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は
じ
め
に

　
現
在
︑
富
士
山
の
祭
神
は
﹁
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
﹂︑
ま
た
は
﹁
浅あ
さ
ま
の間

大お
お
か
み神

﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
同
じ
富
士
山
を
中
心
と
し
て
近
代
に
成
立

し
た
扶
桑
教
や
実
行
教
な
ど
の
教
派
神
道
の
場
合
︑
祭
神
は
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ

ヒ
メ
で
も
浅
間
大
神
で
も
な
い
︒﹁
天
祖
天
神
﹂
ま
た
は
﹁
天
あ
め
の

御み

中な
か
ぬ
し
の主

神か
み

﹂
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
論
者
の
疑
問
は
︑
ま
ず
は
素
朴
で
あ
る
が
︑
同
じ
富
士
山

を
中
心
と
す
る
信
仰
の
場
で
︑
な
ぜ
祭
神
が
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
確
認

す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
︒

　
戦
後
の
日
本
宗
教
研
究
の
先
駆
と
も
い
え
る
村
上
重
良
は
︑
近
代
の
扶
桑

教
・
実
行
教
・
丸
山
教
な
ど
が
︑
富
士
信
仰
の
集
団
で
あ
る
富
士
講
に
由
来
し
︑

ま
た
︑
富
士
講
が
修
験
道
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
︒
こ
の
研
究
は
︑

主
に
近
世
・
近
代
宗
教
か
ら
﹁
民
衆
宗
教
﹂
の
可
能
性
を
探
求
し
た
も
の
で
︑

戦
後
の
近
代
宗
教
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た（

1
）

︒
し
か
し
︑
村
上
の
論
理
は

﹁
国
家
神
道
﹂
と
﹁
民
衆
宗
教
﹂
と
の
対
立
的
な
構
造
か
ら
近
世
を
捉
え
︑
近

世
の
宗
教
空
間
を
近
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
の
最
中
に
投
げ
込
ん
で
し
ま
っ

た
︒
そ
の
後
︑
近
世
の
富
士
講
を
め
ぐ
る
宗
教
や
思
想
史
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は

﹁
民
衆
宗
教
﹂
と
い
う
大
き
な
カ
テ
ゴ
リ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る（

2
）

︒

　
ま
た
︑
戦
後
の
富
士
信
仰
研
究
の
主
流
を
な
す
民
俗
学
研
究
で
は
︑
富
士
山

の
信
仰
の
場
で
の
儀
礼
や
修
行
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な
ど
︑
多
様
な

近
世
の
信
仰
世
界
を
解
明
し
て
き
た（

3
）

︒
し
か
し
︑
村
上
の
よ
う
に
民
衆
宗
教
と

神
話
解
釈
史
か
ら
見
る
富
士
山
の
祭
神
変
貌
論

―
―
そ
の
歴
史
叙
述
を
中
心
と
し
て
―
―

権
　
東
祐
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し
て
の
富
士
信
仰
を
前
提
に
す
る
も
の
が
多
く
︑
こ
と
に
︑
富
士
信
仰
の
世
界

か
ら
日
本
民
族
の
古
層
や
固
有
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
研
究
は
︑
そ
の
歴
史
性

へ
の
問
い
を
欠
い
た
ま
ま
進
め
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
中
︑
富
士
山
を
中
心
と
し
て
作
ら
れ
た
伝
承
や
そ

れ
に
対
す
る
解
釈
な
ど
は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
神
話
﹂
と
し
て
評
価
・
研
究
さ
れ
た

こ
と
が
な
い
︒
そ
の
理
由
は
︑
富
士
信
仰
に
関
す
る
書
物
が
『
古
事
記
』『
日

本
書
紀
』
に
代
表
さ
れ
る
古
代
神
話
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
︑
鎌
倉

期
か
ら
江
戸
期
ま
で
に
形
成
さ
れ
る
様
々
な
解
釈
の
世
界
を
神
話
と
し
て
読
み

取
る
の
は
︑﹁
中
世
日
本
紀
﹂
や
﹁
中
世
神
話
﹂﹁
中
世
神
学
﹂
の
視
点
で
な
け

れ
ば
思
い
も
よ
ら
な
い
発
想
で
あ
る
か
ら
だ
︒
例
え
ば
︑
富
士
山
の
祭
神
問
題

に
つ
い
て
総
合
的
分
析
を
行
っ
た
竹
谷
靱
負
は
︑
富
士
山
に
関
す
る
記
録
の

﹁
日
本
紀
云
﹂
と
さ
れ
て
い
る
部
分
を
﹁
現
在
に
伝
わ
ら
な
い
中
世
の
版
本
が

あ
っ
た
よ
う（

4
）

﹂
だ
と
す
る
な
ど
︑
そ
こ
で
は
富
士
山
を
中
心
と
す
る
中
世
以
来

の
多
様
な
解
釈
世
界
は
︑
版
本
に
根
拠
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
荒
唐
無
稽
な
も

の
と
し
て
貶
め
る
の
み
で
︑
神
話
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
従
来
の
説
を
批
判
し
つ
つ
︑
解
釈
さ
れ
た
富
士
信
仰

の
世
界
を
神
話
と
し
て
読
ん
で
い
き
た
い
︒
と
り
わ
け
︑
本
論
で
は
︿
神
話
解

釈
史
﹀
と
い
う
視
座
に
立
ち
新
た
な
神
話
研
究
の
可
能
性
を
試
み
る
こ
と
か
ら

始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

　

一
、︿
神
話
解
釈
史
﹀
と
い
う
視
点

　
さ
て
︑
神
話
を
読
み
解
く
新
た
な
視
座
と
し
て
の
︿
神
話
解
釈
史
﹀
に
つ
い

て
述
べ
て
み
た
い
︒
ま
ず
︑
明
ら
か
し
て
お
く
べ
き
点
は
︑
神
話
解
釈
史
と
は
︑

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
へ
の
解
釈
の
歴
史
と
い
う
よ
う
な
︑
単
な
る
神

話
テ
キ
ス
ト
へ
の
解
釈
史
を
羅
列
す
る
も
の
で
は
な
い
︒︿
神
話
解
釈
史
﹀
の

方
法
論
は
︑
神
話
が
解
釈
さ
れ
る
過
程
が
す
な
わ
ち
新
た
に
神
話
を
創
造
す
る

過
程
で
あ
る
と
い
う
﹁
中
世
日
本
紀
﹂﹁
中
世
神
話
論
﹂
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
そ

の
神
話
を
解
釈
す
る
過
程
が
歴
史
を
叙
述
し
て
い
く
方
法
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
を
捉
え
る
視
点
で
あ
る
︒﹁
神
話
解
釈
の
歴
史
﹂
で
は
な
く
︑﹁
神
話
の
解

釈
﹂
が
つ
く
る
歴
史
と
い
う
方
が
妥
当
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
神
話
が
創
造
す

る
歴
史
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
中
世
や
近
世
な
ど
が
固
定
概
念
と
し
て
存
在
す
る

の
で
は
な
く
︑
神
話
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
中
世
や
近
世
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
は
ず
だ
︒
本
論
は
そ
の
可
能
性
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
︒

　︿
神
話
解
釈
史
﹀
の
前
提
と
な
る
﹁
中
世
日
本
紀
﹂﹁
中
世
神
話
﹂
は
︑
い
わ

ゆ
る
﹁
近
代
主
義
﹂
へ
の
批
判
か
ら
出
発
す
る
︒
近
代
主
義
と
は
︑
近
代
的
な

思
想
や
歴
史
観
・
注
釈
観
な
ど
に
よ
っ
て
﹁
古
代
﹂
や
﹁
中
世
﹂
な
ど
を
規
定

し
よ
う
と
す
る
観
点
で
あ
り
︑﹁
中
世
日
本
紀
﹂﹁
中
世
神
話
﹂
は
そ
の
観
点
を

批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
従
来
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
中
世
の
新
た
な
価
値

を
探
る
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
近
代
主
義
の
視
点
に
よ
れ
ば
︑
神
話
と
は
古
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9

代
専
有
の
も
の
で
︑
中
世
に
作
ら
れ
た
﹁
日
本
紀
﹂
の
注
釈
書
や
神
道
書
・
本

地
物
語
・
寺
社
縁
起
な
ど
の
神
話
言
説
は
︑
古
代
神
話
の
亜
流
や
偽
書
に
過
ぎ

ず
︑
研
究
す
る
価
値
す
ら
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
︒

　
か
か
る
研
究
史
上
で
︑
中
世
の
膨
大
な
テ
キ
ス
ト
群
を
視
野
に
入
れ
︑
そ
れ

こ
そ
が
中
世
の
﹁
知
的
営
為
﹂
と
評
価
し
つ
つ
︑
日
本
神
話
研
究
の
領
域
を
広

げ
た
と
い
え
る
の
が
﹁
中
世
日
本
紀
﹂
の
議
論
で
あ
る
︒﹁
中
世
日
本
紀
﹂
の

研
究
は
伊
藤
正
義
か
ら
始
ま
り
︑
阿
部
泰
郎
︑
小
峯
和
明
な
ど
に
継
承
さ
れ
る（

5
）

︒

そ
の
中
で
も
阿
部
泰
郎
は
︑﹁
中
世
日
本
紀
﹂
は
﹁
日
本
紀
﹂
の
訓
読
が
も
た

ら
す
﹁
運
動
﹂
で
あ
る
と
し
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
日
本
紀
﹂
の
訓
読
か
ら
傍
注
︑

割
注
︑
頭
注
︑
脚
注
︑
裏
書
な
ど
に
拡
大
し
て
い
き
︑
つ
い
に
は
独
立
し
た
一

書
を
な
す
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
自
律
的
な
運
動
を
﹁
日
本
紀
と
い
う
運
動
﹂
で

あ
る
と
強
調
し
た
の
で
あ
る（

6
）

︒

　﹁
中
世
日
本
紀
﹂
に
対
し
て
﹁
中
世
神
話
﹂
は
︑﹁
中
世
日
本
紀
﹂
と
同
じ
く

中
世
テ
キ
ス
ト
世
界
の
持
つ
価
値
の
再
評
価
に
は
同
意
し
た
上
で
︑
テ
キ
ス
ト

の
成
立
に
関
与
す
る
﹁
宗
教
実
践
者
﹂
も
し
く
は
﹁
担
い
手
﹂
の
役
割
に
注
目

す
る
︒
つ
ま
り
︑
神
話
は
祭
祀
や
儀
礼
の
場
に
お
い
て
宗
教
実
践
者
に
よ
っ
て

誕
生
す
る
と
い
う
視
点
で
あ
る（

7
）

︒
さ
ら
に
︑
山
本
ひ
ろ
子
は
︑﹁
中
世
神
話
﹂

が
﹁
古
代
神
話
か
ら
中
世
神
話
へ
﹂
と
い
う
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
危
険
性
を
避

け
る
た
め
︑﹁
中
世
神
学
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
る（

8
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
﹁
中
世
日
本
紀
﹂
と
﹁
中
世
神
話
﹂
は
︑
ほ
ぼ
同
じ
研
究
視
点

を
共
有
し
て
き
た
︒
が
︑
最
近
は
明
ら
か
な
差
を
見
せ
つ
つ
展
開
し
て
い
る
こ

と
も
わ
か
る（

9
）

︒
た
だ
︑﹁
中
世
日
本
紀
﹂
と
﹁
中
世
神
話
﹂
は
︑
古
代
神
話
論

へ
の
批
判
だ
け
で
は
な
く
︑
新
た
な
神
話
解
釈
の
世
界
︑
異
質
な
神
話
創
造
の

世
界
ま
で
視
野
を
広
げ
て
お
り
︑﹁
古
代
神
話
﹂
と
と
も
に
も
う
一
つ
の
日
本

神
話
研
究
の
領
域
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
︒

　
山
本
ひ
ろ
子
も
い
う
如
く
︑﹁
中
世
神
話
﹂
は
神
話
に
対
す
る
定
義
で
は
な

く
︑
中
世
の
物
語
や
文
芸
・
祭
文
な
ど
を
神
話
と
し
て
読
み
解
く
一
つ
の
視
座

で
あ
り
︑
方
法
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
常
に
そ
の
方
法
論
と
し
て
の
可
能
性

が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
方
法
・
視
座
と
し
て
の
﹁
中
世
神
話
﹂

に
注
目
し
つ
つ
も
︑
視
野
を
中
世
か
ら
近
世
ま
で
広
げ
て
い
こ
う
と
す
る
動
き

が
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
近
世
神
話（

10
）

﹂
の
研
究
で
あ
る
︒﹁
近
世
神
話
﹂
は
︑
従

来
の
近
世
の
思
想
や
言
説
な
ど
に
関
す
る
研
究
が
近
代
の
前
段
階
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
︑
む
し
ろ
中
世
と
つ
な
が
る
近
世
と
い
う
視
点
に
立

ち
︑
神
話
が
ど
の
よ
う
に
新
た
な
近
世
を
創
造
し
て
い
く
か
を
考
え
る
も
の
で

あ
る
︒
例
え
ば
︑
中
世
神
話
が
主
に
仏
教
中
心
の
﹁
三
国
世
界
観
﹂
を
も
と
に

神
話
解
釈
を
展
開
し
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
世
界
観
が
崩
れ
た
時
代
に
は
ど

の
よ
う
な
普
遍
価
値
を
目
が
け
て
神
話
が
解
釈
・
創
造
さ
れ
た
か
に
注
目
し
つ

つ
︑
神
話
の
変
貌
を
考
え
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑﹁
近
世
神
話
﹂
研
究
は
︑
中

世
か
ら
時
間
の
フ
ェ
ン
ス
を
乗
り
越
え
て
い
く
作
業
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
神
話
が

な
ぜ
︑
ど
の
よ
う
に
創
造
さ
れ
る
か
の
問
題
に
︑
よ
り
本
質
的
に
取
り
組
む
新

た
な
方
法
を
提
示
す
る
た
め
に
多
様
な
可
能
性
を
試
み
る
も
の
で
あ
る（

11
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
山
本
が
指
摘
し
た
よ
う
に
﹁
中
世
神
話
﹂・﹁
近
世
神
話
﹂
と
い
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う
表
現
は
︑
古
代
神
話
の
延
長
︑
も
し
く
は
亜
流
と
し
て
認
識
さ
れ
る
危
険
性

を
抱
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
古
代
神
話
が
架
空
の
古
代
を
構
築
し
︑
そ
れ
を
実
体

概
念
と
し
て
捉
え
た
よ
う
に
︑﹁
中
世
日
本
紀
﹂
に
お
い
て
も
架
空
の
﹁
中
世
﹂

を
作
り
出
し
︑
そ
れ
を
実
体
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も

あ
っ
た（

12
）

︒﹁
近
世
神
話
﹂
と
い
う
表
現
に
は
そ
の
よ
う
な
実
体
化
の
危
険
性
が

潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
近
世
神
話
﹂
と
共
鳴
し
つ
つ
新
た
に
神
話

研
究
の
可
能
性
を
拓
く
べ
く
提
示
さ
れ
る
の
が
︿
神
話
解
釈
史
﹀
で
あ
る（

13
）

︒

　︿
神
話
解
釈
史
﹀
よ
り
先
︑
す
で
に
﹁
記
紀
解
釈
史
﹂
や
﹁
神
話
の
解
釈
史
﹂

を
構
想
し
つ
つ
︑﹁
記
紀
は
い
か
に
読
ま
れ
て
き
た
か
﹂
を
考
え
た
磯
前
順
一

の
論
が
あ
っ
た（

14
）

︒
た
だ
︑
磯
前
の
い
う
﹁
神
話
の
解
釈
史
﹂
と
は
︑﹁
記
紀
﹂

が
歴
史
空
間
で
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒
対

し
て
︑
斎
藤
英
喜
は
︑
新
た
に
︿
神
話
解
釈
史
﹀
を
主
張
し
た
︒
斎
藤
の
︿
神

話
解
釈
史
﹀
は
︑
中
世
や
近
世
に
は
近
代
の
価
値
観
で
は
捉
え
き
れ
な
い
神
話

解
釈
の
世
界
が
あ
り
︑
古
代
か
ら
中
世
へ
︑
ま
た
近
世
へ
と
展
開
し
て
い
く
神

話
解
釈
が
つ
く
る
﹁
歴
史
﹂
が
存
在
す
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
︒
無
論
︑
こ
こ

で
い
う
中
世
や
近
世
は
︑
定
ま
っ
た
概
念
で
は
な
く
︑
神
話
が
解
釈
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
︒
神
話
を
解
釈

す
る
の
は
︑
歴
史
叙
述
の
過
程
で
あ
り
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
中
世
や
近
世
を

構
築
し
て
き
た
か
を
見
る
こ
と
で
既
存
の
近
代
が
規
定
し
た
価
値
観
を
ひ
っ
く

り
返
す
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
神
話
解
釈
（
創
造
）
の
歴
史
﹂︑
神
話
解
釈

が
つ
く
っ
て
き
た
歴
史
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
斎
藤
は
︑『
古
事
記
は
い
か
に

読
ま
れ
て
き
た
か
』
や
『
異
貌
の
古
事
記
』
な
ど
︑『
古
事
記
』
が
読
み
手
に

よ
っ
て
ど
う
新
た
な
神
話
を
創
造
し
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
を
形
成

し
て
き
た
か
を
考
え
た
の
で
あ
る
︒

　
論
者
は
︑
磯
前
の
﹁
解
釈
史
﹂
を
検
討
し
つ
つ
も
主
に
斎
藤
の
議
論
を
継
承

す
る
立
場
で
本
論
を
展
開
す
る
︒
た
だ
︑
本
稿
で
は
︑
古
代
神
話
の
代
表
た
る

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
は
な
く
︑
平
安
期
以
降
︑
富
士
山
へ
の
信
仰
の
場

で
作
り
出
さ
れ
た
神
話
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
︿
神
話
解
釈
史
﹀
の
方
法
論
的

な
有
効
性
を
考
え
て
み
た
い
︒
こ
れ
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
作
ら
れ
た
﹁
祭

文
﹂
な
ど
の
神
話
へ
の
視
野
を
拡
大
し
て
い
く
た
め
の
試
み
で
も
あ
る
︒

　

二
、﹁
浅
間
の
神
﹂
の
誕
生
神
話
か
ら
見
る
歴
史
叙
述

　
歴
史
記
録
の
中
︑
も
っ
と
も
早
く
富
士
山
の
祭
神
と
し
て
登
場
す
る
の
は

﹁
浅
間
の
神
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
名
前
は
『
文
徳
実
録
』
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）

に
初
見
す
る（

15
）

︒
こ
の
神
は
﹁
名
神
﹂
と
し
て
登
場
し
て
お
り
︑
律
令
国
家
の
地

方
神
社
の
再
編
に
よ
っ
て
初
め
て
神
名
が
決
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
当
時
︑

地
方
に
派
遣
さ
れ
た
国
司
た
ち
は
︑
地
域
の
要
望
に
応
え
積
極
的
に
地
方
神
社

の
神
階
を
高
め
る
努
力
を
し
た
と
い
う（

16
）

︒
浅
間
の
神
の
神
階
は
︑
貞
観
元
年

（
八
五
九
）﹁
正
三
位
﹂
ま
で
上
昇
す
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
貞
観
六
年
（
八
六
四
）

五
月
二
十
五
日
︑
富
士
山
は
噴
火
す
る
︒
延
暦
や
宝
永
の
噴
火
に
並
ぶ
大
噴
火

で
あ
っ
た
︒
当
時
︑
浅
間
の
神
を
祀
る
の
は
駿
河
国
で
あ
っ
た
が
︑
噴
火
の
被
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害
が
最
も
激
し
か
っ
た
の
は
甲
斐
国
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
同
年
七
月
十
七
日
︑

甲
斐
の
国
司
が
そ
の
悲
惨
な
被
害
に
つ
い
て
報
告
を
し
て
お
り
︑
八
月
に
は
朝

廷
か
ら
﹁
下
知
﹂
が
出
さ
れ
て
い
る
︒『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
︒

下
二

知
甲
斐
国
司
一

云
︒
駿
河
国
富
士
山
火
︒
彼
国
言
上
︒
決
二

著
亀
一

云
︒

浅
間
名
神
禰
宜
祝
等
不
レ

勤
二

斎
敬
一

之
所
レ

致
也
︒
仍
応
二

鎮
謝
一

之
状
︒

告
二

知
国
一

訖
︒
宜
二

亦
奉
レ

幤
解
謝
一

焉
︒

（
甲
斐
国
司
に
下
知
し
て
云
ひ
け
ら
く
︑
駿
河
国
富
士
山
に
火
あ
り
て
︑
彼
の

国
言
上
す
︒
著
亀
に
決
す
る
に
云
は
く
︑
浅
間
名
神
の
禰
宜
祝
等
︑
斎
敬
を
勤

め
ざ
る
の
致
し
し
所
な
り
と
︒
仍
り
て
鎮
謝
す
べ
き
の
状
︑
国
に
告
げ
知
せ
訖

ん
ぬ
︒
宜
し
く
亦
幣
を
奉
り
て
解
謝
す
べ
き
な
り
と
︒）

　
朝
廷
で
富
士
山
の
噴
火
に
つ
い
て
占
い
を
行
っ
た
結
果
︑
甲
斐
国
で
禰ね

ぎ宜
や

祝ほ
う
りに

よ
る
斎
敬
が
な
か
っ
た
の
が
そ
の
被
害
の
原
因
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

と
い
う
︒
そ
こ
で
甲
斐
の
国
司
は
浅
間
の
神
を
祭
る
祠
の
建
立
と
禰
宜
・
祝
に

よ
る
祭
祀
の
許
可
を
朝
廷
に
求
め
︑
朝
廷
か
ら
は
駿
河
国
と
同
じ
く
甲
斐
国
で

も
﹁
解
謝
﹂
す
べ
き
で
あ
る
と
﹁
下
知
﹂
し
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
そ
の

翌
年
︑
甲
斐
八
代
郡
の
郡
司
の
候
補
者
で
あ
っ
た
伴と
も
の
ま
さ
だ

真
貞
に
浅
間
の
神
か
ら
の

託
宣
が
あ
ら
わ
れ
る
︒

今
年
八
代
郡
擬
大
領
無
位
伴
直
真
貞
託
宣
云
︒
我
浅
間
明
神
︒
欲
レ

得
二

此

国
斎
祭
一︒
頃
年
為
二

国
吏
一

成
二

凶
咎
一︒
為
二

百
姓
病
死
一︒
然
未
二

曽
覚
悟
一︒

仍
成
二

此
恠
一︒
須
下

早
定
二

神
社
一︒
兼
任
二

祝
禰
宜
一︒
潔
斎
奉
祭
上︒
真
貞
之
身

或
伸
可
二

八
尺
一︒
或
屈
可
二

二
尺
一︒
変
レ

体
長
短
︒
吐
二

件
等
詞
一︒
国
司
求
二

之
卜
筮
一︒
所
レ

告
同
二

於
託
宣
一︒
於
レ

是
依
二

明
神
願
一︒
以
二

真
貞
一

為
レ

祝
︒

同
郡
人
伴
秋
吉
為
二

禰
宜
一︒
郡
家
以
南
作
二

建
神
宮
一︒
且
令
二

鎮
謝
一︒

（
今
年
八
代
郡
の
擬
大
領
無
位
伴
直
真
貞
に
託
宣
し
て
云
は
く
︑﹁
我
は
浅
間
明

神
な
り
︒
此
の
国
の
斎
き
祭
ら
む
こ
と
を
得
む
と
欲
し
︑
頃
年
国
吏
の
為
に
凶

咎
を
成
し
︑
百
姓
の
病
死
を
為
す
︒
然
る
に
未
だ
曽
て
覚
悟
ら
ず
︒
仍
り
て
此

の
恠
を
成
せ
り
︒
須
ら
く
早
く
神
社
を
定
め
︑
兼
ね
て
祝
禰
宜
を
任
じ
︑
潔
斎

し
奉
祭
す
べ
し
﹂︒
真
貞
の
身
︑
或
は
伸
び
て
八
尺
可
り
︒
或
は
屈
み
て
二
尺

可
り
︒
体
を
変
へ
て
長
短
を
な
し
︒
件
等
の
詞
を
吐
き
き
︒
国
司
之
を
卜
筮
に

求
む
る
に
︑
告
ぐ
る
所
託
宣
と
同
じ
か
り
き
︒
是
に
於
て
明
神
の
願
に
よ
り
て
︑

真
貞
を
以
て
祝
と
為
し
︑
同
郡
の
人
伴
秋
吉
を
禰
宜
と
為
し
︑
郡
家
以
南
に
神

宮
を
作
り
建
て
︑
且
つ
鎮
謝
せ
し
む
︒）

　
浅
間
明
神
は
︑
近
年
︑
国
吏
の
せ
い
で
﹁
凶
咎
﹂
が
起
こ
り
︑
百
姓
を
﹁
病

死
﹂
さ
せ
る
大
変
な
事
態
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
未
だ
そ
こ
に
全
く
気

づ
い
て
い
な
い
の
で
︑
ま
た
怪
し
い
こ
と
（
富
士
山
の
噴
火
や
地
震
な
ど
）
を
起

こ
し
た
と
い
う
︒
甲
斐
国
で
自
身
を
祭
ら
な
い
こ
と
に
怒
り
を
示
し
て
い
る
の

だ
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
病
死
﹂
と
は
︑
富
士
山
噴
火
の
前
年
（
貞
観
五
）
に
全
国
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で
流
行
し
た
疫
病
を
意
味
す
る
︒
当
時
︑
朝
廷
で
は
そ
れ
が
﹁
御
霊
﹂
に
よ
る

も
の
と
断
定
し
︑
神
泉
苑
で
御
霊
の
祟
り
を
鎮
め
る
法
会
を
開
催
し
た
︒
が
︑

こ
の
託
宣
の
い
う
通
り
な
ら
ば
︑
疫
病
は
御
霊
で
は
な
く
︑
浅
間
明
神
の
﹁
祟

り
﹂
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
と
に
か
く
︑
こ
の
託
宣
の
波
紋
は
か
な
り
大
き
か
っ

た
よ
う
で
︑
朝
廷
で
は
甲
斐
国
の
八
代
郡
に
官
社
の
﹁
浅
間
大
神
の
祠
﹂
を
立

て
︑
禰
宜
と
祝
に
よ
る
祭
祀
を
命
ず
る
勅
を
下
し
た（

17
）

︒
駿
河
国
で
祀
ら
れ
て
い

た
浅
間
の
神
は
︑
甲
斐
国
で
も
浅
間
大
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
︒
こ
の
よ
う
に
︑
浅
間
明
神
は
﹁
託
宣
﹂
に
よ
っ
て
初
め
て
世
の
中
に
そ
の

神
格
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
何
よ
り
も
こ
こ
で
な
さ
れ
た
﹁
託
宣
﹂
が
他
な
ら
ぬ
﹁
祟
り
﹂
で

あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
と
く
に
︑
託
宣
そ
の
も
の
が
﹁
祟
り
﹂
と
し
て

歴
史
を
語
る
と
主
張
し
た
斎
藤
英
喜
の
次
の
論
述
を
参
考
に
し
つ
つ
︑
こ
の
託

宣
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
︒

託
宣
に
よ
っ
て
神
の
祟
り
が
認
知
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
反
対
に
託
宣
そ

の
も
の
が
﹁
祟
り
﹂
と
い
う
表
現
を
つ
く
っ
て
い
く
と
も
い
え
そ
う
だ
︒

い
ま
︑
目
の
前
に
起
き
て
い
る
疫
病
と
い
う
災
厄
の
現
実
を
処
理
す
る
た

め
に
︑
神
の
託
宣
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
祭
ら
れ
て
い
な
い
神
の
祟
り

が
あ
っ
た
と
い
う
︑
あ
ら
た
な
﹁
歴
史
﹂
が
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る（

18
）

︒

　
確
か
に
疫
病
や
富
士
山
の
噴
火
な
ど
の
災
い
は
︑
未
だ
浅
間
明
神
の
祭
り
が

実
現
さ
れ
な
い
こ
と
を
託
宣
に
よ
っ
て
警
告
し
た
も
の
で
あ
り
︑
朝
廷
で
は
託

宣
そ
れ
自
体
が
﹁
祟
り
﹂
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
︒
ま
た
︑
こ
の

託
宣
は
︑
今
ま
で
祭
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
浅
間
明
神
が
祟
り
を
あ
ら
わ
し

た
と
い
う
︑
新
た
な
﹁
歴
史
﹂
を
語
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
甲
斐

国
で
は
祭
ら
れ
な
い
浅
間
明
神
の
怒
り
が
真
貞
の
託
宣
に
よ
っ
て
語
ら
れ
︑
こ

の
神
は
疫
病
と
災
い
を
起
こ
す
神
格
と
し
て
歴
史
化
し
た
の
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
興
味
深
い
の
は
︑
託
宣
の
﹁
寄よ

り
坐ま

し
﹂
と
な
っ
た
真
貞
が
そ
の
ま

ま
浅
間
明
神
を
祭
る
祝
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
真
貞
は
︑
浅
間
明
神
の

存
在
を
世
界
に
知
ら
せ
る
た
だ
一
回
の
宗
教
実
践
を
行
っ
た
人
で
あ
り
︑
浅
間

明
神
の
歴
史
化
を
証
明
す
る
唯
一
の
人
物
で
も
あ
る
︒
こ
の
真
貞
が
﹁
浅
間
大

神
﹂
を
た
て
ま
つ
る
宗
教
者
に
な
る
こ
と
は
︑
こ
の
神
の
歴
史
的
顕
現
の
連
続

性
を
担
う
べ
き
も
の
と
い
う
意
味
が
読
み
取
れ
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
郡
司
候
補
者

の
一
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
真
貞
は
︑
国
家
的
次
元
の
災
い
を
防
ぐ
た
め
の
存
在

に
変
貌
し
て
い
く
の
だ
︒

　
た
だ
︑
真
貞
の
祝
へ
の
転
向
以
降
も
︑
し
ば
ら
く
の
間
は
﹁
異
火
の
変
﹂
が

止
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
朝
廷
で
使
を
派
遣
し
て
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
︑

神
宮
の
形
式
が
社
殿
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
︑
国
司
の
要
請
に
よ
っ
て
官

社
に
列
し
て
祭
祀
を
続
け
る
よ
う
に
し
た
と
い
う（

19
）

︒
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く

浅
間
大
神
の
怒
り
は
鎮
ま
っ
た
︒

　
神
祭
祀
を
前
提
と
し
て
託
宣
と
い
う
祟
り
を
示
し
た
浅
間
の
神
の
顕
現
は
︑

そ
の
託
宣
が
き
ち
ん
と
実
行
さ
れ
︑
ま
た
継
続
的
に
守
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
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そ
の
災
い
を
鎮
め
た
︒
こ
れ
は
託
宣
が
実
行
さ
れ
︑
守
ら
れ
れ
ば
︑
浅
間
明
神

は
疫
病
や
災
い
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
︑
こ
の
﹁
託
宣
﹂
は
そ

の
よ
う
な
段
階
で
明
ら
か
な
歴
史
事
実
と
し
て
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
以
上
︑
真
貞
の
託
宣
に
よ
る
浅
間
神
宮
の
成
立
と
祭
祀
の
始
ま
り
は
︑『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
﹁
浅
間
の
神
の
国
家
神
話
﹂
の
誕
生
を
意

味
す
る
︒
託
宣
は
こ
の
神
が
駿
河
や
甲
斐
と
い
う
地
域
を
超
え
て
王
権
と
国
家

の
平
安
を
脅
か
す
存
在
と
な
り
︑
国
家
が
そ
れ
を
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
神

は
む
し
ろ
国
家
保
護
の
神
に
な
る
と
い
う
新
た
な
神
話
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
︒

　

三
、﹁
浅
間
大
菩
薩
﹂
と
﹁
死
と
再
生
﹂
の
人
穴

　
国
家
の
祭
神
と
な
っ
た
浅
間
の
神
が
そ
の
後
︑
ど
う
祭
ら
れ
た
か
は
記
録
に

な
い
︒
鎌
倉
期
に
入
る
と
富
士
山
の
祭
神
は
﹁
浅
間
大
菩
薩
﹂
と
な
り
︑
仏
教

的
な
菩
薩
に
性
格
が
変
わ
っ
て
い
く
︒
浅
間
大
菩
薩
の
記
録
は
『
吾
妻
鏡
』
建

仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
六
月
条
に
初
め
て
見
え
る
︒
こ
こ
で
あ
ら
わ
れ
る
浅
間

大
菩
薩
は
︑
そ
の
名
前
だ
け
で
は
な
く
神
格
も
従
来
の
浅
間
の
神
と
は
異
な
る

存
在
と
な
っ
て
い
る
︒

三
日
︑
己
亥
︑
晴
︑
将
軍
家
渡
御
于
駿
河
国
富
士
狩
倉
︑
彼
山
麓
又
有
大

谷
︑
号
之
人
穴
、

為
令
見
究
其
所
︑
被
入
新
︹
仁
︺
田
四
郎
忠
常
主
従
六
人
︑

忠
常
賜
御
剣
重
宝

入
人
穴
︑
今
日
不
帰
出
暮
下
畢
︑
四
日
︑
庚
子
︑
陰
︑
巳

刻
︑
新
︹
仁
︺
田
四
郎
忠
常
出
人
穴
帰
参
︑
往
還
経
一
日
一
夜
也
︑
此
洞

狭
兮
不
能
廻
踵
︑
不
意
進
行
︑
又
暗
兮
令
痛
心
神
︑
主
従
各
取
松
明
︑
路

次
始
中
終
水
流
浸
足
︑
蝙
蝠
遮
飛
于
顔
︑
不
知
幾
千
万
︑
其
先
途
大
河
也
︑

逆
浪
漲
流
︑
無
︹
失
︺
拠
于
欲
渡
︑
只
迷
惑
之
外
無
他
︑
爰
当
火
光
︑
河

向
見
奇
特
之
間
︑
郎
従
四
人
忽
死
亡
︑
而
忠
常
依
彼
霊
之
訓
︑
投
入
恩
賜

御
剣
於
件
河
︑
全
命
帰
参
云
々

︑
古
老
云
︑
是
浅
間
大
菩
薩
之
御
在
所
︑
往

昔
以
降
敢
不
得
見
其
所
云
々

︒
今
次
第
尤
可
恐
畏
︹
乎
︺
云
々

︒

（
三
日
︑
己
亥
︑
晴
れ
︑
将
軍
家
駿
河
の
国
の
富
士
の
狩
倉
に
渡
御
す
︒
か
の

山
麓
に
ま
た
大
谷
あ
り
︒
之
を
人
穴
と
号
す
。

そ
の
所
を
見
究
せ
し
め
む
が
為
︑
新
田
四

郎
忠
常
主
従
六
人
を
入
れ
ら
る
︒
忠
常
御
剣
重
宝

を
賜
ひ
人
穴
に
入
る
︒
今
日
幕

下
に
帰
出
せ
ず
し
て
を
は
ん
ぬ
︒
四
日
︑
庚
子
︑
陰
︑
巳
の
刻
︑
新
田
四
郎
忠

常
人
穴
を
出
で
て
帰
参
す
︒
往
還
一
日
一
夜
を
経
る
な
り
︒
こ
の
洞
狭
く
し
て

踵
を
廻
す
こ
と
能
わ
ず
︒
意
な
ら
ず
進
行
す
︒
ま
た
暗
く
し
て
心
神
を
痛
め
し

む
︒
主
従
各
松
明
を
取
る
︒
路
次
の
始
中
終
水
流
に
足
を
浸
し
︑
蝙
蝠
顔
を
遮

り
飛
ぶ
こ
と
幾
千
万
を
知
ら
ず
︒
そ
の
先
途
は
大
河
な
り
︒
逆
浪
漲
り
流
れ
︑

渡
ら
ん
と
欲
ふ
に
拠
無
し
︒
只
だ
迷
惑
の
外
他
に
無
し
︒
爰こ

こ

に
火
光
を
当
て
河

向
の
奇
特
を
見
る
間
︑
郎
従
四
人
忽
ち
死
亡
す
︒
而
る
に
忠
常
彼
の
霊
の
訓
へ

に
よ
り
て
︑恩
賜
の
御
剣
を
件
の
河
に
投
げ
入
れ
︑命
を
全
う
し
帰
参
す
と
︒
云
々
。

古
老
云
く
︑
こ
れ
浅
間
大
菩
薩
の
御
在
所
︑
往
昔
以
降
敢
え
て
そ
の
所
を
見
る

こ
と
を
得
ず
と
云
々

︒
今
の
次
第
尤
も
恐
る
る
べ
き
か
と
云
々

︒）
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駿
河
に
狩
り
に
出
た
鎌
倉
殿
の
二
代
将
軍
で
あ
る
源
頼
家
は
︑
富
士
山
麓
の

大
谷
（
人ひ
と
あ
な穴

と
呼
ぶ
）
に
至
る
と
そ
の
中
を
確
認
し
た
く
な
り
︑
自
分
の
剣
を

新
田
忠
常
に
与
え
て
他
の
五
人
と
と
も
に
洞
窟
に
入
れ
た
︒
し
か
し
︑
忠
常
は

そ
の
日
に
は
戻
ら
ず
︑
翌
日
に
戻
っ
て
き
て
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
︒
洞
窟
の
中

は
狭
く
て
身
を
振
り
返
る
こ
と
も
で
き
ず
︑
彼
ら
は
仕
方
な
く
前
進
し
続
け
た
︒

途
中
で
大
河
が
あ
ら
わ
れ
︑
渡
る
手
段
も
な
く
て
困
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
こ
で
︑

河
の
向
こ
う
側
に
光
を
当
て
て
そ
の
様
子
を
み
る
う
ち
に
︑
四
人
が
死
亡
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
︒
忠
常
は
幸
い
に
霊
か
ら
の
教
え
が
あ
り
︑
頼
家
か
ら
も

ら
っ
た
剣
を
河
へ
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
た
︒
古
老
に

よ
れ
ば
︑
こ
の
人
穴
は
﹁
浅
間
大
菩
薩
﹂
の
居
場
所
で
︑
昔
か
ら
誰
も
あ
え
て

覗
く
こ
と
が
な
か
っ
た
︑
と
い
う
︒

　
浅
間
大
菩
薩
は
富
士
山
の
人
穴
に
住
ん
で
い
る
神
で
あ
る
︒
古
老
に
よ
れ
ば
︑

こ
の
富
士
の
人
穴
は
禁
断
の
領
域
で
︑
人
が
そ
れ
を
覗
く
こ
と
を
許
さ
な
か
っ

た
よ
う
だ
︒
ま
る
で
『
古
事
記
』
の
イ
ザ
ナ
キ
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
体
を
覗
い
た

こ
と
︑
ま
た
イ
ザ
ナ
キ
が
黄
泉
軍
に
追
い
か
け
ら
れ
る
時
に
桃
の
木
を
投
げ
て

救
わ
れ
る
場
面
を
連
想
さ
せ
る
記
録
で
あ
る
︒
無
論
︑
こ
の
内
容
を
見
て
『
古

事
記
』
の
﹁
黄
泉
国
﹂
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
富

士
の
人
穴
が
﹁
死
﹂
と
﹁
再
生
﹂
の
空
間
で
あ
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
︒
つ
ま

り
︑
そ
の
人
穴
に
人
が
入
る
と
ふ
た
た
び
こ
の
世
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑

忠
常
は
﹁
霊
之
訓
﹂
に
よ
っ
て
剣
を
河
に
投
げ
込
む
行
為
に
よ
っ
て
命
が
救
わ

れ
︑
こ
の
世
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
霊
﹂
が
何
を

指
す
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
そ
の
空
間
で
﹁
霊
之
訓
﹂
を
あ
ら
わ
せ
る
存
在
は
︑

浅
間
大
菩
薩
し
か
な
い
︒
忠
常
は
人
穴
が
死
と
再
生
の
空
間
で
あ
る
こ
と
を
示

し
︑
古
老
が
そ
れ
を
浅
間
大
菩
薩
の
空
間
と
し
て
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
富

士
の
人
穴
は
再
生
・
帰
還
の
可
能
な
﹁
不
死
（
フ
ジ
）﹂
の
空
間
と
し
て
誕
生

し
た
の
で
あ
る
︒

　
と
り
わ
け
︑
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
古
老
の
役
割
で
あ
る
︒
こ
の
物
語
は

忠
常
の
経
験
を
も
と
に
す
る
が
︑
そ
の
空
間
が
浅
間
大
菩
薩
の
居
場
所
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
の
は
古
老
の
証
言
か
ら
で
あ
る
︒
古
老
が
い
な
け
れ
ば
︑
そ
の

場
所
は
永
遠
に
謎
の
空
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
忠
常
の
経
験
と
古

老
の
証
明
に
よ
っ
て
︑
浅
間
大
菩
薩
は
初
め
て
そ
の
存
在
と
神
格
を
あ
ら
わ
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
に
死
の
空
間
か
ら
生
還
し
た
忠
常
は
︑
そ
の
二
个
月

後
に
暗
殺
さ
れ
︑
頼
家
も
そ
の
後
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︒『
御
伽
草
子
』
の
一
つ

で
あ
る
﹁
富
士
の
人
穴
﹂
物
語
で
は
︑
そ
の
非
業
の
死
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
展

開
を
見
せ
る
︒
例
え
ば
︑
富
士
の
人
穴
に
入
っ
た
忠
常
は
︑
毒
蛇
姿
の
浅
間
大

菩
薩
と
出
会
い
︑
頼
家
の
剣
を
献
上
し
て
童
子
に
変
化
し
た
浅
間
大
菩
薩
と
地

獄
か
ら
天
ま
で
の
六
道
の
世
界
と
閻
魔
庁
な
ど
を
見
回
っ
た
︒
そ
の
後
︑
帰
る

と
き
に
浅
間
大
菩
薩
か
ら
そ
こ
で
の
こ
と
を
語
ら
な
い
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
が
︑

頼
家
に
報
告
し
て
し
ま
っ
た
の
で
二
人
は
と
も
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う（

20
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
『
吾
妻
鏡
』
の
記
録
か
ら
︑
富
士
の
人
穴
は
︑
仏
教
世
界
観
の

も
と
で
実
在
す
る
死
の
空
間
︑
ま
た
は
地
獄
の
空
間
と
し
て
様
々
な
形
で
解
釈
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さ
れ
て
い
く
︒
つ
ま
り
︑
忠
常
の
経
験
と
古
老
に
よ
る
証
明
の
記
録
は
︑
浅
間

大
菩
薩
と
死
の
空
間
を
創
造
し
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
に
多
様
な

﹁
富
士
の
人
穴
﹂
物
語
群
が
形
成
さ
れ
︑
浅
間
大
菩
薩
と
い
う
神
格
と
閻
魔
庁
・

地
獄
と
い
う
死
の
空
間
は
具
体
に
視
覚
化
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
鎌
倉
期
以
降
の
浅
間
大
菩
薩
は
︑
疫
病
の
祟
り
で
王
権
を
脅
か
す
神
と
し
て

国
家
次
元
の
祭
祀
を
求
め
る
存
在
で
は
な
い
︒
浅
間
大
菩
薩
と
な
っ
た
富
士
の

神
は
︑
忠
常
と
い
う
極
め
て
私
的
な
存
在
を
死
の
世
界
か
ら
救
済
す
る
な
ど
︑

個
人
を
死
か
ら
再
生
さ
せ
る
力
を
持
つ
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

　『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
か
ら
見
れ
ば
︑
死
と
再
生
の
空
間
は
﹁
根
国
﹂︑

そ
こ
を
主
宰
す
る
神
は
﹁
ス
サ
ノ
ヲ
﹂
と
し
て
登
場
す
る
は
ず
だ
が
︑
こ
こ
に

そ
の
よ
う
な
場
所
や
神
は
存
在
し
な
い
︒
従
来
の
王
権
神
話
か
ら
は
求
め
ら
れ

な
か
っ
た
個
人
の
死
と
再
生
の
問
題
が
仏
教
の
世
界
観
に
基
づ
い
て
新
た
に
形

成
さ
れ
て
い
く
中
世
神
話
誕
生
の
一
つ
の
様
相
で
あ
る
︒
鎌
倉
か
ら
室
町
期
に

入
る
と
慈
遍
・
一
条
兼
良
な
ど
︑『
日
本
書
紀
』
の
仏
教
世
界
観
に
基
づ
く
神

話
解
釈
が
広
が
る
が
︑
そ
れ
よ
り
前
の
段
階
で
死
と
再
生
の
世
界
を
つ
か
さ
ど

る
存
在
を
富
士
の
浅
間
大
菩
薩
に
設
定
す
る
神
話
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
解
釈
史
と
は
異
な
る
方
面
で
の
神
話
創
造
の
様
相
で

あ
り
︑
主
に
近
世
の
﹁
富
士
人
穴
物
語
﹂
と
い
う
新
た
な
神
話
世
界
を
生
み
出

し
て
い
く
重
要
な
起
点
と
な
る
︒『
吾
妻
鏡
』
は
︑
富
士
の
人
穴
を
死
と
再
生

の
空
間
と
し
て
現
実
化
・
歴
史
化
し
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
か
ら
こ
の
空
間
は
浅

間
大
菩
薩
の
実
在
す
る
場
所
と
し
て
実
体
化
す
る
の
で
あ
る
︒

　
浅
間
大
菩
薩
が
死
後
の
世
界
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
あ
る
と
い
う
解
釈
の
世
界

は
︑
江
戸
後
期
ま
で
続
く
︒
国
学
者
で
あ
る
小
山
田
与
清
の
『
富
士
根
元
記
』

（
文
化
十
四
：
一
八
一
七
）
で
は
﹁
富
士
の
神
﹂
を
﹁
大
穴
持
神
﹂
と
し
て
解
釈

し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
忠
常
と
古
老
に
よ
っ
て
表
面
化
さ
れ
た
﹁
死
と
再

生
﹂
の
空
間
﹁
富
士
の
人
穴
﹂
と
︑
そ
れ
を
つ
か
さ
ど
る
浅
間
大
菩
薩
の
歴
史

叙
述
は
︑
解
釈
に
よ
っ
て
さ
ら
に
新
た
な
歴
史
と
し
て
事
実
化
し
て
い
く
の
で

あ
る
︒

　

四
、
大
日
如
来
の
垂
迹
と
な
る
﹁
浅
間
大
菩
薩
﹂

　
今
ま
で
見
て
き
た
浅
間
の
神
と
浅
間
大
菩
薩
は
︑
あ
る
意
味
で
地
域
性
の
強

い
存
在
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
鎌
倉
中
期
に
入
る
と
浅
間
大
菩
薩
は
︑
仏
教
の

も
っ
と
も
中
心
た
る
存
在
に
変
貌
し
︑
富
士
山
も
世
界
の
中
心
空
間
と
し
て
再

構
築
さ
れ
る
︒
天
台
僧
仙
覚
（
一
二
〇
三
～
一
二
七
二
）
の
作
と
し
て
文
永
六

年
（
一
二
六
九
）
に
著
さ
れ
た
『
万
葉
集
註
釈
』（
時
雨
亭
文
庫
本
）
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

駿
河
の
国
に
は
︑
富
士
山
・
葦
高
山
と
て
高
き
山
ふ
た
つ
あ
り
︒
ふ
じ
の

や
ま
は
い
た
だ
き
に
八
葉
の
嶺
あ
り
︒
浅
間
大
菩
薩
と
申
神
ま
し
ま
す
︒

本
地
胎
蔵
界
大
日
な
り
︒
葦
高
山
は
五
の
嶺
あ
り
︑
葦
高
大
明
神
と
申
神

ま
し
ま
す
︒
本
地
金
剛
界
の
大
日
な
り
︒
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こ
こ
で
は
密
教
の
両
界
曼
荼
羅
で
あ
る
胎
蔵
界
曼
荼
羅
と
金
剛
界
曼
荼
羅
を

富
士
山
と
葦
高
山
に
当
て
は
め
て
解
釈
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
富
士
山
の
祭
神
浅

間
大
菩
薩
は
︑
本
地
が
﹁
胎
蔵
界
大
日
﹂
だ
と
い
う
︒
密
教
に
お
い
て
胎
蔵
界

と
は
『
大
日
経
』
を
基
に
し
て
大
日
如
来
の
慈
悲
を
表
す
曼
荼
羅
︑
金
剛
界
と

は
『
金
剛
頂
経
』
を
基
に
し
て
大
日
如
来
の
智
徳
を
表
す
曼
荼
羅
を
指
す
︒
と

く
に
︑
胎
蔵
は
﹁
大
悲
胎
蔵
生
﹂
と
い
う
意
味
で
︑
人
が
生
ま
れ
る
前
︑
母
親

の
胎
内
で
育
つ
よ
う
に
︑
我
々
の
本
来
具
有
し
て
い
る
悟
り
の
本
質
（
仏
性
）

が
大
日
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
生
ま
れ
育
つ
こ
と
を
強
調
す
る
︒
そ
こ
で
︑
胎

蔵
界
曼
荼
羅
は
︑
中
央
に
大
日
如
来
が
入
り
︑
周
り
に
四
仏
と
四
菩
薩
が
配
さ

れ
八
葉
の
蓮
華
で
構
成
さ
れ
る
︒
大
日
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
蓮
華
が
開
花
し

て
い
く
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
︒

　
大
日
如
来
が
日
本
の
神
と
習
合
す
る
現
象
は
︑
平
安
期
ア
マ
テ
ラ
ス
が
大
日

の
垂す
い

迹じ
ゃ
くと

し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る（

21
）

︒
従
来
の
説
に
よ
れ
ば
︑
ア
マ

テ
ラ
ス
が
大
日
如
来
の
垂
迹
に
な
る
こ
と
︑
ま
た
こ
の
国
を
﹁
大
日
本
国
﹂
と

名
づ
け
る
こ
と
な
ど
の
意
味
は
︑
即
位
灌か
ん
じ
ょ
う

頂
な
ど
密
教
と
国
家
・
王
権
と
の
関

係
か
ら
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
る（

22
）

︒
と
く
に
︑『
万
葉
集
註
釈
』
が
著
さ
れ
る
ほ

ぼ
同
時
期
に
は
︑
即
位
灌
頂
や
大
日
本
国
を
め
ぐ
る
神
話
解
釈
が
盛
ん
に
な
る
︒

密
教
に
よ
っ
て
王
権
と
国
家
を
守
護
す
る
と
い
う
の
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
︑

そ
れ
が
天
皇
の
即
位
式
と
い
う
国
家
儀
礼
の
場
で
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

神
話
は
歴
史
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
が
︑『
万
葉
集
註
釈
』
の
浅
間
大
菩
薩
と
大
日
如
来
と
の
習
合
か
ら

