
う
立
場
か
ら
﹁
新
た
に
坤
輿
文
明
の
中
心
た
ら
ん
こ
と
﹂（﹁
日

本
の
天
職
と
学
者
﹂）
を
期
待
し
て
い
る
︒

（
65
）  

譚
嗣
同
﹃
仁
学
︱
︱
清
末
の
社
会
変
法
論
﹄
西
順
蔵
・
坂
本
ひ
ろ
子
訳
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
八
九
年
︑
一
七
五
～
一
七
六
頁
︒

（
66
）  

鄔
昆
如
﹁
譚
嗣
同
仁
學
中
的
回
顧
與
展
望
﹂﹃
仁
學
百
年
︱
︱
譚
嗣
同
仁
學
的
回
顧

與
展
望
﹄
辅
仁
大
学
出
版
社
：
台
北
︑
一
九
九
九
年
︑
四
頁
︒

（
67
）  

胡
珠
生
編
﹃
宋
恕
集
﹄
上
︑
中
華
書
局
：
北
京
︑
一
九
九
三
年
︑
四
七
九
頁
︒

（
68
）  

夏
曽
佑
は
﹁
晋
か
ら
隋
に
至
る
ま
で
の
一
時
的
な
衰
退
の
期
間
に
︑
外
族
が
侵

入
し
て
政
権
を
握
っ
た
が
︑
宗
教
も
外
教
の
影
響
を
受
け
て
変
化
し
た
︒
ゆ
え
に

中
衰
期
と
い
わ
れ
る
﹂
と
見
な
し
た
（﹃
中
国
古
代
史
﹄
河
北
教
育
出
版
社
：
石
家

荘
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
二
頁
）︒
夏
は
最
初
自
分
の
中
国
学
術
観
に
つ
い
て
の
意
見

を
﹃
新
民
叢
報
﹄
三
十
四
～
三
十
六
︑ 

四
十
六
号
（
一
九
〇
三
～
〇
四
年
）
に
﹁
中

国
社
会
之
原
﹂
の
タ
イ
ト
ル
で
発
表
し
た
︒
夏
は
﹁
も
し
墨
子
に
当
時
天
堂
地
域

の
説
が
あ
れ
ば
︑
華
夏
は
共
和
に
な
っ
て
久
し
い
﹂
と
見
な
し
て
い
た
（
三
五
号
︑

七
頁
）︒

（
69
）  

山
室
信
一
の
提
起
し
た
欧
米
と
ア
ジ
ア
を
媒
介
と
す
る
日
本
の
結
節
環
と
し
て
の

役
割
の
問
題
（
同
著
﹃
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
︱
︱
基
軸
・
連
鎖
・
投
企
﹄
岩
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波
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
参
照
）
は
︑﹁
知
﹂
の
連
鎖
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒

近
代
日
本
発
信
の
西
洋
並
の
国
家
モ
デ
ル
が
東
ア
ジ
ア
文
明
に
導
入
さ
れ
て
い
く
中

で
︑
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
﹁
民
族
﹂
闘
争
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
︑
松
浦
玲
は
日
本
の
近
代
を
ど
う
見
る
の
か
と
い
う
価
値
の
方
向
と
い
う
視

点
か
ら
︑﹁
海
舟
と
康
有
為
や
梁
啓
超
を
一
つ
の
視
野
に
入
れ
る
と
︑
日
清
戦
争
が
ア

ジ
ア
を
犯
し
た
病
毒
の
猛
烈
さ
を
改
め
て
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
日
清
戦
争
が
不

義
の
戦
争
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
日
本
が
勝
っ
た
こ
と
の
衝
撃
が
中
国
人
を
動
か

す
︒
そ
の
毒
は
︑
康
や
梁
だ
け
で
は
な
く
︑
孫
文
ら
革
命
派
を
も
犯
し
て
い
た
の
で

は
な
い
﹂（
同
著
﹃
明
治
の
海
舟
と
ア
ジ
ア
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
七
︑
序
七
頁
）
と

指
摘
す
る
︒
こ
こ
に
は
如
何
に
﹁
近
代
﹂
を
見
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
道
徳

観
が
存
在
す
る
︒

（
70
）  

李
孝
悌
﹃
清
末
的
下
層
社
会
啓
蒙
運
動

　一
九
〇
一
～
一
九
一
一
﹄
河
北
教
育
出

版
社
：
石
家
荘
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
〇
一
頁
︒

（
71
）  

カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
﹃
意
識
形
態
與
烏
托
邦
﹄
商
務
印
書
館
：
北
京
︑
二
〇
〇
〇

年
︑
五
七
頁
（
日
本
語
訳
は
﹃
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄
高
橋
徹
・
徳
永
恂
訳
︑

中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
六
年
）︒

（
72
）  

同
書
︑
二
七
二
～
二
七
六
頁
︒

（
73
）  

﹃
宋
恕
集
﹄
上
︑
六
〇
九
頁
︒

（
74
）  

﹃
宋
恕
集
﹄
下
︑
一
〇
五
七
頁
︒

（
75
）  

寺
田
浩
明
﹁﹃
人
治
﹄
と
﹃
法
治
﹄
︱
︱
伝
統
中
国
を
素
材
に
し
て
﹂（
京
都
大
学

大
学
院
法
学
部
研
究
科
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
第
一
回
連
続
市
民
講
座
︑

二
〇
〇
五
年
）
参
照
︒

（
76
）  

西
嶋
定
生
編
﹃
日
本
国
家
の
起
源
﹄
至
文
堂
︑
一
九
六
四
年
︑
二
九
頁
︒

（
77
）  

仁
井
田
陞
﹃
中
国
社
会
の
法
と
倫
理
︱
︱
中
国
法
の
原
理
﹄
第
二
章
（
清
水
弘
文

堂
書
房
︑
一
九
六
七
年
）
参
照
︒

（
78
）  

山
崎
闇
斎
に
関
し
て
︑
澤
井
啓
一
は
︑
示
唆
に
富
ん
だ
﹁
東
ア
ジ
ア
の
中
の
闇
斎
学
﹂

と
い
う
視
座
を
提
供
し
て
い
る
（﹃
山
崎
闇
斎
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
四
年
参

照
）︒
澤
井
は
朱
子
学
を
中
国
的
な
政
治
脈
絡
か
ら
日
本
的
な
政
治
脈
絡
に
転
換
さ
せ

る
思
想
的
作
業
の
意
味
を
国
家
単
位
で
は
な
く
︑
東
ア
ジ
ア
文
明
単
位
で
見
よ
う
と

す
る
︒

（
79
）  

山
鹿
素
行
に
関
し
て
︑
尾
藤
正
英
は
﹁
素
行
の
思
想
の
特
色
を
要
約
す
れ
ば
︑
道

徳
と
政
治
と
の
関
係
を
︑儒
教
と
は
逆
転
さ
せ
た
所
に
あ
っ
た
﹂（﹃
日
本
文
化
と
中
国
﹄

大
修
館
書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
一
六
八
頁
）
と
考
え
︑
田
原
嗣
郎
は
さ
ら
に
﹁
素
行

の
思
想
に
お
け
る
大
前
提
は
﹃
天
地
﹄
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
天
地
﹄
は
朱
子
学
の
﹃
理
﹄

が
形
而
上
学
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
形
而
下
の
存
在
で
あ
る
﹂（﹃
徳
川
思
想

史
研
究
﹄
未
来
社
︑
一
九
六
七
年
︑
二
〇
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
︒
素
行
は
朱
舜
水
の
駒

籠
の
別
荘
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
（
石
原
道
作
﹃
日
本
乞
師
の
研
究
﹄
富
山

書
房
︑
一
九
四
五
年
︑
四
四
七
頁
）︑
彼
も
明
末
の
学
風
に
馴
染
み
の
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
︒
ま
た
︑
山
鹿
素
行
と
吉
田
松
陰
の
思
想
的
関
連
に
つ
い
て
は
︑
中
山

広
司
﹃
山
鹿
素
行
の
研
究
﹄
第
八
章
第
二
節
（
神
道
史
学
会
︑
一
九
八
八
年
︑
一
九
九

～
二
〇
六
頁
）
お
よ
び
劉
長
輝
﹃
山
鹿
素
行
﹁
聖
学
﹂
と
そ
の
展
開
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑

一
九
九
八
年
︑
一
六
～
一
九
頁
参
照
︒

（
80
）  

仁
井
田
陞
﹃
中
国
の
法
と
社
会
と
歴
史
﹄
第
一
章
（
岩
波
書
店
︑
一
九
六
七
年
）

参
照
︒

（
81
）  

﹁
章
翁
﹇
章
太
炎
﹈
の
地
方
統
治
は
即
ち
聯
省
自
治
で
あ
る
︒
而
し
て
そ
れ
は
周
代

の
封
建
制
に
新
意
義
を
與
へ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒﹇
中
略
﹈
章
翁
意
中
の
民
国
は

各
省
を
単
位
と
す
る
と
こ
ろ
の
連
邦
で
あ
る
︒
幾
十
か
の
連
邦
一
つ
の
中
央
政
府
を

つ
く
る
︒
夫
れ
の
組
織
及
経
営
は
各
連
邦
の
意
志
を
代
表
す
る
人
々
の
合
議
に
よ
っ

て
行
は
れ
る
と
い
ふ
に
あ
る
ら
し
い
﹂︒
山
田
辰
雄
ほ
か
編
﹃
橘
樸
翻
刻
と
研
究
︱
︱

﹁
京
津
日
日
新
聞
﹂﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
︑
四
一
～
四
二
頁
︒

（
82
）  

﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
五
巻
︑
五
〇
三
頁
︒

（
83
）  

﹁
郷
団
の
自
治
﹂
に
関
し
て
︑
章
炳
麟
の
師
友
で
あ
っ
た
宋
恕
は
す
で
に
﹃
卑
議
﹄

（
一
八
九
二
）
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
（
拙
著
﹃
清
末
変
法
與
日
本
︱
︱
以
宋
恕
的

政
治
思
想
為
中
心
﹄
第
二
章
﹁
宋
恕
変
法
理
論
與
清
末
政
治
思
想
﹂
上
海
古
籍
出
版
会
︑
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谷
修
・
安
原
伸
一
郎
訳
︑
以
文
社
︑
二
〇
〇
一
年
）
参
照
︒
国
民
の
義
務
は
主
権
に

由
来
す
る
が
︑
匹
夫
の
義
務
は
法
原
へ
の
分
有
に
由
来
す
る
︒

（
105
）  

﹃
民
報
﹄
第
八
号
︑
民
報
編
辑
部
：
東
京
︑
一
九
〇
六
年
十
月
︑
二
七
頁
︒

（
106
）  

蒋
介
石
は
一
九
〇
六
年
四
月
来
日
し
︑
宮
崎
滔
天
の
家
で
孫
文
に
も
会
っ
て
い
る

（
黄
自
進
﹃
蒋
介
石
與
日
本
︱
︱
一
部
近
代
中
日
関
係
的
縮
影
﹄
中
央
研
究
院
近
代
史

研
究
所
：
台
北
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
二
～
一
三
頁
）︒
青
年
蒋
介
石
は
太
炎
の
唱
え
た

革
命
の
道
徳
を
心
に
受
け
止
め
た
と
思
わ
れ
る
︒

（
107
）  

黄
自
進
﹁
蒋
中
正
先
生
対
日
本
所
思
所
見
所
行
﹂（﹃
蒋
中
正
先
生
対
日
言
論
選
集
﹄

中
正
文
教
基
金
会
：
台
北
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
～
八
五
頁
）
参
照
︒

（
108
）  

蒋
介
石
﹁
中
国
的
立
国
精
神
﹂（﹃
蒋
中
正
先
生
対
日
言
論
選
集
﹄︑
一
八
九
～

一
九
三
頁
）
参
照
︒

（
109
）  

﹃
民
主
評
論
﹄
民
主
評
論
社
：
香
港
︑
三
巻
十
期
副
刊
︑
一
九
五
二
年
︒

（
110
）  

﹃
民
主
評
論
﹄
四
巻
九
期
︑
一
九
五
三
年
︒

（
111
）  

﹃
民
主
評
論
﹄
十
七
巻
八
期
︑
一
九
六
六
年
︒

（
112
）  

徐
復
観
﹃
儒
家
政
治
思
想
與
自
由
民
主
人
権
﹄
学
生
書
局
：
台
北
︑
一
九
七
九
年
︑

六
五
頁
︒

（
113
）  

同
書
︑
七
七
頁
︒

（
114
）  

同
書
︑
二
五
二
頁
︒

（
115
）  

同
書
︑
二
五
二
頁
︒

（
116
）  

荀
子
の
言
葉
の
引
用
は
金
谷
治
訳
注
﹃
荀
子
﹄
巻
第
八
︑﹃
君
道
篇
﹄
第
十
二
︑
岩

波
書
店
︑
一
九
六
二
年
）
に
よ
る
︒

（
117
）  

中
田
薫
は
﹁
凡
そ
法
令
は
国
の
政
策
を
具
現
す
る
手
段
で
あ
っ
て
︑
そ
の
政
治
が

徳
治
で
あ
る
か
法
治
で
あ
る
か
に
関
し
な
い
︒
此
事
は
す
で
に
司
馬
遷
が
酷
吏
傳
の

冒
頭
に
お
い
て
﹃
法
令
者
治
之
具
︑
而
非
制
治
清
濁
之
源
也
﹄
と
千
古
の
真
理
を
喝

破
し
て
ゐ
る
︒
文
の
下
句
は
恐
ら
く
﹃
君
者
民
之
原
也
︑
原
清
則
流
清
︑
原
濁
則
流
濁
﹄

と
云
え
る
荀
子
の
言
に
基
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂（
同
著
﹃
法
制
史
論
著
﹄
第
四
巻
︑

岩
波
書
店
︑
一
九
六
四
年
︑
四
四
頁
）
と
指
摘
す
る
︒

（
118
）  

斉
沢
克
・
魯
索
・
海
裔
・
汪
晖
﹁
共
産
主
義
仮
設
與
二
十
一
世
紀
﹂（
青
華
大
学
人

文
與
社
会
科
学
高
等
研
究
所
編
﹃
区
域
︱
︱
亜
洲
研
究
論
叢
﹄
第
二
期
︑
清
華
大
学

出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
四
頁
）
参
照
︒

（
119
）  

拙
論
﹁
章
太
炎
與
辛
亥
革
命
︱
︱
以
清
学
史
的
政
治
困
境
為
線
索
﹂（﹃
政
治
思
想
史
﹄

天
津
師
範
大
学
︑
二
〇
一
四
年
︑
五
五
～
八
一
頁
）
参
照
︒

（
120
）  

劉
建
輝
﹃
日
中
二
百
年
︱
︱
支
え
合
う
近
代
﹄
武
田
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
ジ
ャ
パ
ン
︑

二
〇
一
二
年
参
照
︒

（
121
）  

﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
八
巻
︑
一
六
四
頁
︒

（
122
）  

﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
五
巻
︑
五
一
〇
頁
︒

（
123
）  

松
本
信
広
﹁
巴
里
に
お
け
る
内
藤
先
生
﹂﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
二
巻
付
録
月
報
第

二
号
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
九
年
︑
七
頁
︒

（
124
）  

内
藤
湖
南
は
﹃
支
那
論
﹄
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
︒﹁
支
那
の
各
省
は
各
々
独
立

し
て
善
き
政
治
を
行
ふ
為
に
︑
丁
度
相
当
の
領
土
と
い
ふ
べ
き
形
で
あ
る
か
ら
︑
此

の
区
画
内
に
於
て
︑
民
政
に
対
し
て
︑
細
や
か
な
点
ま
で
改
革
の
行
き
届
く
や
う
に

し
た
な
ら
ば
︑
数
百
年
来
の
官
吏
と
人
民
と
の
間
に
コ
ン
プ
ラ
ド
ル
が
挟
っ
て
居
る

弊
政
を
改
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
是
が
出
来
て
︑
官
吏
は
人
民
を
直

接
に
統
治
す
る
も
の
︑
人
民
は
其
の
統
治
者
と
し
て
官
吏
に
直
ち
に
接
触
す
る
こ
と

に
な
れ
ば
︑
人
民
の
負
担
も
減
じ
︑
各
省
で
各
々
財
政
を
維
持
し
て
も
︑
格
別
苦
し

ま
な
く
な
る
か
も
し
れ
ぬ
と
思
う
﹂（﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
五
巻
︑
三
八
五
～
三
八
六

頁
）︒
彼
は
明
治
維
新
郡
県
政
治
の
経
験
を
中
国
の
省
に
準
え
︑
東
ア
ジ
ア
地
域
文
明

の
中
の
﹁
民
族
﹂
的
個
性
を
強
調
す
る
よ
り
も
︑
そ
の
文
明
的
共
同
性
に
着
目
し
︑
そ

の
中
に
お
け
る
日
本
文
化
の
社
会
的
普
遍
性
を
問
題
に
し
て
い
る
︒
こ
の
論
理
は
﹁
民

族
﹂
的
特
殊
性
を
強
調
す
る
軍
国
日
本
の
行
動
様
式
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
も
の
で

あ
る
（
谷
川
道
雄
﹁
戦
後
の
内
藤
湖
南
批
判
に
つ
い
て
︱
︱
増
淵
龍
夫
の
場
合
﹂
内

藤
湖
南
研
究
会
編
﹃
内
藤
湖
南
の
世
界
︱
︱
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
﹄
河
合
文
化
教
育

研
究
所
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三
六
四
～
三
九
一
頁
）
参
照
︒

（
125
）  

﹁
湖
南
の
文
化
主
義
は
ま
さ
し
く
中
華
世
界
で
は
伝
統
的
な
人
間
観
を
う
け
つ
い
で
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二
〇
一
〇
年
参
照
）︒
湖
南
の
経
世
思
想
は
宋
恕
の
変
法
思
想
の
根
本
と
一
致
し
て
い

る
︒

（
84
）  
萩
原
稔
﹃
北
一
輝
の
﹁
革
命
﹂
と
﹁
ア
ジ
ア
﹂﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
一
年
︑

一
三
二
～
一
三
六
頁
参
照
︒

（
85
）  

﹃
金
谷
治
中
国
思
想
論
集
﹄
中
巻
︑
平
河
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︑
一
一
七
頁
︒

（
86
）  

山
鹿
素
行
﹃
聖
教
要
録
・
配
所
残
筆
﹄
土
田
健
次
郎
訳
注
︑
講
談
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑

一
二
〇
頁
︒

（
87
）  

塚
本
哲
三
編
﹃
山
鹿
素
行
文
集
﹄
有
明
堂
書
店
︑
一
九
二
八
年
︑
二
〇
九
頁
︒

（
88
）  

孫
傳
玲
﹁
山
崎
闇
斎
の
﹃
中
﹄
概
念
﹂（﹃
日
本
研
究
﹄
第
四
十
九
集
︑
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
四
年
︑
九
～
二
五
頁
）
参
照
︒

（
89
）  

新
田
一
郎
﹃
日
本
中
世
の
社
会
と
法
︱
︱
国
制
史
的
変
容
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
九
五
年
）
参
照
︒

（
90
）  

寺
田
浩
明
﹁
満
員
電
車
の
モ
デ
ル
︱
︱
明
清
の
社
会
理
解
と
秩
序
形
成
﹂（
今
井
弘

道
等
編
﹃
変
容
す
る
ア
ジ
ア
の
法
と
哲
学
﹄
有
斐
閣
︑
一
九
九
九
年
所
収
︑
一
三
三

～
一
四
七
頁
）
参
照
︒

（
91
）  

黄
宗
羲
（
一
六
一
〇
～
九
五
）
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒﹁
三
代
の
法
は
︑
天
下

を
天
下
に
し
ま
っ
て
お
く
も
の
で
あ
っ
た
︒
山
林
沼
沢
か
ら
の
利
益
は
︑
こ
と
ご
と

く
取
る
こ
と
を
期
待
せ
ず
︑
賞
罰
の
権
限
は
︑
一
手
に
わ
た
る
こ
と
を
憂
え
な
か
っ
た
︒

朝
廷
の
も
の
が
貴
い
と
は
限
ら
ず
︑
在
野
の
も
の
が
賤
し
い
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒
後
世
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
法
の
疎
漏
で
あ
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
が
︑

し
か
し
︑
天
下
の
人
々
は
︑
君
主
の
地
位
の
望
ま
し
い
こ
と
を
認
め
ず
︑
し
も
じ
も

の
地
位
の
に
く
む
べ
き
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
︑
法
が
疎
漏
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
︑
乱
が
い
よ
い
よ
︑
お
こ
ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
無
法
の
法
で
あ
る
﹂（
同

著
﹃
明
夷
待
訪
録
﹄
西
田
太
一
郎
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
六
四
年
︑
二
五
頁
）︒

（
92
）  

寺
田
浩
明
﹁﹃
非
ル
ー
ル
的
な
法
﹄
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
︱
︱
清
代
中
国
法
を
素
材

に
し
て
﹂（﹃
法
学
論
叢
﹄
一
六
〇
巻
︑
三
・
四
号
︑
二
〇
〇
七
年
）
参
照
︒

（
93
）  

三
浦
徹
ほ
か
編
﹃
比
較
史
の
ア
ジ
ア
︱
︱
所
有
・
契
約
・
市
場
・
公
正
﹄
東
京
大

学
出
版
会
︑
二
〇
〇
四
年
所
収
︑
二
二
五
～
二
四
三
頁
）︒

（
94
）  

伊
東
貴
之
の
提
起
し
た
﹁
秩
序
化
﹂
の
課
題
も
東
ア
ジ
ア
文
明
地
図
の
拡
張
と
い

う
視
点
か
ら
接
近
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
（
同
著
﹃
思
想
と
し
て
の
近
世
中
国
﹄

第
四
章
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
参
照
）︒
例
え
ば
︑
伊
東
が
取
り
上
げ
た

明
末
か
ら
の
﹁
内
﹂
と
﹁
外
﹂
と
を
媒
介
と
す
る
﹁
礼
治
シ
ス
テ
ム
﹂
再
建
の
動
き

は
地
方
へ
の
分
権
化
を
促
す
と
同
時
に
︑
周
辺
地
域
へ
の
広
が
り
も
見
せ
て
い
る
（
陳

垣
﹃
明
季
滇
黔
佛
教
考
﹄
陳
智
超
編
﹃
陳
垣
全
集
﹄
第
十
八
巻
︑
安
徽
大
学
出
版
社
︑

二
〇
〇
九
年
参
照
）︒
そ
れ
ら
の
動
き
を
鄭
成
功
の
台
湾
建
設
︑
朱
舜
水
ら
の
来
日
と

併
せ
て
考
え
る
と
︑
明
朝
後
期
か
ら
︑
汎
東
ア
ジ
ア
の
文
化
再
建
運
動
が
見
て
取
れ
る
︒

近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
国
家
建
設
運
動
は
そ
の
土
台
の
上
に

展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
︒

（
95
）  

銭
新
祖
﹃
焦
竑
與
晩
明
新
儒
思
想
的
重
建
﹄
台
湾
大
学
出
版
中
心
︑
二
〇
一
四
年
︑

二
三
頁
︒

（
96
）  

寺
田
浩
明
﹁
合
意
と
契
約
︱
︱
中
国
近
世
に
お
け
る
﹃
契
約
﹄
を
手
掛
か
り
に
﹂（
三

浦
徹
ほ
か
編
﹃
比
較
史
の
ア
ジ
ア
﹄︑
八
九
～
一
一
二
頁
）
参
照
︒

（
97
）  

笠
松
宏
至
﹃
日
本
中
世
法
史
論
﹄
第
一
章
（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
九
年
）

参
照
︒

（
98
）  

藤
間
生
太
﹃
東
ア
ジ
ア
世
界
研
究
へ
の
模
索
︱
︱
研
究
主
体
の
形
成
に
関
連
し
て
﹄

校
蔵
書
房
︑
一
九
八
二
年
︑
三
一
頁
︒

（
99
）  

本
郷
和
人
﹃
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
五
年
）
参
照
︒

（
100
）  

肥
後
和
男
﹃
天
皇
制
の
成
立
﹄（﹃
肥
後
和
男
著
作
集
﹄
第
二
期
︑
興
英
文
化
社
︑

一
九
九
三
年
）
参
照
︒

（
101
）  

本
郷
和
人
﹃
天
皇
は
な
ぜ
生
き
残
っ
た
か
﹄
新
潮
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
二
一
一
頁
︒

（
102
）  
﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄
第
九
巻
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
四
年
︑
四
八
頁
︒

（
103
）  
橘
樸
﹁
支
那
統
一
論
﹂（
七
）︑
山
田
辰
雄
ほ
か
編
﹃
橘
樸
翻
刻
と
研
究
﹄︑
二
二
～

二
四
頁
︒

（
104
）  

Ｊ
＝

Ｌ
・
ナ
ン
シ
ー
﹃
無
為
の
共
同
体
︱
︱
哲
学
を
問
い
直
す
分
有
の
思
考
﹄（
西
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谷
修
・
安
原
伸
一
郎
訳
︑
以
文
社
︑
二
〇
〇
一
年
）
参
照
︒
国
民
の
義
務
は
主
権
に

由
来
す
る
が
︑
匹
夫
の
義
務
は
法
原
へ
の
分
有
に
由
来
す
る
︒

（
105
）  

﹃
民
報
﹄
第
八
号
︑
民
報
編
辑
部
：
東
京
︑
一
九
〇
六
年
十
月
︑
二
七
頁
︒

（
106
）  

蒋
介
石
は
一
九
〇
六
年
四
月
来
日
し
︑
宮
崎
滔
天
の
家
で
孫
文
に
も
会
っ
て
い
る

（
黄
自
進
﹃
蒋
介
石
與
日
本
︱
︱
一
部
近
代
中
日
関
係
的
縮
影
﹄
中
央
研
究
院
近
代
史

研
究
所
：
台
北
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
二
～
一
三
頁
）︒
青
年
蒋
介
石
は
太
炎
の
唱
え
た

革
命
の
道
徳
を
心
に
受
け
止
め
た
と
思
わ
れ
る
︒

（
107
）  

黄
自
進
﹁
蒋
中
正
先
生
対
日
本
所
思
所
見
所
行
﹂（﹃
蒋
中
正
先
生
対
日
言
論
選
集
﹄

中
正
文
教
基
金
会
：
台
北
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
～
八
五
頁
）
参
照
︒

（
108
）  

蒋
介
石
﹁
中
国
的
立
国
精
神
﹂（﹃
蒋
中
正
先
生
対
日
言
論
選
集
﹄︑
一
八
九
～

一
九
三
頁
）
参
照
︒

（
109
）  

﹃
民
主
評
論
﹄
民
主
評
論
社
：
香
港
︑
三
巻
十
期
副
刊
︑
一
九
五
二
年
︒

（
110
）  

﹃
民
主
評
論
﹄
四
巻
九
期
︑
一
九
五
三
年
︒

（
111
）  

﹃
民
主
評
論
﹄
十
七
巻
八
期
︑
一
九
六
六
年
︒

（
112
）  

徐
復
観
﹃
儒
家
政
治
思
想
與
自
由
民
主
人
権
﹄
学
生
書
局
：
台
北
︑
一
九
七
九
年
︑

六
五
頁
︒

（
113
）  

同
書
︑
七
七
頁
︒

（
114
）  

同
書
︑
二
五
二
頁
︒

（
115
）  

同
書
︑
二
五
二
頁
︒

（
116
）  

荀
子
の
言
葉
の
引
用
は
金
谷
治
訳
注
﹃
荀
子
﹄
巻
第
八
︑﹃
君
道
篇
﹄
第
十
二
︑
岩

波
書
店
︑
一
九
六
二
年
）
に
よ
る
︒

（
117
）  

中
田
薫
は
﹁
凡
そ
法
令
は
国
の
政
策
を
具
現
す
る
手
段
で
あ
っ
て
︑
そ
の
政
治
が

徳
治
で
あ
る
か
法
治
で
あ
る
か
に
関
し
な
い
︒
此
事
は
す
で
に
司
馬
遷
が
酷
吏
傳
の

冒
頭
に
お
い
て
﹃
法
令
者
治
之
具
︑
而
非
制
治
清
濁
之
源
也
﹄
と
千
古
の
真
理
を
喝

破
し
て
ゐ
る
︒
文
の
下
句
は
恐
ら
く
﹃
君
者
民
之
原
也
︑
原
清
則
流
清
︑
原
濁
則
流
濁
﹄

と
云
え
る
荀
子
の
言
に
基
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂（
同
著
﹃
法
制
史
論
著
﹄
第
四
巻
︑

岩
波
書
店
︑
一
九
六
四
年
︑
四
四
頁
）
と
指
摘
す
る
︒

（
118
）  

斉
沢
克
・
魯
索
・
海
裔
・
汪
晖
﹁
共
産
主
義
仮
設
與
二
十
一
世
紀
﹂（
青
華
大
学
人

文
與
社
会
科
学
高
等
研
究
所
編
﹃
区
域
︱
︱
亜
洲
研
究
論
叢
﹄
第
二
期
︑
清
華
大
学

出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
四
頁
）
参
照
︒

（
119
）  

拙
論
﹁
章
太
炎
與
辛
亥
革
命
︱
︱
以
清
学
史
的
政
治
困
境
為
線
索
﹂（﹃
政
治
思
想
史
﹄

天
津
師
範
大
学
︑
二
〇
一
四
年
︑
五
五
～
八
一
頁
）
参
照
︒

（
120
）  

劉
建
輝
﹃
日
中
二
百
年
︱
︱
支
え
合
う
近
代
﹄
武
田
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
ジ
ャ
パ
ン
︑

二
〇
一
二
年
参
照
︒

（
121
）  

﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
八
巻
︑
一
六
四
頁
︒

（
122
）  

﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
五
巻
︑
五
一
〇
頁
︒

（
123
）  

松
本
信
広
﹁
巴
里
に
お
け
る
内
藤
先
生
﹂﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
二
巻
付
録
月
報
第

二
号
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
九
年
︑
七
頁
︒

（
124
）  

内
藤
湖
南
は
﹃
支
那
論
﹄
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
︒﹁
支
那
の
各
省
は
各
々
独
立

し
て
善
き
政
治
を
行
ふ
為
に
︑
丁
度
相
当
の
領
土
と
い
ふ
べ
き
形
で
あ
る
か
ら
︑
此

の
区
画
内
に
於
て
︑
民
政
に
対
し
て
︑
細
や
か
な
点
ま
で
改
革
の
行
き
届
く
や
う
に

し
た
な
ら
ば
︑
数
百
年
来
の
官
吏
と
人
民
と
の
間
に
コ
ン
プ
ラ
ド
ル
が
挟
っ
て
居
る

弊
政
を
改
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
是
が
出
来
て
︑
官
吏
は
人
民
を
直

接
に
統
治
す
る
も
の
︑
人
民
は
其
の
統
治
者
と
し
て
官
吏
に
直
ち
に
接
触
す
る
こ
と

に
な
れ
ば
︑
人
民
の
負
担
も
減
じ
︑
各
省
で
各
々
財
政
を
維
持
し
て
も
︑
格
別
苦
し

ま
な
く
な
る
か
も
し
れ
ぬ
と
思
う
﹂（﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
五
巻
︑
三
八
五
～
三
八
六

頁
）︒
彼
は
明
治
維
新
郡
県
政
治
の
経
験
を
中
国
の
省
に
準
え
︑
東
ア
ジ
ア
地
域
文
明

の
中
の
﹁
民
族
﹂
的
個
性
を
強
調
す
る
よ
り
も
︑
そ
の
文
明
的
共
同
性
に
着
目
し
︑
そ

の
中
に
お
け
る
日
本
文
化
の
社
会
的
普
遍
性
を
問
題
に
し
て
い
る
︒
こ
の
論
理
は
﹁
民

族
﹂
的
特
殊
性
を
強
調
す
る
軍
国
日
本
の
行
動
様
式
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
も
の
で

あ
る
（
谷
川
道
雄
﹁
戦
後
の
内
藤
湖
南
批
判
に
つ
い
て
︱
︱
増
淵
龍
夫
の
場
合
﹂
内

藤
湖
南
研
究
会
編
﹃
内
藤
湖
南
の
世
界
︱
︱
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
﹄
河
合
文
化
教
育

研
究
所
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三
六
四
～
三
九
一
頁
）
参
照
︒

（
125
）  

﹁
湖
南
の
文
化
主
義
は
ま
さ
し
く
中
華
世
界
で
は
伝
統
的
な
人
間
観
を
う
け
つ
い
で
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君
の
協
力
を
得
て
日
本
語
に
直
し
︑
日
文
研
に
提
出
予
定
の
博
士
論
文
の
分
析
枠
組
み
に

当
た
る
部
分
と
し
︑
平
成
二
十
六
年
七
月
九
日
︑
京
都
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育
ユ
ニ
ッ
ト

に
お
い
て
︑
森
岡
優
紀
先
生
の
主
催
の
下
で
発
表
し
た
︒
拙
論
の
完
成
の
過
程
に
お
け
る

寺
田
浩
明
教
授
と
伊
東
貴
之
教
授
お
よ
び
井
上
章
一
先
生
の
ご
指
導
に
感
謝
す
る
︒
ま
た

日
本
語
の
校
正
を
丁
寧
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
崎
康
子
女
史
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
︒

154

い
た
に
過
ぎ
ず
︑
問
わ
れ
る
べ
き
は
そ
れ
が
日
本
に
よ
る
中
国
支
配
の
肯
定
へ
つ
な

が
る
と
い
う
︑
逆
説
を
生
ん
だ
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
方
な
の
だ
﹂（
山
田
智
ほ
か
編
﹃
内
藤

湖
南
と
ア
ジ
ア
認
識
︱
︱
日
本
近
代
思
想
史
か
ら
み
る
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑

一
九
〇
頁
）
と
い
う
与
那
覇
潤
の
考
え
は
筆
者
と
通
じ
合
う
︒

（
126
）  

三
上
一
夫
﹃
横
井
小
楠
︱
︱
そ
の
思
想
と
行
動
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
九
年
︑

一
九
三
～
一
九
七
頁
参
照
︒

（
127
）  

松
浦
玲
﹃
明
治
の
海
舟
と
ア
ジ
ア
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
七
年
参
照
︒

（
128
）  

桑
原
武
夫
編
﹃
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
比
較
研
究
﹄
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
四
年
︑

六
七
〇
頁
︒

（
129
）  

橘
は
﹁
階
級
的
に
分
裂
し
き
ら
な
い
前
の
氏
族
社
会
は
共
同
体
で
あ
り
︑
又
近
世

国
家
は
原
則
と
し
て
集
合
体
で
あ
る
と
思
ふ
が
︑
そ
の
内
容
た
る
民
族
が
尚
完
全
に

共
同
性
を
保
存
し
て
居
る
限
り
︑
そ
れ
は
共
同
体
国
家
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
﹂（﹃
橘

樸
著
作
集
﹄
第
三
巻
︑
勁
草
書
房
︑
一
九
六
六
年
︑
五
一
三
頁
）
と
指
摘
す
る
︒
彼

の
中
に
す
で
に
共
同
体
国
家
を
完
成
し
た
日
本
と
こ
れ
か
ら
共
同
体
国
家
を
造
ろ
う

と
す
る
中
国
と
の
間
に
ど
う
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
が
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
が
︑
橘
の
﹁︿
ア
ジ
ア
主
義
﹀
と
は
︑
そ
れ
ゆ
え
明
治
維
新
と
い
う
日
本
の
変

革
を
同
時
に
ア
ジ
ア
の
変
革
と
し
て
自
覚
し
た
も
の
が
︑
維
新
の
継
承
と
し
て
も
ち

続
け
よ
う
と
し
た
日
本
と
ア
ジ
ア
と
の
同
時
的
な
変
革
の
意
志
で
あ
り
︑
精
神
で
あ

る
︒
そ
れ
は
明
治
維
新
と
い
う
変
革
を
日
本
の
一
国
的
近
代
化
的
変
革
と
と
ら
え
る

脱
亜
入
欧
の
立
場
と
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
る
﹂（
子
安
宣
邦
﹃
日
本
人
は
中
国
を
ど

う
語
っ
て
き
た
か
﹄
青
土
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
二
〇
～
一
二
一
頁
）
と
い
う
意
見
は
︑

も
し
や
は
り
西
洋
並
の
基
準
に
立
脚
し
て
い
れ
ば
︑﹁
日
本
の
明
治
維
新
︑
そ
し
て
︑

毛
沢
東
の
中
国
革
命
（
文
化
大
革
命
を
含
む
）
や
ホ
ー
チ
・
ミ
ン
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
革

命
は
︑
同
様
の
絶
対
主
義
を
一
〇
〇
年
（
以
上
）
遅
れ
て
強
行
す
る
こ
と
で
︑
い
わ

ゆ
る
資
本
の
原
始
的
蓄
積
を
可
能
に
し
︑
近
代
資
本
主
義
へ
の
道
を
開
く
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
﹂（
絓
秀
美
﹃
天
皇
制
の
隠
語
﹄
航
思
社
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
二
頁
）
と

い
う
指
摘
が
成
り
立
て
る
は
ず
で
あ
る
︒

（
130
）  

﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
八
巻
︑
一
五
三
頁
︒

（
131
）  

湖
南
は
﹁
支
那
に
還
れ
﹂
に
お
い
て
﹁
単
に
支
那
の
み
な
ら
ず
︑
我
日
本
に
お
い

て
も
従
来
の
如
く
富
強
を
以
て
国
家
の
唯
一
の
目
的
と
す
る
が
如
き
は
あ
や
ま
っ
て

ゐ
る
と
思
ひ
﹂（
同
前
書
︑
一
七
八
頁
）
と
主
張
す
る
︒

（
132
）  

長
妻
三
佐
雄
﹃
三
宅
雪
嶺
の
政
治
思
想
︱
︱
﹁
真
善
美
﹂
の
行
方
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
三
一
～
一
四
五
頁
参
照
︒

（
133
）  

内
藤
は
一
九
一
一
年
に
書
い
た
﹁
支
那
学
問
の
現
状
﹂
に
お
い
て
﹁
章
炳
麟
の
や

う
な
狂
狷
な
人
が
出
て
来
て
︑
支
那
最
近
の
学
術
の
方
法
を
知
ら
ぬ
か
ら
日
本
の

学
者
は
馬
鹿
だ
と
云
う
て
罵
る
や
う
に
な
る
と
︑
愈
捨
置
か
れ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
は
西
洋
の
学
問
ば
か
り
で
何
も
彼
も
や
っ
て
居
れ
ば
宜
し
い
が
︑
近
頃
は
支

那
の
学
問
も
︑
根
本
か
ら
本
当
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ

て
居
る
時
代
で
あ
る
﹂（﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
第
六
巻
︑六
一
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
︒

太
炎
の
革
命
思
想
は
日
本
の
漢
学
と
の
出
会
い
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
︒

革
命
党
が
香
港
で
発
行
し
た
﹃
中
国
日
報
﹄
に
掲
載
し
た
﹁
日
本
漢
学
之
盛
﹂
に
﹁
日

本
今
日
之
強
︑
論
者
皆
以
為
效
法
欧
西
所
致
︑
然
当
時
廃
藩
覆
幕
︑
末
必
尽
通
西
学
︑

而
志
士
如
西
郷
隆
盛
吉
田
松
陰
諸
輩
︑
於
漢
学
實
最
深
者
﹂（
一
九
〇
七
年
二
月

二
十
五
日
︑
第
二
頁
︑
論
説
）︑﹁
顧
今
者
日
本
強
矣
︑
漢
学
興
而
遂
強
︑
中
国
亡
矣
︑

亦
遂
因
学
術
敗
壊
所
致
﹂（
一
九
〇
七
年
二
月
二
十
七
日
︑
第
二
頁
︑
論
説
）
と

あ
る
︒

（
134
）  

溝
口
雄
三
・
伊
東
貴
之
・
村
田
雄
二
郎
﹃
中
国
と
い
う
視
座
﹄（
平
凡
社
︑

一
九
九
五
年
）
参
照
︒

（
135
）  

溝
口
雄
三
﹃
中
国
の
衝
撃
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
頁
）
参
照
︒

付
記　本

文
の
大
枠
は
拙
著
﹃
清
末
変
法
と
日
本
︱
︱
宋
恕
の
政
治
思
想
を
中
心
に
﹄（
上
海
古

籍
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
）
の
序
説
（
導
論
）
の
一
部
を
関
西
大
学
大
学
院
生
の
亀
井
拓
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君
の
協
力
を
得
て
日
本
語
に
直
し
︑
日
文
研
に
提
出
予
定
の
博
士
論
文
の
分
析
枠
組
み
に

当
た
る
部
分
と
し
︑
平
成
二
十
六
年
七
月
九
日
︑
京
都
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育
ユ
ニ
ッ
ト

に
お
い
て
︑
森
岡
優
紀
先
生
の
主
催
の
下
で
発
表
し
た
︒
拙
論
の
完
成
の
過
程
に
お
け
る

寺
田
浩
明
教
授
と
伊
東
貴
之
教
授
お
よ
び
井
上
章
一
先
生
の
ご
指
導
に
感
謝
す
る
︒
ま
た

日
本
語
の
校
正
を
丁
寧
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
崎
康
子
女
史
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
︒



157　『日本研究』 No. 51（2015）

　
は
じ
め
に

　日
本
で
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
木
内
石
亭
が
著
し
た
雲
根
誌
に
代
表
さ
れ
る

﹁
奇
石
﹂
趣
味
が
存
在
し
︑
民
間
に
も
広
く
浸
透
し
た（

1
）

︒
そ
し
て
奇
石
趣
味
と

は
︑
特
徴
的
な
形
態
や
性
質
を
有
す
る
石
に
つ
い
て
の
興
味
の
総
称
と
い
え
︑

鉱
山
開
発
な
ど
冶
金
へ
の
応
用
を
は
か
る
物
産
学
や
本
草
学
と
し
て
の
化
石
・

鉱
物
研
究
だ
け
で
な
く
︑﹁
芥
子
園
画
伝
﹂
や
﹁
八
種
画
譜
﹂
に
代
表
さ
れ
る

中
国
文
人
画
の
絵
手
本
中
に
示
さ
れ
る
石
譜
の
よ
う
な
絵
画
の
表
現
技
法
︑
石

の
形
に
山
水
を
み
る
盆
石
趣
味
︑
医
薬
品
と
し
て
化
石
・
鉱
物
を
み
る
石
薬

な
ど
を
も
含
む
︑
多
岐
に
わ
た
る
分
野
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
り
︑
奇
石
趣

味
に
携
わ
っ
た
代
表
的
な
人
物
と
し
て
︑
木
内
石
亭
（
一
七
二
五
～
一
八
〇
八
）︑

木
村
蒹
葭
堂
（
一
七
三
六
～
一
八
〇
二
）
お
よ
び
平
賀
源
内
（
一
七
二
八
～

一
七
八
〇
）
が
挙
げ
ら
れ
る（

2
）

︒

　明
治
初
期
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
〝
お
雇
い
外
国
人
〟
で
あ
る
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・

エ
ド
ム
ン
ト
・
ナ
ウ
マ
ン
（
一
八
五
四
～
一
九
二
七
︑
東
京
帝
国
大
学
教
授
）
や

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
七
九
六
～
一
八
六
六
）

の
弟
子
で
も
あ
る
伊
藤
圭
介
（
一
八
〇
三
～
一
九
〇
三
︑
東
京
帝
国
大
学
教
授
）

を
中
心
と
し
て
西
洋
地
質
学
の
導
入
が
行
わ
れ
︑
職
業
研
究
者
た
ち
に
よ
る

地
質
研
究
が
台
頭
す
る（

3
）

︒
そ
の
結
果
︑
石
の
有
す
る
地
質
・
古
生
物
・
鉱
物

学
的
な
側
面
の
み
が
研
究
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
奇
石
趣
味
は
民
間

人
の
知
的
娯
楽
の
対
象
と
し
て
職
業
研
究
者
が
進
め
る
基
礎
研
究
と
は
別
の

日
本
の
地
質
学
黎
明
期
に
お
け
る
歴
史
的
地
質
資
料

―
―
梅
谷
亨
化
石
標
本
群
（
大
阪
大
学
適
塾
記
念
セ
ン
タ
ー
蔵
）
に
つ
い
て
の
考
察
―
―

伊
藤
謙
・
宇
都
宮
聡
・
小
原
正
顕
・
塚
腰
実
・
渡
辺
克
典
・
福
田
舞
子

廣
川
和
花
・
髙
橋
京
子
・
上
田
貴
洋
・
橋
爪
節
也
・
江
口
太
郎

　
　
　

研
究
資
料
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︑
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い
外
国
人
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ハ
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ン
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エ
ド
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ト
・
ナ
ウ
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ン
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八
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フ
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プ
・
フ
ラ
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・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
七
九
六
～
一
八
六
六
）

の
弟
子
で
も
あ
る
伊
藤
圭
介
（
一
八
〇
三
～
一
九
〇
三
︑
東
京
帝
国
大
学
教
授
）

を
中
心
と
し
て
西
洋
地
質
学
の
導
入
が
行
わ
れ
︑
職
業
研
究
者
た
ち
に
よ
る

地
質
研
究
が
台
頭
す
る（

3
）

︒
そ
の
結
果
︑
石
の
有
す
る
地
質
・
古
生
物
・
鉱
物

学
的
な
側
面
の
み
が
研
究
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
奇
石
趣
味
は
民
間

人
の
知
的
娯
楽
の
対
象
と
し
て
職
業
研
究
者
が
進
め
る
基
礎
研
究
と
は
別
の

日
本
の
地
質
学
黎
明
期
に
お
け
る
歴
史
的
地
質
資
料

―
―
梅
谷
亨
化
石
標
本
群
（
大
阪
大
学
適
塾
記
念
セ
ン
タ
ー
蔵
）
に
つ
い
て
の
考
察
―
―

伊
藤
謙
・
宇
都
宮
聡
・
小
原
正
顕
・
塚
腰
実
・
渡
辺
克
典
・
福
田
舞
子

廣
川
和
花
・
髙
橋
京
子
・
上
田
貴
洋
・
橋
爪
節
也
・
江
口
太
郎

　
　
　

研
究
資
料
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郡
大
久
保
村
大
久
保
町
に
て
出
生
し
︑
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
二
月
八

日
に
没
す
る
ま
で
の
足
跡
が
戸
籍
な
ど
の
記
録
と
と
も
に
明
確
に
残
っ
て
い

る
︒
民
間
で
蒐
集
さ
れ
た
地
学
標
本
の
場
合
︑
蒐
集
者
に
関
す
る
情
報
が
不

明
確
で
あ
る
こ
と
も
多
く
︑
そ
れ
が
史
料
的
価
値
を
下
げ
る
一
因
と
な
っ
て

い
る
が
︑
本
標
本
群
は
蒐
集
者
の
背
景
が
残
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
例
と
い
え

よ
う
︒

二

　梅
谷
亨
化
石
標
本
群
の
詳
細

　本
標
本
群
の
調
査
を
行
っ
た
結
果
︑
貝
類
化
石
六
点
︑
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
類

化
石
一
点
︑
被
子
植
物
化
石
二
点
の
︑
合
計
九
点
が
見
出
さ
れ
た
（
図
1
︑

表
1
）︒
標
本
番
号
は
︑
大
阪
大
学
適
塾
記
念
セ
ン
タ
ー
の
も
の
で
あ
る
︒

図 1　梅谷亨地学資料の全容
（岩石、鉱物、化石からなる。標本の表面には、墨で採集地名が直接記入されており、一部の標本
には採集年月日も記入されている）

図 2　梅谷亨氏の地学資料蒐集当時の
写真

（前列右の人物、旧制兵庫県立洲本中学校在
学中である明治 38 年〔1905〕2 月に撮影、
大阪大学適塾記念センター所蔵〔梅谷進氏
寄贈〕）
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形
で
存
続
す
る
こ
と
に
な
る（

4
）

︒

　そ
し
て
︑
日
本
の
近
代
地
質
学
の
黎
明
期
を
迎
え
︑
横
山
又
次
郎

（
一
八
六
〇
～
一
九
四
二
：
東
京
帝
国
大
学
教
授
）
や
矢
部
長
克
（
一
八
七
八
～

一
九
六
九
：
東
北
帝
国
大
学
初
代
地
学
教
室
教
授
）
に
代
表
さ
れ
る
日
本
人
古
生

物
学
者
に
よ
り
︑
国
内
で
産
出
す
る
化
石
の
研
究
が
開
始
さ
れ
た（

5
）

︒
こ
れ
ら

の
研
究
の
中
で
は
︑
古
生
代
か
ら
新
生
代
に
い
た
る
ま
で
︑
新
種
を
含
め
多

く
の
種
が
記
載
さ
れ
︑
同
時
に
化
石
の
産
出
地
も
記
載
さ
れ
て
い
っ
た
︒

　特
に
矢
部
は
︑
一
九
〇
六
年
に
東
京
帝
国
大
学
大
学
院
を
修
了
す
る
ま
で

の
間
に
︑
当
時
の
日
本
国
内
か
ら
産
出
し
た
白
亜
系
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
化
石
に

関
す
る
論
文
を
著
し
て
い
る（

6
）

︒
そ
の
中
で
も
︑
兵
庫
県
淡
路
島
の
上
部
白
亜

系
か
ら
発
見
し
︑
新
属
・
新
種
と
し
て
彼
が
記
載
し
た
Ｓ
字
型
の
殻
を
持
つ

異
常
巻
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
一
種
︑
プ
ラ
ビ
ト
セ
ラ
ス
（Pravitoceras sigm

oidale  

Yabe, 1902

）︑
お
よ
び
北
海
道
の
上
部
白
亜
系
か
ら
発
見
し
︑
や
は
り
新
属
・

新
種
と
し
て
記
載
し
た
︑
一
見
不
規
則
に
み
え
る
殻
を
持
つ
異
常
巻
ア
ン
モ

ナ
イ
ト
の
一
種
︑
ニ
ッ
ポ
ニ
テ
ス
（N

ipponites m
irabilis  Yabe, 1904

）
は
︑
特

に
著
名
で
あ
る（

7
）

︒
こ
れ
ら
矢
部
の
論
文
に
よ
り
︑
日
本
の
上
部
白
亜
系
か
ら

多
種
多
様
な
異
常
巻
き
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
化
石
が
豊
富
に
産
出
す
る
こ
と
が
︑

国
際
的
に
認
知
さ
れ
て
い
っ
た（

8
）

︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
異
常
巻
ア
ン
モ
ナ
イ
ト

へ
の
関
心
が
当
時
︑
民
間
の
教
養
人
の
間
で
も
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
︒

　こ
の
時
期
以
降
︑
現
在
に
い
た
る
ま
で
︑
職
業
研
究
者
に
よ
っ
て
打
ち
立

て
ら
れ
て
き
た
日
本
の
地
質
学
・
古
生
物
学
史
に
つ
い
て
は
︑
比
較
的
多
く

の
資
料
が
編
纂
さ
れ
︑
現
在
そ
れ
ら
を
辿
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（

9
）

︒
し
か
し
︑

明
治
期
に
お
い
て
︑
一
般
市
民
に
地
質
学
や
古
生
物
学
の
知
識
が
ど
の
程
度

普
及
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
史
学
的
考
察
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
り
︑
検
討
の

余
地
は
大
き
い
︒

　
調
査
結
果

一

　資
料
の
背
景

　本
標
本
群
は
︑
梅
谷
亨
（
一
八
八
八
～
一
九
四
六
）
が
蒐
集
し
た
も
の
と
し

て
梅
谷
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
（
図
1
︑
図
2
）︒
こ
れ
ら
す
べ
て

が
二
〇
一
二
年
五
月
に
︑
二
一
一
四
点
に
の
ぼ
る
文
書
や
医
薬
史
学
資
料
と

と
も
に
︑
子
孫
で
あ
る
梅
谷
進
氏
よ
り
︑
大
阪
大
学
適
塾
記
念
セ
ン
タ
ー
に

寄
贈
さ
れ
た（

10
）

︒

　梅
谷
家
は
︑
緒
方
洪
庵
（
一
八
一
〇
～
一
八
六
三
）
の
開
い
た
私
塾
で
あ
る

適
塾
で
学
ん
だ
梅
谷
慊
堂
（
一
八
二
六
～
一
八
七
四
）
を
輩
出
し
た
兵
庫
県
明

石
市
の
医
家
の
家
系
で
あ
る
︒
梅
谷
亨
は
︑
梅
谷
慊
堂
の
兄
で
あ
る
梅
谷
佐

門
（
一
八
二
四
～
一
八
八
三
）
の
孫
に
あ
た
り
︑
地
域
に
根
ざ
し
た
医
師
と
し

て
活
躍
し
た
︒
幼
少
時
か
ら
様
々
な
分
野
に
興
味
を
持
ち
︑
医
業
の
傍
ら
地

域
の
知
識
人
と
し
て
も
著
名
で
︑
地
学
標
本
採
集
を
も
行
っ
た
と
の
伝
聞
が

あ
る
︒
梅
谷
亨
は
︑
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
七
月
二
日
︑
兵
庫
県
明
石
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郡
大
久
保
村
大
久
保
町
に
て
出
生
し
︑
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
二
月
八

日
に
没
す
る
ま
で
の
足
跡
が
戸
籍
な
ど
の
記
録
と
と
も
に
明
確
に
残
っ
て
い

る
︒
民
間
で
蒐
集
さ
れ
た
地
学
標
本
の
場
合
︑
蒐
集
者
に
関
す
る
情
報
が
不

明
確
で
あ
る
こ
と
も
多
く
︑
そ
れ
が
史
料
的
価
値
を
下
げ
る
一
因
と
な
っ
て

い
る
が
︑
本
標
本
群
は
蒐
集
者
の
背
景
が
残
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
例
と
い
え

よ
う
︒

二

　梅
谷
亨
化
石
標
本
群
の
詳
細

　本
標
本
群
の
調
査
を
行
っ
た
結
果
︑
貝
類
化
石
六
点
︑
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
類

化
石
一
点
︑
被
子
植
物
化
石
二
点
の
︑
合
計
九
点
が
見
出
さ
れ
た
（
図
1
︑

表
1
）︒
標
本
番
号
は
︑
大
阪
大
学
適
塾
記
念
セ
ン
タ
ー
の
も
の
で
あ
る
︒

図 1　梅谷亨地学資料の全容
（岩石、鉱物、化石からなる。標本の表面には、墨で採集地名が直接記入されており、一部の標本
には採集年月日も記入されている）

図 2　梅谷亨氏の地学資料蒐集当時の
写真

（前列右の人物、旧制兵庫県立洲本中学校在
学中である明治 38 年〔1905〕2 月に撮影、
大阪大学適塾記念センター所蔵〔梅谷進氏
寄贈〕）
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　内
型
印
象
化
石
で
二
つ
に

割
れ
て
い
る
︒
殻
の
外
径
は

卵
円
形
で
膨
ら
み
は
弱
い
︒

殻
頂
は
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
︒

こ
の
標
本
の
裏
面
に
は
︑

﹁
明
治
〇
〇

　美
里
﹂
の
記

載
が
み
ら
れ
︑
明
治
期
に
現

在
の
三
重
県
津
市
美
里
町
に

て
採
集
さ
れ
た
標
本
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
地
は
︑

古
く
は
江
戸
時
代
か
ら
化
石

の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
︑
木

内
石
亭
著
﹃
雲
根
誌
﹄
に
も

産
地
の
記
載
が
あ
る（

12
）

︒
中
新

統
︑
一
志
層
群
か
ら
産
出
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
一

志
層
群
か
ら
はM

acom
a

属

の
貝
化
石
が
多
産
し（

13
）

︑
本
標

本
も
そ
れ
ら
に
よ
く
似
る
︒

し
か
し
︑
保
存
状
態
が
悪
い

た
め
に
確
実
に
本
属
に
属
す

る
か
の
判
断
は
で
き
な
い
︒

（
ⅲ
）  

エ
ゾ
タ
マ
キ
ガ
イ

　

G
lycym

eris yessoensis

（Sow
erby, 1889

）（
図
3
ⅲ

a
お
よ
び
b
）

　収
集
者
に
よ
る
産
地
記
述
﹁
武
蔵
国
龍
野
川
ニ
テ
採
集
ス
﹂

　標
本
数

　三
点
／
標
本
番
号
₆₂₄
︱

4
︑
₆₂₄
︱

5
︑
₆₂₄
︱

6

　殻
は
厚
質
で
類
円
形
︑
殻
頂
は
中
央
に
あ
る
︒
殻
表
面
は
明
瞭
な
放
射
肋

で
覆
わ
れ
て
お
り
︑
同
心
円
肋
も
認
め
ら
れ
る
︒
殻
頂
内
面
に
は
湾
曲
し
た

歯
板
が
あ
り
︑
そ
の
上
に
多
数
の
小
歯
が
並
ぶ
︒
腹
縁
の
内
面
に
は
刻
み
模

様
が
あ
り
︑
靱
帯
面
に
は
明
瞭
な
山
形
の
溝
が
認
め
ら
れ
る
︒
以
上
の
特
徴

か
ら
本
種
に
同
定
で
き
る
︒
標
本
に
は
︑
直
接
墨
字
で
産
地
名
が
書
か
れ
て

い
る
︒
武
蔵
国
龍
野
川
の
﹁
龍
野
川
﹂
と
は
︑﹁
瀧
野
川
﹂
の
書
き
間
違
い
で

あ
り
︑
現
在
の
東
京
都
北
区
付
近
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
上
総
層
群
な
ど

更
新
統
の
海
成
層
か
ら
産
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

14
）

︒

（
二
）
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
類
化
石
（
図
4 

a
お
よ
び
b
）

　収
集
者
に
よ
る
産
地
記
述
﹁
淡
路
三
原
郡
湊
村
デ
採
集
ス
﹂

　標
本
数

　一
点
／
標
本
番
号
₆₂₄
︱

7

　標
本
は
幅
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
断
片
で
あ
る
︒
化
石
の
破
断
面
に

﹁
淡
路
三
原
郡
湊
村
デ
採
集
ス
﹂
と
記
入
さ
れ
（
図
4 

b
）︑
現
在
の
兵
庫
県

南
あ
わ
じ
市
湊
（
兵
庫
県
淡
路
島
南
西
部
）
付
近
で
採
集
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

5 cm 5 cm 5 cm

ⅰ ⅰⅰ ⅰⅰⅰ
a

b

a

b

a

b

図 3　梅谷亨化石標本群中の貝類化石
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（
一
）
貝
類
化
石

　貝
類
化
石
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
産
出
地
の
異
な
る
三
種
類
の
二
枚
貝
類
が
見

出
さ
れ
た
（
図
3
ⅰ
～
ⅲ
）︒

（
ⅰ
）  

カ
ガ
ミ
ガ
イ
亜
科
の
一
種

　

D
osiniinae genus and species indet.

（
図

3
ⅰ
a
お
よ
び
b
）

　収
集
者
に
よ
る
産
地
記
述
﹁
美
濃
ニ
テ
採
集
ス
﹂

　標
本
数

　二
点
／
標
本
番
号
₆₂₄
︱

1
︑
₆₂₄
︱

2

　合
弁
個
体
の
殻
が
溶
脱
し
た
内
型
印
象
化
石
で
あ
る
が
︑
類
円
形
で
膨
ら

み
の
弱
い
殻
を
持
つ
こ
と
︑
殻
頂
が
中
央
に
あ
り
後
背
縁
が
直
線
的
で
あ
る

こ
と
︑
前
背
縁
に
小
月
面
が
存
在
す
る
こ
と
︑
な
ど
の
特
徴
か
ら
本
亜
科
の

一
種
と
同
定
で
き
る
︒
化
石
の
表
面
に
﹁
明
治
三
十
八
年
美
濃
ニ
テ
採
集
ス
﹂

と
墨
字
で
記
入
さ
れ
て
い
る
︒
現
在
の
岐
阜
県
下
で
︑
瑞
浪
層
群
や
岩
村
層

群
な
ど
の
︑
中
新
統
の
海
成
層
が
分
布
す
る
地
域
か
ら
産
出
し
た
と
考
え
ら

れ
る（

11
）

︒瑞
浪
層
群
及
び
岩
村
層
群
か
ら
多
産
す
るPhacosom

a nom
urai （O

tuka, 

1934

）
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑
保
存
状
態
が
悪
く
︑
殻
表
面
の
装
飾
も

確
認
で
き
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
同
定
は
控
え
る
こ
と
と
す
る
︒

（
ⅱ
）
シ
ラ
ト
リ
ガ
イ
属
？
の
一
種

　

M
acom

a? sp.

（
図
3
ⅱ
a
お
よ
び
b
）

　収
集
者
に
よ
る
産
地
記
述

　﹁美
里
﹂

　標
本
数

　一
点
／
標
本
番
号
₆₂₄
︱

3

表 1　梅谷亨地学資料の中の化石標本群

Specimen Geological age Fossil locality Number of fossils

Dosiniinae genus and species indet.

カガミガイ亜科の一種
新生代新第三紀
中新世

岐阜県瑞浪市 2

Glycymeris yessoensis (Sowerby, 1889)

エゾタマキガイ
新生代第四紀
更新世

東京都北区 3

Macoma ? sp.

シラトリガイ属？の一種
新生代新第三紀
中新世

三重県津市美里町 1

Pravitoceras sigmoidale Yabe, 1902?

アンモナイト類
（プラビトセラス？）

中生代白亜紀後期
カンパニアン

兵庫県南あわじ市湊 1

Angiosperm, family and genus indet.

被子植物の一種
新生代新第三紀
鮮新世

兵庫県南あわじ市 2
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　内
型
印
象
化
石
で
二
つ
に

割
れ
て
い
る
︒
殻
の
外
径
は

卵
円
形
で
膨
ら
み
は
弱
い
︒

殻
頂
は
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
︒

こ
の
標
本
の
裏
面
に
は
︑

﹁
明
治
〇
〇

　美
里
﹂
の
記

載
が
み
ら
れ
︑
明
治
期
に
現

在
の
三
重
県
津
市
美
里
町
に

て
採
集
さ
れ
た
標
本
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
地
は
︑

古
く
は
江
戸
時
代
か
ら
化
石

の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
︑
木

内
石
亭
著
﹃
雲
根
誌
﹄
に
も

産
地
の
記
載
が
あ
る（

12
）

︒
中
新

統
︑
一
志
層
群
か
ら
産
出
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
一

志
層
群
か
ら
はM

acom
a

属

の
貝
化
石
が
多
産
し（

13
）

︑
本
標

本
も
そ
れ
ら
に
よ
く
似
る
︒

し
か
し
︑
保
存
状
態
が
悪
い

た
め
に
確
実
に
本
属
に
属
す

る
か
の
判
断
は
で
き
な
い
︒

（
ⅲ
）  

エ
ゾ
タ
マ
キ
ガ
イ

　

G
lycym

eris yessoensis

（Sow
erby, 1889

）（
図
3
ⅲ

a
お
よ
び
b
）

　収
集
者
に
よ
る
産
地
記
述
﹁
武
蔵
国
龍
野
川
ニ
テ
採
集
ス
﹂

　標
本
数

　三
点
／
標
本
番
号
₆₂₄
︱

4
︑
₆₂₄
︱

5
︑
₆₂₄
︱

6

　殻
は
厚
質
で
類
円
形
︑
殻
頂
は
中
央
に
あ
る
︒
殻
表
面
は
明
瞭
な
放
射
肋

で
覆
わ
れ
て
お
り
︑
同
心
円
肋
も
認
め
ら
れ
る
︒
殻
頂
内
面
に
は
湾
曲
し
た

歯
板
が
あ
り
︑
そ
の
上
に
多
数
の
小
歯
が
並
ぶ
︒
腹
縁
の
内
面
に
は
刻
み
模

様
が
あ
り
︑
靱
帯
面
に
は
明
瞭
な
山
形
の
溝
が
認
め
ら
れ
る
︒
以
上
の
特
徴

か
ら
本
種
に
同
定
で
き
る
︒
標
本
に
は
︑
直
接
墨
字
で
産
地
名
が
書
か
れ
て

い
る
︒
武
蔵
国
龍
野
川
の
﹁
龍
野
川
﹂
と
は
︑﹁
瀧
野
川
﹂
の
書
き
間
違
い
で

あ
り
︑
現
在
の
東
京
都
北
区
付
近
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
上
総
層
群
な
ど

更
新
統
の
海
成
層
か
ら
産
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

14
）

︒

（
二
）
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
類
化
石
（
図
4 

a
お
よ
び
b
）

　収
集
者
に
よ
る
産
地
記
述
﹁
淡
路
三
原
郡
湊
村
デ
採
集
ス
﹂

　標
本
数

　一
点
／
標
本
番
号
₆₂₄
︱

7

　標
本
は
幅
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
断
片
で
あ
る
︒
化
石
の
破
断
面
に

﹁
淡
路
三
原
郡
湊
村
デ
採
集
ス
﹂
と
記
入
さ
れ
（
図
4 

b
）︑
現
在
の
兵
庫
県

南
あ
わ
じ
市
湊
（
兵
庫
県
淡
路
島
南
西
部
）
付
近
で
採
集
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

5 cm 5 cm 5 cm

ⅰ ⅰⅰ ⅰⅰⅰ
a

b

a

b

a

b

図 3　梅谷亨化石標本群中の貝類化石
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石
と
考
え
ら
れ
る
︒

　図
5
ⅰ
の
標
本
に
つ
い
て

は
︑
部
分
化
石
で
︑
葉
化
石

と
し
て
残
っ
て
い
る
部
分
は

長
さ
五
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
︑

幅
二
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
︒
部
分
で
あ
る
た
め
︑

単
葉
か
小
葉
︑
掌
状
葉
の
一

部
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
定

で
き
な
い
︒
中
央
の
葉
脈
か

ら
左
の
部
分
が
残
っ
て
い
る
︒

中
央
の
葉
脈
か
ら
︑
約
五
十

度
で
細
い
脈
が
分
岐
す
る
︒

細
い
葉
脈
は
︑
葉
縁
で
分
岐

し
鋸
歯
に
入
る
︒
鋸
歯
は
単

鋸
歯
で
あ
る
︒
葉
脈
は
凹
形

に
岩
石
に
刻
印
さ
れ
て
い
る

の
で
︑
裏
面
の
印
象
化
石
で

あ
る
︒
分
類
群
は
被
子
植
物

と
し
か
わ
か
ら
な
い
︒

　図
5
ⅱ
の
標
本
に
つ
い
て

産
地
記
述
は
な
い
が
︑
図
5 

a
と
岩
相
は
同
じ
な
の
で
︑
同
一
産
地
と
推
定

さ
れ
る
︒
本
標
本
は
部
分
化
石
で
︑
残
っ
て
い
る
片
面
部
分
は
長
さ
三
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
︑
幅
二
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
︑
右
側
の
葉
縁
が
裏
側
へ
巻

き
込
ん
で
い
る
︒
部
分
で
あ
る
た
め
︑
単
葉
か
小
葉
︑
掌
状
葉
の
一
部
か
ど

う
か
に
つ
い
て
判
定
で
き
な
い
︒
中
央
の
葉
脈
か
ら
︑
約
五
十
～
五
十
五
度

で
細
い
脈
が
分
岐
す
る
︒
こ
の
分
岐
し
た
葉
脈
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
︑
さ
ら
に

細
い
オ
ー
ダ
ー
の
葉
脈
が
発
達
し
て
い
る
︒
葉
縁
は
不
明
で
あ
る
︒
葉
脈
は

凸
形
で
あ
る
の
で
︑
葉
の
表
面
の
印
象
化
石
で
あ
り
︑
一
部
に
炭
質
物
（
植

物
体
）
が
残
存
し
て
い
る
︒
分
類
群
は
被
子
植
物
と
し
か
わ
か
ら
な
い
︒

　
議
論

　本
研
究
で
扱
っ
た
梅
谷
亨
化
石
標
本
群
は
︑
そ
の
す
べ
て
に
同
一
人
物
の

筆
跡
と
考
え
ら
れ
る
墨
字
の
記
入
が
確
認
で
き
る
︒
そ
れ
ら
の
末
尾
に
は

﹁
採
取
ス
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
蒐
集
者
本
人
が
採
集
し
た
標
本
で

あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
︒
一
般
的
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
に
は
譲

渡
︑
交
換
︑
購
入
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
当
標
本
群
は
こ

の
記
入
情
報
か
ら
推
測
し
て
︑
梅
谷
亨
自
身
が
蒐
集
し
た
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
︒

　梅
谷
亨
化
石
標
本
群
の
う
ち
︑
カ
ガ
ミ
ガ
イ
亜
科
の
一
種
に
は
︑
化
石
の

表
面
に
直
接
墨
字
で
﹁
明
治
三
十
八
年
﹂
と
明
確
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る

1 cm

ⅱⅰ

a b

図 5　梅谷亨化石標本群中の植物化石
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て
い
る
︒
殻
の
表
面
に
は
直
線
的
な
肋
が
発
達
し
︑
そ
れ
ら
の
う
ち
背
面
側

の
肋
に
は
棘
の
基
部
と
思
わ
れ
る
緩
い
隆
起
も
観
察
で
き
る
︒
ま
た
腹
面
側

に
は
︑
内
部
螺
環
が
印
象
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
︒
断
面
は
楕
円
形
を
示
す
︒

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
本
標
本
は
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
化
石
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

部
位
は
︑
内
部
に
隔
壁
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
住
房
の
一
部
と
考
え
ら

れ
る
︒
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
湊
か
ら
は
︑
白
亜
紀
後
期
カ
ン
パ
ニ
ア
ン
の
Ｓ

字
型
の
殻
を
持
つ
異
状
巻
き
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
︑プ
ラ
ビ
ト
セ
ラ
ス
（Pravitoceras 

sigm
oidale  Yabe, 1902

）
が
多
産
す
る（

15
）

︒
前
記
に
示
し
た
本
標
本
の
サ
イ
ズ
お

よ
び
形
態
的
な
特
徴
は
︑
プ
ラ
ビ
ト
セ
ラ
ス
の
住
房
部
の
特
徴
と
よ
く
一
致

す
る
こ
と
か
ら
︑
本
種
の
住
房
部
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒

（
三
）
植
物
化
石

　

A
ngiosperm

, fam
ily and genus indet.

（
図
5
ⅰ
お
よ
び
ⅱ
）

　収
集
者
に
よ
る
産
地
記
述
﹁
淡
路
三
原
郡
〇
〇
村
デ
採
集
﹂

　標
本
数

　二
点
／
標
本
番
号
₆₂₄
︱

8
︑
₆₂₄
︱

9

　植
物
の
化
石
は
︑
二
点
が
確
認
さ
れ
た
（
表
1
︑
図
5
ⅰ
お
よ
び
ⅱ
）︒
蒐

集
者
に
よ
る
産
地
記
述
﹁
三
原
郡

　村
○
採
取
○
﹂
と
あ
る
（
図
5
ⅰ
b
）︒

村
の
上
の
部
分
に
は
文
字
の
痕
跡
が
な
く
︑
ま
た
︑
そ
の
部
分
が
欠
け
た
と

も
思
え
な
い
︒
現
在
の
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
付
近
で
採
集
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
岩
相
は
︑
灰
白
色
の
凝
灰
岩
で
あ
り
︑
固
結
度
か
ら
考
え
て
︑
大
阪

層
群
の
火
山
灰
層
と
推
定
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
阪
層
群
産
の
植
物
化

1 cm

a b

図 4　梅谷亨化石標本群中のアンモナイト類
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石
と
考
え
ら
れ
る
︒

　図
5
ⅰ
の
標
本
に
つ
い
て

は
︑
部
分
化
石
で
︑
葉
化
石

と
し
て
残
っ
て
い
る
部
分
は

長
さ
五
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
︑

幅
二
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
︒
部
分
で
あ
る
た
め
︑

単
葉
か
小
葉
︑
掌
状
葉
の
一

部
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
定

で
き
な
い
︒
中
央
の
葉
脈
か

ら
左
の
部
分
が
残
っ
て
い
る
︒

中
央
の
葉
脈
か
ら
︑
約
五
十

度
で
細
い
脈
が
分
岐
す
る
︒

細
い
葉
脈
は
︑
葉
縁
で
分
岐

し
鋸
歯
に
入
る
︒
鋸
歯
は
単

鋸
歯
で
あ
る
︒
葉
脈
は
凹
形

に
岩
石
に
刻
印
さ
れ
て
い
る

の
で
︑
裏
面
の
印
象
化
石
で

あ
る
︒
分
類
群
は
被
子
植
物

と
し
か
わ
か
ら
な
い
︒

　図
5
ⅱ
の
標
本
に
つ
い
て

産
地
記
述
は
な
い
が
︑
図
5 

a
と
岩
相
は
同
じ
な
の
で
︑
同
一
産
地
と
推
定

さ
れ
る
︒
本
標
本
は
部
分
化
石
で
︑
残
っ
て
い
る
片
面
部
分
は
長
さ
三
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
︑
幅
二
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
︑
右
側
の
葉
縁
が
裏
側
へ
巻

き
込
ん
で
い
る
︒
部
分
で
あ
る
た
め
︑
単
葉
か
小
葉
︑
掌
状
葉
の
一
部
か
ど

う
か
に
つ
い
て
判
定
で
き
な
い
︒
中
央
の
葉
脈
か
ら
︑
約
五
十
～
五
十
五
度

で
細
い
脈
が
分
岐
す
る
︒
こ
の
分
岐
し
た
葉
脈
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
︑
さ
ら
に

細
い
オ
ー
ダ
ー
の
葉
脈
が
発
達
し
て
い
る
︒
葉
縁
は
不
明
で
あ
る
︒
葉
脈
は

凸
形
で
あ
る
の
で
︑
葉
の
表
面
の
印
象
化
石
で
あ
り
︑
一
部
に
炭
質
物
（
植

物
体
）
が
残
存
し
て
い
る
︒
分
類
群
は
被
子
植
物
と
し
か
わ
か
ら
な
い
︒

　
議
論

　本
研
究
で
扱
っ
た
梅
谷
亨
化
石
標
本
群
は
︑
そ
の
す
べ
て
に
同
一
人
物
の

筆
跡
と
考
え
ら
れ
る
墨
字
の
記
入
が
確
認
で
き
る
︒
そ
れ
ら
の
末
尾
に
は

﹁
採
取
ス
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
蒐
集
者
本
人
が
採
集
し
た
標
本
で

あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
︒
一
般
的
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
に
は
譲

渡
︑
交
換
︑
購
入
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
当
標
本
群
は
こ

の
記
入
情
報
か
ら
推
測
し
て
︑
梅
谷
亨
自
身
が
蒐
集
し
た
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
︒

　梅
谷
亨
化
石
標
本
群
の
う
ち
︑
カ
ガ
ミ
ガ
イ
亜
科
の
一
種
に
は
︑
化
石
の

表
面
に
直
接
墨
字
で
﹁
明
治
三
十
八
年
﹂
と
明
確
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る

1 cm

ⅱⅰ

a b

図 5　梅谷亨化石標本群中の植物化石
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県
下
に
お
い
て
は
︑
現
瑞
浪
市
域
の
化
石
産
地
を
石
亭
や
平
賀
源
内
が
調
査

し
た
記
録
が
残
っ
て
お
り
︑
近
代
古
生
物
学
導
入
後
は
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
の
弟

子
で
も
あ
る
伊
藤
圭
介
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
著
名
な
地
で
あ
る
︒
エ
ゾ
タ

マ
キ
ガ
イ
が
産
出
し
た
東
京
都
北
区
に
つ
い
て
は
︑
同
一
産
地
名
の
も
の
が

大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
旧
制
大
阪
高
等
学
校
標
本

の
中
に
も
複
数
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
明
治
期
に
は
こ
の
周
辺
地
域
が
関

係
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
︑
か
つ
活
発
に
採
集
が
行
わ
れ
て
い
た
化
石
産
地
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
シ
ラ
ト
リ
ガ
イ
属
？
の
一
種
が
採
集
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
三
重
県
津
市
美
里
町
は
︑
県
の
天
然
記
念
物
に
も
指
定
さ
れ
て
い

る
貝
石
山
が
存
在
し
︑
古
く
は
江
戸
時
代
か
ら
化
石
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
︑

木
内
石
亭
著
﹃
雲
根
誌
﹄
に
も
記
述
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
梅
谷
亨
化
石
標

本
は
︑
日
本
の
地
質
学
史
・
古
生
物
学
史
上
重
要
な
化
石
産
地
と
し
て
知
ら

れ
る
地
域
由
来
の
も
の
を
多
く
含
む
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
化
石
産
地
の
基
礎

的
情
報
を
知
り
得
る
環
境
が
当
時
の
中
等
教
育
課
程
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
︒　さ

ら
に
︑
本
標
本
群
中
に
み
ら
れ
た
異
常
巻
き
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
断
片
は

プ
ラ
ビ
ト
セ
ラ
ス
で
あ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
︒
こ
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
は
矢

部
長
克
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
た
︑
日
本
の
み
で
産
出
す
る
種
で
あ
り
︑
梅
谷

が
収
集
し
た
時
点
で
は
和
泉
層
群
（
上
部
白
亜
系
）
分
布
域
以
外
か
ら
の
産
出

例
は
な
か
っ
た
︒
し
か
も
本
標
本
に
記
さ
れ
た
産
地
で
あ
る
兵
庫
県
南
あ
わ

じ
市
湊
が
初
出
の
地
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
本
種
が
記
載
さ
れ
た
一
九
〇
二
年

（
明
治
三
十
五
）
と
︑
本
標
本
群
に
記
録
さ
れ
て
い
る
一
九
〇
五
年
（
明
治

三
十
八
）
が
︑
僅
か
三
年
し
か
違
わ
な
い
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
︒
中
等
教

育
課
程
に
あ
っ
た
梅
谷
亨
が
単
独
で
こ
の
よ
う
な
古
生
物
学
の
最
新
情
報
を

得
て
採
集
を
行
っ
た
と
は
考
え
難
く
︑
教
員
や
地
元
の
有
識
者
な
ど
か
ら
情

報
を
得
て
採
集
を
行
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
旧
制
中
学
校
関
係

者
を
含
む
︑
当
時
の
民
間
の
知
識
人
が
︑
最
先
端
の
化
石
産
地
情
報
を
も
知

り
得
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　以
上
を
ま
と
め
れ
ば
︑
採
集
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
梅
谷
亨
は
︑
古
生

物
学
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
興
味
と
関
心
と
熱
意
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
︑
近
代
古
生
物
学
の
専
門
的
な
知
識
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
︑
さ

ら
に
最
新
の
情
報
に
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
恵
ま
れ
た
条
件
の
も
と
で
活
動
し

て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒
ま
た
専
門
の
研
究
者
で
は
な
い
︑
一
介
の
旧
制
中

学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
梅
谷
亨
が
︑
現
在
の
よ
う
に
普
及
書
が
流
通
し
て
い

な
い
当
時
の
日
本
に
お
い
て
︑
古
生
物
学
の
最
先
端
と
も
い
え
る
情
報
を
知

り
得
て
い
た
こ
と
は
︑
当
時
の
民
間
人
が
近
代
古
生
物
学
上
著
名
な
産
地
を

知
り
得
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
︒
さ
ら
に
民

間
人
の
蒐
集
し
た
地
質
資
料
を
紐
解
く
こ
と
で
︑
当
時
の
日
本
の
民
間
の
知

識
レ
ベ
ル
を
窺
い
知
れ
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
︒
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（
図
3
ⅰ
b
）︒
こ
れ
は
︑
本
標
本

群
が
こ
の
前
後
の
時
期
に
収
集
さ

れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
こ

の
と
き
︑
蒐
集
者
と
考
え
ら
れ
る

梅
谷
亨
は
十
八
な
い
し
十
九
歳
で

あ
り
︑
旧
制
兵
庫
県
立
洲
本
中
学

校
（
現
在
の
兵
庫
県
立
洲
本
高
等
学

校
︑
兵
庫
県
洲
本
市
）
在
籍
中
と

推
察
さ
れ
る
︒
旧
制
中
学
校
は
︑

学
校
教
育
法
が
施
行
さ
れ
る
前
の

日
本
で
︑
男
子
に
対
し
て
中
等
教

育
を
行
っ
て
い
た
学
校
で
あ
り
︑

現
在
の
高
等
学
校
に
相
当
す
る
︒

学
生
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

兵
庫
県
か
ら
岐
阜
県
に
ま
で
採
集

の
足
を
延
ば
し
て
い
た
こ
と
は
︑

当
時
の
交
通
事
情
を
考
慮
す
る
と
︑

地
学
へ
の
熱
心
さ
の
程
が
う
か
が

え
る
︒

　ま
た
カ
ガ
ミ
ガ
イ
亜
科
の
一
種

が
産
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
岐
阜

1

a

2

34

5

図 6　梅谷亨化石標本群の採集地
（a： 旧制兵庫県立洲本中学校の所在地、1： カガミガイ亜科化石の採集地、2： エゾタマキガイ化石の採集地、3： シラ
トリガイ属化石の採集地、4： アンモナイト類化石の採集地、5： 被子植物化石の採集地）
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県
下
に
お
い
て
は
︑
現
瑞
浪
市
域
の
化
石
産
地
を
石
亭
や
平
賀
源
内
が
調
査

し
た
記
録
が
残
っ
て
お
り
︑
近
代
古
生
物
学
導
入
後
は
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
の
弟

子
で
も
あ
る
伊
藤
圭
介
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
著
名
な
地
で
あ
る
︒
エ
ゾ
タ

マ
キ
ガ
イ
が
産
出
し
た
東
京
都
北
区
に
つ
い
て
は
︑
同
一
産
地
名
の
も
の
が

大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
旧
制
大
阪
高
等
学
校
標
本

の
中
に
も
複
数
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
明
治
期
に
は
こ
の
周
辺
地
域
が
関

係
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
︑
か
つ
活
発
に
採
集
が
行
わ
れ
て
い
た
化
石
産
地
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
シ
ラ
ト
リ
ガ
イ
属
？
の
一
種
が
採
集
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
三
重
県
津
市
美
里
町
は
︑
県
の
天
然
記
念
物
に
も
指
定
さ
れ
て
い

る
貝
石
山
が
存
在
し
︑
古
く
は
江
戸
時
代
か
ら
化
石
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
︑

木
内
石
亭
著
﹃
雲
根
誌
﹄
に
も
記
述
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
梅
谷
亨
化
石
標

本
は
︑
日
本
の
地
質
学
史
・
古
生
物
学
史
上
重
要
な
化
石
産
地
と
し
て
知
ら

れ
る
地
域
由
来
の
も
の
を
多
く
含
む
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
化
石
産
地
の
基
礎

的
情
報
を
知
り
得
る
環
境
が
当
時
の
中
等
教
育
課
程
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
︒　さ

ら
に
︑
本
標
本
群
中
に
み
ら
れ
た
異
常
巻
き
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
断
片
は

プ
ラ
ビ
ト
セ
ラ
ス
で
あ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
︒
こ
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
は
矢

部
長
克
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
た
︑
日
本
の
み
で
産
出
す
る
種
で
あ
り
︑
梅
谷

が
収
集
し
た
時
点
で
は
和
泉
層
群
（
上
部
白
亜
系
）
分
布
域
以
外
か
ら
の
産
出

例
は
な
か
っ
た
︒
し
か
も
本
標
本
に
記
さ
れ
た
産
地
で
あ
る
兵
庫
県
南
あ
わ

じ
市
湊
が
初
出
の
地
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
本
種
が
記
載
さ
れ
た
一
九
〇
二
年

（
明
治
三
十
五
）
と
︑
本
標
本
群
に
記
録
さ
れ
て
い
る
一
九
〇
五
年
（
明
治

三
十
八
）
が
︑
僅
か
三
年
し
か
違
わ
な
い
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
︒
中
等
教

育
課
程
に
あ
っ
た
梅
谷
亨
が
単
独
で
こ
の
よ
う
な
古
生
物
学
の
最
新
情
報
を

得
て
採
集
を
行
っ
た
と
は
考
え
難
く
︑
教
員
や
地
元
の
有
識
者
な
ど
か
ら
情

報
を
得
て
採
集
を
行
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
旧
制
中
学
校
関
係

者
を
含
む
︑
当
時
の
民
間
の
知
識
人
が
︑
最
先
端
の
化
石
産
地
情
報
を
も
知

り
得
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　以
上
を
ま
と
め
れ
ば
︑
採
集
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
梅
谷
亨
は
︑
古
生

物
学
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
興
味
と
関
心
と
熱
意
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
︑
近
代
古
生
物
学
の
専
門
的
な
知
識
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
︑
さ

ら
に
最
新
の
情
報
に
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
恵
ま
れ
た
条
件
の
も
と
で
活
動
し

て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒
ま
た
専
門
の
研
究
者
で
は
な
い
︑
一
介
の
旧
制
中

学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
梅
谷
亨
が
︑
現
在
の
よ
う
に
普
及
書
が
流
通
し
て
い

な
い
当
時
の
日
本
に
お
い
て
︑
古
生
物
学
の
最
先
端
と
も
い
え
る
情
報
を
知

り
得
て
い
た
こ
と
は
︑
当
時
の
民
間
人
が
近
代
古
生
物
学
上
著
名
な
産
地
を

知
り
得
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
︒
さ
ら
に
民

間
人
の
蒐
集
し
た
地
質
資
料
を
紐
解
く
こ
と
で
︑
当
時
の
日
本
の
民
間
の
知

識
レ
ベ
ル
を
窺
い
知
れ
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
︒
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Reports Tohoku Im
perial U

niversity Sendai, 2nd series (G
eology), vol. 4, no. 1, 1915, 

pp. 13

︱24, 4 pl.

（
8
）  

速
水
格
・
前
田
晴
良
﹁
日
本
産
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
研
究
︱
︱
横
山
又
次
郎
・
神
保

小
虎
・
矢
部
長
克
ら
に
よ
る
黎
明
期
の
研
究
業
績
﹂（
東
京
大
学
総
合
研
究
資
料
館
展

示
解
説
）
一
九
八
三
年
︑
七
五
～
八
七
頁
︒

（
9
）  

矢
島
道
子
﹃
化
石
の
記
憶
︱
︱
古
生
物
学
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
﹄
東
京
大
学
出

版
会
︑
東
京
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
10
）  

福
田
舞
子
﹃
梅
谷
家
関
係
資
料
の
紹
介
︱
︱
適
塾
生
梅
谷
佐
門
の
大
坂
に
お
け
る

医
学
修
行
を
中
心
に
﹂﹃
適
塾
﹄
no. 

46
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
三
七
～
一
四
七
頁
︒

（
11
）  

糸
魚
川
淳
二
﹁
瑞
浪
層
群
の
地
質
﹂﹃
瑞
浪
市
化
石
博
研
﹄
vol. 

1
︑
一
九
七
四
年
︑

九
～
一
二
頁
︒
糸
魚
川
淳
二
﹁
瑞
浪
層
群
の
地
質
﹂﹃
瑞
浪
市
化
石
博
物
館
専
報
﹄
vol. 

1
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
～
五
〇
頁
︒

（
12
）  

横
江
︑
二
〇
一
〇
年
︒

（
13
）  

杉
沢
学
・
福
山
薫
・
津
村
善
博
・
清
水
善
吉
・
本
田
裕
﹁
津
市
近
郊
の
自
然
と
化
石
﹂

東
海
化
石
研
究
会
編
﹃
東
海
の
自
然
を
た
ず
ね
て
﹄
築
地
書
館
︑
東
京
︑
一
九
九
七
年
︑

一
二
四
～
一
三
〇
頁
︒

（
14
）  

日
本
地
質
学
会
編
﹃
日
本
地
方
地
質
誌
3

　関
東
地
方
﹄
朝
倉
書
店
︑
東
京
︑

二
〇
〇
八
年
︒
日
本
の
地
質
﹁
関
東
地
方
﹂
編
集
委
員
会
編
﹃
関
東
地
方
﹄
共
立
出
版
︑

東
京
︑
一
九
八
六
年
︒

（
15
）  

M
orozum

i Yoshiro. “Late C
retaceous (C

am
panian and M

aastrichtian) A
m

m
onites 

from
 A

w
aji Island, Southw

est Japan.” B
ulletin of the O

saka M
useum

 of N
atural 

H
istory, no. 39, 1985, pp. 1

︱58, pls. 1

︱18.

謝
辞　本

稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
地
学
資
料
の
寄
贈
者
で
あ
る
梅
谷
進
氏
の
協
力
を
得
た
︒

ま
た
︑
二
名
の
匿
名
査
読
者
か
ら
は
示
唆
に
富
む
ご
意
見
や
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
︒
こ

こ
に
記
し
て
︑
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
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結
論

　本
研
究
は
︑
大
阪
大
学
適
塾
記
念
セ
ン
タ
ー
蔵
梅
谷
亨
化
石
標
本
群
に
つ

い
て
︑
古
生
物
学
的
な
専
門
知
識
に
基
づ
い
た
︑
比
較
形
態
学
的
な
化
石
種

の
同
定
と
化
石
産
出
地
の
特
定
と
あ
わ
せ
て
︑
古
生
物
学
の
歴
史
資
料
を
検

索
す
る
史
学
的
検
討
を
加
味
し
た
検
証
を
行
う
こ
と
で
︑
日
本
の
近
代
地
質

学
黎
明
期
に
お
け
る
地
質
学
・
古
生
物
学
の
実
態
の
解
明
な
ら
び
に
民
間
へ

の
浸
透
の
度
合
い
を
測
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
︒

　そ
の
結
果
︑
職
業
研
究
者
で
は
な
い
︑
当
時
の
旧
制
中
学
校
の
生
徒
で

あ
っ
た
梅
谷
亨
が
地
質
学
・
古
生
物
学
的
な
基
礎
知
識
だ
け
で
な
く
︑
当
時

の
古
生
物
学
の
最
先
端
情
報
を
も
知
り
得
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
こ
れ

は
︑
明
治
期
に
お
け
る
日
本
の
近
代
地
質
学
・
古
生
物
学
黎
明
期
に
お
い
て
︑

こ
の
分
野
に
対
す
る
関
心
や
興
味
が
広
く
民
間
に
も
普
及
し
て
い
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　さ
ら
に
︑
化
石
標
本
を
は
じ
め
と
す
る
地
質
学
・
古
生
物
学
的
資
料
は
︑

耐
久
性
が
他
の
歴
史
資
料
と
比
べ
て
極
め
て
高
く
︑
史
学
的
考
察
が
後
世
で

も
比
較
的
容
易
な
資
料
で
あ
り
︑
当
時
の
研
究
対
象
を
直
接
再
検
討
す
る
こ

と
が
で
き
る
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
り
得
る
︒

　今
後
︑
江
戸
期
の
﹁
奇
石
﹂
資
料
も
含
め
た
︑
地
質
学
・
古
生
物
学
分
野

の
研
究
史
に
お
け
る
博
物
学
的
資
料
を
紐
解
く
こ
と
が
︑
当
時
の
研
究
観
の

詳
細
や
思
想
を
含
め
た
研
究
を
推
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る
︑
ひ
と
つ
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重
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ツ
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ル
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な
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こ
と
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期
待
さ
れ
る
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九
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一
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3
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〇
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委
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方
﹄
共
立
出
版
︑

東
京
︑
一
九
八
六
年
︒

（
15
）  

M
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i Yoshiro. “Late C
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m

m
onites 

from
 A

w
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H
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稿
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作
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っ
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地
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資
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贈
者
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あ
る
梅
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進
氏
の
協
力
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得
た
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ま
た
︑
二
名
の
匿
名
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読
者
か
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申
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上
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ま
す
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は
じ
め
に

　北
村
謙
次
郎
（
一
九
〇
四
～
八
二
）
は
満
洲
国
で
活
躍
し
た
作
家
で
あ
る
︒

彼
は
東
京
に
生
ま
れ
︑
八
歳
の
時
に
家
族
と
と
も
に
満
洲
の
大
連
に
渡
っ
た
︒

十
年
間
の
植
民
地
生
活
を
送
っ
た
後
︑
東
京
に
戻
り
︑
文
学
活
動
を
開
始
し

た
︒
個
人
誌
﹃
文
芸
プ
ラ
ニ
ン
グ
﹄
の
創
刊
を
皮
切
り
に
︑﹃
作
品
﹄﹃
青
い

花
﹄
な
ど
多
く
の
雑
誌
に
も
寄
稿
し
た
︒

　一
時
期
（
一
九
三
四
～
三
五
）︑
大
連
に
戻
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
︑
再
び
東

京
に
住
み
︑
保
田
與
重
郎
（
一
九
一
〇
～
八
一
）
や
亀
井
勝
一
郎
（
一
九
〇
七

～
六
六
）
ら
の
雑
誌
﹃
日
本
浪
曼
派
﹄
の
同
人
と
し
て
文
壇
か
ら
注
目
さ
れ
た
︒

　一
九
三
七
年
︑
北
村
は
満
洲
国
首
都
の
新
京
（
現
在
の
長
春
）
に
渡
り
︑
雑

誌
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
を
創
刊
し
︑
長
篇
小
説
﹃
春
聯
﹄
な
ど
を
執
筆
し
て
︑
満

洲
国
で
た
だ
一
人
の
職
業
作
家
と
な
っ
た
︒
戦
後
︑
児
童
文
学
で
生
計
を
立

て
な
が
ら
︑
随
筆
集
﹃
北
辺
慕
情
記
﹄
な
ど
満
洲
に
関
す
る
多
く
の
作
品
を

書
き
残
し
た
︒

　北
村
の
文
学
活
動
・
作
品
は
︑
戦
時
の
日
本
知
識
人
の
心
像
を
反
映
す
る

と
同
時
に
︑
満
洲
の
日
本
語
文
学
お
よ
び
満
洲
国
の
文
化
状
況
を
表
す
も
の

と
し
て
︑
史
料
的
価
値
も
大
き
い
︒
し
か
し
︑
現
在
︑
管
見
の
限
り
で
は
北

村
謙
次
郎
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
筆
者
の
﹁
満
洲
国
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎

の
創
作
︱
︱
﹁
春
聯
﹂
を
中
心
に（

1
）

﹂
と
﹁
雑
誌
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
お
け
る
北

村
謙
次
郎
の
文
学
理
念（

2
）

﹂
の
二
篇
し
か
な
い
︒

　こ
こ
で
は
︑
北
村
の
満
洲
時
代
の
短
篇
連
作
小
説
﹃
或
る
環
境
﹄
を
取
り

上
げ
︑
こ
の
小
説
の
構
成
内
容
︑
お
よ
び
そ
の
社
会
的
背
景
を
示
す
歴
史
的

北
村
謙
次
郎
の
小
説
シ
リ
ー
ズ
『
或
る
環
境
』と
そ
の
社
会
的
背
景

―
―
一
九
一
〇
～
二
〇
年
代
の
大
連
―
―

韓

　玲
玲

研
究
資
料
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え
︑﹁
序
章
﹂
と
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹁
餓
鬼
﹂﹁
色
鳥
﹂﹁
十
六
号

の
娘
﹂
を
も
収
録
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
五
作
は
︑
作

品
の
内
容
と
人
物
の
構
成
か
ら
見
れ
ば
︑
明
ら
か
に
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー

ズ
の
一
部
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
十
二
作
を
ま

と
め
て
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
全
構
成
と
見
な
し
た
い
︒
そ
し
て
︑
そ

の
全
構
成
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
当
時
の
﹁
環
境
﹂
の
内
実
が
見
え
て
く
る
︒

附
表
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

　﹁序
章
﹂
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
は
︑
主
人
公
﹁
忠
一
﹂
の
﹁
現

在
﹂
を
描
い
て
い
る
が
︑
こ
の
間
に
挟
ま
れ
る
﹁
天
守
﹂
か
ら
﹁
舞
台
﹂
ま

で
の
十
篇
が
主
人
公
の
少
年
時
代
を
扱
い
︑
主
人
公
の
﹁
回
想
﹂
と
い
う
形

式
が
と
ら
れ
る
︒
こ
れ
か
ら
は
︑
作
中
人
物
の
成
長
過
程
に
沿
っ
て
︑
各
章

を
順
に
並
べ
︑
人
物
の
回
想
内
容
と
当
時
の
社
会
的
背
景
を
照
合
し
な
が
ら
︑

作
中
で
描
か
れ
た
﹁
環
境
﹂
の
客
観
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
二

　「序
章
」
に
お
け
る
日
中
作
家
「
座
談
会
」

　﹁序
章
﹂
は
︑
満
洲
に
住
む
日
本
人
作
家
と
中
国
人
作
家
を
集
め
て
催
さ
れ

る
座
談
会
に
対
す
る
︑
作
家
忠
一
の
期
待
感
か
ら
筆
が
起
こ
さ
れ
る
︒
忠
一

は
体
調
を
崩
し
て
い
た
こ
と
か
ら
物
事
に
対
す
る
態
度
が
消
極
的
で
あ
る
が
︑

中
国
人
作
家
と
の
交
流
に
は
異
常
な
ほ
ど
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
︒
し
か
し
︑

よ
う
や
く
開
か
れ
た
座
談
会
で
は
︑
日
本
人
作
家
た
ち
の
積
極
的
な
発
言
ぶ

り
に
対
し
て
︑
中
国
人
作
家
た
ち
は
建
前
で
し
か
応
じ
て
い
な
い
︒
そ
の
た

め
︑
忠
一
の
期
待
は
失
望
に
変
わ
り
︑
再
び
退
嬰
的
な
状
態
に
戻
っ
た
︒
そ

し
て
︑
彼
は
︑
周
辺
に
溢
れ
て
い
る
﹁
民
族
﹂
や
﹁
国
家
﹂
な
ど
の
言
葉
に

縛
ら
れ
る
苦
し
み
か
ら
︑﹁
自
分
た
ち
と
違
つ
た
環
境
に
育
つ
人
た
ち
へ
の
︑

大
小
と
定
ま
ら
ぬ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨
が
湧（

4
）

﹂
き
︑
満
洲
で
過
ご
し
た
少
年

時
代
の
﹁
環
境
﹂
に
思
い
を
馳
せ
る
︒

附表　『或る環境』シリーズの各作の初出

初出題名 初出日付 初出出所 再録日付 備考

天守 1939.2 『満洲行政』 1939.7.23 『或る環境』の一部として、『満洲浪曼』第三輯に再録

餓鬼 1939.5 『満洲行政』 1939.7.23 『或る環境』の一部として、『満洲浪曼』第三輯に再録

鼎座 1939.6 『新天地』 1939.7.23
「序章」と改題され、『或
る環境』の一部として、『満
洲浪曼』第三輯に再録

早春 1939.10 『満洲行政』 1939.12.12
『或る環境』の「続篇」と
して、「青果」とともに『満
洲浪曼』第四輯に再録

青果 1939.12 『満洲浪曼』 1940.1 「青果と色鳥」として『満
蒙』に再録

色鳥 1940.1 『満蒙』 ― 「青果と色鳥」として『満
蒙』に掲載

博物教室 1940.4 『満洲行政』 ― ―

塔影 1940.6 『満洲行政』 ― ―

十六号の娘 1940.7 『新天地』 ― ―

つひの栖 1940.8 『文藝』 ― エピローグの性質

垣の外 1940.9 『満洲行政』 ― ―

舞台 1941.1 『満洲行政』 ― ―
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文
献
を
紹
介
し
て
︑
作
中
人
物
が
異
民
族
に
抱
い
た
態
度
に
触
れ
て
み
た
い
︒

　
一

　シ
リ
ー
ズ
の
構
成

　小
説
シ
リ
ー
ズ
﹃
或
る
環
境
﹄
は
後
述
の
十
二
篇
の
短
篇
か
ら
な
る
連
作

で
あ
る
︒
全
体
は
北
村
謙
次
郎
の
他
の
中
・
長
篇
小
説
に
も
見
ら
れ
る
回
想

風
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
︒
同
じ
体
裁
で
執
筆
さ
れ
た
の
は
︑
長
篇
小
説

﹃
春
聯
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
四
二
年
三
月
）
と
中
篇
小
説
﹁
浪
曼
の
頃
﹂（﹃
索
通

信
﹄
十
五
～
十
七
号
︑
二
〇
一
三
～
一
四
年
︑
初
発
表
）
で
あ
る
︒

　﹃或
る
環
境
﹄
の
各
章
の
発
表
時
期
は
前
後
す
る
た
め
︑
以
下
の
よ
う
に
整

理
し
て
み
る
︒
最
初
に
発
表
さ
れ
た
作
品
は
︑﹃
満
洲
行
政
﹄（
一
九
三
九
年
二

月
）
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
天
守
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
同
誌
五
月
号
に
﹁
餓
鬼
﹂

が
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
の
二
篇
は
﹃
新
天
地
﹄（
一
九
三
九
年
六
月
）
に
発
表
さ

れ
た
﹁
鼎
座
﹂（﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
再
掲
さ
れ
る
際
﹁
序
章
﹂
と
改
題
）
と
合
わ
せ

て
︑
初
め
て
﹁
或
る
環
境
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
︑
同
年
七
月
刊
行

の
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
第
三
輯
に
再
発
表
さ
れ
た
︒

　そ
の
後
︑﹁
早
春
﹂
お
よ
び
﹁
青
果
﹂
は
﹁
或
る
環
境
﹂
の
続
篇
と
し
て

﹃
満
洲
浪
曼
﹄
第
四
輯
（
一
九
三
九
年
十
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
︒
そ
の
う
ち
︑

﹁
早
春
﹂
は
す
で
に
﹃
満
洲
行
政
﹄（
一
九
三
九
年
十
月
号
）
に
発
表
さ
れ
て
い

た
︒﹁
青
果
﹂
は
﹁
色
鳥
﹂
と
一
緒
に
﹃
満
蒙
﹄（
一
九
四
〇
年
一
月
）
に
も
再

録
さ
れ
た
︒
こ
の
﹁
続
篇
﹂
は
︑﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
最
後
の
作
品

と
な
る
︒

　﹃満
洲
浪
曼
﹄
の
終
刊
後
︑
北
村
は
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
発
表
の
舞

台
を
﹃
満
蒙
﹄
と
﹃
満
洲
行
政
﹄
に
移
し
た
︒
と
り
わ
け
﹃
満
蒙
﹄（
一
九
四
〇

年
一
月
号
）
に
掲
載
し
た
﹁
青
果
と
色
鳥
﹂
は
︑
物
語
の
構
成
上
︑﹃
満
洲
浪

曼
﹄
第
三
輯
の
﹁
序
章
﹂
に
呼
応
し
て
い
る
︒
作
者
は
さ
ら
に
同
シ
リ
ー
ズ

の
続
き
と
し
て
︑﹁
博
物
教
室
﹂（﹃
満
洲
行
政
﹄
一
九
四
〇
年
四
月
）︑﹁
塔
影
﹂

（
同
誌
︑
同
年
六
月
）︑﹁
十
六
号
の
娘
﹂（﹃
新
天
地
﹄
一
九
四
〇
年
七
月
）︑﹁
つ

ひ
の
栖
﹂（﹃
文
藝
﹄
一
九
四
〇
年
八
月
）
な
ど
を
次
々
と
発
表
し
︑
連
作
を
充

実
さ
せ
て
い
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
一
九
四
〇
年
八
月
の
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
は
︑

﹁
序
章
﹂
に
対
応
し
て
︑
実
質
上
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と

な
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
の
後
も
︑
北
村
は
同
じ
シ
リ
ー
ズ
に
属
す

る
﹁
垣
の
外
﹂（﹃
満
洲
行
政
﹄
一
九
四
〇
年
九
月
）
お
よ
び
﹁
舞
台
﹂（
同
︑

一
九
四
一
年
一
月
）
を
書
き
継
い
だ
︒
つ
ま
り
︑
二
年
間
に
わ
た
っ
て
発
表
さ

れ
た
十
二
篇
の
短
篇
が
﹃
或
る
環
境
﹄
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　戦
後
︑
北
村
は
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
を
再
編
成
し
︑
一
冊
の
作
品
集

を
出
そ
う
と
し
た
が
︑
未
公
刊
に
終
わ
っ
た
︒
彼
の
計
画
し
た
目
次
は
﹁
天

守
﹂﹁
早
春
﹂﹁
青
果
﹂﹁
博
物
教
室
﹂﹁
塔
影
﹂﹁
垣
の
外
﹂﹁
舞
台
﹂
と
い
う

七
作
の
み
を
含
め
て
お
り
︑
末
尾
に
は
﹁
百
四
十
枚
︑
昭
和
十
四
年
～
十
五

年
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る（

3
）

︒
そ
の
う
ち
の
﹁
舞
台
﹂
は
一
九
四
一
年
一
月
一
日

に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
執
筆
さ
れ
た
の
は
一
九
四
〇
年
の
秋
頃
と
思
わ

れ
る
︒
つ
ま
り
︑
北
村
は
﹁
舞
台
﹂
の
脱
稿
日
付
を
も
っ
て
こ
の
物
語
を
終
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え
︑﹁
序
章
﹂
と
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹁
餓
鬼
﹂﹁
色
鳥
﹂﹁
十
六
号

の
娘
﹂
を
も
収
録
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
五
作
は
︑
作

品
の
内
容
と
人
物
の
構
成
か
ら
見
れ
ば
︑
明
ら
か
に
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー

ズ
の
一
部
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
十
二
作
を
ま

と
め
て
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
全
構
成
と
見
な
し
た
い
︒
そ
し
て
︑
そ

の
全
構
成
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
当
時
の
﹁
環
境
﹂
の
内
実
が
見
え
て
く
る
︒

附
表
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

　﹁序
章
﹂
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
は
︑
主
人
公
﹁
忠
一
﹂
の
﹁
現

在
﹂
を
描
い
て
い
る
が
︑
こ
の
間
に
挟
ま
れ
る
﹁
天
守
﹂
か
ら
﹁
舞
台
﹂
ま

で
の
十
篇
が
主
人
公
の
少
年
時
代
を
扱
い
︑
主
人
公
の
﹁
回
想
﹂
と
い
う
形

式
が
と
ら
れ
る
︒
こ
れ
か
ら
は
︑
作
中
人
物
の
成
長
過
程
に
沿
っ
て
︑
各
章

を
順
に
並
べ
︑
人
物
の
回
想
内
容
と
当
時
の
社
会
的
背
景
を
照
合
し
な
が
ら
︑

作
中
で
描
か
れ
た
﹁
環
境
﹂
の
客
観
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
二

　「序
章
」
に
お
け
る
日
中
作
家
「
座
談
会
」

　﹁序
章
﹂
は
︑
満
洲
に
住
む
日
本
人
作
家
と
中
国
人
作
家
を
集
め
て
催
さ
れ

る
座
談
会
に
対
す
る
︑
作
家
忠
一
の
期
待
感
か
ら
筆
が
起
こ
さ
れ
る
︒
忠
一

は
体
調
を
崩
し
て
い
た
こ
と
か
ら
物
事
に
対
す
る
態
度
が
消
極
的
で
あ
る
が
︑

中
国
人
作
家
と
の
交
流
に
は
異
常
な
ほ
ど
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
︒
し
か
し
︑