は
︑
王
権
と
国
家
の
守
護
と
い
う
当
時
の
社
会
の
普
遍
的
論
理
が
見
当
た
ら
な

い
︒
ま
た
︑
今
ま
で
確
認
し
た
限
り
で
は
あ
る
が
︑
古
代
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
富

士
山
が
王
権
や
国
家
の
中
心
的
な
場
所
と
認
識
さ
れ
る
記
録
も
な
い
︒
富
士
山

は
王
権
の
辺
境
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
仙
覚
は
富
士
山
を
あ

え
て
胎
蔵
界
大
日
の
中
心
空
間
と
し
て
描
き
︑
富
士
山
の
八
峰
を
胎
蔵
界
曼
荼

羅
の
八
葉
︑
仏
菩
薩
の
顕
現
す
る
空
間
と
し
て
表
現
し
た
︒
仙
覚
に
よ
っ
て
富

士
山
は
︑
仏
法
の
も
っ
と
も
根
元
的
な
場
所
に
変
わ
り
︑
そ
の
周
辺
は
仏
菩
薩

の
顕
現
す
る
宇
宙
の
中
心
地
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
仙
覚
の
こ
の
新
た

な
世
界
構
造
の
中
に
ア
マ
テ
ラ
ス
は
存
在
し
な
い
︒
大
日
の
垂
迹
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
の
は
︑
浅
間
大
菩
薩
な
の
だ（

23
）

︒

　
で
は
︑
な
ぜ
仙
覚
は
富
士
山
を
世
界
の
中
心
と
し
て
再
編
成
し
︑
大
日
如
来

を
富
士
山
の
祭
神
と
し
て
位
置
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
︒
仙
覚
は
天
台
僧
で
あ
る

が
︑
古
典
学
者
と
し
て
『
万
葉
集
』
を
研
究
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

彼
の
生
地
は
常
陸
国
で
あ
り
︑
晩
年
を
過
ご
し
た
の
は
武
蔵
国
と
い
う
︒﹁
仙

覚
の
志
﹂
を
中
心
と
し
て
『
万
葉
集
註
釈
』
の
世
界
に
注
目
し
た
村
田
正
博
に

よ
れ
ば
︑
仙
覚
は
︑
東
国
の
防
人
歌
・
東
歌
な
ど
が
当
時
﹁
夷
語
﹂
や
﹁
鬼

語
﹂
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
に
反
発
し
︑
そ
の
正
当
な
読
解
を
目
指
す
宿

願
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
︒
一
方
︑
仙
覚
は
東
国
生
ま
れ
で
あ
っ
た
が
故
に
︑

都
文
化
へ
の
憧
憬
を
『
万
葉
集
註
釈
』
に
述
懐
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
ま
た
︑
彼

は
天
台
僧
と
し
て
常
に
﹁
ヒ
マ
ゴ
ト
ニ
仏
菩
薩
ヲ
ハ
ジ
メ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
﹂
な

ど
︑
強
い
信
仰
心
を
持
っ
て
い
た
と
も
さ
れ
る（

24
）

︒
こ
の
﹁
仙
覚
の
志
﹂
に
基
づ
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い
て
仙
覚
の
大
日
と
浅
間
大
菩
薩
の
一
体
化
を
考
え
て
み
た
い
︒

　
当
時
の
社
会
で
は
︑
大
日
如
来
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
習
合
が
王
権
を
支
え
る
論

理
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
大
日
如

来
の
威
力
が
王
権
と
国
家
守
護
に
集
中
し
て
し
ま
う
と
︑
東
国
の
よ
う
な
辺
境

は
大
日
如
来
の
威
力
の
お
よ
ば
な
い
世
界
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
︑
救
済

の
空
間
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
仙
覚
は
︑
大
日
如
来
を
浅
間
大
菩
薩

の
本
地
と
し
て
招
き
︑
富
士
山
を
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
中
心
と
し
て
設
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
東
国
を
大
日
如
来
の
威
力
溢
れ
る
救
済
の
空
間
と
し
て
作
ろ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
仙
覚
に
よ
る
大
日
如
来
と
浅
間
大
菩
薩
と
の

本
迹
関
係
の
設
定
は
︑
富
士
山
を
仏
教
世
界
観
の
主
軸
と
し
て
再
定
位
さ
せ
︑

富
士
山
を
東
国
の
辺
境
で
は
な
く
仏
法
と
救
済
の
中
心
空
間
と
し
て
再
構
築
し

た
の
で
あ
る
︒

　
富
士
山
を
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
中
心
と
す
る
こ
と
は
︑
密
教
世
界
観
を
現
実
に

視
覚
化
し
︑
歴
史
化
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
富
士
山
は
そ
の
周
辺
を
含

め
て
理
想
の
曼
荼
羅
構
造
と
一
致
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
︑
大
日
如
来
の
空
間
で

あ
る
こ
と
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
確
定
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
に
基
づ
い
て
ま

た
新
た
な
神
話
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
る
︒
詳
し
い
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る

が
鎌
倉
期
の
作
と
さ
れ
る
『
浅
間
大
菩
薩
縁
起
』
で
は
︑
浅
間
大
菩
薩
が
月
氏

国
か
ら
駿
河
国
に
仏
法
を
持
っ
て
き
た
と
い
う
新
た
な
神
話
を
作
る（

25
）

︒
仙
覚
に

よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
富
士
山
＝
胎
蔵
界
曼
荼
羅
観
と
大
日
如
来
︱
浅
間
大
菩
薩

の
本
迹
関
係
設
定
は
︑
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
歴
史
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
︑
新

た
な
中
世
神
話
の
創
造
世
界
を
開
い
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　

五
、﹁
中
世
日
本
紀
﹂
の
世
界
と
女
体
化
す
る
浅
間
大
菩
薩

　
富
士
山
を
め
ぐ
る
物
語
の
中
︑
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
平

安
期
に
作
ら
れ
た
『
竹
取
物
語
』
が
あ
る
︒
竹
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
﹁
か
ぐ
や

姫
﹂
に
は
様
々
な
事
件
も
あ
っ
た
が
︑
誰
と
も
結
婚
せ
ず
︑
つ
い
に
﹁
帝
﹂
と

竹
取
の
翁
お
き
な

・
嫗
お
う
な

に
手
紙
と
﹁
不
死
の
薬
﹂
を
残
し
て
﹁
月
の
国
﹂
に
戻
っ
て
し

ま
う
︒
そ
し
て
最
後
の
場
面
で
は
帝
の
命
令
に
よ
り
﹁
不
死
の
薬
﹂
を
燃
や
す

た
め
に
駿
河
国
の
山
頂
に
登
る
人
た
ち
の
話
が
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
富
士
山
の
由

来
が
出
て
く
る
︒『
竹
取
物
語
』
が
作
る
富
士
山
の
起
源
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑『
竹
取
物
語
』
の
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
と
﹁
帝
﹂
の
物
語
は
︑
室
町

期
に
入
っ
て
﹁
日
本
紀
云
﹂
と
い
う
形
式
を
と
り
︑
事
実
の
歴
史
と
し
て
叙
述

さ
れ
る
︒
そ
の
出
来
事
は
﹁
何
々
天
皇
の
時
﹂
の
こ
と
と
さ
れ
︑
天
武
天
皇

（『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』）︑
欽
明
天
皇
（『
毘
沙
門
堂
古
今
集
注
』）︑
桓
武

天
皇
（『
詞
林
采
葉
抄
』）︑
雄
略
天
皇
（『
神
道
集
』）
な
ど
︑
様
々
な
時
代
が
物

語
の
背
景
と
し
て
展
開
さ
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
中
世
日
本
紀
﹂
の
世
界
で
あ
る（

26
）

︒

『
竹
取
物
語
』
と
い
う
物
語
が
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
歴
史
叙
述
と
結
合
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
神
話
解
釈
の
世
界
に
歴
史
事
実
と
し
て
の
権
威
が
も
た
さ
れ

た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
か
ら
由
来
を
求
め
る
神
話
解
釈
の
世
界
で
は
︑
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﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
が
﹁
帝
﹂（『
三
流
抄
』・『
詞
林
采
葉
抄
』）
も
し
く
は
﹁
国
司
﹂

（『
神
道
集
』）
と
結
婚
す
る
な
ど
︑
元
来
の
そ
れ
と
は
異
な
る
恋
の
物
語
と
し

て
も
展
開
す
る
︒
そ
の
中
で
も
『
神
道
集
』（
一
四
〇
七
︱
一
四
〇
八
の
作
と
推

定
さ
れ
る
）
の
次
の
内
容
が
目
を
引
く
︒

抑
駿
河
国
鎮
守
富
士
浅
間
大
菩
薩
︑
日
本
人
王
廿
二
代
帝
︑
雄
略
天
王
御

時
︑
駿
河
国
富
士
郡
︑
老
翁
夫
婦
有
︑
一
人
子
無
程
︑
明
暮
︑
後
生
救
護

御
魂
子
哉
歎
︑後
苑
竹
中
︑五
六
計
女
子
一
人
化
来
（
中
略
）
時
国
司
寵
愛
︑

夫
婦
語
浅
︑
如
此
年
月
送
程
︑
翁
夫
婦
共
墓
無
成
︑
其
後
赫
野
姫
国
司
語

云
︑
我
是
富
士
山
仙
女
也
（
中
略
）
其
後
女
云
︑
我
富
士
山
頂
有
︑
恋
時

来
見
︑
亦
時
々
此
箱
蓋
見
︑
反
魂
香
箱
与
︑
舁
消
様
失
︑
男
空
床
留
居
悲
︑

女
恋
思
時
︑
此
箱
蓋
開
見
︑
其
体
煙
内
髴
︑
男
弥
悲
︑
魂
消
事
度
々
重
︑

思
堪
富
士
山
頂
上
︑
四
方
見
︑
大
池
︑
池
中
嶋
︑
宮
殿
楼
閣
似
石
多
︑
其

池
中
︑
煙
立
︑
其
煙
中
︑
彼
女
房
体
髴
見
︑
悲
余
︑
此
箱
懐
内
引
入
︑
身

投
失
︑
其
時
両
方
煙
︑
今
代
絶
立
承
︑
今
仙
宮
付
︑
不
死
煙
云
︑
山
郡
名

付
富
士
煙
云
也
︑
其
後
︑
彼
赫
野
姫
国
司
神
顕
︑
富
士
浅
間
大
菩
薩
申
︑

男
体
・
女
体
御
在
︑
委
日
本
記
見
︑
日
本
記
意
以
︑
富
士
縁
起
尽
︒

（
抑
そ
も
そ

も
駿
河
国
の
鎮
守
︑
富
士
浅
間
大
菩
薩
は
︑
日
本
人
王
二
十
二
代
の
帝
︑

雄
略
天
王
の
御
時
︑
駿
河
国
富
士
郡
︑
老
翁
夫
婦
有
り
け
る
が
︑
一
人
の
子
も

無
か
り
け
る
程
に
︑
明
け
て
も
暮
れ
て
も
︑
後
生
の
御
魂
を
救
護
せ
む
は
子
か

な
と
歎
く
に
︑
後
の
苑
の
竹
の
中
に
︑
五
つ
六
つ
計
り
な
る
女
子
一
人
化
来
せ

り
︒（
中
略
）
時
に
国
司
寵
愛
し
て
︑
夫
婦
の
浅
き
を
語
る
に
︑
此
如
く
年
月

を
送
る
程
に
︑
翁
夫
婦
共
に
墓
成
す
こ
と
無
し
︒
其
の
後
赫
野
姫
国
司
に
語
り

て
云
は
く
︑
我
は
是
れ
富
士
山
の
仙
女
な
り
︒（
中
略
）
其
の
後
女
云
は
く
︑

我
富
士
山
の
頂
に
有
り
︑
恋
し
き
時
は
来
り
て
見
よ
︒
亦
時
々
に
は
此
の
箱
の

蓋
を
見
よ
︑
と
反
魂
香
の
箱
を
与
へ
て
︑
舁か

き
消
ゆ
る
様
に
失
せ
た
り
︒
男
空

し
く
床
に
留
ま
り
居
り
て
悲
し
ぶ
︒
女
を
恋
し
く
思
ふ
時
あ
り
て
︑
此
の
箱
の

蓋
を
開
き
見
る
に
︑
其
の
体
煙
の
内
に
髴に

る
︒
男
い
よ
い
よ
悲
し
び
︑
魂
消
す

事
度
々
に
重
ね
︑
思
ひ
堪
へ
て
富
士
山
の
頂
上
に
︑
四
方
を
見
る
に
︑
大
池
あ

り
て
︑
池
の
中
の
嶋
に
︑
宮
殿
楼
閣
に
似
る
石
多
く
あ
り
︒
其
の
池
の
中
に
︑

煙
立
ち
て
︑
其
の
煙
の
中
に
︑
彼
の
女
房
の
体
の
髴

ほ
の
か
に
見
へ
け
れ
ば
︑
悲
し
び

の
余
り
︑
此
の
箱
を
懐
の
内
に
引
き
入
れ
︑
身
投
げ
し
て
失
せ
に
け
り
︒
其
の

時
両
方
の
煙
︑
今
の
代
に
絶
え
立
ち
て
承つ

ぐ
︒
今
の
仙
宮
に
付
き
︑
不
死
の
煙

と
云
ふ
︒
山
郡
の
名
を
付
け
て
富
士
の
煙
と
云
ふ
な
り
︒
其
の
後
︑
彼
の
赫
野

姫
と
国
司
︑
神
と
顕
れ
︑
富
士
浅
間
大
菩
薩
と
申
す
︒
男
体
女
体
御
在
す
︒
委く

わ

し
く
は
日
本
記
を
見
よ
︒
日
本
記
の
意
を
以
て
︑
富
士
の
縁
起
を
尽
く
す
︒）

　
内
容
は
『
竹
取
物
語
』
と
類
似
す
る
が
︑
物
語
の
方
向
性
は
富
士
の
浅
間
大

菩
薩
が
男
体
・
女
体
の
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
と
﹁
国
司
﹂
は
と
も
に
富
士
山
に
入
り
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

お
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
浅
間
大
菩
薩
は
男
体
・
女
体
の
二
面
性
が
あ
る
と
い
う
︒

ま
た
︑
こ
の
内
容
が
﹁
日
本
記
﹂（
＝
『
日
本
書
紀
』）
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
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う
根
拠
を
提
示
し
て
物
語
は
終
わ
る
︒
典
型
的
な
﹁
中
世
日
本
紀
﹂
の
神
話
解

釈
世
界
で
あ
る
︒

　
当
時
︑
浅
間
大
菩
薩
が
女
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
記
事
が
頻
繁
に
出
て
い
る

こ
と
か
ら
み
れ
ば（

27
）

︑
浅
間
大
菩
薩
の
信
仰
世
界
で
は
こ
の
神
が
男
体
か
︑
女
体

か
と
い
う
疑
問
が
広
ま
っ
た
よ
う
だ
︒『
神
道
集
』
で
は
そ
の
由
来
を
求
め
る

解
釈
を
行
い
︑
浅
間
大
菩
薩
の
神
格
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
︒
た
だ
︑
こ
の
テ

キ
ス
ト
で
は
浅
間
大
菩
薩
を
女
体
と
し
て
確
定
し
た
の
で
は
な
く
︑
男
女
両
方

の
姿
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
︒

　『
神
道
集
』
は
︑
安
居
院
を
中
心
と
す
る
仏
教
界
の
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

と
さ
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
唱
導
文
学
﹂
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
る
説
経
を
安
居
院

で
は
行
っ
て
お
り
︑﹁
説
経
は
（
中
略
）
ま
ず
経
名
の
解
題
よ
り
始
め
︑
経
の

来
歴
を
講
じ
︑
内
容
に
入
っ
て
の
判
釈（

28
）

﹂
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ
こ
か
ら
み
れ

ば
︑『
神
道
集
』
も
説
経
に
活
用
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
︑
そ
の
権
威

の
根
拠
を
﹁
日
本
記
﹂
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
高
い
説
得
力
を
求
め
た
と

考
え
ら
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
浅
間
大
菩
薩
を
女
体
と
す
る
認
識
は
そ
の
後
さ
ら
な
る
展
開
を

見
せ
る
︒『
塵
荊
鈔
』（
文
明
十
四
年
：
一
四
八
二
）
で
は
︑
女
体
化
し
た
浅
間

大
菩
薩
に
恋
す
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
物
語
が
あ
る（

29
）

︒

僧
正
重
テ
曰
ケ
レ
ハ
︑
忝
モ
天
照
太
神
︑
兜
率
天
ニ
御
座
而
︑
富
士
浅
間

大
菩
薩
ヲ
恋
サ
セ
給
而
︑
一
首
ノ
歌
ヲ
送
給
フ
︒﹁
浪
多
加
躬
荒
磯
崎
乃

浜
松
知
事
一
加
羅
乃
響
也
梟
﹂
ト
御
詠
在
ケ
レ
バ
︑
富
士
峯
頭
ニ
即
白
衣

ノ
仙
女
顕
現
シ
給
︑
反
魂
香
ヲ
焼
︑
駅
路
ノ
鈴
ヲ
鳴
シ
︑
面
影
計
御
覧
ジ

テ
︑
大
日
孁
御
心
ヲ
慰
ミ
︑
恋
ノ
闇
路
モ
晴
給
ヘ
バ
︑
富
士
ノ
烟
モ
絶
ヘ

ニ
ケ
リ
︒
彼
千
眼
大
菩
薩
ト
申
ハ
︑
愛
染
明
王
ノ
御
垂
迹
︑
卅
二
相
ヲ
具

ヘ
給
フ
女
躰
之
御
神
也
︒

　『
塵
荊
鈔
』
の
著
者
は
不
明
で
あ
る
が
︑
木
戸
孝
範
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ

る（
30
）

︒
テ
キ
ス
ト
の
構
成
は
︑﹁
僧
正
﹂
が
﹁
花
若
殿
﹂﹁
玉
若
殿
﹂
と
い
う
二
人

と
問
答
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
内
容
は
﹁
玉
若
殿
﹂
が
普
通
と
は
異

な
る
様
子
で
心
深
く
悩
む
こ
と
に
驚
い
た
﹁
僧
正
﹂
が
説
教
す
る
場
面
で
あ
る
︒

　
ア
マ
テ
ラ
ス
は
浅
間
大
菩
薩
に
恋
し
た
と
い
う
︒『
神
道
集
』
の
か
ぐ
や
姫

と
国
司
と
の
恋
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
よ
う
だ
︒
こ
こ
で
ア
マ
テ
ラ
ス
は
兜

率
天
に
住
ん
で
い
る
︒
こ
れ
は
仏
教
世
界
観
の
中
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
﹁
天
﹂
を

位
置
付
け
る
も
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
ア
マ
テ
ラ
ス
が
浅
間
大
菩
薩
に
歌
を
送
っ

た
ら
︑﹁
白
衣
の
仙
女
﹂
が
顕
現
し
て
反
魂
香
を
焼
き
︑
駅
路
に
鈴
を
鳴
ら
し
︑

面
影
ば
か
り
を
見
る
大お
お

日ひ
る

孁め

の
心
を
慰
め
た
と
い
う
︒
大
日
孁
は
『
日
本
書

紀
』
で
ア
マ
テ
ラ
ス
を
指
す
の
で
︑
仙
女
が
慰
め
た
の
は
ア
マ
テ
ラ
ス
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
︒

　
こ
れ
は
普
通
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
千
眼
（
浅
間
）
大
菩
薩
の
恋
を
意
味
す
る
よ

う
だ
が
︑
恋
す
る
ア
マ
テ
ラ
ス
に
は
悟
り
を
得
ら
れ
な
い
衆
生
の
愛
欲
が
読
み

取
れ
る
︒
対
し
て
︑
千
眼
（
浅
間
）
大
菩
薩
は
﹁
愛
染
明
王
﹂
の
垂
迹
と
さ
れ
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る
︒
愛
染
明
王
は
﹁
人
間
が
生
来
有
す
る
深
い
欲
望
を
受
け
入
れ
て
そ
れ
を
菩

提
心
へ
と
昇
華
し
て
く
れ
る
存
在
﹂
で
あ
り
︑
鎌
倉
末
期
の
後
醍
醐
天
皇
は

﹁
討
幕
の
願
い
を
込
め
て
愛
染
明
王
を
信
仰
し
た
﹂
と
い
う（

31
）

︒
愛
染
明
王
は
︑

人
間
の
欲
望
に
積
極
的
に
応
じ
つ
つ
も
︑
そ
の
欲
望
に
満
ち
た
人
を
悟
り
の
世

界
に
導
く
存
在
と
し
て
描
か
れ
︑
ま
た
信
仰
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
︒

　
た
だ
︑
こ
こ
で
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
︑
千
眼
（
浅
間
）
大
菩
薩
が
愛
染

明
王
の
垂
迹
で
あ
り
︑
女
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
悟
っ
て

な
い
男
体
と
し
て
恋
に
落
ち
た
ア
マ
テ
ラ
ス
と
そ
の
愛
欲
に
応
じ
て
悟
り
の
世

界
に
引
導
す
る
愛
染
明
王
の
垂
迹
と
し
て
の
千
眼
（
浅
間
）
大
菩
薩
︒
こ
の
時

期
︑
男
体
と
し
て
描
か
れ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
像
は
な
く
は
な
か
っ
た
が（

32
）

︑
愛
欲
を

持
つ
男
体
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
救
済
に
導
く
女
体
の
千
眼
（
浅
間
）
大
菩
薩
と
い

う
設
定
か
ら
見
る
時
︑
さ
ら
な
る
意
味
を
持
つ
特
殊
な
も
の
と
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
︒
ま
ず
︑
こ
の
内
容
は
︑
竜
女
成
仏
や
女
身
成
仏
の
論
理
か
ら
一
歩

進
み
︑
女
が
男
を
悟
り
の
世
界
に
引
導
す
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
女
が
悟
り
の

世
界
に
い
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
ま
た
︑
悟
れ
な
い

神
々
を
慰
め
た
り
︑
悟
り
の
世
界
に
導
い
た
り
す
る
仏
菩
薩
の
威
力
を
示
す
中

世
神
仏
関
係
の
設
定
も
読
み
取
れ
る
︒
こ
れ
に
対
す
る
詳
論
は
今
後
の
課
題
に

し
た
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
浅
間
大
菩
薩
が
﹁
日
本
記
﹂
と
結
合
し
て
解
釈

さ
れ
る
過
程
で
女
体
の
神
に
変
貌
し
て
い
く
こ
と
は
確
認
で
き
た
︒
つ
ま
り
︑

物
語
が
歴
史
と
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
新
た
な
﹁
女
神
浅
間
大
菩
薩
﹂

の
歴
史
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
︒

　
従
来
の
説
で
あ
る
﹁
そ
の
（
富
士
）
山
神
は
古
く
か
ら
女
神
と
観
念
さ
れ
て

き
た（

33
）

﹂
と
い
う
認
識
は
︑
む
し
ろ
中
世
の
神
話
解
釈
世
界
を
根
拠
と
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
︒
中
世
の
解
釈
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
神
話
が
︑
現
在
も
古
い
歴
史

事
実
と
し
て
通
用
す
る
と
い
う
事
実
は
︑
神
話
の
解
釈
が
歴
史
上
で
相
当
の
有

効
性
を
発
揮
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
女
体
化
す
る
浅
間
大
菩
薩
と
い
う
神
話
の
創
造
は
︑
さ
ら
に
富

士
山
の
新
た
な
神
格
を
作
っ
て
い
く
︒
富
士
山
の
神
と
し
て
の
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク

ヤ
ヒ
メ
の
誕
生
が
そ
れ
で
あ
る
︒

　

六
、
富
士
山
の
新
た
な
祭
神
、﹁
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
﹂
の
誕
生

　
近
世
に
は
近
世
特
有
の
神
話
を
め
ぐ
る
思
考
が
存
在
し
﹁
近
世
神
話
﹂
を
創

造
し
た
と
主
張
す
る
山
下
久
夫
は
︑
近
世
に
つ
い
て
﹁
注
釈
学
の
発
達
に
よ
っ

て
近
世
は
中
世
ま
で
の
神
秘
性
や
秘
伝
性
を
打
破
し
て
い
っ
た
と
︑
単
線
的
に

考
え
る
の
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い（

34
）

﹂
と
い
う
問
題
提
起
か
ら
出
発
し
て
い

る
︒
近
代
主
義
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
﹁
合
理
化
の
近
世
﹂
と
い
う
視
覚
へ
の

批
判
で
あ
り
︑
近
世
知
を
構
築
し
て
き
た
知
識
人
の
隠
さ
れ
た
荒
唐
無
稽
な
世

界
に
注
目
し
つ
つ
︑
そ
の
新
た
な
可
能
性
を
考
え
る
試
み
で
あ
る
︒
す
で
に
第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
論
者
は
こ
の
よ
う
な
視
覚
を
受
容
し
つ
つ
︑
江
戸
期

の
儒
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
富
士
山
の
神
話
解
釈
世
界
に
目
を
向
け
て
み
た

い
︒



神話解釈史から見る富士山の祭神変貌論

21

　
江
戸
期
の
知
識
人
の
知
の
世
界
が
必
ず
し
も
一
律
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
︑

例
え
ば
︑
堀
杏
庵
（
一
五
八
五
︱
一
六
四
三
）
と
林
羅
山
（
一
五
八
三
︱

一
六
五
七
）
の
神
話
解
釈
世
界
を
見
る
と
わ
か
る
︒
二
人
は
と
も
に
藤
原
惺
窩

の
弟
子
と
し
て
朱
子
学
を
重
視
す
る
が
︑
神
話
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
は
異
な

る
面
を
見
せ
て
い
る
︒

土
人
伝
説
︑
此
山
者
︑
孝
霊
帝
時
︑
巨
霊
一
夜
擘
︑
近
江
国
開
江
湖
︑
運

土
石
築
成
︑
江
州
覆
一
簣
︑
今
三
上
山
是
也
︒
常
菴
襲
其
説
︑
琵
琶
湖
開

兮
富
士
山
出
矣
︒
遍
閲
本
朝
古
籍
︑
三
部
旧
記
︑
不
載
其
説
︒
以
愚
視
之
︑

神
代
之
古
︑
化
生
山
河
大
地
︑
是
吾
邦
之
奇
霊
︑
而
非
外
国
之
所
及
︒
然

則
二
神
生
之
︑
至
于
孝
霊
帝
時
︑
王
化
遠
布
︑
東
国
帰
向
︑
初
奏
山
之
霊

歟
︒
不
然
孝
霊
帝
去
神
代
不
遠
︑
而
現
此
奇
瑞
歟
︒
盛
唐
之
昔
︑
新
豊
山

出
︒
三
島
之
霊
︑
海
中
島
生
︒
和
漢
之
所
有
︑
而
今
古
之
所
知
也
︒
山
巓

祭
木
花
開
耶
媛
︑
霊
威
掲
焉
︒

（
土
人
の
伝
へ
説
く
に
︑
此
の
山
は
︑
孝
霊
帝
の
時
︑
巨
霊
の
一
夜
に
擘
き
て
︑

近
江
国
の
江
湖
を
開
き
︑
土
石
を
運
び
て
築
き
成
す
︒
江
州
を
覆
ひ
し
一
簣
︑

今
の
三
上
山
是
れ
な
り
︒
常
に
其
の
説
を
菴
襲
す
る
に
︑
琵
琶
湖
開
き
て
富
士

山
を
出
す
︒
遍
く
本
朝
の
古
籍
を
閲
す
る
に
︑三
部
の
旧
記
︑其
の
説
を
載
せ
ず
︒

愚
を
以
て
之
れ
を
視
る
に
︑
神
代
の
古
︑
山
河
大
地
を
化
生
す
︒
是
れ
吾
が
邦

の
奇
霊
に
し
て
︑
外
国
の
及
ぶ
所
に
非
ず
︒
然
る
に
則
ち
二
神
之
れ
を
生
む
︒

孝
霊
帝
の
時
に
至
り
て
︑
王
化
を
遠
く
布
き
︑
東
国
帰
向
し
︑
初
め
て
山
の
霊

を
奏
す
る
か
︒
然
ら
ず
ん
ば
孝
霊
帝
は
神
代
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
し
て
︑
此

の
奇
瑞
を
現
す
か
︒
盛
唐
の
昔
︑
新
た
に
豊
山
出
ず
︒
三
島
の
霊
︑
海
中
に
島

を
生
む
︒
和
漢
の
所
有
り
︒
而
し
て
今
古
の
所
を
知
る
な
り
︒
山
巓
に
木
花
開

耶
媛
を
祭
る
︒
霊
威
掲
焉
な
り
︒）

　
こ
れ
は
堀
杏
庵
の
『
杏
陰
集
』
の
一
節
で
あ
る
︒
富
士
山
が
孝
霊
天
皇
の
時
︑

一
夜
に
で
き
た
と
い
う
の
は
︑
前
述
し
た
『
塵
荊
鈔
』
に
い
ち
早
く
﹁
又
日
本

紀
ニ
宣
化
天
皇
ノ
御
宇
ニ
海
中
ヨ
リ
涌
出
ス
ト
云
︒
又
孝
霊
天
皇
ノ
御
時
︑
一

夜
ニ
地
ヨ
リ
涌
出
︑
一
由
繕
那
ト
云
々
﹂
と
見
え
て
お
り
︑
孝
霊
天
皇
云
々
の

説
は
室
町
期
か
ら
人
口
に
膾
炙
し
た
よ
う
だ
︒
と
り
わ
け
︑
室
町
期
に
は
そ
れ

が
『
日
本
書
紀
』
に
書
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
︑﹁
日
本
紀
﹂
の
神
話
世
界
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
杏
庵
は
﹁
本
朝
古
籍
︑
三
部
旧
記
﹂
に
そ
の
内
容

が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
証
し
従
来
の
説
を
否
定
す
る
︒
た
だ
︑
続
い

て
彼
は
︑
神
代
に
山
河
大
地
を
化
生
し
た
の
は
日
本
の
奇
霊
で
︑
他
国
の
及
ば

ぬ
こ
と
で
あ
る
と
し
た
︒
故
に
︑
富
士
山
は
二
神
（
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
か
）

に
よ
っ
て
生
じ
た
の
が
︑
孝
霊
天
皇
の
東
征
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
霊
験
が
奏

上
さ
れ
た
か
︑
そ
れ
と
も
孝
霊
天
皇
が
神
代
か
ら
遠
く
な
い
の
で
実
際
に
そ
の

現
象
が
起
こ
っ
た
か
︑
と
自
問
す
る
︒
無
論
︑
中
国
の
古
代
に
あ
っ
た
現
象
を

取
り
上
げ
︑
こ
れ
が
和
漢
古
今
の
﹁
知
﹂
で
あ
る
と
し
た
の
を
見
れ
ば
︑
杏
庵

は
富
士
山
の
起
源
を
め
ぐ
る
神
秘
性
に
つ
い
て
あ
る
程
度
は
認
め
て
い
る
よ
う

だ
︒
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こ
の
よ
う
に
杏
庵
は
︑
日
本
古
代
の
歴
史
記
録
か
ら
確
認
で
き
な
い
神
秘
世

界
は
﹁
奇
霊
﹂
に
よ
る
も
の
と
認
識
し
︑
ま
た
中
国
の
歴
史
に
伝
わ
る
神
秘
世

界
へ
の
叙
述
を
根
拠
に
日
本
の
古
代
を
再
構
築
し
て
い
る
︒
確
か
に
そ
れ
は
︑

よ
り
古
い
歴
史
史
料
か
ら
普
遍
的
な
価
値
を
求
め
る
儒
学
者
と
し
て
の
立
場
で

あ
ろ
う
が
︑
神
話
世
界
を
虚
偽
の
も
の
と
し
て
貶
め
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
こ

そ
が
真
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
神
秘
・
霊
験
の
価
値
を
認
め
よ
う
と

す
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
こ
こ
で
は
富
士
山
に
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
祀
ら
れ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
︒
古
代
や
中
世
に
お
い
て
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
富
士
山
の
祭
神

と
し
て
登
場
す
る
テ
キ
ス
ト
は
見
当
た
ら
な
い
︒
論
者
は
『
塵
荊
鈔
』
の
よ
う

な
女
体
論
が
広
ま
っ
た
の
が
富
士
山
祭
神
＝
女
体
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与

え
︑
そ
れ
が
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
に
変
わ
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
︒
と
り
わ
け
︑
杏
庵
と
羅
山
の
記
述
に
よ
っ
て
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
初

め
て
富
士
山
の
祭
神
と
し
て
登
場
す
る
︒

寛
永
四
年
丁
卯
春
二
月
廿
二
日
（
中
略
）
此
社
ハ
延
喜
年
中
ニ
勧
請
ト
承

レ
バ
︑
神
名
帳
ニ
ノ
ス
ル
福
士
ノ
神
社
ハ
︑
此
社
ニ
テ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
︒

富
士
権
現
ハ
木
花
開
耶
姫
ヲ
祀
リ
奉
ル
︒
此
浅
間
モ
一
躰
ト
承
ル
︒

　
こ
れ
は
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
の
杏
庵
の
記
録
﹁
杏
陰
稿（

35
）

﹂
で
あ
る
︒
彼

は
富
士
の
﹁
権
現
﹂
は
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
で
あ
り
︑
そ
れ
が
浅
間
大
菩
薩

と
一
体
で
あ
る
と
し
た
︒
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
浅
間
大
菩
薩
の
一
体
化
は
︑

こ
れ
が
初
見
で
あ
る
︒
こ
れ
が
杏
庵
の
説
か
︑
た
だ
の
伝
承
を
記
録
し
た
も
の

か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
が
︑
彼
が
こ
の
一
体
説
を
否
定
せ
ず
に
記
録

し
た
こ
と
だ
け
で
も
︑
そ
れ
を
認
め
て
い
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑

杏
庵
よ
り
も
少
し
先
立
っ
て
富
士
の
祭
神
を
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
し
た
の

が
羅
山
で
あ
る
︒
た
だ
︑
羅
山
の
神
話
解
釈
の
世
界
は
杏
庵
の
そ
れ
と
は
明
確

に
異
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
︒

伊
豆
の
三
島
は
︑
む
か
し
伊
予
国
よ
り
遷
し
て
︑
大
山
祗
神
を
い
は
ひ
ま

つ
る
︒
い
つ
ぞ
や
相
国
の
御
前
に
て
︑
三
島
と
富
士
と
は
父
子
の
神
な
り

と
︑
世
久
し
く
い
ひ
伝
へ
た
り
と
沙
汰
あ
り
け
れ
ば
︑
さ
て
は
富
士
の
大

神
を
ば
木
花
開
耶
姫
と
定
め
申
さ
ば
︑
日
本
紀
の
こ
こ
ろ
に
も
協
ひ
申
す

べ
き
な
り
︒

　
羅
山
の
作
で
あ
る
『
丙
辰
紀
行
』（
一
六
一
六
）
の
記
事
で
あ
る
︒
こ
こ
に

見
え
る
伊
豆
の
三
島
神
社
の
祭
神
は
﹁
大お
お
や
ま
づ
み

山
祗
神
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
大
山

祗
神
﹂
は
『
古
事
記
』
で
は
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
生
み
の
時
に
生
ま
れ
︑

『
日
本
書
紀
』
で
は
﹁
一
書
﹂
で
﹁
軻か

ぐ

つ

ち

遇
突
智
﹂
を
斬
っ
た
時
に
生
ま
れ
る
神

で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
羅
山
は
い
つ
か
わ
か
ら
な
い
時
代
の
﹁
相
国（

36
）

﹂
を
取
り
上
げ
︑

誰
か
が
三
島
と
富
士
の
父
子
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
前
提
に
︑
そ
れ
が
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世
の
中
に
伝
わ
っ
た
の
で
︑
富
士
山
の
祭
神
が
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
れ
が
﹁
日
本
紀
の
こ
こ

ろ
﹂
に
か
な
う
と
し
た
︒﹁
日
本
紀
の
こ
こ
ろ
﹂
は
︑
様
々
な
解
釈
と
し
て
展

開
さ
れ
て
き
た
﹁
中
世
日
本
紀
﹂
の
世
界
が
︑
羅
山
の
神
話
世
界
に
も
投
影
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　
で
は
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
相
国
﹂
は
い
っ
た
い
誰
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑﹁
相

国
﹂
の
前
で
述
べ
ら
れ
た
と
は
い
え
︑
当
時
の
社
会
で
﹁
伝
へ
﹂
と
い
う
の
が

ど
れ
ほ
ど
権
威
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
も
不
明
だ
が
︑
羅
山
は

﹁
世
久
し
く
い
ひ
伝
へ
﹂
て
き
た
と
す
る
富
士
の
祭
神
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ

に
つ
い
て
︑
そ
の
根
拠
を
﹁
日
本
紀
﹂
に
求
め
る
解
釈
を
行
っ
て
お
り
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
富
士
の
祭
神
＝
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
﹁
日
本
紀
﹂
の
歴
史
的
な

事
実
と
し
て
確
定
し
た
︒
羅
山
の
神
話
解
釈
に
よ
る
歴
史
叙
述
と
い
え
る
も
の

で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
羅
山
の
﹁
伝
へ
﹂
は
必
ず
し
も
普
遍
一
般
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ

が
意
図
し
た
方
向
性
を
持
つ
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
数
多
い
﹁
伝
へ
﹂
の
す
べ
て

が
権
威
を
持
つ
の
で
は
な
く
︑
解
釈
者
の
目
指
す
特
定
の
方
向
性
に
か
な
う
も

の
が
権
威
を
持
つ
の
で
あ
る
︒『
本
朝
神
社
考
』
の
内
容
を
参
考
に
し
て
み
よ

う
︒

余
在
二

駿
府
一

侍
二

幕
下
一

次
︒
見
二

富
士
浅
間
縁
起
一︒
聊
標
二

出
其
要
一︒
以

記
二

于
此
一

如
レ

右
︒
其
余
不
レ

足
レ

観
也
︒
或
曰
︒
此
山
有
二

天
竺
一

飛
来
︒

或
曰
︒
浅
間
大
菩
薩
︒
本
地
大
日
如
来
︒
愛
鷹
大
明
神
︒
本
地
毘
沙
門
︒

又
曰
︒
不
動
明
王
︒
或
曰
︒
弘
法
造
二

諸
尊
石
像
一︒
或
曰
︒
智
証
作
二

理
智

一
門
記
一︒
皆
是
浮
屠
氏
之
誇
謾
︒
而
世
人
多
信
レ

之
︒
余
所
レ

不
レ

取
也
︒

且
又
以
二

竹
中
之
女
一︒
為
二

桓
武
天
皇
之
時
事
一︒
以
二

使
者
一

為
二

坂
上
田
村

丸
一︒
是
等
大
謬
説
也
︒
余
観
二

万
葉
集
一︒
既
載
二

竹
姫
之
事
一︒
又
竹
取
物
語
︒

賀
久
夜
比
売
︒
不
レ

云
二

其
時
世
一︒
国
史
︒
桓
武
葬
二

山
城
国
柏
原
陵
一︒
然

則
何
得
レ

入
二

富
士
堀
中
一

耶
︒

（
余
駿
府
に
在
り
て
幕
下
に
侍
り
し
次
で
に
︑
富
士
浅
間
の
縁
起
を
見
る
に
︑

聊い
さ
さか

其
の
要
を
標
出
し
︑
以
て
此
れ
を
記
す
こ
と
右
の
如
し
︒
其
の
余
り
は
観

る
に
足
ら
ざ
る
な
り
︒
或
曰
く
︒
此
の
山
は
天
竺
に
有
り
て
飛
来
す
と
︒
或
曰
く
︒

浅
間
大
菩
薩
は
︑
本
地
大
日
如
来
︑
愛
鷹
大
明
神
は
︑
本
地
毘
沙
門
な
り
と
︒

又
曰
く
︒
不
動
明
王
な
り
と
︒
或
曰
く
︒
弘
法
諸
尊
の
石
造
を
造
る
と
︒
或
曰
く
︒

智
証
理
智
一
門
記
を
作
る
と
︒
皆
是
れ
浮
屠
氏
の
誇
謾
な
り
︒
而
し
て
世
人
多

く
之
れ
を
信
ず
る
に
︑
余
の
取
ら
ざ
る
所
な
り
︒
且
又
竹
の
中
の
女
を
以
て
︑

桓
武
天
皇
の
時
の
事
と
し
︑
使
者
を
以
て
坂
上
田
村
丸
と
す
︒
是
れ
等
は
大
謬

説
な
り
︒
余
万
葉
集
を
観
る
に
︑既
に
竹
姫
の
事
を
載
せ
た
り
︒
又
竹
取
物
語
が
︑

賀
久
夜
比
売
は
︑
其
の
時
世
を
云
は
ず
︒
国
史
に
は
︑
桓
武
は
山
城
国
柏
原
陵

に
葬
る
と
︒
然
れ
ば
則
ち
何
ぞ
富
士
の
堀
の
中
に
入
り
得
む
や
︒）

　
羅
山
は
富
士
山
の
祭
神
を
め
ぐ
る
神
話
の
中
で
︑
天
竺
か
ら
飛
来
し
た
と
い

う
説
か
ら
浅
間
大
菩
薩
・
大
日
如
来
・
不
動
明
王
な
ど
︑
従
来
の
仏
教
色
の
強



24

い
も
の
は
取
る
必
要
の
な
い
も
の
と
し
た
︒
富
士
山
に
関
す
る
﹁
諸
説
﹂
の
中

で
︑
彼
の
重
視
し
た
の
は
﹁
相
国
﹂
時
代
か
ら
の
﹁
伝
へ
﹂
の
み
で
あ
る
︒
そ

し
て
羅
山
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
こ
の
﹁
伝
へ
﹂
に
よ
っ
て
三
島
と
富
士
の
父
子

関
係
は
確
定
す
る
︒
そ
れ
に
よ
り
大
山
祗
神
の
子
で
あ
る
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ

メ
は
︑
当
然
の
よ
う
に
富
士
山
祭
神
と
し
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
︒
コ
ノ
ハ
ナ

サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
︑
こ
う
し
て
も
っ
と
も
権
威
の
あ
る
富
士
山
の
祭
神
と
し
て
誕

生
し
た
の
で
あ
る
︒

　
当
時
︑
羅
山
が
『
本
朝
神
社
考
』
で
著
述
し
た
地
名
は
︑
そ
の
ま
ま
そ
の
地

域
の
由
来
と
し
て
権
威
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う（

37
）

︒
羅
山
に
よ
る
コ
ノ
ハ

ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
神
話
解
釈
も
︑
地
名
の
如
く
そ
の
ま
ま
歴
史
根
拠
と
し
て
作

用
し
て
い
き
︑
現
在
の
浅
間
神
社
や
富
士
浅
間
宮
な
ど
の
祭
神
形
成
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
羅
山
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
富
士
山
の
コ
ノ
ハ

ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
神
話
は
︑
近
世
富
士
山
を
中
心
と
す
る
信
仰
の
世
界
に
お
い
て

新
た
な
歴
史
を
創
出
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
解
釈
は
︑
そ
の
ま
ま
歴
史
事
実

と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
働
き
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
︒

　

七
、
富
士
講
と
﹁
仙
元
大
日
神
﹂
の
誕
生

　
と
こ
ろ
で
︑
江
戸
期
に
は
杏
庵
や
羅
山
の
解
釈
に
よ
る
神
話
の
み
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
︒
富
士
信
仰
の
世
界
で
は
そ
れ
と
は
異
な
る
神
話
も
生
み
出
さ
れ

て
き
た
︒
富
士
講
の
神
話
世
界
が
そ
れ
で
あ
る
︒

　
江
戸
期
に
は
富
士
山
を
中
心
と
す
る
信
仰
集
団
︑
富
士
講
が
成
立
す
る
︒
講

と
い
う
の
は
︑
あ
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
集
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
意
味
し
︑

宗
教
・
経
済
・
社
会
な
ど
様
々
な
背
景
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
︒
そ
の
中
で
も

宗
教
的
な
目
的
を
持
つ
講
と
し
て
日
蓮
宗
の
﹁
法
華
講
﹂
や
浄
土
真
宗
の
﹁
報

恩
講
﹂
な
ど
が
あ
っ
た（

38
）

︒
江
戸
期
に
成
立
す
る
富
士
講
は
︑
富
士
山
に
登
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
講
で
あ
る
︒
富
士
講
は
長
谷
川
角
行
（
一
五
四
一
︱

一
六
四
六
）
を
開
祖
と
し
︑
食じ
き

行
ぎ
ょ
う

身み

禄ろ
く

（
一
六
七
一
︱
一
七
三
三
）
を
中
興
祖

と
す
る
が
︑
身
禄
の
死
後
か
ら
こ
の
講
の
存
在
が
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
︑
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
︱
一
八
一
八
）
に
な
っ
て
急
速
に
繁
栄
し
た
と
い
う（

39
）

︒

そ
こ
で
実
際
に
富
士
講
の
集
団
を
作
っ
た
の
は
身
禄
で
あ
る
と
見
な
す
の
が
通

説
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
富
士
講
の
開
祖
で
あ
る
角
行
の
行
跡
を
書
い

た
と
す
る
『
角
行
藤
仏

記
』
を
中
心
と
し
て
富
士
山
祭
神
の
神
格
変
貌
の
様

子
を
探
っ
て
み
た
い（

40
）

︒

其
時
役
行
者
の
曰
︑ ﹁
か
か
る
大
行
難
レ

在
心
入
也
︒
乍
レ

去
︑ 

此
処
に
て
は

成
就
難
レ

致
︒
是
よ
り
西
に
当
り
︑
駿
河
の
国
不
二
仙
元
大
日
神
と
奉
レ

申

は
︑
天
地
開
闢
世
界
の
御
柱
と
し
て
︑
月
日
・
浄
土
・
人
体
の
始
也
︒
此

御
神
の
御
体
よ
り
初
る
木
火
土
金
水
︑
心
体
五
神
生
玉
ふ
て
︑
始
て
天
地

に
わ
か
り
︑
又
山
海
・
六
合
・
草
木
の
心
神
生
給
ふ
︒
三
度
目
に
は
日
の

御
神
・
月
の
御
神
・
米
の
御
神
生
玉
ふ
よ
り
︑
天
地
あ
か
る
く
︑
夫
よ
り

一
切
諸
神
の
心
体
生
れ
︑
是
よ
り
人
体
の
始
り
に
し
て
︑
万
物
の
根
元
也
︒
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又
神
孫
御
末
大
山
祗
初
て
木
の
花
咲
耶
姫
を
め
と
り
な
さ
れ
て
よ
り
︑
御

神
の
孫
長
く
御
続
被
レ

遊
日
本
人
王
の
御
始
也
︒
此
故
に
人
王
国
に
至
り
︑

此
御
神
力
に
て
此
国
治
め
給
ふ
事
︑
我
朝
の
御
柱
に
し
て
︑
三
国
無
双
の

霊
山
な
り
﹂︒
云
々

　『
角
行
藤
仏

記
』
は
︑『
御
大
行
の
巻
』
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
︑
角

行
の
庶
民
救
済
に
対
す
る
志
や
﹁
仙
元
大
日
神
﹂
を
信
仰
の
対
象
と
し
な
が
ら

富
士
山
に
登
拝
し
て
修
行
し
た
角
行
の
行
跡
を
︑
そ
の
弟
子
が
記
録
し
た
と
す

る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
資
料
は
後
に
修
飾
・
脚
色
さ
れ
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
て
お
り（

41
）

︑
井
野
辺
茂
雄
は
︑
こ
の
文
献
は
身
禄
の
死
後
に
そ
の
流

派
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
主
張
し
た（

42
）

︒
そ
こ
か
ら
み
れ
ば
︑

こ
の
文
献
は
︑
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
の
間
に
作
成
さ
れ
た
と
し
て
よ

い
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
文
献
で
富
士
の
祭
神
と
し
て
登
場
す
る
の
は
仙
元
大
日
神
で
あ
る
︒
こ

の
神
は
︑
天
地
開
闢
世
界
の
御
柱
で
あ
り
︑
月
日
・
浄
土
・
人
体
の
始
め
と

な
っ
て
い
る
︒
こ
の
神
の
体
か
ら
五
行
が
生
じ
︑
ま
た
天
と
地
を
分
け
て
万
物

を
生
み
出
す
︒
最
後
に
は
諸
神
の
心
体
ま
で
生
み
出
し
た
と
い
う
︒
こ
の
よ
う

に
富
士
講
で
は
仙
元
大
日
神
を
﹁
万
物
の
根
元
﹂
た
る
存
在
と
し
て
解
釈
し
て

い
る
︒
さ
ら
に
︑
仙
元
大
日
神
の
子
孫
は
大
山
祗
神
の
娘
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ

メ
と
結
婚
し
た
と
い
い
︑
富
士
の
仙
元
大
日
神
は
神
力
を
持
つ
神
な
の
で
︑
行

者
は
こ
の
神
に
願
っ
て
現
世
利
益
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
︒

　﹁
仙
元
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
は
浅
間
大
菩
薩
︑﹁
大
日
﹂
か
ら
は
大
日
如
来
︑

子
孫
が
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
結
婚
す
る
こ
と
か
ら
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
各
々

想
像
さ
れ
る
が
︑
こ
の
神
は
天
地
創
生
の
神
・
万
物
を
生
み
出
す
神
で
あ
る
の

で
︑
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
収
ま
ら
な
い
新
し
い
神
格
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ

ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
仙
元
大
日
神
は
角
行
の
目
の
ま
え
に
顕
現
し
て
﹁
直
伝
﹂
を

し
た
と
い
う
︒

此
時
又
永
禄
八
乙
丑
年
六
月
三
日
︑
仙
元
大
日
御
出
現
有
て
︑
角
行
東
覚

え
御
直
伝
有
て
曰
︑﹁
夫
当
山
は
天
地
開
闢
国
土
の
柱
也
︒
又
万
物
の
根

元
也
︒
先
世
界
空
々
た
る
時
よ
り
始
り
て
︑
水
こ
り
か
た
ま
り
て
御
山
出

現
す
︒
其
故
は
東
よ
り
浪
壱
ツ
︑
南
よ
り
波
壱
ツ
︑
西
波
壱
ツ
︑
北
よ
り

波
壱
ツ
︑
四
方
よ
り
ぶ
つ
か
り
︑
伊
弉
諾
・
伊
弉
冊
と
た
ち
四
方
へ
ひ
き

給
ふ
︒
是
を
天
の
御
中
主
命
と
い
ふ
︒
初
て
山
生
じ
︑是
大
山
祗
の
命
也
﹂︒

　
富
士
山
は
﹁
天
地
開
闢
国
土
の
柱
﹂
で
あ
り
︑﹁
万
物
の
根
元
﹂
で
あ
る
︒

富
士
山
が
世
界
創
生
の
中
心
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
ま
た
︑
世
界
の
創
生