よ
う
や
く
開
か
れ
た
座
談
会
で
は
︑
日
本
人
作
家
た
ち
の
積
極
的
な
発
言
ぶ

り
に
対
し
て
︑
中
国
人
作
家
た
ち
は
建
前
で
し
か
応
じ
て
い
な
い
︒
そ
の
た

め
︑
忠
一
の
期
待
は
失
望
に
変
わ
り
︑
再
び
退
嬰
的
な
状
態
に
戻
っ
た
︒
そ

し
て
︑
彼
は
︑
周
辺
に
溢
れ
て
い
る
﹁
民
族
﹂
や
﹁
国
家
﹂
な
ど
の
言
葉
に

縛
ら
れ
る
苦
し
み
か
ら
︑﹁
自
分
た
ち
と
違
つ
た
環
境
に
育
つ
人
た
ち
へ
の
︑

大
小
と
定
ま
ら
ぬ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨
が
湧（

4
）

﹂
き
︑
満
洲
で
過
ご
し
た
少
年

時
代
の
﹁
環
境
﹂
に
思
い
を
馳
せ
る
︒

附表　『或る環境』シリーズの各作の初出

初出題名 初出日付 初出出所 再録日付 備考

天守 1939.2 『満洲行政』 1939.7.23 『或る環境』の一部として、『満洲浪曼』第三輯に再録

餓鬼 1939.5 『満洲行政』 1939.7.23 『或る環境』の一部として、『満洲浪曼』第三輯に再録

鼎座 1939.6 『新天地』 1939.7.23
「序章」と改題され、『或
る環境』の一部として、『満
洲浪曼』第三輯に再録

早春 1939.10 『満洲行政』 1939.12.12
『或る環境』の「続篇」と
して、「青果」とともに『満
洲浪曼』第四輯に再録

青果 1939.12 『満洲浪曼』 1940.1 「青果と色鳥」として『満
蒙』に再録

色鳥 1940.1 『満蒙』 ― 「青果と色鳥」として『満
蒙』に掲載

博物教室 1940.4 『満洲行政』 ― ―

塔影 1940.6 『満洲行政』 ― ―

十六号の娘 1940.7 『新天地』 ― ―

つひの栖 1940.8 『文藝』 ― エピローグの性質

垣の外 1940.9 『満洲行政』 ― ―

舞台 1941.1 『満洲行政』 ― ―
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来
て
阿
片
を
吸
つ
た
︒﹇
中
略
﹈
彼
ら
は
毛
布
の
上
に
横
臥
し
︑
笛
の
や
ふ
な

煙
管
を
ひ
ね
く
り
な
が
ら
︑
片
手
に
持
つ
た
細
い
ピ
ン
の
先
に
丸
め
た
阿
片

の
小
塊
を
つ
け
︑
何
度
も
何
度
も
豆
ラ
ン
プ
の
焔
に
か
ざ
し
て
柔
げ
て
か
ら
︑

馴
れ
た
手
つ
き
で
煙
管
の
火
口
に
詰
め
る（

11
）

﹂
と
︑
子
ど
も
の
忠
一
の
目
に
映

る
︒
と
り
わ
け
︑
阿
片
事
務
所
の
銀
の
出
納
に
つ
い
て
は
︑﹁
そ
れ
ら
の
銀
貨

は
一
枚
づ
つ
重
ね
て
包
装
し
︑
一
本
の
長
い
棒
に
し
て
何
本
も
何
本
も
積
み

上
げ
ら
れ
る
と
︑
事
務
所
の
人
た
ち
が
二
人
も
三
人
も
で
近
所
の
銀
行
へ
運

ん
で
行
つ
た（

12
）

﹂
と
描
く
︒
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
描
写
は
︑
日
本
人
の
満
洲
で

の
阿
片
製
造
を
よ
り
具
体
的
に
例
証
し
て
お
り
︑
当
時
の
満
洲
で
創
作
さ
れ

た
小
説
の
中
で
は
極
め
て
め
ず
ら
し
い
も
の
だ
ろ
う
︒

　こ
の
阿
片
事
務
所
に
つ
い
て
は
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史
﹄
に
詳
し
い
記

録
が
あ
る
︒
同
書
に
は
︑﹁
明
治
三
十
九
年
十
月
州
内
居
住
の
一
支
那
人
に
阿

片
の
輸
入
製
造
販
売
を
特
許
し
た
が
︑
翌
四
十
年
日
本
人
一
名
と
の
共
同
事

業
と
し
て
改
め
て
特
許
を
与
へ
た
︒
此
の
販
売
人
は
当
初
台
湾
総
督
府
専
売

局
と
特
約
し
て
同
局
製
造
の
煙
膏
を
輸
入
販
売
す
る
計
画
を
試
み
た（

13
）

﹂
と
あ

る
︒
松
原
一
枝
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹃
大
連
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
夜（

14
）

﹄
に
よ

る
と
︑
そ
の
﹁
日
本
人
一
名
﹂
は
石
本
鏆
太
郎
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
或
る

環
境
﹄
の
﹁
阿
片
総
局
泰
永
公
司
の
橋
口
﹂
の
モ
デ
ル
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

　石
本
鏆
太
郎
（
一
八
六
四
～
三
三
）
は
高
知
県
の
生
ま
れ
︒
幼
い
頃
か
ら
軍

隊
に
憧
れ
た
が
︑
視
力
に
問
題
が
あ
り
軍
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

そ
の
後
︑
陸
軍
通
訳
と
し
て
日
清
戦
争
︑
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
︒
日
本
が

台
湾
を
占
領
し
た
折
︑
彼
は
台
湾
の
阿
片
専
売
局
に
通
訳
と
し
て
勤
め
︑
阿

片
製
造
が
多
大
な
利
潤
を
生
む
こ
と
を
知
っ
た
︒
一
九
〇
六
年
︑
石
本
は
阿

片
総
局
の
設
立
に
つ
い
て
関
東
都
督
の
大
島
義
昌
に
提
言
し
た
︒
そ
の
後
︑

彼
は
阿
片
製
造
専
売
特
許
を
取
得
し
︑
莫
大
な
利
益
を
手
に
入
れ
た
︒
そ
れ

を
資
本
と
し
て
商
社
・
銀
行
・
学
校
・
新
聞
社
な
ど
の
事
業
を
展
開
し
︑
関

東
州
屈
指
の
実
業
家
と
な
っ
た（

15
）

︒

　石
本
が
阿
片
経
営
で
得
た
収
益
金
は
︑
中
央
公
園
・
図
書
館
・
市
営
住
宅

な
ど
の
公
共
施
設
に
使
わ
れ
︑
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
﹁
旅
大
道
路
﹂
が
注

目
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
旅
順
と
大
連
を
結
ぶ
総
長
一
万
七
八
五
三
メ
ー
ト
ル
の

自
動
車
道
路
で
あ
り
︑
当
時
﹁
旅
大
南
道
路
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
︒
一
九
二
一

年
か
ら
着
工
し
︑
完
成
ま
で
三
年
半
︑
工
費
一
三
五
万
円
か
か
っ
た（

16
）

︒
ま
た
︑

二
回
ほ
ど
行
わ
れ
た
﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
も
︑
石
本
の
資
金
援
助
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
︒
彼
の
弟
権
四
郎（

17
）

は
第
二
次
満
蒙
独
立
運
動（

18
）

で
戦
死
し

た
︒　北

村
謙
次
郎
の
父
享
吉
は
︑
一
九
一
〇
年
頃
︑
東
京
か
ら
大
連
の
逓
信
局

へ
転
勤
し
た
後
︑
石
本
の
元
で
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
正
確
な
時
期
は
不

詳
だ
が
︑
最
初
の
勤
め
先
が
こ
の
石
本
の
阿
片
事
務
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
北

村
の
作
品
か
ら
わ
か
る
︒
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　こ
の
座
談
会
に
登
場
す
る
の
は
︑
日
本
人
作
家
︑
中
国
人
作
家
︑
両
者
間

の
調
整
役
を
務
め
る
﹁
或
る
文
化
機
関
﹂
の
三
者
で
あ
る
︒﹁
或
る
文
化
機

関
﹂
と
は
︑﹁
満
日
文
化
協
会
﹂
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
︒
同
会
は
一
九
三
三

年
十
二
月
に
設
立
さ
れ
︑
満
洲
国
に
お
け
る
様
々
な
文
化
活
動
に
関
わ
り
︑

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る（

5
）

︒
し
か
し
︑﹁
満
日
文
化
協
会
﹂
の
介
在
に
忠

一
が
﹁
懸
念
﹂
を
抱
く
の
は
︑
そ
れ
に
対
す
る
中
国
人
作
家
の
警
戒
心
を
察

し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
満
洲
国
の
中
国
文
化
人
は
︑
亡
国
の
悲
し
み
を
背
負

い
文
筆
活
動
を
中
断
す
る
か
︑
御
用
文
章
し
か
書
く
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
︒

始
終
当
局
に
監
視
さ
れ
る
た
め
︑
同
会
の
座
談
会
へ
の
出
席
も
や
む
を
得
な

い
︒
そ
れ
に
対
し
︑
忠
一
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
満
洲
在
住
の
日
本
人
は
︑

支
配
民
族
と
し
て
文
学
と
い
う
柔
軟
な
方
法
を
通
し
て
満
洲
国
の
存
在
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
︒﹁
侵
略
者
﹂
と
﹁
被
侵
略
者
﹂
と
い
う
立
場
の
違
い
に

よ
っ
て
︑
日
中
作
家
の
態
度
に
も
違
い
が
生
ま
れ
る
の
で
︑﹁
文
学
へ
の
情
熱
︑

人
間
へ
の
愛
と
信
頼（

6
）

﹂
を
通
し
て
日
中
作
家
間
の
連
帯
を
築
こ
う
と
す
る
忠

一
は
小
説
の
世
界
へ
没
頭
す
る
し
か
な
い
︒

　
三

　「天
守
」
に
お
け
る
満
洲
の
阿
片
製
造

　﹁天
守
﹂
は
︑
大
連
に
渡
航
し
た
ば
か
り
の
日
本
人
少
年
の
成
長
と
心
理
的

葛
藤
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒
阿
片
製
造
場
と
事
務
室
が
一
体
化
し
た
事
務

所
で
︑
忠
一
は
中
国
人
使
用
人
の
阿
片
吸
引
と
阿
片
の
取
引
を
観
察
し
︑
彼

ら
に
遊
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
う
ち
に
︑
親
し
み
を
覚
え
る
︒
一
方
︑
学
校
で

民
族
差
別
の
教
育
を
受
け
た
彼
は
︑
中
国
人
と
鉢
合
わ
せ
に
な
っ
た
時
︑
絶

対
に
道
を
譲
ら
な
い
︒
忠
一
に
は
﹁
彼
ら
﹇
中
国
人
﹈
に
対
す
る
親
愛
と
軽

蔑
と
の
︑
拭
ふ
べ
か
ら
ざ
る
︑
不
思
議
に
混
交
し
た
経
験
が
積
み
重
ね
ら
れ（

7
）

﹂

て
い
く
︒

　そ
の
よ
う
な
日
々
の
中
︑
天
守
閣
を
設
け
た
新
し
い
阿
片
事
務
所
が
で
き

た
︒﹁
お
城
の
そ
れ
と
同
じ
作
り
の
そ
の
櫓
は
︑
白
壁
︑
黒
瓦
屋
根
︑
そ
し
て

棟
の
両
端
に
は
金
色
に
光
る
鯱
が
と
り
つ
け
ら
れ
﹂
た
建
物
で
︑
そ
れ
は
忠

一
に
﹁
清
新
な
未
知
の
世
界
の
象
徴（

8
）

﹂
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
た
︒

年
末
に
忠
一
は
父
の
代
わ
り
に
中
国
人
の
宴
会
に
出
席
し
て
︑
不
思
議
な
微

笑
を
湛
え
た
謎
の
日
本
人
少
女
に
出
会
い
︑
彼
女
か
ら
天
守
閣
に
は
﹁
面
白

い
も
の
が
あ
る（

9
）

﹂
と
聞
く
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
天
守
閣
に
登
っ
た
忠
一
は

﹁
面
白
い
も
の
﹂
を
何
一
つ
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
少
女
の
言
っ
た
﹁
面

白
い
も
の
﹂
の
正
体
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
︒﹁
天
守
閣
﹂
に
は
二
つ

の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
一
つ
は
在
満
日
本
人
の
﹁
郷
愁
﹂
を
表
し
︑

も
う
一
つ
は
植
民
地
支
配
者
の
﹁
権
威
﹂
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

　作
中
に
は
阿
片
に
関
す
る
場
面
が
多
く
出
て
く
る
︒
た
と
え
ば
︑
阿
片
製

造
で
は
﹁
い
つ
も
辮
髪
を
頭
に
束
ね
た
于
さ
ん
が
大
鍋
に
棒
を
突
入
れ
︑
黒

く
ど
ろ
ど
ろ
す
る
阿
片
を
こ
ね
ま
は
し
て
ゐ
た（

10
）

﹂
り
︑
阿
片
を
吸
う
場
面
で

は
﹁
ア
ン
ペ
ラ
敷
き
の
炕
の
上
に
赤
い
毛
布
が
敷
か
れ
︑
窓
の
傍
に
枕
が
置

か
れ
て
あ
つ
て
︑
肥
つ
た
劉
さ
ん
と
痩
せ
た
李
さ
ん
が
︑
代
る
代
る
こ
ゝ
へ
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来
て
阿
片
を
吸
つ
た
︒﹇
中
略
﹈
彼
ら
は
毛
布
の
上
に
横
臥
し
︑
笛
の
や
ふ
な

煙
管
を
ひ
ね
く
り
な
が
ら
︑
片
手
に
持
つ
た
細
い
ピ
ン
の
先
に
丸
め
た
阿
片

の
小
塊
を
つ
け
︑
何
度
も
何
度
も
豆
ラ
ン
プ
の
焔
に
か
ざ
し
て
柔
げ
て
か
ら
︑

馴
れ
た
手
つ
き
で
煙
管
の
火
口
に
詰
め
る（

11
）

﹂
と
︑
子
ど
も
の
忠
一
の
目
に
映

る
︒
と
り
わ
け
︑
阿
片
事
務
所
の
銀
の
出
納
に
つ
い
て
は
︑﹁
そ
れ
ら
の
銀
貨

は
一
枚
づ
つ
重
ね
て
包
装
し
︑
一
本
の
長
い
棒
に
し
て
何
本
も
何
本
も
積
み

上
げ
ら
れ
る
と
︑
事
務
所
の
人
た
ち
が
二
人
も
三
人
も
で
近
所
の
銀
行
へ
運

ん
で
行
つ
た（

12
）

﹂
と
描
く
︒
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
描
写
は
︑
日
本
人
の
満
洲
で

の
阿
片
製
造
を
よ
り
具
体
的
に
例
証
し
て
お
り
︑
当
時
の
満
洲
で
創
作
さ
れ

た
小
説
の
中
で
は
極
め
て
め
ず
ら
し
い
も
の
だ
ろ
う
︒

　こ
の
阿
片
事
務
所
に
つ
い
て
は
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史
﹄
に
詳
し
い
記

録
が
あ
る
︒
同
書
に
は
︑﹁
明
治
三
十
九
年
十
月
州
内
居
住
の
一
支
那
人
に
阿

片
の
輸
入
製
造
販
売
を
特
許
し
た
が
︑
翌
四
十
年
日
本
人
一
名
と
の
共
同
事

業
と
し
て
改
め
て
特
許
を
与
へ
た
︒
此
の
販
売
人
は
当
初
台
湾
総
督
府
専
売

局
と
特
約
し
て
同
局
製
造
の
煙
膏
を
輸
入
販
売
す
る
計
画
を
試
み
た（

13
）

﹂
と
あ

る
︒
松
原
一
枝
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹃
大
連
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
夜（

14
）

﹄
に
よ

る
と
︑
そ
の
﹁
日
本
人
一
名
﹂
は
石
本
鏆
太
郎
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
或
る

環
境
﹄
の
﹁
阿
片
総
局
泰
永
公
司
の
橋
口
﹂
の
モ
デ
ル
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

　石
本
鏆
太
郎
（
一
八
六
四
～
三
三
）
は
高
知
県
の
生
ま
れ
︒
幼
い
頃
か
ら
軍

隊
に
憧
れ
た
が
︑
視
力
に
問
題
が
あ
り
軍
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

そ
の
後
︑
陸
軍
通
訳
と
し
て
日
清
戦
争
︑
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
︒
日
本
が

台
湾
を
占
領
し
た
折
︑
彼
は
台
湾
の
阿
片
専
売
局
に
通
訳
と
し
て
勤
め
︑
阿

片
製
造
が
多
大
な
利
潤
を
生
む
こ
と
を
知
っ
た
︒
一
九
〇
六
年
︑
石
本
は
阿

片
総
局
の
設
立
に
つ
い
て
関
東
都
督
の
大
島
義
昌
に
提
言
し
た
︒
そ
の
後
︑

彼
は
阿
片
製
造
専
売
特
許
を
取
得
し
︑
莫
大
な
利
益
を
手
に
入
れ
た
︒
そ
れ

を
資
本
と
し
て
商
社
・
銀
行
・
学
校
・
新
聞
社
な
ど
の
事
業
を
展
開
し
︑
関

東
州
屈
指
の
実
業
家
と
な
っ
た（

15
）

︒

　石
本
が
阿
片
経
営
で
得
た
収
益
金
は
︑
中
央
公
園
・
図
書
館
・
市
営
住
宅

な
ど
の
公
共
施
設
に
使
わ
れ
︑
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
﹁
旅
大
道
路
﹂
が
注

目
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
旅
順
と
大
連
を
結
ぶ
総
長
一
万
七
八
五
三
メ
ー
ト
ル
の

自
動
車
道
路
で
あ
り
︑
当
時
﹁
旅
大
南
道
路
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
︒
一
九
二
一

年
か
ら
着
工
し
︑
完
成
ま
で
三
年
半
︑
工
費
一
三
五
万
円
か
か
っ
た（

16
）

︒
ま
た
︑

二
回
ほ
ど
行
わ
れ
た
﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
も
︑
石
本
の
資
金
援
助
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
︒
彼
の
弟
権
四
郎（

17
）

は
第
二
次
満
蒙
独
立
運
動（

18
）

で
戦
死
し

た
︒　北

村
謙
次
郎
の
父
享
吉
は
︑
一
九
一
〇
年
頃
︑
東
京
か
ら
大
連
の
逓
信
局

へ
転
勤
し
た
後
︑
石
本
の
元
で
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
正
確
な
時
期
は
不

詳
だ
が
︑
最
初
の
勤
め
先
が
こ
の
石
本
の
阿
片
事
務
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
北

村
の
作
品
か
ら
わ
か
る
︒
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が
︑
中
国
人
は
一
九
一
二
年
に
三
名
︑
一
九
一
三
年
に
一
名
︑
一
九
二
四
年

に
二
名
と
い
う
僅
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

26
）

︒
つ
ま
り
︑
大
連
療
病
院
に

入
院
す
る
中
国
人
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
た
め
︑
忠
一
の
入
院
生
活
は
中
国

人
差
別
と
は
無
縁
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　本
篇
の
忠
一
の
置
か
れ
た
新
し
い
生
活
環
境
﹁
M
丘
﹂
は
︑﹁
松
山
台
﹂
を

モ
デ
ル
と
す
る
︒
こ
れ
は
石
本
鏆
太
郎
の
貸
下
地
と
し
て
︑
大
連
市
内
の

﹁
造
林
地
た
り
果
樹
園
た
り
一
帯
は
風
景
も
好
く
高
燥
な
る
適
良
の
住
宅
地
な

れ
ど
も
新
市
街
計
画
に
も
入
ら
ざ
る
全
く
特
別
の
土
地（

27
）

﹂
と
記
録
さ
れ
て
い

る
︒
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
石
本
の
豪
邸
は
人
々
に
﹁
松
山
御
殿
﹂
と
呼
ば
れ

る
︒
北
村
謙
次
郎
の
父
享
吉
は
当
初
︑
石
本
の
阿
片
事
務
所
で
働
き
︑
そ
の

後
︑
一
家
と
も
に
松
山
台
に
移
り
住
み
︑
石
本
の
経
営
す
る
果
樹
園
や
温
泉

事
業
に
協
力
す
る
︒
少
年
時
代
の
北
村
は
︑
そ
の
よ
う
に
石
本
と
深
く
関
わ

る
環
境
の
も
と
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
︒

　﹁早
春
﹂
に
次
ぐ
﹁
青
果
﹂
は
︑
果
樹
園
で
日
々
を
送
っ
た
忠
一
の
自
我
形

成
を
描
く
︒
父
の
雇
主
橋
口
の
事
業
が
発
展
し
た
こ
と
で
︑
忠
一
の
一
家
も

M
丘
に
家
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
︒
橋
口
は
﹁
満
蒙
独
立
運
動
の
パ
ト
ロ

ン
﹂
と
し
て
振
る
舞
い
︑
当
時
︑
日
本
や
満
洲
の
様
々
な
志
士
た
ち
が
橋
口

邸
へ
出
入
り
す
る
︒
蒙
古
伯
爵
何
某
の
扁
額
︑
掛
軸
な
ど
の
類
が
︑
橋
口
家

ば
か
り
で
な
く
︑﹁
忠
一
の
家
の
座
敷
に
さ
へ
掲
げ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た（

28
）

﹂

と
い
う
箇
所
は
︑
当
時
の
石
本
鏆
太
郎
と
北
村
家
の
生
活
ぶ
り
を
反
映
す
る
︒

　興
味
深
い
の
は
︑
本
作
に
描
か
れ
た
果
樹
園
の
小
盗
児
に
与
え
ら
れ
た

﹁
私
刑
﹂
で
あ
る
︒﹁
彼
ら
は
ま
づ
両
腕
を
後
で
く
ゝ
り
つ
け
ら
れ
︑
自
転
車

の
タ
イ
ヤ
か
水
道
の
ゴ
ム
ホ
ー
ス
の
切
れ
端
し
で
息
が
と
ま
る
ほ
ど
ひ
つ
ぱ

た
か
れ
る
︒
涙
と
洟
汁
を
い
つ
し
よ
く
た
に
し
て
泣
き
叫
ぶ
の
を
︑
昔
は
船

員
だ
つ
た
と
い
ふ
日
本
人
の
山
番
が
︑
責
檻
と
い
ふ
よ
り
憎
悪
そ
れ
自
身
の

や
う
な
眼
を
剥
い
て
叩
き
続
け（

29
）

﹂
た
り
︑﹁
彼
ら
の
辮
髪
に
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を

塗
り
つ
け（

30
）

﹂
た
り
し
た
︒

　﹁青
果
﹂
に
次
ぐ
﹁
色
鳥
﹂
は
︑
深
秋
の
山
の
谷
間
の
自
然
風
景
の
描
写
か

ら
始
ま
る
︒
忠
一
は
紅
葉
谷
を
通
り
ぬ
け
︑
松
山
寺
と
い
う
中
国
寺
に
た
ど

り
着
き
︑
そ
の
寺
や
そ
の
付
近
の
中
国
人
学
堂
の
様
子
を
観
察
す
る
︒
そ
の

後
︑
彼
は
温
泉
に
行
く
︒
温
泉
に
は
日
本
人
が
多
く
︑
忠
一
は
大
人
た
ち
に

囲
ま
れ
︑
温
か
く
迎
え
入
れ
ら
れ
る
︒
他
方
︑
中
学
校
の
入
学
試
験
に
直
面

す
る
忠
一
は
進
学
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
中
国
文
化
お
よ
び
中
国
人
に
目
を
向
け
︑

周
り
の
環
境
に
興
味
を
持
ち
始
め
る
︒﹁
松
山
寺
﹂
は
清
朝
（
一
六
三
六
～

一
九
一
二
）
の
初
期
に
創
立
さ
れ
︑
乾
隆
帝
（
一
七
三
六
～
九
九
）
と
宣
統
帝

（
一
九
〇
九
～
一
二
）
の
時
代
に
修
復
さ
れ
た
仏
寺
で
あ
る
︒﹃
大
連
市
﹄
に
よ

る
と
︑
こ
の
寺
院
の
僧
侶
は
五
十
年
前
の
四
人
か
ら
一
九
三
〇
年
現
在
の
一

人
に
ま
で
減
っ
て
い
た（

31
）

︒
寺
院
の
行
事
と
し
て
は
︑
毎
月
一
日
と
十
五
日
の

読
経
︑
四
月
十
八
日
の
天
仙
母
聖
誕
日
︑
七
月
十
三
日
の
羅
祖
聖
誕
日
な
ど

が
あ
る（

32
）

︒
こ
の
寺
は
今
で
も
巡
礼
者
が
多
い
︒

　ま
た
︑
温
泉
と
は
︑
松
山
台
に
あ
る
﹁
松
山
館
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

温
泉
は
︑
大
連
在
住
の
日
本
人
の
憩
い
の
場
で
︑
文
化
人
の
集
会
な
ど
に
も
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四

　植
民
地
の
威
光
―
―
遊
園
地
、
松
山
御
殿
、
果
樹
園
、
温
泉

　﹁餓
鬼
﹂
で
は
︑
忠
一
の
﹁
仕
様
の
な
い
悪
た
れ
小
僧
で
あ
り
餓
鬼
ら
し
い

餓
鬼
の
生
活（

19
）

﹂
ぶ
り
が
描
か
れ
る
︒
忠
一
は
阿
片
事
務
所
に
遊
び
に
通
わ
な

く
な
り
︑
中
国
人
使
用
人
に
悪
戯
を
し
た
り
︑
大
人
の
民
族
差
別
を
真
似
て
︑

﹁
植
民
地
坊
ち
や
ん
﹂
の
よ
う
に
威
張
っ
た
り
す
る
︒
公
園
に
﹁
支
那
人
入
る

べ
か
ら
ず
﹂
と
あ
る
の
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
︑
中
国
人
の
こ
と
を
﹁
無
智
﹂

で
﹁
厚
か
ま
し
い
﹂
と
思
う
︒
一
方
︑﹁
中
国
人
の
根
強
い
生
活
力
に
は
勝
て

な
い
﹂
と
い
う
母
の
言
葉
に
影
響
さ
れ
︑
民
族
差
別
へ
の
﹁
反
撥
心
﹂
も
培

わ
れ
て
い
る
︒

　こ
の
小
説
で
は
︑
大
連
市
に
住
む
日
本
人
が
中
国
人
を
差
別
す
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹁
電
車
の
内
部
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
︑
特
等
の

方
に
は
日
本
人
が
︑
並
等
の
方
に
は
支
那
人
が
乗
つ
て
ゐ
た（

20
）

﹂
と
あ
り
︑
列

を
横
切
っ
て
通
行
し
よ
う
と
す
る
中
国
人
に
平
手
打
ち
を
食
わ
せ
た
り
す
る
︒

　ま
た
︑
作
中
の
﹁
公
園
﹂
は
︑
大
連
市
伏
見
台
の
高
地
に
あ
る
﹁
電
気
遊

園
﹂
を
モ
デ
ル
と
す
る
︒
同
園
は
一
九
〇
九
年
に
南
満
洲
鉄
道
（
以
下
︑﹁
満

鉄
﹂
と
略
称
）
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
︑﹁
当
初
は
数
箇
の
塔
楼
が
聳
え
︑
施
す

電
燈
を
以
て
し
︑
夜
に
入
れ
ば
全
園
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
燦
と
し
て
昼
を

欺
く
壮
観
が
あ
﹂
り
︑
後
に
﹁
温
室
︑
花
園
︑
音
楽
堂
︑
動
物
園
︑
図
書
館
︑

メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
︑
各
種
の
運
動
設
備
が
あ
り
︑
瀟
洒
た
る
芝
生
︑
池

水
に
は
遊
魚
あ
り
︑
殊
に
園
内
の
桜
樹
は
市
内
開
花
の
魁
と
し
て
満
開
の
頃

に
は
全
山
花
を
以
て
埋
め
ら
れ
る
美
観
が
あ
る
﹂
と
描
写
さ
れ
︑﹁
児
童
の
楽

天
地
﹂
と
い
わ
れ
る（

21
）

︒
作
中
の
公
園
内
に
あ
る
︑
忠
一
が
よ
く
通
う
図
書
館

は
︑﹁
電
気
遊
園
﹂
内
に
あ
っ
た
﹁
伏
見
台
図
書
館
﹂
で
︑
満
鉄
の
経
営
に
よ

る（
22
）

︒
日
本
人
児
童
の
た
め
の
﹁
遊
園
﹂
や
﹁
図
書
館
﹂
を
遠
目
に
眺
め
る
中

国
人
児
童
の
惨
め
な
気
持
ち
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

　﹁餓
鬼
﹂
に
次
ぐ
﹁
早
春
﹂
に
は
︑
M
丘
（
松
山
台
）
に
引
っ
越
し
た
忠
一

の
生
活
が
描
か
れ
る
︒
本
篇
に
お
い
て
忠
一
の
内
面
の
成
長
と
感
情
の
複
雑

化
が
見
ら
れ
る
︒
妹
に
猩
紅
熱
を
う
つ
さ
れ
て
忠
一
も
病
気
に
な
り
︑
病
院

に
送
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
中
国
人
少
女
劉
玲
慶
に
出
会
い
︑
彼
女
が
桃
の
木
の

下
で
靴
を
脱
い
で
足
を
洗
う
光
景
が
忠
一
の
印
象
に
残
る
︒

　こ
の
小
説
に
は
︑
大
連
の
小
学
校
で
行
わ
れ
た
健
康
診
断
の
場
面
が
あ
る
︒

﹁
医
師
は
忠
一
の
細
い
腕
を
と
つ
て
脈
を
見
︑
胸
に
聴
診
器
を
当
て
︑
口
を
開

け
さ
せ
て
喉
の
奥
を
し
ら
べ
る
と
︑
眼
を
近
く
寄
せ
て
胸
や
腕
の
皮
膚
を
丹

念
に
検
査
し
た（

23
）

﹂
と
い
っ
た
様
子
で
︑
大
連
の
日
本
人
小
学
校
に
お
け
る
医

療
環
境
の
一
面
を
描
い
て
い
る
︒

　ま
た
︑
作
中
で
の
病
院
は
︑﹁
大
連
療
病
院
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
大
連
療
病

院
の
前
身
は
一
九
〇
五
年
に
大
連
軍
政
署
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
大
連
医
院

第
二
分
院
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
〇
六
年
九
月
関
東
都
督
府
の
所
轄
と
な
っ
た（

24
）

︒

当
時
の
院
長
森
脇
襄
治（

25
）

に
よ
る
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
二
七
年
ま
で
の
統
計

を
見
る
と
︑
猩
紅
熱
で
大
連
療
病
院
に
入
院
し
た
日
本
人
は
百
名
を
超
え
た
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が
︑
中
国
人
は
一
九
一
二
年
に
三
名
︑
一
九
一
三
年
に
一
名
︑
一
九
二
四
年

に
二
名
と
い
う
僅
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

26
）

︒
つ
ま
り
︑
大
連
療
病
院
に

入
院
す
る
中
国
人
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
た
め
︑
忠
一
の
入
院
生
活
は
中
国

人
差
別
と
は
無
縁
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　本
篇
の
忠
一
の
置
か
れ
た
新
し
い
生
活
環
境
﹁
M
丘
﹂
は
︑﹁
松
山
台
﹂
を

モ
デ
ル
と
す
る
︒
こ
れ
は
石
本
鏆
太
郎
の
貸
下
地
と
し
て
︑
大
連
市
内
の

﹁
造
林
地
た
り
果
樹
園
た
り
一
帯
は
風
景
も
好
く
高
燥
な
る
適
良
の
住
宅
地
な

れ
ど
も
新
市
街
計
画
に
も
入
ら
ざ
る
全
く
特
別
の
土
地（

27
）

﹂
と
記
録
さ
れ
て
い

る
︒
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
石
本
の
豪
邸
は
人
々
に
﹁
松
山
御
殿
﹂
と
呼
ば
れ

る
︒
北
村
謙
次
郎
の
父
享
吉
は
当
初
︑
石
本
の
阿
片
事
務
所
で
働
き
︑
そ
の

後
︑
一
家
と
も
に
松
山
台
に
移
り
住
み
︑
石
本
の
経
営
す
る
果
樹
園
や
温
泉

事
業
に
協
力
す
る
︒
少
年
時
代
の
北
村
は
︑
そ
の
よ
う
に
石
本
と
深
く
関
わ

る
環
境
の
も
と
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
︒

　﹁早
春
﹂
に
次
ぐ
﹁
青
果
﹂
は
︑
果
樹
園
で
日
々
を
送
っ
た
忠
一
の
自
我
形

成
を
描
く
︒
父
の
雇
主
橋
口
の
事
業
が
発
展
し
た
こ
と
で
︑
忠
一
の
一
家
も

M
丘
に
家
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
︒
橋
口
は
﹁
満
蒙
独
立
運
動
の
パ
ト
ロ

ン
﹂
と
し
て
振
る
舞
い
︑
当
時
︑
日
本
や
満
洲
の
様
々
な
志
士
た
ち
が
橋
口

邸
へ
出
入
り
す
る
︒
蒙
古
伯
爵
何
某
の
扁
額
︑
掛
軸
な
ど
の
類
が
︑
橋
口
家

ば
か
り
で
な
く
︑﹁
忠
一
の
家
の
座
敷
に
さ
へ
掲
げ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た（

28
）

﹂

と
い
う
箇
所
は
︑
当
時
の
石
本
鏆
太
郎
と
北
村
家
の
生
活
ぶ
り
を
反
映
す
る
︒

　興
味
深
い
の
は
︑
本
作
に
描
か
れ
た
果
樹
園
の
小
盗
児
に
与
え
ら
れ
た

﹁
私
刑
﹂
で
あ
る
︒﹁
彼
ら
は
ま
づ
両
腕
を
後
で
く
ゝ
り
つ
け
ら
れ
︑
自
転
車

の
タ
イ
ヤ
か
水
道
の
ゴ
ム
ホ
ー
ス
の
切
れ
端
し
で
息
が
と
ま
る
ほ
ど
ひ
つ
ぱ

た
か
れ
る
︒
涙
と
洟
汁
を
い
つ
し
よ
く
た
に
し
て
泣
き
叫
ぶ
の
を
︑
昔
は
船

員
だ
つ
た
と
い
ふ
日
本
人
の
山
番
が
︑
責
檻
と
い
ふ
よ
り
憎
悪
そ
れ
自
身
の

や
う
な
眼
を
剥
い
て
叩
き
続
け（

29
）

﹂
た
り
︑﹁
彼
ら
の
辮
髪
に
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を

塗
り
つ
け（

30
）

﹂
た
り
し
た
︒

　﹁青
果
﹂
に
次
ぐ
﹁
色
鳥
﹂
は
︑
深
秋
の
山
の
谷
間
の
自
然
風
景
の
描
写
か

ら
始
ま
る
︒
忠
一
は
紅
葉
谷
を
通
り
ぬ
け
︑
松
山
寺
と
い
う
中
国
寺
に
た
ど

り
着
き
︑
そ
の
寺
や
そ
の
付
近
の
中
国
人
学
堂
の
様
子
を
観
察
す
る
︒
そ
の

後
︑
彼
は
温
泉
に
行
く
︒
温
泉
に
は
日
本
人
が
多
く
︑
忠
一
は
大
人
た
ち
に

囲
ま
れ
︑
温
か
く
迎
え
入
れ
ら
れ
る
︒
他
方
︑
中
学
校
の
入
学
試
験
に
直
面

す
る
忠
一
は
進
学
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
中
国
文
化
お
よ
び
中
国
人
に
目
を
向
け
︑

周
り
の
環
境
に
興
味
を
持
ち
始
め
る
︒﹁
松
山
寺
﹂
は
清
朝
（
一
六
三
六
～

一
九
一
二
）
の
初
期
に
創
立
さ
れ
︑
乾
隆
帝
（
一
七
三
六
～
九
九
）
と
宣
統
帝

（
一
九
〇
九
～
一
二
）
の
時
代
に
修
復
さ
れ
た
仏
寺
で
あ
る
︒﹃
大
連
市
﹄
に
よ

る
と
︑
こ
の
寺
院
の
僧
侶
は
五
十
年
前
の
四
人
か
ら
一
九
三
〇
年
現
在
の
一

人
に
ま
で
減
っ
て
い
た（

31
）

︒
寺
院
の
行
事
と
し
て
は
︑
毎
月
一
日
と
十
五
日
の

読
経
︑
四
月
十
八
日
の
天
仙
母
聖
誕
日
︑
七
月
十
三
日
の
羅
祖
聖
誕
日
な
ど

が
あ
る（

32
）

︒
こ
の
寺
は
今
で
も
巡
礼
者
が
多
い
︒

　ま
た
︑
温
泉
と
は
︑
松
山
台
に
あ
る
﹁
松
山
館
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

温
泉
は
︑
大
連
在
住
の
日
本
人
の
憩
い
の
場
で
︑
文
化
人
の
集
会
な
ど
に
も
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の
土
産
（
手
作
り
甘
納
豆
と
グ
レ
ー
プ
ジ
ャ
ム
）
を
差
し
出
し
た
時
︑
従
兄
の

顔
に
は
忠
一
の
理
解
で
き
ぬ
郷
愁
め
い
た
表
情
が
仄
か
に
漂
っ
て
い
た
︒

　と
り
わ
け
︑
長
春
駅
で
東
清
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
す
る

場
面
で
︑
日
本
円
で
は
な
く
﹁
大
洋
銭
﹂
に
両
替
す
る
こ
と
も
︑
当
時
の
貨

幣
使
用
状
況
を
示
す
歴
史
的
証
言
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
満
洲
国
が
成

立
す
る
前
︑
満
鉄
経
営
の
鉄
道
路
線
と
附
属
地
で
は
日
本
円
が
流
通
し
て
い

た
が
︑
そ
れ
以
外
の
中
国
東
北
地
域
で
は
︑
地
方
政
権
や
金
融
機
関
が
発
行

す
る
様
々
な
貨
幣
が
流
通
し
て
い
た
︒﹁
大
洋
銭
﹂
も
そ
の
一
種
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
忠
一
は
満
鉄
終
点
の
長
春
駅
で
東
清
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
際
︑

日
本
円
を
両
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

　﹁塔
影
﹂
の
続
篇
は
﹁
十
六
号
の
娘
﹂
で
あ
り
︑
忠
一
た
ち
の
ハ
ル
ビ
ン
滞

在
を
描
く
︒
電
電
会
社
の
独
身
寮
に
泊
ま
る
忠
一
た
ち
は
︑
従
兄
の
案
内
で

ハ
ル
ビ
ン
を
観
光
す
る
︒
サ
ー
カ
ス
の
観
賞
︑﹁
ソ
フ
ィ
ス
キ
ー
寺
院
﹂
の
見

物
︑
ヨ
ッ
ト
で
ス
ン
ガ
リ
（
松
花
江
）
を
回
っ
た
り
︑
東
清
ク
ラ
ブ
で
の
食

事
な
ど
を
通
し
て
︑
ハ
ル
ビ
ン
在
住
の
ロ
シ
ア
人
と
日
本
人
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
た
︒
ロ
シ
ア
人
は
ク
ラ
ブ
で
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
し
︑
裸
踊
り
で

収
入
を
得
て
︑
零
落
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
︒
ロ
シ
ア
人
の
群
れ
か
ら
発

散
さ
れ
る
匂
い
と
笑
い
声
な
ど
か
ら
﹁
何
か
し
ら
秩
序
を
も
つ
た
一
つ
の
渦（

37
）

﹂

を
感
じ
︑
ハ
ル
ビ
ン
が
有
す
る
︑
渾
沌
と
し
な
が
ら
も
秩
序
が
あ
る
そ
の
地

に
強
い
魅
力
を
感
じ
た
︒

　一
方
︑
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
は
家
族
を
内
地
ま
た
は
﹁
南
満
﹂
に
残
し
て
︑

単
身
赴
任
し
て
い
る
︒
彼
ら
は
普
段
︑
ク
ラ
ブ
で
食
事
し
︑﹁
オ
ー
ト
バ
イ
﹂

を
練
習
し
︑
楽
器
を
学
び
︑
ロ
シ
ア
少
女
と
付
き
合
う
︒
あ
る
男
は
︑
ク
ラ

ブ
で
十
六
号
の
名
札
を
持
つ
ロ
シ
ア
少
女
と
交
際
す
る
が
︑
彼
女
に
ほ
と
ん

ど
関
心
を
払
わ
ず
︑
ハ
ル
ビ
ン
の
生
活
を
﹁
つ
ま
ら
な
い
﹂
と
言
い
︑
日
本

に
戻
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
︒
一
見
︑
多
彩
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
人
々
は
︑
実
は
誰
も
が
﹁
故
郷
に
帰
り
た
い
﹂
と
い
う
思
い
と
︑

そ
れ
が
叶
わ
ぬ
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒

　﹁垣
の
外
﹂
で
は
︑
ハ
ル
ビ
ン
か
ら
帰
っ
た
忠
一
は
︑﹁
黄
色
ル
バ
シ
カ
を

着
て
︑
襟
に
赤
い
小
さ
な
点
の
入
つ
た
黒
の
ネ
ク
タ
イ
を
垂
し
︑
飾
穴
の
幾

つ
か
あ
け
ら
れ
た
サ
ン
ダ
ル
型
の
靴
を
穿
い
た（

38
）

﹂
姿
で
通
学
し
て
︑﹁
ハ
ル
ビ

ン
か
ぶ
れ
﹂
と
噂
さ
れ
る
︒
受
験
勉
強
に
専
念
で
き
な
い
忠
一
は
︑
自
分
だ

け
が
﹁
完
全
に
垣
の
外
に
閉
め
出
さ
れ
た
﹂
と
感
じ
る
︒
彼
は
︑
学
校
を
さ

ぼ
っ
て
図
書
館
に
通
う
た
め
に
果
樹
園
の
苦
力
の
小
屋
で
時
間
を
潰
し
て
い

た
︒
そ
こ
を
父
に
発
見
さ
れ
て
︑
激
し
く
衝
突
す
る
︒
本
篇
で
は
︑
忠
一
の

中
に
蓄
積
さ
れ
た
植
民
地
制
度
に
対
す
る
不
満
が
初
め
て
爆
発
し
︑
下
層
中

国
人
に
対
す
る
同
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
彼
は
﹁
苦
力
だ
つ
て
︑
人
間
で

す
︒
立
派
な
︑
人
間
で
す（

39
）

﹂
と
叫
び
︑
父
と
喧
嘩
す
る
︒

　﹁舞
台
﹂
で
は
︑
映
画
館
﹁
キ
ネ
マ
﹂
に
通
う
忠
一
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
︒
彼
は
︑
時
に
は
洋
画
に
﹁
無
限
の
郷
愁
﹂
を
喚
び
起
こ
さ
れ
︑
時
に
は

舞
台
に
上
っ
て
遊
び
︑﹁
エ
ミ
グ
ラ
ン
ト
﹂（
白
系
ロ
シ
ア
人
）
の
音
楽
会
を
観

賞
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
刺
激
を
受
け
る
た
び
に
︑
忠
一
は
創
作
欲

176

よ
く
利
用
さ
れ
た
よ
う
だ
︒
一
九
三
〇
年
二
月
発
刊
の
﹃
満
洲
短
歌
﹄
に
富

田
充
執
筆
の
記
事
が
あ
る
︒﹁
一
月
十
九
日
午
前
十
時
か
ら
︑
松
山
台
ラ
ジ

ユ
ー
ム
温
泉
の
一
室
に
︑
み
ん
な
集
ま
つ
て
貰
ふ
こ
と
に
し
た
︒
当
日
い
ろ

い
ろ
準
備
も
あ
ら
う
と
︑
定
刻
よ
り
早
目
に
出
か
け
て
︑﹇
中
略
﹈
長
い
廊
下

を
渡
つ
て
ゆ
く
︒
冬
枯
れ
の
庭
土
に
雪
の
名
残
り
は
あ
は
れ
で
あ
る
が
︑
地

に
敷
く
光
り
は
︑
な
ん
と
い
つ
て
も
小
春
日
和
で
あ
る（

33
）

﹂
と
あ
る
︒
こ
の
時

の
歌
人
た
ち
の
集
ま
り
に
は
︑
富
田
充
の
ほ
か
︑
八
木
沼
丈
夫
︑
城
所
英
一
︑

加
藤
多
満
喜
︑
河
瀬
松
三
︑
山
口
慎
一
（
大
内
隆
雄
）︑
上
村
哲
弥
︑
三
溝
沙

美
な
ど
が
出
席
し
た
︒
な
お
同
記
事
は
︑
大
内
隆
雄
の
﹃
満
洲
文
学
二
十
年（

34
）

﹄

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

　﹁色
鳥
﹂
に
次
ぐ
﹁
博
物
教
室
﹂
は
︑
中
学
校
に
入
学
し
た
忠
一
を
描
く
︒

温
泉
で
彼
は
罐
焚
き
の
中
国
人
李
琥
声
と
親
し
く
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
李
の

姿
も
い
つ
し
か
温
泉
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
︒
あ
る
日
︑
忠
一
は
街
で
冷
麺

を
売
っ
て
い
る
李
と
再
会
し
た
︒
李
は
忠
一
に
自
家
製
の
冷
麺
を
ご
馳
走
し

よ
う
と
す
る
が
︑
忠
一
は
受
け
取
ら
ず
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
頃
の
忠

一
少
年
は
︑
下
層
階
級
の
中
国
人
の
﹁
辛
抱
強
さ
﹂
に
関
心
を
持
ち
︑
素
朴

な
生
活
に
満
足
す
る
彼
ら
の
気
質
を
発
見
す
る
︒
そ
の
後
の
数
篇
で
は
︑
忠

一
少
年
の
視
線
は
大
連
を
出
て
︑
満
洲
と
い
う
地
域
に
広
が
っ
て
い
く
︒

　
五

　大
連
を
出
る
―
―
異
民
族
へ
の
目
覚
め

　﹁塔
影
﹂
は
︑
中
学
四
年
生
の
忠
一
と
中
国
人
の
友
人
于
慶
仁
と
の
ハ
ル
ビ

ン
旅
行
を
描
く
︒
沿
線
の
駅
は
︑
昔
の
修
学
旅
行
の
訪
問
地
だ
っ
た
の
で
︑

二
人
の
思
い
出
を
誘
っ
て
尽
き
な
い
︒
奉
天
で
は
于
の
案
内
で
劉
玲
慶
（﹁
早

春
﹂
の
少
女
）
の
家
を
訪
ね
︑
長
春
で
は
列
車
の
中
で
知
り
合
っ
た
人
に
紹
介

さ
れ
た
長
春
憲
兵
隊
の
宿
舎
に
泊
ま
る
︒
さ
ら
に
ロ
シ
ア
人
と
中
国
人
の
多

い
車
中
で
一
泊
し
た
後
︑
ハ
ル
ビ
ン
に
た
ど
り
着
く
︒
忠
一
の
従
兄
の
宿
舎

で
朝
食
を
と
っ
た
後
︑
彼
ら
は
ロ
シ
ア
人
の
多
い
町
を
歩
き
︑﹁
塔
の
あ
る

町
﹂
に
来
た
喜
び
を
深
く
か
み
し
め
る
︒

　題
名
﹁
塔
影
﹂
は
﹁
玉
葱
形
の
塔
の
立
つ
ハ
ル
ビ
ン
の
街
の
風
景（

35
）

﹂
を
意

味
す
る
︒﹁
玉
葱
形
の
塔
﹂
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
ロ
シ
ア
正
教
会
の
聖
ソ

フ
ィ
ア
大
聖
堂
を
指
す
︒
こ
の
教
会
は
一
九
〇
七
年
︑
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て

創
建
さ
れ
︑
現
在
も
ハ
ル
ビ
ン
を
代
表
す
る
建
築
物
で
あ
る
︒

　本
篇
で
は
忠
一
た
ち
の
旅
先
に
お
け
る
﹁
環
境
﹂
へ
の
対
応
ぶ
り
が
よ
く

描
か
れ
る
︒
奉
天
で
は
︑
中
国
人
同
士
の
親
し
さ
に
対
し
て
忠
一
は
嫉
妬
し
︑

長
春
憲
兵
隊
の
宿
舎
で
宿
泊
し
た
時
︑
尺
八
の
音
を
聴
い
た
于
は
﹁
日
本
の

音
楽
つ
て
︑
み
ん
な
悲
し
い
や
う
な
調
子
の
も
の
な
ん
だ
ね（

36
）

﹂
と
言
う
︒
夜

行
列
車
で
二
人
は
ロ
シ
ア
人
青
年
と
交
流
し
︑
積
極
的
に
異
民
族
と
接
触
し

よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
生
ま
れ
る
︒
ハ
ル
ビ
ン
で
忠
一
が
従
兄
へ
︑
母
か
ら
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の
土
産
（
手
作
り
甘
納
豆
と
グ
レ
ー
プ
ジ
ャ
ム
）
を
差
し
出
し
た
時
︑
従
兄
の

顔
に
は
忠
一
の
理
解
で
き
ぬ
郷
愁
め
い
た
表
情
が
仄
か
に
漂
っ
て
い
た
︒

　と
り
わ
け
︑
長
春
駅
で
東
清
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
す
る

場
面
で
︑
日
本
円
で
は
な
く
﹁
大
洋
銭
﹂
に
両
替
す
る
こ
と
も
︑
当
時
の
貨

幣
使
用
状
況
を
示
す
歴
史
的
証
言
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
満
洲
国
が
成

立
す
る
前
︑
満
鉄
経
営
の
鉄
道
路
線
と
附
属
地
で
は
日
本
円
が
流
通
し
て
い

た
が
︑
そ
れ
以
外
の
中
国
東
北
地
域
で
は
︑
地
方
政
権
や
金
融
機
関
が
発
行

す
る
様
々
な
貨
幣
が
流
通
し
て
い
た
︒﹁
大
洋
銭
﹂
も
そ
の
一
種
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
忠
一
は
満
鉄
終
点
の
長
春
駅
で
東
清
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
際
︑

日
本
円
を
両
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

　﹁塔
影
﹂
の
続
篇
は
﹁
十
六
号
の
娘
﹂
で
あ
り
︑
忠
一
た
ち
の
ハ
ル
ビ
ン
滞

在
を
描
く
︒
電
電
会
社
の
独
身
寮
に
泊
ま
る
忠
一
た
ち
は
︑
従
兄
の
案
内
で

ハ
ル
ビ
ン
を
観
光
す
る
︒
サ
ー
カ
ス
の
観
賞
︑﹁
ソ
フ
ィ
ス
キ
ー
寺
院
﹂
の
見

物
︑
ヨ
ッ
ト
で
ス
ン
ガ
リ
（
松
花
江
）
を
回
っ
た
り
︑
東
清
ク
ラ
ブ
で
の
食

事
な
ど
を
通
し
て
︑
ハ
ル
ビ
ン
在
住
の
ロ
シ
ア
人
と
日
本
人
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
た
︒
ロ
シ
ア
人
は
ク
ラ
ブ
で
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
し
︑
裸
踊
り
で

収
入
を
得
て
︑
零
落
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
︒
ロ
シ
ア
人
の
群
れ
か
ら
発

散
さ
れ
る
匂
い
と
笑
い
声
な
ど
か
ら
﹁
何
か
し
ら
秩
序
を
も
つ
た
一
つ
の
渦（

37
）

﹂

を
感
じ
︑
ハ
ル
ビ
ン
が
有
す
る
︑
渾
沌
と
し
な
が
ら
も
秩
序
が
あ
る
そ
の
地

に
強
い
魅
力
を
感
じ
た
︒

　一
方
︑
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
は
家
族
を
内
地
ま
た
は
﹁
南
満
﹂
に
残
し
て
︑

単
身
赴
任
し
て
い
る
︒
彼
ら
は
普
段
︑
ク
ラ
ブ
で
食
事
し
︑﹁
オ
ー
ト
バ
イ
﹂

を
練
習
し
︑
楽
器
を
学
び
︑
ロ
シ
ア
少
女
と
付
き
合
う
︒
あ
る
男
は
︑
ク
ラ

ブ
で
十
六
号
の
名
札
を
持
つ
ロ
シ
ア
少
女
と
交
際
す
る
が
︑
彼
女
に
ほ
と
ん

ど
関
心
を
払
わ
ず
︑
ハ
ル
ビ
ン
の
生
活
を
﹁
つ
ま
ら
な
い
﹂
と
言
い
︑
日
本

に
戻
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
︒
一
見
︑
多
彩
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
人
々
は
︑
実
は
誰
も
が
﹁
故
郷
に
帰
り
た
い
﹂
と
い
う
思
い
と
︑

そ
れ
が
叶
わ
ぬ
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒

　﹁垣
の
外
﹂
で
は
︑
ハ
ル
ビ
ン
か
ら
帰
っ
た
忠
一
は
︑﹁
黄
色
ル
バ
シ
カ
を

着
て
︑
襟
に
赤
い
小
さ
な
点
の
入
つ
た
黒
の
ネ
ク
タ
イ
を
垂
し
︑
飾
穴
の
幾

つ
か
あ
け
ら
れ
た
サ
ン
ダ
ル
型
の
靴
を
穿
い
た（

38
）

﹂
姿
で
通
学
し
て
︑﹁
ハ
ル
ビ

ン
か
ぶ
れ
﹂
と
噂
さ
れ
る
︒
受
験
勉
強
に
専
念
で
き
な
い
忠
一
は
︑
自
分
だ

け
が
﹁
完
全
に
垣
の
外
に
閉
め
出
さ
れ
た
﹂
と
感
じ
る
︒
彼
は
︑
学
校
を
さ

ぼ
っ
て
図
書
館
に
通
う
た
め
に
果
樹
園
の
苦
力
の
小
屋
で
時
間
を
潰
し
て
い

た
︒
そ
こ
を
父
に
発
見
さ
れ
て
︑
激
し
く
衝
突
す
る
︒
本
篇
で
は
︑
忠
一
の

中
に
蓄
積
さ
れ
た
植
民
地
制
度
に
対
す
る
不
満
が
初
め
て
爆
発
し
︑
下
層
中

国
人
に
対
す
る
同
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
彼
は
﹁
苦
力
だ
つ
て
︑
人
間
で

す
︒
立
派
な
︑
人
間
で
す（

39
）

﹂
と
叫
び
︑
父
と
喧
嘩
す
る
︒

　﹁舞
台
﹂
で
は
︑
映
画
館
﹁
キ
ネ
マ
﹂
に
通
う
忠
一
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
︒
彼
は
︑
時
に
は
洋
画
に
﹁
無
限
の
郷
愁
﹂
を
喚
び
起
こ
さ
れ
︑
時
に
は

舞
台
に
上
っ
て
遊
び
︑﹁
エ
ミ
グ
ラ
ン
ト
﹂（
白
系
ロ
シ
ア
人
）
の
音
楽
会
を
観

賞
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
刺
激
を
受
け
る
た
び
に
︑
忠
一
は
創
作
欲
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の
同
化（

43
）

﹂
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
る
︒

　
結
び

　こ
の
小
説
シ
リ
ー
ズ
は
︑
一
人
の
日
本
人
少
年
の
異
民
族
に
対
す
る
意
識

が
差
別
か
ら
理
解
に
変
わ
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
て
い
る
︒
統
治
者
と
被
統
治

者
の
生
活
環
境
と
生
活
態
度
を
通
し
て
︑
日
本
人
が
満
洲
の
風
土
に
溶
け
込

み
︑
異
民
族
同
士
の
相
互
理
解
を
可
能
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑
北
村
の

理
想
が
見
ら
れ
る
︒

　北
村
と
同
時
代
︑
満
洲
で
は
多
く
の
日
本
人
文
学
者
を
輩
出
し
た
︒
た
と

え
ば
︑
満
洲
生
ま
れ
の
吉
野
治
夫
（
一
九
〇
九
～
四
八
）
も
い
れ
ば
︑
秋
原
勝

二
（
一
九
一
三
～
）
や
坂
井
艶
司
（
一
九
一
八
～
六
六
）
な
ど
北
村
と
同
じ
よ

う
に
幼
い
頃
に
満
洲
に
渡
っ
た
人
も
い
る
︒
彼
ら
は
︑
満
洲
建
国
後
に
渡
っ

た
日
本
人
文
学
者
と
は
異
な
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
育
っ
た
﹁
環
境
﹂

を
持
つ
︒
な
か
で
も
北
村
の
場
合
︑
一
時
期
は
﹁
満
洲
の
阿
片
王
﹂
と
も
称

さ
れ
た
実
業
家
石
本
鏆
太
郎
の
所
有
地
（
松
山
台
）
で
少
年
時
代
を
過
ご
し

た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
︒

　北
村
謙
次
郎
が
満
洲
体
験
を
文
学
に
し
た
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
︑
文
学
史
的

に
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
が
︑
生
活
環
境
に
関
す
る
描
写
は
︑
当
時
の
日
本
人

社
会
と
中
国
人
社
会
を
如
実
に
示
す
貴
重
な
歴
史
的
証
言
で
あ
り
︑
異
民
族

に
対
す
る
彼
の
理
念
を
反
映
す
る
代
表
作
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

韓
玲
玲
﹁
満
洲
国
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎
の
創
作
︱
︱
﹁
春
聯
﹂
を
中
心
に
﹂﹃
日

本
研
究
﹄
第
四
十
八
集
︑
二
〇
一
三
年
九
月
︒

（
2
）  

韓
玲
玲
﹁
雑
誌
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎
の
文
学
理
念
﹂﹃
総
研
大
文

化
科
学
研
究
﹄
第
十
号
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︒

（
3
）  

北
村
謙
次
郎
の
戦
後
に
残
し
た
ノ
ー
ト
（
北
村
家
保
存
）
に
よ
る
︒

（
4
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
或
る
環
境
﹂﹃
満
洲
浪
曼
﹄
第
三
輯
︑
一
九
三
九
年
七
月
︑
一
一
〇
頁
︒

（
5
）  

岡
村
敬
二
﹃
日
満
文
化
協
会
の
歴
史
︱
︱
草
創
期
を
中
心
に
﹄（
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ

ム
女
子
大
学
︑
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
︒

（
6
）  

同
注
4
︑
一
〇
四
頁
︒

（
7
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
天
守
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
六
巻
第
二
号
︑
一
九
三
九
年
二
月
︑

一
二
六
～
一
二
七
頁
︒

（
8
）  

同
右
︑
一
二
六
頁
︒

（
9
）  

同
右
︑
一
二
九
頁
︒

（
10
）  

同
右
︑
一
二
四
頁
︒

（
11
）  

同
右
︑
一
二
四
頁
︒

（
12
）  

同
右
︑
一
二
五
頁
︒

（
13
）  

関
東
局
編
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史
﹄
関
東
局
︑
一
九
三
六
年
︑
九
四
三
頁
︒

（
14
）  

松
原
一
枝
﹃
大
連
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
夜
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
︑
四
〇
頁
︒

（
15
）  

石
本
鏆
太
郎
の
経
歴
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
武
一
郎
﹃
満
洲
十
年
史
﹄（
満
洲
十
年
史

刊
行
会
︑一
九
一
六
年
）︑満
洲
日
報
社
臨
時
紳
士
録
編
纂
部
編
﹃
満
蒙
日
本
人
紳
士
録
﹄

（
満
洲
日
報
社
︑
一
九
二
九
年
）︑
黒
龍
会
編
﹃
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
﹄
下
巻
（
黒
龍

会
出
版
部
︑
一
九
三
六
年
）︑
竹
内
憲
一
編
﹃
満
州
に
渡
っ
た
一
万
人
﹄（
晧
星
社
︑

二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
16
）  

同
注
13
︑
二
七
二
頁
︒

（
17
）  

石
本
権
四
郎
に
つ
い
て
は
︑石
本
鏆
太
郎
著
﹃
石
本
権
四
郎
﹄（
一
九
三
七
年
十
一
月
︑

私
家
版
）
と
い
う
本
が
あ
る
︒
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を
刺
激
さ
れ
︑
雑
誌
の
寄
稿
者
に
な
る
こ
と
を
夢
み
た
︒

　﹁キ
ネ
マ
﹂
と
は
︑
洋
画
専
門
の
映
画
館
﹁
電
気
館
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
当

時
の
大
連
に
は
映
画
館
が
四
軒
あ
り
︑﹁
電
気
館
﹂
は
電
気
遊
園
の
中
に
あ
っ

た
た
め
︑
こ
の
よ
う
に
命
名
さ
れ
た
︒
早
川
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
一
九
二
〇

年
か
ら
一
九
二
一
年
ま
で
運
営
さ
れ
た
︒
大
連
唯
一
の
洋
画
専
門
館
と
し
て
︑

﹃
大
連
市
﹄
に
﹁
時
代
は
連
続
大
活
劇
尚
ほ
華
や
か
な
る
時
代
で
あ
つ
た
し
洋

劇
専
門
館
と
し
て
独
占
的
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
ゞ
け
に
一
部
に
大
き
な
勢
力

を
持
つ
て
ゐ
た（

40
）

﹂
と
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

　本
篇
で
は
︑
橋
口
が
破
産
し
て
︑
忠
一
の
父
は
住
み
慣
れ
た
住
宅
を
明
け

渡
し
︑
あ
る
古
家
に
引
っ
越
す
︒
翌
年
春
︑
忠
一
は
家
族
と
別
れ
て
東
京
に

向
か
っ
た
︒
本
篇
は
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
忠
一
の
少
年
時
代

の
終
章
と
な
る
︒

　﹁つ
ひ
の
栖
﹂
は
﹃
或
る
環
境
﹄
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
︒
満
洲
文
話
会
の
推
薦
に
よ
っ
て
︑
一
九
四
〇
年
八
月
︑
改
造
社
の

﹃
文
藝
﹄
に
発
表
さ
れ
た
︒
成
人
し
た
忠
一
が
中
国
人
と
同
乗
し
た
馬
車
で
新

京
市
内
か
ら
郊
外
の
寛
城
子
に
帰
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒﹁
三
不
管
﹂
と
い

う
地
域
の
中
国
人
街
の
様
子
が
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
︒﹁
三
不
管
﹂

と
は
︑
東
清
鉄
道
の
寛
城
子
駅
と
満
鉄
の
長
春
駅
と
の
間
に
設
け
ら
れ
た
︑

国
際
的
な
緩
衝
地
帯
だ
っ
た
︒
山
田
清
三
郎
の
回
想
録
﹃
転
向
記

　嵐
の
時

代
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
そ
れ
は
︑
寛
城
子
の
ロ
シ
ア
の
附
属
地
と
︑
日
露
戦
争
に

勝
っ
て
︑
南
部
線
を
ロ
シ
ア
か
ら
得
た
日
本
の
満
鉄
附
属
地
と
の
あ
い
だ
に

予
想
さ
れ
る
紛
争
を
さ
け
る
た
め
だ
っ
た（

41
）

﹂
よ
う
だ
︒﹁
三
不
管
﹂
や
﹁
小

盗
﹂（
こ
そ
ど
ろ
）
な
ど
︑
日
本
内
地
で
は
見
る
こ
と
の
な
い
満
洲
風
景
が
本

篇
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
だ
が
︑
満
洲
の
生
活
環
境
︑
お
よ
び
日
本
人
の
こ
の

土
地
に
根
付
こ
う
と
し
な
い
生
活
態
度
は
︑
作
者
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
︒

　時
は
す
で
に
﹁
序
章
﹂
の
座
談
会
か
ら
一
年
が
経
過
し
て
い
る
︒
そ
の
間
︑

妻
の
妊
娠
を
き
っ
か
け
に
︑
忠
一
は
転
居
問
題
を
は
じ
め
︑
生
活
条
件
の
改

善
を
求
め
る
︒
だ
が
︑
新
京
の
住
宅
難
と
満
洲
の
生
活
習
慣
の
違
い
に
よ
っ

て
容
易
に
解
決
で
き
な
い
︒
妻
を
内
地
に
送
ろ
う
と
も
考
え
た
が
︑
結
局
︑

正
真
正
銘
の
﹁
満
洲
の
子
﹂
を
産
も
う
と
決
め
︑
不
便
な
満
洲
生
活
を
続
け

る
︒
同
時
に
忠
一
は
満
洲
の
日
本
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
︒
異
民
族

と
の
付
き
合
い
に
つ
い
て
︑﹁
同
等
に
つ
き
あ
は
ぬ
限
り
︑
彼
ら
は
す
ぐ
背
を

向
け
る
の
だ（

42
）

﹂
と
認
識
す
る
︒

　幼
い
時
に
満
洲
に
渡
っ
た
忠
一
は
︑
満
洲
生
ま
れ
の
日
本
人
と
比
べ
て
︑

こ
の
土
地
に
対
す
る
帰
属
感
は
強
く
な
い
が
︑﹁
日
本
人
で
あ
つ
て
満
洲
国
民

で
あ
る
こ
と
に
︑
何
の
矛
盾
も
感
じ
な
い
﹂
人
物
で
あ
る
︒
い
わ
ば
︑
日
本

に
対
し
て
も
満
洲
に
対
し
て
も
帰
属
感
が
薄
い
︒
そ
の
う
え
︑﹁
国
家
﹂﹁
民

族
﹂
に
対
し
て
強
い
反
発
も
抵
抗
も
な
く
︑
常
に
自
分
を
余
所
者
と
思
う
︒

し
か
し
︑
間
も
な
く
親
に
な
る
彼
は
︑
よ
う
や
く
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
れ
は
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑﹁
序
章
﹂
で
感
じ
た
﹁
苦
し
み
﹂
は
︑﹁
満
人
と
の
融
合
︑
風
土
へ
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の
同
化（

43
）

﹂
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
る
︒

　
結
び

　こ
の
小
説
シ
リ
ー
ズ
は
︑
一
人
の
日
本
人
少
年
の
異
民
族
に
対
す
る
意
識

が
差
別
か
ら
理
解
に
変
わ
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
て
い
る
︒
統
治
者
と
被
統
治

者
の
生
活
環
境
と
生
活
態
度
を
通
し
て
︑
日
本
人
が
満
洲
の
風
土
に
溶
け
込

み
︑
異
民
族
同
士
の
相
互
理
解
を
可
能
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑
北
村
の

理
想
が
見
ら
れ
る
︒

　北
村
と
同
時
代
︑
満
洲
で
は
多
く
の
日
本
人
文
学
者
を
輩
出
し
た
︒
た
と

え
ば
︑
満
洲
生
ま
れ
の
吉
野
治
夫
（
一
九
〇
九
～
四
八
）
も
い
れ
ば
︑
秋
原
勝

二
（
一
九
一
三
～
）
や
坂
井
艶
司
（
一
九
一
八
～
六
六
）
な
ど
北
村
と
同
じ
よ

う
に
幼
い
頃
に
満
洲
に
渡
っ
た
人
も
い
る
︒
彼
ら
は
︑
満
洲
建
国
後
に
渡
っ

た
日
本
人
文
学
者
と
は
異
な
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
育
っ
た
﹁
環
境
﹂

を
持
つ
︒
な
か
で
も
北
村
の
場
合
︑
一
時
期
は
﹁
満
洲
の
阿
片
王
﹂
と
も
称

さ
れ
た
実
業
家
石
本
鏆
太
郎
の
所
有
地
（
松
山
台
）
で
少
年
時
代
を
過
ご
し

た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
︒

　北
村
謙
次
郎
が
満
洲
体
験
を
文
学
に
し
た
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
︑
文
学
史
的

に
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
が
︑
生
活
環
境
に
関
す
る
描
写
は
︑
当
時
の
日
本
人

社
会
と
中
国
人
社
会
を
如
実
に
示
す
貴
重
な
歴
史
的
証
言
で
あ
り
︑
異
民
族

に
対
す
る
彼
の
理
念
を
反
映
す
る
代
表
作
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

韓
玲
玲
﹁
満
洲
国
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎
の
創
作
︱
︱
﹁
春
聯
﹂
を
中
心
に
﹂﹃
日

本
研
究
﹄
第
四
十
八
集
︑
二
〇
一
三
年
九
月
︒

（
2
）  

韓
玲
玲
﹁
雑
誌
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎
の
文
学
理
念
﹂﹃
総
研
大
文

化
科
学
研
究
﹄
第
十
号
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︒

（
3
）  

北
村
謙
次
郎
の
戦
後
に
残
し
た
ノ
ー
ト
（
北
村
家
保
存
）
に
よ
る
︒

（
4
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
或
る
環
境
﹂﹃
満
洲
浪
曼
﹄
第
三
輯
︑
一
九
三
九
年
七
月
︑
一
一
〇
頁
︒

（
5
）  

岡
村
敬
二
﹃
日
満
文
化
協
会
の
歴
史
︱
︱
草
創
期
を
中
心
に
﹄（
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ

ム
女
子
大
学
︑
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
︒

（
6
）  

同
注
4
︑
一
〇
四
頁
︒

（
7
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
天
守
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
六
巻
第
二
号
︑
一
九
三
九
年
二
月
︑

一
二
六
～
一
二
七
頁
︒

（
8
）  

同
右
︑
一
二
六
頁
︒

（
9
）  

同
右
︑
一
二
九
頁
︒

（
10
）  

同
右
︑
一
二
四
頁
︒

（
11
）  

同
右
︑
一
二
四
頁
︒

（
12
）  

同
右
︑
一
二
五
頁
︒

（
13
）  

関
東
局
編
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史
﹄
関
東
局
︑
一
九
三
六
年
︑
九
四
三
頁
︒

（
14
）  

松
原
一
枝
﹃
大
連
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
夜
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
︑
四
〇
頁
︒

（
15
）  

石
本
鏆
太
郎
の
経
歴
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
武
一
郎
﹃
満
洲
十
年
史
﹄（
満
洲
十
年
史

刊
行
会
︑一
九
一
六
年
）︑満
洲
日
報
社
臨
時
紳
士
録
編
纂
部
編
﹃
満
蒙
日
本
人
紳
士
録
﹄

（
満
洲
日
報
社
︑
一
九
二
九
年
）︑
黒
龍
会
編
﹃
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
﹄
下
巻
（
黒
龍

会
出
版
部
︑
一
九
三
六
年
）︑
竹
内
憲
一
編
﹃
満
州
に
渡
っ
た
一
万
人
﹄（
晧
星
社
︑

二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
16
）  

同
注
13
︑
二
七
二
頁
︒

（
17
）  

石
本
権
四
郎
に
つ
い
て
は
︑石
本
鏆
太
郎
著
﹃
石
本
権
四
郎
﹄（
一
九
三
七
年
十
一
月
︑

私
家
版
）
と
い
う
本
が
あ
る
︒
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ト
ゥ
ン
マ
ン
武
井
典
子

　こ
の
た
び
﹃
更
級
日
記
﹄
の
新
し
い
翻
訳
が
出
た
︒
ソ
ー
ニ
ャ
・
ア
ン
ツ

エ
ン
氏
と
伊
藤
守
幸
氏
の
十
年
近
く
に
わ
た
る
共
同
作
業
が
実
を
結
ん
だ
も

の
だ
︒
ア
ン
ツ
エ
ン
氏
は
ブ
リ
テ
イ
ッ
シ
ュ
＝
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
平
安
女

性
文
学
研
究
者
で
︑
以
前
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
を
英
訳
し
て
い
る
︒
伊
藤
氏
は

二
十
年
に
わ
た
る
﹃
更
級
日
記
﹄
の
研
究
者
だ
︒
海
を
越
え
た
二
人
の
研
究

者
の
幸
福
な
共
同
作
業
が
今
回
の
こ
の
出
版
と
な
っ
た
︒

　翻
訳
は
︑
秋
山
虔
校
注
の
﹃
更
級
日
記
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
八
〇
年
）
に
基

づ
き
︑
十
三
世
紀
の
藤
原
定
家
の
御
物
本
の
影
印
版
と
︑
御
物
本
の
原
本
を

参
照
し
つ
つ
行
わ
れ
た
︒﹃
更
級
日
記
﹄
は
こ
れ
ま
で
に
も
翻
訳
が
出
て
い
る

が
︑
今
回
の
翻
訳
は
翻
訳
だ
け
で
な
く
︑
最
近
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
日

記
文
学
論
や
作
品
論
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
が
特
徴
だ
︒
前
半
は

作
者
と
作
品
に
つ
い
て
の
解
説
︑
そ
し
て
作
品
研
究
で
占
め
ら
れ
て
い
る
︒

書
名
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
﹁
翻
訳
と
紹
介
﹂
と
あ
る
が
こ
の
内
容
を
よ
く
反

映
し
て
い
る
︒

　和
歌
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
︑
表
示
を
五
行
分
け
に
し
た
こ
と
︑
五
︑ 

七
の

音
節
数
に
訳
せ
な
く
と
も
︑
で
き
る
だ
け
五
︱
七
の
長
短
行
に
す
る
よ
う
に

し
た
こ
と
︑
ま
た
可
能
な
限
り
イ
メ
ー
ジ
の
出
て
く
る
順
番
を
尊
重
し
た
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
和
歌
は
こ
れ
ま
で
二
行
訳
の
例
が
多
か
っ
た
が（

1
）

︑

ア
ン
ツ
エ
ン
氏
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
訳
で
も
用
い
た
五
行
分
け
に
し
て
い
る
︒

そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
こ
の
行
分
け
で
五
︱
七
︱
五
︱
七
︱
七
の
形
式
を
視
覚

書

評
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（
18
）  

﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
と
は
︑
一
九
一
〇
年
代
の
中
国
の
混
乱
期
に
︑
中
国
東
北
部
と

内
モ
ン
ゴ
ル
地
方
を
中
国
か
ら
独
立
さ
せ
︑
日
本
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
し
た
日
本

人
有
志
の
謀
略
活
動
を
指
し
て
い
る
︒
こ
の
運
動
は
二
回
ほ
ど
行
わ
れ
た
が
︑
い
ず

れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
︒
二
回
と
も
︑
日
本
陸
軍
の
軍
人
や
大
陸
浪
人
の
川
島
浪
速

ら
が
︑
清
の
粛
親
王
や
モ
ン
ゴ
ル
の
王
族
と
連
携
し
て
実
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
石

本
鏆
太
郎
は
資
金
面
で
こ
れ
に
協
力
し
て
い
る
︒

（
19
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
餓
鬼
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
六
巻
第
五
号
︑
一
九
三
九
年
五
月
︑

一
二
七
頁
︒

（
20
）  

同
右
︑
一
二
四
～
一
二
五
頁
︒

（
21
）  

高
橋
勇
八
編
﹃
大
連
市
﹄
大
陸
出
版
協
会
︑
一
九
三
〇
年
︑
三
二
四
～
三
二
五
頁
︒

（
22
）  

同
注
13
︑
二
一
二
頁
︒

（
23
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
早
春
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
六
巻
第
十
号
︑
一
九
三
九
年
十
月
︑

一
二
一
頁
︒

（
24
）  

大
連
療
病
院
に
つ
い
て
は
︑
高
橋
勇
八
編
﹃
大
連
市
﹄（
大
陸
出
版
協
会
︑
一
九
三
〇

年
）
三
五
七
頁
︑関
東
局
編
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史

　下
﹄（
関
東
局
︑一
九
三
六
年
）

九
一
一
頁
︑
関
東
局
衛
生
課
編
纂
﹃
衛
生
概
観
﹄（
関
東
局
︑
一
九
三
七
年
）
二
八
〇

頁
を
参
照
︒

（
25
）  

森
脇
襄
治
（
一
九
〇
二
～
？
）
は
満
洲
の
歌
人
︑
大
連
療
病
院
院
長
︒
著
書
に
﹃
覊

旅
諷
詠
﹄（
私
家
版
︑
一
九
三
七
年
）︑﹃
満
洲
保
健
雑
記
﹄（
大
阪
屋
号
出
版
部
︑

一
九
四
五
年
）
な
ど
が
あ
る
︒

（
26
）  

黒
井
忠
一
・
森
脇
襄
治
﹁
流
行
病
学
ヨ
リ
観
タ
ル
猩
紅
熱
﹂﹃
金
沢
医
科
大
学
十
全

会
雑
誌
﹄
三
十
二
（
十
二
）︑
一
九
二
七
年
十
二
月
︒
同
文
に
よ
る
と
︑
猩
紅
熱
の
平

均
死
亡
率
は
︑
日
本
人
は
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
︑
中
国
人
は
平
均
三
十
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
っ
た
︒

（
27
）  

﹁
住
宅
地
開
放

　地
目
変
換
と
新
利
用
地
﹂﹃
満
洲
日
日
新
聞
﹄
一
九
一
九
年
八
月

三
日
︒

（
28
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
青
果
と
色
鳥
﹂﹃
満
蒙
﹄
二
三
七
号
︑
一
九
四
〇
年
一
月
︑
一
三
一
頁
︒

（
29
）  

同
右
︑
一
三
三
頁
︒

（
30
）  

同
右
︑
一
三
四
頁
︒

（
31
）  

同
注
21
︑
四
一
〇
頁
︒

（
32
）  

同
右
︒

（
33
）  

富
田
充
﹁
歌
会
記
﹂﹃
満
洲
短
歌
﹄
第
十
号
︑
一
九
三
〇
年
二
月
︑
二
六
～
二
八
頁
︒

（
34
）  

大
内
隆
雄
﹃
満
洲
文
学
二
十
年
﹄
国
民
画
報
社
︑
一
九
四
四
年
︑
九
四
～
九
五
頁
︒

（
35
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
塔
影
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
七
巻
第
六
号
︑
一
九
四
〇
年
六
月
︑

一
二
六
頁
︒

（
36
）  

同
右
︑
一
三
八
頁
︒

（
37
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
十
六
号
の
娘
﹂﹃
新
天
地
﹄
七
月
号
︑
一
九
四
〇
年
七
月
︒

（
38
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
垣
の
外
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
七
巻
第
九
号
︑
一
九
四
〇
年
九
月
︑

一
一
三
頁
︒

（
39
）  

同
右
︑
一
一
七
頁
︒

（
40
）  

同
注
21
︑
五
三
九
頁
︒

（
41
）  

山
田
清
三
郎
﹃
転
向
記

　嵐
の
時
代
﹄
理
論
社
︑
一
九
五
七
年
︑
二
九
頁
︒

（
42
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂﹃
文
藝
﹄
第
八
巻
第
八
号
︑
一
九
四
〇
年
八
月
︑
二
〇
頁
︒

（
43
）  

同
右
︒
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ト
ゥ
ン
マ
ン
武
井
典
子

　こ
の
た
び
﹃
更
級
日
記
﹄
の
新
し
い
翻
訳
が
出
た
︒
ソ
ー
ニ
ャ
・
ア
ン
ツ

エ
ン
氏
と
伊
藤
守
幸
氏
の
十
年
近
く
に
わ
た
る
共
同
作
業
が
実
を
結
ん
だ
も

の
だ
︒
ア
ン
ツ
エ
ン
氏
は
ブ
リ
テ
イ
ッ
シ
ュ
＝
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
平
安
女

性
文
学
研
究
者
で
︑
以
前
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
を
英
訳
し
て
い
る
︒
伊
藤
氏
は

二
十
年
に
わ
た
る
﹃
更
級
日
記
﹄
の
研
究
者
だ
︒
海
を
越
え
た
二
人
の
研
究

者
の
幸
福
な
共
同
作
業
が
今
回
の
こ
の
出
版
と
な
っ
た
︒

　翻
訳
は
︑
秋
山
虔
校
注
の
﹃
更
級
日
記
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
八
〇
年
）
に
基

づ
き
︑
十
三
世
紀
の
藤
原
定
家
の
御
物
本
の
影
印
版
と
︑
御
物
本
の
原
本
を

参
照
し
つ
つ
行
わ
れ
た
︒﹃
更
級
日
記
﹄
は
こ
れ
ま
で
に
も
翻
訳
が
出
て
い
る

が
︑
今
回
の
翻
訳
は
翻
訳
だ
け
で
な
く
︑
最
近
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
日

記
文
学
論
や
作
品
論
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
が
特
徴
だ
︒
前
半
は

作
者
と
作
品
に
つ
い
て
の
解
説
︑
そ
し
て
作
品
研
究
で
占
め
ら
れ
て
い
る
︒

書
名
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
﹁
翻
訳
と
紹
介
﹂
と
あ
る
が
こ
の
内
容
を
よ
く
反

映
し
て
い
る
︒

　和
歌
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
︑
表
示
を
五
行
分
け
に
し
た
こ
と
︑
五
︑ 

七
の

音
節
数
に
訳
せ
な
く
と
も
︑
で
き
る
だ
け
五
︱
七
の
長
短
行
に
す
る
よ
う
に

し
た
こ
と
︑
ま
た
可
能
な
限
り
イ
メ
ー
ジ
の
出
て
く
る
順
番
を
尊
重
し
た
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
和
歌
は
こ
れ
ま
で
二
行
訳
の
例
が
多
か
っ
た
が（

1
）

︑

ア
ン
ツ
エ
ン
氏
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
訳
で
も
用
い
た
五
行
分
け
に
し
て
い
る
︒

そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
こ
の
行
分
け
で
五
︱
七
︱
五
︱
七
︱
七
の
形
式
を
視
覚

書
評
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て
い
る
時
点
の
作
者
と
書
か
れ
て
い
る
時
点
の
作
者
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
つ
い
て

説
か
れ
る
︒

　作
者
の
自
分
の
こ
と
を
す
べ
て
見
せ
な
い
よ
う
な
日
記
の
書
き
方
（
例
え

ば
結
婚
と
出
産
）
と
物
語
へ
の
異
常
な
ま
で
の
耽
溺
︑
東
山
滞
在
中
の
孤
独
感

か
ら
自
然
へ
の
詩
的
な
傾
倒
な
ど
︑
読
者
を
魅
惑
す
る
に
足
る
人
柄
に
つ
い

て
︑
言
葉
の
壁
を
越
え
︑
十
一
世
紀
の
女
性
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
よ

う
な
魅
力
を
伝
え
て
く
れ
る
解
説
だ
︒

　特
に
重
要
な
の
は
第
五
章
の
﹁
テ
ク
ス
ト
と
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
﹂
だ
︒

こ
こ
で
︑
物
語
や
日
記
︑
私
家
集
の
読
者
と
し
て
の
作
者
が
論
じ
ら
れ
る
︒

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
冒
頭
に
は
︑
世
に
あ
る
古
物
語
は
そ
ら
ご
と
で
あ
る
こ
と
︑

だ
か
ら
自
分
の
つ
ま
ら
な
い
身
の
上
で
も
そ
の
ま
ま
書
け
ば
︑
本
当
の
貴
人

と
一
緒
に
な
っ
て
ど
ん
な
暮
ら
し
な
の
か
を
人
に
も
知
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ

う
︑
と
あ
る
︒
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
︑
日
記
の
真
実
性
を
主
張

し
て
い
る
︑
と
訳
者
は
読
む
の
だ
が
︑
さ
ら
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
︑
こ
の

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
批
判
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
︑
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
り
な
が
ら
写
実
的
な
心
理
描
写
で
人
間
関
係
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た

の
だ
︑
と
い
う
︒﹃
更
級
日
記
﹄
の
作
者
は
そ
の
ど
ち
ら
も
読
み
込
ん
で
い
た

よ
き
読
者
だ
っ
た
が
︑
作
者
と
し
て
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
を

意
識
し
て
日
記
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
文
学
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
取

り
込
も
う
と
し
て
﹃
更
級
日
記
﹄
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
訳

者
た
ち
の
理
解
だ
︒

　﹃更
級
日
記
﹄
は
日
記
文
学
に
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
時
に
文
学
的
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
を
意
識
的
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
作
品
と
い
う
訳
者
の
理
解
に

は
説
得
力
が
あ
る
︒
特
に
﹁
語
ら
れ
な
か
っ
た
出
来
事
た
ち
﹂︑
例
え
ば
︑

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
で
は
中
心
的
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
夫
と
の
確
執
や
我
が
子
へ
の
言

及
が
﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
ま
っ
た
く
な
く
︑
自
分
の
結
婚
や
出
産
に
つ
い
て

何
も
書
い
て
い
な
い
の
だ
︒
訳
者
は
そ
の
他
に
も
菅
原
道
真
へ
の
言
及
が
皆

無
な
こ
と
︑
定
家
に
よ
れ
ば
物
語
の
作
者
で
も
あ
っ
た
の
に
︑
そ
れ
に
つ
い

て
は
何
も
日
記
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
重
要
な
省
略
と
指
摘
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
﹃
更
級
日
記
﹄
が
た
だ
忠
実
な
作
者
の
人
生
の
記
録
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
歌
の
贈
答
が
あ
り
︑
一
部
は
歌
の

詩
的
な
感
興
が
主
目
的
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
︒
東
山
の
段
が
そ
れ
で
あ

り
︑
ま
た
御
所
の
夜
︑
作
者
と
同
僚
の
官
女
が
源
資
通
と
出
会
い
︑
ど
の
季

節
が
一
番
好
ま
し
い
か
に
つ
い
て
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
挿
話
も
そ
う
だ
︒

特
に
後
者
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
季
節
談
義
を
思
わ
せ
る
叙
情
的
な
美
し
い
段

だ
︒　そ

し
て
日
記
は
前
述
の
と
お
り
旅
日
記
の
よ
う
に
︑
作
者
の
東
国
か
ら
都

へ
の
旅
で
始
ま
る
︒
十
三
歳
か
ら
︑
夫
に
先
立
た
れ
た
哀
し
み
に
沈
ん
で
い

た
五
十
三
歳
ま
で
の
こ
と
を
︑
思
い
出
し
な
が
ら
書
く
と
い
う
形
式
だ
︒
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
︑
書
い
て
い
る
時
点
で
の
作
者
の
コ
メ
ン
ト
が
︑
例
え
ば
︑

も
っ
と
信
仰
深
く
暮
ら
す
べ
き
だ
っ
た
な
ど
と
あ
る
が
︑
全
体
は
作
者
が
選

択
し
た
記
憶
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
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的
に
表
現
す
る
た
め
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
和
歌
は
連
想
︑
暗
示
や
音
の
魅
力

が
翻
訳
で
は
表
現
し
が
た
い
こ
と
が
多
い
が
︑
こ
の
行
分
け
は
︑
読
者
に

と
っ
て
各
句
の
あ
と
の
休
止
符
の
役
割
を
果
た
し
︑
ゆ
っ
く
り
読
む
助
け
に

な
る
だ
ろ
う
︒
各
句
の
言
葉
︑
イ
メ
ー
ジ
自
体
に
読
者
の
注
意
を
ひ
き
︑
詩

的
価
値
を
伝
え
る
た
め
に
は
有
効
な
手
段
で
は
な
い
か
︒
和
歌
英
訳
の
際
︑

今
後
五
行
訳
が
定
着
す
る
か
ど
う
か
も
興
味
深
い
問
題
だ
︒

　ま
ず
︑
第
一
章
は
﹁
テ
ク
ス
ト
と
作
者
﹂
で
始
ま
る
が
︑
こ
こ
で
平
安
女

性
日
記
文
学
が
︑
男
性
の
書
き
手
に
よ
る
漢
文
の
日
記
と
私
家
集
の
二
つ
の

源
泉
か
ら
派
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
概
説
が
あ
る
︒
こ
れ
は
広
い
読
者
層

に
︑﹃
更
級
日
記
﹄
の
日
本
文
学
内
で
の
位
置
を
語
り
︑
読
者
の
理
解
を
助
け

る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
︒
続
く
作
者
菅
原
孝
標
女
と
そ
の
家
系
の
章
で
は
︑

中
流
貴
族
な
が
ら
菅
原
道
真
の
遠
縁
に
あ
た
る
こ
と
︑
ま
た
﹃
源
氏
物
語
﹄

の
作
者
紫
式
部
は
継
母
の
遠
縁
に
あ
た
る
こ
と
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
作
者
藤
原

道
綱
母
は
作
者
の
母
の
姉
妹
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
作
者
が
当
時
の

物
語
や
日
記
を
自
分
に
近
い
も
の
と
受
け
と
め
る
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
こ

と
が
端
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
作
者
の
東
国
で
の
子
ど
も
時
代
と
そ
の
一

生
に
関
す
る
簡
略
な
説
明
が
︑
作
者
の
日
記
の
モ
チ
ー
フ
の
選
択
や
内
容
を

理
解
さ
せ
て
く
れ
る
︒
す
べ
て
こ
れ
ら
の
導
入
部
分
は
あ
と
に
続
く
作
品
論

の
前
提
と
し
て
必
要
な
部
分
だ
︒

　第
二
章
﹁
テ
ー
マ
と
構
成
﹂
で
は
︑
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ

う
に
︑
作
品
中
に
共
存
す
る
散
文
的
章
段
と
叙
情
的
・
家
集
的
章
段
の
指
摘

が
あ
り
︑
特
に
東
山
の
段
は
︑
家
集
的
・
叙
情
的
な
段
と
し
て
解
説
さ
れ
て

い
る
︒
作
者
は
十
八
歳
の
四
月
か
ら
秋
ま
で
を
東
山
に
ひ
き
こ
も
っ
て
暮
ら

す
の
だ
が
︑
そ
こ
に
訪
ね
て
く
る
人
の
あ
っ
た
こ
と
︑
叙
情
的
な
歌
の
や
り

と
り
な
ど
か
ら
︑
読
者
と
し
て
は
隠
れ
た
恋
の
物
語
を
想
像
し
た
く
な
る
︑

魅
力
的
な
解
説
だ（

2
）

︒

　第
三
章
﹁
夢
と
宗
教
的
自
覚
﹂
で
は
︑
全
編
に
あ
る
宗
教
的
な
記
述
が
特

に
作
者
の
見
る
夢
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
十
三
の
夢
に
つ
い
て
の

解
説
が
あ
る
︒
物
語
が
仏
教
側
か
ら
は
娯
楽
と
し
て
蔑
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑

そ
の
物
語
へ
の
耽
溺
と
宗
教
心
と
の
葛
藤
が
夢
と
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た

初
夢
に
出
て
く
る
天
照
大
神
は
作
者
の
無
意
識
に
深
く
隠
れ
て
い
る
信
仰
を

な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
と
い
う
意
識
と
と
も
に
作
者
の
朝
廷
へ
の
あ
こ
が
れ
︑

勤
め
に
出
る
こ
と
に
よ
り
世
の
人
々
の
中
に
出
た
い
と
い
う
現
世
的
願
望
を

表
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
訳
者
の
分
析
に
は
説
得
力
が
あ
る（

3
）

︒
当
時
の
仏

教
信
仰
は
現
世
で
の
幸
福
を
願
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
が
︑
当

時
の
女
性
の
菩
薩
信
仰
に
つ
い
て
の
解
説
も
あ
る
︒
女
性
た
ち
は
巡
礼
で
清

水
寺
︑
初
瀬
︑
石
山
寺
へ
行
く
の
が
慣
例
だ
っ
た
が
︑
こ
れ
も
す
べ
て
作
者

が
巡
礼
に
訪
れ
た
と
日
記
に
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
︒

　第
四
章
﹁
子
ど
も
の
視
点
と
語
り
の
諸
層
﹂
で
は
︑
東
国
育
ち
だ
っ
た
作

者
の
十
三
歳
の
視
点
か
ら
日
記
が
始
ま
る
こ
と
︑
こ
の
東
国
と
都
へ
の
あ
こ

が
れ
の
二
重
性
が
作
者
の
価
値
観
を
当
時
の
都
か
ら
の
視
点
と
は
違
っ
た
も

の
に
し
て
い
る
こ
と
︑
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
え
て
く
る
作
者
の
孤
独
感
︑
書
い
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て
い
る
時
点
の
作
者
と
書
か
れ
て
い
る
時
点
の
作
者
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
つ
い
て

説
か
れ
る
︒

　作
者
の
自
分
の
こ
と
を
す
べ
て
見
せ
な
い
よ
う
な
日
記
の
書
き
方
（
例
え

ば
結
婚
と
出
産
）
と
物
語
へ
の
異
常
な
ま
で
の
耽
溺
︑
東
山
滞
在
中
の
孤
独
感

か
ら
自
然
へ
の
詩
的
な
傾
倒
な
ど
︑
読
者
を
魅
惑
す
る
に
足
る
人
柄
に
つ
い

て
︑
言
葉
の
壁
を
越
え
︑
十
一
世
紀
の
女
性
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
よ

う
な
魅
力
を
伝
え
て
く
れ
る
解
説
だ
︒

　特
に
重
要
な
の
は
第
五
章
の
﹁
テ
ク
ス
ト
と
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
﹂
だ
︒

こ
こ
で
︑
物
語
や
日
記
︑
私
家
集
の
読
者
と
し
て
の
作
者
が
論
じ
ら
れ
る
︒

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
冒
頭
に
は
︑
世
に
あ
る
古
物
語
は
そ
ら
ご
と
で
あ
る
こ
と
︑

だ
か
ら
自
分
の
つ
ま
ら
な
い
身
の
上
で
も
そ
の
ま
ま
書
け
ば
︑
本
当
の
貴
人

と
一
緒
に
な
っ
て
ど
ん
な
暮
ら
し
な
の
か
を
人
に
も
知
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ

う
︑
と
あ
る
︒
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
︑
日
記
の
真
実
性
を
主
張

し
て
い
る
︑
と
訳
者
は
読
む
の
だ
が
︑
さ
ら
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
︑
こ
の

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
批
判
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
︑
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
り
な
が
ら
写
実
的
な
心
理
描
写
で
人
間
関
係
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た

の
だ
︑
と
い
う
︒﹃
更
級
日
記
﹄
の
作
者
は
そ
の
ど
ち
ら
も
読
み
込
ん
で
い
た

よ
き
読
者
だ
っ
た
が
︑
作
者
と
し
て
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
を

意
識
し
て
日
記
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
文
学
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
取

り
込
も
う
と
し
て
﹃
更
級
日
記
﹄
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
訳

者
た
ち
の
理
解
だ
︒

　﹃更
級
日
記
﹄
は
日
記
文
学
に
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
時
に
文
学
的
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
性
を
意
識
的
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
作
品
と
い
う
訳
者
の
理
解
に

は
説
得
力
が
あ
る
︒
特
に
﹁
語
ら
れ
な
か
っ
た
出
来
事
た
ち
﹂︑
例
え
ば
︑

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
で
は
中
心
的
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
夫
と
の
確
執
や
我
が
子
へ
の
言

及
が
﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
ま
っ
た
く
な
く
︑
自
分
の
結
婚
や
出
産
に
つ
い
て

何
も
書
い
て
い
な
い
の
だ
︒
訳
者
は
そ
の
他
に
も
菅
原
道
真
へ
の
言
及
が
皆

無
な
こ
と
︑
定
家
に
よ
れ
ば
物
語
の
作
者
で
も
あ
っ
た
の
に
︑
そ
れ
に
つ
い

て
は
何
も
日
記
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
重
要
な
省
略
と
指
摘
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
﹃
更
級
日
記
﹄
が
た
だ
忠
実
な
作
者
の
人
生
の
記
録
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
歌
の
贈
答
が
あ
り
︑
一
部
は
歌
の

詩
的
な
感
興
が
主
目
的
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
︒
東
山
の
段
が
そ
れ
で
あ

り
︑
ま
た
御
所
の
夜
︑
作
者
と
同
僚
の
官
女
が
源
資
通
と
出
会
い
︑
ど
の
季

節
が
一
番
好
ま
し
い
か
に
つ
い
て
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
挿
話
も
そ
う
だ
︒

特
に
後
者
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
季
節
談
義
を
思
わ
せ
る
叙
情
的
な
美
し
い
段

だ
︒　そ

し
て
日
記
は
前
述
の
と
お
り
旅
日
記
の
よ
う
に
︑
作
者
の
東
国
か
ら
都

へ
の
旅
で
始
ま
る
︒
十
三
歳
か
ら
︑
夫
に
先
立
た
れ
た
哀
し
み
に
沈
ん
で
い

た
五
十
三
歳
ま
で
の
こ
と
を
︑
思
い
出
し
な
が
ら
書
く
と
い
う
形
式
だ
︒
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
︑
書
い
て
い
る
時
点
で
の
作
者
の
コ
メ
ン
ト
が
︑
例
え
ば
︑

も
っ
と
信
仰
深
く
暮
ら
す
べ
き
だ
っ
た
な
ど
と
あ
る
が
︑
全
体
は
作
者
が
選

択
し
た
記
憶
か
ら
な
っ
て
い
る
︒



185　

パ
ッ
ク
・
ブ
レ
ッ
カ
ー
著

『
変
人
の
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学
―
―
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日
本
の
「
畸
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狂
」』
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aw

ai ‘i Press, 2013ニ
ー
ル
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・
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ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル（
朝
倉
和
子
訳
）

　﹁出
る
杭
は
︙
︙
﹂（
打
た
れ
ず
）
も
て
は
や
さ
れ
る
？

　近
世
日
本
に
は
個
性
的
な
人
物
が
少
な
い
と
い
ま
だ
に
考
え
が
ち
な
学
界

風
土
に
あ
っ
て
︑
冒
頭
の
よ
う
な
文
言
に
眉
を
ひ
そ
め
る
人
は
少
な
く
な
い

だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
見
解
は
江
戸
期
に
登
場
し
た
﹁
畸
﹂（
奇
）
礼
賛
の

背
後
に
あ
る
時
代
の
空
気
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
縞
柄
に

と
り
つ
か
れ
た
﹁
縞
の
勘
十
郎
﹂（
二
六
頁
）︑
自
分
の
生
前
葬
を
や
っ
て
の

け
た
山
崎
北
華
（
六
〇
頁
）︑
門
前
に
尿
桶
を
置
い
て
裕
福
な
客
人
を
﹁
も
て

な
し
た
﹂
池
大
雅
（
七
二
頁
）
な
ど
︑
そ
れ
が
誰
で
あ
れ
︑
型
破
り
の
奇
行

や
そ
れ
を
行
う
張
本
人
た
ち
は
︑
社
会
に
対
す
る
破
壊
行
為
︑
破
壊
者
と
は

見
な
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
ら
は
当
時
の
人
々
の
賛
美
の
的
と

な
り
︑
そ
の
伝
記
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
︒
本
書
は
こ
う
い
う
痛
快
な

前
提
を
出
発
点
に
︑（
主
と
し
て
文
人
の
）
逸
脱
行
為
が
い
か
に
社
会
か
ら
寛

容
に
迎
え
ら
れ
︑
そ
れ
ば
か
り
か
︑
い
か
に
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
（
社
会
関
係
資
本
）
す
ら
獲
得
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い

く
︒　こ

れ
ま
で
の
学
説
は
彼
ら
近
世
の
畸
人
た
ち
を
︑
結
局
は
政
治
変
化
を
も

た
ら
す
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
破
壊
分
子
︑
も
し
く
は
﹁
近
代
的
﹂
エ
ー
ト

ス
の
萌
芽
を
も
た
ら
し
た
英
雄
と
見
な
し
て
き
た
が
︑
本
書
の
著
者
パ
ッ
ク
・

ブ
レ
ッ
カ
ー
は
い
ず
れ
の
解
釈
も
否
定
し
た
う
え
で
︑﹁
美
学
と
し
て
の
畸
が

ど
の
よ
う
に
登
場
し
︑
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
発
展
し
︑
江

戸
社
会
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
続
け
た
か
に
つ
い
て
︑
分
野
を
ま
た
い
で
再

考
し
﹂（
二
一
頁
）
よ
う
と
す
る
︒
そ
し
て
本
書
は
ま
さ
に
分
野
を
ま
た
ぐ
労

書

評
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　物
語
に
陶
酔
す
る
作
者
と
仏
の
夢
を
見
て
︑
も
っ
と
信
心
深
く
な
ら
な
く

て
は
と
己
を
諌
め
る
作
者
の
二
つ
の
姿
が
読
者
の
前
に
あ
る
︒
訳
者
は
宗
教

的
反
省
と
詩
的
文
学
性
の
矛
盾
す
る
拮
抗
に
﹃
更
級
日
記
﹄
の
深
い
意
味
を

見
る
の
だ
が
︑﹃
更
級
日
記
﹄
を
書
い
た
作
者
は
何
を
お
い
て
も
日
記
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
自
分
の
文
学
的
足
跡
を
残
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
れ
は
一
読
者
と
し
て
の
筆
者
の
読
後
感
想
に
過
ぎ
な
い
が
︑
い
ろ
い
ろ
な

方
向
に
読
ま
れ
る
可
能
性
と
矛
盾
を
内
蔵
し
て
い
る
﹃
更
級
日
記
﹄
を
︑
訳

者
た
ち
は
ク
リ
ス
タ
ル
の
プ
リ
ズ
ム
に
喩
え
︑
ま
た
音
楽
の
対
位
法
に
比
し

て
い
る
︒

　今
回
の
英
訳
出
版
で
文
学
的
感
性
︑
教
養
豊
か
な
十
一
世
紀
に
生
き
た
一

女
性
の
声
が
時
を
越
え
︑
言
葉
の
壁
を
越
え
て
現
代
の
読
者
に
語
り
か
け
て

く
れ
る
可
能
性
が
ま
た
新
た
に
で
き
た
︒
長
年
の
共
同
作
業
の
結
実
と
言
え

る
の
だ
が
︑
ま
た
最
新
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
作
品
論
は
日
本
文
学
研
究

者
だ
け
で
な
く
︑
広
く
英
語
圏
の
読
者
に
こ
の
十
一
世
紀
の
女
性
日
記
文
学

を
紹
介
す
る
の
に
貢
献
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒

注（
1
）  

例
え
ば
︑
テ
イ
ラ
ー
訳 T

he Tale of G
enji, N

ew
 York, London: V

iking, 2001.