が
始
ま
る
時
︑
水
が
凝
り
固
ま
っ
て
こ
の
山
が
出
現
し
た
と
し
︑
そ
の
故
を
尋

ね
る
と
︑
東
西
南
北
の
四
方
か
ら
波
が
一
つ
ず
つ
ぶ
つ
か
る
ご
と
に
︑
イ
ザ
ナ

キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
四
方
へ
引
い
た
と
い
う
︒
四
方
へ
波
を
引
く
の
は
︑
出
雲
の

国
引
き
神
話
を
思
わ
せ
る
︒
杏
庵
の
い
っ
た
﹁
然
則
二
神
生
之
﹂
は
︑
こ
こ
で

は
明
ら
か
に
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
な
っ
て
お
り
︑
二
神
に
よ
る
波
引
き
神
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話
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ

ナ
ミ
の
﹁
波
引
き
﹂
に
よ
っ
て
で
き
た
の
が
﹁
天
の
御
中
主
命
﹂
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
︒『
古
事
記
』
で
は
天
地
創
生
の
後
︑
も
っ
と
も
早
く
生
ま
れ
る

の
が
天
之
御
中
主
神
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
よ
り
も
遅

れ
て
生
ま
れ
る
神
に
な
っ
て
い
る
︒
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
富
士
山
に
お

け
る
﹁
天
の
御
中
主
命
﹂
の
登
場
で
あ
る
︒

　
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
︑
富
士
講
で
は
世
界
創
生
と
富
士
山
の
生
成
が

﹁
水
﹂
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
水
﹂
が
天
地
を
創
生
し
た
と
い

う
説
は
︑
鎌
倉
期
成
立
の
『
大
和
葛
城
宝
山
記
』
に
出
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の

影
響
が
江
戸
期
ま
で
至
っ
て
も
強
く
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

43
）

︒
た
だ
し
︑

世
界
創
生
が
水
の
固
ま
り
か
ら
始
ま
る
と
い
う
富
士
講
の
論
理
は
︑
そ
の
修
行

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
も
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

﹁
此
水
に
て
身
を
清
め
可
レ

申
︒
又
内
よ
り
は
昼
夜
に
三
十
三
水
を
以
て
︑
内
心

六
根
を
清
め
一
千
日
の
内
大
行
可
レ

仕
﹂
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
富
士
講
で
は
水

に
よ
っ
て
心
と
六
根
を
清
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
︑
そ
れ
を
実
行
す
れ
ば

﹁
天
道
は
奥
え
御お
は
い
り入

被な
ら
れ成

候
﹂

（
44
）

 

と
い
う
︒
先
達
に
率
い
ら
れ
て
富
士
山
に
登
り
︑

そ
の
山
頂
に
あ
る
﹁
水
﹂
に
よ
っ
て
身
と
心
を
清
め
る
こ
と
は
︑
天
道
を
内
面

に
一
致
さ
せ
て
い
く
過
程
に
な
る
︒
富
士
講
が
富
士
山
頂
の
水
に
よ
っ
て
病
気

治
療
を
行
う
こ
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
天
地
創
生
の
神
話
か
ら
起
源
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
以
前
の
神
話
で
︑
富
士
山
が
﹁
死
と
再
生
﹂
の
空
間
と
し

て
認
識
さ
れ
た
も
の
か
ら
﹁
不
死
﹂
に
つ
な
が
る
病
気
治
療
の
論
理
へ
と
転
換

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
︒

　
富
士
講
の
信
仰
者
た
ち
に
と
っ
て
富
士
山
は
救
済
の
空
間
で
あ
る
︒
杏
庵
や

羅
山
は
富
士
山
の
祭
神
を
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
し
て
解
釈
し
た
が
︑
富
士

講
で
は
よ
り
根
元
的
な
存
在
と
す
る
解
釈
を
行
い
︑
ま
た
そ
の
存
在
に
病
気
治

療
や
救
済
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
︒
そ
れ
が
世
界
創
生
の
﹁
水
﹂
の
原
理
に
つ

な
が
る
︒
富
士
講
の
神
話
は
︑
彼
ら
に
よ
っ
て
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
と
い
え
︑

従
来
と
は
異
な
る
神
話
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
者
の
個
人
個
人
の
病
気
治

療
や
救
済
の
原
理
と
し
て
作
用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
富
士
講

で
は
世
界
創
生
の
根
元
を
富
士
山
に
求
め
る
神
話
解
釈
に
よ
っ
て
︑
従
来
と
は

異
な
る
富
士
中
心
の
新
た
な
神
話
・
歴
史
を
構
築
し
た
︒
そ
の
中
で
『
古
事

記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
な
古
代
神
話
は
解
体
・
再
構
築
さ
れ
て
い
る
︒

無
論
︑﹁
天
の
御
中
主
命
﹂
な
ど
の
設
定
は
︑
富
士
講
の
神
話
創
造
が
杏
庵
や

羅
山
と
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
古
典
か
ら
そ
の
起
源
を
求
め
る
よ
う
に

も
見
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
集
団
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
︑
仙
元
大
日
神
の

﹁
直
伝
﹂
の
論
理
が
よ
り
深
く
作
用
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
︒
解
釈
の

世
界
で
は
な
く
︑﹁
直
伝
﹂
に
よ
っ
て
神
々
と
直
ち
に
交
流
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
︑
彼
ら
が
内
心
清
浄
に
よ
る
天
地
創
生
の
神
と
の
直
結
と
い
う
新
た
な

神
話
・
歴
史
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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八
、
扶
桑
教
の
主
宰
神
、
天
之
御
中
主
神

　
富
士
講
は
︑
明
治
期
に
入
っ
て
扶
桑
教
と
実
行
教
︑
丸
山
教
な
ど
神
道
系
新

宗
教
と
し
て
再
構
築
さ
れ
る
︒
明
治
政
府
に
よ
る
神
道
国
教
化
の
失
敗
と
︑
新

た
な
宗
教
政
策
と
し
て
の
公
認
教
制
度
の
導
入
は
︑
従
来
に
は
な
か
っ
た
宗
教

と
し
て
神
道
を
再
編
成
す
る
︒

　
そ
の
中
︑
扶
桑
教
は
宍し
し

野の

半な
か
ば（

一
八
四
四
︱
一
八
八
四
）
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
︑

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
宗
教
と
し
て
認
可
さ
れ
る
︒
教
祖
宍
野
は
薩
摩

の
出
身
で
︑
平
田
篤
胤
の
門
に
入
っ
て
学
ん
だ
が
︑
明
治
維
新
の
後
に
は
教
部

省
の
官
僚
と
し
て
働
く
︒
彼
は
富
士
講
が
勢
力
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
単
一
教
団
が
形
成
さ
れ
な
い
こ
と
に
注
目
し
︑
教
部
省
の
職
を
辞
め
て
︑

散
ら
ば
っ
て
い
た
富
士
講
の
団
結
に
取
り
組
む
︒
こ
こ
か
ら
扶
桑
教
は
誕
生
し
︑

神
道
教
団
を
形
成
す
る
過
程
で
宍
野
は
︑
従
来
の
富
士
講
の
神
話
世
界
を
扶
桑

教
の
教
義
と
し
て
再
構
築
す
る
︒

（
問
）
天
祖
天
神
と
は
何
な
る
神
な
る
や
（
答
）
天
之
御
中
主
神
な
り

（
問
）
何
の
所
以
を
以
て
天
祖
天
神
と
は
申
す
や
（
答
）
天
地
を
鎔
造
し

給
ひ
て
八
百
万
神
を
産
み
其
他
草
木
の
類
に
至
る
ま
で
其
御
徳
を
以
て
生

ぜ
し
め
又
人
に
魂
を
も
賦
与
し
給
ふ
神
な
れ
ば
一
字
不
説
の
巻
に
天
照
大

御
神
も
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
命
も
川
の
鱗
に
至
る
ま
で
皆
悉
く
天
祖
天
神

の
御
子
な
り
と
あ
る
を
思
ひ
弁
知
す
べ
し

　
宍
野
の
著
作
で
あ
る
『
富
士
信
導
記（

45
）

』
の
内
容
で
あ
る
︒
問
答
形
式
の
こ
の

テ
キ
ス
ト
は
︑
扶
桑
教
の
信
徒
に
基
本
教
義
を
教
え
る
概
説
書
で
あ
る
︒
こ
こ

で
は
扶
桑
教
の
祭
神
が
﹁
天
祖
天
神
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
が
す
な
わ
ち
天

之
御
中
主
神
で
あ
る
と
い
う
︒

　
明
治
期
に
入
っ
て
天
之
御
中
主
神
・
高た
か
み皇
産
む
す
び

霊の
か
み神
・
神か

み皇
産
む
す
び

霊の
か
み神
の
造
化

三
神
論
が
主
張
さ
れ
た
の
は
︑﹁
薩
摩
派
﹂
の
影
響
だ
と
す
る
原
武
史
の
説
が

あ
る（

46
）

︒
対
し
て
︑
佐
々
木
聖
使
は
︑
天
之
御
中
主
神
を
中
心
と
す
る
近
代
神
学

の
形
成
を
平
田
国
学
の
影
響
と
み
る（

47
）

︒
本
稿
で
両
者
の
事
実
関
係
を
突
き
詰
め

る
余
裕
は
な
い
が
︑
神
々
の
信
仰
問
題
を
津
和
野
派
・
平
田
派
・
薩
摩
派
の
権

力
争
い
の
視
点
か
ら
捉
え
る
原
の
論
よ
り
も
︑
天
之
御
中
主
神
を
め
ぐ
る
信
仰

や
思
想
の
形
成
と
変
化
過
程
を
近
世
末
の
歴
史
空
間
か
ら
分
析
す
る
佐
々
木
の

論
理
の
方
が
説
得
力
が
あ
る
︒

　
天
之
御
中
主
神
が
世
界
を
創
生
す
る
存
在
と
な
る
の
は
︑
篤
胤
の
『
本
教
外

編
』（
一
八
〇
六
）
に
も
見
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
天
地
万
物
に
大
元
高
祖
の

神
あ
り
︒
御
名
を
天
之
御
中
主
神
と
申
す
︒（
中
略
）
寂
然
と
し
て
万
有
を
主

宰
し
玉
ふ
﹂
と
い
い
︑
天
之
御
中
主
神
が
世
界
創
生
の
根
元
の
神
︑
万
有
主
宰

の
神
で
あ
る
と
し
た
︒
本
居
宣
長
や
篤
胤
な
ど
が
西
洋
天
文
学
・
地
理
学
や
キ

リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
す
で
に
通
説
に
な
っ
て
お
り（

48
）

︑
篤
胤
の
天

之
御
中
主
神
が
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
神
論
を
基
盤
と
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
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し
か
し
︑
篤
胤
の
場
合
︑
天
之
御
中
主
神
が
絶
対
的
な
人
格
神
と
し
て
の
主
宰

神
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
ず
︑
そ
の
性
格
が
平
田
国
学
に
継
承
さ
れ
︑
後
に

明
治
初
期
に
な
っ
て
伊
能
穎
則
の
『
神
一
不
二
論
』︑
六
人
部
是
香
の
『
顕
幽

順
考
論
』︑
渡
辺
重
石
丸
の
『
天
之
御
中
主
神
論
』
な
ど
の
論
理
に
よ
っ
て
絶

対
唯
一
の
普
遍
的
な
主
宰
神
と
し
て
定
着
し
て
い
く
︒
佐
々
木
に
よ
れ
ば
︑
天

之
御
中
主
神
が
信
仰
の
世
界
で
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
は
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら

で
あ
り
︑
こ
の
時
期
に
天
之
御
中
主
神
が
重
視
さ
れ
た
の
は
︑
神
道
の
超
越
的

な
絶
対
性
と
世
界
的
な
普
遍
性
を
保
証
し
て
く
れ
る
神
の
存
在
が
必
要
だ
っ
た

た
め
で
あ
る
と
い
う
︒

　
宍
野
も
︑
篤
胤
以
降
の
天
之
御
中
主
神
の
論
理
を
受
容
し
た
と
見
ら
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
疑
問
に
な
る
の
は
︑
そ
も
そ
も
富
士
講
の
最
高
神
で
あ
っ
た
﹁
仙

元
大
日
神
﹂
は
︑
扶
桑
教
に
至
っ
て
ど
う
な
っ
た
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

（
問
）
富
士
へ
登
山
す
る
は
浅
間
大
神
小
御
嶽
大
神
等
の
御
助
け
を
願
ふ

に
は
非
ず
や
（
答
）
人
の
魂
は
浅
間
大
神
小
御
嶽
大
神
等
の
賦
与
し
給
ふ

処
に
非
ず
即
ち
天
祖
天
神
よ
り
賦
与
し
給
ふ
霊
魂
な
れ
ば
其
恩
を
報
ひ
奉

ら
ん
と
し
て
藤
原
武
邦
︹
引
用
者
註
︑
長
谷
川
角
行
︺
尊
師
の
神
誓
の
跡

を
思
ひ
登
山
す
る
処
な
り

（
問
）
浅
間
大
神
等
は
何
故
人
の
魂
を
賦
与
し
給
は
ず
や
（
答
）
人
の
魂

は
即
ち
神
と
も
な
つ
て
終
に
神
通
を
も
得
べ
き
貴
重
の
も
の
な
る
故
に
無

上
至
尊
の
天
祖
天
神
な
ら
で
は
賦
与
し
難
き
も
の
な
れ
は
な
り

（
問
）
浅
間
大
神
の
神
霊
も
天
祖
天
神
よ
り
賦
与
し
給
ふ
処
な
れ
ば
人
の

魂
も
同
じ
き
位
な
る
や
（
答
）
貴
賤
の
差
別
あ
り
て
同
じ
位
に
非
ざ
る
は

同
じ
山
よ
り
出
る
玉
に
も
善
悪
あ
る
如
く
に
て
同
日
に
語
る
べ
き
者
に
非

ら
ず

　
し
か
し
︑
宍
野
の
記
録
の
ど
こ
に
も
仙
元
大
日
神
の
存
在
は
見
当
た
ら
な
い
︒

た
だ
浅
間
大
神
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
︒
ま
た
︑
富
士
講
で
は
仙
元
大
日
神

が
根
源
的
な
神
と
し
て
世
界
を
創
造
す
る
存
在
で
あ
っ
た
が
︑
宍
野
の
扶
桑
教

に
至
る
と
そ
の
根
源
性
と
天
地
万
物
創
造
の
力
が
﹁
天
之
御
中
主
神
＝
天
祖
天

神
﹂
に
移
っ
て
い
く
︒
浅
間
大
神
は
︑
天
之
御
中
主
神
の
代
理
役
と
し
て
富
士

山
の
管
理
者
と
な
り
︑
そ
れ
以
上
の
存
在
感
は
な
い
︒
扶
桑
教
で
こ
の
神
を
祭

る
べ
き
理
由
も
︑﹁
天
祖
天
神
﹂
か
ら
付
与
さ
れ
た
魂
が
人
間
と
は
差
別
さ
れ

る
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
︒
仙
元
大
日
神
の
没
落
と
も
い
え
る
ほ
ど
︑
宍
野
の

神
話
解
釈
は
富
士
講
の
神
話
世
界
か
ら
外
れ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
決
し

て
仙
元
大
日
神
と
浅
間
大
神
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒

（
問
）
富
士
山
は
何
れ
の
神
の
守
護
な
る
や
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
命
の
御

山
に
は
あ
ら
ず
や
（
答
）
天
祖
天
神
の
神
勅
を
蒙
む
つ
て
木
花
之
佐
久
夜

毘
売
命
の
守
護
し
給
ふ
御
山
な
り

（
問
）
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
命
の
守
護
の
御
山
な
れ
ば
彼
の
御
山
に
至
り

何
故
天
祖
天
神
を
信
仰
す
る
や
（
答
）
富
士
山
は
神
仙
の
霊
嶽
即
ち
諸
神
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の
集
り
給
ふ
処
な
れ
ば
殊
に
天
祖
天
神
の
愛
嶽
な
る
事
を
思
ひ
木
花
之
佐

久
夜
毘
売
命
は
御
山
の
番
衛
神
な
る
を
弁
知
す
べ
し

（
問
）
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
命
を
信
仰
し
て
天
祖
天
神
の
御
祟
あ
る
や

（
答
）
御
祟
な
し
篤
く
信
仰
す
べ
し

　
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
も
天
祖
天
神
の
御
子
と
し
て
富
士
山
の
﹁
番
衛
神
﹂

と
な
る
︒﹁
番
衛
﹂
は
﹁
留
守
居
番
﹂
の
﹁
守
衛
﹂
の
意
味
で
あ
る
︒
そ
の
文

脈
か
ら
見
れ
ば
浅
間
大
神
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
︑
天
之
御
中
主
神
の
代
わ
り
に

山
を
守
る
神
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
仙
元
大
日
神
・

浅
間
大
神
・
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
各
々
富
士
山
の
祭
神
と
し
て
の
地
位
を

天
之
御
中
主
神
に
譲
り
︑
新
た
に
富
士
山
の
祭
神
と
な
っ
た
天
之
御
中
主
神
は
︑

世
界
普
遍
の
絶
対
唯
一
神
と
し
て
再
誕
す
る
の
で
あ
る
︒

　
従
来
の
研
究
に
お
い
て
扶
桑
教
は
︑
富
士
講
を
継
承
し
つ
つ
も
︑
篤
胤
国
学

の
影
響
を
受
け
た
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
む
し
ろ
そ
の
反

対
で
︑
扶
桑
教
は
篤
胤
国
学
の
説
を
基
に
富
士
講
や
富
士
信
仰
で
な
さ
れ
て
き

た
祭
神
を
解
体
し
︑
新
た
な
天
之
御
中
主
神
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
︒
無
論
︑

そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
優
れ
た
︑
世
界
普
遍
の
超
越
的
な
神
を
想
定
し

て
お
り
︑
宍
野
は
仙
元
大
日
神
や
浅
間
大
神
︑
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
よ
り
根

元
的
で
威
力
の
あ
る
天
之
御
中
主
神
に
信
仰
を
帰
結
さ
せ
た
︒
宍
野
に
よ
っ
て

富
士
山
の
祭
神
は
変
貌
を
遂
げ
︑
扶
桑
教
の
歴
史
は
従
来
の
富
士
信
仰
と
は
異

な
る
方
向
に
向
か
っ
て
新
た
に
叙
述
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
︒

　

お
わ
り
に

　
浅
間
の
神
が
﹁
託
宣
﹂
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
富
士
神
話
は
初
め
て
語

ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
仏
教
世
界
観
が
強
く
働
く
中
で
富
士
山
の
神
は
菩
薩
に
変

わ
り
︑
神
話
は
新
た
に
解
釈
さ
れ
つ
つ
﹁
神
学
﹂
を
形
成
し
て
い
く
︒
ま
た
︑

仏
教
中
心
の
世
界
観
が
崩
れ
る
と
従
来
の
祭
神
は
解
体
さ
れ
︑
よ
り
根
元
的
な

神
を
求
め
る
解
釈
が
相
次
ぎ
︑
そ
の
流
れ
は
富
士
山
の
祭
神
を
世
界
普
遍
の
唯

一
的
な
神
格
に
ま
で
成
長
さ
せ
て
い
く
︒

　
神
話
の
解
釈
に
お
い
て
仏
教
や
儒
教
︑
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
様
々
な
世

界
観
は
︑
富
士
神
話
を
よ
り
豊
か
に
す
る
要
素
と
し
て
機
能
し
て
き
た
︒
た
だ
︑

そ
の
多
様
な
世
界
観
は
富
士
神
話
の
歴
史
化
の
中
で
働
い
て
い
る
︒
富
士
神
話

は
そ
の
地
域
の
神
話
と
し
て
語
ら
れ
た
が
︑
そ
の
神
話
は
解
釈
を
重
ね
つ
つ
歴

史
空
間
で
実
体
化
さ
れ
︑
視
覚
化
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
神
話
は
た
だ
の
想
像
や
荒

唐
無
稽
な
偽ぎ

物ぶ
つ

で
は
な
く
︑
現
実
世
界
の
救
済
原
理
を
よ
り
説
得
的
に
証
明
す

る
歴
史
事
実
と
し
て
顕
現
す
る
︒

　
富
士
山
の
祭
神
は
﹁
浅
間
明
神
﹂﹁
浅
間
大
菩
薩
﹂﹁
大
日
如
来
﹂﹁
愛
染
明

王
﹂﹁
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
﹂﹁
仙
元
大
日
神
﹂﹁
天
之
御
中
主
神
﹂
と
し
て

そ
の
神
格
を
変
貌
・
出
現
さ
せ
て
い
く
︒
こ
の
神
格
の
変
貌
は
﹁
災
い
﹂・

﹁
死
﹂・﹁
病
﹂
か
ら
の
救
済
を
求
め
る
要
望
に
応
じ
て
実
体
化
︑
視
覚
化
さ
れ

つ
つ
﹁
祭
神
﹂
と
し
て
歴
史
の
中
に
姿
を
あ
ら
わ
す
︒
と
り
わ
け
︑
富
士
山
の
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祭
神
の
場
合
︑
救
済
の
原
理
や
神
話
解
釈
の
要
望
が
変
わ
る
と
そ
の
権
能
の
み

で
は
な
く
︑
顕
現
す
る
神
の
存
在
自
体
が
交
替
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
こ
で
の

神
話
や
神
格
は
固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
神
話
解
釈
に
よ
っ
て
絶
え
ず
新
し
く
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ま
で
本
稿
は
︑︿
神
話
解
釈
史
﹀
と
い
う
視
点
か
ら
大
ま
か
に
富
士
神

話
の
解
釈
史
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
取
り
扱
っ
て
な
い
富
士

関
連
神
話
は
ま
だ
ま
だ
多
く
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
神
話
世
界
の
可
能

性
を
考
え
る
の
は
︑
今
後
の
課
題
に
な
る
︒
ま
た
︑
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
な
王
権
神
話
と
は
異
な
る
神
話
の
多
様
性
が

見
え
て
き
た
の
は
︑
こ
れ
か
ら
の
日
本
神
話
研
究
の
視
野
を
広
げ
て
い
く
一
つ

の
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︿
神
話
解
釈
史
﹀
に
よ
る
神
話
研
究
の

可
能
性
の
新
た
な
発
見
と
な
る
︒

註（
1
）  

村
上
重
良
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』（
法
藏
館
︑
一
九
五
八
）︒

（
2
）  

﹁
民
衆
宗
教
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
富
士
信
仰
を
研
究
し
た
も
の
は
︑
村
上
の
後
︑
宮
田

登
『
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
』（
未
來
社
︑
一
九
七
五
）︑
藤
谷
俊
雄
『
神
道
信
仰
と
民
衆
・

天
皇
制
』（
法
律
文
化
社
︑
一
九
八
〇
）︑
佐
々
木
千
代
松
『
民
衆
宗
教
の
源
流
︱
︱
丸

山
教
・
富
士
講
の
歴
史
と
教
義
』（
白
石
書
店
︑
一
九
八
三
）︑
平
野
栄
次
『
富
士
浅
間

信
仰
』（
雄
山
閣
出
版
︑
一
九
八
七
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
3
）  

岩
科
小
一
郎
『
富
士
講
の
歴
史
』（
名
著
出
版
︑
一
九
八
三
）︑
桜
井
徳
太
郎
『
講
集

団
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
八
）︑
平
野
栄
次
『
富
士
信
仰
と
富
士
講
』（
岩
田

書
店
︑
二
〇
〇
四
）︑
大
高
康
正
『
富
士
山
信
仰
と
修
験
道
』（
岩
田
書
店
︑
二
〇
一
三
）

な
ど
︒

（
4
）  

竹
谷
靱
負
『
富
士
山
の
祭
神
論
』（
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
六
）︑
一
六
七
︱
一
六
八
頁
︒

（
5
）  

伊
藤
正
義
﹁
中
世
日
本
紀
の
輪
郭
﹂『
文
学
』
第
四
〇
巻
第
一
〇
号
（
一
九
七
二
）︑

阿
部
泰
郎
﹁
中
世
神
道
と
中
世
日
本
紀
﹂『
神
道
宗
教
』
第
二
〇
二
号
（
二
〇
〇
六
）︑

小
峯
和
明
﹁『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
と
そ
の
周
辺
﹂『﹃
野
馬
台
詩
﹄
の
謎
』（
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
三
）
な
ど
︒

（
6
）  

阿
部
泰
郎
﹁
変
貌
す
る
日
本
紀
﹂『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
〇
巻
第
一
二
号

（
一
九
九
五
）︑﹁
日
本
紀
と
い
う
運
動
﹂『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
四
巻
第
三
号

（
一
九
九
九
）︒

（
7
）  

山
本
ひ
ろ
子
﹁
神
道
五
部
書
の
世
界
﹂︑
斎
藤
英
喜
編
『
日
本
神
話
︱
︱
そ
の
構
造
と

生
成
』（
有
精
堂
︑
一
九
九
五
）︑『
中
世
神
話
』（
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
）︑
伊
藤
聡
『
中

世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
』（
法
藏
館
︑
二
〇
一
一
）
な
ど
︒

（
8
）  

山
本
ひ
ろ
子
﹁
至
高
神
た
ち
︱
︱
中
世
神
学
を
向
け
て
﹂『
日
本
の
神
Ⅰ
　
神
の
始
原
』

（
平
凡
社
︑
一
九
九
五
）︑﹁
霊
的
曼
荼
羅
の
現
象
学
︱
︱
中
世
神
道
の
発
生
を
め
ぐ
っ

て
﹂︑
坂
口
ふ
み
・
小
林
康
夫
・
西
谷
修
・
中
沢
新
一
編
『﹁
私
﹂
の
考
古
学
』（
岩
波
書

店
︑
二
〇
〇
〇
）︑
小
川
豊
生
﹁
中
世
神
学
の
メ
チ
エ
︱
︱
『
天
地
霊
覚
秘
書
』
を
読
む
﹂︑

錦
仁
・
伊
藤
聡
・
小
川
豊
生
編
『﹁
偽
書
﹂
の
生
成
︱
︱
中
世
的
思
考
と
表
現
』（
森
話
社
︑

二
〇
〇
三
）︒

（
9
）  

﹁
中
世
神
話
﹂
か
ら
﹁
中
世
神
学
﹂
へ
と
い
う
研
究
史
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
と
し
て
村
田
真
一
の
『
宇
佐
八
幡
神
話
言
説
研
究
︱
︱
﹃
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
﹄

を
読
む
』（
法
藏
館
︑
二
〇
一
六
）
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

（
10
）  

山
下
久
夫
﹁「
近
世
神
話
」
か
ら
見
た
『
古
事
記
伝
』
注
釈
の
方
法
﹂︑鈴
木
健
一
編
『
江

戸
の
知
』（
森
話
社
︑
二
〇
一
〇
）︑
斎
藤
英
喜
﹁
近
世
神
話
と
し
て
の
『
古
事
記
伝
』

︱
︱
「
産
巣
日
神
」
を
め
ぐ
っ
て
﹂『
文
学
部
論
集
』
第
九
四
号
（
佛
教
大
学
文
学
部
︑

二
〇
一
〇
）︑﹁
宣
長
・
ア
マ
テ
ラ
ス
・
天
文
学
︱
︱
近
世
神
話
と
し
て
の
『
古
事
記
伝
』

の
た
め
に
﹂『
歴
史
学
部
論
集
』
創
刊
号
（
二
〇
一
一
）︑『
古
事
記
は
い
か
に
読
ま
れ
て
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き
た
か
』（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
）︑『
異
貌
の
古
事
記
』（
青
土
社
︑
二
〇
一
四
）︒

（
11
）  
本
格
的
な
﹁
近
世
神
話
﹂
で
は
な
い
が
︑
そ
の
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
︑﹁
中

世
神
話
﹂
の
方
法
に
よ
っ
て
古
代
か
ら
中
世
へ
と
変
貌
す
る
神
話
の
可
能
性
を
考
え
た

斎
藤
の 

『
古
事
記
︱
︱
成
長
す
る
神
々
』 （
ビ
イ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ス
︑ 

二
〇
一
〇
）

と
権
東
祐
『
ス
サ
ノ
ヲ
の
変
貌
︱
︱
古
代
か
ら
中
世
へ
』（
法
藏
館
︑
二
〇
一
三
）
が
あ

る
︒

（
12
）  

原
克
昭
﹁︿
中
世
日
本
紀
﹀
研
究
史
﹂『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
四
巻
第
三
号

（
一
九
九
九
）︑
一
七
六
頁
︒

（
13
）  

︿
神
話
解
釈
史
﹀
と
い
う
表
現
は
︑
斎
藤
英
喜
﹁
日
本
神
話
に
現
れ
た
「
死
」
と
「
再

生
」
︱
︱
神
話
解
釈
史
の
視
点
か
ら
﹂『
日
本
学
研
究
』
第
四
六
輯
（
檀
国
大
学
校
日
本

研
究
所
︑
二
〇
一
五
）
で
初
め
て
使
っ
て
お
り
︑
権
東
祐
﹁
教
派
神
道
と
「
近
代
神
話
」

研
究
の
可
能
性
模
索
︱
︱
韓
国
に
流
入
さ
れ
た
神
道
︑実
行
教
・
神
理
教
を
中
心
に
﹂『
日

本
研
究
』
第
六
四
号
（
韓
国
外
国
語
大
学
校
日
本
研
究
所
︑
二
〇
一
五
）
で
も
そ
の
可

能
性
を
提
示
し
︑﹁
神
話
解
釈
史
か
ら
読
み
取
る
教
派
神
道
の
宗
教
性
︱
︱
神
理
教
を
中

心
と
し
て
﹂『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
二
三
号
（
二
〇
一
六
）
な
ど
で
使
っ
た

こ
と
が
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
方
法
的
な
位
置
付
け
は
本
稿
が
最
初
で
あ
ろ
う
︒

（
14
）  

磯
前
順
一
『
記
紀
神
話
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
）︑
一
頁
︒

（
15
）  

仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
七
月
五
日
条
﹁
以
二

駿
河
国
浅
間
神
一︑
預
二

於
名
神
一︒﹂（『
文
徳

実
録
』︑
佐
伯
有
義
編
『
六
国
史
』
第
七
巻
　
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
三
〇
︑ 

八
五
頁
）︒

（
16
）  

北
条
勝
貴
﹁
古
代
日
本
の
神
仏
信
仰
﹂『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

一
四
八
号
（
二
〇
〇
八
）︑
二
八
︱
三
二
頁
︒

（
17
）  

﹁
九
日
丙
辰
︒
勅
甲
斐
八
代
郡
立
浅
間
明
神
祠
︒
列
於
官
社
︒
即
置
禰
宜
︒
随
時
致
祭
︒﹂

（『
日
本
三
代
実
録
』﹁
前
編
﹂︑『
国
史
大
系
』
第
一
部
8
　
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
五
二
︑ 

一
六
七
頁
）︒

（
18
）  

斎
藤
英
喜
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
深
み
へ
︱
︱
古
代
神
話
を
読
み
直
す
』（
新
曜
社
︑

一
九
九
六
）︒

（
19
）  

﹁
且
令
二

鎮
謝
一︒
雖
レ

然
異
火
之
変
︒
于
レ

今
未
レ

止
︒
遣
二

使
者
一

撿
察
︒
埋
二

剗
海
一

千
許

町
︒
仰
而
見
レ

之
︒
正
中
最
頂
飾
二

造
社
宮
一︒
垣
有
二

四
隅
一︒
以
二

丹
青
石
一

立
︒
其
四
面
石

高
一
丈
八
尺
許
︒
広
三
尺
︒
厚
一
尺
余
︒
立
石
之
門
︒
相
去
一
尺
︒
中
有
二

一
重
高
閣
一︒

以
レ

石
搆
営
︒
彩
色
美
麗
︒
不
レ

可
二

勝
言
一︒
望
請
︒
斎
祭
兼
預
二

官
社
一︒
従
之
︒﹂（『
日
本

三
代
実
録
』﹁
前
編
﹂︑
前
掲
（
17
）
に
同
）︒

（
20
）  

順
行
寺
本
『
富
士
の
人
穴
』（
小
山
一
也
『
富
士
の
人
穴
草
子
︱
︱
研
究
と
資
料
』
文

化
書
房
博
文
社
︑
一
九
八
三
︑ 

一
三
四
︱
一
四
二
頁
参
照
）︒

（
21
）  

真
言
宗
小
野
流
の
成
尊
（
一
〇
一
二
～
一
〇
七
四
）
が
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
に

著
し
た
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
に
︑﹁
抑
於
二

瞻
部
洲
八
万
四
千
聚
落
之
中
一

︑
唯
陽
谷
内
︑

盛
二

秘
密
教
一︒
事
見
二

上
文
一︒
昔
威
光
菩
薩
︑
常
居
二

日
宮
一︑
除
二

阿
修
羅
王
難
一︒
今
遍
照

金
剛
鎮
住
二

日
域
一︑
増
二

金
輪
聖
王
福
一︒
神
号
二

天
照
尊
一︑
刹
名
二

大
日
本
国
一

乎
︒
自
然
理
︑

立
二

自
然
名
一︒
誠
職
レ

之
由
矣
︒
是
故
南
天
鉄
塔
雖
レ

迮
︑
全
包
二

法
界
心
殿
一︒
東
乗
陽
谷

雖
レ

鄙
︑
皆
是
大
種
姓
人
﹂
と
あ
る
の
が
最
初
と
知
ら
れ
て
い
る
︒

（
22
）  

伊
藤
聡
﹁
天
照
大
神
＝
大
日
如
来
習
合
説
を
め
ぐ
っ
て
（
上
）﹂『
人
文
科
学
論
叢
』

第
三
九
号
（
茨
城
大
学
人
文
学
部
︑
二
〇
〇
三
）︒

（
23
）  

富
士
山
や
葦
高
山
を
胎
蔵
界
・
金
剛
界
曼
荼
羅
と
し
て
表
現
す
る
の
が
︑
仏
法
の
王

権
・
国
家
守
護
の
意
味
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
王
権
に
並
ぶ
鎌
倉
幕
府

と
い
う
も
う
一
つ
の
世
界
構
造
を
構
想
し
た
も
の
か
は
︑
現
段
階
で
い
え
な
い
︒
た
だ
︑

そ
の
可
能
性
も
今
後
の
検
討
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
︒

（
24
）  

村
田
正
博
﹁
仙
覚
の
志
﹂『
人
文
研
究
』
第
四
三
巻
第
一
〇
分
冊
（
大
阪
市
立
大
学
文

学
部
︑
一
九
九
一
）︑
八
三
四
頁
︒

（
25
）  

﹁
風
聞
︒
月
氏
国
有
一
嶋
︒
皆
奉
禘
鎮
守
諸
神
︒
然
間
︑
夜
中
一
嶋
辺
失
畢
︒
成
奇
令

尋
東
西
南
北
︑
渡
日
本
国
東
海
道
駿
河
国
︑
顕
浅
間
大
明
神
給
︒
是
震
旦
文
殿
之
日
記

注
置
也
︒
古
老
伝
云
︑
山
名
富
士
者
取
郡
名
也
︒
山
有
神
名
浅
間
大
明
神
︒﹂（
神
奈
川

県
立
金
沢
文
庫
蔵
『
浅
間
大
菩
薩
縁
起
』）︒

（
26
）  

阿
部
泰
郎
﹁
日
本
紀
と
説
話
﹂︑
本
田
義
憲
・
池
上
洵
一
・
小
峯
和
明
・
森
正
人
・
阿

部
泰
郎
編
『
説
話
の
場
︱
︱
唱
導
・
註
釈
』（
勉
誠
社
︑
一
九
九
三
）︑
一
九
九
︱

二
〇
〇
頁
︒
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（
27
）  

前
述
し
た
仙
覚
『
万
葉
集
註
釈
』
の
仁
和
寺
本
（
一
三
四
七
年
の
写
本
と
知
ら
れ
る
）

に
は
︑﹁
駿
河
の
国
に
は
︑
富
士
山
・
葦
高
山
と
て
高
き
山
ふ
た
つ
あ
り
︒
ふ
じ
の
や
ま

は
い
た
だ
き
に
八
葉
の
嶺
あ
り
︒
浅
間
大
菩
薩
と
申
女
神
ま
し
ま
す
﹂
と
い
う
記
事
が

あ
り
（『
仁
和
寺
蔵
　
萬
葉
集
註
釈
』
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
別
巻
二
︑
臨
川
書

店
︑
一
九
八
一
︑ 

八
四
頁
）︑
同
じ
室
町
期
の
作
と
さ
れ
る
三
井
寺
実
睿
の
『
地
蔵
菩
薩

霊
験
記
』
に
も
﹁
垂
迹
浅
間
大
菩
薩
法
体
ハ
金
剛
毘
盧
舎
那
ノ
応
作
男
体
ニ
顕
玉
フ
ベ

キ
ニ
女
身
ニ
現
ジ
玉
ヘ
リ
﹂
と
い
う
記
事
が
あ
る
︒

（
28
）  

築
土
鈴
寛
﹁
唱
導
と
本
地
文
学
と
﹂『
中
世
芸
文
の
研
究
』（
有
精
堂
︑
一
九
六
六
）︑ 

一
六
五
頁
︒
初
出
は
『
国
語
と
国
文
学
』
第
七
集
第
八
・
九
号
（
一
九
三
〇
）︒

（
29
）  

『
塵
荊
鈔
』
第
十
一
︑
市
古
貞
次
編
『
塵
荊
鈔
』
下
（
古
典
文
庫
︑
一
九
八
四
）︑ 

三
七
一
︱
三
七
二
頁
︒

（
30
）  

市
古
貞
次
は
著
者
が
分
か
ら
な
い
と
述
べ
た
が
︑
松
原
一
義
は
論
証
に
よ
っ
て
そ
れ

が
木
戸
孝
範
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
︒
市
古
貞
次
︑
前
掲
（
29
）︑
お
よ
び
松
原
一
義

『﹃
塵
荊
抄
﹄
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
二
）︑
九
八
頁
︒

（
31
）  

加
須
屋
誠
﹁
愛
染
明
王
﹂『
大
法
輪
』
二
〇
一
四
年
八
月
号
︑ 
一
〇
六
︱
一
〇
八
頁
︒

（
32
）  

佐
藤
弘
夫
に
よ
る
と
︑
中
世
に
ア
マ
テ
ラ
ス
は
男
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
が
多

か
っ
た
と
い
う
︒
佐
藤
弘
夫 

『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
︱
︱
中
世
神
仏
交
渉
史
の
視
座
』

（
法
藏
館
︑
二
〇
〇
〇
）︑
六
︱
一
〇
頁
︒

（
33
）  

小
山
一
成
『
富
士
の
人
穴
草
子
』（
文
化
書
房
博
文
社
︑
一
九
八
三
）︑
二
五
頁
︒

（
34
）  

山
下
久
夫
︑
前
掲
（
10
）︑
一
三
頁
︒

（
35
）  

堀
杏
庵
﹁
杏
陰
稿
﹂︑『
浅
間
神
社
史
料
』（
名
著
出
版
︑
一
九
七
四
）︑
一
七
二
頁
︒

（
36
）  

﹁
相
国
﹂
は
︑
中
国
の
漢
時
代
の
官
職
名
で
あ
り
︑
日
本
で
は
律
令
体
制
下
の
太
政
官

の
最
高
職
で
あ
る
太
政
大
臣
の
唐
名
と
し
て
使
っ
た
と
す
る
︒
平
清
盛
が
﹁
入
道
相
国
﹂

と
呼
ば
れ
た
︒
京
都
に
は
御
所
の
近
く
に
足
利
義
満
の
立
て
た
﹁
相
国
寺
﹂
も
あ
る
︒

た
だ
︑
羅
山
の
い
う
﹁
相
国
﹂
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒

（
37
）  

倉
地
克
直
『
近
世
日
本
人
は
朝
鮮
を
ど
う
見
て
い
た
か
︱
︱
﹁
鎖
国
﹂
の
な
か
の
﹁
異

人
﹂
た
ち
』（
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
一
）︑
二
一
〇
︱
二
一
二
頁
︒

（
38
）  

狭
間
芳
樹
﹁
近
世
に
お
け
る
民
衆
と
宗
教
︱
︱
キ
リ
シ
タ
ン
と
一
向
宗
﹂︑
芦
名
定
道

編
『
比
較
宗
教
学
へ
の
招
待
︱
︱
東
ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
』（
晃
洋
書
房
︑
二
〇
〇
六
）︑ 

七
八
頁
︒

（
39
）  

岩
科
小
一
郎
『
富
士
講
の
歴
史
』（
名
著
出
版
︑
一
九
八
三
）︑
六
頁
︒

（
40
）  

『
角
行
藤
仏

記
』︑『
民
衆
宗
教
の
思
想
』
日
本
思
想
大
系
67
（
岩
波
書
店
︑

一
九
七
一
）︑ 

四
五
三
︱
四
五
四
頁
︒

（
41
）  

伊
藤
堅
吉
﹁
角
行
藤
仏

記
と
角
行
関
係
文
書
に
つ
い
て
﹂︑『
民
衆
宗
教
の
思
想
』

前
掲
（
40
）︑
六
四
六
頁
︒

（
42
）  

井
野
辺
茂
雄
﹁
富
士
の
信
仰
﹂『
山
岳
信
仰
の
成
立
と
展
開
』
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書

一
（
名
著
出
版
︑
一
九
七
五
）︑
一
三
四
︱
一
三
五
頁
︒

（
43
）  

﹁
蓋
し
聞
く
︑
天
地
ノ
成
意
︑
水
気
変
じ
て
天
地
と
為
ル
ト
︒﹂（『
大
和
葛
城
宝
山
記
』

日
本
思
想
大
系
19
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
七
︑ 

五
八
頁
）︒

（
44
）  

『
角
行
藤
仏

記
』
前
掲
（
40
）︑
四
五
五
頁
︒

（
45
）  

宍
野
半
之
進
『
富
士
信
導
記
』
第
一
︑
森
江
佐
七
︑ 

一
八
七
七
︒

（
46
）  

原
武
史
『︿
出
雲
﹀
と
い
う
思
想
︱
︱
近
代
日
本
の
抹
殺
さ
れ
た
神
々
』（
講
談
社
学

術
文
庫
︑
二
〇
〇
一
）︑
一
五
三
頁
︒

（
47
）  

佐
々
木
聖
使
『
天
之
御
中
主
神
の
ゆ
く
へ
︱
︱
近
代
的
神
観
の
確
立
と
葛
藤
』（
龍
声

社
︑
二
〇
一
五
）︒

（
48
）  

斎
藤
英
喜
﹁
宣
長
・
ア
マ
テ
ラ
ス
・
天
文
学
︱
︱
近
世
神
話
と
し
て
の
『
古
事
記
伝
』

の
た
め
に
﹂ 

前
掲 

（
10
） 

お
よ
び
佐
々
木
聖
使 

『
天
之
御
中
主
神
の
ゆ
く
へ
』 

前
掲 

（
47
） 

な
ど
︒

付
記
：
本
文
お
よ
び
引
用
文
の
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
︑
適
宜
ル
ビ
を
付
し
た
︒
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一
　
は
じ
め
に

　
江
戸
時
代
後
期
に
江
戸
で
活
躍
し
た
町
人
数
寄
者
吉
村
観か
ん

阿あ

（
白
醉
庵
／

一
七
六
五
︱
一
八
四
八

（
1
）

）
は
︑
四
十
歳
以
前
か
ら
松
江
藩
七
代
藩
主
松
平
治は
る
さ
と郷

（
不ふ

昧ま
い

／
一
七
五
一
︱
一
八
一
八
︒
以
下
不
昧
に
統
一
）
と
︑
不
昧
没
後
は
新
発
田

藩
十
代
藩
主
溝
口
直な
お
あ
き諒

（
翠す
い
と
う濤

／
一
七
九
九
︱
一
八
五
八
︒
以
下
翠
濤
に
統
一
）

と
親
し
く
交
流
し
た
︒

　『
日
本
研
究
』
第
五
十
四
集
で
は
両
者
の
交
流
に
注
目
し
︑
不
昧
の
茶
会
記

や
溝
口
家
の
記
録
か
ら
︑
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）︑
観
阿
三
十
四
歳
の
と
き

懐
妊
中
の
妻
と
子
を
棄
て
て
出
家
し
て
以
降
の
行
状
を
明
ら
か
に
し
た
︒
ま
た

観
阿
の
生
業
が
茶
の
湯
道
具
の
取
り
次
ぎ
で
あ
っ
た
点
に
注
目
し
︑
特
に
翠
濤

に
取
り
次
い
だ
道
具
を
明
ら
か
に
し
た（

2
）

︒

　
東
大
寺
勧
学
院
に
あ
る
観
阿
の
寿じ
ゅ
ぞ
う蔵

碑
文
︑
お
よ
び
観
阿
没
後
に
向
島
弘
福

寺
に
建
て
ら
れ
た
観
阿
と
妻
観
勢
の
墓
の
碑
文
で
は
︑
観
阿
が
若
き
頃
よ
り
遁

世
の
念
を
強
め
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る（

3
）

︒
妻
子
を
棄
て
て
ま
で
剃
髪
︑
出

家
し
よ
う
し
た
背
景
に
は
一
体
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
本
稿
で

は
︑
従
来
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
観
阿
の
生
家
と
三
十
四
歳
で
出

家
に
至
る
背
景
を
究
明
す
る
︒

　
観
阿
の
生
家
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
︑
観
阿
の
没
後
に
勧
学
院
の
寿
蔵
に
追

加
さ
れ
た
碑
文
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

吉
村
観
阿
と
山
田
屋
太
郎
兵
衛

宮
武
慶
之
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観
翁
俗
称
芳
村
︑
本
吉
村
也
︑
先
考
嘗
以
財
徴
聘
于
仙
台
侯
︑
侯
之
先
君

有
諱
吉
村
公
︑
以
吉
芳
国
読
同
換
之
云（

4
）

観
翁
の
俗
称
は
芳
村
︑
本
は
吉
村
な
り
︑
先
考
は
嘗か
つ

て
財
を
以
て
仙
台
侯

に
徴
聘
す
︒
侯
の
先
君
は
諱
吉
村
公
と
あ
り
︑
吉
と
芳
は
国
読
同
じ
な
る

を
以
っ
て
之
を
換
ふ
と
云
う

　
観
阿
の
父
は
財
用
な
ど
で
伊
達
家
に
関
係
し
た
人
物
の
よ
う
で
︑
も
と
も
と

は
吉
村
氏
で
あ
っ
た
が
︑観
阿
の
父
が
仙
台
藩
五
代
藩
主
伊
達
吉
村
（
一
六
八
〇

︱
一
七
五
二
）
と
同
名
を
憚
り
︑
芳
村
に
改
め
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
従
来
の
研
究
で
︑
観
阿
の
生
家
に
つ
い
て
は
︑
落
語
家
の
三
遊
亭
円
朝

（
一
八
三
九
︱
一
九
〇
〇
）
に
よ
る
落
語
『
熱
海
土
産
温
泉
利
書
』（
一
八
八
九
）

で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒

江
戸
新
橋
の
八
官
町
に
居
り
ま
す
山
田
屋
仁
兵
衛
と
申
し
ま
し
て
後
に
吉

村
観
阿
と
な
り
ま
す
大
茶
人
で
後
座
い
ま
す
此
吉
村
観
阿
と
云
ふ
仁
の
墳

墓
ハ
向
島
の
弘
福
寺
に
御
座
い
ま
す
抱
一
上
人
の
筆
で
白
醉
庵
観
阿
居
士

と
圓
相
の
石
に
彫
付
け
て
あ
り
ま
す
る
奈
良
東
大
寺
に
も
立
派
な
墳
墓
が

残
ッ
て
居
り
ま
す
此
仁
ハ
明
和
五
年
の
出
生
で
熱
海
へ
来
た
時
に
ハ

四
十
四
の
年
で
有
り
ま
す
誠
に
人
柄
の
宣
い
大
茶
人
で
風
流
な
仁
で
洒
落

も
出
ま
す（

5
）

　
観
阿
の
人
柄
や
墓
を
述
べ
る
と
と
も
に
店
の
屋
号
を
山
田
屋
と
紹
介
し
て
い

る
︒
山
田
屋
と
述
べ
ら
れ
る
の
は
︑
管
見
の
資
料
で
唯
一
で
あ
る
︒
円
朝
は
安

政
五
年
（
一
八
五
八
）
か
ら
浅
草
茅
町
の
小
間
物
屋
関
口
の
裏
店
に
住
み
︑
文

久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
浅
草
中
代
地
の
表
店
に
転
居
し
た
︒
そ
の
後
︑
明
治

六
年
（
一
八
七
三
）
に
浜
町
に
引
っ
越
す
ま
で
の
間
︑
浅
草
で
十
五
年
間
過
ご

し
て
い
た（

6
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら
観
阿
が
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
没
し
て
よ
り

後
︑
円
朝
が
述
べ
る
人
物
像
が
当
時
の
江
戸
の
茶
の
湯
に
関
係
す
る
人
々
の
間

で
語
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
ほ
か
大
阪
の
新
聞
記
者
で
あ
っ
た
中
井
浩
水
（
生
没
年
不
詳
）
は
『
日

本
美
術
工
芸
』（
一
六
四
号
）
で
観
阿
の
生
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
︒観

阿
の
父
は
は
じ
め
吉
村
太
郎
兵
衛
と
い
つ
て
︑
仙
台
の
人
だ
つ
た
が
︑

伊
達
吉
村
に
対
し
て
不
敬
だ
と
い
う
の
で
︑
吉
の
字
を
芳
に
改
め
芳
村
姓

を
名
乗
り
︑
江
戸
に
来
て
町
人
と
な
り
︑
宗
偏
流
の
巨
匠
神
谷
松
見
門
に

入
つ
て
茶
道
を
極
め
た
︒
観
阿
は
そ
の
子
で
︑
父
に
茶
を
学
び
︑
父
の
没

後
は
芳
村
太
郎
兵
衛
を
名
乗
り
︑
本
所
か
深
川
か
の
米
問
屋
で
︑
富
商
の

一
人
で
あ
つ
た（

7
）

　
観
阿
の
父
が
吉
村
太
郎
兵
衛
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
︑
父
太
郎
兵
衛
の
茶

の
湯
の
師
が
神
谷
松
見
（
一
七
二
二
︱
一
八
〇
三
）
と
さ
れ
る
︒
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以
上
が
観
阿
の
生
家
に
つ
い
て
触
れ
た
記
述
で
あ
る
が
︑
円
朝
は
観
阿
の
屋