（
2
）  

本
書
三
三
頁
註
五
参
照
︒
稲
賀
敬
二
﹁
孝
標
の
む
す
め
の
初
恋
の
人
は
﹁
し
づ
く

に
に
ご
る
ひ
と
﹂
か
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
六
八
年
十
二
月
︑
九
～
一
九
頁
︒

（
3
）  

本
書
三
六
～
四
〇
頁
︑“W

orship A
m

aterasu,” W
orldly A

m
bitions

参
照
︒
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パ
ッ
ク
・
ブ
レ
ッ
カ
ー
著

『
変
人
の
美
学
―
―
近
世
日
本
の
「
畸
」
と
「
狂
」』

W
. Puck B

recher. T
he A

esthetics of Strangeness : Eccentricity and M
adness in Early M

odern 
Japan. U

niversity of H
aw

ai ‘i Press, 2013ニ
ー
ル
ス
・
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル（
朝
倉
和
子
訳
）

　﹁出
る
杭
は
︙
︙
﹂（
打
た
れ
ず
）
も
て
は
や
さ
れ
る
？

　近
世
日
本
に
は
個
性
的
な
人
物
が
少
な
い
と
い
ま
だ
に
考
え
が
ち
な
学
界

風
土
に
あ
っ
て
︑
冒
頭
の
よ
う
な
文
言
に
眉
を
ひ
そ
め
る
人
は
少
な
く
な
い

だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
見
解
は
江
戸
期
に
登
場
し
た
﹁
畸
﹂（
奇
）
礼
賛
の

背
後
に
あ
る
時
代
の
空
気
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
縞
柄
に

と
り
つ
か
れ
た
﹁
縞
の
勘
十
郎
﹂（
二
六
頁
）︑
自
分
の
生
前
葬
を
や
っ
て
の

け
た
山
崎
北
華
（
六
〇
頁
）︑
門
前
に
尿
桶
を
置
い
て
裕
福
な
客
人
を
﹁
も
て

な
し
た
﹂
池
大
雅
（
七
二
頁
）
な
ど
︑
そ
れ
が
誰
で
あ
れ
︑
型
破
り
の
奇
行

や
そ
れ
を
行
う
張
本
人
た
ち
は
︑
社
会
に
対
す
る
破
壊
行
為
︑
破
壊
者
と
は

見
な
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
ら
は
当
時
の
人
々
の
賛
美
の
的
と

な
り
︑
そ
の
伝
記
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
︒
本
書
は
こ
う
い
う
痛
快
な

前
提
を
出
発
点
に
︑（
主
と
し
て
文
人
の
）
逸
脱
行
為
が
い
か
に
社
会
か
ら
寛

容
に
迎
え
ら
れ
︑
そ
れ
ば
か
り
か
︑
い
か
に
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
（
社
会
関
係
資
本
）
す
ら
獲
得
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い

く
︒　こ

れ
ま
で
の
学
説
は
彼
ら
近
世
の
畸
人
た
ち
を
︑
結
局
は
政
治
変
化
を
も

た
ら
す
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
破
壊
分
子
︑
も
し
く
は
﹁
近
代
的
﹂
エ
ー
ト

ス
の
萌
芽
を
も
た
ら
し
た
英
雄
と
見
な
し
て
き
た
が
︑
本
書
の
著
者
パ
ッ
ク
・

ブ
レ
ッ
カ
ー
は
い
ず
れ
の
解
釈
も
否
定
し
た
う
え
で
︑﹁
美
学
と
し
て
の
畸
が

ど
の
よ
う
に
登
場
し
︑
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
発
展
し
︑
江

戸
社
会
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
続
け
た
か
に
つ
い
て
︑
分
野
を
ま
た
い
で
再

考
し
﹂（
二
一
頁
）
よ
う
と
す
る
︒
そ
し
て
本
書
は
ま
さ
に
分
野
を
ま
た
ぐ
労

書
評
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う
よ
り
︑
主
人
公
を
あ
る
一
定
の
望
ま
し
い
姿
の
体
現
者
と
し
て
再
現
し
よ

う
と
す
る
﹂（
一
一
七
頁
）︒
著
者
の
見
解
は
こ
れ
と
全
面
的
に
一
致
し
て
お
り
︑

﹃
近
世
畸
人
伝
﹄
が
し
ば
し
ば
伝
記
デ
ー
タ
を
意
図
的
に
﹁
畸
﹂
の
証
左
に
作

り
替
え
よ
う
と
腐
心
し
て
い
る
事
実
を
き
ち
ん
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
二
七

頁
）︒
こ
れ
ら
人
物
伝
に
創
作
が
付
き
も
の
だ
と
す
る
な
ら
︑
で
は
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
︑
自
己
発
見
︑
自

己
発
案
︑
自
己
形
成
の
潜
在
要
素
と
し
て
読
め
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
︒
伝
記
作

家
の
立
場
に
立
て
ば
た
ぶ
ん
可
能
だ
ろ
う
が
︑
著
者
が
そ
う
し
た
よ
う
に
︑

畸
人
の
立
場
に
立
つ
な
ら
︑
ど
だ
い
無
理
な
話
だ
︒
公
平
を
期
し
て
お
く
が
︑

著
者
自
身
︑
畸
人
伝
の
対
象
人
物
に
迫
る
の
は
﹁
本
質
的
に
不
可
能
﹂
で
あ

る
こ
と
は
百
も
承
知
の
う
え
で
︑﹁
歴
史
的
文
脈
に
注
意
を
払
い
︑
ま
た
︑
畸

人
た
ち
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
規
範
と
対
置
す
る
こ
と
で
﹂（
九
頁
）
こ
の

問
題
は
改
善
で
き
る
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
改
善
は
け
っ
し
て
解
決
法
で

は
な
い
し
︑
人
物
伝
が
本
来
持
つ
特
性
と
︑
著
者
の
主
張
す
る
社
会
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
最
終
的
に
う
ま
く
埋
め
ら
れ
て
い
る
と

は
思
え
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
論
理
的
飛
躍
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
書
は
な
お
︑

﹁
美
学
と
し
て
の
畸
﹂
に
関
す
る
言
説
と
表
象
の
歴
史
的
変
容
を
解
明
す
る
研

究
と
し
て
︑
そ
の
土
台
は
み
じ
ん
も
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
︒

　こ
う
し
た
弱
点
は
あ
る
も
の
の
︑
本
書
は
き
わ
め
て
満
足
度
の
高
い
労
作

で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
敗
者
と
ひ
と
括
り
に
さ
れ
る
か
︑
英
雄
と
讃
え
ら
れ
る

か
の
い
ず
れ
で
し
か
な
く
︑
歴
史
の
気
ま
ぐ
れ
な
記
憶
と
し
て
慰
み
も
の
扱

い
さ
れ
て
き
た
一
群
の
人
々
︱
︱
も
は
や
ジ
ャ
ン
ル
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

︱
︱
に
つ
い
て
︑
綿
密
な
資
料
に
基
づ
く
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
初
め
て
の
分

析
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
畸
人
た
ち
が
当
時
の
社
会
に
命
を
吹
き
こ
み
︑
活

力
を
注
ぎ
込
ん
だ
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
本
書
は
文
人
文
化
に
つ
い
て
︑
こ
れ

か
ら
の
議
論
を
刺
激
し
触
発
し
て
い
く
に
違
い
な
い
︒

＊ 

本
稿
は
︑Japan Review

 N
o. 27

（2014

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳

で
あ
る
︒
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作
で
あ
る
︒
著
者
の
視
点
は
驚
く
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
り
︑
思
想
史
︑
人
物
伝
︑

美
術
史
を
紡
ぎ
合
わ
せ
て
︑
豊
か
な
発
想
と
逸
話
の
満
載
さ
れ
た
高
度
な
論

理
で
語
り
か
け
て
く
る
︒
江
戸
時
代
に
興
味
を
持
つ
人
な
ら
誰
を
も
引
き
つ

け
ず
に
お
か
な
い
︒

　す
っ
き
り
と
わ
か
り
や
す
い
序
文
に
続
き
︑
本
書
は
中
国
文
化
の
﹁
隠
棲
﹂

﹁
狂
﹂﹁
無
用
﹂
と
い
う
先
行
例
を
土
台
と
し
て
︑
十
七
世
紀
後
期
の
日
本
に

﹁
畸
﹂
が
い
か
に
登
場
し
た
か
を
た
ど
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
続
く
三
つ
の
章
で

は
︑
十
八
世
紀
に
入
っ
て
﹁
畸
﹂
が
﹁
個
人
の
快
楽
の
た
め
の
独
立
し
た
美

の
領
域
﹂（
九
〇
頁
）
を
築
く
た
め
の
文
人
の
ツ
ー
ル
へ
と
変
貌
し
︑﹁
畸
人
﹂

ブ
ー
ム
の
嚆
矢
と
な
る
伴
蒿
蹊
の
﹃
近
世
畸
人
伝
﹄（
一
七
九
〇
）
に
よ
っ
て

﹁
畸
﹂
が
土
着
の
エ
ー
ト
ス
に
浸
透
し
︑
や
が
て
日
本
社
会
に
な
じ
み
︑
商
業

化
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
詳
し
く
描
く
︒
最
後
の
二
章
で
は
︑
こ
の
商
業
化
の

進
展
に
よ
っ
て
︑
文
人
文
化
に
お
け
る
﹁
畸
﹂
の
社
会
的
価
値
が
薄
ま
り
︑

そ
の
結
果
︑
こ
の
概
念
が
い
か
に
﹁
対
抗
文
化
的
勢
力
や
政
治
的
反
体
制
派
﹂

に
乗
っ
取
ら
れ
て
い
っ
た
か
が
語
ら
れ
る
︒

　字
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
︑
こ
の
本
の
持
つ
お
び
た
だ
し
い
長
所
を
す
べ

て
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑
こ
う
す
る
と
も
っ
と
良
く
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
え
る
点
を
二
つ
だ
け
挙
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
第
一
は
︑﹁
美

学
し
て
の
畸
﹂
と
い
う
や
や
狭
い
観
点
だ
け
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
こ
と

だ
︒
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
る
の
は
︑
た
と
え
ば
︑
祇
園
南
海
︑
柳
沢
淇
園
︑
売

茶
翁
︑
池
大
雅
︑
曽
我
䔥
白
︑
伊
藤
若
冲
︑
服
部
蘇
門
︑
深
井
志
道
軒
︑
木

下
長
嘯
子
︑
石
川
丈
山
︑
浦
上
玉
堂
︑
香
川
景
樹
︑
渡
辺
崋
山
な
ど
︑
定
番

と
も
い
え
る
文
人
た
ち
が
圧
倒
的
で
あ
る
︒
こ
う
い
う
切
り
口
は
む
ろ
ん
貴

重
で
は
あ
る
が
︑
こ
こ
で
編
ま
れ
た
文
人
伝
の
脇
役
と
し
て
登
場
す
る
有
徳

の
学
者
︑
熟
練
医
︑
貞
淑
な
妻
た
ち
︑
忠
義
な
召
使
い
︑
孝
行
息
子
や
娘
な

ど
︑
文
人
以
外
の
多
彩
な
畸
人
の
群
が
取
り
こ
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
︒
脇
役
の

何
人
か
に
つ
い
て
は
逸
話
と
し
て
短
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
︑
著
者
は
こ
の

論
考
の
中
に
彼
ら
を
系
統
的
に
組
み
込
も
う
と
は
し
て
い
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑

研
究
対
象
を
ど
こ
か
で
区
切
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
が
︑

も
し
も
こ
う
い
う
非
文
人
た
ち
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
れ
ば
︑
分
析
が
よ
り

豊
か
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒
た
と

え
ば
︑
親
孝
行
ま
で
も
が
﹁
自
己
形
成
の
た
め
の
潜
在
要
素
﹂（
一
一
四
頁
）

と
見
な
せ
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
か
ら
だ
︒

　こ
の
﹁
自
己
﹂
へ
の
言
及
か
ら
第
二
の
点
を
指
摘
し
た
い
︒
そ
れ
は
著
者

が
﹁
美
学
と
し
て
の
畸
﹂
を
﹁
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
﹂
の
問
題
と

い
う
枠
組
み
で
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
本
書
の
論
拠
の
大

半
を
占
め
て
い
る
資
料
︑
つ
ま
り
畸
人
伝
と
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
よ
う
に

思
え
る
︒
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
人
物
伝
と
い
う
も
の
が
と
か
く
主
人
公

を
理
想
化
し
た
聖
人
伝
に
な
り
が
ち
だ
と
す
れ
ば
︑
伝
記
は
果
た
し
て
現
実

を
反
映
す
る
と
と
ら
え
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
き
︑
歴
史
を

書
く
者
と
し
て
著
者
は
慎
重
な
姿
勢
を
崩
さ
な
い
︒
マ
ー
ビ
ン
・
マ
ー
カ
ス

（M
arvin M

arcus
）
に
よ
れ
ば
︑
近
世
の
伝
記
は
︑﹁
客
観
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
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う
よ
り
︑
主
人
公
を
あ
る
一
定
の
望
ま
し
い
姿
の
体
現
者
と
し
て
再
現
し
よ

う
と
す
る
﹂（
一
一
七
頁
）︒
著
者
の
見
解
は
こ
れ
と
全
面
的
に
一
致
し
て
お
り
︑

﹃
近
世
畸
人
伝
﹄
が
し
ば
し
ば
伝
記
デ
ー
タ
を
意
図
的
に
﹁
畸
﹂
の
証
左
に
作

り
替
え
よ
う
と
腐
心
し
て
い
る
事
実
を
き
ち
ん
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
二
七

頁
）︒
こ
れ
ら
人
物
伝
に
創
作
が
付
き
も
の
だ
と
す
る
な
ら
︑
で
は
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
︑
自
己
発
見
︑
自

己
発
案
︑
自
己
形
成
の
潜
在
要
素
と
し
て
読
め
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
︒
伝
記
作

家
の
立
場
に
立
て
ば
た
ぶ
ん
可
能
だ
ろ
う
が
︑
著
者
が
そ
う
し
た
よ
う
に
︑

畸
人
の
立
場
に
立
つ
な
ら
︑
ど
だ
い
無
理
な
話
だ
︒
公
平
を
期
し
て
お
く
が
︑

著
者
自
身
︑
畸
人
伝
の
対
象
人
物
に
迫
る
の
は
﹁
本
質
的
に
不
可
能
﹂
で
あ

る
こ
と
は
百
も
承
知
の
う
え
で
︑﹁
歴
史
的
文
脈
に
注
意
を
払
い
︑
ま
た
︑
畸

人
た
ち
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
規
範
と
対
置
す
る
こ
と
で
﹂（
九
頁
）
こ
の

問
題
は
改
善
で
き
る
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
改
善
は
け
っ
し
て
解
決
法
で

は
な
い
し
︑
人
物
伝
が
本
来
持
つ
特
性
と
︑
著
者
の
主
張
す
る
社
会
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
最
終
的
に
う
ま
く
埋
め
ら
れ
て
い
る
と

は
思
え
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
論
理
的
飛
躍
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
書
は
な
お
︑

﹁
美
学
と
し
て
の
畸
﹂
に
関
す
る
言
説
と
表
象
の
歴
史
的
変
容
を
解
明
す
る
研

究
と
し
て
︑
そ
の
土
台
は
み
じ
ん
も
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
︒

　こ
う
し
た
弱
点
は
あ
る
も
の
の
︑
本
書
は
き
わ
め
て
満
足
度
の
高
い
労
作

で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
敗
者
と
ひ
と
括
り
に
さ
れ
る
か
︑
英
雄
と
讃
え
ら
れ
る

か
の
い
ず
れ
で
し
か
な
く
︑
歴
史
の
気
ま
ぐ
れ
な
記
憶
と
し
て
慰
み
も
の
扱

い
さ
れ
て
き
た
一
群
の
人
々
︱
︱
も
は
や
ジ
ャ
ン
ル
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

︱
︱
に
つ
い
て
︑
綿
密
な
資
料
に
基
づ
く
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
初
め
て
の
分

析
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
畸
人
た
ち
が
当
時
の
社
会
に
命
を
吹
き
こ
み
︑
活

力
を
注
ぎ
込
ん
だ
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
本
書
は
文
人
文
化
に
つ
い
て
︑
こ
れ

か
ら
の
議
論
を
刺
激
し
触
発
し
て
い
く
に
違
い
な
い
︒

＊ 

本
稿
は
︑Japan Review

 N
o. 27

（2014

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳

で
あ
る
︒
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下
も
同
）
か
ら
始
ま
り
︑
現
代
（﹁〝
東
亜
共
同
体
〟
構
築
の
思
想
的
文
化
的
基

礎
﹂）
ま
で
︑
千
五
百
年
に
わ
た
る
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
持
っ
て
い
る
が
︑
そ
の

中
心
を
成
す
の
は
江
戸
時
代
以
降
の
歴
史
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
︑

﹁
大
阪
蘭
学
の
始
祖
︱
︱
橋
本
宗
吉
の
生
涯
と
業
績
﹂﹁
志
築
忠
雄
の
﹃
歴
象

新
書
﹄
の
翻
訳
と
自
然
観
﹂﹁
江
戸
時
代
の
優
れ
た
町
人
学
者
︱
︱
山
形
蟠

桃
﹂﹁
シ
ー
ボ
ル
ト
︱
︱
日
本
の
開
国
を
導
く
最
初
の
者
﹂﹁
シ
ー
ボ
ル
ト
の

日
本
研
究
及
び
そ
の
国
際
的
影
響
に
つ
い
て
﹂﹁
本
草
学
か
ら
植
物
学
へ
︱
︱

シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
本
自
然
史
研
究
に
対
す
る
貢
献
﹂﹁
頼
山
陽
の
﹃
日
本
外

史
﹄
と
中
日
の
史
学
の
交
流
﹂﹁﹃
日
本
外
史
﹄
及
び
中
国
に
お
け
る
流
布
に

つ
い
て
﹂﹁
頼
山
陽
の
史
学
思
想
へ
の
一
試
論
﹂﹁
朱
舜
水
研
究
の
回
顧
と
展

望
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
紙
幅
を
大
幅
に
割
い
て
︑
蘭
学
者
橋
本
宗
吉
・
志
築

忠
雄
︑
町
人
学
者
山
形
蟠
桃
︑
ド
イ
ツ
人
医
者
シ
ー
ボ
ル
ト
（Siebold, Philipp 

Franz von

）︑
儒
者
頼
山
陽
・
朱
舜
水
を
め
ぐ
っ
て
研
究
し
て
い
る
︒
氏
が
江

戸
時
代
を
重
要
視
す
る
の
は
︑
同
時
代
を
日
本
の
近
代
化
の
源
と
し
て
認
識

し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
九
頁
）︒

　そ
し
て
︑﹁
欧
州
近
代
文
化
受
容
の
中
日
比
較
﹂
の
章
で
は
︑﹁
日
本
の
西

洋
近
代
文
化
受
容
に
お
け
る
中
国
の
役
割
﹂﹁
中
日
両
国
の
外
来
文
化
受
容
に

関
す
る
史
的
考
察
︱
︱
西
洋
近
代
文
化
を
中
心
に
﹂﹁
中
日
両
国
の
西
洋
近
代

文
化
受
容
の
一
比
較
﹂﹁
日
本
の
西
洋
近
代
文
化
吸
収
に
対
す
る
中
国
の
研
究

︱
︱
そ
の
現
状
と
成
り
行
き
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
西
洋
の
近
代
文
明
の
受
容

に
お
け
る
中
日
の
相
違
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
︒

　さ
ら
に
﹁
中
日
文
化
の
相
違
﹂
の
章
で
は
︑﹁
外
来
文
化
と
伝
統
文
化
の
融

合
︱
︱
中
日
両
国
近
代
化
の
過
程
を
兼
ね
て
﹂﹁
中
国
文
化
の
伝
統
と
日
本
の

近
代
化
︱
︱
日
本
の
近
代
化
に
お
け
る
儒
家
思
想
の
影
響
を
兼
ね
て
﹂
等
の

論
文
で
︑
中
日
の
近
代
化
遅
速
の
原
因
を
文
化
面
に
求
め
て
い
る
︒

　周
知
の
よ
う
に
︑
近
代
化
は
︑
二
十
世
紀
の
後
半
か
ら
立
ち
遅
れ
た
中
国

に
課
せ
ら
れ
た
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
の
目
標
を
達
成
す
べ
く
︑
氏
は

他
の
多
く
の
研
究
者
と
同
様
に
︑
近
代
化
に
対
し
て
多
大
な
関
心
を
寄
せ
︑

そ
し
て
︑
そ
の
答
え
を
日
本
か
ら
見
出
そ
う
と
懸
命
に
努
力
さ
れ
て
い
た
︒

　﹁問
題
意
識
﹂
と
し
て
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
現
実
問
題
の
研
究
で
あ
ろ

う
︒
二
十
世
紀
の
後
半
よ
り
︑
歴
史
認
識
の
問
題
が
東
ア
ジ
ア
に
横
た
わ
る

現
実
問
題
と
し
て
現
れ
て
き
た
︒
氏
は
日
本
史
研
究
者
と
し
て
︑﹁
抗
日
戦
争

中
に
お
け
る
日
本
の
中
国
文
化
財
に
対
す
る
破
壊
と
掠
奪
に
つ
い
て
﹂﹁〝
南

京
大
虐
殺
〟
に
お
け
る
図
書
掠
奪
﹂﹁
日
本
軍
に
よ
る
浙
江
の
図
書
・
文
物
の

掠
奪
﹂﹁
香
港
占
領
日
本
軍
の
馮
平
山
図
書
館
の
掠
奪
﹂
と
い
う
一
連
の
論
文

を
発
表
し
︑
戦
時
下
日
本
軍
に
よ
る
中
国
の
図
書
や
文
化
財
に
対
す
る
破
壊

活
動
を
紹
介
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
日
本
の
社
会
教
育
に
み
ら
れ
る
歴
史
認

識
の
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
﹂
で
は
︑
日
本
の
歴
史
認
識
問
題
の
所
在
を
鋭

く
指
摘
し
て
︑﹁
甲
午
戦
後
の
日
本
の
台
湾
に
お
け
る
〝
一
体
性
企
画
〟
試

論
﹂﹁〝
大
東
亜
共
栄
圏
〟
に
関
す
る
歴
史
的
・
現
実
的
思
考
﹂
で
︑
日
本
の

台
湾
占
領
期
の
施
策
や
大
東
亜
戦
争
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
︒

　最
後
に
︑﹁
問
題
意
識
﹂
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
中
日
友
好
で
あ
ろ
う
︒
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趙
建
民
著

『
晴
雨
耕
耘
録
―
―
日
本
と
東
ア
ジ
ア
研
究
交
流
文
集
』

趙
建
民
﹃
晴
雨
耕
耘
録
︱
︱
日
本
和
東
亜
研
究
交
流
文
集
﹄
上
海
人
民
出
版
社
︑

二
〇
一
四
年

王

　宝
平

　一
九
四
九
年
︑
新
中
国
が
成
立
し
た
後
の
日
本
研
究
は
激
動
の
時
代
の
嵐

に
あ
お
ら
れ
な
が
ら
︑
六
十
余
年
の
星
霜
を
閲
し
た
︒﹁
三
大
家
﹂
と
尊
敬
さ

れ
る
呉
廷
璆
（
一
九
一
〇
～
二
〇
〇
三
）︑
鄒
有
恒
（
一
九
一
二
～
二
〇
〇
五
）︑

周
一
良
（
一
九
一
三
～
二
〇
〇
一
）
が
初
代
の
研
究
者
と
推
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
︑
趙
建
民
教
授
を
は
じ
め
と
し
た
学
者
は
︑
二
代
目
の
日
本
史
の
研
究

者
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
︒
氏
は
長
年
︑
復
旦
大
学
歴
史
学
科
で
教
鞭
を
執
り

な
が
ら
︑
ひ
た
す
ら
日
本
史
の
研
究
を
行
い
︑
そ
の
代
表
作
﹃
日
本
通
史
﹄

（
復
旦
大
学
出
版
社
︑
一
九
八
九
）
は
︑
中
国
大
陸
初
の
日
本
通
史
と
し
て
広
く

知
ら
れ
て
い
る
︒

　最
近
︑
氏
は
三
十
年
来
の
研
究
成
果
を
﹃
晴
雨
耕
耘
録
︱
︱
日
本
和
東
亜

研
究
交
流
文
集
﹄
に
ま
と
め
て
公
刊
し
た
︒
論
文
三
十
六
本
︑
そ
の
他
（
書

評
・
感
想
・
追
想
等
）
十
七
本
を
収
め
た
六
百
ペ
ー
ジ
︑
五
十
一
万
字
に
上
る

こ
の
大
著
は
︑﹁
中
日
文
化
の
相
違
﹂﹁
欧
州
近
代
文
化
の
受
容
に
お
け
る
中

日
比
較
﹂﹁
蘭
学
︱
︱
日
本
近
代
化
の
萌
芽
﹂﹁
儒
学
の
逆
輸
出
﹂﹁
中
日
教
育

の
交
流
﹂﹁
戦
争
に
よ
る
損
益
﹂﹁
東
ア
ジ
ア
か
ら
み
た
日
本
﹂
と
い
う
七
つ

の
章
立
て
と
な
っ
て
い
る
︒
ど
れ
も
鮮
明
な
﹁
問
題
意
識
﹂
に
基
づ
い
て
書

か
れ
た
論
考
で
あ
る
︒﹁
問
題
意
識
﹂
と
は
常
に
中
国
人
の
立
場
に
立
脚
し
︑

中
国
を
参
考
に
し
︑
中
国
の
現
実
と
関
連
づ
け
て
日
本
史
研
究
の
テ
ー
マ
と

必
要
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
（
八
頁
）︒

　﹁問
題
意
識
﹂
と
し
て
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
中
国
の
近
代
化
の
た
め

の
日
本
研
究
で
あ
ろ
う
︒
三
十
六
本
の
論
文
は
︑
唐
代
（﹁〝
正
倉
院
宝
物
〟
に

み
ら
れ
る
中
日
文
化
交
流
の
特
徴
﹂︒
論
文
の
題
目
は
書
評
者
の
翻
訳
に
よ
る
︒
以

書

評
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下
も
同
）
か
ら
始
ま
り
︑
現
代
（﹁〝
東
亜
共
同
体
〟
構
築
の
思
想
的
文
化
的
基

礎
﹂）
ま
で
︑
千
五
百
年
に
わ
た
る
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
持
っ
て
い
る
が
︑
そ
の

中
心
を
成
す
の
は
江
戸
時
代
以
降
の
歴
史
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
︑

﹁
大
阪
蘭
学
の
始
祖
︱
︱
橋
本
宗
吉
の
生
涯
と
業
績
﹂﹁
志
築
忠
雄
の
﹃
歴
象

新
書
﹄
の
翻
訳
と
自
然
観
﹂﹁
江
戸
時
代
の
優
れ
た
町
人
学
者
︱
︱
山
形
蟠

桃
﹂﹁
シ
ー
ボ
ル
ト
︱
︱
日
本
の
開
国
を
導
く
最
初
の
者
﹂﹁
シ
ー
ボ
ル
ト
の

日
本
研
究
及
び
そ
の
国
際
的
影
響
に
つ
い
て
﹂﹁
本
草
学
か
ら
植
物
学
へ
︱
︱

シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
本
自
然
史
研
究
に
対
す
る
貢
献
﹂﹁
頼
山
陽
の
﹃
日
本
外

史
﹄
と
中
日
の
史
学
の
交
流
﹂﹁﹃
日
本
外
史
﹄
及
び
中
国
に
お
け
る
流
布
に

つ
い
て
﹂﹁
頼
山
陽
の
史
学
思
想
へ
の
一
試
論
﹂﹁
朱
舜
水
研
究
の
回
顧
と
展

望
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
紙
幅
を
大
幅
に
割
い
て
︑
蘭
学
者
橋
本
宗
吉
・
志
築

忠
雄
︑
町
人
学
者
山
形
蟠
桃
︑
ド
イ
ツ
人
医
者
シ
ー
ボ
ル
ト
（Siebold, Philipp 

Franz von

）︑
儒
者
頼
山
陽
・
朱
舜
水
を
め
ぐ
っ
て
研
究
し
て
い
る
︒
氏
が
江

戸
時
代
を
重
要
視
す
る
の
は
︑
同
時
代
を
日
本
の
近
代
化
の
源
と
し
て
認
識

し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
九
頁
）︒

　そ
し
て
︑﹁
欧
州
近
代
文
化
受
容
の
中
日
比
較
﹂
の
章
で
は
︑﹁
日
本
の
西

洋
近
代
文
化
受
容
に
お
け
る
中
国
の
役
割
﹂﹁
中
日
両
国
の
外
来
文
化
受
容
に

関
す
る
史
的
考
察
︱
︱
西
洋
近
代
文
化
を
中
心
に
﹂﹁
中
日
両
国
の
西
洋
近
代

文
化
受
容
の
一
比
較
﹂﹁
日
本
の
西
洋
近
代
文
化
吸
収
に
対
す
る
中
国
の
研
究

︱
︱
そ
の
現
状
と
成
り
行
き
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
西
洋
の
近
代
文
明
の
受
容

に
お
け
る
中
日
の
相
違
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
︒

　さ
ら
に
﹁
中
日
文
化
の
相
違
﹂
の
章
で
は
︑﹁
外
来
文
化
と
伝
統
文
化
の
融

合
︱
︱
中
日
両
国
近
代
化
の
過
程
を
兼
ね
て
﹂﹁
中
国
文
化
の
伝
統
と
日
本
の

近
代
化
︱
︱
日
本
の
近
代
化
に
お
け
る
儒
家
思
想
の
影
響
を
兼
ね
て
﹂
等
の

論
文
で
︑
中
日
の
近
代
化
遅
速
の
原
因
を
文
化
面
に
求
め
て
い
る
︒

　周
知
の
よ
う
に
︑
近
代
化
は
︑
二
十
世
紀
の
後
半
か
ら
立
ち
遅
れ
た
中
国

に
課
せ
ら
れ
た
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
の
目
標
を
達
成
す
べ
く
︑
氏
は

他
の
多
く
の
研
究
者
と
同
様
に
︑
近
代
化
に
対
し
て
多
大
な
関
心
を
寄
せ
︑

そ
し
て
︑
そ
の
答
え
を
日
本
か
ら
見
出
そ
う
と
懸
命
に
努
力
さ
れ
て
い
た
︒

　﹁問
題
意
識
﹂
と
し
て
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
現
実
問
題
の
研
究
で
あ
ろ

う
︒
二
十
世
紀
の
後
半
よ
り
︑
歴
史
認
識
の
問
題
が
東
ア
ジ
ア
に
横
た
わ
る

現
実
問
題
と
し
て
現
れ
て
き
た
︒
氏
は
日
本
史
研
究
者
と
し
て
︑﹁
抗
日
戦
争

中
に
お
け
る
日
本
の
中
国
文
化
財
に
対
す
る
破
壊
と
掠
奪
に
つ
い
て
﹂﹁〝
南

京
大
虐
殺
〟
に
お
け
る
図
書
掠
奪
﹂﹁
日
本
軍
に
よ
る
浙
江
の
図
書
・
文
物
の

掠
奪
﹂﹁
香
港
占
領
日
本
軍
の
馮
平
山
図
書
館
の
掠
奪
﹂
と
い
う
一
連
の
論
文

を
発
表
し
︑
戦
時
下
日
本
軍
に
よ
る
中
国
の
図
書
や
文
化
財
に
対
す
る
破
壊

活
動
を
紹
介
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
日
本
の
社
会
教
育
に
み
ら
れ
る
歴
史
認

識
の
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
﹂
で
は
︑
日
本
の
歴
史
認
識
問
題
の
所
在
を
鋭

く
指
摘
し
て
︑﹁
甲
午
戦
後
の
日
本
の
台
湾
に
お
け
る
〝
一
体
性
企
画
〟
試

論
﹂﹁〝
大
東
亜
共
栄
圏
〟
に
関
す
る
歴
史
的
・
現
実
的
思
考
﹂
で
︑
日
本
の

台
湾
占
領
期
の
施
策
や
大
東
亜
戦
争
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
︒

　最
後
に
︑﹁
問
題
意
識
﹂
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
中
日
友
好
で
あ
ろ
う
︒
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　ト
ッ
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
氏
の
﹃
ソ
ウ
ル
を
同
化
す
る
︱
︱
日
本
の
支
配
と
植

民
地
朝
鮮
に
お
け
る
公
共
空
間
の
政
治
学

　一
九
一
〇
～
一
九
四
五
年
﹄
は
︑

日
本
統
治
期
の
朝
鮮
に
お
い
て
首
都
と
さ
れ
た
京
城
︱
︱
朝
鮮
王
朝
期
の

漢ハ
ン
ソ
ン城

︱
︱
に
お
い
て
︑
朝
鮮
総
督
府
が
都
市
公
共
空
間
へ
の
介
入
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
同
化
政
策
を
進
め
よ
う
と
し
た
か
︑
そ
れ
に
伴
い
総
督
府
当
局

や
現
地
朝
鮮
人
︑
在
留
日
本
人
ら
の
間
に
ど
の
よ
う
な
競
合
や
反
発
︑
協
調

が
生
じ
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑
章
ご
と
に
内
容
を
見

て
い
こ
う
︒

　序
章
﹁
同
化
と
空
間
︱
︱
日
本
に
よ
る
統
治
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
向

け
て
﹂
で
は
︑
植
民
地
都
市
・
京
城
を
分
析
す
る
視
角
が
示
さ
れ
る
︒
す
な

わ
ち
︑
都
市
を
植
民
地
権
力
と
住
民
の
﹁
せ
め
ぎ
合
い
の
場
﹂
と
捉
え
︑
大

通
り
︑
神
社
︑
王
宮
な
ど
の
公
共
空
間
の
分
析
を
通
じ
て
︑
支
配
︱
被
支
配

の
多
層
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑

植
民
地
権
力
の
一
方
的
貫
徹
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
植
民
地
権
力
と

さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
競
合
に
着
目
す
る
こ
と
で
同
化
政
策
の
限
界
の
実

態
を
考
察
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

　第
一
章
﹁
京
城
を
建
設
す
る
︱
︱
不
均
衡
な
植
民
地
の
首
都
﹂
で
は
︑
ま

ず
︑
朝
鮮
王
朝
時
代
の
漢
城
を
植
民
地
都
市
・
京
城
に
変
え
よ
う
と
す
る
総

督
府
の
政
策
と
︑
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
ア
ク
タ
ー
の
反
応
を
検
討
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
︑
都
市
空
間
へ
の
植
民
地
権
力
の
介
入
を
︑
漢
城
か
ら
京
城
へ
の
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氏
は
ま
た
︑﹁〝
東
亜
共
同
体
〟
構
築
の
思
想
的
・
文
化
的
基
礎
︱
︱
歴
史
の

ヒ
ン
ト
と
未
来
へ
の
追
求
の
角
度
か
ら
﹂﹁
歴
史
認
識
問
題
に
つ
い
て
よ
り
多

く
の
共
通
認
識
を
得
る
た
め
に
﹂﹁
相
互
理
解
が
中
日
友
好
関
係
を
促
す
根
本

的
な
道
﹂﹁
中
日
文
化
関
係
及
び
そ
の
思
考
﹂﹁
今
日
の
中
日
関
係
の
文
化
的

背
景
に
つ
い
て
﹂
と
い
っ
た
論
文
を
書
き
︑
歴
史
研
究
を
通
じ
て
︑
両
国
の

相
互
理
解
や
中
日
友
好
の
促
進
を
強
く
唱
え
て
い
る
︒

　右
に
挙
げ
た
氏
の
三
つ
の
﹁
問
題
意
識
﹂
は
︑
中
国
史
上
の
経
世
致
用
と

い
う
学
問
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
経
世
致
用
と
は
︑
現
実

離
れ
し
た
﹁
学
問
﹂
の
た
め
の
研
究
よ
り
も
︑
現
実
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
の
研
究
が
提
唱
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
清
代
に
お
け
る
こ
の
思
潮
の
中
心

地
は
︑
主
に
江
蘇
省
と
浙
江
省
で
あ
っ
た
︒
氏
の
誕
生
地
は
︑
一
九
三
七
年

八
月
十
三
日
に
勃
発
し
た
﹁
淞
滬
会
戦
﹂（
第
二
次
上
海
事
変
）
時
の
日
本
軍

の
上
陸
地
（
川
沙
）
で
あ
っ
た
︒
二
千
人
の
無
辜
が
殺
戮
さ
れ
︑
一
万
軒
の

家
屋
が
灰
塵
に
帰
し
た
翌
年
に
︑
氏
は
生
ま
れ
た
︒
呱
呱
の
声
を
上
げ
た
時

点
か
ら
︑
日
本
と
の
切
っ
て
も
切
れ
な
い
運
命
が
決
め
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
︒

そ
の
後
︑
な
ぜ
日
本
が
中
国
を
侵
略
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
︑

徐
々
に
日
本
史
研
究
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
四
～
五
頁
）︒

　程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
︑
こ
れ
は
一
九
三
〇
年
代
生
ま
れ
の
二
代
目
の
日
本

研
究
者
す
べ
て
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
︒
戦
争
中
に
生
ま
れ
︑

窮
乏
生
活
の
中
で
育
て
ら
れ
︑
資
料
が
欠
如
し
た
状
況
に
置
か
れ
な
が
ら
︑

学
問
を
継
続
し
て
い
た
体
験
は
︑
経
世
致
用
の
特
徴
を
よ
り
鮮
明
な
も
の
に

し
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
以
上
に
︑
悲
惨
な
戦
争
か
ら
教
訓
を
見

出
し
︑
中
日
の
友
好
︑
世
界
の
平
和
を
求
め
よ
う
と
す
る
精
神
こ
そ
が
継
承

さ
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
を
氏
の
大
著
に
よ
っ
て
教
え

ら
れ
た
︒
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　ト
ッ
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
氏
の
﹃
ソ
ウ
ル
を
同
化
す
る
︱
︱
日
本
の
支
配
と
植

民
地
朝
鮮
に
お
け
る
公
共
空
間
の
政
治
学

　一
九
一
〇
～
一
九
四
五
年
﹄
は
︑

日
本
統
治
期
の
朝
鮮
に
お
い
て
首
都
と
さ
れ
た
京
城
︱
︱
朝
鮮
王
朝
期
の

漢ハ
ン
ソ
ン城

︱
︱
に
お
い
て
︑
朝
鮮
総
督
府
が
都
市
公
共
空
間
へ
の
介
入
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
同
化
政
策
を
進
め
よ
う
と
し
た
か
︑
そ
れ
に
伴
い
総
督
府
当
局

や
現
地
朝
鮮
人
︑
在
留
日
本
人
ら
の
間
に
ど
の
よ
う
な
競
合
や
反
発
︑
協
調

が
生
じ
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑
章
ご
と
に
内
容
を
見

て
い
こ
う
︒

　序
章
﹁
同
化
と
空
間
︱
︱
日
本
に
よ
る
統
治
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
向

け
て
﹂
で
は
︑
植
民
地
都
市
・
京
城
を
分
析
す
る
視
角
が
示
さ
れ
る
︒
す
な

わ
ち
︑
都
市
を
植
民
地
権
力
と
住
民
の
﹁
せ
め
ぎ
合
い
の
場
﹂
と
捉
え
︑
大

通
り
︑
神
社
︑
王
宮
な
ど
の
公
共
空
間
の
分
析
を
通
じ
て
︑
支
配
︱
被
支
配

の
多
層
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑

植
民
地
権
力
の
一
方
的
貫
徹
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
植
民
地
権
力
と

さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
競
合
に
着
目
す
る
こ
と
で
同
化
政
策
の
限
界
の
実

態
を
考
察
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

　第
一
章
﹁
京
城
を
建
設
す
る
︱
︱
不
均
衡
な
植
民
地
の
首
都
﹂
で
は
︑
ま

ず
︑
朝
鮮
王
朝
時
代
の
漢
城
を
植
民
地
都
市
・
京
城
に
変
え
よ
う
と
す
る
総

督
府
の
政
策
と
︑
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
ア
ク
タ
ー
の
反
応
を
検
討
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
︑
都
市
空
間
へ
の
植
民
地
権
力
の
介
入
を
︑
漢
城
か
ら
京
城
へ
の

書
評
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義
兵
運
動
が
盛
り
上
が
り
︑
ま
た
︑
博
覧
会
の
娯
楽
的
な
雰
囲
気
が
文
明
化

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
わ
ら
せ
に
く
く
し
た
︒
韓
国
併
合
後
︑
旧
朝
鮮
王
朝
の

王
宮
は
公
的
行
事
の
場
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
が
︑
そ
う
し
た
中
で
︑

一
九
一
五
年
︑
景
福
宮
で
施
政
五
年
記
念
朝
鮮
物
産
共
進
会
が
開
催
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
は
遅
れ
た
朝
鮮
と
近
代
的
な
日
本
が
対
比
さ
れ
た
が
︑
経
済
的
収
奪

の
も
た
ら
す
植
民
地
社
会
内
の
差
別
構
造
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
近

代
的
産
業
化
の
意
義
を
教
え
こ
む
と
い
う
教
育
的
意
図
も
朝
鮮
人
に
徹
底
し

た
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
こ
と
を
︑
朝
鮮
人
の
地
域
エ
リ
ー
ト
（
い
わ
ゆ
る

﹁
有
志
﹂）
参
加
者
や
普
通
学
校
生
徒
の
反
応
か
ら
読
み
と
る
︒

　つ
い
で
一
九
二
九
年
の
施
政
二
十
周
年
記
念
朝
鮮
博
覧
会
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
︒
博
覧
会
の
展
示
は
︑
参
観
者
を
や
は
り
近
代
化
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
取

り
込
も
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
︑
多
く
の
問
題
点
も
伏
在
し
て
い
た
︒
厳

し
い
予
算
状
況
を
背
景
に
︑
地
方
農
民
に
強
制
的
に
博
覧
会
を
観
覧
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
な
状
況
も
見
ら
れ
た
︒
そ
の
た
め
︑
朝
鮮
人
知
識
人
は
博
覧
会

が
民
衆
に
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
批
判
し
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
は
︑
朝
鮮

に
日
本
人
の
投
資
を
呼
び
込
む
た
め
の
行
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

や
︑
博
覧
会
に
伴
っ
て
景
福
宮
を
破
壊
し
た
こ
と
に
も
非
難
を
浴
び
せ
た
︒

　第
四
章
﹁
公
衆
道
徳
の
同
化
︱
︱
京
城
一
円
の
衛
生
﹂
は
︑
京
城
在
住
朝

鮮
人
に
対
す
る
衛
生
観
念
の
扶
植
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
す
る
︒
韓
国
併

合
以
前
は
︑
在
朝
日
本
人
が
衛
生
組
合
を
つ
く
り
︑
他
方
︑
漢
城
在
住
朝
鮮

人
も
漢
城
衛
生
組
合
（
一
九
〇
七
年
結
成
）
を
組
織
し
た
︒
植
民
地
初
期
の

﹁
武
断
政
治
﹂
期
に
お
い
て
︑
総
督
府
は
︑
朝
鮮
人
に
自
律
的
に
衛
生
を
管
理

す
る
主
体
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
︒
し
か
し
︑
下
層
の
朝
鮮
人
︑
特
に
女
性

が
衛
生
観
念
を
内
面
化
で
き
な
い
状
況
で
は
︑
い
き
お
い
衛
生
施
策
は
官
主

導
の
軍
隊
式
の
も
の
と
な
っ
た
︒

　一
九
二
〇
年
代
の
﹁
文
化
政
治
﹂
期
に
入
る
と
︑
植
民
地
権
力
と
民
族
主

義
者
の
衛
生
を
め
ぐ
る
言
説
の
﹁
同
床
異
夢
﹂
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
︒
両
者
と
も
朝
鮮
人
民
衆
に
基
礎
的
な
衛
生
知
識
を
植
え
つ
け
よ
う

と
考
え
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
総
督
府
は
︑
朝
鮮
人
の
非
衛

生
的
な
生
活
の
原
因
を
朝
鮮
民
族
の
先
天
的
劣
等
性
に
求
め
た
の
に
対
し
て
︑

民
族
主
義
者
は
︑
そ
の
よ
う
な
〝
不
潔
な
民
族
〟
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

を
排
し
た
︒
む
し
ろ
朝
鮮
人
の
生
活
条
件
を
問
題
視
し
た
民
族
主
義
者
は
︑

在
留
日
本
人
優
先
の
都
市
整
備
や
朝
鮮
人
に
対
す
る
医
療
教
育
・
医
療
施
設

の
不
備
と
い
っ
た
民
族
差
別
に
矛
先
を
向
け
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
朝
鮮
人

の
地
域
エ
リ
ー
ト
や
京
城
医
学
専
門
学
校
卒
業
生
ら
の
衛
生
思
想
普
及
活
動

も
︑
民
族
問
題
を
意
識
し
て
い
た
︒

　第
五
章
﹁
皇
国
臣
民
化
︱
︱
崩
壊
す
る
戦
時
都
市
空
間
﹂
は
︑
い
わ
ゆ
る

皇
民
化
政
策
が
進
展
し
た
日
中
戦
争
期
以
降
の
京
城
の
都
市
空
間
を
扱
う
︒

一
九
四
〇
年
の
紀
元
二
六
〇
〇
年
を
記
念
す
る
諸
行
事
は
︑
朝
鮮
人
に
帝
国

の
一
員
と
し
て
の
意
識
を
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
︒
同
年
の
始
政
三
十
周
年

記
念
朝
鮮
大
博
覧
会
で
は
﹁
内
鮮
一
体
﹂
や
戦
時
下
の
時
局
認
識
を
扶
植
し

よ
う
と
す
る
展
示
が
見
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
伊
勢
神
宮
か
ら
朝
鮮
神
宮
へ
の
奉
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名
称
変
更
︑
お
よ
び
京
城
内
の
諸
王
宮
が
公
園
・
美
術
館
・
ホ
テ
ル
な
ど
に

変
え
ら
れ
﹁
非
聖
地
化
﹂
さ
れ
た
こ
と
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

総
督
府
が
重
視
し
た
南
北
を
縦
貫
す
る
大
通
り
（
太
平
路
）
の
整
備
に
は
︑

北
部
の
朝
鮮
人
集
住
地
域
と
南
部
の
日
本
人
居
留
地
域
を
結
び
つ
け
る
こ
と

で
﹁
同
化
﹂
を
促
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑

こ
う
し
た
総
督
府
の
意
図
が
貫
徹
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
朝
鮮
人
集
住
地
域

に
お
け
る
毛
細
血
管
的
な
道
路
は
前
近
代
と
変
わ
ら
ず
保
た
れ
て
い
た
し
︑

南
部
で
は
地
名
が
洞
か
ら
町
へ
と
日
本
式
に
変
え
ら
れ
た
も
の
の
︑
北
部
で

は
洞
の
名
称
の
ま
ま
だ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
点
に
著
者
は
︑
植
民
地
権
力
の

統
治
力
の
限
界
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒

　﹁文
化
政
治
﹂
期
に
つ
い
て
は
︑
京
城
都
市
計
画
研
究
会
（
一
九
二
一
年
設

置
）
で
の
議
論
に
着
目
し
て
い
る
︒
同
調
査
会
の
報
告
書
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
ふ
さ
わ
し
い
近
代
的
都
市
化
・
道
路
網
構
築
を
目
指
す
も

の
で
︑
太
平
路
沿
い
に
は
京
城
駅
・
京
城
府
庁
舎
・
総
督
府
庁
舎
と
い
っ
た

日
本
の
近
代
性
を
誇
示
す
る
建
築
群
が
現
れ
た
︒
し
か
し
︑
財
源
の
制
約
の

た
め
都
市
計
画
は
一
部
し
か
実
現
し
な
か
っ
た
し
︑
市
区
改
正
や
受
益
税
創

設
構
想
な
ど
へ
の
貧
困
層
朝
鮮
人
の
非
協
力
に
都
市
計
画
担
当
者
は
絶
え
ず

直
面
し
て
い
た
︒

　第
二
章
﹁
精
神
的
同
化
︱
︱
南
山
の
神
社
と
そ
の
祭
り
﹂
は
︑
南
山
に
建

立
さ
れ
た
京
城
神
社
と
朝
鮮
神
宮
を
取
り
上
げ
る
︒
京
城
在
住
日
本
人
の
氏

神
と
さ
れ
た
前
者
と
朝
鮮
総
督
府
の
同
化
政
策
の
担
い
手
と
さ
れ
た
後
者
が
︑

競
合
関
係
か
ら
朝
鮮
人
の
同
化
を
目
指
し
て
提
携
す
る
関
係
に
変
わ
っ
て
い

く
様
相
を
描
く
︒
植
民
地
期
初
期
︑
総
督
府
は
京
城
神
社
を
朝
鮮
人
も
含
め

た
住
民
の
信
仰
対
象
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
の
︑
在
留
日
本
人
の
氏

子
か
ら
反
発
を
買
っ
た
︒
多
く
の
朝
鮮
人
住
民
に
と
っ
て
も
神
社
は
例
祭
で

し
か
縁
の
な
い
存
在
で
あ
る
う
え
︑
祈
願
と
遊
び
の
混
交
し
た
祭
り
は
日
本

人
の
精
神
性
を
朝
鮮
人
に
示
し
た
い
と
い
う
総
督
府
の
願
望
と
も
ず
れ
て
い

た
︒
総
督
府
は
︑
京
城
神
社
を
通
じ
て
在
留
日
本
人
と
朝
鮮
人
住
民
の
結
び

つ
き
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
が
︑
日
本
人
で
も
下
層
労
働
者
は
例
大
祭
に
参

加
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
︑
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
氏
子
と
し
て
の
支
出

は
負
担
だ
っ
た
︒

　こ
う
し
た
状
況
は
一
九
二
五
年
の
朝
鮮
神
宮
の
創
建
で
新
た
な
局
面
に
入

る
︒
京
城
神
社
と
朝
鮮
神
宮
は
摩
擦
を
伴
い
つ
つ
も
︑
朝
鮮
神
宮
が
神
社
式

典
へ
の
朝
鮮
人
の
強
制
参
加
を
求
め
︑
京
城
神
社
は
み
こ
し
行
列
を
北
部
の

朝
鮮
人
集
住
地
域
に
も
乗
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
︑
相
互
補
完
的
に
同

化
政
策
の
担
い
手
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
同

化
政
策
と
は
︑
朝
鮮
人
を
従
属
的
位
置
に
置
き
つ
つ
神
社
共
同
体
へ
取
り
込

も
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
︒

　第
三
章
﹁
物
質
的
同
化
︱
︱
景
福
宮
敷
地
に
お
け
る
植
民
地
博
覧
会
﹂
は
︑

植
民
地
博
覧
会
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
統
監
府
期
の
一
九
〇
七
年
に
開
か

れ
た
京
城
博
覧
会
は
文
明
化
の
恩
恵
を
示
す
こ
と
で
日
本
の
統
治
の
正
当
化

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
同
じ
時
期
に
は
朝
鮮
人
の
抗
日
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義
兵
運
動
が
盛
り
上
が
り
︑
ま
た
︑
博
覧
会
の
娯
楽
的
な
雰
囲
気
が
文
明
化

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
わ
ら
せ
に
く
く
し
た
︒
韓
国
併
合
後
︑
旧
朝
鮮
王
朝
の

王
宮
は
公
的
行
事
の
場
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
が
︑
そ
う
し
た
中
で
︑

一
九
一
五
年
︑
景
福
宮
で
施
政
五
年
記
念
朝
鮮
物
産
共
進
会
が
開
催
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
は
遅
れ
た
朝
鮮
と
近
代
的
な
日
本
が
対
比
さ
れ
た
が
︑
経
済
的
収
奪

の
も
た
ら
す
植
民
地
社
会
内
の
差
別
構
造
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
近

代
的
産
業
化
の
意
義
を
教
え
こ
む
と
い
う
教
育
的
意
図
も
朝
鮮
人
に
徹
底
し

た
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
こ
と
を
︑
朝
鮮
人
の
地
域
エ
リ
ー
ト
（
い
わ
ゆ
る

﹁
有
志
﹂）
参
加
者
や
普
通
学
校
生
徒
の
反
応
か
ら
読
み
と
る
︒

　つ
い
で
一
九
二
九
年
の
施
政
二
十
周
年
記
念
朝
鮮
博
覧
会
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
︒
博
覧
会
の
展
示
は
︑
参
観
者
を
や
は
り
近
代
化
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
取

り
込
も
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
︑
多
く
の
問
題
点
も
伏
在
し
て
い
た
︒
厳

し
い
予
算
状
況
を
背
景
に
︑
地
方
農
民
に
強
制
的
に
博
覧
会
を
観
覧
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
な
状
況
も
見
ら
れ
た
︒
そ
の
た
め
︑
朝
鮮
人
知
識
人
は
博
覧
会

が
民
衆
に
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
批
判
し
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
は
︑
朝
鮮

に
日
本
人
の
投
資
を
呼
び
込
む
た
め
の
行
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

や
︑
博
覧
会
に
伴
っ
て
景
福
宮
を
破
壊
し
た
こ
と
に
も
非
難
を
浴
び
せ
た
︒

　第
四
章
﹁
公
衆
道
徳
の
同
化
︱
︱
京
城
一
円
の
衛
生
﹂
は
︑
京
城
在
住
朝

鮮
人
に
対
す
る
衛
生
観
念
の
扶
植
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
す
る
︒
韓
国
併

合
以
前
は
︑
在
朝
日
本
人
が
衛
生
組
合
を
つ
く
り
︑
他
方
︑
漢
城
在
住
朝
鮮

人
も
漢
城
衛
生
組
合
（
一
九
〇
七
年
結
成
）
を
組
織
し
た
︒
植
民
地
初
期
の

﹁
武
断
政
治
﹂
期
に
お
い
て
︑
総
督
府
は
︑
朝
鮮
人
に
自
律
的
に
衛
生
を
管
理

す
る
主
体
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
︒
し
か
し
︑
下
層
の
朝
鮮
人
︑
特
に
女
性

が
衛
生
観
念
を
内
面
化
で
き
な
い
状
況
で
は
︑
い
き
お
い
衛
生
施
策
は
官
主

導
の
軍
隊
式
の
も
の
と
な
っ
た
︒

　一
九
二
〇
年
代
の
﹁
文
化
政
治
﹂
期
に
入
る
と
︑
植
民
地
権
力
と
民
族
主

義
者
の
衛
生
を
め
ぐ
る
言
説
の
﹁
同
床
異
夢
﹂
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
︒
両
者
と
も
朝
鮮
人
民
衆
に
基
礎
的
な
衛
生
知
識
を
植
え
つ
け
よ
う

と
考
え
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
総
督
府
は
︑
朝
鮮
人
の
非
衛

生
的
な
生
活
の
原
因
を
朝
鮮
民
族
の
先
天
的
劣
等
性
に
求
め
た
の
に
対
し
て
︑

民
族
主
義
者
は
︑
そ
の
よ
う
な
〝
不
潔
な
民
族
〟
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

を
排
し
た
︒
む
し
ろ
朝
鮮
人
の
生
活
条
件
を
問
題
視
し
た
民
族
主
義
者
は
︑

在
留
日
本
人
優
先
の
都
市
整
備
や
朝
鮮
人
に
対
す
る
医
療
教
育
・
医
療
施
設

の
不
備
と
い
っ
た
民
族
差
別
に
矛
先
を
向
け
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
朝
鮮
人

の
地
域
エ
リ
ー
ト
や
京
城
医
学
専
門
学
校
卒
業
生
ら
の
衛
生
思
想
普
及
活
動

も
︑
民
族
問
題
を
意
識
し
て
い
た
︒

　第
五
章
﹁
皇
国
臣
民
化
︱
︱
崩
壊
す
る
戦
時
都
市
空
間
﹂
は
︑
い
わ
ゆ
る

皇
民
化
政
策
が
進
展
し
た
日
中
戦
争
期
以
降
の
京
城
の
都
市
空
間
を
扱
う
︒

一
九
四
〇
年
の
紀
元
二
六
〇
〇
年
を
記
念
す
る
諸
行
事
は
︑
朝
鮮
人
に
帝
国

の
一
員
と
し
て
の
意
識
を
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
︒
同
年
の
始
政
三
十
周
年

記
念
朝
鮮
大
博
覧
会
で
は
﹁
内
鮮
一
体
﹂
や
戦
時
下
の
時
局
認
識
を
扶
植
し

よ
う
と
す
る
展
示
が
見
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
伊
勢
神
宮
か
ら
朝
鮮
神
宮
へ
の
奉
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　第
一
に
︑
朝
鮮
人
に
つ
い
て
は
多
様
な
声
を
す
く
い
上
げ
る
の
に
成
功
し

て
い
る
の
に
反
し
て
︑
植
民
地
権
力
︱
朝
鮮
総
督
府
側
に
つ
い
て
は
︑
多
く

は
官
僚
（officials

）︑
計
画
策
定
者
（planners

）
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の

み
で
︑
京
城
の
都
市
政
策
に
同
化
政
策
的
な
意
図
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
た

人
々
の
顔
が
見
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
具
体
的
な
政
策
担
当
者
の
思
想
や
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
は
分
析
が
及
ん
で
い
な
い
︒
さ
ら
に
そ
う
し
た
政
策
担
当

者
が
朝
鮮
人
側
の
多
声
的
な
反
応
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑

対
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
施
策
と
し
て
具
体
化
し

た
か
︑
と
い
っ
た
政
策
史
的
な
観
点
も
︑
本
書
に
は
乏
し
い
︒
そ
の
た
め
︑
結

局
の
と
こ
ろ
︑
朝
鮮
人
と
日
本
人
支
配
者
の
間
の
亀
裂
が
︑
実
際
の
同
化
政

策
・
支
配
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
は
見
え
て
こ
な
い
︒

　た
と
え
ば
︑
第
一
章
で
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
利
害
対
立
が
強
調
さ
れ
て
い

る
が
︑
そ
れ
が
は
た
し
て
京
城
の
都
市
計
画
に
対
す
る
根
本
的
制
約
要
因
と

し
て
作
用
し
た
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
都
市
計
画
を

拘
束
し
た
の
は
予
算
の
不
足
で
あ
り
︑
そ
の
不
十
分
な
予
算
の
枠
内
で
諸
ア

ク
タ
ー
の
要
求
を
満
た
そ
う
と
し
た
た
め
に
相
互
の
利
害
が
摩
擦
を
起
こ
し

た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
し
か
し
︑
著
者
の
関
心
は
︑
予
算
の
獲
得
に

向
け
て
政
策
担
当
者
が
総
督
府
内
で
︑
あ
る
い
は
本
国
政
府
と
の
間
で
ど
の

よ
う
な
政
治
的
折
衝
を
展
開
し
た
か
と
い
っ
た
問
題
に
は
全
く
置
か
れ
て
い

な
い
︒
第
四
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
京
城
の
衛
生
施
設
の
整
備
を
め
ぐ
る
考

察
も
同
様
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
い
る
︒
政
策
決
定
過
程
に
対
す
る
分
析
に

踏
み
こ
ま
ず
言
説
分
析
に
徹
し
た
点
を
本
書
の
長
所
と
見
る
か
短
所
と
見
る

か
は
︑
読
者
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
︑

都
市
政
策
が
実
現
す
る
政
治
的
過
程
を
追
求
し
た
と
い
う
よ
り
は
︑
都
市
政

策
を
め
ぐ
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
言
説
と
行
動
か
ら
彼
ら
の
思
惑
を
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
本
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
︑
こ
う

し
た
政
治
史
と
思
想
史
の
境
界
的
な
領
域
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　第
二
に
︑
同
時
代
の
ど
の
朝
鮮
半
島
の
都
市
と
も
隔
絶
し
た
人
口
と
経
済

規
模
を
有
し
て
い
た
京
城
を
対
象
と
す
る
以
上
︑
本
書
の
提
示
し
た
議
論
が

ど
こ
ま
で
植
民
地
朝
鮮
全
体
を
射
程
に
入
れ
得
る
か
︑
考
察
し
て
お
く
べ
き

だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
地
方
の
農
村
民
衆
は
︑
わ
ず
か
に
第
三
章
で
朝
鮮
博
覧
会

の
観
覧
者
と
し
て
現
れ
る
程
度
だ
が
︑
彼
ら
の
存
在
は
植
民
地
朝
鮮
全
体
に

あ
っ
て
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
著
者
が
こ
だ
わ
り
続

け
る
植
民
地
社
会
の
中
の
﹁
亀
裂
﹂
は
︑
都
市
京
城
の
内
部
以
上
に
︑
京
城

と
他
の
都
市
あ
る
い
は
都
市
と
農
村
と
の
間
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

　以
上
︑
本
書
の
内
容
紹
介
を
行
い
若
干
の
感
想
を
述
べ
た
︒
狭
義
の
都
市

研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
神
社
︑
博
覧
会
︑
あ
る
い
は
同
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な

ど
幅
広
い
問
題
群
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
本
書
が
多
く
の
研
究
者
に
読
ま
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
書
評
を
終
え
た
い
︒
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典
遷
火
式
や
学
童
代
表
聖
地
参
拝
団
な
ど
も
朝
鮮
人
の
〝
赤
誠
の
証
〟
と
し

て
喧
伝
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
著
者
は
︑
当
時
の
報
道
を
丹
念
に
分
析
し
な
が

ら
疑
義
を
呈
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
京
城
神
社
や
朝
鮮
神
宮
の
鎮
座
す
る
南
山

で
の
軍
関
連
の
行
事
︑
あ
る
い
は
︑
京
城
護
国
神
社
（
一
九
四
三
年
建
立
）
を

建
て
る
た
め
の
募
金
活
動
な
ど
に
つ
い
て
︑
実
際
に
活
発
に
参
加
し
て
い
る

と
報
道
さ
れ
た
の
は
朝
鮮
人
よ
り
む
し
ろ
在
住
日
本
人
だ
っ
た
︑
と
す
る
︒

ま
た
︑
当
時
の
新
聞
報
道
は
︑
神
社
参
拝
者
数
の
増
加
を
取
り
上
げ
︑
戦
意

高
揚
が
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
が
︑
特
に
朝
鮮
人
の

場
合
︑
強
制
に
よ
る
団
体
参
拝
が
圧
倒
的
で
︑
現
に
神
社
関
係
者
の
日
本
人

か
ら
は
実
質
を
伴
わ
な
い
形
式
的
参
拝
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑

う
声
も
上
が
っ
て
い
た
︒
こ
の
時
期
︑
朝
鮮
人
家
庭
に
は
︑
伊
勢
神
宮
の
大

麻
（
お
札
）
が
配
ら
れ
た
り
神
棚
の
設
置
が
奨
励
さ
れ
た
り
し
︑
朝
鮮
人
の

伝
統
的
な
祖
先
崇
拝
と
天
皇
崇
拝
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
当
局
の
動
き
が

現
れ
る
な
ど
︑
家
庭
の
﹁
神
道
化
﹂
が
進
ん
で
い
た
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も

形
骸
化
の
懸
念
を
神
道
関
係
者
は
抱
い
て
い
た
︒

　終
章
﹁
帝
国
の
終
焉
以
後
︱
︱
解
放
後
の
ソ
ウ
ル
の
公
共
空
間
再
構
築
﹂

は
︑
南
山
の
安
重
根
義
士
記
念
館
建
設
（
一
九
七
〇
年
）
や
旧
朝
鮮
総
督
府
庁

舎
の
解
体
（
一
九
九
五
年
）︑
景
福
宮
復
元
事
業
（
一
九
九
〇
年
～
）
な
ど
に
論

及
す
る
︒
そ
し
て
︑
都
市
公
共
空
間
の
脱
植
民
地
化
が
日
本
統
治
期
を
忘
却
・

隠
蔽
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
方
向
に
進
む
べ
き
だ
と

論
じ
て
本
書
を
結
ん
で
い
る
︒

　以
下
︑
若
干
の
感
想
と
コ
メ
ン
ト
を
記
し
て
お
き
た
い
︒

　本
書
は
︑
こ
れ
ま
で
建
築
︑
博
覧
会
︑
神
社
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
分
野

で
個
別
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
植
民
地
都
市
・
京
城
の
研
究
を
吸
収
し
つ
つ
再

構
成
す
る
こ
と
で
︑
京
城
の
公
共
空
間
が
総
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
日
本
の

同
化
政
策
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
際
︑
多

様
な
言
説
や
図
像
︑
建
築
物
を
巧
み
に
読
み
込
み
︑
い
わ
ば
都
市
そ
の
も
の

が
同
化
政
策
を
推
進
す
る
装
置
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
に
成
功
し
て

い
る
︒

　そ
れ
と
と
も
に
︑
同
化
の
対
象
と
さ
れ
た
朝
鮮
人
が
︑
民
族
・
性
・
階
級
・

年
齢
な
ど
に
よ
っ
て
都
市
京
城
と
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
同
化
政
策
に
異
な
る

意
味
づ
け
を
し
て
い
た
と
し
て
い
る
点
が
︑
本
書
の
重
要
な
着
眼
点
だ
ろ
う
︒

た
と
え
ば
︑
第
一
章
で
は
︑
都
市
計
画
を
め
ぐ
る
総
督
府
や
京
城
府
︑
在
留

日
本
人
住
民
︑
朝
鮮
人
住
民
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
意
見
齟
齬
を
見
出
し
︑
さ
ら

に
は
同
じ
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
中
で
も
貧
富
の
差
に
よ
る
利
害
の
違
い
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
重
層
的
な
視
角
の
結
果

と
し
て
︑
本
書
に
は
︑
実
に
多
種
多
様
な
人
々
︱
︱
神
社
を
拠
点
に
す
る
朝

鮮
人
ス
リ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
動
員
さ
れ
る
妓キ
ー
セ
ン生

︑
お
上
り
さ
ん
の
朝
鮮

人
地
域
エ
リ
ー
ト
︑
朝
鮮
博
覧
会
に
お
け
る
女
性
案
内
員
︑
等
々
︱
︱
が
登

場
す
る
︒
た
だ
︑
第
四
︑ 

五
章
で
は
そ
う
し
た
朝
鮮
民
衆
の
生
の
姿
が
後
景

に
退
い
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
が
︒

　他
方
︑
本
書
の
分
析
枠
組
み
に
は
︑
十
分
に
得
心
の
い
か
な
い
部
分
も
あ
る
︒
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　第
一
に
︑
朝
鮮
人
に
つ
い
て
は
多
様
な
声
を
す
く
い
上
げ
る
の
に
成
功
し

て
い
る
の
に
反
し
て
︑
植
民
地
権
力
︱
朝
鮮
総
督
府
側
に
つ
い
て
は
︑
多
く

は
官
僚
（officials
）︑
計
画
策
定
者
（planners

）
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の

み
で
︑
京
城
の
都
市
政
策
に
同
化
政
策
的
な
意
図
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
た

人
々
の
顔
が
見
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
具
体
的
な
政
策
担
当
者
の
思
想
や
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
は
分
析
が
及
ん
で
い
な
い
︒
さ
ら
に
そ
う
し
た
政
策
担
当

者
が
朝
鮮
人
側
の
多
声
的
な
反
応
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑

対
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
施
策
と
し
て
具
体
化
し

た
か
︑
と
い
っ
た
政
策
史
的
な
観
点
も
︑
本
書
に
は
乏
し
い
︒
そ
の
た
め
︑
結

局
の
と
こ
ろ
︑
朝
鮮
人
と
日
本
人
支
配
者
の
間
の
亀
裂
が
︑
実
際
の
同
化
政

策
・
支
配
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
は
見
え
て
こ
な
い
︒

　た
と
え
ば
︑
第
一
章
で
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
利
害
対
立
が
強
調
さ
れ
て
い

る
が
︑
そ
れ
が
は
た
し
て
京
城
の
都
市
計
画
に
対
す
る
根
本
的
制
約
要
因
と

し
て
作
用
し
た
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
都
市
計
画
を

拘
束
し
た
の
は
予
算
の
不
足
で
あ
り
︑
そ
の
不
十
分
な
予
算
の
枠
内
で
諸
ア

ク
タ
ー
の
要
求
を
満
た
そ
う
と
し
た
た
め
に
相
互
の
利
害
が
摩
擦
を
起
こ
し

た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
し
か
し
︑
著
者
の
関
心
は
︑
予
算
の
獲
得
に

向
け
て
政
策
担
当
者
が
総
督
府
内
で
︑
あ
る
い
は
本
国
政
府
と
の
間
で
ど
の

よ
う
な
政
治
的
折
衝
を
展
開
し
た
か
と
い
っ
た
問
題
に
は
全
く
置
か
れ
て
い

な
い
︒
第
四
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
京
城
の
衛
生
施
設
の
整
備
を
め
ぐ
る
考

察
も
同
様
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
い
る
︒
政
策
決
定
過
程
に
対
す
る
分
析
に

踏
み
こ
ま
ず
言
説
分
析
に
徹
し
た
点
を
本
書
の
長
所
と
見
る
か
短
所
と
見
る

か
は
︑
読
者
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
︑

都
市
政
策
が
実
現
す
る
政
治
的
過
程
を
追
求
し
た
と
い
う
よ
り
は
︑
都
市
政

策
を
め
ぐ
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
言
説
と
行
動
か
ら
彼
ら
の
思
惑
を
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
本
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
︑
こ
う

し
た
政
治
史
と
思
想
史
の
境
界
的
な
領
域
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　第
二
に
︑
同
時
代
の
ど
の
朝
鮮
半
島
の
都
市
と
も
隔
絶
し
た
人
口
と
経
済

規
模
を
有
し
て
い
た
京
城
を
対
象
と
す
る
以
上
︑
本
書
の
提
示
し
た
議
論
が

ど
こ
ま
で
植
民
地
朝
鮮
全
体
を
射
程
に
入
れ
得
る
か
︑
考
察
し
て
お
く
べ
き

だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
地
方
の
農
村
民
衆
は
︑
わ
ず
か
に
第
三
章
で
朝
鮮
博
覧
会

の
観
覧
者
と
し
て
現
れ
る
程
度
だ
が
︑
彼
ら
の
存
在
は
植
民
地
朝
鮮
全
体
に

あ
っ
て
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
著
者
が
こ
だ
わ
り
続

け
る
植
民
地
社
会
の
中
の
﹁
亀
裂
﹂
は
︑
都
市
京
城
の
内
部
以
上
に
︑
京
城

と
他
の
都
市
あ
る
い
は
都
市
と
農
村
と
の
間
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

　以
上
︑
本
書
の
内
容
紹
介
を
行
い
若
干
の
感
想
を
述
べ
た
︒
狭
義
の
都
市

研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
神
社
︑
博
覧
会
︑
あ
る
い
は
同
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な

ど
幅
広
い
問
題
群
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
本
書
が
多
く
の
研
究
者
に
読
ま
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
書
評
を
終
え
た
い
︒
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　本
書
は
三
部
に
分
か
れ
る
︒
第
一
部
﹁
経
済
︑
文
化
︑
社
会
︑
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
﹂
に
は
︑
財
界
︑﹁
国
際
文
化
振
興
会
﹂︑
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
と

比
較
し
た
汎
ア
ジ
ア
主
義
︑
一
九
四
〇
年
の
﹁
国
民
優
生
法
﹂
に
つ
い
て
︑

刺
激
的
な
研
究
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
第
二
部
﹁
帝
国
︑
そ
し
て
皇
国
の
懸

案
﹂
は
三
つ
の
論
文
か
ら
な
る
︒
一
つ
は
植
民
地
台
湾
で
の
社
会
事
業
︑
次

に
戦
時
下
朝
鮮
の
戦
争
協
力
と
葛
藤
︑
そ
し
て
最
後
に
気
鋭
の
新
人
︑
藤
岡

由
香
氏
の
ア
メ
リ
カ
日
系
移
民
に
よ
る
広
報
・
世
論
外
交
に
つ
い
て
の
研
究

が
お
も
し
ろ
い
︒
第
三
部
﹁
上
層
外
交
と
政
治
家
﹂
に
は
︑
私
が
本
書
の
中

で
も
最
も
注
目
し
た
い
論
文
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
内
田
康
哉
と

国
際
連
盟
脱
退
後
の
そ
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
︑
新
た
な
︑
そ
し
て
広
範
な

見
直
し
を
含
む
研
究
︑
松
岡
洋
右
の
外
交
的
﹁
賭
け
﹂︑
海
軍
大
将
豊
田
貞
次

郎
の
安
全
保
障
政
策
︑
そ
し
て
対
米
戦
争
へ
と
突
き
進
む
運
命
的
な
意
思
決

定
に
お
い
て
東
郷
茂
徳
の
果
た
し
た
役
割
が
語
ら
れ
る
︒

　全
編
を
通
じ
て
優
れ
た
本
書
だ
が
︑
字
数
の
関
係
上
︑
こ
の
三
部
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
の
論
文
し
か
紹
介
で
き
な
い
︒
第
一
部
第
三
章
ケ
ミ
ル
・
ア

ド
ゥ
ン
の
﹁
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
鏡
を
通
じ
て
見
る
日
本
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
﹂

は
︑
日
本
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
を
一
九
三
〇
年
代
の
﹁
世
界
秩
序
の
︽
も
う
ひ

と
つ
の
︾
ビ
ジ
ョ
ン
﹂（
四
四
頁
）
へ
の
模
索
と
位
置
づ
け
る
︒
ア
ド
ゥ
ン
に

よ
れ
ば
︑
一
九
二
〇
年
代
に
は
こ
う
い
う
日
本
観
は
﹁
不
適
切
﹂
で
あ
っ
た
︒

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
外
交
政
策
を
牽
引
し
た
国
際
協
調
主
義
的
信

念
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
︑
そ
れ
よ

り
四
十
年
前
の
日
本
に
は
過
剰
な
ま
で
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
が
あ
ふ
れ
て
い
た
︒

初
期
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
者
は
（
そ
し
て
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
も
）︑
文
明
と
啓
蒙

と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
野
望
に
ほ
ぼ
賛
同
し
て
い
た
か
ら
だ
︱
︱
そ
れ
が
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
も
拡
大
さ
れ
る
こ
と
が
彼
ら
の
素
朴
な
望
み
だ
っ
た
︒

岡
倉
天
心
や
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
な
ど
東
洋
の
最
も
情
熱
的
な

汎
ア
ジ
ア
主
義
の
遊
撃
手
た
ち
を
触
発
し
た
の
は
︑
西
洋
人
自
身
に
よ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
優
越
と
い
う
浪
漫
的
な
議
論
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
比
較
文
明
の
言
説
が
人
種
に
基
づ
く
陰
険
な
格
付
け
へ

と
変
貌
し
て
い
く
に
つ
れ
︑
国
際
協
調
主
義
は
孤
立
︑
そ
し
て
大
統
合
へ
の

蠕
動
を
伴
う
よ
う
に
な
る
︒
た
と
え
ば
︑
南
満
洲
鉄
道
社
長
の
後
藤
新
平
は

一
九
〇
七
年
に
﹁
ア
ジ
ア
の
た
め
の
ア
ジ
ア
﹂
を
唱
え
︑
朝
鮮
統
監
伊
藤
博

文
に
日
本
と
中
国
を
統
合
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
伊
藤
は
︑

日
本
を
西
欧
の
同
盟
諸
国
か
ら
遠
ざ
け
な
い
た
め
に
も
︑
そ
の
よ
う
な
言
葉

は
使
う
な
と
警
告
し
た
︒
日
英
の
協
力
関
係
が
優
勢
だ
っ
た
う
ち
は
︑
汎
ア

ジ
ア
主
義
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
︒
だ
が
︑
主
と
し
て
一
九
三
一
年
の
日
本
の

満
洲
侵
略
以
後
︑
日
本
の
世
界
秩
序
へ
の
関
与
が
破
綻
し
始
め
る
と
︑
汎
ア

ジ
ア
主
義
は
日
本
の
地
域
関
与
へ
の
︽
も
う
ひ
と
つ
の
︾
ビ
ジ
ョ
ン
を
正
当

化
す
る
美
辞
麗
句
と
し
て
新
た
な
力
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
︒
オ
ス
マ
ン
ト

ル
コ
の
知
識
人
も
ま
た
︑
文
明
の
相
互
作
用
へ
の
関
与
と
い
う
立
場
を
捨
て
︑

よ
り
厳
格
な
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
的
対
抗
勢
力
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
が
︑
そ

の
理
由
は
日
本
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
︑
汎
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激
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三
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交
』
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im
ura and Tosh M
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ultuous D

ecade : Em
pire, Society, and 

D
iplom

acy in 1930s Japan. U
niversity of Toronto Press, 2013

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
モ
ー
ガ
ン（
朝
倉
和
子
訳
）

　本
書Tum

ultuous D
ecade

は
︑日
本
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
激
動
の
十
年
だ
っ

た
一
九
三
〇
年
代
の
歴
史
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
︑
も
っ
と
広
く
︑
ど
の
時

代
の
歴
史
研
究
に
も
通
じ
る
大
胆
な
再
考
で
あ
る
︒
序
文
で
入
江
昭
が
言
う

よ
う
に
︑
本
書
は
﹁
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
区
と
い
う
広
域
圏
で
︑
日
本
が
み
ず

か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
目
的
を
ど
う
定
義
し
て
き
た
か
︑
ま
た
同

時
に
︑
日
本
お
よ
び
日
本
と
他
の
諸
国
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
が
い
か
に
形
づ
く
ら
れ
た
か
を
探
る
野
心
的
な
新
シ
リ
ー
ズ
﹃
日
本

と
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
﹄﹂（
vii
頁
）
の
一
環
で
あ
る
︒﹁
歴
史
を
国
家
と
い
う
枠

組
み
か
ら
救
い
出
す
﹂
こ
の
企
画
は
︑﹁
地
域
︑
宗
教
︑
文
明
な
ど
の
非
国
家

的
実
体
﹂（
viii
頁
）
ま
で
も
包
括
す
る
今
日
的
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
こ
の
﹁
ハ
イ
パ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
は

ま
た
︑
本
書
の
出
版
が
い
わ
ば
﹁
衛
兵
交
替
﹂
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
を
告

知
す
る
も
の
で
も
あ
る
︱
︱
つ
ま
り
編
者
た
ち
は
︑
史
学
界
に
お
け
る
﹁
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
波
﹂
を
押
し
戻
し
︑
ア
メ
リ
カ
学
界
の
枠
を
超
え
て
︑

太
平
洋
対
岸
の
同
僚
た
ち
と
共
同
作
業
を
し
よ
う
と
し
た
︒
本
書
に
寄
稿
し

た
十
一
名
の
歴
史
家
た
ち
は
︑
理
論
的
な
ト
ー
ン
を
控
え
め
に
抑
え
︑
標
準

的
な
叙
述
を
問
い
直
し
つ
つ
も
︑
歴
史
家
を
歴
史
家
た
ら
し
め
る
ホ
ー
ル

マ
ー
ク
で
あ
る
厳
格
な
調
査
と
︑
学
者
と
し
て
の
客
観
的
姿
勢
を
崩
す
こ
と

な
く
︑
繰
り
返
し
原
典
に
戻
り
︑
日
本
の
近
代
史
で
最
も
難
し
い
時
期
の
一

つ
で
あ
る
こ
の
時
代
を
︑
時
と
し
て
根
源
的
に
概
念
化
し
直
し
た
︒
こ
れ
は

讃
え
ら
れ
る
べ
き
快
挙
だ
︒
大
き
な
ゴ
ー
ル
を
定
め
︑
か
つ
み
ご
と
な
成
功

を
収
め
た
書
物
で
あ
る
︒

書

評
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　本
書
は
三
部
に
分
か
れ
る
︒
第
一
部
﹁
経
済
︑
文
化
︑
社
会
︑
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
﹂
に
は
︑
財
界
︑﹁
国
際
文
化
振
興
会
﹂︑
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
と

比
較
し
た
汎
ア
ジ
ア
主
義
︑
一
九
四
〇
年
の
﹁
国
民
優
生
法
﹂
に
つ
い
て
︑

刺
激
的
な
研
究
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
第
二
部
﹁
帝
国
︑
そ
し
て
皇
国
の
懸

案
﹂
は
三
つ
の
論
文
か
ら
な
る
︒
一
つ
は
植
民
地
台
湾
で
の
社
会
事
業
︑
次

に
戦
時
下
朝
鮮
の
戦
争
協
力
と
葛
藤
︑
そ
し
て
最
後
に
気
鋭
の
新
人
︑
藤
岡

由
香
氏
の
ア
メ
リ
カ
日
系
移
民
に
よ
る
広
報
・
世
論
外
交
に
つ
い
て
の
研
究

が
お
も
し
ろ
い
︒
第
三
部
﹁
上
層
外
交
と
政
治
家
﹂
に
は
︑
私
が
本
書
の
中

で
も
最
も
注
目
し
た
い
論
文
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
内
田
康
哉
と

国
際
連
盟
脱
退
後
の
そ
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
︑
新
た
な
︑
そ
し
て
広
範
な

見
直
し
を
含
む
研
究
︑
松
岡
洋
右
の
外
交
的
﹁
賭
け
﹂︑
海
軍
大
将
豊
田
貞
次

郎
の
安
全
保
障
政
策
︑
そ
し
て
対
米
戦
争
へ
と
突
き
進
む
運
命
的
な
意
思
決

定
に
お
い
て
東
郷
茂
徳
の
果
た
し
た
役
割
が
語
ら
れ
る
︒

　全
編
を
通
じ
て
優
れ
た
本
書
だ
が
︑
字
数
の
関
係
上
︑
こ
の
三
部
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
の
論
文
し
か
紹
介
で
き
な
い
︒
第
一
部
第
三
章
ケ
ミ
ル
・
ア

ド
ゥ
ン
の
﹁
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
鏡
を
通
じ
て
見
る
日
本
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
﹂

は
︑
日
本
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
を
一
九
三
〇
年
代
の
﹁
世
界
秩
序
の
︽
も
う
ひ

と
つ
の
︾
ビ
ジ
ョ
ン
﹂（
四
四
頁
）
へ
の
模
索
と
位
置
づ
け
る
︒
ア
ド
ゥ
ン
に

よ
れ
ば
︑
一
九
二
〇
年
代
に
は
こ
う
い
う
日
本
観
は
﹁
不
適
切
﹂
で
あ
っ
た
︒

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
外
交
政
策
を
牽
引
し
た
国
際
協
調
主
義
的
信

念
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
︑
そ
れ
よ

り
四
十
年
前
の
日
本
に
は
過
剰
な
ま
で
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
が
あ
ふ
れ
て
い
た
︒

初
期
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
者
は
（
そ
し
て
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
も
）︑
文
明
と
啓
蒙

と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
野
望
に
ほ
ぼ
賛
同
し
て
い
た
か
ら
だ
︱
︱
そ
れ
が
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
も
拡
大
さ
れ
る
こ
と
が
彼
ら
の
素
朴
な
望
み
だ
っ
た
︒

岡
倉
天
心
や
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
な
ど
東
洋
の
最
も
情
熱
的
な

汎
ア
ジ
ア
主
義
の
遊
撃
手
た
ち
を
触
発
し
た
の
は
︑
西
洋
人
自
身
に
よ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
優
越
と
い
う
浪
漫
的
な
議
論
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
比
較
文
明
の
言
説
が
人
種
に
基
づ
く
陰
険
な
格
付
け
へ

と
変
貌
し
て
い
く
に
つ
れ
︑
国
際
協
調
主
義
は
孤
立
︑
そ
し
て
大
統
合
へ
の

蠕
動
を
伴
う
よ
う
に
な
る
︒
た
と
え
ば
︑
南
満
洲
鉄
道
社
長
の
後
藤
新
平
は

一
九
〇
七
年
に
﹁
ア
ジ
ア
の
た
め
の
ア
ジ
ア
﹂
を
唱
え
︑
朝
鮮
統
監
伊
藤
博

文
に
日
本
と
中
国
を
統
合
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
伊
藤
は
︑

日
本
を
西
欧
の
同
盟
諸
国
か
ら
遠
ざ
け
な
い
た
め
に
も
︑
そ
の
よ
う
な
言
葉

は
使
う
な
と
警
告
し
た
︒
日
英
の
協
力
関
係
が
優
勢
だ
っ
た
う
ち
は
︑
汎
ア

ジ
ア
主
義
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
︒
だ
が
︑
主
と
し
て
一
九
三
一
年
の
日
本
の

満
洲
侵
略
以
後
︑
日
本
の
世
界
秩
序
へ
の
関
与
が
破
綻
し
始
め
る
と
︑
汎
ア

ジ
ア
主
義
は
日
本
の
地
域
関
与
へ
の
︽
も
う
ひ
と
つ
の
︾
ビ
ジ
ョ
ン
を
正
当

化
す
る
美
辞
麗
句
と
し
て
新
た
な
力
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
︒
オ
ス
マ
ン
ト

ル
コ
の
知
識
人
も
ま
た
︑
文
明
の
相
互
作
用
へ
の
関
与
と
い
う
立
場
を
捨
て
︑

よ
り
厳
格
な
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
的
対
抗
勢
力
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
が
︑
そ

の
理
由
は
日
本
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
︑
汎
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る
）︒
内
田
康
哉
は
日
本
の
満
洲
侵
略
後
︑
鮮
や
か
に
右
旋
回
し
て
み
せ
た
政

治
家
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
だ
が
ゲ
イ
ツ
の
見
解
で
は
︑
内
田
は

本
質
的
に
明
治
の
外
交
官
で
あ
り
︑
満
洲
国
に
お
け
る
日
本
の
地
位
を
保
つ

こ
と
に
よ
っ
て
︑
個
々
の
西
欧
列
強
と
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
な
関
係
を
育
て
よ
う

と
し
た
︒
ゲ
イ
ツ
は
内
田
の
外
交
︑
と
り
わ
け
満
洲
危
機
（
一
九
三
一
～

三
三
）
に
お
け
る
外
交
を
︑﹁
昭
和
軍
国
主
義
の
最
初
の
の
ろ
し
と
い
う
よ
り

は
︑
明
治
帝
国
主
義
の
最
後
の
あ
が
き
﹂（
一
九
〇
頁
）
と
と
ら
え
る
︒
明
治

初
期
以
来
ず
っ
と
︑
帝
国
主
義
列
強
の
一
員
に
加
わ
り
︑
そ
れ
と
同
等
と
見

な
さ
れ
る
こ
と
を
目
標
と
し
続
け
た
﹁
霞
が
関
正
統
外
交
﹂
の
偉
大
な
る
一

貫
性
を
論
じ
た
内
山
正
熊
と
同
一
の
見
解
で
あ
る
︒
内
田
康
哉
の
名
高
い

﹁
焦
土
﹂
発
言
に
つ
い
て
︑
ゲ
イ
ツ
は
慎
重
に
選
び
抜
い
た
言
葉
に
よ
っ
て
︑

そ
の
外
交
的
︑
政
治
的
文
脈
を
み
ご
と
に
再
構
築
し
て
み
せ
る
︒
こ
の
﹁
焦

土
﹂
と
い
う
言
葉
は
実
の
と
こ
ろ
︑
西
欧
の
外
交
官
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に

好
意
あ
る
い
は
無
関
心
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
（
当
時
の
ジ
ャ
パ
ン
ウ
ォ
ッ

チ
ャ
ー
だ
っ
た
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
は
こ
れ
を
ベ
タ
誉
め
し
て
い
る
）︒
一
方
︑
こ

の
発
言
が
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
の
は
お
そ
ら
く
︑
シ
ベ
リ
ア
へ
の
膨
張

を
め
ぐ
っ
て
ソ
連
と
直
接
対
峙
し
た
が
る
日
本
軍
部
の
一
部
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
内
田
は
外
交
に
お
け
る
卓
越
し
た
知
的
現
実
主
義
者
︑

明
治
外
交
の
達
人
で
あ
り
続
け
た
︒
ゲ
イ
ツ
の
こ
の
論
文
は
︑
歴
史
的
叙
述

の
中
で
皮
相
な
扱
い
し
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
の
人
物
に
つ
い
て
の
み

ご
と
な
批
判
的
見
直
し
で
あ
る
︒

　本
書
の
守
備
範
囲
が
あ
ま
り
に
広
い
た
め
︑
こ
れ
を
学
部
生
や
院
生
に
読

ま
せ
る
の
を
た
め
ら
う
教
授
も
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
論
文
は

複
数
の
分
野
を
ま
た
い
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
ど
こ
に
分
類
し
て
よ
い
か

迷
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
実
は
こ
れ
こ
そ
が
肝
心
な
点
だ
と
思
う
︒
た
と

え
分
類
は
難
し
く
と
も
︑
外
交
︑
法
律
︑
植
民
地
主
義
︑
精
神
文
化
史
︑
帝

国
︑
ビ
ジ
ネ
ス
や
制
度
の
歴
史
︑
二
十
世
紀
東
ア
ジ
ア
史
一
般
な
ど
の
分
野

に
と
っ
て
︑
ひ
と
つ
一
つ
の
論
文
が
充
分
に
補
完
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
︒
本

書
は
学
術
書
と
し
て
比
類
な
き
良
質
の
歴
史
書
で
あ
り
︑
著
者
た
ち
の
今
後

の
仕
事
に
心
か
ら
期
待
し
た
い
︒

＊ 
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ア
ジ
ア
主
義
者
も
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
も
同
じ
よ
う
に
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に

さ
れ
︑
か
つ
て
優
勢
だ
っ
た
見
解
が
︑
以
前
そ
れ
に
お
お
っ
ぴ
ら
に
同
調
し

て
い
た
知
識
人
自
身
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
修
正
主
義

の
強
い
潮
流
が
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
の
汎
×
×
主
義
運
動
に
対
す

る
私
た
ち
の
見
解
を
左
右
し
て
い
る
︑
と
ア
ド
ゥ
ン
は
言
う
︒

　第
二
部
︑
藤
岡
由
香
の
﹁
思
想
戦
争
︱
︱
ア
メ
リ
カ
の
日
系
移
民
に
よ
る

広
報
・
世
論
外
交
﹂
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
ア
メ
リ
カ
の
移
民
﹁
一

世
﹂
お
よ
び
﹁
日
系
人
﹂
問
題
に
つ
い
て
︑
注
目
す
べ
き
新
た
な
洞
察
を
展

開
す
る
︒
こ
の
論
文
で
は
︑
日
系
移
民
を
排
斥
し
た
ア
メ
リ
カ
の
一
九
二
四

年
移
民
法
な
ど
︑
よ
く
知
ら
れ
た
題
材
を
︑
北
米
の
日
系
移
民
を
巻
き
込
ん

だ
日
本
外
務
省
の
大
き
な
戦
略
を
視
野
に
入
れ
て
︑
新
た
な
弁
証
法
へ
と
よ

み
が
え
ら
せ
る
︒
藤
岡
に
よ
れ
ば
︑
日
本
外
務
省
は
ア
メ
リ
カ
の
大
陸
膨
張

政
策
︑
ア
メ
リ
カ
国
内
の
移
民
と
排
斥
と
い
う
内
政
問
題
︑﹁
一
世
﹂
と
﹁
日

系
人
﹂
の
利
害
︑
そ
し
て
特
に
日
本
の
満
洲
侵
略
後
の
︑
ま
た
一
九
三
七
年

以
降
に
盛
り
上
が
っ
た
日
本
の
反
中
国
感
情
の
中
で
優
勢
に
立
っ
た
中
国
外

交
と
の
間
に
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
ア
メ
リ

カ
政
治
が
反
日
に
転
じ
た
た
め
︑
日
本
は
そ
の
外
交
慣
例
を
見
直
さ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
︒﹁
広
報
・
世
論
外
交
が
（
外
務
省
の
）
武
器
庫
に
加
わ
っ
た

時
が
︑
日
本
の
外
交
政
策
の
転
換
点
だ
っ
た
﹂（
一
六
三
頁
）
の
で
あ
る
︒
皮

肉
に
も
ア
メ
リ
カ
在
住
の
日
本
人
の
声
は
あ
ま
り
に
も
日
本
寄
り
で
︑
外
務

省
が
い
さ
さ
か
戸
惑
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
︒
だ
が
︑
彼
ら
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ

の
社
会
や
政
治
へ
の
関
与
の
余
地
が
い
よ
い
よ
狭
ま
っ
て
い
く
事
態
に
直
面

し
て
︑
そ
の
日
本
寄
り
の
姿
勢
は
か
え
っ
て
強
ま
っ
た
︒
投
票
箱
の
代
わ
り

に
日
本
外
務
省
が
彼
ら
の
選
択
肢
と
な
っ
た
︱
︱
自
分
た
ち
の
住
む
国
（
ア

メ
リ
カ
）
の
政
策
に
︑
い
か
に
間
接
的
で
あ
れ
︑
影
響
力
を
行
使
す
る
た
め

の
手
段
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
藤
岡
の
こ
の
新
解
釈
は
︑
一
九
九
六
年
に
Ｆ

Ｂ
Ｉ
が
こ
の
時
期
に
関
す
る
お
び
た
だ
し
い
量
の
文
献
を
廃
棄
し
た
こ
と
を

思
え
ば
︑
な
お
さ
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
日
系
人
会
（
Ｊ

Ａ
Ａ
）
は
い
ま
だ
に
そ
の
文
書
庫
を
公
開
し
て
い
な
い
︒
ま
た
日
系
ア
メ
リ

カ
人
が
強
制
収
容
さ
れ
た
時
点
で
や
は
り
多
く
の
重
要
な
記
録
が
失
わ
れ
た

し
︑
真
珠
湾
攻
撃
の
あ
と
︑
後
難
を
恐
れ
た
﹁
一
世
﹂
や
﹁
日
系
人
﹂
の
手

で
︑
親
日
の
証
拠
と
な
る
多
く
の
資
料
が
破
棄
さ
れ
た
︒
戦
時
賠
償
が
求
め

ら
れ
て
い
る
今
︑
生
存
し
て
い
る
﹁
一
世
﹂
や
﹁
日
系
人
﹂
は
か
つ
て
の
自

分
た
ち
の
親
日
姿
勢
を
認
め
た
が
ら
な
い
︒
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
日

系
人
収
容
政
策
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
謝
罪
の
チ
ャ
ン
ス
を
逸
し
は
し

な
い
か
と
恐
れ
る
か
ら
だ
︒
こ
う
し
た
背
景
す
べ
て
が
︑
一
九
三
〇
年
代
ア

メ
リ
カ
の
日
系
移
民
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
︒

　最
後
の
第
三
部
は
︑
私
と
し
て
は
一
部
・
二
部
を
し
の
ぐ
最
強
の
部
分
だ

と
考
え
る
が
︑
さ
て
︑
ど
の
論
文
を
取
り
上
げ
た
も
の
か
︒
ラ
ス
テ
ィ
ン
・

ゲ
イ
ツ
の
﹁
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
明
治
外
交
︱
︱
内
田
康
哉
︑
満
洲
︑
国

際
連
盟
脱
退
後
の
外
交
政
策
﹂
は
︑
複
数
の
文
書
庫
を
ま
た
ぐ
学
術
研
究
の

完
璧
な
一
例
で
あ
る
（
そ
も
そ
も
本
書
全
体
が
そ
う
い
う
姿
勢
を
土
台
と
し
て
い
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る
）︒
内
田
康
哉
は
日
本
の
満
洲
侵
略
後
︑
鮮
や
か
に
右
旋
回
し
て
み
せ
た
政

治
家
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
だ
が
ゲ
イ
ツ
の
見
解
で
は
︑
内
田
は

本
質
的
に
明
治
の
外
交
官
で
あ
り
︑
満
洲
国
に
お
け
る
日
本
の
地
位
を
保
つ

こ
と
に
よ
っ
て
︑
個
々
の
西
欧
列
強
と
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
な
関
係
を
育
て
よ
う

と
し
た
︒
ゲ
イ
ツ
は
内
田
の
外
交
︑
と
り
わ
け
満
洲
危
機
（
一
九
三
一
～

三
三
）
に
お
け
る
外
交
を
︑﹁
昭
和
軍
国
主
義
の
最
初
の
の
ろ
し
と
い
う
よ
り

は
︑
明
治
帝
国
主
義
の
最
後
の
あ
が
き
﹂（
一
九
〇
頁
）
と
と
ら
え
る
︒
明
治

初
期
以
来
ず
っ
と
︑
帝
国
主
義
列
強
の
一
員
に
加
わ
り
︑
そ
れ
と
同
等
と
見

な
さ
れ
る
こ
と
を
目
標
と
し
続
け
た
﹁
霞
が
関
正
統
外
交
﹂
の
偉
大
な
る
一

貫
性
を
論
じ
た
内
山
正
熊
と
同
一
の
見
解
で
あ
る
︒
内
田
康
哉
の
名
高
い

﹁
焦
土
﹂
発
言
に
つ
い
て
︑
ゲ
イ
ツ
は
慎
重
に
選
び
抜
い
た
言
葉
に
よ
っ
て
︑

そ
の
外
交
的
︑
政
治
的
文
脈
を
み
ご
と
に
再
構
築
し
て
み
せ
る
︒
こ
の
﹁
焦

土
﹂
と
い
う
言
葉
は
実
の
と
こ
ろ
︑
西
欧
の
外
交
官
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に

好
意
あ
る
い
は
無
関
心
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
（
当
時
の
ジ
ャ
パ
ン
ウ
ォ
ッ

チ
ャ
ー
だ
っ
た
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
は
こ
れ
を
ベ
タ
誉
め
し
て
い
る
）︒
一
方
︑
こ

の
発
言
が
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
の
は
お
そ
ら
く
︑
シ
ベ
リ
ア
へ
の
膨
張

を
め
ぐ
っ
て
ソ
連
と
直
接
対
峙
し
た
が
る
日
本
軍
部
の
一
部
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
内
田
は
外
交
に
お
け
る
卓
越
し
た
知
的
現
実
主
義
者
︑

明
治
外
交
の
達
人
で
あ
り
続
け
た
︒
ゲ
イ
ツ
の
こ
の
論
文
は
︑
歴
史
的
叙
述

の
中
で
皮
相
な
扱
い
し
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
の
人
物
に
つ
い
て
の
み

ご
と
な
批
判
的
見
直
し
で
あ
る
︒

　本
書
の
守
備
範
囲
が
あ
ま
り
に
広
い
た
め
︑
こ
れ
を
学
部
生
や
院
生
に
読

ま
せ
る
の
を
た
め
ら
う
教
授
も
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
論
文
は

複
数
の
分
野
を
ま
た
い
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
ど
こ
に
分
類
し
て
よ
い
か

迷
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
実
は
こ
れ
こ
そ
が
肝
心
な
点
だ
と
思
う
︒
た
と

え
分
類
は
難
し
く
と
も
︑
外
交
︑
法
律
︑
植
民
地
主
義
︑
精
神
文
化
史
︑
帝

国
︑
ビ
ジ
ネ
ス
や
制
度
の
歴
史
︑
二
十
世
紀
東
ア
ジ
ア
史
一
般
な
ど
の
分
野

に
と
っ
て
︑
ひ
と
つ
一
つ
の
論
文
が
充
分
に
補
完
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
︒
本

書
は
学
術
書
と
し
て
比
類
な
き
良
質
の
歴
史
書
で
あ
り
︑
著
者
た
ち
の
今
後

の
仕
事
に
心
か
ら
期
待
し
た
い
︒
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大
な
数
の
脚
注
︑
そ
し
て
全
頁
の
四
十
％
を
超
え
る
付
録
・
参
考
図
書
・
索

引
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
︑
時
間
を
か
け
た
リ
サ
ー
チ
と
緻
密
な
先
行

文
献
の
検
証
に
支
え
ら
れ
た
映
画
史
研
究
書
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
性
格
上
︑

サ
ロ
モ
ン
氏
が
打
ち
立
て
た
結
論
の
真
偽
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
頁
数
は
本

書
評
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
こ
こ
で
は
︑
私
が
本

書
を
読
み
通
し
な
が
ら
感
じ
た
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
記
述
し
よ
う
と
思
う
︒

　ま
ず
︑
構
成
に
つ
い
て
の
疑
問
︒
本
書
は
戦
中
期
の
軍
事
政
策
と
映
画
と

の
関
係
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
︑
な
ぜ
こ
の
映
画
史
を
一
九
〇
〇
年

か
ら
始
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

　こ
の
本
を
手
に
取
っ
て
読
み
た
い
と
思
う

読
者
は
︑
サ
ロ
モ
ン
氏
が
日
本
映
画
史
の
中
で
も
最
も
興
味
深
い
と
考
え
て

い
る
戦
時
期
の
日
本
映
画
と
国
家
政
策
と
の
関
係
︑
ま
た
そ
こ
か
ら
生
ま
れ

る
国
粋
主
義
的
な
文
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
即
座
に
知
り
た
い
に
違
い
な
い
︒

　序
章
に
続
く
第
二
章
は
︑﹁
映
画
︑
国
家
︑
観
客

　一
九
〇
〇
～
一
九
三
七

年
﹂（C

inem
a, State, and A

udiences, 1900 

︱1937

）
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ

て
お
り
︑
本
書
の
研
究
対
象
で
あ
る
戦
時
期
の
映
画
／
映
画
産
業
の
発
展
を

考
え
る
た
め
の
い
わ
ば
前
奏
と
な
る
史
実
確
認
の
章
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
︒
一
九
三
七
年
は
日
中
戦
争
開
始
の
年
だ
が
︑
一
方
の
一
九
〇
〇
年

と
い
う
年
号
に
何
か
特
別
な
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
映
画
の
起
源
を
単

一
の
時
空
間
に
置
か
な
い
と
す
る
対
抗
映
画
史
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
が
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
で
﹁
興
行
映
画
﹂
の
起
源
は
︑
エ
ジ
ソ
ン
の
キ
ネ
ト

ス
コ
ー
プ
（
一
八
九
三
年
）
と
︑
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ

（
一
八
九
五
年
）
と
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
に
も
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
映
写
機
と
そ

れ
に
連
動
す
る
フ
ィ
ル
ム
が
一
八
九
七
年
に
は
輸
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
日

本
映
画
史
を
語
る
場
合
で
も
一
九
〇
〇
年
は
通
常
使
わ
れ
な
い
︒
映
画
を

二
十
世
紀
の
映
像
文
化
と
考
え
て
の
判
断
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
映
画
史
家

と
し
て
こ
れ
ほ
ど
細
か
い
資
料
採
取
を
し
︑
事
象
記
述
に
長
け
て
い
る
著
者

が
︑
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
歴
史
の
切
り
取
り
方
を
す
る
と
は
思
え
な
い
︒

あ
る
い
は
︑
日
本
の
﹁
貫
戦
史
﹂
と
い
う
時
代
区
分
の
概
念
が
一
律
で
な
い

こ
と
は
︑
多
く
の
近
現
代
史
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を

踏
ま
え
て
の
時
代
区
分
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
こ
う
い
っ
た
日
本
映

画
史
の
原
点
を
問
題
視
す
る
指
摘
は
︑
本
書
の
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

　全
体
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
第
三
章
は
一
九
三
一
～

三
九
年
︑
映
画
法
（
一
九
三
九
～
四
五
年
）
が
確
立
す
る
以
前
の
戦
時
下
映
画

政
策
に
つ
い
て
言
及
︒
第
四
章
は
一
九
四
〇
～
四
二
年
︑
一
九
四
〇
年
に
発

足
す
る
内
閣
情
報
局
（
一
九
四
〇
～
四
五
年
）
が
戦
争
に
向
け
て
国
民
世
論
を

ど
の
よ
う
に
形
成
し
た
か
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
過
程
と
︑
日
本
映
画
業

界
に
対
す
る
影
響
に
関
し
て
︒
第
五
章
は
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
の
真
珠

湾
攻
撃
以
降
の
太
平
洋
戦
争
期
で
あ
る
︑
一
九
四
二
～
四
五
年
の
映
画
製
作

業
界
の
新
体
制
に
つ
い
て
︒
そ
し
て
最
後
の
二
章
は
︑
一
九
三
九
～
四
五
年

の
間
︑
文
部
省
映
画
推
薦
制
度
が
︑
先
述
の
内
閣
情
報
局
が
推
進
し
た
国
民

映
画
運
動
と
い
か
に
連
動
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
︒

　博
士
論
文
を
書
き
終
わ
り
︑
さ
て
そ
れ
を
自
分
の
最
初
の
出
版
書
籍
に
し
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ハ
ラ
ル
ド
・
サ
ロ
モ
ン
著

『
暗
い
谷
間
の
眺
め
―
―
戦
時
期
の
日
本
映
画
と
国
粋
主
義
文
化 

（
一
九
三
七
～
四
五
）』

H
arald Salom

on. V
iew

s of the D
ark Valley : Japanese C

inem
a and the C

ulture  
of N

ationalism
 1937– 1945. W

iesbaden: H
arrassow

itz V
erlag, 2011

ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ

　ド
イ
ツ
人
研
究
者
ハ
ラ
ル
ド
・
サ
ロ
モ
ン
氏
の
博
士
論
文
を
改
訂
し
た
本

書V
iew

s of the D
ark Valley 

は
︑
戦
時
期
に
お
い
て
国
粋
主
義
（nationalism

）

に
基
づ
い
た
文
化
環
境
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
軍
事
政
府
の
努
力
と
︑
当

時
の
日
本
映
画
が
︑
ど
の
よ
う
に
交
差
し
な
が
ら
発
展
し
た
の
か
と
い
う
問

い
を
主
軸
に
置
い
て
い
る
︒
こ
の
問
い
に
対
し
て
本
書
は
︑
二
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
そ
の
回
答
を
得
よ
う
と
す
る
︒
ま
ず
︑
当
時
の
文
部
省
あ

る
い
は
内
務
省
に
属
し
て
い
た
官
僚
筋
が
︑
経
済
的
に
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
に
そ
れ
ま
で
細
分
化
し
て
い
た
国
民
全
体
を
統
合
す
る
た
め
の
﹁
道
具
﹂

と
し
て
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
ど
の
よ
う
に

し
て
至
っ
た
か
︑
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
︒
も
う
一
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
︑
そ
う
い
っ
た
過
程
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
各
種
の
政
策
が
︑
ど

の
よ
う
に
映
画
を
プ
ロ
モ
ー
ト
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
︒
文
部
省
推

薦
映
画
（State A

w
arded Feature Film

s

）
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
︑
こ
の
映
画
賞

シ
ス
テ
ム
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
政
府
は
︑
国
家
に
と
っ
て
の
適
材

映
画
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
を
明
示
す
る
と
同
時
に
︑
映
画
と
い
う
﹁
道
具
﹂

が
彼
ら
の
目
指
し
た
国
粋
文
化
（national culture

）
を
築
き
上
げ
る
の
に
多
大

な
貢
献
の
で
き
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
た
︑
と
本
書
は
結
論
づ

け
て
い
る
︒

　本
書
は
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
︑
一
九
三
七
年
か
ら
四
五
年
と
い
う
期

間
の
日
本
映
画
史
に
新
し
い
光
を
当
て
た
歴
史
学
（historiography

）
だ
︒
膨

書

評
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大
な
数
の
脚
注
︑
そ
し
て
全
頁
の
四
十
％
を
超
え
る
付
録
・
参
考
図
書
・
索

引
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
︑
時
間
を
か
け
た
リ
サ
ー
チ
と
緻
密
な
先
行

文
献
の
検
証
に
支
え
ら
れ
た
映
画
史
研
究
書
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
性
格
上
︑

サ
ロ
モ
ン
氏
が
打
ち
立
て
た
結
論
の
真
偽
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
頁
数
は
本

書
評
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
こ
こ
で
は
︑
私
が
本

書
を
読
み
通
し
な
が
ら
感
じ
た
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
記
述
し
よ
う
と
思
う
︒

　ま
ず
︑
構
成
に
つ
い
て
の
疑
問
︒
本
書
は
戦
中
期
の
軍
事
政
策
と
映
画
と

の
関
係
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
︑
な
ぜ
こ
の
映
画
史
を
一
九
〇
〇
年

か
ら
始
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

　こ
の
本
を
手
に
取
っ
て
読
み
た
い
と
思
う

読
者
は
︑
サ
ロ
モ
ン
氏
が
日
本
映
画
史
の
中
で
も
最
も
興
味
深
い
と
考
え
て

い
る
戦
時
期
の
日
本
映
画
と
国
家
政
策
と
の
関
係
︑
ま
た
そ
こ
か
ら
生
ま
れ

る
国
粋
主
義
的
な
文
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
即
座
に
知
り
た
い
に
違
い
な
い
︒

　序
章
に
続
く
第
二
章
は
︑﹁
映
画
︑
国
家
︑
観
客

　一
九
〇
〇
～
一
九
三
七

年
﹂（C

inem
a, State, and A

udiences, 1900 

︱1937

）
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ

て
お
り
︑
本
書
の
研
究
対
象
で
あ
る
戦
時
期
の
映
画
／
映
画
産
業
の
発
展
を

考
え
る
た
め
の
い
わ
ば
前
奏
と
な
る
史
実
確
認
の
章
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
︒
一
九
三
七
年
は
日
中
戦
争
開
始
の
年
だ
が
︑
一
方
の
一
九
〇
〇
年

と
い
う
年
号
に
何
か
特
別
な
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
映
画
の
起
源
を
単

一
の
時
空
間
に
置
か
な
い
と
す
る
対
抗
映
画
史
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
が
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
で
﹁
興
行
映
画
﹂
の
起
源
は
︑
エ
ジ
ソ
ン
の
キ
ネ
ト

ス
コ
ー
プ
（
一
八
九
三
年
）
と
︑
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ

（
一
八
九
五
年
）
と
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
に
も
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
映
写
機
と
そ

れ
に
連
動
す
る
フ
ィ
ル
ム
が
一
八
九
七
年
に
は
輸
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
日

本
映
画
史
を
語
る
場
合
で
も
一
九
〇
〇
年
は
通
常
使
わ
れ
な
い
︒
映
画
を

二
十
世
紀
の
映
像
文
化
と
考
え
て
の
判
断
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
映
画
史
家

と
し
て
こ
れ
ほ
ど
細
か
い
資
料
採
取
を
し
︑
事
象
記
述
に
長
け
て
い
る
著
者

が
︑
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
歴
史
の
切
り
取
り
方
を
す
る
と
は
思
え
な
い
︒

あ
る
い
は
︑
日
本
の
﹁
貫
戦
史
﹂
と
い
う
時
代
区
分
の
概
念
が
一
律
で
な
い

こ
と
は
︑
多
く
の
近
現
代
史
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を

踏
ま
え
て
の
時
代
区
分
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
こ
う
い
っ
た
日
本
映

画
史
の
原
点
を
問
題
視
す
る
指
摘
は
︑
本
書
の
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

　全
体
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
第
三
章
は
一
九
三
一
～

三
九
年
︑
映
画
法
（
一
九
三
九
～
四
五
年
）
が
確
立
す
る
以
前
の
戦
時
下
映
画

政
策
に
つ
い
て
言
及
︒
第
四
章
は
一
九
四
〇
～
四
二
年
︑
一
九
四
〇
年
に
発

足
す
る
内
閣
情
報
局
（
一
九
四
〇
～
四
五
年
）
が
戦
争
に
向
け
て
国
民
世
論
を

ど
の
よ
う
に
形
成
し
た
か
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
過
程
と
︑
日
本
映
画
業

界
に
対
す
る
影
響
に
関
し
て
︒
第
五
章
は
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
の
真
珠

湾
攻
撃
以
降
の
太
平
洋
戦
争
期
で
あ
る
︑
一
九
四
二
～
四
五
年
の
映
画
製
作

業
界
の
新
体
制
に
つ
い
て
︒
そ
し
て
最
後
の
二
章
は
︑
一
九
三
九
～
四
五
年

の
間
︑
文
部
省
映
画
推
薦
制
度
が
︑
先
述
の
内
閣
情
報
局
が
推
進
し
た
国
民

映
画
運
動
と
い
か
に
連
動
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
︒

　博
士
論
文
を
書
き
終
わ
り
︑
さ
て
そ
れ
を
自
分
の
最
初
の
出
版
書
籍
に
し
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い
ず
れ
の
章
も
彼
の
リ
サ
ー
チ
力
を
証
明
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら

れ
る
歴
史
検
証
力
に
は
信
頼
が
お
け
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
の
日
本
映
画

史
研
究
を
今
後
行
う
際
︑
こ
の
本
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

う
︒
し
か
し
同
時
に
︑
一
体
こ
の
本
が
ど
れ
だ
け
の
数
の
読
者
に
読
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
に
耽
る
︒
日
本
映
画
を
研
究
し
て
い
る
学

者
︑
こ
れ
か
ら
研
究
す
る
大
学
院
生
︑
ご
く
少
数
か
も
し
れ
な
い
が
同
時
期

の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ネ
マ
や
︑
国
家
政
策
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
と
の
関
係
性

に
関
心
の
あ
る
学
者
が
︑
比
較
文
化
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
際
に
言
及
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
著
者
が
長
年
か
け
て