号
を
山
田
屋
と
し
︑
中
井
は
父
太
郎
兵
衛
が
仙
台
の
人
で
あ
り
︑
家
業
が
本
所

か
深
川
か
の
米
問
屋
と
し
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
根
拠
が
明
ら
か
で
は
な
い
︒

　
観
阿
の
言
動
を
後
世
に
ま
と
め
た
﹁
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
﹂
を
み
る
と

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

芳
村
観
阿
白
醉
庵
と
号
し
江
戸
の
人
に
て
家
富
み
某
侯
の
用
達
を
も
為
し

け
る
が
破
産
の
危
に
瀕
す
る
や
剃
髪
此
世
の
俗
を
避
け
浅
草
俵
〘
田
原
〙

町
に
幽

居
し
畢
は
ん
ぬ（

8
）

　
観
阿
の
家
は
﹁
某
侯
﹂
の
用
達
で
あ
っ
た
︒
破
産
の
危
機
に
瀕
し
た
観
阿
は

出
家
し
︑
そ
の
後
︑
浅
草
の
田
原
町
に
結
ん
だ
庵
︑
白
醉
庵
で
隠
棲
し
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
﹁
某
侯
﹂
が
果
た
し
て
伊
達
家
仙
台
藩
主
で

あ
る
か
は
資
料
の
不
足
よ
り
断
言
で
き
な
い
︒
た
だ
観
阿
が
三
十
四
歳
で
出
家

に
至
る
ま
で
の
動
静
と
し
て
︑
生
家
の
経
営
状
況
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
観
阿
は
︑
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
溝
口
家
へ
道
具
を
売
却
し

て
以
降
︑
文
政
四
年
に
は
正
式
に
出
入
り
を
許
さ
れ
︑
翠
濤
と
親
し
く
交
流
し

て
い
た（

9
）

︒
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
奥
書
が
あ
る
翠
濤
自
筆
の
『
戯
画
肖
像

並
略
伝
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
に
は
︑
観
阿
七
十
二
歳
の
寿
像
と
と
も

に
略
歴
が
記
さ
れ
て
い
る（

10
）

︒
同
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
観
阿
の
生
家
は
仙
台
藩
伊

達
家
の
用
金
調
達
で
あ
っ
た
江
戸
の
両
替
商
山
田
屋
と
書
か
れ
て
い
る
︒

　
仙
台
藩
と
用
金
調
達
の
山
田
屋
と
の
関
係
を
巡
っ
て
は
︑
郷
土
史
家
の
佐
々

久
が
『
仙
台
郷
土
史
研
究
』（
第
二
十
三
巻
第
三
号
四
号
合
併
号
）
で
伊
達
家
の

正
史
で
あ
る
『
伊
達
治
家
記
録
』
を
挙
げ
︑
山
田
屋
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る（

11
）

︒

　
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
正
月
に
幕
府
よ
り
仙
台
藩
と
広
島
藩
に
対
し
て
関

東
諸
川
修
理
が
達
せ
ら
れ
た
︒
佐
々
は
治
家
記
録
を
挙
げ
︑
山
田
屋
が
工
事
で

多
大
な
貢
献
を
し
た
た
め
家
財
が
傾
い
た
と
し
て
い
る
︒
ま
た
佐
々
は
治
家
記

録
の
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
二
月
二
十
八
日
条
を
挙
げ
︑
山
田
屋
太
兵
衛
な

る
人
物
が
十
四
万
両
余
の
負
債
遷
延
に
よ
り
幕
府
に
訴
え
よ
う
と
し
た
が
仙
台

藩
勘
定
奉
行
の
浜
（
濱
）
尾
文
左
衛
門
が
斡
旋
尽
力
し
四
万
三
千
両
の
総
額
と

な
し
年
賦
償
却
す
る
こ
と
に
約
定
し
た
と
紹
介
し
て
い
る
︒
佐
々
は
こ
の
人
物

を
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
息
子
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
︒

　
山
田
屋
は
佐
々
が
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
仙
台
藩
の
財
用
に
貢
献
し
た
人
物

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
研
究
で
は
山
田
屋
と
吉
村
観
阿
を
結
び
つ

け
る
こ
と
が
資
料
の
不
足
よ
り
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
本
稿
で
は
観
阿
の
生

家
が
山
田
屋
で
あ
る
こ
と
を
起
点
に
︑
破
産
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
明
ら
か
に

す
る
︒

　
観
阿
は
三
十
四
歳
で
出
家
し
︑
そ
の
後
の
行
状
で
判
明
し
て
い
る
こ
と
は

四
十
歳
の
時
に
不
昧
の
茶
会
で
茶
席
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で

観
阿
と
不
昧
の
交
流
に
も
注
目
す
る
︒

　
先
行
研
究
で
︑
両
者
の
交
流
に
つ
い
て
は
『
松
平
不
昧
伝
』（
一
九
一
七
）
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に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

彼
が
公
の
た
め
に
提
供
し
た
る
も
の
︑
松
栄
の
屏
風
︑
古
銅
鉢
︑
篷
雪
の

額
︑
象
眼
床
几
を
始
め
︑
裂
類
の
数
々
︑
多
葉
粉
入
︑
緒
じ
め
︑
根
付
︑

刀
剣
の
鍔
︑
柄
木
︑
其
他
文
房
箱
の
珍
品
奇
什
殆
ど
枚
挙
に
遑
あ
ら
ず
︑

公
は
か
く
の
如
き
稀
世
の
奇
士
と
交
り
︑
茶
事
を
共
に
し
︑
文
芸
を
語
ら

れ
た
る
な
り
︑
彼
が
性
行
と
彼
の
素
養
と
が
︑
い
か
に
公
の
嗜
好
に
投
じ

た
る
か
は
︑
こ
の
人
の
伝
記
に
於
て
窺
い
知
る
を
得
る
と
同
時
に
︑
又
公

の
性
格
の
反
映
と
看
做
さ
る
べ
し（

12
）

︒

　
観
阿
が
不
昧
に
道
具
を
取
り
次
い
で
い
る
こ
と
や
︑
不
昧
が
寵
遇
し
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
近
代
の
茶
道
史
家
で
あ
る
高
橋
梅
園

（
一
八
六
八
︱
一
九
四
六
）
に
よ
る
『
茶
禅
不
昧
公
』（
一
九
四
四
）
で
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
︒

観
阿
曾
て
公
が
唐
渡
り
の
裂
を
珍
蔵
す
る
を
知
り
︑
公
を
驚
か
さ
ん
と
て

或
る
時
茶
事
に
招
か
れ
た
り
時
︑
そ
れ
と
同
じ
裂
を
帯
に
し
て
来
れ
り
︒

公
お
も
へ
ら
く
︑
か
く
の
如
き
貴
重
の
裂
を
帯
に
せ
る
は
観
阿
の
豪
胆
真

に
驚
く
べ
き
も
の
あ
り
と
︒
何
ぞ
知
ら
ん
︑
彼
は
僅
に
見
ゆ
る
所
だ
け
裂

を
帯
に
被
ら
せ
た
ら
ん
と
は
︒
後
日
公
之
を
知
り
て
呵
々
大
笑
せ
ら
れ
た

り
と
ぞ
︒
彼
が
奇
行
と
彼
が
嗜
好
と
は
公
の
愛
す
る
所
に
し
て
︑
ま
た
以

て
公
の
性
格
の
反
映
と
看
る
べ
し（

13
）

︒

　
観
阿
の
奇
行
と
嗜
好
を
不
昧
が
好
み
︑
寵
遇
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
不
昧
が
観
阿
を
寵
遇
し
た
の
は
観
阿
の
奇
行
や
道
具
の
取

り
次
ぎ
に
よ
る
も
の
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
観
阿
の
生
家
と
︑
不
昧

の
周
辺
の
人
物
と
の
交
流
に
注
目
し
た
い
︒

　
以
上
の
点
か
ら
観
阿
の
生
家
と
青
年
期
の
行
状
を
明
ら
か
に
し
︑
後
年
江
戸

で
の
観
阿
の
活
躍
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
す

る
︒

　
な
お
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
観
阿
お
よ
び
生
家
山
田
屋
の
行
状
に
つ
い
て
は

表
1
（
文
末
）
と
し
た
︒

　

二
　
江
戸
の
両
替
商
山
田
屋

　
先
述
の
通
り
勧
学
院
の
寿
蔵
碑
文
か
ら
︑
観
阿
の
父
は
伊
達
吉
村
と
関
係
し
︑

仙
台
藩
に
財
政
面
で
関
係
し
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
観
阿
の
生
家

お
よ
び
観
阿
の
父
と
伊
達
吉
村
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
︒

　
そ
こ
で
翠
濤
が
戯
画
と
し
て
知
友
の
肖
像
を
描
き
集
め
た
『
戯
画
肖
像
並
略

伝
』
に
注
目
す
る
︒
同
書
に
は
翠
濤
が
観
阿
七
十
二
歳
の
と
き
の
寿
像
を
描
き
︑

長
府
藩
十
一
代
藩
主
毛
利
元
義
（
一
七
八
五
︱
一
八
四
三
）
が
讃
を
し
た
﹁
苦
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楽
翁
寿
像
﹂
の
模
写
が
所
載
さ
れ
る
︒
同
書
の
略
伝
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
︒翁

氏
ハ
吉
村
又
芳
村
に
作
る
候
仙
台
侯
へ
憚
る
所
あ
る
ゆ
へ
也 

元
山
田

屋
と
い
ふ
仙
台
侯
の
用
金
調
達
を
奉
り
し
故
な
り
と
そ（

14
）

　
観
阿
の
父
は
伊
達
吉
村
と
同
名
を
憚
っ
て
芳
村
と
改
め
て
い
た（

15
）

︒
そ
の
理
由

は
︑
観
阿
の
生
家
が
仙
台
藩
伊
達
家
の
用
金
調
進
の
山
田
屋
を
屋
号
と
す
る
両

替
商
で
あ
っ
た
た
め
と
判
明
す
る
︒

　
そ
こ
で
江
戸
の
両
替
商
に
関
す
る
文
献
を
み
る
と
︑
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）

の
江
戸
の
両
替
商
を
五
組
に
分
け
︑
各
組
の
両
替
商
を
記
し
た
『
銭
屋
商
組
合

連
判
帳
』
お
よ
び
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
『
五
組
定
法
帳
』
で
は
︑
い
ず

れ
も
新
両
替
町
組
に
加
入
し
た
両
替
商
と
し
て
︑
次
の
名
前
が
所
載
さ
れ
て
い

る
︒

丸
屋
町

　
山
田
屋
太
郎
兵
衛
㊞（

16
）

　
と
こ
ろ
で
観
阿
の
生
ま
れ
に
つ
い
て
︑
弘
福
寺
の
墓
碑
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
︒

武
州
江
都
芝
に
生
る（

17
）

　
観
阿
は
芝
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
観
阿
の
生
ま
れ
は
明
和

二
年
（
一
七
六
五
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
時
期
の
地
図
で
は
宝
暦
七
年
の

『
分
間
宝
暦
江
戸
大
絵
図
』
が
あ
り
︑﹁
丸
や
丁（

18
）

﹂
と
し
て
所
載
が
確
認
で
き
る
︒

こ
の
地
域
は
芝
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑
観
阿
の
生
家
は
江
戸
丸
屋
町
の
山
田
屋
で

あ
る
と
同
定
さ
れ
る
︒

　
で
は
山
田
屋
と
仙
台
藩
は
い
つ
の
頃
か
ら
交
渉
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

伊
達
吉
村
は
宝
暦
元
年
十
二
月
二
十
四
日
に
江
戸
で
没
し
た
︒
そ
こ
で
吉
村
の

時
代
の
藩
政
を
記
録
し
た
『
獅
山
公
治
家
記
録
』（
宮
城
県
図
書
館
蔵
）
を
み
る

と
宝
暦
二
年
一
月
九
日
条
で
は
︑
吉
村
の
遺
体
を
仙
台
に
帰
葬
す
る
様
子
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
見
送
っ
た
人
々
の
う
ち
仙
台
藩
に
関
係
し
た
商
人

の
名
前
も
確
認
で
き
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

大
坂
屋
久
兵
衛
佃
屋
作
兵
衛
梶
木
五
郎
治
山
田
屋
太
郎
兵
衛
蝶
屋
長
右
衛

門
奉
送
小
姓
披
露
千
寿
駅
本
陣
飛
脚
宿
出
居
ル
ニ
由
テ
各
金
百
疋
ヲ
賜
フ（

19
）

　
吉
村
の
帰
葬
に
際
し
て
大
坂
屋
久
兵
衛
︑
佃
屋
作
兵
衛
︑
梶
木
五
郎
治
︑
山

田
屋
太
郎
兵
衛
︑
蝶
屋
長
右
衛
門
ら
が
見
送
り
︑
金
百
疋
を
仙
台
藩
か
ら
与
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
に
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
名
前
を
確
認
で
き

る
こ
と
か
ら
︑
観
阿
の
父
太
郎
兵
衛
が
吉
村
在
世
の
と
き
よ
り
交
渉
が
あ
っ
た
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こ
と
が
わ
か
る
︒

　
宝
暦
年
間
の
山
田
屋
と
仙
台
藩
の
関
係
に
注
目
す
る
と
︑
仙
台
藩
の
財
政
家

で
あ
る
萱
場
杢
（
一
七
一
七
︱
一
八
〇
五
）
に
よ
る
記
録
で
あ
る
『
金
穀
方
職

鑑
』
中
︑
宝
暦
年
間
の
﹁
江
戸
当
座
御
借
金
覚
　
四
月
十
五
日
迄
之
調
﹂
を
み

る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

一
︑ 

七
千
九
十
両
利
　
　
　
　
　
伊
勢
屋
三
郎
兵
衛

一
︑ 

千
五
百
両
　
十
五
両
壱
分
　
良
源
院

一
︑ 

五
百
両
　
百
両
利
　
　
　
　
今
中
九
兵
衛

一
︑ 

三
百
両
　
右
同
断
　
　
　
　
伊
勢
屋
六
兵
衛

一
︑ 

弐
千
両
　
九
十
両
利
　
　
　
山
田
屋
太
郎
兵
衛

一
︑ 

千
両
　
　
百
両
利
　
　
　
　
渡
辺
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
山
幸
右
衛
門

一
︑ 

千
両
　
百
両
ニ
一
両
之
利
　
多
ケ
井
屋
清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
江
平
兵
衛

一
︑ 

千
五
百
両
　
七
拾
五
両
利
　
佃
田
屋
作
兵
衛

一
︑ 

百
両
　
百
両
ニ
一
両
利
　
　
木
具
屋
杢
右
衛
門

〆
壱
萬
四
千
九
百
両（

20
）

　
宝
暦
年
間
︑
仙
台
藩
に
対
し
て
山
田
屋
が
二
千
両
を
貸
し
付
け
て
い
る
︒
山

田
屋
は
伊
勢
屋
三
郎
兵
衛
の
七
千
両
に
つ
い
で
二
番
目
に
大
き
い
貸
し
付
け
を

行
っ
て
い
る
︒
ま
た
同
書
の
宝
暦
十
三
年
の
﹁
於
江
戸
他
所
へ
金
石
被
遣
覚
﹂

の
三
人
分
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
替
御
用
足
〘
マ
マ
〙　

一
　
御
合
力
十
両
　
　
　
　
　
　
　
山
田
屋
太
郎
兵
衛

　
　
玄
米
弐
拾
俵
　
　
　
　
　
　
　
大
文
字
屋
宇
右
衛
門
　

三
郎
右
衛
門

手
代（

21
）

　
山
田
屋
と
大
文
字
屋
の
手
代
で
あ
る
宇
右
衛
門
と
三
郎
右
衛
門
に
︑
仙
台
藩

よ
り
合
力
金
十
両
と
玄
米
二
十
俵
が
支
給
さ
れ
て
い
る
︒
仙
台
藩
と
の
交
渉
は

宝
暦
元
年
以
前
す
な
わ
ち
吉
村
在
世
の
と
き
よ
り
で
あ
っ
た
が
︑
宝
暦
年
間
す

な
わ
ち
仙
台
藩
七
代
藩
主
伊
達
重
村
（
一
七
四
二
︱
一
七
九
六
）
の
こ
ろ
は
財

用
に
関
す
る
交
渉
が
頻
繁
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
先
述
の
よ
う
に
明
和
四
年
正
月
二
十
九
日
︑
江
戸
城
波
の
間
に
お
い
て
重
村

と
広
島
藩
七
代
藩
主
浅
野
重
晟
（
一
七
四
三
︱
一
八
一
四
）
に
関
東
筋
川
々
御

普
請
御
手
伝
が
命
じ
ら
れ
た（

22
）

︒
こ
の
工
事
は
同
年
六
月
十
五
日
に
終
了
し
︑
江

戸
城
で
重
村
と
重
晟
に
褒
賞
と
し
て
時
服
五
十
領
が
与
え
ら
れ
て
い
る（

23
）

︒

　
そ
こ
で
こ
の
工
事
に
つ
い
て
重
村
︑
八
代
藩
主
斉
村
（
一
七
七
五
︱

一
七
九
六
）︑
九
代
藩
主
周
宗
（
一
七
九
六
︱
一
八
一
二
）︑
十
代
藩
主
斉
宗

（
一
七
九
六
︱
一
八
一
九
）︑
十
一
代
藩
主
斉
義
（
一
七
九
八
︱
一
八
二
八
）︑
十
二

代
藩
主
斉
邦
（
一
八
一
七
︱
一
八
四
一
）
の
治
家
記
録
で
あ
る
『
六
代
治
家
記

録
（
巻
之
十
二
　
徹
山
公
十
二
）』（
宮
城
県
図
書
館
蔵
）
の
明
和
四
年
七
月
十
五
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日
条
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

十
五
日
諸
川
修
理
ニ
労
ア
ル
ヲ
賞
シ
松
前
采
女
ヘ
時
服
三
領
黄
金
二
枚
金

上
玄
蕃
萱
場
勘
解
由
小
嶋
文
右
衛
門
ヘ
各
服
二
領
黄
金
一
枚
馬
淵
小
左
衛

門
吉
田
隼
太
姉
歯
八
郎
右
衛
門
大
石
孫
右
衛
門
熊
善
斎
名
村
金
右
衛
門
望

月
三
郎
兵
衛
齋
藤
忠
兵
衛
永
嶋
運
右
衛
門
金
湏
正
兵
衛
庄
子
武
助
ヘ
各
銀

子
七
枚
ヲ
賜
フ
外
ニ
抜
群
ノ
精
勤
ヲ
賞
シ
采
女
ヘ
刀
勘
解
由
ヘ
服
及
ヒ
銀

子
十
枚
文
右
衛
門
ヘ
服
及
ヒ
銀
子
三
枚
隼
太
ヘ
服
及
ヒ
銀
子
十
五
枚
忠
兵

衛
ヘ
服
及
ヒ
銀
子
五
枚
武
助
ヘ
銀
子
七
枚
ヲ
賜
フ
財
用
ニ
功
ア
ル
ヲ
賞
シ

町
用
達
山
田
屋
太
郎
兵
衛
ヘ
給
米
十
五
人
口
同
水
野
三
郎
兵
衛
ヘ
十
口
同

三
河
屋
長
左
衛
門
多
賀
井
屋
清
左
衛
門
ヘ
各
四
人
口
屋
根
屋
長
左
衛
門
ヘ

三
人
口
ヲ
加
フ
其
他
諸
有
司
ヘ
金
銀
及
ヒ
物
ヲ
賜
フ（

24
）

　
河
川
工
事
で
功
労
の
あ
っ
た
者
に
そ
れ
ぞ
れ
賞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
︒
こ
の
う
ち
用
達
の
筆
頭
は
山
田
屋
太
郎
兵
衛
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
に

も
仙
台
藩
の
用
達
の
商
人
で
あ
る
水
野
三
郎
兵
衛
（
十
口
）︑
三
河
屋
長
左
衛
門
︑

多
賀
井
屋
清
左
衛
門
（
四
人
口
）︑
屋
根
屋
長
左
衛
門
（
三
人
口
）
を
は
じ
め
貢

献
し
た
商
人
に
金
品
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
︒

　
同
書
に
お
い
て
太
郎
兵
衛
が
十
五
人
口
を
賜
っ
て
い
る
点
か
ら
も
︑
こ
の
工

事
に
際
し
て
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
と
き
観
阿
は
三
歳
で
あ

る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
山
田
屋
太
郎
兵
衛
と
は
観
阿
の
父
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
当
時
の
伊
達
家
で
は
請
負
っ
た
諸
地
域
の
河
川
改
修
等
は
当
該
の
村
々
へ

請
負
わ
せ
る
村
請
負
で
あ
っ
た
︒
大
谷
貞
夫
『
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
』

（
一
九
八
六
）
に
よ
れ
ば
︑
仙
台
藩
が
請
負
っ
た
工
事
の
う
ち
村
側
の
資
料
と

し
て
『
吉
岡
家
旧
記
』
を
あ
げ
︑
村
請
負
に
よ
る
金
額
は
幕
府
側
が
見
積
も
っ

た
仕
様
帳
の
金
額
で
は
な
く
︑
藩
側
と
地
元
で
相
対
に
決
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る（

25
）

︒

　
で
は
具
体
的
に
山
田
屋
は
こ
の
工
事
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒
当
時
の
山
田
屋
の
動
向
を
明
和
四
年
四
月
付
の
﹁
一
礼
之
事
﹂（
慶
応
義

塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
蔵
）
か
ら
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

　
　
　
一
礼
之
事

一
　
金
三
百
両
壱
分
永
百
六
拾
六
文
　
　
　
不
動
院
野
村

一
　
金
弐
拾
六
両
弐
分
永
弐
文
七
分
　
　
　
本
郷
村

一
　
金
弐
百
四
拾
弐
両
七
分
永
三
拾
八
文
　
樋
籠
村
　

八
丁
目
村

組
合

一
　
此
度
関
東
筋
川
々
御
普
請
御
手
伝
御
用
松
平
陸
奥
守
様

　
　
被
蒙
仰
候
ニ
付
御
普
請
仕
立
形
之
を
我
等
方
江
其
仰
付
候
処

　
　
右
村
々
地
門
御
普
請
所
之
を
村
々
置
請
に
被
候
成
段
御
対
談
之
上

　
　
書
面
之
金
ニ
而
仕
立
候
貴
殿
方
村
々
引
請
ニ
相
渡
申
所
実
正
也（

26
）

　
こ
の
文
書
は
仙
台
藩
が
担
当
し
た
区
域
の
工
事
を
村
請
負
さ
せ
︑
そ
の
費
用

の
支
払
い
を
山
田
屋
が
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
︒
河
川
の
工
事
の
必
要
に
応
じ
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て
山
田
屋
が
財
政
面
で
仙
台
藩
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
支
払

い
の
内
訳
は
不
動
院
野
村
に
三
百
両
余
︑
本
郷
村
に
二
十
六
両
余
︑
樋
籠
村
と

八
丁
目
村
に
二
百
四
十
二
両
余
で
あ
る
︒

　
資
料
で
は
確
認
で
き
な
い
が
︑
ほ
か
に
も
仙
台
藩
が
担
当
し
た
地
域
の
各
村

に
お
け
る
村
請
負
で
も
︑
そ
の
代
金
を
山
田
屋
が
支
払
い
を
肩
代
わ
り
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
工
事
で
の
仙
台
藩
の
支
出
に
つ
い
て
『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
五
　

徹
山
公
十
五
）』
明
和
七
年
四
月
十
三
日
条
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

宝
暦
五
年
飢
歳
ノ
後
国
用
不
足
加
ル
ニ
明
和
四
年
諸
川
修
理
ノ
命
ニ
ヨ
リ

金
二
千
〘
マ
マ
〙二

万

余
ヲ
費
シ
今
日
ニ
至
リ
借
金
六
十
万
八
千
六
百
八
十

二
方
借
米
二
万
四
千
二
百
石
余
ニ
及
フ（

27
）

　
関
東
諸
川
の
修
理
に
費
や
し
た
仙
台
藩
の
支
出
は
二
十
二
万
両
と
な
り
︑
宝

暦
五
年
の
飢
饉
に
際
し
て
の
借
財
も
含
め
明
和
七
年
時
点
で
仙
台
藩
の
借
金
は

六
十
万
両
に
も
上
っ
て
い
た
︒

　
さ
ら
に
『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
七
　
徹
山
公
十
七
）』
の
安
永
元
年

（
一
七
七
二
）
十
月
二
十
一
日
条
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

用
達
商
山
田
屋
太
郎
兵
衛
江
　
　
戸

ヘ
家
産
ヲ
傾
ケ
財
用
ニ
励
精
ス
因
テ
今
後
十

年
間
毎
年

米
三
百
苞
ヲ
賜
フ（

28
）

　
記
述
か
ら
明
和
四
年
の
河
川
改
修
工
事
に
際
し
て
仙
台
藩
の
用
金
調
達
に
貢

献
し
︑
そ
の
後
も
藩
財
用
に
貢
献
し
た
た
め
︑
安
永
元
年
︑
観
阿
が
八
歳
の
と

き
山
田
屋
は
破
産
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
先
の
明
和
七
年
の

記
述
と
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
山
田
屋
が
河
川
工
事
に
際
し
て
用
立
て
た
金
額
は

相
当
な
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
仙
台
藩
で
は
︑
安
永
元

年
よ
り
向
こ
う
十
年
間
︑
す
な
わ
ち
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）︑
観
阿
が
十
八

歳
の
と
き
ま
で
︑

米
三
百
俵
の
合
力
金
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た（

29
）

︒

　
東
大
寺
に
あ
る
寿
蔵
碑
文
中
︑
俗
称
を
太
郎
兵
衛
と
名
乗
っ
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る（

30
）

︒
こ
の
点
か
ら
観
阿
は
い
っ
と
き
に
せ
よ
山
田
屋
の
当
主
で
あ
っ
た
時

期
を
指
す
も
の
と
判
断
さ
れ
︑
青
年
期
の
観
阿
が
両
替
商
山
田
屋
の
当
主
と
し

て
活
動
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

31
）

︒

　

三
　
四
十
歳
の
観
阿

　
三
十
四
歳
で
妻
子
を
捨
て
出
家
し
た
観
阿
は
俊
乗
房
重
源
（
一
一
二
一
︱

一
二
〇
六
）
に
よ
る
﹁
法
華
勧
進
状
﹂（
東
大
寺
蔵
）
を
所
持
し
︑
浅
草
に
白
醉

庵
を
結
ん
で
過
ご
し
た
︒
そ
の
後
の
行
状
で
判
明
し
て
い
る
こ
と
は
︑
文
化
元

年
（
一
八
〇
四
）
十
月
二
十
七
日
︑
観
阿
四
十
歳
の
と
き
松
平
不
昧
の
大
崎
屋

敷
で
開
催
さ
れ
た
谷
園
中
大
茶
湯
で
︑
茶
席
の
一
つ
利
休
堂
席
を
担
当
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る（

32
）

︒
こ
の
茶
会
が
紹
介
さ
れ
る
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』（
一
九
四
五
）

か
ら
︑
当
日
︑
各
席
を
担
当
し
た
席
名
と
人
物
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒
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看
雲
軒
　
　
不
昧

無
心
斎
　
　
不
昧

藤
下
棚
　
　
本
多
豊
後
守

利
休
堂
　
　
芳
村
物
外

蝸
庵
　
　
　
筑
前
屋
作
右
衛
門

惜
春
亭
　
　
川
村
及
夢

洗
月
亭
　
　
山
口
長
三
郎

土
段
　
　
　
牛
尾
宗
苔

花
畑
腰
掛
　
小
野
屋
喜
久
有（

33
）

　
観
阿
は
本
多
豊
後
守（

34
）

や
牛
尾
宗
苔
（
生
没
年
不
詳

（
35
）

）
ら
と
四
十
歳
の
頃
に
は

面
識
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
こ
で
花
畑
腰
掛
の
茶
席
を
担
当
し
て
い
る
小
野
屋
喜
久
有
な
る
人
物
に
注

目
す
る
︒
小
野
屋
喜
久
有
の
茶
席
に
つ
い
て
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
に
は
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

花
畑
腰
掛
　
小
野
屋
喜
久
有
　
不
時
に
持
出

時
代
薬
罐
　
三
竹
自
在
釣

唐
物
大
海
茶
入
　
萩
茶
碗
　
象
牙
茶
杓

菓
子
　
も
ろ
こ
し
饅
頭
　
求
肥
衣
か
け（

36
）

　
園
内
の
花
畑
の
腰
掛
で
一
席
を
設
け
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
不
時
に
持
出
﹂
と

あ
る
こ
と
か
ら
︑
急
遽
参
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
水
指
の
代
わ
り
に
時

代
薬
罐
を
用
い
︑
野
点
の
趣
向
で
︑
竹
を
三
本
組
ん
で
自
在
を
用
い
て
釣
釜
と

し
た
︒
茶
入
は
唐
物
の
平
た
い
形
状
の
大
海
を
用
い
︑
茶
碗
は
萩
焼
で
あ
る
︒

菓
子
は
も
ろ
こ
し
の
饅
頭
に
求
肥
を
薄
く
し
た
も
の
を
掛
け
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
小
野
屋
喜
久
有
と
は
﹁
北
﹂
の
草
書
体
が
﹁
小
﹂
に
似
て
い
る
た
め
の
読
み

間
違
い
と
考
え
た
と
き
︑
北
野
屋
喜
久
有
と
読
め
る
︒

　
と
こ
ろ
で
佐さ

原は
ら

鞠き
く

塢う

（
一
七
六
二
︱
一
八
三
一
︒
以
下
︑
鞠
塢
）
に
よ
り
文
化

元
年
六
月
に
公
刊
さ
れ
た
『
盛
音
集
』
が
あ
る
︒
同
書
は
鞠
塢
の
剃
髪
を
記
念

し
て
︑
交
流
の
あ
っ
た
儒
者
︑
詩
人
ら
が
寄
稿
し
た
詩
文
集
で
あ
る
︒
跋
文
に

は
鞠
塢
の
署
名
が
あ
り
︑
北
野
屋
鞠
塢
と
な
っ
て
い
る（

37
）

︒
不
昧
に
よ
る
谷
園
中

大
茶
湯
が
十
月
で
あ
り
︑
こ
の
当
時
︑
鞠
塢
は
北
野
屋
鞠
塢
と
い
う
名
で
通
用

し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
小
野
屋
喜
久
有
と
は
︑
や
は
り
北
野
屋
鞠
塢
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
鞠
塢
は
も
と
も
と
仙
台
の
人
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
江
戸
に
出
て
道
具
商
な

ど
を
し
て
過
ご
す
︒
し
か
し
幕
府
の
咎
を
受
け
︑
そ
の
後
は
百
花
園
を
開
園
す

る
こ
と
と
な
る
︒
鞠
塢
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
ご
ろ（

38
）

︑
隅
田
川
焼
の
開
窯

を
記
念
し
て
﹁
す
み
た
川
花
や
し
き
﹂
の
半
紙
八
丁
を
発
行
し
︑
都
鳥
の
香
合

を
配
っ
た
と
さ
れ
る
︒
半
紙
八
丁
に
は
月
令
花
鳥
信
一
丁
半
︑
乾
山
系
図
二
丁
︑

扁
額
筆
者
名
半
丁
︑
花
屋
敷
全
図
四
丁
が
書
か
れ
て
い
る
︒
花
屋
敷
全
図
の
西

北
隅
に
乾
山
窯
が
書
か
れ
て
お
り
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
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梅
屋
園
中
︑
傚
乾
山
窯
︑
隅
田
川
以
土
陶
器
製
始
︑
抱
一
上
人
依
命
︑
光

琳
碑
妙
顕
寺
建
因
縁
ニ
ヨ
ツ
テ
︑
陶
器
ヲ
製
ス
ル
薬
法
ハ
光
琳
家
ヨ
リ
譲

受
︑
亦
伊
八
乾
山
ノ
薬
法
ノ
直
書
ヲ
浅
草
観
阿
雅
君
ヨ
リ
譲
受
所
持
ス（

39
）

　
観
阿
は
所
持
し
た
尾
形
乾
山
（
一
六
六
三
︱
一
七
四
三
）
に
よ
る
陶
器
の
薬

法
書
を
鞠
塢
に
与
え
て
お
り
︑
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
ま
た
両
者
の
交
流
に
つ
い
て
は
先
述
の
『
盛
音
集
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
（
読
み
下
し
は
高
橋
忠
彦
氏
の
教
示
に
よ
る
）︒

堤
草
　
観
阿

随
水
長
堤
護
野
田
閑
身
蹋
遍
草
芊
々
不
煩
稚
子
持
床
子
自
是
天
然
好
緑
氈（

40
）

（
水
に
随
う
長
堤
︑
野
田
を
護
る
︒
閑
身
︑
蹋
遍
し
草
芊
々
た
り
︒
稚
子
に
床

子
を
持
つ
の
を
煩
わ
さ
ず
︒
自
ず
か
ら
是
︑
天
然
の
好
緑
氈
た
り
︒）

　
こ
の
漢
詩
は
観
阿
に
よ
っ
て
隅
田
川
の
情
景
を
七
言
絶
句
に
詠
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
︒
観
阿
と
鞠
塢
の
交
流
に
つ
い
て
は
文
化
元
年
す
な
わ
ち
観
阿
四
十
歳

以
前
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
鞠
塢
が
元
道
具
商
で
あ
っ
た
こ
と
と
年

齢
も
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
親
し
く
交
流
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
不
昧
の
下
に
観
阿
や
鞠
塢
を
は
じ
め
と
す
る
人
物
が
参
会
し
て
い
た
︒
特
に

観
阿
は
不
昧
の
茶
会
に
四
十
回
以
上
︑
参
会
し
て
い
た
と
さ
れ
る（

41
）

︒
そ
こ
で
現

在
︑
不
昧
の
茶
会
記
中
︑
参
会
し
た
客
の
氏
名
が
判
明
す
る
茶
会
記
は
『
古
今

茶
湯
集
』（
一
九
一
七

（
42
）

）
お
よ
び
先
出
の
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
で
あ
る
︒
以

上
の
茶
会
記
か
ら
観
阿
が
招
か
れ
た
茶
会
と
同
席
し
た
客
を
一
覧
に
し
た
の
が

表
2
（
文
末
）
で
あ
る
︒

　
こ
こ
に
挙
げ
た
三
十
三
回
の
う
ち
谷
園
中
大
茶
湯
を
除
く
三
十
二
回
の
茶
会

は
観
阿
四
十
二
歳
以
降
の
も
の
で
あ
り
︑
先
述
の
谷
園
中
大
茶
湯
で
茶
席
を
担

当
し
た
山
口
長
三
郎
（
五
回
）︑
筑
前
屋
作
右
衛
門
（
三
回
）︑
牛
尾
宗
苔
（
三

回
）
と
同
席
し
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
ほ
か
不
昧
の
長
男
︑
松
平
斉
恒
（
月
潭
／

一
七
九
一
︱
一
八
二
二
︒
一
回
）︑
根
土
宗
静
（
十
一
回
）︑
伏
見
屋
甚
右
衛
門

（
三
回
）
と
い
っ
た
︑
不
昧
を
取
り
巻
く
人
々
と
交
際
範
囲
の
広
が
り
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る（

43
）

︒

　
観
阿
の
所
持
品
に
も
不
昧
の
箱
墨
書
の
あ
る
作
品
が
み
ら
れ
る
︒
そ
の
例
で

は
現
在
︑
福
岡
市
美
術
館
が
所
蔵
す
る
高
麗
堅
手
茶
碗
銘
﹁
雨
漏
﹂（
図
1
）

が
あ
る
︒

　
茶
碗
を
収
納
す
る
塗
箱
の
甲
に
は
金
粉
字
で
﹁
雨
漏
﹂
と
あ
り
︑
裏
に
は

く
ち
ぬ
る
の
い
ほ
り
乃

軒
の
ひ
ま
と
め
て

　
　
も
り
く
る
雨
の

　
　
あ
し
の
八
重
ふ
き

と
蒔
絵
さ
れ
︑
不
昧
に
よ
る
字
形
で
あ
る
（
図
1
︱

2
）︒
外
箱
に
は
観
阿
に
よ
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り

白
醉
庵

　
所
持
（
花
押
）

と
書
か
れ
て
い
る
（
図
1
︱

3
）︒
書
か
れ
た
年
代
は
筆
跡
お
よ
び
花
押
の
形
状

か
ら
お
お
よ
そ
七
十
歳
代
と
推
定
さ
れ
る
︒

　
こ
の
ほ
か
︑
不
昧
に
よ
り
﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
と
讃（

44
）

が
書
か
れ
た
︑
狩
野
惟

信
（
養
川
院
／
一
七
五
三
︱
一
八
〇
八
）
に
よ
る
﹁
阿
弥
陀
如
来
像
﹂（
図
2
）

が
あ
る
︒

　
こ
の
作
品
を
収
納
す
る
箱
墨
書
に
は

讃
　
　
一
々
君
御
筆
　
弥
山
（
花
押
）

尊
像
　
養
川
院
筆

と
書
か
れ
て
お
り
︑
観
阿
の
息
子
で
あ
る
弥
山
（
信
䩜
／
生
没
年
不
詳
）
に
よ

る
︒
ま
た
観
阿
の
妻
観
勢
に
よ
る
箱
墨
書
が
あ
る
作
品
で
は
︑
大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
十
一
月
二
十
日
よ
り
二
十
二
日
ま
で
︑
東
京
三
越
で
開
催
さ
れ

た
松
平
不
昧
の
百
年
忌
大
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た

同
〘
不
昧
〙公
宗
苔
宛
之
文
箱
書
観
阿
妻
観
勢（

45
）

図 1　高麗堅手茶碗銘「雨漏」
（福岡市美術館蔵）

図 1-2（下左）　「雨漏」を収納する箱裏
（福岡市美術館蔵）

図 1-3（下右）　箱墨書（福岡市美術館蔵）



44

が
あ
る
︒
こ
の
作
品
は
不
昧
と
交
流
の
あ
っ
た
牛
尾
宗
苔
へ
の
消
息
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
観
阿
の
旧
蔵
品
で
あ
っ
た
も
の
に
弥
山
や
観
勢
が
箱
書
を
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
︑
観
阿
が
重
宝
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
両
者
の
交
流
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
︑
時
期
は
不
明
な
が
ら
不
昧
が
観
阿
に

﹁
楽
中
苦 

苦
中
楽
﹂
の
扁
額
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る（

46
）

︒

　
不
昧
は
無
学
宗
衍
（
一
七
二
一
︱
一
七
九
一
）︑
大
巓
宗
碩
（
一
七
三
五
︱

一
七
九
八
）︑
寰
海
宗
晙
（
一
七
五
二
︱
一
八
一
七
）︑
大
鼎
宗
允
（
一
七
七
五
︱

一
八
三
二
）
に
参
禅
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
禅
と
の
関
係
か
ら
︑
こ
の
語
に
該

当
す
る
も
の
で
は
『
碧
巌
録
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
同
書
は
雪
竇
重
顕

（
九
八
〇
︱
一
〇
五
二
）
に
よ
り
選
ば
れ
た
公
案
百
則
に
︑
垂
示
︑
著
語
︑
評
唱

が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
︑
圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
︱
一
一
三
五
）
に
よ
り
編
纂

さ
れ
た
禅
語
録
で
あ
る
︒

　
同
書
の
第
八
十
三
則
﹁
雲
門
古
佛
與
露
柱
相
交
﹂
で
雪
竇
禅
師
の
頌
に
は
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

南
山
雲
︑
北
山
雨
︑
四
七
二
三
面
相
睹
︒
新
羅
国
裏
曾
上
堂
︑
大
唐
国
裏

未
打
鼓
︒
苦
中
楽
︑
楽
中
苦
︑
誰
道
黃
金
如
糞
土（

47
）

︒

南
山
の
雲
︑
北
山
の
雨
︑
四よ
ん

七し
ち

二じ

三そ
う

面
ま
の
あ
たり

相そ
う

睹み

る
︒
新
羅
国
裏
曾
て
上
堂
︑

大
唐
国
裏
未
だ
鼓
を
打
せ
ず
︒
苦
中
の
楽
︑
楽
中
の
苦
︑
誰
か
道い

う
黄
金

糞
土
の
如
し
と
︒

　
雪
竇
に
よ
る
﹁
苦
中
楽
　
楽
中
苦
﹂
の
意
味
は
苦
も
楽
も
生
き
方
に
変
化
し

図2　狩野養川院画、 松平不昧讃 「阿弥陀如来像」
（個人蔵）
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な
い
こ
と
で
あ
る
︒
不
昧
は
そ
の
並
び
を
逆
に
し
て
扁
額
を
書
し
た
︒
こ
の
こ

と
は
苦
楽
が
逆
に
な
ろ
う
と
も
︑
生
き
方
に
変
化
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒

　
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）︑
不
昧
は
仙
台
藩
六
代
藩
主
伊
達
宗
村
の
娘

（

楽
院
／
一
七
五
二
︱
一
八
二
九
）
を
室
に
迎
え
て
い
る
︒
仙
台
藩
と
観
阿
お
よ
び

父
太
郎
兵
衛
は
両
替
商
の
立
場
と
し
て
関
係
が
深
か
っ
た
︒
不
昧
が
観
阿
に

﹁
楽
中
苦 

苦
中
楽
﹂
の
扁
額
を
与
え
た
の
は
山
田
屋
の
顚
末
を
踏
ま
え
て
い
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
現
在
︑ 

個
人
が
所
蔵
す
る
吉
村
観
阿
共
筒
茶
杓
銘 

﹁
四
十
雀
﹂︑ 

岡

田
雪
台
作
共
筒
茶
杓
銘
﹁
山
雀
﹂︑
合
作
二
本
が
あ
る（

48
）

︒
岡
田
雪
台
（
一
七
九
九

︱
一
八
七
三
）
と
は
一
時
︑
不
昧
の
養
子
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る（

49
）

︒

　
四
十
雀
の
筒
に
は

四
十
雀
　
白
醉
庵

　
　
　
　
　
㐂
翁

　
　
　
　
　
観
阿
（
花
押
）

と
書
か
れ
る
（
図
3
）︒
署
名
に
﹁
㐂
翁
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
当
時
七
十
七

歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
ま
た
箱
甲
に
は
雪
台
の
筆
で

山
雀
　
　
自
作

四
十
雀
　
白
醉
翁
作

と
あ
る
︒

　
裏
の
墨
書
は
観
阿
の
筆
で

山
雀
　
　
岡
田
宗
夕
侯
作

四
十
雀
　
　
愚
作
　
　
　
　
白
醉
庵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
苦
楽
翁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誌
之
（
花
押
）

図 3（左）　吉村観阿、岡田雪台合作茶杓のうち、観
阿作の銘「四十雀」（個人蔵）

図 3-2　「四十雀」を収納する箱の墨書（個人蔵）
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と
書
か
れ
て
い
る
（
図
3
︱

2
）︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
二
本
の
共
筒
茶
杓
は
︑

観
阿
の
喜
寿
を
記
念
に
し
て
作
ら
れ
た
合
作
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
観
阿
と
雪
台
の
交
流
は
︑
観
阿
が
若
い
こ
ろ
不
昧
と
親
し
く
し
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
︑
後
年
は
不
昧
の
周
辺
に
あ
っ
た
雪
台
を
含
む
人
物
ら
と
交
渉
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

四
　
結
　
び

　
観
阿
の
生
家
は
江
戸
丸
屋
町
の
両
替
商
で
あ
る
山
田
屋
で
あ
る
︒
勧
学
院
の

寿
蔵
碑
文
に
よ
れ
ば
観
阿
の
六
世
前
の
先
祖
は
奈
良
の
出
身
で
あ
っ
た（
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︒
本
研

究
に
よ
り
そ
の
後
︑
観
阿
の
父
太
郎
兵
衛
の
と
き
に
は
仙
台
藩
の
用
達
を
つ
と

め
る
ま
で
の
両
替
商
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

　
父
太
郎
兵
衛
と
仙
台
藩
と
は
伊
達
吉
村
在
世
中
よ
り
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
を

確
認
し
た
︒
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）︑
す
な
わ
ち
観
阿
が
三
歳
の
と
き
︑
仙

台
藩
と
広
島
藩
が
幕
府
よ
り
命
じ
ら
れ
た
関
東
筋
川
々
の
工
事
に
お
い
て
山
田

屋
は
仙
台
藩
の
用
金
調
達
と
し
て
財
用
で
貢
献
し
た
︒
そ
の
貢
献
と
は
工
事
の

村
請
負
で
発
生
す
る
費
用
を
支
払
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
具
体
的
な
事
例
と
し
て

山
田
屋
は
樋
籠
村
な
ど
の
四
村
に
そ
の
費
用
を
支
払
っ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な

村
請
負
へ
の
支
出
は
他
の
村
々
で
も
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
工
事

の
後
も
仙
台
藩
に
財
用
で
貢
献
し
た
た
め
︑
安
永
元
年
に
山
田
屋
は
家
財
を
傾

け
︑
同
藩
よ
り
向
こ
う
十
年
間
︑
毎
年
稟
米
三
百
俵
を
支
給
さ
れ
て
い
た
︒
し

か
し
こ
の
稟
米
も
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
観
阿
の

幼
少
期
︑
生
家
の
山
田
屋
は
破
産
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
と
な
っ

た
︒
そ
の
後
の
行
状
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
が
︑
若
か
り
し
頃
の
一
時
︑

観
阿
は
山
田
屋
の
当
主
で
あ
っ
た
︒

　
三
十
四
歳
で
出
家
し
て
よ
り
の
観
阿
は
多
く
の
器
物
を
所
有
し
︑
道
具
の
目

利
き
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
︒
観
阿
は
当
初
道
具
を
不
昧
に
取
り
次
ぎ
︑
不
昧

没
後
は
翠
濤
を
は
じ
め
多
く
の
大
名
や
知
友
に
道
具
を
取
り
次
ぎ
生
計
を
立
て

て
い
た
︒
四
十
歳
の
時
点
で
不
昧
や
鞠
塢
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

た
︒

　
不
昧
は
観
阿
を
寵
遇
し
た
が
︑
そ
の
理
由
は
単
に
観
阿
の
奇
行
を
好
ん
だ
こ

と
や
道
具
の
取
り
次
ぎ
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
不
昧
は
正
室
を
伊

達
家
か
ら
迎
え
︑
観
阿
の
生
家
山
田
屋
は
仙
台
藩
と
関
係
の
深
い
両
替
商
で

あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
不
昧
は
観
阿
の
生
家
の
事
情
を
踏
ま
え
︑
知
遇
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
観
阿
に
と
っ
て
不
昧
と
の
交
流
は
︑
多
く
の
茶
会
に
参

会
し
良
き
器
物
を
拝
見
す
る
こ
と
で
︑
眼
力
を
養
う
機
会
と
な
っ
た
︒
ま
た
不

昧
の
茶
会
で
同
席
し
た
諸
大
名
や
富
裕
な
商
人
︑
道
具
商
と
の
交
流
は
後
年
︑

観
阿
が
江
戸
で
茶
の
湯
道
具
を
取
り
次
ぎ
す
る
際
︑
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
︱
ク
の
基

礎
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
二
月
二
十
九
日
︑
江
戸
で
明
和
の
大
火

が
あ
っ
た
︒
こ
の
火
事
で
は
江
戸
の
両
替
商
の
播
磨
屋
新
右
衛
門
の
居
宅
と
店

蔵
四
つ
が
類
焼
し
た
︒
こ
の
と
き
播
磨
屋
に
は
多
く
の
知
友
か
ら
火
事
見
舞
い
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が
届
け
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
播
磨
屋
中
井
家
の
記
録
で
あ
る
『
播
磨
屋
中
井
家
永

代
帳
』（
一
九
八
二
）
を
み
る
と

一
　
茶
わ
ん
五
ツ
　
山
田
や
〘
マ
マ
〙太
郎
兵
衛
殿（

51
）

と
あ
り
︑
山
田
屋
太
郎
兵
衛
は
播
磨
屋
に
見
舞
い
と
し
て
茶
碗
五
つ
を
贈
っ
て

い
る
︒
明
和
九
年
は
観
阿
八
歳
の
と
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
太
郎
兵
衛
と

は
観
阿
の
父
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
後
年
︑
観
阿
と
播
磨
屋
と
の
関
係
に
つ
い
て
﹁
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
﹂

で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

大
津
茶
入
︒
藤
浪
茶
入
︒
神
楽
岡
茶
入
︒
呉
竹
茶
入
︒
點
〘
轉
〙

合
庵
茶
入
︒
青

磁
一
閑
人
香
炉
︒
同
夕
端
山
花
入
︒
白
〘
伯
〙

庵
茶
碗
︒
右
八
品
堀
田
様
よ
り
御

払
出
し
に
て
墨
屋
良
助
買
受
け
樽
屋
へ
売
渡
し
た
り
其
代
金
二
千
両
を
手

形
に
て
播
磨
屋
新
右
衛
門
方
よ
り
引
換
可
申
仕
組
に
い
た
し
一
時
観
阿
へ

預
け
置
き
翌
朝
道
具
を
持
参
手
形
の
通
り
金
子
受
取
済
と
な
る
樽
屋
と
申

者
は
人
の
せ
ぬ
事
し
て
大
造
な
る
品
物
を
能
く
も
買
取
り
し
を
後
に
て
驚

け
り（

52
）

　
大
津
茶
入
︑
藤
浪
茶
入
︑
神
楽
岡
茶
入
︑
呉
竹
茶
入
︑
轉
合
庵
茶
入
（
別
名
︑

於
大
名
︒
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）︑
青
磁
一
閑
人
香
炉
︑
青
磁
夕
端
山
花
入
（
梅

澤
記
念
館
蔵
）︑
伯
庵
茶
碗
な
ど
を
堀
田
相
模
守
家
か
ら
樽
與
左
衛
門
に
譲
渡

し
た
と
き
︑
観
阿
が
関
与
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒

　
こ
の
う
ち
堀
田
相
模
守
が
所
蔵
し
た
伯
庵
茶
碗
と
は
伯
庵
茶
碗
銘
﹁
冬
木
﹂

（
五
島
美
術
館
蔵
）
で
あ
る
︒
こ
の
茶
碗
に
つ
い
て
『
大
正
名
器
鑑
（
八
）』
で

は
『
伏
見
屋
覚
書
』
を
紹
介
し
て
お
り
︑
同
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
と
さ
れ
る
︒