紡
ぎ
上
げ
て
き
た
こ
の
す
ば
ら
し
い
研
究
書
︑
徹
底
し
た
リ
サ
ー
チ
に
基
づ

く
史
実
の
数
々
は
威
光
を
放
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
読

者
数
は
限
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
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よ
う
と
大
学
出
版
会
に
送
る
と
︑﹁
博
論
臭
が
残
っ
て
い
る
の
で
こ
の
ま
ま
で

は
出
版
で
き
な
い
﹂
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
編
集
者
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が

多
い
︒
私
は
サ
ロ
モ
ン
氏
のV

iew
s of the D

ark Valley 

を
読
み
な
が
ら
︑
彼
が

こ
の
﹁
博
論
臭
﹂
か
ら
の
脱
却
過
程
で
か
な
り
悩
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
る
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑
彼
は
先
述
し
た
第
二
章
を
残
し
た
だ
け
で
な
く
︑

結
論
の
後
に
百
頁
以
上
に
わ
た
っ
て
続
く
三
十
本
の
文
部
省
推
薦
映
画
の
描

写
と
い
っ
た
﹁
付
属
物
﹂
を
切
り
捨
て
ず
に
残
す
と
い
う
選
択
を
し
た
の
だ

ろ
う
︒
そ
れ
が
︑
一
般
の
大
学
出
版
会
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
出
版
社

か
ら
の
刊
行
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
研
究
書
に
特
化
し
たH

arrassow
itz V

erlag

か
ら
の
出
版
と
な
っ
た
所
以
か
も
し
れ
な
い
︒

　さ
て
︑
も
う
一
つ
の
疑
問
は
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
︒
著
者
は

﹁the D
ark V

alley

（
暗
い
谷
間
）﹂
と
い
う
表
現
を
︑
一
九
一
九
年
生
ま
れ
の

作
家
・
武
田
繁
太
郎
の
小
説
タ
イ
ト
ル
か
ら
引
用
し
て
い
る
︒
小
説
﹁
暗
い

谷
間
﹂
が
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
に
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
五
一
年
十
一
月
︑
そ

し
て
第
二
十
六
回
芥
川
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
の
が
翌
年
だ
か
ら
︑
こ
の

戦
時
期
を
﹁
暗
い
谷
間
﹂
だ
と
す
る
見
方
は
ほ
か
な
ら
ぬ
敗
戦
後
に
生
み
出

さ
れ
た
も
の
だ
︒
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
グ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
歴
史
︑

特
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
決
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
も
の
で
は
な
い
︒

ま
し
て
日
本
の
戦
後
と
い
う
︑
価
値
観
の
変
化
を
強
い
ら
れ
た
時
代
に
﹁
過

去
﹂
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
︑
そ
の
過
程
で
は
政
治
︑
経
済
︑
そ
し

て
映
画
を
含
め
た
文
化
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
社
会
レ
ベ
ル
で
価
値
観
を
再
規

定
す
る
﹁
鬩せ
め

ぎ
合
い
﹂
が
起
こ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
そ
う
い
っ
た
戦
後

の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
垢
に
ま
み
れ
た
﹁
過
去
﹂
／
戦
時
期
を
規
定
す
る
用

語
﹁
暗
い
谷
間
﹂
を
︑
文
化
史
を
一
つ
の
歴
史
学
と
し
て
再
検
証
す
る
際
に

自
明
の
も
の
と
し
て
使
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
抱
く
︒

　例
え
ば
︑
サ
ロ
モ
ン
氏
の
著
書
が
出
版
さ
れ
る
以
前
に
日
本
で
出
版
さ
れ

た
加
藤
厚
子
氏
の
﹃
総
動
員
体
制
と
映
画
﹄（
新
曜
社
︑
二
〇
〇
三
年
）
で
は
︑

戦
時
期
と
い
え
ど
も
﹁
最
後
ま
で
国
営
映
画
会
社
を
も
た
な
か
っ
た
日
本
で

は
︑
実
質
的
な
動
員
装
置
と
し
て
機
能
し
た
の
は
劇
映
画
製
作
会
社
を
中
心

と
す
る
映
画
産
業
﹂
で
あ
り
︑
反
面
︑
政
府
が
映
画
産
業
に
資
金
援
助
を
歴

史
上
一
度
も
し
て
こ
な
か
っ
た
結
果
︑
国
民
動
員
装
置
と
し
て
機
能
す
る
は

ず
の
﹁
シ
ネ
マ
﹂
は
︑
一
般
観
客
に
人
気
の
あ
る
︑
国
策
映
画
と
は
対
極
に

あ
っ
た
娯
楽
映
画
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
︑
ま
た
こ
う
い
っ
た
構
造
の
中
で
映

画
は
完
全
に
統
制
の
圏
内
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
結

論
づ
け
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
論
理
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
︑
当
時
の
日
本
映

画
を
先
述
し
た
敗
戦
後
の
見
方
と
摺
り
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
︑
そ
れ
自
体

が
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　私
は
ド
イ
ツ
で
の
学
術
出
版
の
事
情
に
つ
い
て
の
知
識
は
な
い
が
︑
本
書

は
お
そ
ら
く
一
般
の
読
者
が
購
入
で
き
る
額
の
本
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
む
し

ろ
︑
大
学
図
書
館
を
中
心
と
し
た
公
共
施
設
向
け
の
い
わ
ゆ
る
研
究
書
だ
︒

そ
の
よ
う
に
こ
の
書
籍
の
出
版
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
仮
定
す
る
な
ら
ば
︑
こ
の

書
籍
の
価
値
に
対
し
て
違
っ
た
見
方
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
先
述
の
と
お
り
︑
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い
ず
れ
の
章
も
彼
の
リ
サ
ー
チ
力
を
証
明
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら

れ
る
歴
史
検
証
力
に
は
信
頼
が
お
け
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
の
日
本
映
画

史
研
究
を
今
後
行
う
際
︑
こ
の
本
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

う
︒
し
か
し
同
時
に
︑
一
体
こ
の
本
が
ど
れ
だ
け
の
数
の
読
者
に
読
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
に
耽
る
︒
日
本
映
画
を
研
究
し
て
い
る
学

者
︑
こ
れ
か
ら
研
究
す
る
大
学
院
生
︑
ご
く
少
数
か
も
し
れ
な
い
が
同
時
期

の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ネ
マ
や
︑
国
家
政
策
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
と
の
関
係
性

に
関
心
の
あ
る
学
者
が
︑
比
較
文
化
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
際
に
言
及
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
著
者
が
長
年
か
け
て

紡
ぎ
上
げ
て
き
た
こ
の
す
ば
ら
し
い
研
究
書
︑
徹
底
し
た
リ
サ
ー
チ
に
基
づ

く
史
実
の
数
々
は
威
光
を
放
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
読

者
数
は
限
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
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さ
ら
に
第
一
章
～
第
二
章
は
﹁
第
一
部
﹁
私
﹂
小
説
與
﹁
私
小
説
﹂
書
写
﹂︑

第
三
章
～
第
五
章
は
﹁
第
二
部

　台
湾
書
写
的
黄
金
期
：﹁
國
策
文
学
﹂
的
明

與
暗
﹂︑
第
六
章
～
第
七
章
は
﹁
第
三
部

　帝
國
與
帝
國
之
間
﹂
と
い
う
ふ
う

に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒

　序
章
で
は
十
津
川
光
子
の
評
伝
に
拠
り
な
が
ら
︑
真
杉
の
略
歴
が
紹
介
さ

れ
た
後
︑
前
述
の
石
川
等
に
よ
る
モ
デ
ル
小
説
の
存
在
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

本
書
が
真
杉
作
品
の
翻
訳
が
ほ
と
ん
ど
な
い
台
湾
で
の
出
版
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
︑
導
入
と
し
て
の
序
章
の
存
在
は
必
須
で
あ
ろ
う
︒

　続
く
﹁
第
一
章

　真
杉
静
枝
的
自
伝
小
説
與
﹁
台
湾
﹂
記
号
的
反
復
﹂
で

は
︑
ま
ず
真
杉
の
代
表
的
な
自
伝
小
説
﹁
む
す
め
﹂（
一
九
四
〇
）
と
﹁
或
る

女
の
生
い
立
ち
﹂（
一
九
五
三
）
を
比
較
し
つ
つ
︑
真
杉
の
描
く
自
画
像
と

﹁
殖
民
地
台
湾
﹂
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
両
作
品
と
も
に
娘
の
視
点
か

ら
︑
望
ま
ぬ
結
婚
を
強
い
た
母
親
へ
の
憎
悪
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
呉

は
真
杉
の
両
親
が
内
地
を
追
わ
れ
る
よ
う
に
台
湾
に
移
住
し
た
こ
と
に
注
目
︑

い
わ
ば
﹁
敗
者
﹂
集
団
で
あ
る
植
民
地
台
湾
の
日
本
人
共
同
体
に
お
け
る
強

力
な
閉
鎖
性
の
存
在
を
指
摘
す
る
︒
そ
う
し
た
閉
鎖
性
は
︑
娘
の
身
体
を

﹁
純
潔
﹂
と
い
う
観
念
で
管
理
し
よ
う
と
す
る
母
の
権
力
と
し
て
顕
現
す
る
︒

そ
う
し
た
母
＝
﹁
殖
民
地
台
湾
﹂
か
ら
の
遁
走
を
複
数
の
男
性
と
の
恋
愛
を

通
じ
て
企
て
る
一
方
で
︑﹁
精
神
原
郷
﹂
と
し
て
の
台
湾
＝
母
を
求
め
続
け
る

真
杉
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
姿
を
読
み
解
く
呉
の
筆
致
は
見
事
で
あ
る
︒

　﹁第
二
章

　殖
民
史
？

　羅
曼
史
？
：
殖
民
地
台
湾
與
武
者
小
路
実
篤
︑
真

杉
静
枝
︑
中
村
地
平
的
文
学
交
渉
﹂
で
は
︑
真
杉
の
愛
人
で
あ
っ
た
武
者
小

路
実
篤
と
中
村
地
平
が
書
い
た
台
湾
関
係
作
品
と
真
杉
作
品
の
間
テ
ク
ス
ト

性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
武
者
小
路
は
一
九
一
五
年
に
台
湾
で
起

こ
っ
た
大
規
模
な
抗
日
武
装
蜂
起
事
件
で
あ
る
噍タ
バ
ニ
ー

吧
哖
事
件
に
つ
い
て
評
論

﹁
八
百
人
の
死
刑
﹂（
一
九
一
五
）
と
戯
曲
﹁
あ
る
商
談
﹂（
一
九
一
六
）
を
発

表
し
た
の
み
な
ら
ず
︑
敗
戦
の
翌
年
に
創
刊
さ
れ
た
﹃
東
北
文
学
﹄
創
刊
号

に
︑
日
本
の
帝
国
主
義
路
線
を
反
省
す
る
評
論
﹁
新
し
い
出
発
﹂
を
発
表
し

て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
同
じ
﹃
東
北
文
学
﹄
に
真
杉
は
噍
吧
哖
事
件
を
描

い
た
﹁
花
樟
物
語
﹂
を
発
表
し
て
い
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
複
数
の
メ

デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
ま
ま
で
単
行
本
と
し
て
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い

﹁
花
樟
物
語
﹂
を
︑
各
掲
載
誌
に
ま
で
遡
っ
て
確
認
し
た
呉
の
手
堅
い
研
究
姿

勢
が
生
ん
だ
ク
リ
ー
ン
・
ヒ
ッ
ト
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　第
二
部
は
﹁
第
三
章

　言
與
不
言
之
間
：
真
杉
静
枝
的
﹁
國
策
文
学
﹂
的

書
写
與
台
湾
﹂︑﹁
第
四
章

　皇
民
化
時
期
的
語
言
政
策
與
内
台
結
婚
問
題
：

以
真
杉
静
枝
︿
南
方
的
語
言
﹀
為
中
心
﹂︑﹁
第
五
章

　台
湾
皇
民
化
時
期
官

方
宣
伝
的
建
構
與
虚
実
：
論
真
杉
静
枝
﹁
沙
韻
之
鐘
﹂
翻
案
作
品
﹂
の
三
章

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
各
章
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
︑﹃
南
方
紀
行
﹄

（
一
九
四
一
）︑﹃
こ
と
づ
け
﹄（
一
九
四
一
）
等
に
所
収
さ
れ
た
戦
時
期
台
湾
を

描
い
た
真
杉
作
品
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
第
三
章
で
は
従
来
戦
争
協
力
の

国
策
文
学
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
時
期
の
各
作
品
の
分
析
を
通
し
︑
真
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呉
佩
珍
著

『
真
杉
静
枝
と
植
民
地
台
湾
』

吳
佩
珍
﹃
真
杉
靜
枝
與
殖
民
地
台
灣
﹄
聯
經
出
版
事
業
股
份
有
限
公
司
︑
二
〇
一
三
年

垂
水
千
恵

　本
書
は
台
北
に
あ
る
国
立
政
治
大
学
台
湾
文
学
研
究
所
助
理
教
授
で
あ
り
︑

日
本
植
民
地
期
台
湾
文
学
研
究
の
旗
手
の
一
人
で
あ
る
呉
佩
珍
に
よ
る
本
格

的
な
真
杉
静
枝
論
で
あ
る
︒

　真
杉
静
枝
（
一
九
〇
〇
～
五
五
）
は
従
来
︑
作
品
よ
り
も
私
生
活
が
注
目
さ

れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
作
家
で
あ
る
︒
武
者
小
路
実
篤
︑
中
村
地
平
︑
中
山

義
秀
と
の
恋
愛
遍
歴
が
人
々
の
好
奇
心
を
刺
激
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
︒
火

野
葦
平
﹁
淋
し
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
王
﹂（
一
九
五
五
）
に
始
ま
り
︑
石
川
達

三
﹃
花
の
浮
草
﹄（
一
九
六
五
）︑
比
較
的
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
林
真

理
子
﹃
女
文
士
﹄（
一
九
九
五
）
に
至
る
ま
で
︑
そ
の
生
涯
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

に
描
か
れ
て
き
た
︒
一
方
︑
一
九
九
〇
年
後
半
以
降
︑
日
本
統
治
期
台
湾
文

学
の
研
究
の
隆
盛
と
と
も
に
︑
台
湾
経
験
を
描
い
た
日
本
人
作
家
の
一
人
と

し
て
︑
真
杉
静
枝
へ
の
再
評
価
の
兆
し
が
出
て
き
た
︒
一
九
九
八
年
刊
行
の

﹃
日
本
統
治
期
台
湾
文
学

　日
本
人
作
家
作
品
集

　別
巻
﹄
に
短
編
﹁
南
方
の

墓
﹂
が
再
録
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
︑
作
品
集
﹃
小
魚
の
心
﹄（
一
九
三
八
）︑

﹃
ひ
な
ど
り
﹄（
一
九
三
九
）︑﹃
そ
の
後
の
幸
福
﹄（
一
九
四
〇
）︑﹃
南
方
紀
行
﹄

﹃
こ
と
づ
け
﹄（
一
九
四
一
）
な
ど
が
復
刊
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
と
並
行
し
て

真
杉
研
究
も
始
ま
り
︑
李
文
茹
︑
高
良
留
美
子
が
複
数
の
論
文
を
発
表
し
て

い
る
が
︑
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
本
格
的
な
真
杉
研
究
書
と
し
て
は
︑
日
本
・

台
湾
を
通
じ
て
本
書
が
最
初
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
日
本
文
学
に
も
台
湾
文

学
に
も
︑
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
も
通
じ
た
著
者
の
手
に
拠
る
︑
読
み
応

え
の
あ
る
一
冊
で
あ
る
︒

　で
は
︑
ま
ず
は
本
書
の
構
成
と
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
︒
本
書

は
序
章
︑
結
章
を
含
む
九
章
お
よ
び
真
杉
静
枝
年
譜
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

書

評
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さ
ら
に
第
一
章
～
第
二
章
は
﹁
第
一
部
﹁
私
﹂
小
説
與
﹁
私
小
説
﹂
書
写
﹂︑

第
三
章
～
第
五
章
は
﹁
第
二
部

　台
湾
書
写
的
黄
金
期
：﹁
國
策
文
学
﹂
的
明

與
暗
﹂︑
第
六
章
～
第
七
章
は
﹁
第
三
部

　帝
國
與
帝
國
之
間
﹂
と
い
う
ふ
う

に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒

　序
章
で
は
十
津
川
光
子
の
評
伝
に
拠
り
な
が
ら
︑
真
杉
の
略
歴
が
紹
介
さ

れ
た
後
︑
前
述
の
石
川
等
に
よ
る
モ
デ
ル
小
説
の
存
在
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

本
書
が
真
杉
作
品
の
翻
訳
が
ほ
と
ん
ど
な
い
台
湾
で
の
出
版
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
︑
導
入
と
し
て
の
序
章
の
存
在
は
必
須
で
あ
ろ
う
︒

　続
く
﹁
第
一
章

　真
杉
静
枝
的
自
伝
小
説
與
﹁
台
湾
﹂
記
号
的
反
復
﹂
で

は
︑
ま
ず
真
杉
の
代
表
的
な
自
伝
小
説
﹁
む
す
め
﹂（
一
九
四
〇
）
と
﹁
或
る

女
の
生
い
立
ち
﹂（
一
九
五
三
）
を
比
較
し
つ
つ
︑
真
杉
の
描
く
自
画
像
と

﹁
殖
民
地
台
湾
﹂
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
両
作
品
と
も
に
娘
の
視
点
か

ら
︑
望
ま
ぬ
結
婚
を
強
い
た
母
親
へ
の
憎
悪
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
呉

は
真
杉
の
両
親
が
内
地
を
追
わ
れ
る
よ
う
に
台
湾
に
移
住
し
た
こ
と
に
注
目
︑

い
わ
ば
﹁
敗
者
﹂
集
団
で
あ
る
植
民
地
台
湾
の
日
本
人
共
同
体
に
お
け
る
強

力
な
閉
鎖
性
の
存
在
を
指
摘
す
る
︒
そ
う
し
た
閉
鎖
性
は
︑
娘
の
身
体
を

﹁
純
潔
﹂
と
い
う
観
念
で
管
理
し
よ
う
と
す
る
母
の
権
力
と
し
て
顕
現
す
る
︒

そ
う
し
た
母
＝
﹁
殖
民
地
台
湾
﹂
か
ら
の
遁
走
を
複
数
の
男
性
と
の
恋
愛
を

通
じ
て
企
て
る
一
方
で
︑﹁
精
神
原
郷
﹂
と
し
て
の
台
湾
＝
母
を
求
め
続
け
る

真
杉
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
姿
を
読
み
解
く
呉
の
筆
致
は
見
事
で
あ
る
︒

　﹁第
二
章

　殖
民
史
？

　羅
曼
史
？
：
殖
民
地
台
湾
與
武
者
小
路
実
篤
︑
真

杉
静
枝
︑
中
村
地
平
的
文
学
交
渉
﹂
で
は
︑
真
杉
の
愛
人
で
あ
っ
た
武
者
小

路
実
篤
と
中
村
地
平
が
書
い
た
台
湾
関
係
作
品
と
真
杉
作
品
の
間
テ
ク
ス
ト

性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
武
者
小
路
は
一
九
一
五
年
に
台
湾
で
起

こ
っ
た
大
規
模
な
抗
日
武
装
蜂
起
事
件
で
あ
る
噍タ
バ
ニ
ー

吧
哖
事
件
に
つ
い
て
評
論

﹁
八
百
人
の
死
刑
﹂（
一
九
一
五
）
と
戯
曲
﹁
あ
る
商
談
﹂（
一
九
一
六
）
を
発

表
し
た
の
み
な
ら
ず
︑
敗
戦
の
翌
年
に
創
刊
さ
れ
た
﹃
東
北
文
学
﹄
創
刊
号

に
︑
日
本
の
帝
国
主
義
路
線
を
反
省
す
る
評
論
﹁
新
し
い
出
発
﹂
を
発
表
し

て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
同
じ
﹃
東
北
文
学
﹄
に
真
杉
は
噍
吧
哖
事
件
を
描

い
た
﹁
花
樟
物
語
﹂
を
発
表
し
て
い
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
複
数
の
メ

デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
ま
ま
で
単
行
本
と
し
て
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い

﹁
花
樟
物
語
﹂
を
︑
各
掲
載
誌
に
ま
で
遡
っ
て
確
認
し
た
呉
の
手
堅
い
研
究
姿

勢
が
生
ん
だ
ク
リ
ー
ン
・
ヒ
ッ
ト
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　第
二
部
は
﹁
第
三
章

　言
與
不
言
之
間
：
真
杉
静
枝
的
﹁
國
策
文
学
﹂
的

書
写
與
台
湾
﹂︑﹁
第
四
章

　皇
民
化
時
期
的
語
言
政
策
與
内
台
結
婚
問
題
：

以
真
杉
静
枝
︿
南
方
的
語
言
﹀
為
中
心
﹂︑﹁
第
五
章

　台
湾
皇
民
化
時
期
官

方
宣
伝
的
建
構
與
虚
実
：
論
真
杉
静
枝
﹁
沙
韻
之
鐘
﹂
翻
案
作
品
﹂
の
三
章

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
各
章
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
︑﹃
南
方
紀
行
﹄

（
一
九
四
一
）︑﹃
こ
と
づ
け
﹄（
一
九
四
一
）
等
に
所
収
さ
れ
た
戦
時
期
台
湾
を

描
い
た
真
杉
作
品
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
第
三
章
で
は
従
来
戦
争
協
力
の

国
策
文
学
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
時
期
の
各
作
品
の
分
析
を
通
し
︑
真
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る
疑
問
が
筆
者
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
今
後
真
杉
作
品
を
再
読
す
る
中
で
︑

ま
た
違
っ
た
印
象
を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
現
時
点
で
の
正

直
な
感
想
を
述
べ
て
お
く
︒

　さ
て
︑﹁
第
三
部

　帝
國
與
帝
國
之
間
﹂
は
戦
後
の
真
杉
作
品
を
論
じ
た
二

章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

　﹁
第
六
章

　郷
關
何
處
？
：
真
杉
静
枝
﹁
花
樟
物
語
﹂
的
台
湾
再
現
與
変

化
﹂
は
入
手
し
に
く
い
﹁
花
樟
物
語
﹂
の
発
掘
か
ら
始
ま
り
︑
敗
戦
を
経
て
︑

真
杉
を
は
じ
め
と
す
る
作
家
た
ち
が
台
湾
を
ど
う
再
表
象
し
て
い
く
か
︑
と

い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
労
作
だ
と
言
え
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
第
七
章

　日
本
帝

國
崩
壊
與
美
國
覇
権
君
臨
﹂
は
﹃
思
は
れ
人
﹄（
一
九
四
六
）
を
対
象
に
引
き

揚
げ
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
︑﹃
思
は
れ
人
﹄
が
林
芙
美
子
の
﹃
浮
雲
﹄

（
一
九
四
九
）
に
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
︑
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
く
読

ん
だ
︒
真
杉
と
林
は
ほ
ぼ
同
世
代
に
属
す
る
上
︑
従
軍
作
家
と
し
て
の
経
験

も
共
有
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
従
軍
作
家
た
ち
が
戦
後
を
ど
う
描
い
た
か
は

非
常
に
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
是
非
研
究
を
発
展
さ
せ
て
欲
し
い
︒
ま

た
︑
真
杉
編
集
の
雑
誌
﹃
鏡
﹄
に
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ホ
ー
ブ
ラ
イ
ト
の
小
説

﹁
圭
子
さ
ん
﹂
を
掲
載
し
た
り
︑
真
杉
自
身
も
﹁
ア
メ
リ
カ
の
十
字
架
﹂（﹃
新

潮
﹄︑
一
九
五
四
）
を
執
筆
し
た
り
す
る
な
ど
︑
も
う
一
つ
の
﹁
帝
国
﹂
で
あ

る
ア
メ
リ
カ
へ
接
近
し
て
い
く
真
杉
の
軌
跡
も
興
味
深
く
読
ん
だ
︒

　ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
︑
ダ
ブ
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
五
回
ペ
ン
大
会

（
一
九
五
三
年
六
月
）
に
真
杉
は
日
本
代
表
と
し
て
参
加
し
て
い
る
︒
そ
の
時

の
真
杉
の
﹁
奇
妙
な
﹂
行
状
を
描
い
た
の
が
火
野
葦
平
の
﹁
淋
し
き
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
女
王
﹂
で
あ
り
︑
火
野
は
﹁
英
語
が
上
手
で
も
流
暢
で
も
な
い
﹂
の
に
︑

﹁
も
の
怖
ぢ
せ
ず
誰
と
で
も
進
ん
で
語
る
勇
敢
さ
﹂
で
英
米
の
人
々
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
合
い
︑
キ
モ
ノ
姿
で
踊
る
真
杉
像
を
記
録
し
て
い
る
︒

火
野
の
筆
致
に
よ
る
真
杉
像
は
︑
限
り
な
く
パ
ン
パ
ン
に
近
い
の
だ
が
︑
問

題
は
真
杉
自
身
と
い
う
よ
り
も
征
服
者
に
思
い
通
り
に
さ
れ
る
同
胞
女
性
を

屈
辱
的
な
気
持
で
見
つ
め
る
火
野
の
視
線
で
あ
る
︒
火
野
と
真
杉
が
最
初
に

出
会
っ
た
の
は
戦
中
の
﹁
台
湾
講
演
旅
行
﹂
で
あ
り
︑
一
連
の
従
軍
小
説
で

一
世
を
風
靡
し
た
火
野
は
そ
の
時
真
杉
に
助
言
を
与
え
た
と
言
う
︒
真
杉
も

﹃
こ
と
づ
け
﹄
所
収
の
﹁
広
東
春
日
記
﹂
に
お
い
て
︑
全
盛
期
の
火
野
の
姿
を

記
録
し
て
い
る（

1
）

︒
ま
さ
に
呉
の
言
う
﹁
日
本
帝
国
の
崩
壊
と
ア
メ
リ
カ
覇
権

の
君
臨
﹂
と
い
う
問
題
は
︑
真
杉
だ
け
で
は
な
く
多
く
の
日
本
文
学
者
に
お

け
る
戦
前
／
戦
後
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
︒

　以
上
の
よ
う
な
様
々
な
示
唆
に
富
む
力
作
と
し
て
︑
本
書
が
翻
訳
さ
れ
日

本
人
研
究
者
に
も
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
み
た
い
︒

注（
1
）  

詳
細
は
︑
垂
水
千
恵
﹁
台
湾
と
い
う
身
体
の
﹁
再
現
﹂
︱
︱
真
杉
静
枝
を
書
く
と

い
う
こ
と
﹂
張
季
琳
編
﹃
日
本
文
学
に
お
け
る
台
湾
﹄
台
湾
：
中
央
研
究
院
人
文
社

会
科
学
研
究
中
心
︑
二
〇
一
四
年
︑
四
一
～
六
二
頁
参
照
の
こ
と
︒
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杉
が
﹁
中
介
者
（in-betw

een

）﹂（
九
〇
頁
）
と
し
て
の
台
湾
の
代
言
人
と
し
て

の
視
点
か
ら
台
湾
を
描
い
て
い
る
こ
と
︒
さ
ら
に
真
杉
の
国
策
文
学
は
生
命

へ
の
執
着
と
死
へ
の
恐
怖
と
い
う
︑
国
策
文
学
ら
し
か
ら
ぬ
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
を
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
第
四
章
で
は
台

湾
語
を
見
事
に
操
り
︑
す
っ
か
り
台
湾
南
部
の
町
の
生
活
に
根
付
い
て
い
る

李
金
史
の
妻
阿
花
が
︑
実
は
日
本
人
木
村
花
子
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
内
容
の

﹁
南
方
の
言
葉
﹂
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
呉
は
主
導
権
を
握
っ
て
い

る
宗
主
国
／
男
性
の
言
語
を
被
植
民
者
が
模
倣
す
る
︑
と
い
う
植
民
地
に
お

け
る
言
語
政
治
の
構
図
を
転
覆
さ
せ
た
作
品
と
し
て
﹁
南
方
の
言
葉
﹂
を
評

価
し
て
い
る
︒
第
五
章
で
は
︑
真
杉
の
﹁
リ
オ
ン
・
ハ
ヨ
ン
の
谿
﹂
と
﹁
サ

ヨ
ン
の
鐘
﹂
物
語
の
幾
多
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
の
差
異
に
つ
い
て
分
析
︑
サ
ヨ

ン
と
出
征
す
る
教
師
の
関
係
を
単
純
な
師
弟
関
係
と
し
て
位
置
づ
け
る
一
連

の
﹁
サ
ヨ
ン
の
鐘
﹂
物
語
に
対
し
て
︑
真
杉
は
師
弟
間
の
恋
愛
感
情
の
要
素

を
加
え
て
い
る
こ
と
︑
さ
ら
に
出
征
す
る
教
師
村
西
を
文
化
学
院
出
身
者
と

す
る
こ
と
で
︑
西
村
伊
作
を
彷
彿
と
さ
せ
る
記
号
（icon

）
を
加
え
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
︑
真
杉
作
品
は
支
配
者
側
の
流
布
さ
せ
た
﹁
サ
ヨ
ン
の
鐘
﹂
物

語
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
要
素
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
︒

　﹁リ
オ
ン
・
ハ
ヨ
ン
の
谿
﹂
は
一
九
四
一
年
十
一
月
刊
行
の
﹃
こ
と
づ
け
﹄

に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
構
想
さ
れ
た
の
が
そ
れ
よ
り
前
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
︒
一
方
︑﹁
サ
ヨ
ン
の
鐘
﹂
物
語
が
﹃
理
蕃
の
友
﹄
で
紹
介
さ
れ
始
め

た
の
は
一
九
四
一
年
に
入
っ
て
か
ら
︑
村
上
元
三
の
戯
曲
﹁
サ
ヨ
ン
の
鐘
﹂

が
﹃
国
民
演
劇
﹄
に
発
表
さ
れ
た
の
が
一
九
四
一
年
十
二
月
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
︑﹁
リ
オ
ン
・
ハ
ヨ
ン
の
谿
﹂
は
﹁
サ
ヨ
ン
の
鐘
﹂
物
語
の
翻
案
と

い
う
よ
り
も
︑
そ
れ
に
先
行
す
る
作
品
と
見
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
︒
そ
う

い
う
意
味
で
は
︑
真
杉
作
品
に
暗
示
さ
れ
て
い
た
師
弟
間
の
恋
愛
感
情
が
削

除
さ
れ
て
い
く
過
程
は
︑
日
本
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
文
学
の
あ
り
方
を
考
え
る

上
で
興
味
深
い
︒
し
か
し
︑
か
と
い
っ
て
﹁
リ
オ
ン
・
ハ
ヨ
ン
の
谿
﹂
を
独

立
し
た
作
品
と
し
て
評
価
で
き
る
か
︑
と
い
う
と
そ
れ
は
ま
た
別
問
題
で
あ

ろ
う
︒
例
え
ば
筆
者
は
呉
の
言
う
師
弟
間
の
恋
愛
感
情
は
語
り
手
﹁
私
﹂（
岸

田
麗
子
を
思
わ
せ
る
）
の
村
西
へ
の
思
い
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
読
む
が
︑
そ
う
し
た
余
計
な
﹁
私
﹂
の
物
語
が
大
半
を
占
め
る
構
成
の
逸

脱
性
を
積
極
的
に
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
作
品

自
体
に
対
す
る
否
定
的
な
印
象
は
﹁
南
方
の
言
葉
﹂
に
も
共
通
す
る
︒
真
杉

の
描
く
阿
花
に
呉
の
言
う
よ
う
な
言
語
政
治
の
構
図
を
転
覆
さ
せ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
力
が
あ
る
と
は
正
直
思
え
な
い
︒
呉
の
指
摘
す
る
よ
う
に
真
杉
は

﹁
中
介
者
﹂
と
し
て
の
台
湾
の
代
言
人
と
し
て
の
視
点
か
ら
台
湾
を
描
い
て
い

る
と
言
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
日
本
と
中
国
の
﹁
中
介
者
﹂
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
台
湾
の
相
剋
を
描
き
続
け
た
楊
逵
︑
呂
赫
若
︑
張

文
環
︑
龍
瑛
宗
等
の
台
湾
人
作
家
の
作
品
を
読
み
続
け
て
き
た
筆
者
に
と
っ

て
︑
真
杉
の
戦
時
期
台
湾
を
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
は
あ
ま
り
に
薄
い
︒
第
二
部

に
お
け
る
呉
論
文
の
指
摘
は
興
味
深
く
示
唆
に
富
む
と
こ
ろ
が
多
い
が
︑
第

一
部
ほ
ど
諸
手
を
挙
げ
て
は
賛
同
で
き
な
い
の
は
︑
テ
ク
ス
ト
自
体
に
対
す
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る
疑
問
が
筆
者
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
今
後
真
杉
作
品
を
再
読
す
る
中
で
︑

ま
た
違
っ
た
印
象
を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
現
時
点
で
の
正

直
な
感
想
を
述
べ
て
お
く
︒

　さ
て
︑﹁
第
三
部

　帝
國
與
帝
國
之
間
﹂
は
戦
後
の
真
杉
作
品
を
論
じ
た
二

章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

　﹁
第
六
章

　郷
關
何
處
？
：
真
杉
静
枝
﹁
花
樟
物
語
﹂
的
台
湾
再
現
與
変

化
﹂
は
入
手
し
に
く
い
﹁
花
樟
物
語
﹂
の
発
掘
か
ら
始
ま
り
︑
敗
戦
を
経
て
︑

真
杉
を
は
じ
め
と
す
る
作
家
た
ち
が
台
湾
を
ど
う
再
表
象
し
て
い
く
か
︑
と

い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
労
作
だ
と
言
え
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
第
七
章

　日
本
帝

國
崩
壊
與
美
國
覇
権
君
臨
﹂
は
﹃
思
は
れ
人
﹄（
一
九
四
六
）
を
対
象
に
引
き

揚
げ
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
︑﹃
思
は
れ
人
﹄
が
林
芙
美
子
の
﹃
浮
雲
﹄

（
一
九
四
九
）
に
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
︑
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
く
読

ん
だ
︒
真
杉
と
林
は
ほ
ぼ
同
世
代
に
属
す
る
上
︑
従
軍
作
家
と
し
て
の
経
験

も
共
有
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
従
軍
作
家
た
ち
が
戦
後
を
ど
う
描
い
た
か
は

非
常
に
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
是
非
研
究
を
発
展
さ
せ
て
欲
し
い
︒
ま

た
︑
真
杉
編
集
の
雑
誌
﹃
鏡
﹄
に
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ホ
ー
ブ
ラ
イ
ト
の
小
説

﹁
圭
子
さ
ん
﹂
を
掲
載
し
た
り
︑
真
杉
自
身
も
﹁
ア
メ
リ
カ
の
十
字
架
﹂（﹃
新

潮
﹄︑
一
九
五
四
）
を
執
筆
し
た
り
す
る
な
ど
︑
も
う
一
つ
の
﹁
帝
国
﹂
で
あ

る
ア
メ
リ
カ
へ
接
近
し
て
い
く
真
杉
の
軌
跡
も
興
味
深
く
読
ん
だ
︒

　ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
︑
ダ
ブ
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
五
回
ペ
ン
大
会

（
一
九
五
三
年
六
月
）
に
真
杉
は
日
本
代
表
と
し
て
参
加
し
て
い
る
︒
そ
の
時

の
真
杉
の
﹁
奇
妙
な
﹂
行
状
を
描
い
た
の
が
火
野
葦
平
の
﹁
淋
し
き
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
女
王
﹂
で
あ
り
︑
火
野
は
﹁
英
語
が
上
手
で
も
流
暢
で
も
な
い
﹂
の
に
︑

﹁
も
の
怖
ぢ
せ
ず
誰
と
で
も
進
ん
で
語
る
勇
敢
さ
﹂
で
英
米
の
人
々
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
合
い
︑
キ
モ
ノ
姿
で
踊
る
真
杉
像
を
記
録
し
て
い
る
︒

火
野
の
筆
致
に
よ
る
真
杉
像
は
︑
限
り
な
く
パ
ン
パ
ン
に
近
い
の
だ
が
︑
問

題
は
真
杉
自
身
と
い
う
よ
り
も
征
服
者
に
思
い
通
り
に
さ
れ
る
同
胞
女
性
を

屈
辱
的
な
気
持
で
見
つ
め
る
火
野
の
視
線
で
あ
る
︒
火
野
と
真
杉
が
最
初
に

出
会
っ
た
の
は
戦
中
の
﹁
台
湾
講
演
旅
行
﹂
で
あ
り
︑
一
連
の
従
軍
小
説
で

一
世
を
風
靡
し
た
火
野
は
そ
の
時
真
杉
に
助
言
を
与
え
た
と
言
う
︒
真
杉
も

﹃
こ
と
づ
け
﹄
所
収
の
﹁
広
東
春
日
記
﹂
に
お
い
て
︑
全
盛
期
の
火
野
の
姿
を

記
録
し
て
い
る（

1
）

︒
ま
さ
に
呉
の
言
う
﹁
日
本
帝
国
の
崩
壊
と
ア
メ
リ
カ
覇
権

の
君
臨
﹂
と
い
う
問
題
は
︑
真
杉
だ
け
で
は
な
く
多
く
の
日
本
文
学
者
に
お

け
る
戦
前
／
戦
後
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
︒

　以
上
の
よ
う
な
様
々
な
示
唆
に
富
む
力
作
と
し
て
︑
本
書
が
翻
訳
さ
れ
日

本
人
研
究
者
に
も
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
み
た
い
︒

注（
1
）  

詳
細
は
︑
垂
水
千
恵
﹁
台
湾
と
い
う
身
体
の
﹁
再
現
﹂
︱
︱
真
杉
静
枝
を
書
く
と

い
う
こ
と
﹂
張
季
琳
編
﹃
日
本
文
学
に
お
け
る
台
湾
﹄
台
湾
：
中
央
研
究
院
人
文
社

会
科
学
研
究
中
心
︑
二
〇
一
四
年
︑
四
一
～
六
二
頁
参
照
の
こ
と
︒
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﹁
制
度
﹂
の
地
位
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
︑
と
い
う
よ
う
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
な
る

だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
論
集
全
体
と
し
て
は
︑
酒
井
直
樹
が
先
鞭
を
つ
け
た

帝
国
／
国
民
主
義
批
判
や
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
説
分
析
の
﹁
応
用

編
﹂
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　そ
う
考
え
る
と
︑
こ
の
書
評
で
扱
うN

aoki Sakai

を
め
ぐ
る
本
論
集
は
︑

少
々
予
想
外
な
も
の
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
︑
あ

ま
り
に
﹁
哲
学
的
﹂
な
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
序
文
で
編
者
た
ち
は
こ
う

言
っ
て
い
る
︱
︱
﹁Sakai

の
仕
事
に
お
い
て
︑
対
︱
形
象
化
﹇
の
図
式
﹈
は
︑

西
洋
︱
東
洋
と
い
う
言
説
の
二
項
対
立
に
関
し
て
典
型
的
に
把
握
さ
れ
る
も

の
だ
が
︑
こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
の
概
念
は
︑

何
よ
り
も
ま
ず
形
式
的

0

0

0

・
論
理
的
な
要
請

0

0

0

0

0

0

に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
有
効
な
道
具
な
の
で
あ
り
︑
そ
の
応
用
の
範
囲
は
決
し

て
文
化
の
分
析
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
﹂（
四
頁
︑
傍
点
は

評
者
）︒
つ
ま
り
︑﹁N

aoki Sakai

の
仕
事
﹂
と
は
︑︽
社
会
性
（sociality / the 

social

）︾
の
問
題
を
あ
く
ま
で
﹁
形
式
的
・
論
理
的
﹂
に
探
究
し
た
も
の
で
あ

り
︑
そ
の
論
理
の
要
請
に
応
え
る
文
化
／
政
治
批
判
の
成
果
と
し
て
﹁
カ
ル

ス
タ
﹂﹁
ポ
ス
コ
ロ
﹂
へ
の
接
続
（
応
用
）
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
な
ぜ

︽
翻
訳
︾︑
そ
れ
も
個
々
の
翻
訳
行
為
で
は
な
く
翻
訳
の
﹁
表
象

0

0

﹂
が
問
題
に

な
る
の
か
と
い
う
と
︑﹁
話
し
手
と
聞
き
手
の
間
に
も
と
も
と
あ
っ
た
非
連
続

性
を
連
続
化
し
認
知
可
能
な
も
の
と
す
る
実
践
﹂（﹃
日
本
思
想
と
い
う
問
題
﹄）

で
あ
る
︽
翻
訳
︾
は
︑
あ
ら
ゆ
る
社
会
編
制
に
内
在
す
る
非
共
約
的
な
差
異

0

0

を

﹁
表
象
﹂
の
レ
ベ
ル
で
種
差

0

0

へ
と
回
収
︱
︱
﹁
根
本
的
社
会
性
﹂
を
排
除（

2
）

︱
︱ 

し
︑
社
会
を
均
質
化
す
る
実
践
の
範
例（

3
）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
に
由
来
す
る
﹁
図
式
（schem

a

）﹂
が
召
喚

さ
れ
る
の
は
︑
決
し
て
単
な
る
衒
学
趣
味
に
よ
る
虚
飾
で
は
な
く
︑
こ
の

﹁
表
象
﹂（﹁
翻
訳
の
実
践
系
︹regim

e

︺﹂）
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
原
理
的

に
思
考
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
﹁（
基
礎

づ
け
の
）
理
論
﹂
へ
の
こ
だ
わ
り
は
︑
キ
ム
論
文
・
ソ
ロ
モ
ン
論
文
に
最
も

顕
著
に
表
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
他
の
寄
稿
者
も
含
め
本
論
文
集
全
体
を
貫
く

通
奏
低
音
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
︒
翻
っ
て
み
る
と
︑
こ
の

N
aoki Sakai

の
﹁
哲
学
的
﹂
な
︽
起
源
︾
が
︑﹁
酒
井
直
樹
﹂
と
し
て
日
本
に

︽
翻
訳
︾
さ
れ
た
際
に
（
ど
こ
か
の
時
点
で
？
）
回
避
（around

）
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
︑
と
い
う
疑
念
が
生
じ
て
く
る
︒﹁
酒
井
直
樹
﹂
と

い
う
表
象

0

0

の
図
式

0

0

を
こ
そ
︑
わ
れ
わ
れ
は
脱
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　通
奏
低
音
は
︑
巻
末
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
︑
よ
り
は
っ
き
り
と
鳴
り

響
い
て
く
る
︒
二
人
の
編
者
カ
リ
ッ
チ
マ
ン
と
キ
ム
は
︑
今
後
お
そ
ら
く

﹁
酒
井
直
樹
論
﹂
が
書
か
れ
る
た
び
に
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
重
要

な
発
言
を
︑
本
人
の
口
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
︱
︱

　
わ
た
し
の
最
近
の
仕
事
に
お
い
て
︑
か
つ
て
の
脱
構
築
﹇
的
手
法
﹈
か

ら
離
れ
て
︑
歴
史
的
つ
ま
り
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
対
象
へ
の
シ
フ
ト
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
︑
わ
た
し
は
認
め
ま
す
︒
た
だ
し
︑﹁
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
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三
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芳
秋

　﹁酒
井
直
樹
﹂
と
︿N

aoki Sakai

﹀
︱
︱
そ
の
字
面
か
ら
受
け
る
印
象
に
は
︑

ず
い
ぶ
ん
と
違
い
が
あ
る
︒
本
書
は
︑
そ
の
︿N
aoki Sakai

﹀
の
方
の
仕
事

を
め
ぐ
る
（around

）
論
文
集
で
あ
る
︒
さ
す
が
に
弟
子
筋
の
中
堅
二
人
に
よ

る
編
集
だ
け
あ
っ
て
︑
巻
頭
の
序
文
は
簡
に
し
て
要
を
得
た
申
し
分
の
な
い

も
の
で
︑
さ
ら
に
巻
末
の
編
者
二
人
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
︑
師
弟
な
ら

で
は
の
信
頼
と
無
遠
慮
を
感
じ
さ
せ
る
︑
な
か
な
か
読
み
ご
た
え
の
あ
る
も

の
に
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
所
収
の
各
論
文
に
つ
い
て
は
︑
序
文
に
丁
寧
な

要
約
（
八
～
一
六
頁
）
が
あ
る
た
め
そ
ち
ら
に
譲
る
と
し
て
︑
紙
幅
の
関
係
か

ら
も
本
書
評
で
は
序
文
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
み
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
く
︒

　同
様
の
企
画
が
日
本
で
︱
︱
つ
ま
り
﹁
酒
井
直
樹
の
仕
事
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
と
く
に
﹁
日
本
研
究
﹂
の
界
隈
で
立
て
ら
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
だ

ろ
う
︑
と
ふ
と
考
え
て
み
る
︒
お
そ
ら
く
一
九
八
七
年
の
﹁
ボ
ス
ト
ン
会
議（

1
）

﹂

あ
た
り
か
ら
語
り
起
こ
し
︑
黒
船
よ
ろ
し
く
太
平
洋
の
向
こ
う
か
ら
忽
然
と

現
れ
た
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
率
い
る
﹁
シ
カ
ゴ
・
マ
フ
ィ
ア
﹂
の

若
頭
が
︑
そ
の
後
い
か
に
し
て
日
本
に
お
け
る
﹁
日
本
研
究
﹂
の
鎖
国
状
態

に
風
穴
を
開
け
た
か
︑
と
い
う
よ
う
な
書
き
出
し
に
な
る
だ
ろ
う
（﹁
風
穴
﹂

は
︑
し
か
し
︑﹁
ガ
ス
抜
き
﹂
か
も
し
れ
ず
︑
本
来
は
館
を
ま
る
ご
と
吹
き
飛
ば
す

は
ず
だ
っ
た
爆
風
を
う
ま
く
や
り
す
ご
し
た
︑
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
）︒
と

は
い
え
︑
こ
の
界
隈
で
の
そ
の
後
は
﹁
出
会
い
損
ね
﹂
の
感
が
否
め
ず
︑
む

し
ろ
別
の
界
隈
で
︑
す
な
わ
ち
﹁
カ
ル
ス
タ
﹂﹁
ポ
ス
コ
ロ
﹂（
最
近
は
﹁
グ

ロ
ー
バ
ル
﹂
云
々
）
の
唱
道
者
た
ち
に
よ
っ
て
︑﹁
酒
井
直
樹
﹂
は
ひ
と
つ
の

書

評
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﹁
制
度
﹂
の
地
位
に
ま
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め
ら
れ
た
︑
と
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よ
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な
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に
な
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だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
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全
体
と
し
て
は
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井
直
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鞭
を
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た

帝
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民
主
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批
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や
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
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リ
テ
ィ
言
説
分
析
の
﹁
応
用

編
﹂
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　そ
う
考
え
る
と
︑
こ
の
書
評
で
扱
うN

aoki Sakai

を
め
ぐ
る
本
論
集
は
︑

少
々
予
想
外
な
も
の
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
︑
あ

ま
り
に
﹁
哲
学
的
﹂
な
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
序
文
で
編
者
た
ち
は
こ
う

言
っ
て
い
る
︱
︱
﹁Sakai

の
仕
事
に
お
い
て
︑
対
︱
形
象
化
﹇
の
図
式
﹈
は
︑

西
洋
︱
東
洋
と
い
う
言
説
の
二
項
対
立
に
関
し
て
典
型
的
に
把
握
さ
れ
る
も

の
だ
が
︑
こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
の
概
念
は
︑

何
よ
り
も
ま
ず
形
式
的

0

0

0

・
論
理
的
な
要
請

0

0

0

0

0

0

に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
有
効
な
道
具
な
の
で
あ
り
︑
そ
の
応
用
の
範
囲
は
決
し

て
文
化
の
分
析
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
﹂（
四
頁
︑
傍
点
は

評
者
）︒
つ
ま
り
︑﹁N

aoki Sakai

の
仕
事
﹂
と
は
︑︽
社
会
性
（sociality / the 

social

）︾
の
問
題
を
あ
く
ま
で
﹁
形
式
的
・
論
理
的
﹂
に
探
究
し
た
も
の
で
あ

り
︑
そ
の
論
理
の
要
請
に
応
え
る
文
化
／
政
治
批
判
の
成
果
と
し
て
﹁
カ
ル

ス
タ
﹂﹁
ポ
ス
コ
ロ
﹂
へ
の
接
続
（
応
用
）
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
な
ぜ

︽
翻
訳
︾︑
そ
れ
も
個
々
の
翻
訳
行
為
で
は
な
く
翻
訳
の
﹁
表
象

0

0

﹂
が
問
題
に

な
る
の
か
と
い
う
と
︑﹁
話
し
手
と
聞
き
手
の
間
に
も
と
も
と
あ
っ
た
非
連
続

性
を
連
続
化
し
認
知
可
能
な
も
の
と
す
る
実
践
﹂（﹃
日
本
思
想
と
い
う
問
題
﹄）

で
あ
る
︽
翻
訳
︾
は
︑
あ
ら
ゆ
る
社
会
編
制
に
内
在
す
る
非
共
約
的
な
差
異

0

0

を

﹁
表
象
﹂
の
レ
ベ
ル
で
種
差

0

0

へ
と
回
収
︱
︱
﹁
根
本
的
社
会
性
﹂
を
排
除（

2
）

︱
︱ 

し
︑
社
会
を
均
質
化
す
る
実
践
の
範
例（

3
）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
に
由
来
す
る
﹁
図
式
（schem

a

）﹂
が
召
喚

さ
れ
る
の
は
︑
決
し
て
単
な
る
衒
学
趣
味
に
よ
る
虚
飾
で
は
な
く
︑
こ
の

﹁
表
象
﹂（﹁
翻
訳
の
実
践
系
︹regim

e

︺﹂）
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
原
理
的

に
思
考
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
﹁（
基
礎

づ
け
の
）
理
論
﹂
へ
の
こ
だ
わ
り
は
︑
キ
ム
論
文
・
ソ
ロ
モ
ン
論
文
に
最
も

顕
著
に
表
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
他
の
寄
稿
者
も
含
め
本
論
文
集
全
体
を
貫
く

通
奏
低
音
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
︒
翻
っ
て
み
る
と
︑
こ
の

N
aoki Sakai

の
﹁
哲
学
的
﹂
な
︽
起
源
︾
が
︑﹁
酒
井
直
樹
﹂
と
し
て
日
本
に

︽
翻
訳
︾
さ
れ
た
際
に
（
ど
こ
か
の
時
点
で
？
）
回
避
（around

）
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
︑
と
い
う
疑
念
が
生
じ
て
く
る
︒﹁
酒
井
直
樹
﹂
と

い
う
表
象

0

0

の
図
式

0

0

を
こ
そ
︑
わ
れ
わ
れ
は
脱
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　通
奏
低
音
は
︑
巻
末
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
︑
よ
り
は
っ
き
り
と
鳴
り

響
い
て
く
る
︒
二
人
の
編
者
カ
リ
ッ
チ
マ
ン
と
キ
ム
は
︑
今
後
お
そ
ら
く

﹁
酒
井
直
樹
論
﹂
が
書
か
れ
る
た
び
に
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
重
要

な
発
言
を
︑
本
人
の
口
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
︱
︱

　
わ
た
し
の
最
近
の
仕
事
に
お
い
て
︑
か
つ
て
の
脱
構
築
﹇
的
手
法
﹈
か

ら
離
れ
て
︑
歴
史
的
つ
ま
り
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
対
象
へ
の
シ
フ
ト
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
︑
わ
た
し
は
認
め
ま
す
︒
た
だ
し
︑﹁
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
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ガ
ン
ベ
ン
（
ソ
ロ
モ
ン
論
文
）
ま
で
古
今
東
西
無
造
作
に
散
ら
ば
っ
て
見
え
る

が
︑
み
な
︑N

aoki Sakai

が
そ
も
そ
も
の
始
め
よ
り
抱
い
て
い
た
﹁
哲
学
的

直
観
﹂
︱
︱
﹁
文
化
的
︑
自
民
族
中
心
主
義
的
な
閉
域
と
し
て
の
内
部
性
は
︑

私
の
研
究
方
法
に
対
す
る
不
断
の
脅
威
と
な
っ
て
い
る
﹂（﹃
過
去
の
声
﹄）

︱
︱
を
共
有
し
つ
つ
︑
そ
の
直
観
を
そ
れ
ぞ
れ
が
︽
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︾
な
も

の
と
し
て
い
る
の
だ
︒
逆
に
︑﹁
日
本
研
究
﹂
が
﹁
日
本
﹂
と
い
う
閉
域
の
内

部
性
に
ひ
き
こ
も
り
︑﹁
均
質
言
語
的
な
聞
き
手
へ
の
語
り
か
け
の
構
え

（hom
olingual address

）﹂
に
終
始
す
る
な
ら
ば
︑
た
と
え
﹁
外
国
人
研
究
者
﹂

を
何
人
集
め
よ
う
と
︑
こ
の
︿neighborhood

﹀
の
住
民
た
ち
と
︽
出
会
う
︾

こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
︒
必
要
な
の
は
︑
か
く
も
小
さ
き
共
同

体
の
心
地
よ
さ
を
﹁
不
断
の
脅
威
﹂
と
感
じ
︑︽
根
本
的
社
会
性
︾
に
徹
底
的

に
身
を
さ
ら
す
こ
と
︱
︱
﹁
つ
ね
に
異
（
邦
）
人
と
し
て
︑
異
（
邦
）
人
に
対

し
て
語
り
か
け
る
﹂
と
い
う
博
打
の
う
ち
に
︽
倫
理
性
︾
を
見
出
す
こ
と

︱
︱
で
あ
ろ
う
︒

　﹁酒
井
直
樹
﹂
を
制
度
と
し
て
頂
戴
す
る
の
で
も
敬
遠
す
る
の
で
も
な
く
︑

稀
代
の
賭
博
師N

aoki Sakai

の
向
こ
う
を
張
っ
て
︽
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︾
に
博

打
を
う
つ
こ
と
へ
と
読
者
を
誘
う
︙
︙
こ
れ
は
︑
遠
く
て
近
い
︽
隣
人
︾
た

ち
に
よ
る
誘
惑
の
書
で
あ
る
︒

注（
1
）  

﹃
現
代
思
想
﹄（
青
土
社
）
一
九
八
七
年
十
二
月
号
﹁
総
特
集
＝
日
本
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
﹂
に
収
録
︒