冬
木
喜
平
次
所
持
︑
堀
田
相
州
公
︑
其
後
樽
與
左
衛
門
所
持
︑
其
後
文
化

の
頃
本
屋
惣
吉
よ
り
被
為
召
代
千
両（

53
）

　
こ
の
茶
碗
は
本
屋
惣
吉
（
了
我
）
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
文
化
年
間
に
不
昧

が
入
手
し
て
い
る
︒
堀
田
家
か
ら
樽
與
左
衛
門
が
所
持
す
る
ま
で
の
期
間
は
文

化
年
間
以
前
で
あ
り
︑
観
阿
が
四
十
歳
以
前
か
ら
四
十
歳
代
の
出
来
事
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
取
引
と
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒
観
阿
が
一
時
︑
作
品
を

預
か
り
︑
そ
の
間
︑
樽
が
振
り
出
し
た
手
形
を
播
磨
屋
で
引
き
換
え
す
る
︒
そ

し
て
翌
朝
︑
観
阿
が
樽
に
作
品
を
納
品
し
︑
墨
屋
良
助
（
生
没
年
不
詳
）
は
播

磨
屋
か
ら
金
銭
を
受
け
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
取
引
の
仲
介
に
観
阿
の
存
在
を
可
能
に
し
た
の
は
︑
観
阿
の
生

家
が
山
田
屋
で
あ
り
︑
観
阿
の
父
と
播
磨
屋
と
の
関
係
も
大
き
く
影
響
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
生
家
が
山
田
屋
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
同
業
も
し
く
は
商
家
か
ら
信
任
を
得
る
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点
で
も
大
き
く
作
用
し
︑
目
利
き
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
観
阿
が
江
戸
に
お

い
て
︑
道
具
の
取
り
次
ぎ
で
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒

謝
辞
：
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
東
大
寺
︑
上
野
道
善
師
︑
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
︑
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
︑
宮
城
県
図
書
館
︑
福
岡
市
美
術
館
︑

個
人
の
ご
所
蔵
家
の
皆
様
︑
同
志
社
大
学
ラ
ー
ネ
ッ
ド
記
念
図
書
館
︑
漢
文
の
読
み
下
し
を

ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
東
京
学
芸
大
学
教
授
高
橋
忠
彦
先
生
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

付
記
：
本
研
究
成
果
は
平
成
二
十
九
年
度
髙
梨
学
術
奨
励
基
金
・
若
手
研
究
助
成
（
美
術
史
）

﹁
近
世
江
戸
時
代
後
期
の
美
術
品
と
移
動
に
関
す
る
研
究
︱
︱
溝
口
家
を
起
点
に
﹂
に
よ
る
︒

註（
1
）  

従
来
の
研
究
で
は
父
の
代
に
芳
村
に
改
め
た
経
緯
か
ら
芳
村
ま
た
は
吉
村
と
表
記
さ

れ
る
が
︑
本
稿
で
は
晩
年
に
法
隆
寺
に
寄
進
し
た
額
箱
に
本
人
が
﹁
吉
村
﹂
を
自
署
と

し
て
用
い
て
い
た
点
か
ら
本
来
の
吉
村
と
表
記
す
る
︒

（
2
）  

宮
武
慶
之
﹁
白
醉
庵
吉
村
観
阿
に
つ
い
て
﹂『
日
本
研
究
』
第
五
四
集
（
国
際
日
本
研

究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
七
年
）︑
三
九
︱
七
七
頁
︒

（
3
）  

東
大
寺
勧
学
院
に
あ
る
観
阿
の
寿
蔵
碑
文
は
亀
田
鵬
斎
（
一
七
五
二
︱
一
八
二
六
）

に
よ
る
も
の
で
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

 
 

﹁
然
而
自
少
時
既
有
出
離
世
間
捨
妄
帰
真
之
念
︑
遂
棄
懐
妊
之
婦
︑
遺
環
膝
之
孩
︑
剃

髪
着
緇
︑
出
家
而
不
反
︑
乃
結
団
蕉
子
郭
北
浅
草
而
居
于
此
︑
命
其
庵
曰
白
醉
庵
﹂

 

ま
た
没
後
に
向
島
弘
福
寺
に
は
観
阿
と
妻
で
あ
る
観
勢
の
墓
が
あ
っ
た
︒
吉
原
の
名
主

で
あ
っ
た
西
村
藐
庵
（
一
七
八
四
︱
一
八
五
三
）
に
よ
る
墓
標
に
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
︒

 
 

﹁
既
に
壮
年
に
及
ふ
頃
ほ
ひ
︑
離
世
帰
真
の
意
あ
り
て
︑
自
ら
剃
髪
し
居
を
浅
草
に
占

て
︑
世
塵
を
払
ひ
︑
常
に
田
甫
を
愛
玩
す
る
こ
と
に
於
て
清
高
の
名
称
著
れ
︑
貴
賤
の

雅
客
柴
門
に
湊
ふ
﹂

（
4
）  

中
野
三
敏
︑
菊
竹
淳
一
編
『
相
見
香
雨
集
（
四
）』
青
裳
堂
書
店
︑
一
九
九
六
年
︑

二
八
八
︱
三
〇
一
頁
︒

（
5
）  

三
遊
亭
円
朝
口
演
︑
酒
井
昇
造
速
記
『
熱
海
土
産
温
泉
利
書
』
金
泉
堂
︑
一
八
八
九
年
︑

八
六
︱
八
七
頁
︒

（
6
）  

小
島
政
二
郎
︑
池
田
弥
三
郎
︑
尾
崎
秀
樹
監
修
﹁
三
遊
亭
円
朝
年
譜
﹂『
三
遊
亭
円
朝

全
集
（
別
巻
　
図
録
・
資
料
集
）』
角
川
書
店
︑
一
九
七
六
年
︑
三
二
︱
三
七
頁
︒

（
7
）  

中
井
浩
水
﹁
觀
阿
作
苦
樂
銘
の
茶
盌
﹂『
日
本
美
術
工
芸
』
第
一
六
四
号
（
日
本
美
術

工
芸
社
︑
一
九
五
二
年
）︑
五
五
頁
︒

（
8
）  

忘
我
逸
人
﹁
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
﹂『
名
家
談
叢
』
第
一
四
号
（
談
叢
社
︑

一
八
九
六
年
）︑
四
八
頁
︒

（
9
）  

前
掲
註
（
2
）
宮
武
慶
之
﹁
白
醉
庵
吉
村
観
阿
に
つ
い
て
﹂︒

（
10
）  

『
戯
画
肖
像
並
略
伝
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
︑
請
求
記
号
溝
口
家
史
料
︱
1
6
9
︒

（
11
）  

佐
々
久
﹁
仙
台
藩
の
財
政
と
蔵
元
（
三
）﹂『
仙
台
郷
土
史
研
究
』
第
二
三
巻
第
三
号

四
号
合
併
号
（
仙
台
郷
研
究
会
︑
一
九
六
五
年
）︑
一
︱
一
二
頁
︒

（
12
）  

松
平
家
編
輯
部
編
『
松
平
不
昧
伝
（
中
）』
慶
文
堂
書
店
︑
一
九
一
七
年
︑
一
七
六
頁
︒

（
13
）  

高
橋
梅
園
『
茶
禅
不
昧
公
』
宝
雲
舎
︑
一
九
四
四
年
︑
二
二
〇
頁
︒

（
14
）  

前
掲
註
（
10
）『
戯
画
肖
像
並
略
伝
』︒

（
15
）  

前
掲
註
（
4
）『
相
見
香
雨
集
（
四
）』
二
九
〇
頁
︒

（
16
）  
三
井
高
雄
『
新
稿
両
替
年
代
記
関
鍵
（
巻
一
　
資
料
編
）』
岩
波
書
店
︑
一
九
三
三
年
︑

二
八
八
頁
お
よ
び
三
〇
三
頁
︒

（
17
）  

前
掲
註
（
4
）『
相
見
香
雨
集
（
四
）』
二
九
〇
頁
︒

（
18
）  

古
板
江
戸
圖
集
成
刊
行
会
編
『
古
板
江
戸
圖
集
成
（
四
）』
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
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二
〇
〇
二
年
︑
九
七
頁
︒

（
19
）  

『
獅
山
公
治
家
記
録
続
編
巻
之
十
』
宝
暦
二
年
一
月
九
日
条
︑
宮
城
県
図
書
館
蔵
︑
請

求
記
号
K
D
2
0
9
︱
口
1
︒

（
20
）  

須
永
重
光
『
陸
奥
國
郡
村
石
高
並
常
陸
國
近
江
國
等
金
穀
方
職
鑑
』
仙
台
藩
史
料
刊

行
会
︑
一
九
五
三
年
︑
七
六
頁
︒

（
21
）  

同
書
︑
一
二
八
頁
︒

（
22
）  

『
柳
営
日
次
記
』
明
和
四
年
正
月
二
十
九
日
条
︒

（
23
）  

『
六
代
治
家
記
録
』
明
和
四
年
六
月
十
五
日
条
︒
宮
城
県
図
書
館
蔵
︑
請
求
記
号

K
D
2
0
9
︱
口
1
︱
3
1
2
3
︒

（
24
）  

『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
二
　
徹
山
公
十
二
）』
明
和
四
年
七
月
十
五
日
条
︒
宮
城

県
立
図
書
館
蔵
︑
請
求
記
号
K
D
2
0
9
︱
口
1
︱
3
1
2
3
︒

（
25
）  

大
谷
貞
夫
『
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
』
雄
山
閣
出
版
︑
一
九
八
六
年
︑
一
四
六
︱

一
四
七
頁
︒

（
26
）  

﹁
一
礼
之
事
　
関
東
筋
川
々
松
平
陸
奥
守
御
手
伝
普
請
の
義
四
个
村
地
御
普
請
所
引

請
に
付
渡
す
金
子
の
事
﹂
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
蔵
︑
史
料
番
号

M
S
0
8
4
0
2
0
3
3
︒

（
27
）  

『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
五
　
徹
山
公
十
五
）』
明
和
七
年
四
月
十
三
日
条
︑
宮
城

県
立
図
書
館
蔵
︒
請
求
記
号
K
D
2
0
9
︱
口
1
︱
3
1
2
3
︒

（
28
）  

『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
七
　
徹
山
公
十
七
）』
安
永
元
年
十
月
二
十
一
日
条
︑
宮

城
県
立
図
書
館
蔵
︒
請
求
記
号
K
D
2
0
9
︱
口
1
︱
3
1
2
5
︒

（
29
）  

中
井
信
彦
『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
︱
︱
宝
暦
・
天
明
期
の
経
済
政
策
と
商
品
流
通
』

塙
書
房
︑
一
九
七
一
年
︑
一
五
八
頁
︒

 
 

同
書
で
中
井
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

 
 

﹁
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
︑
同
藩
が
江
戸
の
御
用
達
山
田
屋
太
郎
兵
衛
に
対
し
て

向
う
一
〇
年
間
︑
蔵
米
三
〇
〇
俵
を
支
給
す
る
こ
と
を
始
め
た
の
も
︑
新
規
借
入
の
た

め
に
債
務
を
踏
倒
さ
れ
て
倒
産
し
た
在
来
の
利
貸
御
用
商
人
へ
の
代
償
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹂

（
30
）  

寿
蔵
碑
文
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒﹁
初
名
明
昭
︑
俗
称
太
郎
兵
衛
﹂

（
31
）  

仙
台
藩
八
代
藩
主
伊
達
斉
村
（
一
七
七
五
︱
一
七
九
六
）
の
治
家
記
録
で
あ
る
『
六

代
治
家
記
録
（
巻
之
三
十
二
　
桂
山
公
二
）』
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
二
月
二
十
八
日

条
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

 
 

﹁
勘
定
奉
行
濱
尾
文
左
衛
門
ヘ
山
田
屋
太
兵
衛
ヨ
リ
金
十
四
万

余
ノ
負
債
遷
延
ニ

ヨ
リ
幕
府
ヘ
訴
ン
ト
ス
文
左
衛
門
周
旋
尽
力
シ
四
万
三
千

ノ
総
額
ト
為
シ
年
賦
ニ
償

却
ス
ル
ヲ
賞
シ
銀
子
ヲ
賜
フ
﹂

 
 

濱
尾
文
左
衛
門
は
賞
と
し
て
銀
子
を
賜
っ
た
︒
理
由
は
︑
山
田
屋
太
兵
衛
な
る
人
物

が
十
四
万
両
余
の
負
債
遷
延
に
よ
り
幕
府
に
訴
え
よ
う
と
し
た
の
を
︑
文
左
衛
門
が
周

旋
尽
力
し
︑
四
万
三
千
両
の
総
額
と
な
し
︑
年
賦
償
却
す
る
こ
と
に
約
定
し
た
功
に
よ

る
も
の
で
あ
る
︒
仙
台
藩
と
用
達
で
あ
っ
た
両
替
商
の
関
係
を
考
え
た
と
き
︑
佐
々
が

指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
山
田
屋
と
は
江
戸
の
両
替
商
で
あ
る
山

田
屋
太
郎
兵
衛
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
寛
政
三
年
は
観
阿
二
十
七
歳
に
あ
た
る
︒

（
32
）  

不
昧
の
谷
園
中
大
茶
湯
で
︑
利
休
堂
の
茶
席
を
観
阿
が
担
当
し
て
い
る
︒
当
日
︑
茶

席
で
使
用
さ
れ
た
掛
物
に
は
西
行
に
よ
る
歌
﹁
世
を
い
と
ふ
こ
と
こ
そ
﹂
が
掛
け
ら
れ

た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
歌
は
西
行
歌
集
で
は
所
収
さ
れ
な
い
︒
そ
こ
で
松
永
安
左

衛
門
（
耳
庵
／
一
八
七
五
︱
一
九
七
一
）
に
よ
る
粟
田
有
聲
庵
編
『
茶
道
三
年
』
下
巻
（
飯

泉
甚
兵
衛
︑
一
九
三
八
年
︑
五
四
頁
）
に
は
﹁
掃
雲
臺
の
朝
茶
﹂
と
し
て
昭
和
十
二
年

八
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
益
田
孝
（
鈍
翁
／
一
八
四
八
︱
一
九
三
八
）
に
よ
る
茶

会
の
記
録
が
あ
る
︒
当
日
の
床
の
間
に
は
西
行
の
一
首
と
し
て
﹁
よ
を
い
と
ふ
こ
と
こ

そ
ひ
と
の
か
た
か
ら
め
つ
き
も
て
あ
そ
ふ
な
さ
け
た
に
な
し
﹂
が
掛
け
ら
れ
た
︒
観
阿

が
茶
会
で
使
用
し
た
掛
物
は
本
幅
と
同
定
さ
れ
る
︒

（
33
）  
加
藤
義
一
郎
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
雅
俗
山
荘
校
刊
︑
一
九
四
五
年
︑
八
九
︱
九
二
頁
︒

（
34
）  
忘
我
逸
人
﹁
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
（
続
）﹂『
名
家
談
叢
』
第
一
六
号
（
談

叢
社
︑
一
八
九
六
年
）︑
四
九
頁
︒

 
 

同
書
に
は
本
多
豊
後
守
の
父
駿
河
守
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

 
 

﹁
本
多
豊
後
守
様
御
養
父
御
隠
居
駿
河
守
様
に
は
数
寄
道
具
多
く
貯
ひ
せ
ら
れ
御
逝
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去
の
節
︑
御
棺
の
内
へ
秘
蔵
品
一
通
り
納
め
ら
れ
け
る
と
扨
々
天
下
之
名
器
を
御
自
分

の
物
と
の
み
取
扱
は
れ
し
こ
そ
口
惜
し
け
れ
右
道
具
の
内
に
て
石
州
公
作
の
茶
杓
抔
格

別
な
る
出
来
物
な
り
宛
名
有
之
サ
ツ
パ
リ
と
致
し
居
れ
ば
金
三
枚
位
︑
石
の
一
字
な
れ

ば
十
両
よ
り
十
五
両
迄
の
相
場
に
値
ひ
す
﹂

（
35
）  

井
口
海
仙
︑
久
田
宗
也
︑
中
村
昌
生
編
『
日
本
の
茶
家
』
河
原
書
店
︑
一
九
八
三
年
︑

四
九
四
頁
︒
牛
尾
宗
苔
に
つ
い
て
寄
生
斎
雑
筆
『
喫
茶
耳
学
』
を
挙
げ
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
︒

 
 

﹁
も
と
は
上
方
の
豪
富
の
町
人
に
て
あ
り
し
が
︑
数
度
の
火
災
に
あ
ひ
︑
追
々
零
落
し

て
︑
隠
者
と
な
れ
り
︑
年
は
四
十
余
な
り
︑
蒔
田
玄
蕃
頭
の
懇
意
を
う
け
︑
そ
れ
よ
り

当
君
様
の
思
召
に
か
な
ひ
︑
御
国
へ
も
両
度
御
供
し
た
り
︑
も
と
は
千
家
を
学
び
し
が

今
は
御
弟
子
と
な
れ
り
︑
茶
事
の
う
へ
無
類
の
人
に
て
奥
義
を
も
御
伝
へ
あ
り
し
よ
し
︑

殊
の
外
思
召
を
会
得
し
︑
巧
者
の
は
た
ら
き
す
る
者
也
﹂

 
 

な
お
安
部
鶴
造
『
不
昧
公
と
茶
の
湯
』（
今
井
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
六
九
頁
）
で

は
本
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

（
36
）  

前
掲
註
（
33
）
加
藤
義
一
郎
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
九
一
頁
︒

（
37
）  

富
士
川
英
郎
編
『
詞
華
集
日
本
漢
詩
』
第
十
巻
︑
汲
古
書
院
︑
一
九
八
四
年
︑
四
一
頁
︒

（
38
）  

林
屋
辰
三
郎
編
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
角
川
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
七
一
〇
頁
︒

（
39
）  

鈴
木
半
茶
﹁
五
代
乾
山
西
村
藐
庵
（
三
）﹂『
陶
説
』
第
五
七
号
（
日
本
陶
磁
器
協
会
︑

一
九
五
七
年
）︑
五
二
頁
︒

（
40
）  

前
掲
註
（
37
）『
詞
華
集
日
本
漢
詩
』
第
十
巻
︑
四
〇
〇
頁
︒

（
41
）  

前
掲
註
（
13
）
高
橋
梅
園
『
茶
禅
不
昧
公
』
二
一
一
頁 

（
42
）  

山
本
麻
渓
︑
木
全
宗
儀
編
『
古
今
茶
湯
集
』
木
全
宗
八
︑ 

一
九
一
七
年
︒

（
43
）  

こ
の
当
時
の
記
録
で
は
︑
観
阿
は
芳
村
物
外
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
︒
文
化

年
間
の
観
阿
の
自
署
し
た
作
品
で
は
﹁
法
華
勧
進
状
﹂
の
奥
書
が
あ
り
︑﹁
芳
村
﹂
と
署

名
し
て
い
る
︒
当
時
は
姓
を
芳
村
︑
号
を
物
外
と
名
乗
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
44
）  

讃
に
は
『
古
尊
宿
語
録
』
の
一
節
で
あ
る
﹁
僧
問
趙
州
諸
佛
還
有
師
也
無
州
云
有
如

何
是
諸
佛
師
州
曰
阿
彌
陁
佛
々
々
々
々
﹂
を
書
い
て
い
る
︒

（
45
）  

前
掲
註
（
13
）
高
橋
梅
園
『
茶
禅
不
昧
公
』
四
五
〇
頁
︒

（
46
）  

前
掲
註
（
4
）『
相
見
香
雨
集
（
四
）』
二
九
一
頁
︒

 
 

弘
福
寺
の
観
阿
墓
碑
の
碑
文
中
に
は
﹁
庵
中
扁
額
は
不
昧
源
君
筆
を
染
て
︑
楽
中
苦

苦
中
楽
と
書
せ
ら
る
﹂
と
あ
る
︒

（
47
）  

朝
比
奈
宗
源
訳
註
『
碧
巌
録
』
岩
波
書
店
︑
一
九
三
七
年
︑
一
〇
一
頁
︒

（
48
）  

茶
杓
の
削
り
を
み
る
と
︑﹁
四
十
雀
﹂
の
方
は
︑
華
奢
に
作
ら
れ
る
が
︑
背
面
の
削
り

を
や
や
荒
く
し
︑
櫂
先
を
お
お
ら
か
に
た
め
︑
勢
い
よ
く
削
ら
れ
て
い
る
︒
腰
の
部
分

も
抉
ら
れ
て
い
る
︒﹁
山
雀
﹂
の
方
は
少
し
胡
麻
の
景
色
の
あ
る
竹
を
用
い
て
作
ら
れ
て

い
る
︒
背
面
に
は
丁
寧
な
削
り
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
櫂
先
は
お
お
ら
か
に
た
め
ら
れ
て

い
る
︒

（
49
）  

文
化
十
二
年
︑岡
田
善
明
の
養
子
と
な
り
岡
田
姓
を
名
乗
っ
た
︒
茶
号
は
宗
夕
で
あ
る
︒

（
50
）  

寿
蔵
碑
文
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒﹁
吾
上
祖
出
和
州
︑
六
世
之
祖
徒
于
江
戸

而
家
焉
﹂

（
51
）  

国
立
史
料
館
編
『
播
磨
屋
中
井
家
永
代
帳
』
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
二
年
︑

二
六
二
頁
︒

（
52
）  

前
掲
註
（
34
）
忘
我
逸
人
﹁
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
（
続
）﹂
四
八
頁
︒

（
53
）  

高
橋
義
雄
編
『
大
正
名
器
鑑
（
八
）』
大
正
名
器
鑑
編
纂
所
︑
一
九
二
六
年
︑
一
六
九

︱
一
七
〇
頁
︒
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表
1
　和

暦

西
暦

観
阿

（
行
年
）

行
状

宝
暦
1
年

1
7
5
1

十
二
月
二
十
四
日
︑
伊
達
吉
村
没
︒

宝
暦
2
年

1
7
5
2

一
月
九
日
︑
山
田
屋
太
郎
兵
衛
が
江
戸
で
没
し
た
伊
達
吉
村
の
仙
台
へ
の
帰
葬
に
際
し
参
列
す
る
︒

宝
暦
5
年

1
7
5
5

『
銭
屋
商
組
合
連
判
帳
』
に
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
名
前
が
確
認
で
き
る
︒

宝
暦
12
年

1
7
6
2

佐
原
鞠
塢
︑
仙
台
で
生
ま
れ
る
︒

明
和
2
年

1
7
6
5

1

観
阿
（
幼
名
明
昭
）︑
江
戸
芝
の
丸
屋
町
で
両
替
商
を
営
む
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
︒

明
和
4
年

1
7
6
7

3

四
月
︑
仙
台
藩
の
請
負
っ
た
工
事
の
う
ち
︑
山
田
屋
は
樋
籠
村
四
村
の
村
請
負
の
支
払
い
を
行
う
︒

六
月
︑
工
事
終
了
︒

七
月
十
五
日
︑
仙
台
藩
か
ら
山
田
屋
太
郎
兵
衛
に
褒
賞
が
与
え
ら
れ
る
︒

明
和
5
年

1
7
6
8

4

『
五
組
定
法
帳
』
に
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
名
前
が
確
認
で
き
る
︒

明
和
9
年

1
7
7
2

8

二
月
二
十
九
日
︑
播
磨
屋
新
右
衛
門
家
の
居
宅
と
店
蔵
四
つ
が
類
焼
す
る
︒
こ
の
と
き
父
太
郎
兵
衛
は
播
磨
屋
に
見
舞
い
と
し
て
茶
碗
五
つ
を
贈
る
︒

安
永
1
年

1
7
7
2

8

十
月
二
十
一
日
︑
山
田
屋
は
家
財
を
傾
け
た
た
め
︑
こ
の
年
よ
り
天
明
二
年
ま
で
の
向
こ
う
十
年
間
︑
仙
台
藩
よ
り
稟
米
三
百
俵
を
与
え
ら
れ
る
︒

安
永
3
年

1
7
7
4

10

十
二
月
九
日
︑
松
平
不
昧
︑
伊
達
宗
村
の
九
女

を
室
に
迎
え
る
︒

天
明
2
年

1
7
8
2

18

仙
台
藩
よ
り
与
え
ら
れ
た
稟
米
二
百
俵
が
こ
の
年
ま
で
と
な
る
︒

寛
政
3
年

1
7
9
1

27

山
田
屋
太
兵
衛
な
る
人
物
が
仙
台
藩
の
借
財
返
済
を
求
め
江
戸
幕
府
に
出
訴
し
よ
う
と
す
る
が
断
念
す
る
︒

こ
の
人
物
に
つ
い
て
︑
佐
々
久
は
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
息
子
（
す
な
わ
ち
若
い
頃
の
観
阿
）
と
指
摘
し
て
い
る
︒

寛
政
10
年

1
7
9
8

34

観
阿
︑
懐
妊
中
の
妻
と
子
を
残
し
て
剃
髪
出
家
す
る
︒
こ
の
と
き
家
財
を
知
友
に
配
る
︒

文
化
1
年

1
8
0
4

40

六
月
︑
鞠
塢
『
盛
音
集
』
を
発
刊
︒
同
集
に
観
阿
の
﹁
堤
草
﹂
が
所
収
さ
れ
る
︒

十
月
二
十
七
日
︑
観
阿
︑
不
昧
に
よ
る
谷
園
中
大
茶
湯
で
利
休
堂
席
を
担
当
す
る
︒
こ
の
茶
会
で
は
花
畑
腰
掛
席
を
鞠
塢
が
担
当
︒

文
化
3
年

1
8
0
6

42

観
阿
︑
不
昧
の
茶
会
に
招
か
れ
る
︒
以
後
︑
文
化
十
四
年
前
ま
で
三
十
二
回
の
参
加
が
確
認
で
き
る
︒
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表
2
　

開
催
年
月
日

西
暦

不
昧

観
阿

会
名

客

出
典

文
化
元
年
十
月
二
十
七
日

1
8
0
4

54

40

谷
園
中
大
茶
湯

不
昧
（
看
雲
軒
︑
無
心
斎
）︑
本
多
豊
後
守
（
藤
棚
下
）︑
芳
村
物
外
（
利
休
堂
）︑
筑
前
屋
作

右
衛
門
（
蝸
庵
）︑
川
村
及
夢
（
惜
春
亭
）︑
山
口
長
三
郎
（
洗
月
亭
）︑
牛
尾
宗
苔
（
土
段
）︑

北
野
屋
鞠
塢
（
花
畑
腰
掛
）

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
三
年
五
月
十
八
日

1
8
0
6

56

42

御
隠
居
後
大
崎

へ
御
移
徒

初
め
て
の
御
会

芳
村
物
外
︑
筑
前
屋
作
右
衛
門
︑
道
具
屋
庄
（
勝
）
兵
衛

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
三
年
十
月
二
十
二
日

1
8
0
6

56

42

口
切

牛
尾
宗
苔
︑
芳
村
物
外
︑
山
下
養
我

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
四
年
正
月
二
十
日

1
8
0
7

57

43

根
土
宗
静
︑
幸
地
仁
左
衛
門
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
五
年
六
月
二
十
三
日

1
8
0
8

58

44

芳
村
物
外
︑
山
口
長
三
郎
︑
根
土
良
栄
︑
伏
見
屋
宗
振

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
五
年
七
月
二
十
三
日

1
8
0
8

58

44

朝
茶

山
口
長
三
郎
︑
筑
前
屋
作
右
衛
門
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
五
年
十
月
六
日

1
8
0
8

58

44

口
切

月
潭
侯
︑
芳
村
物
外
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
五
年
九
月
十
四
日

1
8
0
8

58

44

名
残

芳
村
物
外
︑
筑
前
屋
作
右
衛
門
︑
河
内
屋
宗
海

『
古
今
茶
湯
集
（
三
）』

文
化
五
年
十
月
六
日

1
8
0
8

58

44

口
切

松
平
月
潭
︑
芳
村
物
外
︑
根
上
宗
静

『
古
今
茶
湯
集
（
四
）』

文
化
六
年
三
月
二
十
七
日

1
8
0
9

59

45

芳
村
物
外
︑
三
屋
庄
三
郎
︑
根
土
良
栄

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
六
年
六
月
十
九
日

1
8
0
9

59

45

朝
茶

大
橋
彦
左
衛
門
︑
本
屋
惣
吉
︑
芳
村
物
外
︑
牛
尾
宗
苔

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
六
年
十
月
十
三
日

1
8
0
9

59

45

口
切

芳
村
物
外
︑
萬
屋
久
兵
衛
︑
牛
尾
宗
苔

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
六
年
十
二
月
十
八
日

1
8
0
9

59

45

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
山
口
宗
一
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
七
年
二
月
五
日

1
8
1
0

60

46

根
土
良
栄
︑
芳
村
物
外
︑
伏
見
屋
宗
振

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
七
年
五
月
二
十
二
日

1
8
1
0

60

46

芳
村
物
外
︑
山
口
長
三
郎
︑
幸
地
逸
斎

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
七
年
十
月
十
八
日

1
8
1
0

60

46

口
切

本
多
駿
河
守
︑
柳
澤
轉
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
七
年
九
月
十
日

1
8
1
0

60

46

風
炉
名
残

幸
地
逸
斎
︑
芳
村
物
外
︑
茶
具
屋
勘
助

『
古
今
茶
湯
集
（
三
）』

文
化
七
年
十
二
月
二
十
日

1
8
1
0

60

46

夜
込

山
口
長
三
郎
︑
芳
村
物
外
︑
本
屋
惣
吉
︑
根
土
良
栄

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
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文
化
八
年
二
月
二
十
二
日

1
8
1
1

61

48

還
暦

芳
村
物
外
︑
松
村
玉
蔵
︑
大
和
屋
源
兵
衛

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
八
年
七
月
六
日

1
8
1
1

61

48

朝
茶

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
芳
村
物
外
︑
本
屋
惣
吉
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
八
年
八
月
二
十
六
日

1
8
1
1

61

48

名
残

芳
村
物
外
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
八
年
十
一
月
三
日

1
8
1
1

61

48

口
切

本
屋
惣
吉
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
九
年
正
月
二
十
二
日

1
8
1
2

62

49

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
芳
村
物
外
︑
本
屋
藤
吉

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
九
年
三
月
二
十
九
日

1
8
1
2

62

49

芳
村
物
外
︑
切
屋
八
左
衛
門
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
九
年
九
月
三
日

1
8
1
2

62

49

名
残

本
多
駿
河
守
︑
芳
村
物
外
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
九
年
十
一
月
二
十
日

1
8
1
2

62

49

口
切

大
橋
屋
彦
左
衛
門
︑
山
口
長
三
郎
︑
芳
村
物
外

『
古
今
茶
湯
集
（
三
）』

文
化
十
年
九
月
二
十
六
日

1
8
1
3

63

50

名
残

本
多
駿
河
守
︑
芳
村
物
外
︑
本
屋
藤
吉

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
年
十
一
月
十
五
日

1
8
1
3

63

50

口
切

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
千
柄
清
右
衛
門
︑
芳
村
物
外
︑
伏
見
屋
甚
右
衛
門

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
一
年
二
月
十
五
日

1
8
1
4

64

51

本
屋
藤
吉
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
一
年
十
月
二
十
日

1
8
1
4

64

51

口
切

本
多
様
︑
芳
村
物
外
︑
谷
松
屋
貞
八

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
二
年
十
月
十
八
日

1
8
1
5

65

52

口
切

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
山
口
宗
一
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
三
年
二
月
十
二
日

1
8
1
6

66

53

本
多
豊
後
守
︑
千
柄
清
右
衛
門
︑
山
口
宗
一
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
四
年
十
月
七
日

1
8
1
7

67

54

口
切

本
多
豊
後
守
︑
千
柄
清
右
衛
門
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
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一
、
日
本
の
儒
学
研
究
に
お
け
る
陽
明
学

　
本
論
文
の
目
的
は
︑
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
が
明
治
期
以
降
に
お
い
て
変
容

し
た
こ
と
を
︑
主
に
井
上
哲
次
郎
と
︑
そ
の
弟
子
の
高
瀬
武
次
郎
の
陽
明
学
観

を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
近
代
日

本
に
お
け
る
儒
学
思
想
の
意
義
に
つ
い
て
︑
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
は

異
な
る
視
角
を
提
示
し
た
い
︒

　
陽
明
学
は
無
論
︑
明
代
の
官
僚
で
あ
る
王
陽
明
（
一
四
七
二
﹇
応
化
八
﹈
︱

一
五
二
九
﹇
嘉
靖
七
﹈
年
）
に
は
じ
ま
る
儒
学（

1
）

の
一
派
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の

研
究
史
で
は
︑
し
ば
し
ば
時
代
を
移
し
て
後
代
と
の
関
連
︑
あ
る
い
は
場
所
を

移
し
て
日
本
や
朝
鮮
半
島
で
の
展
開
が
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
重
要
な
論
点

の
ひ
と
つ
は
︑
陽
明
学
が
ど
の
よ
う
に
近
代
と
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒

　
最
も
話
題
を
提
供
し
︑
現
在
で
も
な
お
影
響
を
保
っ
て
い
る
の
は
︑
島
田
虔

次
の
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
』（
筑
摩
書
房
︑
一
九
四
九
年
）︑
及

び
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』（
岩
波
書
店
︑
一
九
六
七
年
）
で
あ
る
︒
島
田
は
前
者

で
︑
王
学
左
派
と
さ
れ
る
李り

贄し

（
李
卓
吾
）
が
人
欲
を
肯
定
す
る
点
で
︑
中
国

の
近
代
化
の
契
機
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
︒
そ
れ
を
受
け
て
後
者
で
は
︑
朱

子
学
か
ら
続
く
﹁
新
儒
学
﹂
の
流
れ
の
中
で
︑
個
人
の
内
面
を
重
視
す
る
﹁
内

面
主
義
の
展
開（

2
）

﹂
が
あ
り
︑
必
然
的
に
良
知
を
説
く
陽
明
学
に
い
き
つ
く
も
の

と
し
た
︒
島
田
に
よ
れ
ば
︑
中
国
明
代
に
こ
そ
﹁
内
面
﹂
の
重
視
と
い
う
近
代

井
上
哲
次
郎
と
高
瀬
武
次
郎
の
陽
明
学

―
―
近
代
日
本
の
陽
明
学
に
お
け
る
水
戸
学
と
大
塩
平
八
郎
―
―

山
村
　
奨
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性
の
萌
芽
が
あ
る
︒
そ
の
変
化
は
︑
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
陽

明
学
の
思
想
自
体
の
展
開
に
由
来
す
る
内
発
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
︒
そ
の

点
を
認
め
る
か
否
か
で
︑
島
田
の
論
説
は
議
論
を
喚
起
し
た
︒

　
溝
口
雄
三
は
︑
島
田
を
批
判
的
に
摂
取
し
て
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折
と

展
開
』（
東
大
出
版
会
︑
一
九
八
〇
年
）
を
執
筆
し
た
︒
溝
口
は
︑
明
代
に
至
っ

て
︑
士
大
夫
層
を
頂
点
と
す
る
既
存
の
体
制
が
動
揺
し
た
と
す
る
︒
そ
し
て
陽

明
の
思
想
を
︑
動
揺
に
対
す
る
﹁
再
編
・
補
強
﹂
で
あ
る
と
考
え
た
︒
溝
口
は

そ
れ
を
﹁
反
明
代
専
制
的
再
編（

3
）

﹂
と
位
置
付
け
︑
陽
明
自
身
は
意
図
し
て
い
な

か
っ
た
も
の
の
︑
近
代
の
萌
芽
に
な
っ
た
と
見
る
︒
島
田
は
︑
陽
明
学
に
お
け

る
近
代
性
へ
の
志
向
が
︑
結
局
の
と
こ
ろ
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え

た
︒
し
か
し
溝
口
は
︑
李
贄
に
受
け
継
が
れ
た
思
想
が
︑
中
国
独
自
の
近
代
化

の
基
に
な
っ
た
こ
と
を
説
く
︒
そ
の
主
な
理
由
を
︑
朱
子
学
的
な
﹁
理
観
﹂
の

限
界
に
応
じ
て
︑
明
代
に
﹁
各
自
の
内
な
る
道
徳
的
主
体（

4
）

﹂
が
重
視
さ
れ
た
こ

と
だ
と
す
る
︒
島
田
・
溝
口
の
い
ず
れ
も
︑
陽
明
学
が
朱
子
学
を
批
判
す
る
形

で
登
場
し
︑
内
面
を
重
視
す
る
姿
勢
が
近
代
性
を
帯
び
て
い
た
と
い
う
見
解
を

と
っ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
中
国
思
想
に
お
け
る
陽
明
学
は
︑
近
代
化
の
源
流
が
見
出
さ
れ

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
論
点
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
︒
儒
学
に
近
代
性
が
内

包
さ
れ
る
と
い
う
主
張
に
は
︑
肯
定
的
・
否
定
的
な
意
見
が
双
方
あ
る
︒
例
え

ば
︑﹁
理
﹂
と
﹁
気
﹂
の
問
題
が
あ
る
︒﹁
理
﹂
と
﹁
気
﹂
の
概
念
は
中
国
思
想

に
お
い
て
︑
多
様
で
複
雑
な
意
味
を
持
つ
が
︑
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
﹁
理
﹂
を

観
念
的
な
面
︑﹁
気
﹂
を
物
質
的
な
面
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
︒
山
井
湧
は
︑

明
清
期
の
思
想
家
に
対
し
て
︑﹁
理
﹂
よ
り
﹁
気
﹂
が
優
位
と
な
り
︑
欲
望
を

肯
定
す
る
と
い
う
意
味
で
﹁
気
﹂
の
重
視
が
見
ら
れ
る
と
結
論
づ
け
た（

5
）

︒
山
井

の
説
は
︑
近
代
の
即
物
的
な
世
界
観
を
起
点
と
し
て
︑
そ
こ
に
向
け
た
発
展
段

階
と
し
て
前
近
代
を
見
て
い
る
と
い
う
点
で
批
判
を
受
け
て
い
る
︒
い
わ
ば

﹁
近
代
﹂
を
基
準
と
見
る
史
観
へ
の
偏
重
が
指
摘
さ
れ
た（

6
）

︒

　
前
近
代
の
思
想
の
内
に
︑
近
代
思
想
へ
つ
な
が
る
内
発
的
な
胎
動
を
読
み
解

く
か
︑
そ
れ
と
も
そ
れ
は
︑﹁
近
代
﹂
か
ら
の
観
点
に
過
ぎ
な
い
か
︒
こ
の
よ

う
な
問
題
は
︑
日
本
思
想
史
学
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る（

7
）

︒
斯
界
に
お
い

て
最
も
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
︑
丸
山
眞
男
が
い
る
︒
丸
山
は
日
本
思
想
の
近
代

性
が
︑
江
戸
期
に
展
開
さ
れ
た
反
朱
子
学
の
思
想
に
由
来
す
る
と
考
え
た（

8
）

︒

　
丸
山
は
ま
ず
︑
江
戸
期
の
幕
藩
体
制
を
支
配
し
て
い
た
思
想
が
︑
朱
子
学
で

あ
る
と
規
定
す
る
︒
朱
子
学
が
︑﹁
自
然
﹂
の
内
部
に
見
ら
れ
る
秩
序
と
社
会

の
秩
序
を
相
即
さ
せ
る
こ
と
で
︑
社
会
体
制
が
﹁
自
然
﹂
に
由
来
す
る
も
の
と

み
な
し
た
︒
こ
れ
が
︑
幕
藩
体
制
を
支
え
る
根
拠
に
な
っ
た
と
述
べ
る
︒
そ
の

上
で
丸
山
は
︑
朱
子
学
を
通
し
た
儒
教
観
に
異
を
唱
え
た
の
が
︑
山
鹿
素
行
・

伊
藤
仁
斎
・
荻
生
徂
徠
だ
と
考
え
る
︒
特
に
徂
徠
の
﹁
古
文
辞
学
﹂
は
︑
中
国

古
代
の
先
王
が
具
現
化
し
た
﹁
道
﹂
と
い
う
概
念
を
︑
体
制
統
治
の
た
め
の

﹁
作
為
﹂
で
あ
る
と
相
対
化
し
た
と
い
う
︒
朱
子
学
の
﹁
自
然
﹂
が
幕
藩
体
制

を
正
当
化
し
た
こ
と
と
︑﹁
作
為
﹂
の
思
想
に
よ
り
︑﹁
道
﹂
も
ま
た
統
治
の
道

具
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
を
対
置
さ
せ
る
︒
丸
山
の
理
解
で
は
︑
反
朱
子
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学
と
し
て
の
徂
徠
学
こ
そ
︑
日
本
近
代
の
萌
芽
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

　
丸
山
の
構
図
に
つ
い
て
は
既
存
の
研
究
で
縷る

る々

批
判
さ
れ
て
い
る
が（

9
）

︑
日
本

に
お
け
る
儒
学
と
近
代
化
の
問
題
は
︑
そ
の
後
も
平
石
直
昭（

10
）

︑
子
安
宣
邦（

11
）

ら
に

よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
︒
彼
ら
が
用
い
た
論
理
は
全
体
と
し
て
︑
日
本
近
世
の
儒

学
者
に
よ
る
朱
子
学
へ
の
反
発
こ
そ
︑
近
代
と
接
続
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も

の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
丸
山
の
議
論
の
延
長
上
に
あ
る
︒

　
以
上
の
考
察
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
日
本
に
お
け
る
儒
学
の
展
開
は
丸
山
の

議
論
を
は
じ
め
と
し
て
︑
朱
子
学
と
そ
れ
以
外
の
学
派
と
い
う
構
図
が
注
視
さ

れ
て
き
た
︒
そ
の
点
で
︑
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
陽
明
学
は
︑
重
要
な
意
味
を

持
つ
︒
こ
れ
ま
で
朱
子
学
や
古
学
は
︑
日
本
独
自
の
展
開
と
︑
近
代
と
の
関
わ

り
が
多
く
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
一
方
で
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
に
つ
い
て
は
︑

そ
の
よ
う
な
文
脈
で
の
論
証
は
比
較
的
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
と
は
い
え
︑
陽
明

学
が
日
本
に
お
い
て
反
朱
子
学
の
思
想
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
で
︑
近
代
が

導
か
れ
た
と
い
う
見
方
だ
け
が
語
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
丸
山
の

議
論
の
焼
き
直
し
に
過
ぎ
な
い
︒

　
な
お
︑
日
本
の
近
代
以
降
に
お
け
る
儒
学
そ
れ
自
体
に
も
︑
変
容
が
見
ら
れ

る
︒
そ
も
そ
も
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
︑
儒
学
が
個
別
の
思
索
や
伝
記
で
は
な

く
︑
学
術
と
し
て
体
系
的
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
︑
明
治
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る（

12
）

︒
陳
瑋
芬
は
︑
学
術
史
と
し
て
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
に
︑
明
治
期
に
日
本
の
儒
学
史
は
﹁
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
﹂
を
迎
え
た

と
す
る
︒
そ
の
代
表
者
と
し
て
︑
田
口
卯
吉
・
井
上
哲
次
郎
・
久
保
天
随
を
挙

げ
る（

13
）

︒
陳
は
︑
明
治
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
論
述
に
は
﹁
国
民
道
徳
﹂
と
関
連

し
て
︑
日
本
固
有
の
価
値
を
高
め
る
意
図
が
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る（

14
）

︒
井
上

哲
次
郎
は
︑
そ
の
筆
頭
と
い
え
る
︒

　
明
治
以
降
の
儒
学
を
考
察
す
る
こ
と
は
︑
日
本
の
近
代
に
お
け
る
も
の
の
見

方
が
︑
儒
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
︒

　
例
え
ば
︑
近
代
日
本
な
ら
で
は
の
中
国
思
想
に
対
す
る
見
方
が
分
か
る
の
は
︑

中
村
正
直
（
敬
宇
）
の
小
論
で
あ
る
︒
中
村
正
直
と
い
え
ば
︑
ス
マ
イ
ル
ズ
の

『
自
助
論
』（
原
題
：Self H

elp

）
を
訳
し
て
︑『
西
国
立
志
編
』
と
し
て
刊
行
し

た
こ
と
（
須
原
屋
茂
兵
衛
な
ど
︑
一
八
七
〇
年
﹇
明
治
三
﹈
年
刊
）
が
有
名
で
︑

い
ち
早
く
西
洋
の
考
え
方
を
日
本
に
紹
介
し
た
人
物
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
同
時

に
︑
漢
学
に
つ
い
て
の
造
詣
も
深
く
︑
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
は
︑

﹁
漢
学
不
可
廃
論
﹂
を
発
表
す
る
︒
正
直
は
西
洋
の
学
問
を
学
ぶ
者
が
︑
漢
学

の
素
養
を
身
に
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
︒
同
論
は
当
時
︑
漢
学
の

重
要
性
を
主
張
す
る
人
物
た
ち
に
歓
迎
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る（

15
）

︒

　
し
か
し
正
直
の
論
旨
を
詳
し
く
見
る
と
︑
漢
学
が
重
要
で
あ
る
の
は
︑
洋
学

を
学
ぶ
の
に
効
果
的
で
あ
る
か
ら
︑
と
い
う
の
が
理
由
に
な
っ
て
い
る（

16
）

︒
西
洋

思
想
を
学
ぶ
た
め
に
︑
漢
学
が
有
用
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

功
利
的
な
学
問
観
に
よ
っ
て
漢
学
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
が
︑
中
国
思
想
に
対

す
る
新
た
な
考
え
方
と
し
て
出
て
き
た
︒
そ
の
中
に
あ
っ
て
︑
陽
明
学
は
近
代

と
の
関
わ
り
が
充
分
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
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陽
明
学
を
論
題
に
す
る
理
由
は
︑
他
に
も
あ
る
︒
日
本
に
お
け
る
儒
学
理
解

を
明
ら
か
に
す
る
流
れ
の
中
で
︑
一
国
の
み
の
展
開
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
点
を

批
判
す
る
動
き
が
出
て
き
た（

17
）

︒
そ
う
し
た
研
究
が
︑
陽
明
学
に
着
目
し
て
い
る

た
め
で
あ
る
︒

　
同
様
の
観
点
に
立
っ
て
︑
日
本
の
儒
学
史
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
︑
澤
井
啓

一
が
お
こ
な
っ
て
い
る（

18
）

︒
澤
井
は
中
国
に
お
け
る
儒
教
が
︑
仏
教
な
ど
他
の
思

想
を
受
容
す
る
た
め
の
﹁
器
﹂
と
し
て
機
能
し
︑
そ
の
受
容
の
過
程
で
自
ら
変

容
し
て
い
っ
た
と
す
る（

19
）

︒
そ
の
例
が
︑
仏
教
を
取
り
込
ん
だ
朱
子
学
で
あ
る
と

い
う
︒
そ
う
し
た
性
質
の
た
め
に
︑
儒
教
は
東
ア
ジ
ア
に
普
遍
化
し
た
と
説
く
︒

ま
た
澤
井
は
︑
ア
ジ
ア
に
お
け
る
陽
明
学
が
近
代
に
至
っ
て
︑
朱
子
学
に
対
抗

的
な
儒
教
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
い
う
構
図
を
描
く
︒
そ
の
例
の
ひ
と
つ
が
︑

幕
藩
体
制
を
打
倒
し
た
明
治
維
新
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
う
し

た
意
識
も
明
治
以
降
の
産
物
で
あ
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
日
本
近
代

に
お
け
る
陽
明
学
の
展
開
は
︑
明
治
維
新
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
以
上
の
意
味

を
有
し
て
い
る
︒

　
同
様
に
︑
陽
明
学
に
注
目
し
た
日
本
思
想
の
相
対
化
の
試
み
は
︑
荻
生
茂
博

も
論
じ
て
い
る
︒
荻
生
は
︑
徂
徠
の
遺
し
た
﹁
ク
ル
ワ
を
出
よ
﹂
と
い
う
言
葉

を
引
用
し
て
︑
近
代
日
本
の
文
脈
に
即
し
た
思
想
を
再
考
す
る
こ
と
を
試
み
て

い
る（

20
）

︒
そ
の
過
程
に
お
い
て
大
塩
平
八
郎
（
号
・
中
斎
︑
一
七
九
三
﹇
寛
政
五
﹈

︱
一
八
三
七
﹇
天
保
八
﹈
年
）
や
︑
明
治
・
大
正
期
の
陽
明
学
の
展
開
を
重
視

し
て
い
る
︒
佐
久
間
象
山
は
大
塩
の
乱
に
際
し
︑
大
塩
の
奉
じ
た
陽
明
学
を
批

判
し
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
荻
生
は
︑
象
山
が
朱
子
学
を
正
統
と
す
る
前
提
に

立
っ
て
︑﹁
陽
明
学
＝
体
制
破
壊
の
学
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た（
21
）

﹂
と
評
し
て
い
る
︒
陽
明
学
は
幕
末
に
お
い
て
︑
反
体
制
の
学
と
い
う
先
入

見
が
与
え
ら
れ
て
い
た
︒

　
陽
明
学
が
幕
藩
体
制
に
反
旗
を
翻
し
た
学
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
︑
明
治
期

に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
︒
陽
明
学
が
維
新
と
関
連
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
発
想
は
︑
陽
明
学
に
近
代
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
い
う
論
理
と
な
る
︒

こ
う
し
た
︑
明
治
期
の
状
況
を
考
慮
し
た
上
で
思
想
を
見
て
い
く
べ
き
で
あ
る
︒

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
陽
明
学
へ
の
認
識
に
つ
い
て
︑
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
作
業
が
︑
日
本
発
祥
の
古
学
な
ど
が
朱
子
学
に
対
抗

し
て
近
代
を
準
備
し
た
と
い
う
構
図
に
対
す
る
︑
異
な
る
視
角
か
ら
の
接
近
に

な
る
︒

　
ま
た
陽
明
学
研
究
は
︑
日
本
の
独
自
性
に
こ
だ
わ
る
こ
と
へ
の
止
揚
に
も
役

立
つ
︒
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
井
上
哲
次
郎
の
陽
明
学
理
解
を
︑
梁
啓
超
が
参
照
し

て
い
た（

22
）

︒
そ
れ
は
︑
明
治
維
新
を
な
し
と
げ
た
日
本
と
い
う
視
点
か
ら
で
あ
っ

た
︒
ま
た
︑
清
末
民
国
初
期
の
革
命
家
で
あ
る
宋
教
仁
が
陽
明
学
を
重
視
し
た

こ
と
は
︑
梁
が
唱
え
た
明
治
維
新
と
い
う
革
命
と
陽
明
学
の
関
係
に
も
影
響
を

受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う（

23
）

︒
日
本
近
代
に
お
け
る
陽
明
学
は
︑﹁
東
ア
ジ
ア
﹂
の

思
想
史
を
志
向
す
る
一
面
が
あ
る
︒

　
日
本
近
代
に
お
け
る
陽
明
学
を
考
察
す
る
上
で
︑
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
︒
ま
ず
一
つ
は
︑
先
述
の
よ
う
な
近
代
の
発
想
を
基
準
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と
し
た
発
展
史
観
で
は
な
く
︑
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
変
遷
と
し
て
思
想
を
論

じ
る
こ
と
で
あ
る
︒
本
論
文
は
︑
江
戸
期
に
展
開
さ
れ
た
陽
明
学
の
思
想
自
体

に
︑
近
代
思
想
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
に
は
距
離
を
置
き
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑

幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
近
代
的
な
発
想
を
有
し
た
知
識
人
た
ち
の
陽
明

学
の
受
容
の
仕
方
こ
そ
が
︑
陽
明
学
に
変
容
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
た
め
で

あ
る
︒
陽
明
学
に
近
代
的
な
思
考
が
入
り
込
ん
だ
た
め
に
︑
そ
こ
に
近
代
の
萌

芽
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒

　
本
論
で
は
井
上
を
論
証
の
中
心
に
置
く
が
︑
そ
れ
は
彼
が
明
治
期
の
陽
明
学

研
究
に
お
い
て
︑
重
要
な
業
績
を
遺
し
た
た
め
で
あ
る（

24
）

︒
と
は
い
え
︑
必
ず
し

も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
仕
事
で
は
な
く
︑
そ
れ
以
前
の
蓄
積
が
あ
る
︒
三
宅
雪
嶺
は

一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
）
年
︑
近
代
日
本
の
陽
明
学
研
究
の
嚆
矢
と
も
い
え

る
『
王
陽
明
』
を
出
版
し
た
︒
そ
の
数
年
後
に
︑
三
宅
は
大
塩
を
評
し
た
文
章

の
中
で
﹁
平
八
郎
が
猛
然
崛
起
し
た
る
は
当
を
得
た
る
の
事
︑
何
の
不
敬
か
之

れ
有
ら
ん（

25
）

﹂
と
述
べ
︑
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

陽
明
も
亦
た
人
に
狂
を
以
て
目
せ
ら
れ
︑
己
れ
亦
た
狂
を
以
て
居
ら
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
旨
を
述
べ
り
︒
然
れ
ど
も
陽
明
の
行
動
は
寧
ろ
平
穏
な
り
き
︑

こ
れ
陽
明
の
器
局
宏
大
な
り
し
に
も
由
る
べ
け
れ
ど
︑
若
し
当
時
民
を
救

う
に
急
な
る
こ
と
一
層
甚
し
き
も
の
あ
る
に
於
て
は
︑
更
に
一
歩
を
進
め

ざ
る
べ
か
ら
ざ
り
し
な
り
︒
平
八
郎
の
行
動
は
頗
る
激
に
し
て
︑
君
子
の

風
を
欠
く
︒
陽
明
の
大
国
的
気
風
あ
り
し
に
似
ず
︒
然
れ
ど
も
其
の
忍
び

に
忍
び
て
一
た
び
思
い
立
ち
て
は
共
倒
れ
に
倒
れ
ず
ん
ば
止
ま
ず
と
決
し
︑

獅
子
奮
迅
の
勢
を
以
て
突
進
せ
し
所
︑
是
れ
大
和
男
児
の
特
色
を
示
す
も

の
な
ら
ず
や（

26
）

︒

そ
し
て
︑
大
塩
に
対
す
る
賛
辞
を
並
べ
た
後
︑
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
︒

彼
れ
は
自
然
に
社
会
主
義
を
得
た
る
も
の
︑
而
し
て
竟
に
主
義
の
為
め
に

斃
れ
た
る
も
の
な
り
︒
故
に
平
八
郎
は
た
と
え
人
品
に
於
て
陽
明
の
下
に

出
づ
る
と
す
る
も
︑
其
の
知
行
一
致
の
点
に
至
り
て
は
確
か
に
之
よ
り
一

歩
を
進
め
た
る
も
の
な
り（

27
）

︒

　
大
塩
が
救
民
の
目
的
で
立
ち
上
が
っ
た
こ
と
を
︑
過
激
な
行
動
で
あ
っ
た
と

し
つ
つ
︑
社
会
主
義
の
思
想
と
結
び
つ
け
て
い
る
︒

　
本
論
で
も
述
べ
る
が
︑
日
本
近
代
に
お
け
る
陽
明
学
理
解
に
は
︑
大
塩
へ
の

理
解
が
重
要
な
点
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
大
塩
の
思
想
と
い
う
よ
り
︑
彼
が

起
こ
し
た
行
動
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
大
塩
に
よ
る
民
衆
救
済
の
た
め
の

行
動
は
︑
日
本
近
代
に
お
い
て
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
評
価
さ
れ
た
︒
肯
定

は
三
宅
の
よ
う
に
社
会
問
題
に
対
す
る
行
動
を
称
賛
す
る
意
見
︑
否
定
は
後
述

す
る
よ
う
に
︑
井
上
に
代
表
さ
れ
る
乱
と
い
う
行
為
を
秩
序
紊
乱
の
罪
と
す
る

意
見
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
陽
明
学
へ
の
評
価
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
︒
端
的
に

い
え
ば
︑
陽
明
学
に
近
代
日
本
の
原
型
が
あ
る
訳
で
は
な
く
︑
幕
末
に
近
い
時
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期
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
思
想
の
中
で
︑
陽
明
学
が
変
容
を
き
た
し
た
と
す
る

方
が
適
切
で
あ
る
︒

　
以
上
の
こ
と
は
︑
近
代
日
本
の
陽
明
学
を
考
察
す
る
際
に
︑
も
う
一
点
気
を

つ
け
る
べ
き
点
を
呼
び
起
こ
す
︒
近
代
に
お
け
る
伝
統
思
想
の
在
り
方
を
扱
う

か
ら
と
い
っ
て
︑
必
ず
し
も
西
洋
思
想
と
の
関
係
を
基
軸
に
す
る
必
要
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ル
ソ
ー
の
思
想
を
漢
文
で
記
述
し
た
中
江
兆
民
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
近
代
の
人
物
に
お
け
る
儒
学
の
影
響
は
︑
西
洋
思
想

の
理
解
に
対
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い

た（
28
）

︒
し
か
し
︑
前
近
代
と
近
代
は
当
然
連
続
し
て
い
る
の
で
︑
明
治
期
の
人
間

が
漢
学
の
受
容
に
際
し
て
︑
仏
教
・
老
荘
思
想
・
国
学
な
ど
︑
他
の
伝
統
思
想

か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
は
想
定
で
き
る
︒

　
そ
の
た
め
本
論
で
は
︑
明
治
期
の
人
物
の
陽
明
学
理
解
が
︑
そ
れ
以
前
の
日

本
の
思
想
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
︒
例
え
ば
︑
小
島
毅

は
近
代
日
本
に
お
い
て
︑
陽
明
学
が
水
戸
学
と
関
連
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
が
︑
具
体
的
な
論
証
に
や
や
乏
し
い（

29
）

︒
そ
こ
で
本
論
で
は
︑
井

上
哲
次
郎
を
例
に
し
て
︑
近
代
日
本
の
陽
明
学
に
水
戸
学
と
ど
の
よ
う
な
共
通

点
が
見
受
け
ら
れ
る
の
か
も
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
す
な
わ
ち
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
本
研
究

は
︑
既
存
の
日
本
儒
学
史
研
究
に
対
し
て
︑
二
重
の
意
味
を
持
つ
︒
一
つ
は
︑

朱
子
学
に
対
抗
し
た
日
本
独
自
の
古
学
・
国
学
と
い
う
構
図
と
は
異
な
る
近
代

思
想
史
の
様
相
が
見
え
る
点
︒
も
う
一
点
は
︑
江
戸
期
の
思
想
に
近
代
へ
の
萌

芽
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
い
う
史
観
で
は
な
く
︑
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
︑

他
の
思
想
を
受
容
し
て
陽
明
学
が
変
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ

の
変
容
に
は
︑
伝
統
的
な
思
想
と
近
代
的
な
発
想
が
影
響
を
与
え
て
い
る
︒

　
次
に
︑
日
本
の
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
陽
明
学
受
容
の
特
徴
を
︑
三
点

挙
げ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代
日
本
で
︑
陽
明
学
が
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ

て
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
見
る
︒
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
問
題
が
︑

本
論
文
の
課
題
と
な
る
︒

　
ま
ず
︑
中
国
に
お
い
て
朱
子
学
は
宋
代
︑
陽
明
学
は
明
代
に
生
じ
た
学
派
で

あ
る
が
︑
日
本
に
お
い
て
は
︑
一
部
の
禅
僧
が
朱
子
学
を
受
容
し
た
点
を
の
ぞ

い
て
︑
両
者
の
典
籍
が
混
在
し
て
流
入
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
中
国
本
土
に
お
け

る
陽
明
学
は
︑
そ
れ
ま
で
多
大
な
蓄
積
が
あ
っ
た
朱
子
学
へ
の
反
発
を
原
動
力

に
し
て
生
ま
れ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を

直
接
経
験
せ
ず
に
︑
江
戸
期
に
朱
子
学
と
異
な
る
見
解
を
説
く
陽
明
学
が
受
け

入
れ
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る（

30
）

︒

　
こ
の
朱
子
学
と
陽
明
学
を
同
時
期
に
受
容
し
た
と
い
う
構
図
が
︑
両
者
を
並

列
し
て
捉
え
る
点
で
︑
近
代
日
本
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
と
小
島
毅
は
述

べ
て
い
る（

31
）

︒
中
江
藤
樹
は
若
い
頃
朱
子
学
に
傾
倒
し
て
い
た
が
︑
と
は
い
え
日

本
に
お
け
る
陽
明
学
の
系
譜
が
︑
必
ず
し
も
朱
子
学
に
対
抗
し
て
成
立
し
た
訳

で
は
な
い（

32
）

︒
よ
っ
て
︑
近
代
日
本
に
お
い
て
陽
明
学
が
理
解
さ
れ
る
時
に
は
︑

歴
史
学
的
な
研
究
を
別
と
す
れ
ば
︑
中
国
明
代
に
お
け
る
歴
史
的
な
構
造
で
は

な
く
︑
思
想
の
内
容
が
主
に
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
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そ
の
こ
と
は
︑
日
本
の
陽
明
学
受
容
に
つ
い
て
の
︑
第
二
の
特
徴
を
喚
起
す

る
︒
歴
史
的
経
緯
に
関
わ
ら
ず
に
学
ば
れ
た
た
め
に
︑
そ
の
社
会
に
お
け
る
意

義
も
変
容
し
た
︒
中
国
で
の
陽
明
学
と
い
え
ば
︑
や
は
り
儒
学
の
一
派
と
し
て

の
﹁
経
世
済
民
﹂
の
思
想
で
あ
る
︒
ま
た
︑
科
挙
受
験
の
正
典
と
し
て
形
骸
化

し
た
朱
子
学
へ
の
︑
批
判
と
し
て
生
じ
た
と
い
う
意
味
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
︒

　
し
か
し
︑
日
本
で
の
条
件
は
異
な
る
︒
た
し
か
に
丸
山
の
議
論
に
あ
っ
た
よ

う
に
︑
朱
子
学
は
体
制
教
学
と
さ
れ
た
こ
と
で
︑
江
戸
期
の
社
会
と
の
関
係
を

構
築
し
た
︒
一
方
で
陽
明
学
に
は
︑
日
本
の
近
世
に
お
い
て
︑
そ
の
よ
う
な
状

況
が
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
陽
明
学
は
︑
体
制
と
は
関
わ
ら
な
い
個
人
の

修
養
の
一
環
と
し
て
学
ば
れ
た（

33
）

︒
こ
の
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
の
役
割
は
︑
明

治
に
な
っ
て
か
ら
も
一
部
で
続
く
︒
よ
っ
て
本
論
文
に
お
け
る
明
治
期
の
陽
明

学
の
考
察
で
は
︑
個
人
の
精
神
修
養
の
た
め
の
思
想
と
い
う
点
に
も
着
目
し
た
︒

　
井
上
哲
次
郎
に
お
い
て
は
︑
陽
明
学
が
国
民
に
お
け
る
道
徳
と
し
て
解
釈
さ

れ
て
い
た
︒
小
島
毅
は
︑
こ
れ
ら
両
様
の
視
点
に
つ
い
て
︑
井
上
が
属
す
る
学

界
で
は
﹁
道
徳
哲
学
に
限
定
し
て
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
理
解
が
︑
国
体
論
・
皇

国
思
想
の
支
柱
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
﹂
と
す
る
︒
そ
し
て
﹁
一
方
︑
大

学
の
外
に
お
い
て
は
︑「
朱
子
学
は
体
制
教
学
」
と
い
う
表
象
の
定
着
と
あ
い

ま
っ
て
︑
在
野
の
政
治
運
動
を
支
え
る
理
念
と
し
て
陽
明
学
が
も
て
は
や
さ
れ

た（
34
）

﹂
と
述
べ
る
︒
後
者
に
つ
い
て
は
︑
実
際
に
明
治
期
に
お
い
て
︑
陽
明
学
は

幕
末
の
志
士
た
ち
の
精
神
的
支
柱
と
な
り
︑
維
新
の
改
革
を
導
い
た
と
す
る
見

解
が
知
識
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た（

35
）

︒

　
し
か
し
︑
小
島
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
言
及
し
て
は
い
な
い
が
︑
こ
れ
ら

の
観
点
は
同
じ
発
想
に
由
来
す
る
︒
そ
れ
が
︑
近
代
日
本
の
陽
明
学
理
解
に
お

け
る
第
三
の
特
徴
で
あ
る
︒
旧
体
制
の
改
革
に
貢
献
し
た
思
想
が
陽
明
学
で
あ

る
な
ら
︑
維
新
が
成
功
し
た
明
治
の
世
に
お
い
て
︑
今
度
は
陽
明
学
が
現
体
制

を
支
え
る
思
想
的
根
拠
に
な
る
︒
改
革
の
背
景
と
さ
れ
た
思
想
は
︑
改
革
後
に

は
新
た
な
体
制
を
護
持
す
る
立
場
に
変
容
し
う
る
︒
そ
れ
が
一
面
で
は
︑
井
上

の
よ
う
に
体
制
を
擁
護
す
る
道
徳
の
思
想
へ
の
援
用
に
つ
な
が
り
︑
ま
た
﹁
革

命
﹂
を
導
く
思
想
と
い
う
面
に
着
目
す
る
と
︑
大
塩
へ
の
評
価
の
よ
う
に
︑
社

会
や
体
制
の
改
革
を
求
め
る
発
想
へ
と
通
じ
る
︒
両
者
の
視
点
は
︑
相
対
し
て

い
る
訳
で
は
な
い
︒

　
近
代
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
に
︑
二
項
対
立
を
持
ち
こ
む
べ
き
で
な
い
の
は
︑

本
論
文
の
議
論
で
も
同
様
で
あ
る
︒
本
論
で
は
︑
陽
明
学
が
国
家
や
社
会
へ
の

志
向
と
同
時
に
︑
個
人
の
修
養
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
述

べ
る
︒
両
者
の
視
点
は
︑
全
く
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
井
上
の
後

継
者
で
あ
る
高
瀬
武
次
郎
と
い
う
人
物
は
︑
陽
明
学
に
よ
る
修
養
も
重
視
し
て

お
り
︑
互
い
に
矛
盾
す
る
観
点
で
は
な
い
︒
そ
の
点
で
︑
こ
れ
ま
で
井
上
の
影

に
隠
れ
て
比
較
的
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︑
高
瀬
の
近
代
日
本
の
陽
明
学
研

究
に
お
け
る
意
義
は
注
目
に
値
す
る
︒
近
代
日
本
の
陽
明
学
に
お
け
る
右
記
の

見
方
は
︑
決
し
て
二
項
対
立
で
語
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い（

36
）

︒

　
以
上
の
点
に
よ
っ
て
︑
近
代
日
本
に
お
い
て
陽
明
学
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を

有
し
て
い
た
の
か
︑
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
論
で
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
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る
陽
明
学
が
国
民
の
た
め
の
道
徳
の
面
と
︑
個
人
の
修
養
と
い
う
面
で
展
開
さ

れ
た
様
子
を
描
く
︒
取
り
上
げ
る
人
物
は
︑
主
に
井
上
哲
次
郎
と
高
瀬
武
次
郎

で
あ
る
︒
井
上
は
︑
陽
明
学
を
国
家
主
義
的
に
解
釈
し
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る

が
︑
前
近
代
か
ら
の
論
理
を
多
分
に
引
き
受
け
て
い
る
︒
ま
た
高
瀬
は
︑
井
上

の
論
理
を
踏
襲
し
た
と
さ
れ
︑
近
代
の
陽
明
学
理
解
に
お
け
る
意
義
が
︑
充
分

に
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
本
論
で
は
︑
そ
こ
に
お
け
る
高
瀬
の
位
置
づ
け

を
明
確
に
す
る
︒

　
以
下
︑
近
代
日
本
に
お
い
て
︑
具
体
的
に
本
章
で
名
前
を
挙
げ
た
人
物
を
取

り
上
げ
︑
彼
ら
の
陽
明
学
理
解
を
考
察
す
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
近
代
日
本
の
儒
学
思
想
の
視
角
を
開
拓
す
る
こ

と
を
期
す
る
︒
儒
学
が
近
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
か
︒

儒
教
思
想
だ
け
追
っ
て
い
た
の
で
は
︑
あ
る
い
は
儒
教
思
想
と
西
洋
思
想
と
の

相
克
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
部
分
に
光
を
当
て
た
い
︒
ま
ず
︑
井
上
の
陽
明

学
理
解
を
概
観
し
た
後
︑
そ
れ
が
前
近
代
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
共
通
し
て
い

る
か
を
考
察
す
る
︒
次
に
︑
高
瀬
の
陽
明
学
観
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
井
上
と

の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
近
代
に
お
け
る
修
養
と
し
て
の
陽
明
学
の
意

義
を
考
察
す
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
陽
明
学
が
近
代
に
お
い
て
変
容
し
た
様
子

を
描
く
こ
と
が
で
き
る
︒

　

二
、
近
代
日
本
の
陽
明
学

　
ま
ず
明
治
期
の
陽
明
学
研
究
の
中
心
と
も
い
え
る
︑
井
上
哲
次
郎
の
理
解
を

確
認
す
る
︒
井
上
は
︑
陽
明
学
を
国
民
道
徳
に
援
用
す
る
こ
と
︑
及
び
体
制
秩

序
を
護
持
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
︒
次
に
井
上
の
教
え
子
で
あ
り
︑
そ
の

陽
明
学
理
解
を
踏
襲
し
た
高
瀬
武
次
郎
を
中
心
に
考
察
す
る
︒
高
瀬
は
︑
井
上

の
追
従
者
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
明
治
期
に
お
け
る
陽
明
学
の
意

義
を
︑
井
上
と
異
な
る
視
点
か
ら
考
え
た
︒

　
簡
単
に
二
人
の
経
歴
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
六
﹇
安

政
二
﹈
︱
一
九
四
四
﹇
昭
和
十
九
﹈
年
）
は
︑
大
宰
府
に
生
ま
れ
た
︒
少
年
期
に

中
山
徳
山
︑
長
じ
て
は
中
村
敬
宇
（
正
直
）
の
下
で
漢
学
を
学
ぶ
︒
な
お
正
直

は
︑
井
上
に
よ
る
『
教
育
勅
語
衍え
ん

義ぎ

』
の
監
修
者
で
も
あ
っ
た
︒
上
京
し
た
井

上
は
︑
東
京
大
学
で
哲
学
︑
政
治
学
を
専
攻
︒
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
か

ら
︑
ド
イ
ツ
に
都
合
六
年
間
の
留
学
を
す
る
︒
帰
国
後
は
帝
国
大
学
（
東
京
大

学
か
ら
改
称
）
教
授
︑
学
習
院
講
師
な
ど
を
務
め
る
︒
東
洋
思
想
（
井
上
の
言

葉
で
は
﹁
東
洋
哲
学
﹂）
の
研
究
の
か
た
わ
ら
︑『
教
育
勅
語
』
の
公
定
解
説
書

（『
教
育
勅
語
衍
義
』）
の
執
筆
︑
国
民
道
徳
論
の
宣
揚
な
ど
を
お
こ
な
っ
た（

37
）

︒
井

上
は
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
に
︑
大
部
の
陽
明
学
研
究
書
で
あ
る
『
日

本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
を
公
刊
す
る
︒

　
東
洋
思
想
研
究
で
の
井
上
の
弟
子
に
あ
た
る
人
物
が
︑
高
瀬
武
次
郎
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（
一
八
六
八
﹇
明
治
元
﹈
︱
一
九
五
〇
﹇
昭
和
二
十
五
﹈
年
）
で
あ
る
︒
高
瀬
は
︑

讃
岐
に
生
ま
れ
た
︒
東
京
帝
国
大
学
（
帝
国
大
学
か
ら
改
称
）
で
漢
学
を
専
攻
︒

一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
か
ら
三
年
に
わ
た
り
︑
清
や
欧
州
に
遊
学
︒
帰

国
後
は
京
都
帝
国
大
学
に
奉
職
し
︑
教
授
を
務
め
る
︒
陽
明
学
を
中
心
と
す
る

中
国
思
想
の
研
究
に
従
事
し
た
︒

　
初
め
に
本
章
で
は
︑
井
上
に
と
っ
て
陽
明
学
が
体
制
護
持
の
た
め
に
援
用
さ

れ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︑
考
察
す
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
日
本
近
代
の
陽
明

学
研
究
の
︑
戦
後
に
お
け
る
嚆こ
う

矢し

と
も
い
え
る
山
下
龍
二
の
研
究
を
紹
介
し
た

い
︒

　
山
下
龍
二
は
︑
日
本
に
お
け
る
明
代
思
想
史
研
究
の
中
で
︑
近
代
日
本
の
陽

明
学
に
も
焦
点
を
当
て
た
︒
山
下
は
︑
陽
明
学
の
基
本
性
格
を
﹁
反
官
学
的
︑

庶
民
的
︑
野
党
的
﹂
と
規
定
し
て
お
り
︑
明
治
期
の
陽
明
学
理
解
に
つ
い
て
︑

二
つ
の
在
り
方
を
示
し
た
︒
ひ
と
つ
は
井
上
哲
次
郎
ら
が
︑
陽
明
学
の
﹁
反
権

威
・
反
官
学
的
傾
向
﹂
を
捨
て
た
﹁
国
家
主
義
的
倫
理
観
﹂
と
し
て
の
陽
明
学
︒

も
う
ひ
と
つ
は
︑
内
村
鑑
三
に
代
表
さ
れ
る
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
が
︑

陽
明
学
に
着
目
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
﹁
個
人
主
義
的
倫
理
観
﹂
と
し
て
の
そ

れ
だ
と
い
う
︒
前
者
の
理
解
の
内
容
は
﹁
倫
理
的
・
国
家
主
義
的
・
日
本
主
義

的
﹂
で
あ
り
︑
後
者
は
﹁
宗
教
的
・
個
人
主
義
的
・
世
界
主
義
的
﹂
で
あ
る
と
︑

山
下
は
評
し
て
い
る（

38
）

︒
こ
の
構
図
を
前
提
と
し
て
荻
生
茂
博
は
︑
近
代
日
本
の

時
代
状
況
に
お
け
る
前
者
の
意
味
に
着
目
し
て
お
り
︑
内
村
も
ま
た
井
上
と
同

様
に
︑﹁「
ふ
た
つ
の
J
」
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
と
「
日
本
」
を
敬
っ
て
い
た
﹂
と

述
べ
て
い
る（

39
）

︒
日
本
の
近
代
に
お
い
て
︑
国
体
を
護
持
す
る
た
め
に
陽
明
学
が

援
用
さ
れ
た
こ
と
は
︑
岡
田
武
彦
も
指
摘
し
て
い
る（

40
）

︒

　
筆
者
も
︑
井
上
が
儒
教
的
徳
目
を
国
民
道
徳
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
︑
そ
の
よ
う
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
る
︒
以

下
は
︑
井
上
の
文
章
で
あ
る
︒

若
し
我
邦
に
於
け
る
国
民
的
道
徳
心
の
い
か
ん
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
︑
其

国
民
の
心
性
を
鎔
鋳
陶
冶
し
来
た
れ
る
徳
教
の
精
神
を
領
悟
す
る
を
要
す
︑

即
ち
此
書
叙
述
す
る
所
の
日
本
陽
明
学
派
の
哲
学
の
如
き
︑
豈
に
此
に
資

す
る
所
な
し
と
せ
ん
や（

41
）

︒

　
陽
明
学
の
思
想
が
︑
国
民
道
徳
の
理
解
を
助
け
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

井
上
が
陽
明
学
に
関
心
を
寄
せ
た
の
は
︑
国
民
の
た
め
の
道
徳
の
一
環
と
し
て
︑

陽
明
学
を
援
用
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
︒
井
上
は
陽
明
学
に
よ
っ
て
︑
国

民
の
精
神
を
陶と
う

冶や

す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
︒
右
で
山
下
と
荻
生
は
﹁
国
家
主

義
的
﹂
と
い
う
用
語
を
︑
具
体
的
な
説
明
を
せ
ず
に
用
い
て
い
る
が
︑
こ
の
場

合
の
国
家
主
義
と
は
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　
井
上
に
お
け
る
﹁
国
家
主
義
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
︑『
教
育
勅
語
』
の

思
想
へ
の
認
識
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

夫
の
勅
語
と
申
し
奉
る
者
は
︑
全
く
日
本
固
有
の
道
徳
を
文
章
に
し
た
る
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者
に
て
︑
其
道
徳
の
立
て
方
ハ
︑
一
家
の
中
に
行
う
べ
き
孝
悌
の
道
に
始

ま
り
︑
之
を
広
め
て
︑
一
郷
一
郡
に
及
び
︑
遂
に
忠
君
愛
国
と
云
う
を
以

て
︑
最
後
の
徳
と
為
せ
し
者
に
て
︑
一
言
に
之
を
名
づ
く
れ
バ
︑
全
く
国

家
主
義
な
り（

42
）

︒

　
こ
こ
で
﹁
日
本
固
有
の
道
徳
﹂
と
は
︑
儒
教
的
徳
目
か
ら
忠
君
愛
国
に
至
る

国
家
主
義
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
井
上
に
と
っ

て
の
﹁
国
家
主
義
﹂
は
︑
日
本
固
有
の
天
皇
制
を
国
民
に
護
持
さ
せ
よ
う
と
す

る
思
想
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
三
谷
博
は
﹁
国
家
主
義
﹂
を
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
﹂
と
対
比
さ
せ
て
論
じ
て
い
る（

43
）

︒
井
上
が
キ
リ
ス
ト
教
を
排
し
︑
天
皇
制
を

護
持
す
る
た
め
の
儒
教
道
徳
を
重
ん
じ
た
の
も
︑
同
様
の
態
度
と
い
っ
て
よ
い
︒

井
上
に
と
っ
て
﹁
国
家
主
義
﹂
は
︑
内
外
の
峻
別
を
つ
け
る
と
同
時
に
︑
天
皇

を
中
心
と
す
る
体
制
の
秩
序
を
護
持
し
よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
と
定
義
し
た

い
︒

　
儒
教
思
想
に
よ
る
道
徳
は
︑
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
の
秩
序
を
護
持
す
る
た

め
に
援
用
さ
れ
る
べ
き
思
想
で
あ
り
︑
陽
明
学
に
も
そ
う
し
た
点
を
期
待
し
て

い
た
︒
実
際
に
井
上
は
︑
大
塩
に
つ
い
て
陽
明
学
を
奉
じ
た
人
物
と
し
て
重
視

し
な
が
ら
︑
謀
反
に
準
ず
る
行
為
は
非
難
の
対
象
と
し
て
い
る（

44
）

︒
な
お
︑
右
に

引
用
し
た
文
章
は
︑
あ
る
事
件
に
際
し
て
井
上
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
反
発
を

表
明
し
た
文
章
の
一
部
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
不
敬
事
件
﹂
で
あ
る
︒

　
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
の
『
教
育
勅
語
』
奉
読
式
で
︑
内
村
鑑
三
が

最
敬
礼
を
し
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
︑
井
上
が
非
難
の
中
心
人
物
と
な
っ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
明
治
天
皇
の
署
名
入
り
で
下
賜
さ
れ
た
『
教
育

勅
語
』
の
奉
戴
式
が
︑
同
年
の
一
月
九
日
に
第
一
高
等
学
校
で
挙
行
さ
れ
た
︒

教
官
で
あ
っ
た
内
村
も
︑
当
然
の
如
く
参
加
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
他
の
教
官
が

勅
語
の
額
に
対
し
て
最
敬
礼
を
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
校
長
か
ら
数
え
て
三
番

目
の
拝
礼
者
で
あ
っ
た
内
村
が
︑
会
釈
し
か
し
な
か
っ
た
︒
こ
れ
が
︑
後
に
問

題
と
し
て
表
面
化
す
る
︒

　
こ
の
事
件
に
際
し
て
井
上
は
﹁
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
に
つ
き
井
上
哲
次
郎

氏
の
談
話
﹂（
一
八
九
二
﹇
明
治
二
十
五
﹈
年
）
で
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
『
教
育
勅

語
』
の
精
神
に
反
し
て
お
り
︑﹁
無
国
家
的
﹂
で
あ
る
と
断
じ
た
︒
ま
た
︑
キ

リ
ス
ト
教
徒
に
﹁
民
心
の
統
合
一
致
﹂
を
破
る
点
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
︑

キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
の
国
家
を
破
壊
す
る
可
能
性
す
ら
指
摘
す
る（

45
）

︒

　﹁
民
心
の
統
合
一
致
﹂
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
井
上
の
キ
リ

ス
ト
教
批
判
の
眼
目
は
︑
国
民
の
秩
序
が
精
神
的
な
面
か
ら
混
乱
す
る
こ
と
を

懸
念
し
て
い
た
点
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
井
上
に
よ
る
批
判
は
︑
キ
リ
ス
ト
教

自
体
と
い
う
よ
り
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
流
入
す
る
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ

る
混
乱
を
対
象
と
し
て
い
た
︒
井
上
の
キ
リ
ス
ト
教
観
は
︑
事
件
以
前
か
ら
変

化
し
て
い
な
い
︒

古
来
︑
我
国
︑
民
心
を
結
合
し
来
り
た
る
所
の
宗
教
は
遂
に
敗
北
絶
滅
し

て
異
分
子
︑
異
宗
教
︑
其
の
間
に
混
入
し
︑
其
一
致
統
合
を
害
す
る
は
最
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も
恐
る
べ
し
と
な
す
な
り（

46
）

︒

　
井
上
は
キ
リ
ス
ト
教
が
︑
日
本
の
国
家
の
秩
序
を
破
壊
す
る
可
能
性
を
危
惧

し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
現
に
日
本
に
流
入
し
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
反
発
し

て
い
た
と
い
え
る
︒

　
井
上
が
陽
明
学
を
国
民
の
た
め
の
道
徳
と
し
た
の
は
︑
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
観

と
通
じ
て
い
る
︒
井
上
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
へ
の
流
入
に
強
く
反
対
し
て

い
た
の
は
︑
国
内
の
秩
序
が
乱
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
︒
そ
の
秩
序
と
は
具
体

的
に
︑
天
皇
を
中
心
と
し
た
﹁
日
本
固
有
﹂
の
体
制
で
あ
る
︒
そ
れ
を
護
持
す

る
た
め
に
道
徳
は
あ
る
べ
き
で
︑
陽
明
学
に
も
そ
の
一
環
と
し
て
の
機
能
を
求

め
て
い
る
︒

　
井
上
が
儒
教
的
な
徳
目
の
上
に
︑
国
民
の
統
一
を
主
眼
と
す
る
倫
理
を
据
え

た
の
は
︑
先
述
の
通
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
井
上
が
陽
明
学
を
国
民
道
徳
の
理

解
に
役
立
つ
と
し
た
こ
と
が
︑
陽
明
学
を
維
新
後
の
社
会
に
適
用
さ
せ
よ
う
と

し
た
た
め
に
生
じ
た
論
理
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
︒
井
上
が
主
眼
を
置
い
て

い
た
の
は
︑
天
皇
制
の
秩
序
を
護
持
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
根
底
に
は
︑
対

外
的
な
危
機
意
識
か
ら
︑
国
内
の
安
定
を
図
る
た
め
に
儒
教
思
想
を
道
徳
と
し

て
用
い
る
意
図
が
あ
っ
た
︒
そ
の
意
図
が
︑
井
上
の
陽
明
学
観
を
構
築
し
た
︒

井
上
は
︑
明
治
期
の
社
会
に
陽
明
学
を
援
用
す
る
と
い
う
明
確
な
意
志
を
有
し

て
い
た
訳
で
は
な
い
︒
天
皇
制
を
護
持
す
る
と
い
う
自
身
の
志
向
の
た
め
に
︑

合
目
的
的
に
陽
明
学
を
利
用
し
た
と
評
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
井
上
に
と
っ
て
︑
外
国
の
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
に
国
民
の
精
神
を

統
一
す
る
思
想
は
や
は
り
国
民
道
徳
で
あ
っ
た
︒
井
上
は
日
清
・
日
露
戦
争
後

に
お
い
て
︑
ロ
シ
ア
︑
ア
メ
リ
カ
︑
中
国
に
対
し
て
警
戒
す
べ
き
こ
と
を
説
い

た
上
で
︑﹁
国
民
道
徳
を
除
い
て
は
植
民
地
の
よ
う
に
な
っ
て
仕
舞
う（

47
）

﹂
と
述

べ
た
︒
井
上
は
諸
外
国
の
脅
威
に
対
抗
す
る
に
は
国
民
道
徳
に
よ
る
国
民
の
統

一
が
重
要
で
︑
そ
の
理
解
に
陽
明
学
が
援
用
で
き
る
と
考
え
て
い
た
︒

　
そ
の
井
上
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
陽
明
学
に
つ
い
て
の
文
章
の
中
に
︑
興
味
深

い
記
述
が
あ
る
︒

陽
明
学
は
基
本
を
言
え
ば
︑
明
の
陽
明
に
出
づ
る
と
雖
も
︑
一
た
び
日
本

に
入
り
て
よ
り
忽
ち
日
本
化
し
︑
自
ら
日
本
的
の
性
質
を
帯
ぶ
る
に
至
れ

り
︒
若
し
其
顕
著
な
る
事
実
を
挙
ぐ
れ
ば
︑
神
道
と
合
一
す
る
の
傾
向
あ

り
︒
拡
充
し
て
之
れ
を
言
え
ば
︑
国
家
的
精
神
を
本
と
す
る
の
趨
勢
あ
り
︒

藤
樹
已
に
此
徴
候
を
現
わ
し
︑
蕃
山
の
如
き
は
﹁
学
は
儒
を
も
学
び
︑
仏

を
も
学
び
理
豊
か
に
心
広
く
な
り
て
か
〘

 マ

 マ

 〙

り
か
さ
れ
ざ
る
の
吾
神
道
を
立
つ

べ
き
な
り
﹂
と
い
い
て
︑
大
に
神
道
の
根
拠
た
る
べ
き
を
主
張
せ
り
︒
大

塩
中
斎
も
亦
深
く
伊
勢
の
大
廟
を
崇
敬
し
︑
乱
を
な
し
し
時
旗
に
﹁
天
照

皇
太
神
宮
﹂
と
記
せ
り
︒
奥
宮
慥
斎
が
神
道
と
王
学
と
の
一
致
を
期
せ
る

が
如
き
︑
亦
吾
人
の
注
意
を
要
す
る
所
な
り
︒
之
れ
を
要
す
る
に
︑
陽
明

学
が
日
本
化
せ
る
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実
な
り（

48
）

︒
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陽
明
学
の
日
本
化
と
は
︑
神
道
と
の
合
一
が
特
徴
で
あ
る
と
い
う
︒
井
上
は

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
国
家
的
精
神
を
本
と
す
る
の
趨
勢
あ
り
﹂
と
し
て
い

る
︒
ま
た
︑
大
塩
に
つ
い
て
伊
勢
神
道
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
て
お
り
︑
同
時

代
の
国
家
神
道
を
意
識
し
た
記
述
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ

ち
井
上
が
︑
陽
明
学
と
国
家
を
つ
な
ぐ
線
を
想
定
す
る
場
合
︑
神
道
と
い
う
宗

教
が
媒
介
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る（

49
）

︒

　
井
上
に
よ
っ
て
明
治
期
に
解
釈
さ
れ
た
陽
明
学
は
︑
神
道
と
の
つ
な
が
り
と

い
う
点
で
︑﹁
国
家
主
義
的
﹂
な
視
点
を
内
包
し
た
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
︒

そ
う
し
た
場
合
︑
神
道
と
陽
明
学
は
と
も
に
︑
国
体
護
持
の
思
想
に
近
づ
く
︒

こ
う
し
た
井
上
の
視
点
は
︑
陽
明
学
を
宗
教
的
に
解
釈
し
た
訳
で
は
な
く
︑
国

体
護
持
に
援
用
で
き
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
発
展
し
た
で
あ
ろ
う
︒

　
井
上
は
陽
明
学
を
︑
国
民
の
た
め
の
道
徳
に
援
用
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い

た
︒
そ
の
理
由
は
井
上
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
流
入
に
対
抗
し
て
︑
国
内
の
天
皇

を
中
心
と
し
た
秩
序
を
護
持
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
た
め
で
あ
っ
た
︒
次
章
で

は
︑
井
上
が
陽
明
学
の
思
想
に
つ
い
て
︑
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た

の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
明
治
期
に
お
け
る
陽
明
学
が
ど
の
よ
う
に
他
の
思

想
を
取
り
込
ん
で
変
容
し
た
の
か
︑
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　

三
、
井
上
哲
次
郎
に
お
け
る
陽
明
学
と
水
戸
学

　
本
章
で
は
︑
陽
明
学
を
変
容
さ
せ
て
理
解
し
た
井
上
が
︑
水
戸
学
と
同
様
の

論
理
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
陽
明
学
が
明
治
期
に
変
容
す

る
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
が
︑
明
治
維
新
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
明
治

期
に
は
︑
幕
末
の
志
士
た
ち
の
奉
じ
た
陽
明
学
こ
そ
︑
明
治
維
新
を
導
い
た
と

す
る
見
解
が
生
じ
た
こ
と
は
先
述
し
た（

50
）

︒
同
じ
く
先
述
の
澤
井
啓
一
は
︑
儒
学

が
﹁
器
﹂
の
よ
う
に
他
の
思
想
を
吸
収
し
て
︑
変
容
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
︒
日
本
近
代
に
お
け
る
陽
明
学
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
と
す
れ
ば
︑
右
の
よ

う
な
見
方
も
変
容
の
一
例
で
あ
る
︒

　
明
治
維
新
と
陽
明
学
が
関
連
す
る
こ
と
は
︑
井
上
も
述
べ
て
い
る（

51
）

︒
ま
た
井

上
の
場
合
︑
志
士
た
ち
に
陽
明
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
す
る
見
解
は
︑
お
の

ず
と
国
体
と
関
係
し
て
い
る
︒
井
上
は
次
の
よ
う
に
言
及
を
す
る
︒

そ
れ
か
ら
陽
明
学
派
か
ら
は
色
々
の
人
が
出
て
来
た
︒
佐
久
間
象
山
︑
橋

本
佐
内
︑
横
井
小
楠
︑
西
郷
南
洲
と
云
う
よ
う
な
人
は
皆
陽
明
学
の
系
統

の
人
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
そ
う
で
無
く
と
も
陽
明
学
の
感
化
を
受
け

た
人
は
随
分
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
等
は
姑
し
ば
ら

く
措
い
て
︑
兎
に
角
陽
明
学
の
系

統
か
ら
し
て
︑
人
数
の
少
い
割
合
に
は
大
勢
人
物
が
出
て
居
り
ま
す
︒
所

が
陽
明
学
と
云
う
も
の
は
中
江
藤
樹
以
来
此
の
日
本
の
精
神
と
結
ぼ
〘
マ
マ
〙れ

て

一
緒
に
な
っ
て
居
り
ま
す
︒
ズ
ッ
と
此
系
統
を
調
べ
る
と
云
う
と
︑
重
〘
マ
マ
〙な

る
陽
明
学
派
の
人
は
皆
日
本
の
精
神
を
採
っ
て
︑
そ
う
し
て
陽
明
学
と
一

緒
に
し
て
出
て
来
た
︒
維
新
の
際
に
起
っ
た
志
士
は
皆
日
本
と
云
う
こ
と

が
頭
脳
に
あ
っ
て
其
の
為
に
ジ
ッ
と
し
て
居
れ
な
い
︒
そ
れ
で
彼
等
は
一
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命
を
擲
な
げ
う

っ
て
出
て
来
た（

52
）

︒

　﹁
日
本
の
精
神
﹂
と
い
う
言
葉
に
︑
井
上
の
意
識
が
表
れ
て
い
る
︒
第
一
章

で
考
察
し
た
よ
う
に
︑
明
治
維
新
の
精
神
的
背
景
に
陽
明
学
が
あ
る
の
だ
と
す

れ
ば
︑
そ
の
思
想
は
維
新
後
の
社
会
体
制
を
支
持
す
る
も
の
に
な
り
う
る
︒
維

新
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
陽
明
学
は
明
治
期
の
社
会
体
制
と
関
連
づ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
と
は
い
え
︑
井
上
は
陽
明
学
の
み
が
維
新
の
革
命
に
関
連
す
る
と
考
え
て
い

た
訳
で
は
な
い
︒
井
上
は
日
本
の
国
民
道
徳
が
︑
江
戸
期
の
封
建
体
制
に
お
い

て
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
語
る
︒
そ
し
て
﹁
明
治
維
新
の
前
後
に
起
っ
た
勤

王
家
を
考
え
て
見
る
と
云
う
と
︑
大
勢
起
っ
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
其
の
中

の
最
も
秀
で
て
有
力
な
人
は
皆
国
民
道
徳
の
精
神
を
有
っ
て
居
っ
た
人
で
あ
り

ま
す
﹂
と
述
べ
た
上
で
︑
そ
の
よ
う
な
人
物
が
出
て
き
た
の
は
﹁
水
戸
学
﹂

﹁
陽
明
学
﹂
の
学
派
で
あ
る
と
語
る
︒

盛
に
出
て
来
た
の
は
水
戸
の
学
派
︑
又
は
闇
斎
学
派
︑
或
は
陽
明
学
派
︑

そ
う
云
う
学
派
か
ら
出
て
来
た
︒
そ
れ
等
の
学
派
か
ら
出
た
人
は
危
急
存

亡
の
秋
に
際
し
て
ナ
カ
く
ジ
ッ
と
し
て
居
れ
な
い
︒
水
戸
学
派
と
云
う
の

は
何
う
云
う
学
派
で
あ
る
か
と
云
う
と
︑
重
〘
マ
マ
〙に

朱
子
学
で
あ
る
︒
け
れ
ど

も
此
の
朱
子
学
派
と
云
う
も
の
は
国
体
と
結
ぼ
〘
マ
マ
〙れ

た
朱
子
学
派
で
あ
る
︒

そ
れ
の
み
な
ら
ず
寧
ろ
国
体
を
主
と
し
て
︑
朱
子
学
を
国
民
道
徳
の
助
け

と
し
た
も
の
で
あ
る（

53
）

︒

　
井
上
に
と
っ
て
水
戸
学
と
陽
明
学
は
︑
国
の
危
機
に
瀕
し
て
立
ち
上
が
る
志

士
の
精
神
性
を
養
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
井
上
は
両
者
を
︑
天
皇
制
を
奉
じ
る
国

民
道
徳
に
つ
な
が
る
思
想
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
井
上
は
こ
こ

で
朱
子
学
に
対
し
て
︑
打
倒
さ
れ
る
べ
き
体
制
思
想
で
あ
る
と
は
み
な
し
て
い

な
い
︒
む
し
ろ
水
戸
学
と
関
係
し
て
﹁
国
体
﹂
に
通
じ
た
点
で
︑
現
体
制
に
資

す
る
思
想
で
あ
っ
た
︒
井
上
に
と
っ
て
陽
明
学
が
近
代
日
本
の
体
制
と
関
わ
る

の
は
︑
反
朱
子
学
で
あ
る
た
め
ば
か
り
で
な
い
こ
と
は
︑
重
要
な
点
で
あ
る
︒

井
上
は
陽
明
学
を
︑
必
ず
し
も
反
体
制
と
は
考
え
て
い
な
い
︒

　
本
来
︑
徳
川
の
幕
藩
体
制
が
奉
じ
た
も
の
と
し
て
の
儒
学
は
︑
社
会
秩
序
の

安
定
に
役
立
た
せ
る
た
め
の
朱
子
学
で
あ
っ
た
︒
源
了
圓
は
『
近
世
初
期
実
学

思
想
の
研
究
』
の
中
で
︑
実
学
思
想
の
根
底
に
は
﹁
有
用
性
﹂
が
あ
り
︑﹁
そ

の
有
用
性
と
い
う
の
は
儒
学
の
場
合
に
は
治
国
平
天
下
と
い
う
経
世
済
民
の
た

め
に
役
に
立
つ
こ
と（

54
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
実
学
は
︑
徳
川
幕
府
成
立
の
初
期
か

ら
既
に
︑
現
実
の
政
治
的
秩
序
へ
の
儒
教
の
適
用
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
い
た
︒

　
し
か
し
︑
幕
末
か
ら
明
治
へ
の
体
制
変
革
の
中
で
︑
陽
明
学
が
着
目
さ
れ
た
︒

陽
明
学
は
明
治
維
新
を
導
い
た
と
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
実

践
を
重
視
す
る
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
﹁
実
践
﹂

と
は
︑
幕
藩
体
制
の
存
続
を
前
提
と
し
た
思
想
で
は
な
い
︒
江
戸
期
の
体
制
の

下
で
求
め
ら
れ
た
儒
学
に
お
け
る
﹁
実
学
﹂
思
想
で
な
く
︑
体
制
変
革
に
資
す
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る
有
用
性
が
︑
陽
明
学
に
付
与
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
井
上
の
陽
明
学
観
も
︑
そ

の
流
れ
に
位
置
す
る
︒

　
そ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
︑
水
戸
学
の
重
要
文
献
で
あ
る
藤
田
東
湖
の
『
弘
道

館
記
述
義
』
で
あ
る
︒
水
戸
藩
の
学
問
所
で
あ
る
弘
道
館
に
お
い
て
︑
建
学
の

精
神
を
後
進
に
示
す
た
め
の
範
と
し
た
の
が
﹁
弘
道
館
記
﹂
で
あ
る
︒﹁
弘
道

館
記
﹂
そ
の
も
の
は
︑
極
め
て
短
い
文
章
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
『
教
育
勅

語
』
と
同
様
に
︑
解
説
書
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
中
に
は
﹁
尊
王
攘
夷
﹂︑﹁
神
儒

一
致
﹂︑﹁
忠
孝
無
二
﹂
な
ど
︑
明
治
期
の
社
会
体
制
と
関
わ
り
の
深
い
言
葉
が

散
見
さ
れ
る
︒
そ
の
﹁
弘
道
館
記
﹂
の
末
尾
近
く
に
︑
以
下
の
記
述
が
あ
る
︒

学
問
事
業
︑
其
の
効
を
殊
に
せ
ず
︒（
原
漢
文

（
55
）

）

『
弘
道
館
記
述
義
』
で
は
︑
こ
の
文
言
が
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
︒

臣
彪
謹
ン
デ
案
ズ
ル
ニ
︑
学
ハ
道
ヲ
学
ブ
所
以
︑
問
ハ
道
ヲ
問
ウ
所
以
ニ

シ
テ
︑
事
業
ハ
其
ノ
道
ヲ
行
ウ
所
以
ナ
リ
︒
諸
ヲ
工
匠
ニ
譬
ウ
ル
〘
マ
マ
〙バ

︑
必

ズ
先
ズ
規
矩
ヲ
学
ン
デ
︑
然
ル
後
経
営
ニ
従
事
ス
ル（

56
）

︒

こ
の
こ
と
を
︑
橋
川
文
三
は
﹁
学
﹂
が
﹁
道
を
学
ぶ
こ
と
﹂
で
あ
り
︑﹁
問
﹂

が
﹁
道
を
問
う
こ
と
﹂︑﹁
事
業
﹂
が
﹁
そ
の
道
を
実
地
に
行
う
こ
と
﹂
で
あ
る

と
理
解
し
て
い
る（

57
）

︒
さ
ら
に
東
湖
は
︑
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

学
問
事
業
ノ
一
ニ
シ
難
キ
ハ
其
ノ
故
多
端
ナ
リ
︒
而
レ
ド
モ
大
弊
四
ア
リ
︒

曰
ク
躬
行
ヲ
忽
ゆ
る
が
せニ

ス
︑
曰
ク
実
学
ヲ
廃
ス
︑
曰
ク
経
ニ
泥な
ず

ム
︑
曰
ク
権
ニ

流
ル（

58
）

︒

こ
の
う
ち
﹁
躬
行
ヲ
忽
ニ
ス
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
学
者
或
ハ
礼
儀
ヲ
修
メ
ズ
︑

甚
シ
キ
ハ
則
チ
徳
ヲ
失
イ
行
ヲ
汙け
が

シ
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
実
学

ヲ
廃
ス
﹂
の
説
明
で
は
︑﹁
或
ハ
委
瑣
自
ラ
用
イ
︑
或
ハ
風
流
に
耽
溺
シ
テ
︑

民
隠
ヲ
恤う
れ

エ
ズ（

59
）

﹂
と
い
わ
れ
る
︒
東
湖
は
﹁
学
問
﹂
と
﹁
事
業
﹂
が
一
致
し
な

い
原
因
を
︑
現
実
の
政
治
に
役
立
つ
実
践
を
軽
ん
じ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
分
析

し
た
︒
こ
こ
で
も
︑
実
践
の
重
視
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
︒
幕
末
の
水
戸
学
に

お
け
る
実
践
の
重
視
は
︑
明
治
維
新
を
導
い
た
と
目
さ
れ
る
陽
明
学
を
実
践
強

調
論
と
し
た
論
調
と
共
通
し
て
い
る
︒

　
陽
明
学
が
行
動
を
重
視
す
る
思
想
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
︑
井
上
も
と
っ
て