（
2
）  

酒
井
直
樹
は
︑
そ
の
処
女
作
に
お
い
て
す
で
に
︑
伊
藤
仁
斎
の
﹁
愛
﹂
の
理
念
に

託
し
て
︽
社
会
性
︾
の
論
理
＝
倫
理
を
提
示
し
て
い
る
︱
︱
﹁
倫
理
的
行
為
の
倫
理

性
は
︑
根
本
的
社
会
性
（the fundam

ental sociality

）
︱
︱
た
が
い
に
異
質
な
個
人
と

し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
︑
そ
の
社
会
性
を
通
じ
て
︑
歴
史
の
な
か
で
交
渉
し
合
い
な
が

ら
生
き
て
い
る
︱
︱
と
同
義
語
で
あ
る
︒
偶
然
＝
博
打
的
（aleatory

）
な
行
為
に
よ
っ

て
︑
わ
た
し
は
自
身
を
他
者
へ
と
開
く
︱
︱
言
説
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
イ
メ
ー
ジ

が
決
定
さ
れ
て
い
る
主
体
と
し
て
の
他
者
で
は
な
く
︑
相
互
関
係
が
生
じ
る
こ
と
を

は
な
か
ら
想
定
し
て
か
か
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
よ
う
な
独
異
的
な
︽
他
︾
者

（O
ther singular individuals

）
へ
と
﹂（Voices of the Past, p. 109

︑
拙
訳
）︒

（
3
）  

﹁
翻
訳
は
︑
書
か
れ
た
言
葉
に
限
定
さ
れ
た
作
業
で
は
な
く
︑
社
会
行
為
一
般
を
あ

ら
た
な
視
座
か
ら
み
せ
て
く
れ
る
概
念
で
あ
り
︑
社
会
性
の
考
察
へ
の
か
け
が
え
の

な
い
入
り
口
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
﹂（﹁
翻
訳
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
﹂﹃
岩
波
講
座

　哲
学
15

　変
貌
す
る
哲
学
﹄︑
一
八
三
頁
）︒

（
4
）  

こ
の
︿contem

poraneity

﹀
と
い
う
タ
ー
ム
は
︑
少
し
あ
と
に
︿coeval sim

ultaneity

﹀

と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ァ
ビ
ア
ン
と
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ヘ
イ
バ
ー
の
理
論
の
反
響
を
聴
き
と
る
こ
と
は
︑
正
当
だ
ろ
う
︒

（
5
）  

こ
の
﹁
シ
フ
ト
﹂
を
︑
編
者
た
ち
は
︑
デ
リ
ダ
か
ら
フ
ー
コ
ー
へ
の
比
重
の
移
動

と
見
な
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
評
者
は
む
し
ろ
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
思
考
の
影
響
＝
情

動
（affect

）
の
一
貫
性
を
見
出
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ

た
い
と
思
う
︒

210

（regional

）﹂
と
い
う
タ
ー
ム
の
意
味
に
つ
い
て
は
限
定
が
必
要
で
す
︒

﹁
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
﹂
は
﹇﹁
地
域
研
究
﹂
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹈﹁
地
域
（area

）﹂

と
は
明
確
に
異
な
る
も
の
で
︑
歴
史
性
が
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と

を
要
請
す
る
︑す
な
わ
ち
︑歴
史
性
を
有
す
る
発
話
（﹇
フ
ー
コ
ー
の
言
う
﹈

énoncé

）
は
必
ず
他
の
発
話
や
事
物
と
の
関
係
性
の
う
ち
に
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
︑
と
い
う
の
が
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
す
︒（
中

略
）
わ
た
し
は
︑
分
散
可
能
な
あ
る
特
定
の
言
説
︱
︱
と
り
あ
え
ず
﹁
同

時
代
性
（contem

poraneity
）

（
4
）

﹂
と
呼
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
︱
︱
を
見
つ
け

出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
れ
が
見
つ
か
る
の
は
︑
西
欧
か

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
か
東
ア
ジ
ア
か
︑
は
た
ま
た
複
数
の
場
所
の
組
み
合

わ
せ
の
う
ち
に
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒﹁
同
時
代
性
﹂
と
は
︑
分
散
し

た
発
話
同
士
の
接
続
を
可
能
に
す
る
様
式
の
こ
と
で
︑
全
地
球
的
に
当

然
視
さ
れ
て
き
て
い
る
歴
史
的
条
件
を
疑
問
に
付
す
よ
う
な
一
連
の
問

い
の
組
み
合
わ
せ
が
同
じ
格
好
と
な
る
に
際
し
て
︑
そ
れ
ら
の
問
い
に

﹇
相
異
な
る
地
点
で
﹈
応
答
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
︒

た
だ
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
特
定
の
場
所
と
歴
史
を
有
す
る
も
の
な
の
で

す
︒
そ
こ
で
わ
た
し
は
︑
哲
学
的
な
立
論
を
︑
こ
の
種
のneighborhood

に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
た
い

（m
ake it regional

）
の
で
す
︒（
二
三
八
頁
）

こ
の
︿neighborhood

﹀
と
い
う
単
語
に
は
独
特
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
︑
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
続
く
発
言
の
な
か
で
︑
植

民
地
台
湾
の
知
識
人
た
ち
と
﹃
ノ
ー
・
ノ
ー
・
ボ
ー
イ
﹄
に
描
か
れ
た
ア
メ

リ
カ
合
州
国
の
ア
ジ
ア
系
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
ち
と
い
う
地
理
的
に
ま
っ
た
く

か
け
離
れ
て
い
る
人
々
を
指
し
て
︑
彼
／
彼
女
ら
は
﹁
同
時
代
人
﹂
で
あ
り

﹁
同
じneighborhood

に
属
し
て
い
る
﹂
と
明
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
こ
で
言
う
︽
隣
人
︾
性
と
は
︑
地
域
研
究
の
﹁
地
域
﹂
が
想
定

す
る
地
理
的
・
空
間
的
な
そ
れ
で
は
な
く
︑
相
同
的
な
言
説
へ
の
参
与
＝
分

有
（participation

）
の
度
合
い
を
指
し
て
い
る
の
だ
︒N

aoki Sakai

が
米
国
に

お
け
る
地
域
研
究
批
判
に
精
力
を
傾
け
て
い
た
初
期
の
活
動
で
は
︑﹁
地
域
﹂

内
部
の
均
質
的
な
表
象
を
可
能
に
す
る
図
式

0

0

を
剔
抉
し
こ
れ
を
脱
構
築
す
る

こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
が
︑
だ
ん
だ
ん
と
︑
歴
史
性
を
有
す
る
特
定

言
説
の
﹁
同
時
代
的
﹂
分
散
を
主
題
化
し
︑
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
意
味
で
の

︿neighborhood

﹀
を
見
出
す
と
い
う
﹁
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
﹂
な
ア
プ
ロ
ー
チ
へ

と
﹁
シ
フ
ト
﹂
し
て
き
て
い
る
と
︑
と
り
あ
え
ず
は
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う（

5
）

︒

　そ
の
意
味
で
︑
こ
の
論
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
各
論
文
は
︑
同
じ

︿neighborhood

﹀
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
扱
わ
れ
る
主
題
は
︑

﹁
の
ら
く
ろ
﹂
の
生
︱
政
治
（
ラ
マ
ー
ル
論
文
）
か
ら
︽
共
コ
モ
ン

︾
の
存
在
論
（
ヘ

イ
バ
ー
論
文
︑
メ
サ
ド
ラ
論
文
）
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
︑
ま
た
︑N

aoki Sakai

の
対
話
相
手
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
の
も
︑
夏
目
漱
石
（
ボ
ー
ダ
ッ
シ
ュ
論
文
）・

多
和
田
葉
子
（
ド
・
バ
リ
ー
論
文
）
か
ら
サ
イ
ー
ド
（
ネ
イ
ラ
ー
ト
論
文
）・
ア
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ガ
ン
ベ
ン
（
ソ
ロ
モ
ン
論
文
）
ま
で
古
今
東
西
無
造
作
に
散
ら
ば
っ
て
見
え
る

が
︑
み
な
︑N

aoki Sakai

が
そ
も
そ
も
の
始
め
よ
り
抱
い
て
い
た
﹁
哲
学
的

直
観
﹂
︱
︱
﹁
文
化
的
︑
自
民
族
中
心
主
義
的
な
閉
域
と
し
て
の
内
部
性
は
︑

私
の
研
究
方
法
に
対
す
る
不
断
の
脅
威
と
な
っ
て
い
る
﹂（﹃
過
去
の
声
﹄）

︱
︱
を
共
有
し
つ
つ
︑
そ
の
直
観
を
そ
れ
ぞ
れ
が
︽
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︾
な
も

の
と
し
て
い
る
の
だ
︒
逆
に
︑﹁
日
本
研
究
﹂
が
﹁
日
本
﹂
と
い
う
閉
域
の
内

部
性
に
ひ
き
こ
も
り
︑﹁
均
質
言
語
的
な
聞
き
手
へ
の
語
り
か
け
の
構
え

（hom
olingual address

）﹂
に
終
始
す
る
な
ら
ば
︑
た
と
え
﹁
外
国
人
研
究
者
﹂

を
何
人
集
め
よ
う
と
︑
こ
の
︿neighborhood
﹀
の
住
民
た
ち
と
︽
出
会
う
︾

こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
︒
必
要
な
の
は
︑
か
く
も
小
さ
き
共
同

体
の
心
地
よ
さ
を
﹁
不
断
の
脅
威
﹂
と
感
じ
︑︽
根
本
的
社
会
性
︾
に
徹
底
的

に
身
を
さ
ら
す
こ
と
︱
︱
﹁
つ
ね
に
異
（
邦
）
人
と
し
て
︑
異
（
邦
）
人
に
対

し
て
語
り
か
け
る
﹂
と
い
う
博
打
の
う
ち
に
︽
倫
理
性
︾
を
見
出
す
こ
と

︱
︱
で
あ
ろ
う
︒

　﹁酒
井
直
樹
﹂
を
制
度
と
し
て
頂
戴
す
る
の
で
も
敬
遠
す
る
の
で
も
な
く
︑

稀
代
の
賭
博
師N

aoki Sakai

の
向
こ
う
を
張
っ
て
︽
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︾
に
博

打
を
う
つ
こ
と
へ
と
読
者
を
誘
う
︙
︙
こ
れ
は
︑
遠
く
て
近
い
︽
隣
人
︾
た

ち
に
よ
る
誘
惑
の
書
で
あ
る
︒

注（
1
）  

﹃
現
代
思
想
﹄（
青
土
社
）
一
九
八
七
年
十
二
月
号
﹁
総
特
集
＝
日
本
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
﹂
に
収
録
︒

（
2
）  

酒
井
直
樹
は
︑
そ
の
処
女
作
に
お
い
て
す
で
に
︑
伊
藤
仁
斎
の
﹁
愛
﹂
の
理
念
に

託
し
て
︽
社
会
性
︾
の
論
理
＝
倫
理
を
提
示
し
て
い
る
︱
︱
﹁
倫
理
的
行
為
の
倫
理

性
は
︑
根
本
的
社
会
性
（the fundam

ental sociality

）
︱
︱
た
が
い
に
異
質
な
個
人
と

し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
︑
そ
の
社
会
性
を
通
じ
て
︑
歴
史
の
な
か
で
交
渉
し
合
い
な
が

ら
生
き
て
い
る
︱
︱
と
同
義
語
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Thereafter, modern geological knowledge spread outside of academia and kiseki culture was 
forgotten; but little research has been done on the amateur geology of those times. This study 
focuses on the geological specimens preserved at the Tekijuku Memorial Center [Tekijuku 
Commemoration Association] at Osaka University, collected by Umetani Tōru in 1905, while in 
his youth. Umetani went on to become a medical doctor in Hyogo prefecture as well as an 
independent scholar. Detailed identification of provenance and the scientific names for each fossil 
specimen have now been provided by paleontological experts. The collection includes fossils from 
important locations in the study of Japanese paleontology. Particularly, it includes a Cretaceous 
heteromorph ammonoid, Pravitoceras sigmoidale Yabe specimen. This Japanese endemic species was 
described by Yabe Nagakatsu in 1902, three years before the Umetani Tōru specimen was 
collected. Such examples may indicate how widely modern paleontological knowledge, even the 
latest scientific information, had spread outside academia in the Meiji era.

Keywords : geology, paleontologist, Meiji period, Tekijuku, fossils, Umetani Tōru, Yabe Nagakatsu, 
Pravitoceras sigmoidale Yabe, independent scholarship, dissemination of knowledge
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北村謙次郎の小説シリーズ『或る環境』とその社会的背景
――一九一〇～二〇年代の大連――

韓  玲玲

　本論では、北村の満洲時代の短篇連作小説『或る環境』を取り上げ、この小説の構成内容、
およびその社会的背景を示す歴史的文献を紹介して、作中人物の異民族に抱いている態度に
触れてみたい。
　北村は 1904 年に東京に生まれ、幼い頃関東州の大連に渡った。そこで 10 年間の少年時代
を送った後、日本に帰り、文学活動をスタートさせた。東京で北村は個人誌『文芸プラニン
グ』を創刊したり、『作品』『青い花』『日本浪曼派』などの雑誌に関わったりして、日本文
壇から注目された。しかし、1937 年、北村は満洲国の首都・新京に赴き、そこで大陸土着
の文学を志すことになった。新京では、北村は雑誌『満洲浪曼』を創刊するほか、長篇小説
「春聯」などを発表し、満洲国唯一の職業作家となった。戦後、彼は『北辺慕情記』など、
満洲を題材にした著述を多く書き残した。
　「或る環境」は、1939 年から 1941 年にかけて、種々の雑誌に断続的に掲載された、全 12
篇の短篇からなる。「満洲の阿片王」と呼ばれた人物を中心とする特異な環境のもとで、日々、
成長していく主人公。その少年が観察する日本人と中国人の生活相は、この小説の大きな見
どころである。このシリーズには、北村自身の自我の形成過程が生き生きと記録されている。
また同時に、この作家が、文学を通して異民族との共生を求めていたことも映し出されてい
る。その意味で、「或る環境」は北村文学における一番の問題作であり、世に知られざる代
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表作だといえる。
【北村謙次郎、満洲文学、植民地文学、『或る環境』、アイデンティティ、『満洲浪曼』、石本
鏆太郎、関東州、植民地環境、満洲国】

Kitamura Kenjirō’s Aru Kankyō (A Certain Environment) and Its Social 
Background : Dalian in 1910–1920

HAN Ling-Ling

This paper will investigate a series of short stories by Kitamura Kenjirō titled Aru kankyō, which he 
wrote during his sojourn in Manchukuo. It explores Kitamura’s insights into Manchukuo and his 
understanding of the meaning of literature, by analyzing the growth of the “self ” of a young man 
growing up in the Japanese colony of Kwantung, China.
 Kitamura was born in Tokyo in the year 1904 and went to Dalian in Kwantung as a boy. 
After spending ten years of his childhood there, he returned to Japan, when his literary career 
began. While in Tokyo, he founded a sole author coterie magazine called Bungei Puraningu and he 
actively associated with other literary coterie magazines like Sakuhin, Aoi hana, and the bulletin 
Nihon rōman-ha. His writing brought him into the limelight in the Japanese literary world, but in 
1937 he moved back to China, to Hsinking (the capital of Manchukuo, present-day Changchun), 
and there became involved in Chinese literary activity. Besides founding the Manshū rōman 
magazine in Hsinking, he wrote his full-length novel Shunren. In the process he became the only 
professional author in all Manchukuo. Kitamura also left many well known works written after 
World War II, such as Hokuhen bojōki (Longing for the North) on themes related to Manchukuo.
 Aru kankyō was published intermittently in various magazines from 1937 through 1941, and 
consists of a total of twelve pieces. The plot revolves around a protagonist named “Manshū no 
ahen ō” (Opium King of Manchuria), who grows up in the peculiar environment of the Japanese 
colony. The main attraction of this novel is the youth’s observations about the Japanese and 
Chinese phases of his life. The short stories series not only record the author’s self-development in 
a most vivid manner, but also reflects his quest for coexistence with other peoples through his 
literary activities. In this sense, Aru kankyō is perhaps the most problematic and underappreciated 
of Kitamura’s works.

Keywords : Kitamura Kenjirō, Manchurian literature, colonial literature, Aru kankyō, identity, Manshū 
rōman, Ishimoto Kantarō, Kwantung, colonial environment, Manchukuo
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Notes on Modern Chinese Thought and Revolution :  
With Focus on Ideological Elements from Japan

YANG Jikai

Mizoguchi Yūzō’s (1932–2010) research on China, like the discourse on Japanese culture of many 
Japanologists, is based on the framework of “national” intellectual and cultural histories advocated 
by Tsuda Sōkichi (1873–1961). This study, by contrast, deals directly with intellectual factors 
originating in modern Japan in pursuing research on modern thought and revolution in China 
and, by connecting them with the currents of thought in East Asia as a whole, places the focus of 
discussion on modern Japanese thought.
 Looking at modern Chinese thought and revolution from the viewpoint of East Asian 
political thought, this article first organizes and defines the concepts of quanyuan ( 権原 , symbol of 
political pressure) and fayuan ( 法原 , symbol of social pressure) as propounded by Xu Fuguan 
(1904–82). Through these concepts, it then examines the “parallel in terms of the cultural history 
of Japan and China” (Inoue Shōichi), grounded on the communality of East Asian civilization. 
Then, by tracing the development from Li Zhi’s (1527–1602) “division of heaven and man” to 
Jiao Hong’s (1540–1620) “religious eclecticism,” it suggests that Yamazaki Ansai (1619–82), 
Yamaga Sokō (1622–1685) and others who had inherited the intellectual traditions of the late 
Ming dynasty period created new paradigms of thought. The article concludes that the movement 
in East Asian civilization for the rebuilding of neo-Confucianism based on the teachings of Zhu Xi 
(1130–1200) and his followers, created through the process of its localization a new system of 
thought generating new qualities of universality. Those ideas stimulated the currents of thought 
that brought about the Meiji Restoration (1868) and China’s Xinhai Revolution (1911).
 The essay also argues that the analytical framework of lizhi (rule by etiquette or rites) system 
as advanced by Mizoguchi Yūzō and others needs to be reconsidered from the viewpoint of the 
communality of East Asian civilization.

Keywords : fayuan, quanyuan, modern China, thought, revolution, Japan, East Asia, sinicized Confucian 
civilization, communality in civilization, lizhi (rule by etiquette or rites) 
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日本の地質学黎明期における歴史的地質資料
――梅谷亨化石標本群（大阪大学適塾記念センター蔵）についての考察――

伊藤謙・宇都宮聡・小原正顕・塚腰実・渡辺克典・福田舞子・ 

廣川和花・髙橋京子・上田貴洋・橋爪節也・江口太郎

　日本では江戸時代、「奇石」趣味が、本草学者だけでなく民間にも広く浸透した。これは、
特徴的な形態や性質を有する石についての興味の総称といえ、地質・鉱物・古生物学的な側
面だけでなく、医薬・芸術の側面をも含む、多岐にわたる分野が融合したものであった。ま
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た木内石亭、木村蒹葭堂および平賀源内に代表される民間の蒐集家を中心に、奇石について
活発に研究が行われた。しかし、明治期の西洋地質学導入以降、和田維四郎に代表される職
業研究者たちによって奇石趣味は前近代的なものとして否定され、石の有する地質・古生物・
鉱物学的な側面のみが、研究対象にされるようになった。職業研究者としての古生物学者た
ちにより、国内で産出する化石の研究が開始されて以降、現在にいたるまで、日本の地質学・
古生物学史については、比較的多くの資料が編纂されているが、一般市民への地質学や古生
物学的知識の普及度合いや民間研究者の活動についての史学的考察はほぼ皆無であり、検討
の余地は大きい。さらに、地質学・古生物学的資料は、耐久性が他の歴史資料と比べてきわ
めて高く、蒐集当時の標本を現在においても直接再検討することができる貴重な手がかりと
なり得る。本研究では、適塾の卒業生をも輩出した医家の家系であり、医業の傍ら、在野の
知識人としても活躍した梅谷亨が青年期に蒐集した地質標本に着目した。これらの標本は、
化石および岩石で構成されているが、今回は化石について検討を行った。古生物学の専門家
による詳細な鑑定の結果、各化石標本が同定され、産地が推定された。その中には古生物学
史上重要な産地として知られる地域由来のものが見出された。特に、Pravitoceras sigmoidale 

Yabe, 1902（プラビトセラス）は、矢部長克によって記載された、本邦のみから産出する異常
巻きアンモナイトであり、本種である可能性が高い化石標本が梅谷亨標本群に含まれている
こと、また記録されていた採集年が、本種の記載年の僅か 3年後であることは注目に値する。
これは、当時の日本の民間人に近代古生物学の知識が普及していた可能性を強く示唆するも
のといえよう。
【地学史、地学資料、奇石、地質学黎明期、古生物学、適塾、民間研究者、民間人、知識の
普及、梅谷亨、矢部長克、プラビトセラス】

An Amateur Fossil Collection at the Dawn of Modern Japanese Geology : 
The Umetani Tōru Fossil Collection

ITŌ Ken, UTSUNOMIYA Satoshi, 
OHARA Masaaki, TSUKAGOSHI Minoru, 
WATANABE Katsunori, FUKUDA Maiko, 
HIROKAWA Waka, TAKAHASHI Kyōko, 

HASHIZUME Setsuya and EGUCHI Tarō

Geological specimens have very high durability compared with historical artifacts, suggesting that 
geological specimens known to have been collected at a certain time in history can be valuable 
clues for directly re-investigating them under almost the same conditions. “Geology” in the Edo 
period could be found in the culture of kiseki (“stone curiosities”) which had spread widely among 
the populace, as pursued by herbalists (honzō gakusha) like Kinouchi Sekitei (1725–1808), Kimura 
Kenkadō (1736–1802) and Hiraga Gennai (1728–1780). After the introduction of Western 
geology in the Meiji era, professional paleontologists, represented by Heinrich Edmund Naumann 
(professor at Tokyo Imperial University) and Yabe Nagakatsu (professor, Tohoku Imperial 
University), described only the geological, palaeotological and minerological aspects of the stones. 
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石器時代に遡る原初の美術やペルシア細密画をも自分の画業に取り込もうとしたことが推測
される。こうした視点は先行研究からは見落とされてきた。
　また橋本関雪は、辛亥革命から第一次世界大戦終了の時期を跨いで、従来日本では軽視さ
れてきた明末清初の文人・画人を日本で再評価する機運にも働きかけ、新南画の隆盛に先鞭
を着けるとともに、東洋画の美学的優位を主張することから、最新の表現主義の潮流に棹さ
しつつも、独自の東洋主義を唱道した。本稿は、こうした関雪の東洋画復権を目指す取り組
みを、同時代の思想潮流のなか、とりわけ京都支那学の発展との関係において問い直す。
　日露戦争から両大戦間期に至る関雪の画業と旺盛な執筆活動を再検討することから、本稿
は中・日・欧の活発な交渉のなかに当時の画壇の一潮流を位置づけ直し、ひとり関雪のみな
らず、当時の東洋画再興の機運を世界史的な視野で見直すことを目的とする。なお本稿は昨
年度、兵庫県立美術館で開催された大規模な回顧展での記念講演会、および昨年暮れのベル
リン自由大学およびダーレム博物館での招聘講演に基づくものであることを付記する。
【橋本関雪、新南画、気韻生動、表現主義、石濤、辛亥革命、明末清初、民国期中国、支那
趣味、木蘭、呉昌碩、橋本海関】

Expressionismus and Qiyun Shengdong :  
Hashimoto Kansetsu and China Studies in Kyoto in the Early 
Twentieth Century

INAGA Shigemi

The history of modern Japanese art in the first half of the twentieth century needs to be 
reconsidered within the framework of world art history for the corresponding period. The work of 
distinguished Kyoto artist Hashimoto Kansetsu (1883–1945) is inseparable from that endeavor. 
From the end of the Meiji era into the Taishō era (1912–1926), Kansetsu won the highest prizes in 
quick succession at the prestigious Bunten and Teiten exhibitions (sponsored by the Ministry of 
Education and the Imperial Academy of Fine Arts respectively). His prize-winning works, though 
their subjects were derived from the Chinese classics, made full use of Nihonga techniques. He not 
only incorporated the style of painting of Lang Shining (1688–1766), an Italian-born court 
painter of Qing China, but also gave close attention to the latest trends in Europe around the time. 
In my hypothesis, moreover, Kansetsu sought to reflect in his painting his appreciation for 
primeval art dating back to the Old Stone Age as well as to the arts of Persian miniatures. Such 
points of view remain missing in previous studies of Kansetsu.
 During the period from the 1911 Revolution in China up to the end of the First World War, 
Hashimoto Kansetsu inspired a movement in Japan to renew appreciation of artists and writers of 
the late Ming and early Qing dynasties who had received little attention in Japan. His efforts 
added impetus to the flowering of the new Southern School of Chinese painting in Japan. At the 
same time, by arguing for the aesthetic superiority of East Asian painting, he advocated his own 
brand of East Asianism [in art] while following the then-fashionable trends of Expressionism. This 
study reexamines Kansetsu’s efforts to revive East Asian painting in the context of ideological 
trends, especially against the backdrop of the development of China studies (Shinagaku) in Kyoto 
at that time.
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 Through a fresh look at Kansetsu’s painting and prolific writing activities from the Russo-
Japanese War to the interwar period (1919–1939), this study reconsiders not just Kansetsu but 
also the movement for the revival of East Asian painting in a broad, global perspective, placing 
painting trends within the context of the lively interaction between China, Japan, and Europe at 
that time.
 This article is based on a lecture delivered in commemoration of a large-scale retrospective 
exhibition held at the Hyogo Prefectural Museum of Art in 2014; it was presented also at the Free 
University of Berlin and the Museum Dahlem later that year.

Keywords : Hashimoto Kansetsu, new Southern School of Chinese painting, qiyun shengdong, 
Expressionism, Shi Tao, Chinese Revolution of 1911, China taste in Taisho Japan, Republic of 
China, Feng Zikai, Mulan, Wu Chang-shi, Hashimoto Kaikan

〈研究ノート〉

近代中国の思想と革命研究覚書
――日本からの思想的な要因を中心に――

楊  際開

　溝口雄三（1932 ～ 2010）の中国研究は多くの日本学者による日本文化論考と同じく、津田
左右吉（1873 ～ 1961）が唱えたナショナルな思想史・文化史の枠組みに立脚しているが、筆
者は近代中国研究における思想と革命の研究において、近代日本からの思想的な要因という
問題に直面し、東アジア全体の動きとからませることで、近代日本の動きを議論の中心に据
えようとするのである。
　そこで、本論では、近代中国の思想と革命について東アジアの政治思想という視野から見
るにあたり、まずは、かつて徐復観（1904 ～ 82）によって提起された「権原」と「法原」の
概念をもう一度整理し、定義を加える。次に、この概念を介して、東アジア文明の共同性に
立脚し、「日中の文化史的な並行性」（井上章一）の問題に光を当てる。さらに、李贄（1527
～ 1602）の「天と人との分裂」から焦竑（1540 ～ 1620）の「宗教折衷」への展開を経ること
で、明末の学風を受け継いだ山崎闇斎（1619 ～ 82）や山鹿素行（1622 ～ 1685）らが新たな思
想的パラダイムを完成したことを指摘する。そして、最後に、朱子学を中心とする新儒教思
想の再構築運動が東アジアという文明単位で行われ、「土着化」の過程を辿りながら、新た
な普遍性を生み出し、明治維新や辛亥革命の思想的源流となったことを指摘したい。
　溝口雄三らの提起した「礼治システム」という分析枠組みも、東アジア文明の共同性から、
もう一度捉え直す必要があると見なす。
【法原、権原、近代中国、思想、革命、日本、東アジア、漢化儒教文明、文明の共同性、礼
治システム】
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石器時代に遡る原初の美術やペルシア細密画をも自分の画業に取り込もうとしたことが推測
される。こうした視点は先行研究からは見落とされてきた。
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しつつも、独自の東洋主義を唱道した。本稿は、こうした関雪の東洋画復権を目指す取り組
みを、同時代の思想潮流のなか、とりわけ京都支那学の発展との関係において問い直す。
　日露戦争から両大戦間期に至る関雪の画業と旺盛な執筆活動を再検討することから、本稿
は中・日・欧の活発な交渉のなかに当時の画壇の一潮流を位置づけ直し、ひとり関雪のみな
らず、当時の東洋画再興の機運を世界史的な視野で見直すことを目的とする。なお本稿は昨
年度、兵庫県立美術館で開催された大規模な回顧展での記念講演会、および昨年暮れのベル
リン自由大学およびダーレム博物館での招聘講演に基づくものであることを付記する。
【橋本関雪、新南画、気韻生動、表現主義、石濤、辛亥革命、明末清初、民国期中国、支那
趣味、木蘭、呉昌碩、橋本海関】
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The history of modern Japanese art in the first half of the twentieth century needs to be 
reconsidered within the framework of world art history for the corresponding period. The work of 
distinguished Kyoto artist Hashimoto Kansetsu (1883–1945) is inseparable from that endeavor. 
From the end of the Meiji era into the Taishō era (1912–1926), Kansetsu won the highest prizes in 
quick succession at the prestigious Bunten and Teiten exhibitions (sponsored by the Ministry of 
Education and the Imperial Academy of Fine Arts respectively). His prize-winning works, though 
their subjects were derived from the Chinese classics, made full use of Nihonga techniques. He not 
only incorporated the style of painting of Lang Shining (1688–1766), an Italian-born court 
painter of Qing China, but also gave close attention to the latest trends in Europe around the time. 
In my hypothesis, moreover, Kansetsu sought to reflect in his painting his appreciation for 
primeval art dating back to the Old Stone Age as well as to the arts of Persian miniatures. Such 
points of view remain missing in previous studies of Kansetsu.
 During the period from the 1911 Revolution in China up to the end of the First World War, 
Hashimoto Kansetsu inspired a movement in Japan to renew appreciation of artists and writers of 
the late Ming and early Qing dynasties who had received little attention in Japan. His efforts 
added impetus to the flowering of the new Southern School of Chinese painting in Japan. At the 
same time, by arguing for the aesthetic superiority of East Asian painting, he advocated his own 
brand of East Asianism [in art] while following the then-fashionable trends of Expressionism. This 
study reexamines Kansetsu’s efforts to revive East Asian painting in the context of ideological 
trends, especially against the backdrop of the development of China studies (Shinagaku) in Kyoto 
at that time.
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 This essay focuses on studies by four authorities at Kyoto University in the 1960s, to clarify 
the true nature of what are considered the eighteen “washū” variants. In recent years, research 
performed by relying on the internet has become a trend, but in examining the veracity of our 
predecessors’ criticisms regarding the nature of words, it is essential to check through the available 
corpuses.

Keywords : wasei kango (Chinese words created in Japan), Pei wen yun fu, Siku quanshu, Nihonkoku genzai 
shomokuroku, Kaifūsō, Kojiki, Bunka shūreishū, Keikokushū, Sōseki shichū, “Sōseki Sanbō zōsho 
mokuroku”

山県有朋とその館
佐藤　信

　本稿は、近代日本の典型的な権力者である山県有朋とその館を事例として、空間と政治の
連関を研究したものである。椿山荘（東京）や無隣庵（京都）、古稀庵（小田原）といった山
県の邸宅はその庭によってよく知られているが、それらの館がどのように使われていたか明
らかではないところも多い。本稿は、山県有朋関係文書や田中光顕関係文書などの政治史史
料を用いることで、この問題に取り組んだ。
　本稿はまず、館の変遷と変遷の理由を明らかにした。1880 年代に大磯が「政界の奥座敷」
として活性化すると、そこから隠れるためにさらに東京から遠隔な館が必要とされるように
なり、無隣庵はこうした静養の地として設定された。この無隣庵は同時に幕末維新期の記憶
装置でもあった。やがて山県は無隣庵に籠って上京を拒否するという政治技術を用いるよう
になったが、それでも無隣庵会議に代表されるような政治活動は稀な事例に過ぎなかった。
　一方、1907 年、無隣庵に代わる静養の地として建設された古稀庵は、山県の政治的影響
力の拡大によって予想以上に「政治化」され、椿山荘に代わって主たる館として利用される
ようになった。これに伴って椿山荘や小淘庵の必要性は急激に低下した。このように、山県
は政治的意図に基づいて館を移動させたわけではなかったが、館の地理的移動によって生じ
た政治的効果を最大限利用したと言える。
　また、本稿では無隣庵の洋館を出発点として、山県の空間の使い方についても考察した。
そこでは、山県が自身の館の操作可能を確保することで、訪問客との主客関係を固定化して
いた可能性を指摘した。山県が空間のこのような作用を重視したことは、山県の政治的性格
をも浮き彫りにするものでもあり、空間の使い方に注目した政治的人格の比較研究の可能性
を示すものである。
【山県有朋、近代日本、日本政治史、建築、庭園、空間と政治、椿山荘、無隣庵、古稀庵、
京都、小川治兵衛】
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Yamagata Aritomo and His Houses :  
The Relationship between Space and Politics

SATŌ Shin

Yamagata Aritomo is well known as one of the most influential political figures in prewar Japan, 
but also for his houses—notably Chinzan-sō in Tokyo, Murin-an in Kyoto, and Koki-an in 
Odawara—each of which has a beautiful, naturalistic-style garden. This article looks at this mighty 
statesman, who was also a connoisseur of fine landscape design, and his houses, and examines the 
interrelations of space and politics in modern Japan.
 It article reveals that, before the construction of Koki-an in 1907, Yamagata and other 
powerful politicians of the time maintained a spatial system with one house in Tokyo, another 
around Ōiso, and the other(s) in the countryside. Villas in the country including Yamagata’s 
Murin-an in Kyoto were intended as private retreats and were rarely “politicized.”
 Later, Koki-an became a kind of political center, where numerous politicians, bureaucrats, 
business people, and others, met with Yamagata. It is noteworthy that Yamagata had not 
deliberately chosen a remote location for a house to serve entertainment of political guests. Koki-
an had originally been planned as a country retreat in place of Murin-an, mainly for the sake of 
Yamagata’s health, but its completion coincided with his rise to great political influence at that 
time, resulting in its unexpected politicization.
 This article also tries to find out how Yamagata actually used these residences in terms of 
political space. It is inferred that by skillfully controlling use of different parts of the house, 
Yamagata used space to establish the supremacy of the host over guests. This usage clearly reflects 
Yamagata’s style of politics, and also indicates that we may be able to describe each statesman’s 
character more intimately and precisely by closely observing and comparing their ways of using 
space in the political sense.

Keywords : Yamagata Aritomo, modern Japan, Japanese political history, architecture, gardens, space and 
politics, Chinzan-sō, Murin-an, Koki-an, Kyoto, Ogawa Jihei

表現主義と気韻生動
――北清事変から大正末年に至る橋本関雪の軌跡と京都支那学の周辺――

稲賀繁美

　20 世紀前半の日本の近代美術史は、同時代の世界美術史の枠組みのなかで再考される必
要がある。この課題に対処するうえで、橋本関雪（1883 ～ 1945）の事例は見過ごすことがで
きまい。関雪は明治末年から大正時代にかけ、文部省美術展覧会、ついで帝国美術展覧会で
続けざまに最高賞を獲得したが、その画題は中国古典から題材を取りつつも、日本画の技法
を駆使しており、さらに、清朝皇帝に仕えた朗世寧の画風を取り込むばかりか、洋行に前後
して、同時代の西欧の最新流行にも目配せしていた。加えて筆者の仮説によれば、関雪は旧
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 This essay focuses on studies by four authorities at Kyoto University in the 1960s, to clarify 
the true nature of what are considered the eighteen “washū” variants. In recent years, research 
performed by relying on the internet has become a trend, but in examining the veracity of our 
predecessors’ criticisms regarding the nature of words, it is essential to check through the available 
corpuses.
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　本稿は、近代日本の典型的な権力者である山県有朋とその館を事例として、空間と政治の
連関を研究したものである。椿山荘（東京）や無隣庵（京都）、古稀庵（小田原）といった山
県の邸宅はその庭によってよく知られているが、それらの館がどのように使われていたか明
らかではないところも多い。本稿は、山県有朋関係文書や田中光顕関係文書などの政治史史
料を用いることで、この問題に取り組んだ。
　本稿はまず、館の変遷と変遷の理由を明らかにした。1880 年代に大磯が「政界の奥座敷」
として活性化すると、そこから隠れるためにさらに東京から遠隔な館が必要とされるように
なり、無隣庵はこうした静養の地として設定された。この無隣庵は同時に幕末維新期の記憶
装置でもあった。やがて山県は無隣庵に籠って上京を拒否するという政治技術を用いるよう
になったが、それでも無隣庵会議に代表されるような政治活動は稀な事例に過ぎなかった。
　一方、1907 年、無隣庵に代わる静養の地として建設された古稀庵は、山県の政治的影響
力の拡大によって予想以上に「政治化」され、椿山荘に代わって主たる館として利用される
ようになった。これに伴って椿山荘や小淘庵の必要性は急激に低下した。このように、山県
は政治的意図に基づいて館を移動させたわけではなかったが、館の地理的移動によって生じ
た政治的効果を最大限利用したと言える。
　また、本稿では無隣庵の洋館を出発点として、山県の空間の使い方についても考察した。
そこでは、山県が自身の館の操作可能を確保することで、訪問客との主客関係を固定化して
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The Cosmology of the Avatam. saka-sūtra and the Design of the Great 
Buddha at Tōdaiji Temple

SOTOMURA Ataru

The Great Buddha statue (752 C.E.) of Tōdaiji in Nara is a work of art renowned throughout the 
world. Tōdaiji is the head temple of Japan’s Kegon school of Buddhism. The statue is an important 
one for understanding how Japanese have understood the Huayan jing (Jp. Kegon kyō), the Chinese 
translation (the 5th century 60-fascicle and the 7th century 80-fascicle versions) of the Avatam. saka-
sutra (Flower Adornment Sutra), one of the most important sutras of Mahāyāna Buddhism. 
Therefore, the statue is more than just an object of art and culture.
 However, the Great Buddha statue with its lotus pedestal seems to be more closely related 
to the Fanwang jing (Jp. Bonmō kyō; Brahmā Net Sutra), one of the main sutras of the Ritsu 
Vinaya school, than to the Huayan jing. The reason for this has not been clarified yet, but many 
scholars even believe that the statue was not made on the basis of the Huayan jing but the 
Fanwang jing.
 This paper analyzes the cosmology explained in the Huayang jing, and offers a new hypothesis 
that the Great Buddha statue was made to represent the Buddha Vairocana in the way described in 
the 60-fascicle version, not the 80-fascicle version. It points out that, while the basic design of the 
statue with its pedestal is clearly contradictory to the 80-fascicle version, it does not contradict the 
60-fascicle version. The corresponding part of the contradictory content of the 80-fascicle version 
is missing in the 60-fascicle version. The Fanwang jing seems to have been employed in 
supplementary fashion to determine this part of the basic design. However, the Fanwang jing 
cannot be regarded as the main basis for the design of the statue, because it has discrepancies with 
other parts of the design. At the same time, if one relies on the 60-fascicle version, there do not 
seem to be any contradictions.

Keywords : Huayan jing (Flower Adornment Sutra), Avatam. saka-sutra, cosmology, Vairocana, Fanwang 
jing (Brahmā Net Sutra), Great Buddha, Tōdaiji temple

一九六〇年代「和習研究」追考
――コーパスに基づく再検討――

頼　衍宏

　日本上代文学の研究成果の金字塔の一つと評価されているのが小島憲之『上代日本文学と
中国文学――出典論を中心とする比較文学的考察』（1962 ～ 65）である。出版されて以来、
中国文学もしくは国文学の立場から相次いで書評が寄せられている。特に頂点となったのは
日本学士院賞恩賜賞を授与されたことであろう。しかし、1965 年に公表された審査要旨に
おいては「中国の典籍から出典をとりあげる場合に異論のある点もないではない」とあって、
懸念材料が完全に払拭されたわけではない。

IX

論文要旨・SUMMARIES

　この「異論」の意見を重視すべきであろう。そして『文淵閣版四庫全書電子版』を補助的
に活かしたうえで、小島の提出した漢語の見解について追考してみなければならないだろう。
結果として、「及」をはじめとする和習の六語について典例を洗い出してみれば、新たな解
釈を示すことができるのではないかと思われる。
　漢語に関して、小島が誤解してしまったのは、明らかに類書と韻書に頼りすぎたためであ
る。これは単発的な事例にすぎないとはいえまい。そのほかに、入矢義高の書評（1965）で
取り上げられた四語、神田喜一郎の論著（1965 ～ 66）で文句をつけられた三語も穏当では
ないだろう。また吉川幸次郎『漱石詩注』（1967）における五語も問題がないとはいえない。
海彼の用例を採集するために力を注がねばならないし、これをもって和習と見なされている
言葉と突き合わせつつ慎重に考え直さなければならない。
　小稿は、主に京都大学の権威のある四名による 1960 年代の典型的な論考に焦点を合わせ、
「和習」とされてきた十八語の正体を明らかにする。インターネットを駆使して研究をする
のが主流となりつつある昨今、従来いわれてきたような語性についての判断の適否を確認す
る場合、コーパスによる検証の手続きは不可避といえよう。
【和製漢語、『佩文韻府』、『四庫全書』、『日本国見在書目録』、『懐風藻』、『古事記』、『文華秀
麗集』、『経国集』、『漱石詩注』、「漱石山房蔵書目録」】

The “Washū” Studies of the 1960s :  
A Reinvestigation Based on Language Corpuses

LAI Yen-Hung

Among the achievements of research on ancient Japanese literature, Kojima Noriyuki’s Jōdai Nihon 
bungaku to Chūgoku bungaku: Shuttenron o chūshin to suru hikaku bungakuteki kōsatsu [Early 
Japanese Literature and Chinese Literature: A Source-Based Comparative Literature Study] (1962–
1965) is generally acknowledged as a landmark work. Numerous reviews of the work appeared 
from the perspectives of Chinese literature or Japanese literature, and it was awarded Japan 
Academy’s Imperial Prize in 1965. The comment of the Japan Academy screening committee that 
“there have been some differences of opinion regarding its citation of sources from Chinese 
classics,” however, casts some shadow over the integrity of the work.
 These “differences of opinion” should be taken seriously. It is necessary to check Kojima’s 
views about Chinese words relying on, for example, the digital edition of the Siku quanshu. 
Ultimately, this author checked thoroughly all precedents for six washū terms including “ 及 ” and 
found that it is possible to come up with a new interpretation.
 Some misunderstanding on Kojima’s part regarding Chinese may be attributed to his reliance 
on reference books and rhyme books. The errors, however, are not simply sporadic. Besides these 
problems, the four words mentioned in the review by Iriya Yoshitaka (1965) and the three words 
Kanda Kiichirō critiqued in 1965–1966 are probably not appropriate examples. Also, there may be 
some problem with the five words noted in Yoshikawa Kōjirō’s work, Sōseki shichū (1967). Greater 
effort must be made to collect example sentences from overseas for the purpose of comparisons 
with the vocabularies considered as washū variants.



VIII

The Cosmology of the Avatam. saka-sūtra and the Design of the Great 
Buddha at Tōdaiji Temple

SOTOMURA Ataru

The Great Buddha statue (752 C.E.) of Tōdaiji in Nara is a work of art renowned throughout the 
world. Tōdaiji is the head temple of Japan’s Kegon school of Buddhism. The statue is an important 
one for understanding how Japanese have understood the Huayan jing (Jp. Kegon kyō), the Chinese 
translation (the 5th century 60-fascicle and the 7th century 80-fascicle versions) of the Avatam. saka-
sutra (Flower Adornment Sutra), one of the most important sutras of Mahāyāna Buddhism. 
Therefore, the statue is more than just an object of art and culture.
 However, the Great Buddha statue with its lotus pedestal seems to be more closely related 
to the Fanwang jing (Jp. Bonmō kyō; Brahmā Net Sutra), one of the main sutras of the Ritsu 
Vinaya school, than to the Huayan jing. The reason for this has not been clarified yet, but many 
scholars even believe that the statue was not made on the basis of the Huayan jing but the 
Fanwang jing.
 This paper analyzes the cosmology explained in the Huayang jing, and offers a new hypothesis 
that the Great Buddha statue was made to represent the Buddha Vairocana in the way described in 
the 60-fascicle version, not the 80-fascicle version. It points out that, while the basic design of the 
statue with its pedestal is clearly contradictory to the 80-fascicle version, it does not contradict the 
60-fascicle version. The corresponding part of the contradictory content of the 80-fascicle version 
is missing in the 60-fascicle version. The Fanwang jing seems to have been employed in 
supplementary fashion to determine this part of the basic design. However, the Fanwang jing 
cannot be regarded as the main basis for the design of the statue, because it has discrepancies with 
other parts of the design. At the same time, if one relies on the 60-fascicle version, there do not 
seem to be any contradictions.

Keywords : Huayan jing (Flower Adornment Sutra), Avatam. saka-sutra, cosmology, Vairocana, Fanwang 
jing (Brahmā Net Sutra), Great Buddha, Tōdaiji temple

一九六〇年代「和習研究」追考
――コーパスに基づく再検討――

頼　衍宏

　日本上代文学の研究成果の金字塔の一つと評価されているのが小島憲之『上代日本文学と
中国文学――出典論を中心とする比較文学的考察』（1962 ～ 65）である。出版されて以来、
中国文学もしくは国文学の立場から相次いで書評が寄せられている。特に頂点となったのは
日本学士院賞恩賜賞を授与されたことであろう。しかし、1965 年に公表された審査要旨に
おいては「中国の典籍から出典をとりあげる場合に異論のある点もないではない」とあって、
懸念材料が完全に払拭されたわけではない。
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税帳と税帳使
――大租数文と官稲混合を中心に――

本庄総子

　税帳制度の始まりについては諸説あるが、大宝 2年の大租数文作成命令は、従来考えられ
ているような未熟な段階のものではなく、税帳制度の開始として積極的に評価されるべきも
のである。また、税帳の進上文言の分析を通してみれば、最初期の税帳には雑用記載の機能
が備わっていなかったか、少なくとも主要な機能とはされていなかったことが確認できる。
ただしそれは貯積を基本的属性とする正税の帳簿であるためであり、制度的な未熟と評価さ
れるべきものではない。
　天平 6年の官稲混合は、大宝 2年に成立した税帳に大きな変化をもたらした。税帳使の身
分は国史生から国司四等官へと変化し、使者の責任が増大したことが窺える。また、税帳の
名称も従来の収納帳から目録帳へと変化しており、公文としての重要度も増したものと考え
られる。書式にも変化が見られる国があり、従来の倉札的な時系列書式から、雑用を別立て
で記載する書式へと変化した。
　官稲混合は地方財政、具体的には税帳雑用記載への監督強化と評価すべき面が強い。官稲
混合の結果として、雑用記載には厳密なチェックが行われるようになり、見込みではなく実
績での報告が求められるようになった。その結果、税帳の進上期限も翌年 2月末に固定され
ていったものと考えられる。
【税帳、税帳使、官稲混合、大租数文、収納帳、目録帳、古代地方財政、古代律令行政】

Nara-period Tax Registers and Tax Integration
HONJŌ Fusako

Opinion varies concerning the beginning of the tax register (zeichō) system, but the taiso 
kazunofumi, the government order for creation of which was issued in 702, was not an immature 
form of tax book as has been previously presumed, but documentation that might be positively 
considered as the beginning of the tax register system. Through an analysis of the wording used 
when submitting the earliest taiso kazunofumi tax books to the central government, it can be 
confirmed that they either lacked the function of recording and reporting the various uses of shōzei 
tax or, at least, such a function was considered not to be a major one. These zeichō tax books were 
for the shōzei principal tax rice to be stored at public repositories (shōsō), and cannot be viewed as 
evidence of the institutional immaturity of the system.
 The kantō kongō (integration of the kantō tax rice into shōzei) in 734 brought a major change 
in the tax register system that had been earlier established in 702. The responsibilities of the 
zeichōshi, or officials in charge of delivering the tax reports from the provinces to the capital, 
became more onerous, as indicated by their promotion from the rank of kuni-shishō or assistant to 

論文要旨・SUMMARIES
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the provincial official of the fourth-rank, to fourth-rank official. The name of the tax books was 
also changed from shūnōchō (“receipt book”) to mokurokuchō (“tax inventory book”), suggesting 
that tax books increased in importance as official documents. The prescribed form also changed in 
some provinces, from a chronological, repository-tag-like way of recording to a form showing a 
separate entry for the zatsuyō rice.
 The kantō kongō was aimed at strengthening supervision over provincial government finance, 
specifically in the writing of the zatsuyō into the tax books. The zatsuyō records began now to be 
checked strictly and actual figures, not estimates, had to be reported. Probably for this reason, the 
deadline for submission of the tax book became fixed at the end of the 2nd month of the following 
year.

Keywords : tax registers, zeichōshi (tax reporting officials), kantō kongō, taiso kazunofumi, tax receipt books, 
tax inventory books, ancient provincial government finance, ancient ritsuryō-based 
administrative system

『華厳経』の宇宙論と東大寺大仏の意匠について
外村　中

　日本の奈良の東大寺大仏（752 年開眼）は、宇宙に花咲く蓮の花の花托に坐す仏を表した
もので、世界的にも有名な芸術作品の一つである。また、日本の華厳宗の大本山である東大
寺の本尊であるから、大乗仏教の最も代表的な経典の一つである『華厳経』を当時の日本人
が如何に理解していたかを考察する上でも、非常に重要な仏像である。ところが、大仏は、
意匠的には、華厳宗がもとづく『華厳経』よりも律宗で重んじられた『梵網経』の内容に符
合しているようにも見える。その理由は、いまだ明らかにはされておらず、大仏は、実のと
ころは華厳教主像ではなく、梵網教主像であろうとする説もある。しかしながら、やはり華
厳教主像と見るべきであろう。小稿は、そのように思われる理由を整理するものである。『華
厳経』の漢訳完本である『六十華厳』と『八十華厳』の内容、とくに両仏典が記す宇宙論の
内容を比較分析するに、『六十華厳』の内容には重大な欠落があることが知られる。おそら
くは、大仏の意匠を決定するにあたり、『六十華厳』のその欠落を補うために、『梵網経』の
内容が援用されたのであろう。ただし、大仏は、積極的に梵網教主像として造られたもので
はなく、あくまで華厳教主像として造られたものらしい。大仏の意匠は、確かに『八十華厳』
の内容とは齟齬をきたすが、実は『六十華厳』の内容とは必ずしも違うものではない。この
点は、従来の研究においては注意が払われていないが、大仏が六十華厳教主盧舎那像として
造られたものであることをしめすものであろう。
【華厳経、宇宙論、盧舎那、毘盧遮那、梵網経、東大寺、大仏、蓮弁図】
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編
集
後
記

　『日
本
研
究
』
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
が
刊

行
す
る
学
術
論
文
集
で
一
九
八
九
年
に
創
刊
さ
れ
、
以
後
年
二
回
の
定

期
刊
行
を
重
ね
て
、
こ
の
た
び
第
五
十
一
集
を
発
刊
す
る
運
び
と
な
っ

た
。
創
刊
号
に
掲
載
の
、
梅
原
猛
初
代
所
長
「
創
刊
の
こ
と
ば
」
の
結

尾
に
は
、
日
文
研
が
「
国
際
的
・
総
合
的
な
共
同
研
究
の
機
関
」
で
あ

る
と
と
も
に
「
新
し
い
学
問
の
創
造
の
機
関
」
で
も
あ
り
、
こ
の
雑
誌

か
ら
「
人
類
社
会
に
大
き
な
光
を
与
え
る
新
し
い
理
論
が
生
れ
て
く
る

こ
と
を
強
く
希
望
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
『
日
本
研

究
』
の
原
点
と
し
て
幾
度
も
噛
み
し
め
る
べ
き
言
葉
で
あ
ろ
う
。
と
同

時
に
、
こ
の
雑
誌
は
審
査
委
員
に
よ
る
厳
正
な
査
読
を
経
て
投
稿
論
文

を
掲
載
し
て
き
て
お
り
、
日
文
研
と
い
う
一
機
関
の
枠
に
閉
じ
な
い
形

で
広
く
国
内
外
の
研
究
成
果
に
扉
を
開
い
て
き
た
。
今
回
、
創
刊
以
来

ほ
ぼ
変
わ
ら
な
か
っ
た
表
紙
な
ど
の
装
丁
を
一
新
し
、
新
た
に
書
評
欄

を
設
け
て
、
海
外
で
刊
行
さ
れ
た
日
本
研
究
の
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
も
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
こ
と
な
く
、
さ

ら
に
世
界
に
開
か
れ
た
、
そ
し
て
世
界
に
発
信
す
る
体
力
を
持
っ
た
雑

誌
を
作
っ
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
今
後
は
特
集
号
を
組
む
こ
と
も
視
野

に
入
れ
て
い
る
。
新
し
い
『
日
本
研
究
』
へ
の
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
ご

支
援
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。『

日
本
研
究
』
編
集
長

　坪
井
秀
人