い
る
︒
そ
れ
は
︑
陽
明
学
の
重
要
な
思
想
で
あ
る
﹁
知
行
合
一
﹂
へ
の
解
説
の

中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

朱
子
は
先
ず
知
り
て
後
︑
行
う
べ
し
と
す
れ
ど
も
︑
陽
明
は
知
行
の
先
後

を
言
わ
ず
し
て
︑
知
行
一
致
を
主
張
せ
り
︒
故
に
朱
子
は
学
理
を
重
ん
じ
︑

陽
明
は
実
行
を
尚
ぶ
の
異
同
あ
り
︒

此
れ
に
由
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
︑
朱
子
学
と
陽
明
学
と
は
︑
一
長
一
短
︑

何
ず
れ
を
其
れ
と
も
定
め
難
し
︒
然
れ
ど
も
朱
子
学
は
能
く
博
学
多
識
の
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士
を
出
だ
せ
ど
も
︑
動や
や

も
す
れ
ば
即
ち
人
を
し
て
固
陋
迂
腐
な
ら
し
む
る

の
弊
あ
り
︒
之
に
反
し
て
陽
明
学
は
往
々
浅
薄
の
訾
そ
し
り
を
免
れ
ざ
れ
ど
も
︑

学
者
を
し
て
短
刀
直
入
︑
そ
の
正
鵠
を
得
せ
し
む
る
の
一
点
に
至
り
て
は
︑

確
に
朱
子
学
に
優
れ
り（

60
）

︒

　
井
上
は
﹁
知
行
合
一
﹂
に
対
し
て
︑
陽
明
学
が
﹁
実
行
を
尚
ぶ
﹂
思
想
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
︒
井
上
は
﹁
知
﹂
と
﹁
行
﹂
を
︑﹁
学
理
﹂

と
﹁
実
行
﹂
で
あ
る
と
解
釈
し
て
︑
陽
明
学
が
﹁
行
﹂
の
方
を
重
視
す
る
思
想

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
井
上
の
陽
明
学
理
解
は
︑
得
ら
れ
た
知
識
を
実
際
に

お
こ
な
う
こ
と
を
重
視
す
る
︑﹁
実
践
﹂
の
強
調
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
︒

　
ま
た
︑
右
に
引
用
し
た
文
章
の
少
し
後
で
︑
井
上
は
次
の
よ
う
に
書
く
︒

又
熊
澤
蕃
山
の
如
き
︑
大
塩
中
斎
の
如
き
︑
佐
久
間
象
山
︑
吉
田
松
陰
︑

若
く
は
西
郷
南
洲
の
如
き
︑
皆
事
功
の
観
る
べ
き
も
の
あ
り
︒
苟
い
や
し
くも

姚
江

︹
引
用
者
註
︑
王
陽
明
︺
の
学
派
に
接
し
た
る
も
の
を
見
れ
ば
其
人
物
の
多

き
︑
実
に
顕
著
な
る
事
実
な
り
と
い
う
べ
き
な
り
︒
果
し
て
然
ら
ば
陽
明

学
の
人
物
陶
冶
に
功
あ
る
こ
と
決
し
て
疑
な
き
な
り（

61
）

︒

陽
明
学
が
﹁
実
行
﹂
を
重
ん
じ
る
と
い
う
場
合
の
﹁
実
行
﹂
と
は
︑
井
上
の
中

で
明
治
維
新
に
貢
献
し
た
志
士
た
ち
と
関
連
し
て
い
る
︒
井
上
は
陽
明
学
の

﹁
知
行
合
一
﹂
の
思
想
を
︑
維
新
の
変
革
を
成
し
遂
げ
た
点
で
︑
実
践
を
重
視

す
る
思
想
で
あ
る
と
し
た
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
井
上
は
﹁
知
行
合
一
﹂
の
思
想
の
﹁
行
﹂
を
︑
知
識
の
実

践
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
視
し
た
︒
陽
明
学
が
明
治
維
新
の
精
神
的
支
柱
に

な
っ
た
こ
と
が
︑
そ
の
実
践
の
具
体
的
な
内
容
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
見

解
は
高
瀬
武
次
郎
な
ど
︑
ほ
か
の
陽
明
学
研
究
者
も
踏
襲
し
て
い
る
︒

　
し
か
し
現
在
で
は
︑﹁
知
行
合
一
﹂
の
説
を
﹁
実
践
強
調
﹂
と
す
る
こ
と
に

異
を
唱
え
る
説
も
出
さ
れ
て
い
る（

62
）

︒
陽
明
学
の
﹁
知
行
合
一
﹂
を
︑
知
っ
た
こ

と
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
践
強
調
論
と
し
た
の
は
︑
た
し
か
に

当
時
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
本
来
︑
陽
明
学
の
知
行
合
一
論
に
お
い

て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
﹁
行
﹂
で
は
な
く
︑﹁
知
行
﹂
を
合
一
さ
せ
る
た
め

の
﹁
心
﹂
へ
の
注
目
で
あ
る（

63
）

︒

　
陽
明
学
は
王
陽
明
の
死
後
︑
大
き
く
分
け
て
三
派
に
分
か
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
︑
こ
の
内
︑
陽
明
の
説
い
た
工
夫
を
重
ん
じ
た
の
が
︑
修
証
派
と
帰
寂

派
で
あ
る
︒
前
者
は
陽
明
の
説
い
た
良
知
に
致
る
た
め
の
工
夫
を
忠
実
に
踏
襲

し
︑
後
者
は
禅
な
ど
の
﹁
静
﹂
を
重
ん
じ
る
工
夫
を
特
に
重
視
す
る
︒
こ
の
二

派
が
︑
幕
末
期
の
陽
明
学
者
た
ち
に
重
ん
じ
ら
れ
た（

64
）

︒
彼
ら
は
︑
陽
明
学
に
よ

る
内
面
の
重
視
を
説
い
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
高
瀬
武
次
郎
の
考
察
の
と

き
に
も
言
及
す
る
︒

　
幕
末
に
陽
明
学
を
奉
じ
た
者
た
ち
は
︑
同
時
に
社
会
を
改
革
す
る
こ
と
へ
の

志
向
を
有
し
て
い
た
︒
岡
田
武
彦
は
幕
末
の
陽
明
学
者
の
特
徴
に
つ
い
て
︑

﹁
国
の
内
外
の
多
事
多
難
な
時
期
に
遭
遇
し
た
の
で
︑
激
し
い
社
会
的
政
治
的
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活
動
を
す
る
も
の
が
出
た
﹂
こ
と
︑
及
び
﹁
人
々
が
自
ら
深
い
体
認
を
本
と
す

る
心
学
を
立
て
る
こ
と
が
国
家
社
会
の
綱
紀
を
維
持
す
る
根
本
で
あ
り
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
始
め
て
国
家
社
会
の
真
の
安
寧
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
た
﹂

こ
と
を
挙
げ
て
い
る（

65
）

︒
以
上
の
よ
う
に
︑
心
に
お
け
る
﹁
内
省
﹂
の
重
視
を
説

く
陽
明
学
は
︑
幕
末
に
お
い
て
社
会
に
参
画
す
る
視
点
を
強
め
た
︒

　
井
上
の
陽
明
学
解
釈
は
︑
幕
末
に
お
け
る
水
戸
学
の
論
理
と
よ
く
似
て
い
る
︒

そ
れ
は
︑
井
上
が
水
戸
学
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
よ
り
も
︑
井
上
が
幕
末
に

変
容
し
た
陽
明
学
の
論
理
を
受
け
継
い
で
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
︒

　
た
だ
し
井
上
自
身
は
︑
陽
明
学
と
水
戸
学
の
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
︒

以
下
は
︑『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
に
お
け
る
文
章
で
あ
る
︒

藤
田
幽
谷
及
び
其
子
東
湖
の
如
き
は
︑
い
ず
れ
も
蕃
山
を
追
慕
し
︑
多
少

蕃
山
に
得
る
所
多
か
り
が
如
し
︒
幽
谷
嘗
て
熊
澤
伯
継
伝
を
作
り
て
其
人

材
を
称
揚
せ
り
︒
東
湖
に
就
い
て
は
小
楠
評
し
て
曰
く
﹁
其
人
弁
舌
爽
に
︑

議
論
甚
だ
密
︑
学
意
は
熊
澤
蕃
山
︑
湯
浅
常
山
抔な
ど

に
て
︑
程
朱
流
の
窮
理

を
嫌
い
︑
専
ら
事
実
に
心
懸
け
た
る
様
子
な
り
﹂
と
︒
藤
田
父
子
の
学
風
︑

以
て
知
る
べ
し
︒
然
れ
ど
も
直
に
以
て
陽
明
学
派
中
に
列
す
る
は
大
早
計

な
り
︒
寧
ろ
水
戸
学
派
の
人
と
し
て
論
ず
る
を
妥
当
な
り
と
す（

66
）

︒

　
藤
田
幽
谷
と
東
湖
が
熊
沢
蕃
山
を
慕
い
︑
か
つ
朱
子
学
（
程
朱
流
）
に
距
離

を
置
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
井
上
は
︑
彼
ら
が
奉
じ
て

い
た
の
は
あ
く
ま
で
水
戸
学
で
あ
る
と
し
て
︑
陽
明
学
と
す
る
こ
と
に
反
対
し

て
い
る
︒
井
上
が
陽
明
学
を
国
民
道
徳
の
理
解
に
役
立
つ
と
し
て
い
た
の
は
︑

水
戸
学
と
同
一
視
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
︒
陽
明
学
が
水
戸
学
と
同
様
に
︑

明
治
維
新
を
導
い
た
思
想
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒
井
上
は
両
思
想
が

﹁
国
体
﹂
と
関
連
し
た
た
め
に
︑
維
新
の
変
革
を
導
い
た
と
み
な
し
て
い
た
︒

　
前
章
で
は
井
上
が
熊
沢
蕃
山
や
大
塩
の
例
を
挙
げ
て
︑﹁
日
本
化
﹂
し
た
陽

明
学
は
神
道
と
通
じ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
（
註
（
48
）
の
引
用

文
を
参
照
）︒
井
上
は
︑
そ
の
﹁
日
本
化
﹂
し
た
陽
明
学
の
根
本
が
﹁
国
家
的
精

神
﹂
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
︒
本
節
の
冒
頭
で
引
用
し
た
文
章
に
お
い
て
井

上
は
︑
中
江
藤
樹
か
ら
西
郷
ら
維
新
の
志
士
に
至
る
ま
で
︑
陽
明
学
を
学
ん
だ

人
々
に
一
貫
し
て
﹁
日
本
の
精
神
﹂
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
註
（
52
）
の

引
用
文
を
参
照
）︒﹁
日
本
の
精
神
﹂
が
あ
り
︑
明
治
維
新
を
導
い
た
陽
明
学
が

神
道
に
通
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

　
同
様
に
︑
井
上
に
と
っ
て
幕
末
に
お
け
る
神
道
は
︑
水
戸
学
と
も
関
係
が
あ

る
︒
井
上
は
︑
水
戸
学
の
国
体
を
重
視
す
る
考
え
方
が
朱
子
学
と
近
い
こ
と
を

認
め
つ
つ
も
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

陽
明
学
派
は
少
く
も
二
種
の
相
反
せ
る
傾
向
を
有
す
︑
一
は
省
察
的
方
面

に
し
て
︑
一
は
事
功
的
方
面
な
り
︑
力
を
省
察
的
方
面
に
用
う
る
も
の
は
︑

自
反
慎
独
を
主
と
す
る
道
学
者
の
態
度
を
取
り
︑
或
る
も
の
は
︑
禅
僧
の

如
き
枯
淡
な
る
状
態
に
陥
れ
り
︑
之
に
反
し
て
力
を
事
功
的
方
面
に
用
う
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る
も
の
は
︑
政
治
家
経
済
家
若
く
は
社
会
改
良
家
と
し
て
現
れ
来
れ
り
︑

是
等
は
仮
令
い
功
利
主
義
を
主
張
せ
ざ
る
も
功
利
主
義
の
実
行
者
に
外
な

ら
ざ
る
な
り
︑
陽
明
学
派
に
は
此
の
如
き
異
種
の
傾
向
あ
り
て
自
然
に
対

比
を
成
す
に
︑
朱
子
学
派
に
は
異
種
の
元
素
比
較
的
に
少
し
︑
殊
に
人
数

の
多
き
割
合
よ
り
之
を
言
え
ば
其
単
独
に
し
て
変
化
に
乏
し
き
︑
実
に
予

想
の
外
に
出
づ
る
も
の
あ
る
な
り
︑
固
よ
り
朱
子
学
派
に
も
竹
内
式
部
︑

山
縣
大
弐
︑
藤
田
東
湖
あ
れ
ど
も
︑
是
等
は
朱
子
学
の
精
神
に
因
り
て
活

動
せ
し
に
あ
ら
ず
し
て
︑
寧
ろ
神
道
若
く
は
国
体
の
観
念
に
駆
ら
れ
て
活

動
せ
し
も
の
な
り（

67
）

︒

　
陽
明
学
者
の
多
様
性
と
対
比
さ
せ
て
︑
朱
子
学
者
が
﹁
変
化
に
乏
し
﹂
い
こ

と
を
述
べ
る
︒
一
方
で
藤
田
東
湖
ら
の
活
動
の
源
泉
を
︑﹁
神
道
若
く
は
国
体

の
観
念
﹂
に
帰
し
て
い
る
︒
井
上
は
︑
水
戸
学
は
朱
子
学
に
近
い
と
指
摘
し
て
︑

陽
明
学
と
は
区
別
し
た
︒
し
か
し
実
際
に
井
上
の
論
理
を
考
察
す
る
限
り
︑
水

戸
学
と
陽
明
学
は
と
も
に
神
道
と
通
じ
︑
維
新
に
貢
献
し
た
人
物
た
ち
の
精
神

的
背
景
と
な
っ
た
点
で
非
常
に
似
て
い
る
︒

　
水
戸
学
の
実
践
重
視
と
︑
明
治
期
に
お
け
る
陽
明
学
の
実
践
強
調
論
は
似
て

い
る
︒
井
上
が
両
者
を
直
接
結
び
つ
け
た
訳
で
は
な
い
が
︑
井
上
の
中
で
両
者

は
維
新
の
変
革
を
導
い
た
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
思
想
で
あ
っ
た
︒
後
期
水
戸

学
に
お
い
て
︑
会
沢
や
東
湖
の
論
理
が
︑
維
新
の
変
革
と
関
係
が
深
か
っ
た
こ

と
は
述
べ
る
ま
で
も
な
い
︒
同
様
に
陽
明
学
も
︑
志
士
た
ち
に
行
動
を
促
し
た

と
い
う
意
味
で
明
治
維
新
の
背
景
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
つ
な
が
っ
た
︒
と
も

に
︑
明
治
期
の
社
会
体
制
に
と
っ
て
重
要
な
﹁
国
体
﹂
と
﹁
神
道
﹂
と
に
関
係

す
る
思
想
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
︒

　
井
上
は
幕
末
維
新
に
活
躍
し
た
人
物
た
ち
の
思
想
の
傾
向
と
し
て
︑
二
つ
を

挙
げ
て
い
る
︒
一
つ
は
﹁
水
戸
学
派
﹂︒
も
う
一
つ
は
︑
井
上
が
﹁
武
士
道
学

派
﹂
と
呼
ん
だ
系
統
で
あ
る
︒
井
上
は
こ
の
﹁
武
士
道
学
派
﹂
を
山
鹿
素
行
か

ら
吉
田
松
陰
に
至
る
学
統
と
捉
え
て
い
る（

68
）

︒
そ
の
上
で
井
上
は
︑
こ
の
﹁
武
士

道
学
派
﹂
が
陽
明
学
と
酷
似
し
て
い
る
と
述
べ
る
︒

此
学
派
は
陽
明
学
派
と
余
程
能
く
似
て
居
る
︒
吉
田
松
陰
み
ず
か
ら
驚
い

て
居
ら
れ
る
︒
幽
室
文
稿
を
見
ま
す
る
と
一
个
所
斯
う
云
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
︒
自
分
は
陽
明
学
派
で
は
無
い
が
陽
明
の
本
を
読
ん
で
見
る
と
自
分

の
考
と
一
致
し
て
居
る
︒
そ
う
言
わ
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
︒
陽
明
学
が

矢
張
り
知
行
合
一
の
学
問
で
あ
っ
て
何
処
ま
で
も
意
志
を
本
位
と
し
て
敢

然
之
を
実
行
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
で
似
て
居
る
筈
だ（

69
）

︒

　
右
の
文
章
は
︑
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
に
開
か
れ
た
﹁
松
陰
先
生

五
十
年
記
念
大
会
﹂
で
の
講
演
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
︒
井
上
は
松
陰
自
身

の
言
葉
を
と
り
あ
げ
て
︑
維
新
に
貢
献
し
た
松
陰
の
学
派
が
陽
明
学
と
共
通
し

て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
︒
井
上
は
水
戸
学
と
陽
明
学
に
思
想
的
関
連
が
あ

る
と
考
え
て
い
た
訳
で
は
な
く
︑
朱
子
学
と
通
じ
る
水
戸
学
を
陽
明
学
と
区
別
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し
て
い
た
︒
し
か
し
同
時
に
︑
両
者
は
維
新
の
志
士
た
ち
の
精
神
的
背
景
と
な

り
︑
維
新
の
改
革
を
導
い
た
思
想
と
し
て
重
視
し
て
い
た
︒
水
戸
学
と
陽
明
学

を
並
列
さ
せ
て
︑
維
新
後
の
体
制
に
と
っ
て
意
義
の
あ
る
思
想
と
し
て
い
る
︒

　
す
な
わ
ち
井
上
に
と
っ
て
︑
明
治
維
新
を
も
た
ら
し
て
明
治
期
の
体
制
を
築

い
た
重
要
な
思
想
は
︑
一
つ
は
朱
子
学
に
基
づ
い
た
水
戸
学
で
あ
り
︑
一
つ
は

陽
明
学
な
い
し
そ
れ
に
近
い
思
想
で
あ
る
︒
井
上
は
山
鹿
素
行
と
吉
田
松
陰
の

学
問
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

徹
頭
徹
尾
大
和
魂
の
発
露
で
あ
る
︒
学
問
は
必
ず
し
も
一
学
派
に
拘
泥
し

て
無
い
︒
陽
明
学
も
や
り
朱
子
学
も
や
る
が
︑
主
と
す
る
所
は
国
民
道
徳

で
あ
る
︒
そ
れ
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る（

70
）

︒

　
井
上
の
考
え
る
維
新
を
導
い
た
思
想
は
︑
陽
明
学
に
せ
よ
水
戸
学
に
せ
よ
︑

国
民
道
徳
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
で
︑
国
体
に
貢
献
す
る
思
想
で
あ
る
︒
井
上

は
体
制
の
変
革
に
貢
献
し
た
思
想
が
︑
そ
の
後
の
社
会
体
制
を
護
持
す
る
思
想

に
通
じ
る
と
い
う
論
理
を
有
し
て
い
た
︒

　
陽
明
学
は
︑
維
新
の
経
験
の
中
で
変
容
し
た
︒
岡
倉
天
心
は
︑
陽
明
学
が

﹁
儒
教
を
ふ
た
た
び
そ
の
本
来
の
領
域
︑
実
践
道
徳
の
領
域
へ
と
ひ
き
も
ど
し

た
﹂
こ
と
が
︑
明
治
維
新
と
関
連
す
る
と
主
張
し
た（

71
）

︒
そ
の
理
由
を
︑
陽
明
学

が
﹁
行
動
す
る
こ
と
を
教
え
る（

72
）

﹂
思
想
で
あ
っ
た
た
め
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

明
治
期
に
理
解
さ
れ
た
陽
明
学
の
思
想
は
︑
明
治
維
新
を
達
成
し
た
こ
と
と
関

わ
る
点
で
︑
実
践
論
と
い
う
面
が
注
目
さ
れ
た
︒

　
井
上
も
そ
の
議
論
に
影
響
を
受
け
て
い
る
︒
陽
明
学
は
﹁
知
行
合
一
の
学

問
﹂
と
し
て
︑
敢
然
と
実
行
を
図
る
思
想
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
明
治
維
新
は

成
し
遂
げ
ら
れ
た
︒
し
か
し
井
上
の
主
眼
は
国
民
の
精
神
的
な
統
合
で
あ
り
︑

そ
の
た
め
に
陽
明
学
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
統
合
の
手
段
と
し
て
井
上

は
︑
国
民
道
徳
を
重
視
す
る
︒
よ
っ
て
井
上
が
重
視
し
て
い
た
点
は
︑
儒
教
的

な
徳
目
を
援
用
し
て
国
家
の
統
合
を
図
る
こ
と
で
あ
り
︑
水
戸
学
の
議
論
と
共

通
し
て
い
る
︒
井
上
は
図
ら
ず
も
︑
水
戸
学
の
課
題
を
再
び
展
開
し
た
と
い
え

る
︒

　
な
お
︑
井
上
が
会
沢
正
志
斎
の
『
新
論
』
や
東
湖
の
『
弘
道
館
記
述
義
』
の

記
述
に
直
接
言
及
し
た
箇
所
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
︑
水
戸
学
と
の
関
連
を

示
唆
す
る
文
章
は
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
会
沢
正
志
斎
の
『
及
門
遺
範
』
で
あ
る
︒

『
及
門
遺
範
』
は
会
沢
が
藤
田
東
湖
の
父
︑
幽
谷
の
教
え
を
ま
と
め
た
書
物
で

あ
る
︒
こ
の
書
物
を
︑
井
上
は
『
武
士
道
叢
書
』（
博
文
館
︑
一
九
〇
九
﹇
明
治

四
十
二
﹈
年
刊
）
に
採
録
し
て
い
る
︒『
武
士
道
叢
書
』
は
︑
井
上
が
有
馬
祐
政

と
と
も
に
︑
武
士
道
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
古
今
の
著
作
を
ま
と
め
︑
著
者
の

略
伝
も
附
し
た
三
巻
本
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
上
巻
に
は
︑
中
江
藤
樹
と
熊
沢
蕃

山
の
書
物
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
下
巻
に
︑
東
湖
の
『
弘
道
館
記
述
義
』︑

『
回
天
詩
史
』
な
ど
と
と
も
に
『
及
門
遺
範
』
は
あ
る
︒

　
そ
の
文
中
に
は
︑
幽
谷
が
門
弟
に
授
け
た
教
え
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
︒
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或
は
古
今
の
嘉
言
・
懿
行
・
礼
楽
制
度
・
政
教
・
刑
兵
・
措
置
の
得
失
︑

君
臣
父
子
の
名
分
恩
義
︑
四
海
万
国
の
形
勢
・
変
革
︑
華
夷
内
外
の
弁
を

談
論
し
︑
一
一
指
示
し
︑
其
の
憤
悱
に
因
り
て
之
を
啓
発
す
︒
其
の
経
を

講
ず
る
や
︑
務
め
て
大
義
を
明
ら
か
に
し
︑
徳
行
事
業
を
合
し
て
一
と
為

す
︒（
原
漢
文

（
73
）

）

こ
こ
で
は
﹁
徳
行
﹂
と
﹁
事
業
﹂
を
合
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
徳
行
﹂

に
つ
い
て
は
︑
井
上
が
陽
明
学
に
対
し
て
﹁
徳
行
其
れ
自
身
が
即
ち
唯
一
の
学

問
な
り
﹂
と
評
し
て
い
る（

74
）

︒﹁
事
業
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
先
述
の
よ
う
に
『
弘

道
館
記
述
義
』
の
中
で
︑﹁
其
れ
本
学
問
事
業
︑
其
の
効
を
殊
に
せ
ず
﹂
と
い

う
言
葉
で
使
わ
れ
て
い
た
︒
こ
の
言
葉
と
︑『
及
門
遺
範
』
に
お
け
る
﹁
徳
行

事
業
﹂
の
用
語
は
︑
対
応
関
係
に
あ
る
と
見
て
よ
い
︒
い
ず
れ
も
︑
学
ん
だ
内

容
を
実
践
に
活
か
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

　
さ
ら
に
『
弘
道
館
記
述
義
』
の
文
中
で
は
︑﹁
学
問
﹂
と
﹁
事
業
﹂
が
一
致

し
な
い
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑﹁
躬
行
﹂
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
と
述
べ

ら
れ
て
い
た
︒
井
上
編
纂
に
よ
る
『
武
士
道
叢
書
』
の
中
に
は
︑『
弘
道
館
記

述
義
』
と
『
及
門
遺
範
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
井
上
が
﹁
知
行
合
一
﹂
を
実

践
重
視
の
思
想
と
み
な
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
水
戸
学
の
実
践
を
重
ん
じ

る
論
理
と
︑
井
上
の
陽
明
学
解
釈
に
は
共
通
点
が
見
ら
れ
る
︒

　
な
お
か
つ
︑
井
上
が
陽
明
学
に
政
治
性
を
持
た
せ
て
援
用
し
た
の
は
︑
キ
リ

ス
ト
教
の
流
入
に
対
し
て
︑
国
内
の
秩
序
維
持
を
志
向
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
︒

会
沢
正
志
斎
も
同
じ
く
︑
キ
リ
ス
ト
教
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
心
情
を
述
べ

た
︒

忠
孝
は
一
に
出
づ
︒
教
訓
俗
を
正
せ
ば
︑
言
わ
ず
し
て
化
し
︑
祭
は
以
て

政
と
な
り
︑
政
は
以
て
教
と
な
る
︒
教
と
政
と
は
未
だ
嘗
て
分
れ
て
二
と

為
ら
ず
︒
故
に
民
は
唯
天
祖
を
敬
し
天
胤
を
奉
ず
る
こ
と
を
知
る
の
み
︒

郷む
か

う
所
一
定
し
て
︑
異
物
を
見
ず
︒
是
を
以
て
民
志
一
に
し
て
天
人
合
す（

75
）

︒

妖
教
を
用
い
て
以
て
そ
の
民
を
誘
う
︒
民
心
皆
一
な
れ
ば
以
て
戦
う
に
足

れ
り（

76
）

︒

　
右
の
文
章
で
は
﹁
民
志
一
に
し
て
﹂﹁
民
心
皆
一
な
れ
ば
﹂
と
い
う
文
句
が

あ
る
︒
国
民
の
間
に
精
神
面
で
一
定
の
秩
序
を
求
め
る
点
で
︑
水
戸
学
と
井
上

の
論
理
は
よ
く
似
て
い
る（

77
）

︒

　
対
外
的
な
危
機
感
に
由
来
し
て
︑
民
の
心
を
ひ
と
つ
に
す
る
と
い
う
意
識
が
︑

国
内
の
統
一
を
図
る
意
図
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
︒
そ
の
点
で
井
上
は
︑
会
沢

の
課
題
を
引
き
継
い
で
い
る
︒
会
沢
は
キ
リ
ス
ト
教
を
︑
日
本
の
秩
序
を
破
壊

す
る
可
能
性
の
あ
る
点
で
︑
危
険
視
し
て
い
た
︒
井
上
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
も

ま
た
︑
国
内
の
民
心
が
乱
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
お
り
︑
幕
末
の
問
題
意

識
を
脱
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
天
皇
制
と
結
び
つ
く
井
上
の
儒
学
観
と

キ
リ
ス
ト
教
観
は
︑﹁
民
心
﹂
の
﹁
統
合
一
致
﹂
を
志
向
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
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幕
末
か
ら
続
く
秩
序
の
動
揺
へ
の
不
安
と
つ
な
が
っ
て
い
る
︒

　
井
上
の
目
的
は
︑
国
家
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
対
抗
か
ら
︑
国
民
の
精
神
的
な
統
一
を
志
向
し
て
い
た
︒
そ
れ
に
援
用
す
る

た
め
に
︑
陽
明
学
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
い
え
る
︒
井
上
は
陽
明
学
に
対
し

て
︑
国
民
道
徳
と
の
関
連
を
重
視
し
た
︒
会
沢
が
唱
え
た
︑
外
国
勢
力
に
対
抗

す
る
た
め
の
国
内
の
精
神
的
な
統
一
と
い
う
論
理
は
︑
井
上
も
同
様
に
唱
え
て

い
る
︒
幕
末
に
お
い
て
陽
明
学
が
そ
の
統
一
の
た
め
に
役
立
つ
と
い
う
説
は
生

じ
な
か
っ
た
が
︑
明
治
に
な
る
と
陽
明
学
も
︑
国
民
道
徳
の
構
築
に
援
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
は
陽
明
学
が
︑
国
民
の
精
神
統
一
の
手
段
に
な
る
と
い

う
変
容
を
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
の
は
︑
陽
明
学

は
維
新
に
貢
献
し
︑
明
治
期
の
社
会
体
制
の
構
築
と
関
わ
り
の
深
い
思
想
だ
と

認
識
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
近
代
特
有
の
国
家
主
義
を
唱
道
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
井

上
の
対
外
意
識
は
︑
幕
末
の
水
戸
学
の
論
理
と
共
通
し
て
い
る
︒
ま
た
井
上
は
︑

水
戸
学
と
陽
明
学
が
﹁
神
道
﹂
や
﹁
国
体
﹂
と
結
び
つ
く
こ
と
で
維
新
を
導
い

た
た
め
に
︑﹁
国
民
道
徳
﹂
に
つ
な
が
る
と
論
じ
て
い
る
︒
井
上
の
主
眼
は

﹁
国
民
道
徳
﹂
の
構
築
に
あ
り
︑
二
つ
の
思
想
が
そ
れ
に
援
用
し
う
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
︒

　
次
章
で
は
︑
陽
明
学
が
国
民
道
徳
と
関
連
す
る
と
い
う
主
張
と
は
異
な
り
︑

個
人
の
修
養
に
援
用
で
き
る
と
考
え
た
高
瀬
武
次
郎
の
理
解
を
考
察
す
る
︒

　

四
、
井
上
哲
次
郎
と
高
瀬
武
次
郎

　
以
下
で
は
︑
井
上
及
び
高
瀬
武
次
郎
を
対
象
に
し
て
︑
陽
明
学
が
個
人
の
修

養
に
用
い
ら
れ
る
と
す
る
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
陽
明
学
は
明

治
期
に
お
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
に
言
及
す
る
︒
井
上
は
陽
明
学

の
特
徴
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

王
学
者
が
客
観
的
知
識
を
求
め
ず
し
て
主
観
的
の
一
方
に
偏
す
る
は
非
な

り
と
雖
も
︑
是
亦
其
決
心
を
な
す
に
適
切
な
る
所
以
な
り
︒
彼
等
主
観
的

に
我
れ
我
心
胸
を
顧
れ
ば
一
点
の
汚
染
な
し
︒
我
れ
正
道
を
踏
み
︑
正
義

に
由
れ
り
︒
我
れ
一
切
の
不
善
を
排
し
︑
不
義
を
斥
け
て
︑
我
道
徳
を
実

行
せ
ん
の
み
と（

78
）

︒

　
陽
明
学
が
主
観
を
重
視
す
る
思
想
で
あ
る
と
の
認
識
は
︑
井
上
が
陽
明
学
の

精
神
修
養
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
︒
井
上

は
陽
明
学
に
対
し
て
︑
自
ら
の
心
に
着
目
す
る
修
養
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い

た
︒
以
下
は
︑
井
上
に
よ
る
﹁
心
即
理
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
︒

朱
子
は
心
と
理
と
を
弁
別
し
て
︑
心
は
気
に
属
す
る
も
の
と
し
︑
陽
明
は

此
心
即
ち
是
れ
理
な
り
と
説
い
て
︑
唯
此
心
さ
え
明
か
に
す
れ
ば
︑
理
は
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自
ら
分
か
る
も
の
と
せ
り
︒
是
故
に
陽
明
に
あ
り
て
は
︑
博
く
外
界
の
事

を
研
究
し
て
理
を
明
ら
か
に
す
る
を
用
い
ず
︒
要
す
る
所
は
︑
唯
此
心
を

明
ら
か
す
る
に
あ
る
の
み（

79
）

︒

﹁
心
さ
え
明
か
に
す
れ
ば
︑
理
は
自
ら
分
か
る
も
の
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
陽
明

学
が
主
観
を
重
視
す
る
道
徳
を
お
こ
な
う
と
み
な
す
井
上
の
姿
勢
は
︑
右
の
よ

う
な
見
解
と
通
じ
る
点
が
あ
る
︒
ま
た
岡
田
武
彦
は
︑
陽
明
学
を
心
の
修
養
に

用
い
る
態
度
を
︑
幕
末
の
陽
明
学
者
（
林
良
斎
︑
吉
村
秋
陽
︑
山
田
方
谷
︑
春
日

潜
菴
︑
池
田
草
菴
︑
東
澤
瀉
）
た
ち
に
見
て
お
り
︑
彼
ら
が
﹁
真
切
な
反
省
自

覚
と
深
密
な
体
認
自
得
を
学
の
要
﹂
と
し
た
と
述
べ
て
い
る（

80
）

︒
前
述
し
た
よ
う

に
︑
幕
末
期
に
陽
明
学
は
内
面
の
修
養
を
重
ん
じ
る
と
同
時
に
︑
修
養
に
よ
っ

て
国
事
に
対
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
︒
井
上
は
︑
陽
明
学
が
国
民
道
徳
に

援
用
で
き
る
と
考
え
つ
つ
も
︑
陽
明
学
に
よ
る
内
面
の
修
養
を
説
い
て
い
た
︒

　
井
上
は
︑
陽
明
学
が
﹁
心
を
明
か
に
す
る
﹂
思
想
で
あ
る
こ
と
の
説
明
と
し

て
︑
大
塩
平
八
郎
（
号
・
中
斎
）
の
名
を
挙
げ
て
い
る
︒
井
上
の
陽
明
学
観
に

お
け
る
﹁
心
﹂
へ
の
態
度
は
︑
次
の
文
章
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
︒

王
陽
明
も
亦
曰
く
︑

　
只
心
を
解
す
る
を
要
す
︒
心
明
白
な
れ
ば
︑
書
自
然
に
融
合
す
︒

其
の
説
の
是
非
は
姑
し
ば
ら

く
之
れ
を
置
き
︑
読
書
に
耽
り
︑
字
句
に
泥な
ず

み
︑
毫

も
精
神
を
取
る
能
わ
ざ
る
の
弊
を
道
破
せ
る
は
︑
自
ら
痛
快
の
感
な
し
と

せ
ず
︒
中
斎
も
亦
大
に
此
に
注
意
し
泛
観
博
覧
の
弊
を
打
撃
せ
り
︒（
学

問
の
目
的
の
説
を
参
看
せ
よ
）
彼
が
学
問
の
膚
浅
な
る
に
拘
わ
ら
ず
︑
道

義
の
一
点
に
於
て
は
当
時
の
学
者
を
し
て
後
に
瞠
若
た
ら
し
む
る
に
足
る

者
あ
り
し
は
︑
全
く
講
学
其
法
を
得
た
る
が
為
め
な
り
︒
中
斎
が
学
は
詞

章
を
主
と
す
る
に
あ
ら
ず
︑
文
義
を
主
と
す
る
に
あ
ら
ず
︑
唯
心
を
の
み

明
ら
か
に
す
る
を
主
と
す（

81
）

︒

　
井
上
は
︑
書
の
内
容
や
知
識
に
拘
泥
す
る
ば
か
り
で
︑﹁
精
神
﹂
に
対
す
る

修
養
を
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
の
が
陽
明
学
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

た
︒
そ
の
意
味
で
大
塩
の
学
問
が
︑
文
章
に
拘
泥
す
る
の
で
は
な
く
﹁
心
を
の

み
明
ら
か
に
す
る
﹂
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
こ
と
は
︑
井
上
の
陽
明
学
観
を

実
証
す
る
実
例
と
な
る
︒
右
の
文
章
で
大
塩
の
﹁
心
﹂
を
重
視
す
る
と
い
う
態

度
は
︑
井
上
に
と
っ
て
内
面
に
お
け
る
道
徳
の
修
養
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
は
︑

知
識
だ
け
で
な
く
道
徳
の
実
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
︑﹁
知
行
合
一
﹂

に
通
じ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
井
上
に
と
っ
て
﹁
心
﹂
の
修
養
の
重
視
は
︑
道

徳
の
﹁
実
行
﹂
を
中
心
と
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
井
上
の
内
面
の
道
徳
を
重
視

す
る
姿
勢
は
︑
国
家
へ
と
接
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る（

82
）

︒
そ
の
意
味
で
井
上
に

と
っ
て
の
内
面
の
修
養
は
︑
国
民
道
徳
へ
と
向
か
う
手
段
で
あ
る
︒

　
以
上
を
踏
ま
え
て
︑
井
上
の
東
京
帝
大
で
の
教
え
子
に
あ
た
る
高
瀬
武
次
郎

を
考
察
す
る
︒
高
瀬
は
そ
の
経
歴
や
主
張
内
容
か
ら
︑
井
上
の
追
従
者
の
よ
う

に
み
な
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
陽
明
学
観
に
着
目
す
る
と
︑
明
治
期
に
お
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け
る
陽
明
学
の
意
義
を
︑
井
上
と
異
な
る
視
点
か
ら
考
え
て
い
た
点
が
見
ら
れ

る
︒
高
瀬
は
井
上
の
陽
明
学
理
解
を
学
び
な
が
ら
も
︑
個
人
の
修
養
と
社
会
的

な
意
義
を
重
視
し
て
い
た
︒
そ
の
意
味
で
は
高
瀬
も
︑
幕
末
期
に
お
け
る
陽
明

学
観
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

　
高
瀬
に
関
す
る
専
論
で
の
先
行
研
究
は
︑
年
譜
が
作
成
さ
れ
た
の
み
で
あ
る（

83
）

︒

既
存
の
研
究
で
も
︑
高
瀬
は
井
上
に
附
随
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い（

84
）

︒

よ
っ
て
︑
戦
前
の
国
家
主
義
的
な
思
想
を
擁
護
す
る
立
場
と
し
て
描
か
れ
て
い

た
︒
そ
こ
で
は
高
瀬
の
陽
明
学
研
究
は
︑
井
上
の
国
家
主
義
・
帝
国
主
義
の
思

想
を
補
強
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
︑
高
瀬
は

井
上
の
陽
明
学
理
解
を
全
面
的
に
認
め
て
い
た
訳
で
は
な
く
︑
批
判
的
に
見
て

い
る
部
分
も
あ
っ
た
︒

　
高
瀬
は
︑
陽
明
学
研
究
の
初
の
著
作
で
あ
る
『
日
本
之
陽
明
学
』
に
︑
井
上

に
よ
る
序
文
を
掲
載
し
て
い
る
︒
出
版
は
高
瀬
の
方
が
先
で
あ
る
が
︑
事
実
上

井
上
と
の
共
同
研
究
の
成
果
と
み
な
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
た
し
か
に
同

書
に
は
︑
井
上
が
二
年
後
に
出
版
し
た
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
と
の
類
似

点
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑
高
瀬
は
井
上
の
国
家
主
義
を
踏
襲

し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
︒

　
井
上
の
場
合
︑
陽
明
学
を
研
究
す
る
動
機
は
︑
国
民
道
徳
に
援
用
す
る
た
め

で
あ
っ
た
︒
井
上
の
関
心
は
︑
陽
明
学
の
道
徳
と
し
て
の
側
面
に
向
け
ら
れ
て

い
た
︒

　
一
方
で
高
瀬
は
『
日
本
之
陽
明
学
』
の
﹁
例
言
﹂
で
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒

本
論
に
於
て
︑
我
国
に
於
け
る
陽
明
学
を
詳
述
す
︒
期
す
る
所
は
︑
王
学

の
鬱
屈
を
解
き
︑
青
年
の
心
術
を
涵
養
す
る
に
在
り（

85
）

︒

﹁
青
年
の
心
術
を
涵
養
す
る
﹂
こ
と
を
︑
陽
明
学
の
研
究
書
を
世
に
問
う
動
機

と
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
︒
同
様
に
︑『
日
本
之
陽
明
学
』
の
翌
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
陽
明
学
階
梯
／
精
神
教
育
』
は
︑
題
名
の
通
り
﹁
夫
れ
精
神
は
百
行

の
基
礎
な
れ
ば
︑
之
が
涵
養
を
怠
る
べ
か
ら
ず（

86
）

﹂
と
い
う
意
識
の
下
に
︑
陽
明

学
の
思
想
に
よ
る
そ
の
方
策
が
書
か
れ
て
い
る
︒
高
瀬
の
陽
明
学
研
究
は
本
来
︑

精
神
の
修
養
の
た
め
と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

　
高
瀬
が
精
神
の
修
養
を
重
視
し
て
い
た
点
は
︑
井
上
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い

た
こ
と
を
示
唆
さ
せ
る
︒
井
上
に
と
っ
て
の
修
養
は
道
徳
の
実
行
の
た
め
で

あ
っ
た
が
︑
高
瀬
に
と
っ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
高
瀬
は
陽
明
学
の
精
神
修

養
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

世
に
自
己
一
身
を
愛
し
て
︑
他
人
を
顧
み
ず
︑
肉
体
的
快
楽
に
溺
る
る
者

あ
る
は
︑
則
ち
良
知
の
霊
明
を
蔽
遮
す
る
の
徒
な
り
︒
王
学
は
良
知
の
霊

明
を
発
揮
し
て
︑
精
神
的
快
楽
を
得
ん
と
す
る
に
在
り
︒
之
を
要
す
る
に
︑

自
家
の
私
欲
を
去
り
て
天
理
を
存
し
︑
正
心
誠
意
以
て
社
会
の
公
道
を
履

ま
ん
と
す
る
の
み
︒
故
に
之
を
以
て
利
己
主
義
と
為
す
は
︑
大
に
誤
れ
り（

87
）

︒
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高
瀬
が
利
己
主
義
と
対
比
さ
せ
て
︑
陽
明
学
の
精
神
性
を
称
賛
し
て
い
る
文

章
で
あ
る
︒
物
欲
を
満
た
す
利
己
主
義
の
台
頭
に
対
し
て
︑
陽
明
学
の
価
値
を

認
め
て
い
る
︒
井
上
も
ま
た
﹁
利
己
主
義
﹂
と
対
比
さ
せ
て
陽
明
学
の
価
値
を

称
賛
し
て
お
り
︑
高
瀬
と
の
通
底
を
思
わ
せ
る（

88
）

︒

　
し
か
し
井
上
は
や
は
り
︑
陽
明
学
に
対
し
て
国
民
道
徳
の
問
題
︑
あ
る
い
は

国
家
的
な
規
模
で
の
倫
理
の
問
題
を
中
心
に
考
え
て
い
る
︒
井
上
が
陽
明
学
に

着
目
し
て
い
る
の
は
︑
国
民
道
徳
の
理
解
に
役
立
つ
た
め
で
あ
り
︑﹁
心
﹂
の

修
養
は
﹁
道
徳
﹂
を
実
行
に
移
す
た
め
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
比
べ
て
高
瀬
は
︑

陽
明
学
を
学
ぶ
こ
と
で
精
神
を
鍛
え
る
点
に
︑
よ
り
一
層
着
目
し
て
い
る
︒

　
ま
た
『
日
本
之
陽
明
学
』
で
高
瀬
は
︑
大
塩
平
八
郎
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒

高
瀬
は
大
塩
の
行
為
と
同
時
に
︑
内
面
の
修
養
に
も
関
心
を
向
け
て
い
る
︑
以

下
︑
高
瀬
に
よ
る
大
塩
の
記
述
の
中
で
︑
着
目
す
べ
き
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て

み
る
︒世

の
学
者
は
儒
学
を
目
し
て
倫
理
学
と
し
︑
或
は
政
治
学
と
し
︑
或
は
社

会
学
に
接
せ
ん
と
す
︑
各
説
其
理
由
な
き
に
あ
ら
ず
︒
然
れ
ど
も
治
国
平

天
下
の
本
は
︑
修
身
斉
家
に
あ
り
と
の
説
な
れ
ば
︑
倫
理
を
主
と
す
る
こ

と
は
言
を
待
た
ず
︒
今
中
斎
の
学
も
亦
然
り
︑
而
し
て
倫
理
学
中
に
於
て

も
︑
主
と
し
て
個
人
的
倫
理
に
偏
し
て
︑
社
会
的
道
徳
に
論
及
せ
ず
︑
内

省
的
方
法
を
主
と
す
︒
是
れ
中
斎
は
心
法
を
鍛
錬
す
る
を
主
と
し
︑
唯
心

論
を
以
て
︑
学
説
の
基
礎
と
す
れ
ば
な
り（

89
）

︒

　
高
瀬
は
こ
こ
で
︑
大
塩
の
学
に
つ
い
て
﹁
個
人
的
倫
理
に
偏
し
て
︑
社
会
的

道
徳
に
論
究
せ
ず
︑
内
省
的
方
法
を
主
と
す
﹂
と
し
て
い
る
︒
社
会
的
道
徳
よ

り
も
内
省
を
重
視
す
る
特
色
が
あ
り
︑
そ
の
点
で
大
塩
は
﹁
唯
心
論
﹂
で
あ
る

と
い
う
︒
高
瀬
は
︑
大
塩
の
学
が
﹁
唯
心
論
﹂
的
で
あ
る
点
で
︑
陽
明
の
学
を

継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
︒
高
瀬
に
と
っ
て
は
内
面
を
重
視
す

る
姿
勢
が
︑
陽
明
学
の
基
礎
で
あ
っ
た
︒

　
高
瀬
は
︑
大
塩
の
学
問
の
精
神
性
を
中
心
に
評
価
し
て
お
り
︑
国
民
道
徳
と

は
強
く
関
連
を
持
た
せ
て
い
な
い
︒
陽
明
学
が
個
人
の
精
神
修
養
に
資
す
る
点

を
中
心
に
見
て
い
る
︒
井
上
も
国
民
道
徳
と
陽
明
学
の
関
連
性
を
強
く
主
張
す

る
訳
で
は
な
い
が
︑
井
上
の
場
合
は
国
民
の
精
神
的
な
統
一
を
最
も
重
視
し
て

お
り
︑
陽
明
学
も
そ
の
た
め
の
道
徳
に
役
立
つ
点
で
有
用
で
あ
る
と
考
え
た
︒

陽
明
学
に
よ
る
精
神
修
養
も
︑
あ
く
ま
で
道
徳
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
で
は
高
瀬
に
と
っ
て
﹁
国
民
道
徳
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い

た
の
か
︒
高
瀬
は
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
書
い
た
﹁
孔
子
国
教
論
﹂
と
題

す
る
論
説
の
中
で
︑
中
国
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

孔
子
教
を
以
て
国
教
と
す
る
こ
と
を
︑
最
大
要
件
と
為
す
べ
き
な
り
︒
何

と
な
れ
ば
我
邦
の
如
き
信
教
自
由
と
し
て
一
宗
教
を
以
て
国
教
と
せ
ず
と

も
︑
国
民
の
帰
向
尊
崇
す
べ
き
万
世
一
系
の
皇
室
あ
り
︒
皇
室
は
歴
史
的

に
万
善
の
府
と
し
て
我
邦
の
中
心
を
形
成
し
︑
宗
教
を
又
は
主
義
の
如
何

を
問
わ
ず
国
民
一
斉
に
此
中
心
に
向
え
り（

90
）

︒
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日
本
に
は
﹁
信
教
の
自
由
﹂
が
あ
っ
て
も
︑
国
民
が
よ
る
べ
き
中
心
と
し
て
の

皇
室
は
あ
る
と
い
う
︒
そ
れ
と
同
様
に
︑
中
国
に
も
儒
教
を
あ
て
る
こ
と
を
主

張
す
る
︒

支
那
の
憲
法
に
明
記
せ
る
信
教
自
由
と
抵
触
せ
ざ
る
程
度
に
於
て
︑
孔
子

教
を
国
教
と
し
て
之
を
奉
じ
︑
孔
子
を
以
て
教
育
上
の
模
範
人
物
と
為
し

其
教
義
を
以
て
国
民
道
徳
の
基
礎
と
為
し
︑
之
を
以
て
支
那
全
土
人
心
統

一
の
大
綱
と
為
さ
ば
誠
に
支
那
国
の
幸
な
ら
ん（

91
）

︒

信
教
の
自
由
に
配
慮
し
つ
つ
︑
儒
教
を
国
教
と
定
め
る
こ
と
で
︑
中
国
の
国
民

道
徳
と
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
︒
こ
こ
で
高
瀬
が
国
民
道
徳
の
問
題
に
触

れ
て
い
る
の
は
︑
中
国
の
民
衆
の
精
神
的
な
統
一
の
た
め
で
あ
る

　
ま
た
高
瀬
は
︑﹁
孔
子
国
教
論
﹂
と
同
年
に
︑﹁
我
国
の
徳
育
と
孔
子
教（

92
）

﹂
と

題
す
る
論
説
の
内
容
を
発
表
し
た
︒
こ
の
中
で
高
瀬
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
も

ま
た
︑
辛
亥
革
命
（
一
九
一
一
︱
一
九
一
二
年
）
後
の
中
国
に
お
い
て
国
民
の

精
神
的
統
一
の
た
め
に
儒
教
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
高
瀬
は
︑
欧
米
の
人

心
統
一
は
宗
教
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
お
り
︑
そ
れ
を
日
本
に
適
用
す
る
こ

と
に
異
を
唱
え
て
い
る（

93
）

︒
そ
の
上
で
高
瀬
は
︑
中
国
に
お
い
て
儒
教
を
国
教
と

定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
荻
生
茂
博
は
こ
の
部
分
を
引
用
し
て
︑

高
瀬
の
意
見
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
︒

高
瀬
は
︑
日
本
の
﹁
国
民
道
徳
﹂
の
基
礎
は
皇
室
で
あ
り
︑
革
命
後
の
中

国
で
は
か
か
る
国
家
的
結
集
軸
は
存
在
し
な
い
か
ら
︑﹁
支
那
国
民
精
神

統
一
策
の
第
一
要
件
﹂
と
し
て
︑
孔
子
教
の
国
教
化
は
支
持
さ
れ
る
と
主

張
し
た（

94
）

︒

　
た
だ
し
荻
生
は
引
用
し
て
い
な
い
が
︑
高
瀬
は
同
じ
文
中
で
︑
儒
教
が
﹁
徳

教
﹂
で
あ
る
が
故
に
︑﹁
信
教
の
自
由
﹂
と
は
抵
触
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
︒

そ
の
上
で
︑﹁
若
し
憲
法
の
明
文
の
信
教
自
由
と
抵
触
す
と
云
う
な
ら
ば
︑
但

書
を
附
し
て
両
者
を
並
立
せ
し
む
る
も
亦
た
可
な
ら
ん
﹂
と
書
い
た
︒﹁
孔
子

国
教
論
﹂
の
中
で
も
︑
高
瀬
は
﹁
信
教
の
自
由
﹂
へ
の
配
慮
を
見
せ
て
い
る
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
高
瀬
に
と
っ
て
中
国
の
国
民
道
徳
は
︑
儒
教
を
国
教
と
定
め

る
こ
と
で
精
神
的
な
統
一
に
資
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
こ
こ
で
高
瀬
の
意
識
に
儒
教
と
﹁
国
民
道
徳
﹂
の
問
題
が
現
れ
︑
か
つ
現
実

の
中
国
の
政
治
に
そ
れ
を
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
高
瀬
は
中
国
の
﹁
国
民

道
徳
﹂
の
基
礎
を
︑
儒
教
と
す
る
よ
う
に
求
め
る
︒
こ
う
し
た
論
理
は
︑﹁
国

民
道
徳
﹂
に
よ
っ
て
国
民
の
精
神
的
な
統
一
を
図
ろ
う
と
し
た
井
上
に
似
て
い

る
︒
高
瀬
に
と
っ
て
国
民
道
徳
の
問
題
が
井
上
の
論
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
︑
ど

こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
︒

　
以
下
は
︑
高
瀬
が
陽
明
学
に
対
し
て
﹁
心
術
を
涵
養
す
る
﹂
と
説
い
た
の
と

同
時
期
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
︒
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問
う
︑
王
学
が
心
術
涵
養
に
力
あ
る
と
は
既
に
命
を
得
た
り
︑
然
ら
ば
謂

わ
ゆ
る
心
術
涵
養
が
︑
我
国
民
道
徳
に
貢
献
す
る
所
幾
何
う
や
︒

曰
く
︑
固
よ
り
貢
献
す
る
所
な
し
と
せ
ず
︒
さ
れ
ど
方
さ
に
今
我
国
民
道

徳
は
︑
方
さ
に
過
渡
期
に
際
し
て
︑
未
だ
確
固
た
る
定
説
な
き
に
似
た
り
︑

必
ず
や
偉
大
な
る
人
物
起
り
て
︑
之
を
確
定
す
る
の
期
あ
ら
ん
︒
吾
人
は

只
括
目
し
て
其
一
大
改
革
を
望
ま
ん
の
み
︒
但
目
下
︑
乳
臭
青
衿
の
小
倫

理
学
者
が
︑
直
感
的
脳
裏
に
描
け
る
空
想
倫
理
説
は
︑
到
底
実
行
せ
ら
る

べ
し
と
は
信
ぜ
ら
れ
ず
︒
惟お
も

う
に
之
が
改
革
を
成
就
す
る
は
︑
能
く
東
西

古
今
の
倫
理
説
を
精
研
し
︑
我
邦
目
下
道
徳
界
の
現
状
を
明
知
す
る
人
に

し
て
︑
炎
々
燃
ゆ
る
が
如
き
熱
誠
を
懐
き
︑
以
て
社
会
を
風
靡
し
得
る
者

な
る
べ
し
︒
而
し
て
王
学
は
根
本
た
る
精
神
を
修
養
す
る
を
主
と
し
︑
日

常
些
細
な
る
説
目
に
は
説
き
及
ば
ざ
る
が
故
に
︑
今
後
如
何
に
改
革
す
る

こ
と
あ
る
も
︑
之
に
対
し
て
力
を
添
う
る
こ
と
疑
な
し（

95
）

︒

　
こ
の
時
の
高
瀬
は
陽
明
学
の
修
養
を
精
神
の
修
養
と
考
え
て
お
り
︑
ど
の
よ

う
に
し
て
現
実
の
社
会
で
実
践
す
べ
き
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
究
し
て
い
る

箇
所
は
ほ
ぼ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
︒
こ
の
時
点
で
は
︑
国
家
主
義
を
擁
護
す
る

意
見
と
い
う
よ
り
︑
精
神
上
の
修
養
が
結
果
的
に
反
社
会
的
で
な
い
︑
国
家
に

有
益
な
人
間
を
作
る
と
い
う
︑
内
面
の
改
良
に
力
点
を
お
い
た
思
想
で
あ
っ
た

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

　
同
時
期
の
井
上
は
陽
明
学
が
国
民
道
徳
の
理
解
に
役
立
つ
と
し
て
お
り
︑
精

神
の
修
養
も
最
終
的
に
国
民
道
徳
に
つ
な
が
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
高
瀬
は

右
の
文
章
の
中
で
も
国
民
道
徳
に
対
す
る
関
心
は
比
較
的
低
く
︑
陽
明
学
に
よ

る
精
神
の
修
養
に
重
点
を
置
い
て
い
る
︒
井
上
が
国
民
道
徳
を
主
眼
に
し
て
︑

そ
の
理
解
に
援
用
す
る
た
め
に
陽
明
学
に
着
目
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
高
瀬

は
陽
明
学
が
精
神
の
修
養
に
役
立
つ
と
い
う
点
を
主
張
す
る
︒
必
ず
し
も
︑
国

民
道
徳
の
構
築
に
関
心
を
傾
け
て
い
た
訳
で
は
な
い
︒

　
た
し
か
に
高
瀬
は
後
に
︑
人
心
の
結
集
の
た
め
︑
日
本
に
お
け
る
皇
室
の
よ

う
に
儒
教
が
中
国
の
国
教
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
説
い
た
︒
当
時
︑
辛
亥

革
命
後
の
中
国
は
︑
権
力
を
め
ぐ
っ
て
情
勢
が
混
乱
し
て
い
た
︒
袁
世
凱
が
総

統
の
座
に
つ
く
と
﹁
中
華
民
国
憲
法
草
案
﹂（
天
壇
憲
法
草
案
）
が
起
草
さ
れ
た
︒

こ
れ
は
﹁
孔
子
の
道
﹂
を
︑
修
身
の
根
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
︒
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に
は
対
華
二
十
一
カ
条

要
求
が
出
さ
れ
︑
南
満
州
な
ど
中
国
国
内
に
お
け
る
日
本
の
利
権
の
拡
大
が
図

ら
れ
た
︒
日
本
の
大
陸
へ
の
圧
力
が
︑
強
ま
っ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑

孫
文
が
一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
一
月
に
出
し
た
﹁
臨
時
大
総
統
宣
言
書
﹂

の
中
で
は
︑﹁
五
族
共
和
﹂
が
説
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
実
質
的
に
は
︑
漢
民

族
が
他
民
族
の
支
配
を
強
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の（

96
）

︑
多
民
族

を
統
治
す
る
た
め
の
共
通
の
思
想
が
︑
具
体
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
︒
高
瀬

に
よ
る
儒
教
の
国
教
化
を
求
め
る
言
説
は
︑
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
乗
じ
て

な
さ
れ
た
︒

　
高
瀬
が
中
国
の
﹁
国
民
道
徳
﹂
と
し
て
日
本
に
お
け
る
皇
室
の
よ
う
に
儒
教
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を
推
奨
し
た
の
は
︑
中
国
の
国
民
の
精
神
的
な
統
一
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
よ
り
十
年
以
上
前
ま
で
遡
っ
た
頃
の
高
瀬
は
︑
陽
明
学
が
精
神
の
修
養
に

資
す
る
こ
と
を
説
く
も
の
の
︑
具
体
的
な
社
会
へ
の
適
用
に
踏
み
込
ん
で
論
を

展
開
し
て
い
な
い
︒
高
瀬
に
と
っ
て
陽
明
学
は
当
初
︑
個
人
の
精
神
修
養
に
用

い
る
思
想
で
あ
っ
た
︒

　
ま
た
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
刊
の
『
陽
明
学
階
梯
／
精
神
教
育
』
で

高
瀬
は
︑
大
塩
の
行
為
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

天
保
七
八
年
の
飢
饉
を
救
わ
ん
と
し
た
る
は
︑
実
に
社
会
的
道
徳
心
の
然

ら
し
む
る
所
な
ら
ず
や
︒
彼
ハ
社
会
主
義
の
本
領
を
得
た
る
者
︑
我
邦
に

在
て
下
民
の
為
め
に
一
身
を
犠
牲
に
供
せ
し
も
の
︑
前
に
は
佐
倉
宗
五
郎

あ
り
︑
後
に
は
大
塩
平
八
郎
あ
り
︒
も
し
心
学
者
が
自
家
の
心
性
を
存
養

す
る
の
み
と
す
れ
ば
︑
社
会
衆
庶
の
苦
痛
困
厄
は
︑
只
雲
煙
眼
視
せ
ん
の

み
︒
中
斎
子
が
兵
を
挙
げ
し
こ
と
の
一
条
︑
已
に
社
会
的
道
徳
を
見
る
べ

く
︑
又
彼
の
主
義
が
実
行
せ
ら
れ
た
る
を
知
る
べ
し（

97
）

︒

　
佐
倉
宗
五
郎
（
惣
吾
郎
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
と
は
︑
下
総
・
佐
倉
藩

主
の
苛
政
を
四
代
将
軍
の
徳
川
家
綱
に
直
訴
し
た
伝
承
が
残
っ
て
お
り
︑
福
沢

諭
吉
な
ど
に
も
称
賛
さ
れ
て
い
た
当
時
の
有
名
人
で
あ
る
︒
高
瀬
は
大
塩
の
行

為
に
対
し
て
︑
飢
饉
に
あ
え
ぐ
人
々
を
救
お
う
と
し
た
た
め
で
あ
り
︑﹁
彼
の

主
義
﹂
す
な
わ
ち
陽
明
学
の
実
行
の
結
果
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
高
瀬
は
大
塩
の

行
為
を
︑
庶
民
の
困
窮
を
救
済
す
る
と
い
う
意
味
で
称
賛
し
て
お
り
︑
陽
明
学

に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
た
︒

　
高
瀬
は
こ
の
『
陽
明
学
階
梯
／
精
神
教
育
』
に
つ
い
て
︑
大
塩
の
『
洗
心
洞

剳
記
』
を
﹁
骨
子
﹂
に
し
た
と
書
い
て
お
り
（
同
書
﹁
緒
言
﹂）︑
大
塩
へ
の
憧

憬
が
う
か
が
え
る
︒
こ
こ
で
︑
高
瀬
の
大
塩
へ
の
称
賛
は
﹁
唯
心
的
﹂
で
あ
る

こ
と
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
挙
兵
と
い
う
行
為
に
﹁
社
会
的
道
徳
﹂
が
見
ら
れ

る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
陽
明
学
者
と
し
て
の
大
塩
へ
の
高
瀬
の
理
解
は
︑

個
人
の
内
省
と
同
時
に
︑
社
会
福
祉
と
し
て
の
行
為
の
面
が
並
立
し
て
い
た（

98
）

︒

　
よ
っ
て
︑
高
瀬
が
当
初
述
べ
て
い
た
陽
明
学
に
お
け
る
﹁
心
術
の
涵
養
﹂
と

は
︑
個
人
の
精
神
を
鍛
え
る
こ
と
と
社
会
福
祉
の
視
点
が
連
続
し
て
い
た
︒
そ

れ
に
対
し
て
︑﹁
国
民
道
徳
﹂
に
関
す
る
主
張
を
積
極
的
に
説
く
時
期
に
は
︑

国
民
全
体
の
精
神
的
統
一
と
い
う
視
点
で
儒
学
を
捉
え
る
よ
う
に
な
る
︒
陽
明

学
研
究
の
成
果
を
世
に
問
い
出
し
た
明
治
三
十
年
代
︑
高
瀬
は
個
人
が
陽
明
学

に
よ
っ
て
﹁
内
省
﹂
を
行
い
︑
社
会
に
資
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
︒
後
に

日
本
が
中
国
大
陸
へ
の
侵
攻
を
強
め
た
時
期
に
な
っ
て
︑
国
民
の
精
神
に
と
っ

て
思
想
が
果
た
す
べ
き
役
割
と
い
う
視
野
で
考
え
る
よ
う
に
な
る
︒

　
井
上
は
︑
大
塩
の
心
情
に
は
共
感
し
て
い
て
も
︑
そ
の
行
為
ま
で
擁
護
し
て

い
る
訳
で
は
な
い（

99
）

︒
井
上
は
大
塩
の
過
激
な
行
動
を
︑
あ
く
ま
で
非
難
の
対
象

と
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
社
会
秩
序
の
維
持
を
図
る
志
向
の
た
め
で
あ
ろ
う
︒

高
瀬
は
︑
大
塩
の
行
為
に
見
ら
れ
る
﹁
社
会
的
道
徳
﹂
を
重
視
し
て
い
た
︒
そ

れ
は
︑
高
瀬
の
陽
明
学
観
の
根
本
が
︑
国
民
の
統
合
を
志
向
す
る
井
上
と
は
若
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干
異
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
︒

　
社
会
的
な
視
点
以
上
に
高
瀬
の
陽
明
学
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
は
︑
内
面
の

修
養
に
援
用
で
き
る
点
で
あ
っ
た
︒
天
皇
を
狙
っ
た
暗
殺
未
遂
事
件
で
あ
る
大

逆
事
件
（
一
九
一
〇
︱
一
九
一
一
年
）
が
起
き
た
際
に
︑
井
上
が
犯
人
た
ち
の

思
想
的
背
景
に
陽
明
学
が
あ
る
と
講
演
で
語
り
︑
陽
明
学
研
究
者
か
ら
反
論
が

巻
き
起
こ
る
と
い
う
一
件
が
あ
っ
た（

100
）

︒
そ
の
時
︑
高
瀬
は
次
の
よ
う
な
述
懐
を

し
て
い
る
︒

井
上
先
生
の
如
く
︑
平
生
陽
明
学
を
宣
布
し
著
書
に
講
話
に
口
を
極
め
て

其
の
修
養
上
有
力
な
る
こ
と
を
説
か
る
る
人
に
し
て
︑
之
と
相
容
れ
ざ
る

が
如
き
演
説
は
決
し
て
︑
可
無
之
と
潜
ひ
そ
か

に
確
信
し
居
候
︒
故
に
︑
其
頃

二
三
友
人
よ
り
も
︑
該
伝
説
に
対
し
て
弁
明
の
必
要
な
き
や
と
忠
告
さ
れ

た
れ
ど
も
︑
小
生
は
其
都
度
笑
っ
て
︑
新
聞
紙
上
︑
所
伝
に
誤
謬
あ
る
べ

き
こ
と
を
以
て
答
へ
置
き
候
が
︑
果
し
て
三
月
号
の
貴
誌
︹
引
用
者
註
：

『
陽
明
学
』
二
九
号
︒
右
記
の
︑
井
上
に
よ
る
私
信
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︺
を

繙
き
て
小
生
の
先
見
の
妄
な
ら
ざ
り
し
を
証
せ
り（

101
）

︒

　
右
の
文
で
高
瀬
は
︑
陽
明
学
と
大
逆
事
件
と
の
関
連
性
を
説
い
た
講
演
内
容

が
︑
井
上
と
い
う
﹁
其
の
修
養
上
有
力
な
る
こ
と
を
説
か
る
る
人
に
し
て
︑
之

と
相
容
れ
ざ
る
が
如
き
演
説
﹂
で
あ
っ
た
と
断
じ
て
い
る
︒
高
瀬
は
自
身
の
陽

明
学
へ
の
認
識
を
︑
井
上
も
共
有
し
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
そ
の
認
識
に
は
︑
陽
明
学
が
﹁
修
養
上
有
力
﹂
で
あ
る
と
の
見
方
が
あ

る
︒

　

五
、﹁
修
養
﹂
と
し
て
の
陽
明
学

　
本
章
で
は
︑
精
神
面
の
陶
冶
を
お
こ
な
う
と
い
う
意
味
の
﹁
修
養
﹂
が
︑
高

瀬
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
︑
ま
た
そ
れ
が
陽
明
学
と
ど
う
い
う
点

で
関
わ
り
を
持
つ
の
か
確
認
を
す
る
︒

　
王
成
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
﹁
修
養
﹂
と
い
う
言
葉
の
成
立
過
程
と
︑
含

意
す
る
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る（

102
）

︒
王
に
よ
れ
ば
近
代
に
お
け
る
﹁
修

養
﹂
は
︑
前
近
代
の
儒
学
で
の
﹁
修
身
﹂
と
区
別
す
る
た
め
に
作
ら
れ
︑﹁
明

治
二
十
年
代
以
降
は
︑「
修
身
」
を
是
正
︑
な
い
し
は
そ
れ
に
反
発
し
て
︑
精

神
や
人
格
の
向
上
を
は
か
る
概
念
と
し
て
︑
定
着
し
た
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
そ

れ
に
よ
り
﹁
社
会
に
役
立
つ
近
代
国
家
の
一
員
と
し
て
︑
人
格
を
磨
き
︑
精
神

と
身
体
を
と
も
に
修
練
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
た
﹂
と
述
べ
る
︒

　
ま
た
鈴
木
貞
美
は
︑
日
露
戦
争
後
の
社
会
に
対
し
て
﹁
大
戦
へ
向
か
う
国
際

情
勢
︑
機
械
文
明
と
競
争
社
会
の
到
来
は
︑
魂
と
地
上
の
救
済
を
求
め
る
声
を

か
き
立
て
た（

103
）

﹂
と
︑
状
況
を
分
析
︒
そ
の
時
代
に
︑﹁
修
養
﹂
へ
の
熱
が
高

ま
っ
た
と
す
る
︒
ま
た
鈴
木
と
王
は
と
も
に
︑
同
時
代
の
﹁
修
養
﹂
は
︑﹁
禅
﹂

と
﹁
陽
明
学
﹂
が
活
況
を
呈
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て

い
る（

104
）

︒
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で
は
︑
高
瀬
に
と
っ
て
﹁
陽
明
学
﹂
と
﹁
修
養
﹂
は
︑
ど
の
よ
う
な
接
点
を

持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
︒
大
逆
事
件
の
起
こ
る
数
年
前
の
こ
と
︑
高
瀬
が
主
筆
に

任
じ
ら
れ
た
『
修
養
界（

105
）

』
と
い
う
雑
誌
が
︑
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
に
創

刊
さ
れ
た
︒
そ
の
創
刊
号
に
は
︑﹁
発
刊
の
辞
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
署
名

入
り
で
は
な
い
が
︑
表
紙
に
﹁
高
瀬
武
次
郎
博
士
主
筆
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
高
瀬
の
筆
に
よ
る
も
の
と
見
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の

末
尾
は
︑
こ
う
結
ば
れ
て
い
る
︒

今
世
軽
佻
な
る
青
年
︑
自
己
の
煩
悶
に
堪
え
ず
し
て
︑
身
を
渓
瀑
に
投
ず

る
者
あ
り
︒
其
死
や
哀
れ
む
べ
し
と
す
る
も
︑
其
事
や
愚
の
極
な
り
︒
蓋

し
煩
悶
は
思
想
進
歩
の
一
段
階
に
し
て
亦
已
む
を
得
ざ
る
も
の
あ
る
か
︒

要
は
唯
だ
之
を
善
導
し
て
︑
一
大
光
明
に
接
触
せ
し
む
べ
き
の
み
︒
吾
人

の
修
養
は
︑
煩
悶
を
去
っ
て
光
明
に
入
り
︑
修
養
し
得
た
る
所
に
依
て
︑

社
会
に
活
動
せ
ん
と
す
る
に
在
り
︒
是
れ
吾
人
が
特
に
活
動
的
な
る
王
陽

明
を
模
範
に
せ
ん
と
欲
す
る
所
以
な
り（

106
）

︒

﹁
自
己
の
煩
悶
に
堪
え
ず
し
て
﹂
身
を
投
げ
た
青
年
と
い
う
の
は
︑
こ
の
四
年

前
︑
一
高
在
学
中
に
華
厳
の
滝
で
投
身
自
殺
を
し
た
藤
村
操
で
あ
る
︒
彼
が

一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
︑
樹
皮
に
﹁
巌
頭
之
感
﹂
と
題
す
る
字
句
を
遺

し
て
自
決
し
た
こ
と
は
︑
当
時
の
知
識
人
・
言
論
界
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え

た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒

　
右
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
高
瀬
の
考
え
る
修
養
と
は
︑
煩
悶
の
状
態
を
去
ら
せ

る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
︒
さ
ら
に
そ
の
目
的
は
︑
修
養
に
よ
っ
て
﹁
社
会
に

活
動
﹂
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
る（

107
）

︒
そ
の
こ
と
の
た
め
に
︑
陽
明
学
の
思
想

を
用
い
る
べ
き
と
高
瀬
は
考
え
て
い
た
︒

　
な
お
高
瀬
に
は
﹁
陽
明
学
と
安
心
立
命
﹂
と
題
さ
れ
た
︑
講
演
の
記
録
が
あ

る
︒

世
間
で
の
煩
悶
の
結
果
は
華
厳
の
滝
や
浅
間
の
噴
火
口
と
極
ま
っ
て
居
る

が
︑
こ
ん
な
場
所
に
赴
く
の
は
こ
れ
は
口
実
と
し
て
煩
悶
を
用
い
た
迄
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
古
来
幾
多
の
聖
人
や
賢
人
で
さ
え
分
ら
ぬ
宇
宙
の

真
理
が
︑
二
十
歳
や
そ
こ
ら
の
青
年
に
分
か
っ
て
溜
る
も
の
で
な
い
︒
そ

れ
は
吾
々
は
種
々
考
え
た
末
に
何
等
か
目
的
が
付
い
た
ら
︑
其
所
で
そ
の

幹
を
立
て
︑
こ
れ
に
対
し
て
︑
益
々
枝
や
葉
を
茂
ら
す
る
よ
う
に
す
る
が

よ
い（

108
）

︒

　
高
瀬
が
︑
陽
明
学
を
題
材
に
し
て
安
心
立
命
の
重
要
性
を
説
く
の
は
︑
煩
悶

の
問
題
が
念
頭
に
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
高
瀬
は
︑
そ
れ
が
容
易
に
解
決
す
る
問

題
で
は
な
い
と
し
た
上
で
︑
修
養
の
重
要
性
を
主
張
す
る
︒

然
ら
ば
吾
人
が
最
初
よ
り
安
心
立
命
を
得
ん
と
し
て
も
之
は
容
易
に
得
ら

れ
ぬ
筈
で
︑
其
間
に
起
り
来
る
困
難
に
際
し
て
短
気
を
起
す
は
大
間
違
と
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謂
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
之
を
一
言
に
し
て
云
う
な
ら
ば
︑
煩
悶
必
ず
し
も
卑

し
む
べ
き
者
で
な
く
︑
こ
れ
と
同
時
に
良
心
は
尊
き
も
の
で
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
る
︒
こ
の
感
念
は
必
ず
し
も
陽
明
を
俟
っ
て
然
る
に
あ
ら
ず
︒
凡

て
の
聖
人
に
於
け
る
も
亦
然
り
で
あ
り
と
思
う
︒
さ
れ
ば
吾
人
は
自
己
の

修
養
に
就
て
陽
明
の
学
説
を
研き
わ

め
ま
た
彼
れ
の
記
述
し
た
文
章
を
読
む
こ

と
は
︑
甚
だ
適
切
な
こ
と
で
あ
る
と
信
ず
る（

109
）

︒

　
高
瀬
は
︑
当
時
話
題
に
な
っ
て
い
た
煩
悶
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
︑

陽
明
学
を
修
養
に
用
い
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
高
瀬
に
と
っ
て
陽
明
学

を
活
か
す
道
は
︑
内
面
の
修
養
に
あ
っ
た
︒

　
で
は
﹁
社
会
に
活
動
﹂
す
る
と
は
︑
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う

か
︒『
修
養
界
』
一
巻
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
︑
高
瀬
の
﹁
修
養
と
福
楽
﹂
に
は
︑

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

猛
烈
な
る
名
利
心
に
駆
ら
れ
て
成
就
し
た
る
事
功
は
︑
固
よ
り
充
分
の
価

値
を
有
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
︒
古
今
東
西
の
偉
人
が
高
尚
な
る
人
格
を
具

て
顕
著
な
る
功
勲
を
奏
し
得
た
る
は
能
く
人
生
の
真
意
義
を
知
り
た
る
に

由
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
︒
修
養
の
必
要
な
る
所
以
是
に
至
て
充
分
明
白
な
ら

ん
︒
修
養
の
目
的
が
己
に
人
格
高
進
と
事
業
成
就
と
の
二
者
を
兼
ぬ
る
に

あ
れ
ば
修
養
に
志
す
者
が
万
事
万
物
に
就
て
善
を
為
し
悪
を
去
る
の
方
針

に
出
る
こ
と
固
よ
り
論
な
し（

110
）

︒

　
修
養
の
目
的
が
﹁
人
格
高
進
﹂
と
﹁
事
業
成
就
﹂
の
︑
双
方
に
あ
る
と
語
ら

れ
る
︒
事
功
を
立
て
て
も
︑
そ
れ
が
﹁
名
利
心
﹂
と
い
う
動
機
か
ら
出
た
も
の

で
あ
る
と
し
た
ら
︑
価
値
が
低
い
と
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
︑
修
養
の
具
体
的
内
容

が
﹁
善
を
為
し
悪
を
去
る
﹂
こ
と
に
あ
る
と
い
う
︒﹁
善
を
為
し
悪
を
去
る
は

是
格
物
﹂
と
い
う
︑
陽
明
の
有
名
な
四
句
教
の
一
節
を
引
く
あ
た
り
は
︑
や
は

り
陽
明
学
的
な
立
場
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
高
瀬

が
修
養
の
必
要
性
を
主
張
す
る
の
は
︑
人
格
的
に
高
潔
な
人
物
と
な
り
︑
事
業

を
な
し
と
げ
る
た
め
で
あ
る
︒

　
高
瀬
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
﹁
事
業
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の

か
︒
そ
の
こ
と
を
解
く
た
め
の
文
章
が
︑
先
に
言
及
し
た
﹁
陽
明
学
と
安
心
立

命
﹂
に
あ
る
︒

現
今
の
世
の
中
で
は
道
徳
や
宗
教
は
無
く
と
も
何
か
大
事
業
に
成
功
し
た

人
を
以
て
尊
ぶ
風
が
あ
る
が
︑
茲
に
於
て
こ
そ
陽
明
の
教
訓
は
甚
だ
利
益

が
あ
る
の
で
︑
彼
れ
の
教
ゆ
る
ま
ま
に
従
え
ば
事
業
家
と
雖
も
正
し
き
心

を
以
て
其
事
業
を
経
営
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
︒
斯
様
に
し
て
彼
は
︑

道
徳
︑
宗
教
︑
学
術
を
一
身
に
供
え
た
上
に
大
事
業
を
企
て
得
ら
る
る
と

説
く
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
果
し
て
今
の
世
に
於
て
行
わ
る
る
こ
と
で
あ

ろ
う
か
︒
現
今
で
は
誰
し
も
道
徳
と
事
業
と
は
相
一
致
せ
ざ
る
も
の
の
様

に
考
え
て
居
る
こ
と
か
ら
︑
中
に
は
事
業
家
を
以
て
目
せ
ら
る
る
人
が
随

分
道
徳
に
背
い
た
こ
と
を
し
て
居
る
の
を
見
受
く
る
︒
併し
か

し
︑
子
細
に
見
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来
れ
ば
︑
こ
れ
は
中
途
の
事
業
家
で
︑
真
の
大
事
業
家
と
も
謂
わ
る
る
先

輩
の
云
う
こ
と
を
聞
け
ば
︑
矢
張
り
道
徳
と
宗
教
と
相
伴
う
に
非
ず
ん
ば

真
の
事
業
は
挙
げ
ら
れ
ぬ
と
︑
丁
度
陽
明
と
同
じ
く
其
所
ま
で
考
え
が
進

ん
で
居
る
︒
陽
明
の
学
に
し
て
其
価
値
の
あ
る
の
は
此
点
で
あ
る（

111
）

︒

　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹁
事
業
﹂
と
は
︑
経
営
や
社
会
貢
献
を
意
味
す
る

今
日
の
用
語
に
近
い
と
い
え
る
︒
高
瀬
は
︑
事
業
に
成
功
す
る
者
が
﹁
道
徳
︑

宗
教
︑
学
術
﹂
を
具
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
︒
す
な
わ
ち
高
瀬
が
求
め
て

い
る
の
は
︑
社
会
的
な
成
功
を
収
め
る
人
間
に
対
し
て
高
潔
な
こ
と
で
あ
り
︑

陽
明
学
は
そ
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
す
る
︒

　
高
瀬
は
︑
井
上
と
同
様
に
﹁
知
行
合
一
﹂
の
思
想
を
知
識
の
実
践
の
重
視
と

み
な
し
て
お
り
︑﹁
学
問
と
事
業
﹂
の
一
致
を
主
張
し
て
い
た（

112
）

︒
高
瀬
は
陽
明

学
の
思
想
に
つ
い
て
︑
幕
末
期
か
ら
続
く
実
践
の
重
視
だ
け
で
は
な
く
︑
社
会

的
な
事
業
を
為
す
人
物
が
学
ぶ
道
徳
と
い
う
同
時
代
的
な
意
義
を
付
与
し
た
︒

そ
の
際
に
高
瀬
が
参
考
に
し
た
の
は
︑
大
塩
の
貧
民
救
済
と
い
う
前
近
代
に
お

け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
︒
高
瀬
は
井
上
の
影
響
を
通
じ
て
︑
幕
末
ま
で
の
思
想

を
吸
収
し
た
ば
か
り
で
な
く
︑
自
ら
陽
明
学
理
解
を
構
築
し
た
︒
陽
明
学
の
実

践
の
結
果
と
し
て
大
塩
の
行
為
を
称
賛
す
る
と
同
時
に
︑
陽
明
学
を
ど
の
よ
う

に
同
時
代
の
社
会
に
援
用
す
る
か
も
考
え
て
い
た
︒

　
陽
明
学
に
基
づ
く
方
針
で
修
養
を
お
こ
な
い
︑
人
格
を
陶と
う

冶や

し
た
人
間
が
社

会
に
進
出
す
る
こ
と
を
︑
高
瀬
は
望
ん
で
い
た
︒
逆
に
︑
た
と
え
社
会
的
な
成

功
を
果
た
し
た
と
し
て
も
︑
個
人
の
精
神
が
修
養
に
よ
る
高
尚
さ
を
有
し
て
い

な
け
れ
ば
︑
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
高
瀬
の
修
養
の
目

的
と
は
︑
第
一
義
に
は
精
神
面
の
陶
冶
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
さ
ら
に
そ

の
よ
う
な
人
間
が
世
間
に
増
え
る
こ
と
で
︑
社
会
に
資
す
る
可
能
性
も
示
さ
れ

て
い
る
︒

　
こ
の
こ
と
か
ら
︑
大
逆
事
件
に
つ
い
て
の
先
述
の
高
瀬
の
言
葉
も
読
み
解
け

る
︒
陽
明
学
に
よ
る
修
養
を
お
こ
な
っ
て
い
る
人
物
な
ら
ば
︑
謀
反
の
よ
う
な

こ
と
を
企
て
る
は
ず
が
な
い
︒
高
瀬
は
︑
陽
明
学
に
よ
る
精
神
の
修
養
を
重
視

し
て
い
た
︒
そ
の
目
的
に
は
社
会
に
お
け
る
成
功
と
と
も
に
︑
人
格
の
成
長
が

あ
っ
た
︒
こ
の
二
つ
が
重
な
る
時
︑
陽
明
学
を
修
め
た
人
間
は
︑
社
会
に
と
っ

て
有
害
な
性
格
で
あ
る
は
ず
が
な
い
︒
高
瀬
に
し
て
み
れ
ば
『
教
育
勅
語
衍

義
』
も
執
筆
し
た
井
上
が
︑
陽
明
学
と
謀
反
の
間
に
関
連
性
を
見
出
す
と
い
う

こ
と
が
不
自
然
な
事
態
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
の
が
︑

高
瀬
の
用
い
て
い
る
﹁
修
養
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
高
瀬
は
大
逆
事
件
が
表
面
化
し
た
一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）
年
︑

既
に
事
件
に
関
連
し
て
︑
大
塩
や
陽
明
学
を
批
判
す
る
言
説
が
出
て
き
た
こ
と

に
反
論
し
て
い
る
︒
井
上
の
講
演
が
お
こ
な
わ
れ
る
前
の
こ
と
で
あ
る
︒
高
瀬

は
︑
陽
明
学
が
明
治
期
の
社
会
体
制
と
矛
盾
す
る
思
想
で
は
な
い
と
い
う
文
章

を
発
表
し
た（

113
）

︒

　
井
上
に
と
っ
て
陽
明
学
は
︑
精
神
の
統
合
か
ら
国
家
の
秩
序
を
護
持
す
る
目

的
で
援
用
さ
れ
て
い
た
︒
高
瀬
は
︑
大
塩
の
解
釈
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
陽
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明
学
の
内
省
的
な
面
と
︑
社
会
的
な
道
徳
の
面
に
着
目
し
て
い
た
︒
高
瀬
は
国

民
道
徳
を
重
ん
じ
た
井
上
よ
り
広
く
︑
内
面
的
な
修
養
が
結
果
的
に
社
会
を
益

す
る
と
い
う
視
点
で
両
者
を
結
び
つ
け
た
と
い
え
る
︒
ま
た
井
上
は
︑
陽
明
学

が
秩
序
を
乱
す
面
を
批
判
し
た
が
︑
高
瀬
は
あ
く
ま
で
︑
陽
明
学
が
危
険
思
想

で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
︒
両
者
の
陽
明
学
観
は
と
も
に
︑
知
識
の
実
践
と

精
神
的
な
修
養
を
重
視
し
て
い
る
︒
し
か
し
井
上
の
課
題
は
︑
国
民
の
精
神
的

な
統
一
に
儒
学
を
用
い
る
と
い
う
前
近
代
の
問
題
意
識
を
引
き
継
い
だ
も
の
で

あ
っ
た
︒
高
瀬
は
︑
大
塩
の
行
為
に
対
す
る
称
賛
を
惜
し
ま
な
い
反
面
︑
個
人

の
修
養
と
い
う
陽
明
学
の
同
時
代
に
お
け
る
意
義
を
強
調
し
た
︒

　
陽
明
学
は
明
治
期
に
お
い
て
︑
維
新
の
変
革
に
貢
献
し
た
点
で
変
容
を
見
せ

た
︒
井
上
は
そ
の
た
め
に
︑
陽
明
学
に
明
治
期
の
社
会
体
制
と
の
関
連
を
持
た

せ
た
︒
高
瀬
は
︑
個
人
が
精
神
を
修
養
し
て
社
会
に
資
す
る
と
い
う
意
味
で
陽

明
学
を
考
え
る
︒
そ
れ
も
ま
た
︑
陽
明
学
を
社
会
に
適
用
さ
せ
る
た
め
に
変
容

さ
せ
た
例
と
い
え
る
︒
同
時
に
︑
井
上
が
国
民
道
徳
の
問
題
を
主
眼
に
据
え
て

い
た
の
と
は
異
な
り
︑
高
瀬
は
陽
明
学
に
よ
る
精
神
修
養
と
社
会
へ
の
貢
献
に

力
点
を
置
い
た
︒

　

六
、
ま
と
め

　
井
上
哲
次
郎
に
と
っ
て
の
陽
明
学
と
国
民
の
た
め
の
道
徳
の
問
題
は
︑
密
接

に
関
係
し
て
い
た
︒
井
上
は
︑
陽
明
学
が
神
道
と
合
一
し
た
点
で
﹁
日
本
化
﹂

し
た
と
述
べ
て
お
り
︑
そ
の
こ
と
が
﹁
国
家
的
精
神
を
本
と
す
る
﹂
と
し
て
い

る
︒
国
家
を
意
識
し
て
陽
明
学
と
神
道
の
関
係
を
語
る
こ
と
は
︑
井
上
が
天
皇

を
中
心
と
す
る
体
制
を
護
持
す
る
た
め
に
︑
陽
明
学
を
援
用
し
よ
う
と
し
た
こ

と
を
示
す
︒

　
井
上
に
と
っ
て
陽
明
学
の
思
想
は
︑
大
塩
と
い
う
存
在
︑
及
び
社
会
へ
の
意

識
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
変
容
し
た
と
い
え
る
︒
後
者
は
︑
幕
末
に
お
け
る
水

戸
学
の
思
潮
と
共
通
す
る
︒
陽
明
学
は
国
内
の
秩
序
を
維
持
し
︑
国
民
道
徳
の

思
想
を
補
完
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
た
点
で
︑
澤
井
啓
一
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の

他
の
思
想
を
と
り
い
れ
る
﹁
器
﹂
の
よ
う
な
役
割
で
あ
っ
た
︒
井
上
に
と
っ
て

明
治
期
に
お
け
る
陽
明
学
の
意
義
は
︑
国
民
の
精
神
面
で
の
秩
序
維
持
を
図
る

国
民
道
徳
に
資
す
る
点
に
あ
っ
た
︒
大
塩
の
行
動
を
非
難
し
た
の
も
︑
そ
こ
に

由
来
す
る
︒
そ
の
た
め
の
道
徳
と
し
て
援
用
す
る
意
図
で
︑
陽
明
学
は
変
容
を

さ
せ
ら
れ
た
︒
そ
れ
は
井
上
が
︑
陽
明
学
が
水
戸
学
と
と
も
に
︑
維
新
を
導
い

た
志
士
た
ち
の
精
神
的
背
景
で
あ
っ
た
と
考
え
た
た
め
に
生
じ
た
︒

　
ま
た
︑
井
上
は
﹁
知
行
合
一
﹂
の
説
に
対
し
て
︑﹁
行
﹂
を
学
問
の
実
践
で

あ
る
と
解
釈
し
て
重
ん
じ
て
い
た
︒
こ
こ
に
も
会
沢
正
志
斎
の
﹁
学
問
事
業
其

の
効
を
異
に
せ
ず
﹂
と
い
う
︑﹁
実
学
﹂
と
共
通
す
る
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
︒

ま
た
﹁
心
即
理
﹂
に
つ
い
て
︑
精
神
の
修
養
を
道
徳
に
つ
な
げ
る
態
度
も
見
ら

れ
る
︒
井
上
の
陽
明
学
理
解
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
︑
社
会
的
な
危
機
に
対
し

て
﹁
民
心
の
統
一
﹂
を
求
め
る
幕
末
以
来
の
態
度
で
あ
る
︒
井
上
が
キ
リ
ス
ト

教
の
流
入
に
反
発
し
て
︑
国
民
の
精
神
的
な
統
一
と
し
て
の
﹁
民
心
の
結
合
﹂
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を
求
め
て
い
た
こ
と
は
︑
会
沢
の
議
論
と
同
様
の
意
識
が
垣
間
見
え
る
︒
た
だ

し
︑
井
上
が
直
接
水
戸
学
に
影
響
を
受
け
た
と
は
い
え
な
い
︒
む
し
ろ
幕
末
に

お
い
て
陽
明
学
を
奉
じ
た
志
士
た
ち
が
同
時
に
国
事
へ
と
関
心
を
向
け
︑
陽
明

学
の
修
養
と
結
び
つ
け
て
考
え
た
と
い
う
意
識
を
引
き
継
い
で
い
る
︒
井
上
は

幕
末
期
の
問
題
意
識
を
引
き
継
い
で
︑
陽
明
学
観
を
構
築
し
た
と
い
え
る
︒

　
一
方
で
︑
明
治
期
に
陽
明
学
研
究
に
従
事
し
た
高
瀬
武
次
郎
は
︑
一
八
九
八

（
明
治
三
十
一
）
年
に
『
日
本
之
陽
明
学
』
を
上
梓
し
た
︒
高
瀬
は
陽
明
学
と
は

倫
理
学
で
あ
り
︑
弱
者
の
救
済
を
図
る
点
で
社
会
福
祉
に
通
じ
る
思
想
と
み
な

し
て
い
た
︒
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
高
瀬
が
︑
積
極
的
に
帝
国
主
義
の
主
張
に
与

し
て
い
る
と
ま
で
は
断
定
で
き
な
い
︒

　
後
に
井
上
に
よ
っ
て
︑
大
逆
事
件
の
思
想
的
背
景
に
陽
明
学
が
あ
る
と
の
見

解
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
︑
高
瀬
と
の
意
見
の
相
違
が
明
確
に
な
る
︒
高
瀬
は
︑

井
上
が
陽
明
学
に
対
し
て
﹁
修
養
上
有
力
﹂
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
指

摘
し
た
︒﹁
修
養
﹂
と
は
高
瀬
に
と
り
︑
陽
明
学
に
よ
る
精
神
面
の
陶
冶
に

よ
っ
て
社
会
に
有
益
な
人
物
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
︒
ゆ
え
に
︑
陽
明

学
が
謀
反
に
つ
な
が
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
︒
井
上
は
︑
陽
明
学
が
国
民

道
徳
に
資
す
る
意
義
を
重
視
し
つ
つ
も
︑
体
制
秩
序
に
反
す
る
面
が
あ
る
と
し

た
︒

　
高
瀬
に
と
っ
て
陽
明
学
の
修
養
と
は
︑
精
神
面
で
の
陶
冶
を
根
本
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
︑
幕
末
に
お
い
て
陽
明
学
を
奉
じ
た
者
た
ち
が
︑
内

面
の
修
養
に
よ
っ
て
社
会
に
資
す
る
伝
統
が
あ
っ
た
︒
井
上
も
修
養
を
重
視
す

る
点
で
は
大
差
が
な
い
が
︑
当
初
よ
り
﹁
国
民
道
徳
﹂
へ
の
志
向
が
強
か
っ
た
︒

井
上
に
は
︑
国
民
の
精
神
的
な
統
一
を
図
る
と
い
う
明
確
な
目
的
意
識
が
あ
っ

た
︒
陽
明
学
研
究
は
﹁
国
民
道
徳
﹂
研
究
の
一
環
に
過
ぎ
ず
︑
そ
の
た
め
に
大

塩
の
反
乱
行
為
を
重
く
見
た
︒
高
瀬
が
﹁
国
民
道
徳
﹂
に
つ
い
て
の
主
張
を
積

極
的
に
す
る
の
は
︑
現
実
に
中
国
大
陸
へ
の
日
本
の
侵
攻
が
盛
ん
に
な
っ
た
た

め
で
あ
り
︑
そ
れ
以
前
は
精
神
を
鍛
え
る
思
想
と
し
て
の
陽
明
学
研
究
が
関
心

の
中
心
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
社
会
へ
の
視
点
を
有
し
て
い
た
が
︑
国
民
道
徳
を

明
確
に
意
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
︒
高
瀬
と
井
上
は
と
も
に
陽
明
学
の
精
神
修

養
の
面
に
興
味
を
懐い
だ

い
て
い
た
も
の
の
︑
関
心
の
力
点
が
異
な
っ
て
い
た
た
め

に
︑
陽
明
学
に
対
す
る
態
度
も
分
岐
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
井
上
の
主
眼
は

﹁
国
民
道
徳
﹂
で
あ
り
︑
高
瀬
の
場
合
は
陽
明
学
に
よ
る
精
神
修
養
と
社
会
へ

の
貢
献
で
あ
っ
た
︒

　
高
瀬
は
陽
明
学
の
個
人
の
精
神
の
陶
冶
に
資
す
る
面
を
根
底
と
し
て
︑
そ
れ

を
社
会
へ
と
結
び
つ
け
て
い
た
︒
陽
明
学
に
よ
る
修
養
は
︑
近
代
よ
り
前
に
も

重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
︒
高
瀬
が
︑
大
塩
の
行
為
を
窮
民
の
た
め
で
あ
る
と
し
て

称
賛
し
た
よ
う
に
︑
陽
明
学
に
よ
る
修
養
を
主
眼
と
し
て
︑
社
会
に
資
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
︒
そ
こ
に
︑
幕
末
以
来
見
ら
れ
た
﹁
実
学
﹂
の
伝
統
を
見
出

す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒

　
井
上
が
︑
対
外
的
な
危
機
に
対
抗
し
て
国
民
の
統
合
を
求
め
る
と
い
う
水
戸

学
の
課
題
と
共
通
す
る
主
張
を
し
た
の
に
対
し
て
︑
高
瀬
は
精
神
の
陶
冶
に

よ
っ
て
社
会
に
有
益
な
人
物
と
な
る
こ
と
を
重
視
し
た
︒
さ
ら
に
大
塩
の
行
為
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に
社
会
福
祉
的
な
陽
明
学
観
も
見
出
す
︒
そ
う
し
た
視
点
は
︑
明
治
期
に
構
築

さ
れ
た
見
方
で
あ
る
︒
そ
の
意
識
は
︑
当
初
は
具
体
性
を
欠
く
点
で
国
家
主
義

と
の
関
連
を
積
極
的
に
説
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
︑
後
に
時
代
の
変
化
に
応

じ
て
︑
侵
攻
し
た
中
国
を
儒
教
で
教
化
す
る
よ
う
な
態
度
に
硬
化
し
て
い
っ
た
︒

　
高
瀬
の
陽
明
学
観
は
︑
単
に
国
民
道
徳
に
儒
教
を
援
用
す
る
こ
と
に
と
ど
ま

ら
な
い
意
義
が
あ
っ
た
︒
高
瀬
が
重
視
し
て
い
た
の
は
︑
陽
明
学
に
よ
る
個
人

の
内
面
の
修
養
が
︑
社
会
を
資
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
井
上
の
影
響
の
下

に
あ
り
な
が
ら
︑
陽
明
学
を
同
時
代
に
活
か
す
た
め
に
︑
新
た
な
意
義
を
付
与

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
陽
明
学
を
個
人
の
内
面
の
修
養
と
し
て
用
い
る
点
は
︑

後
の
安
岡
正
篤
に
も
通
じ
る
姿
勢
で
あ
る（

114
）

︒
ま
た
陽
明
学
に
よ
る
社
会
改
良
に

は
︑
三
島
由
紀
夫
が
関
心
を
寄
せ
た（

115
）

︒
高
瀬
に
は
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の

陽
明
学
の
問
題
が
胚
胎
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
に
論
究
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
都

合
上
で
き
な
い
の
で
︑
別
稿
を
期
し
た
い
︒

　
陽
明
学
は
体
制
側
の
朱
子
学
や
︑
そ
れ
に
反
発
し
た
古
学
と
は
異
な
る
形
で
︑

近
代
日
本
に
お
け
る
意
味
を
獲
得
し
た
︒
そ
こ
に
近
代
思
想
と
の
関
連
が
見
出

せ
る
の
は
︑
思
想
自
体
に
近
代
性
の
萌
芽
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
︑

幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
思
潮
の
中
で
︑
同
時
代
に
適
合
す
る
よ
う
に
変

容
し
た
た
め
と
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
必
ず
し
も
西
洋
思
想
と
の
関
連
で
は
な
く
︑

水
戸
学
と
共
通
す
る
国
事
へ
の
意
識
︑
あ
る
い
は
大
塩
へ
の
評
価
︑
及
び
陽
明

学
の
修
養
を
重
視
す
る
伝
統
が
由
来
と
な
っ
て
い
る
︒

註（
1
）  

本
論
文
で
は
︑﹁
儒
学
﹂﹁
儒
教
﹂
の
用
語
を
ど
ち
ら
も
用
い
て
い
る
が
︑
先
行
研
究

の
本
文
中
で
の
呼
称
に
従
っ
て
い
る
な
ど
の
理
由
か
ら
で
あ
り
︑
意
味
上
の
差
異
は
特

に
な
い
︒﹁
儒
学
﹂
と
﹁
儒
教
﹂
と
の
違
い
に
関
す
る
最
新
の
研
究
は
︑井
ノ
口
哲
也
﹁「
儒

教
」
か
「
儒
学
」
か
︑「
国
教
」
か
「
官
学
」
か
﹂『
中
国
哲
学
研
究
』
二
八
号
︑

二
〇
一
五
年
︑
九
︱
三
一
頁
を
参
照
︒

（
2
）  

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
岩
波
書
店
︑
一
九
六
七
年
︑
一
四
三
頁
︒

（
3
）  

溝
口
雄
三
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
〇
年
︑

三
五
頁
︒

（
4
）  

同
書
︑
三
六
頁
︒

（
5
）  

山
井
湧
『
明
清
思
想
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
〇
年
︒

（
6
）  

馬
淵
昌
也
﹁
明
清
時
代
に
お
け
る
人
性
論
の
展
開
と
許
誥
﹂『
中
国
哲
学
研
究
』
創
刊

号
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
四
︱
五
七
頁
︒

（
7
）  

土
田
健
次
郎
は
︑
本
論
で
述
べ
た
よ
う
な
中
国
思
想
の
研
究
史
に
対
し
て
︑
次
の
よ

う
に
提
言
し
て
い
る
︒

 
 

﹁
や
は
り
問
題
な
の
は
︑
中
国
的
な
も
の
で
あ
れ
西
洋
的
な
も
の
で
あ
れ
近
現
代
を
終

着
駅
に
し
て
そ
こ
か
ら
遡
行
し
て
近
世
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
視
点
の
可
否
と
︑ 

近
代
化

と
い
う
も
の
が
内
発
的
な
も
の
だ
け
で
考
え
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
後
者
に
関

し
て
は
︑ 

日
本
の
場
合
も
そ
う
な
の
で
あ
る
が
︑ 

前
近
代
の
思
潮
が
そ
の
ま
ま
展
開
す
れ

ば
成
立
し
て
く
る
と
い
う
の
で
は
な
く
︑ 

西
欧
の
近
代
思
惟
を
受
け
入
れ
る
思
想
的
土
壌

の
有
無
が
問
題
な
の
で
あ
る
︒
明
末
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
と
別
様
の
価
値
観
を
吸
収
し

う
る
状
況
が
出
来
し
た
こ
と
と
︑ 

そ
の
別
様
の
価
値
観
が
中
国
思
想
の
内
発
的
展
開
で

生
み
だ
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
別
の
話
で
あ
ろ
う
﹂（
土
田
健
次
郎
﹁
日
本
に
お
け
る

宋
明
思
想
研
究
の
動
向
﹂『
日
本
思
想
史
学
』
三
七
号
︑
二
〇
〇
五
年
︑
八
〇
︱
九
一
頁
）︒

 
 

土
田
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
よ
う
な
問
題
は
中
国
思
想
史
だ
け
に
当

て
は
め
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
︒
右
の
文
章
の
﹁
中
国
﹂
を
﹁
日
本
﹂︑﹁
明
末
﹂
を
﹁
幕
末
﹂

と
置
き
換
え
れ
ば
︑
そ
の
ま
ま
日
本
思
想
史
に
お
け
る
問
題
に
な
る
︒
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（
8
）  

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
五
二
年
︒

（
9
）  
近
世
儒
教
史
の
観
点
か
ら
︑
最
も
体
系
的
に
批
判
を
し
た
の
は
黒
住
真
で
あ
る
︒
黒

住
は
︑
丸
山
が
朱
子
学
は
近
代
と
は
関
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
た
と
し
て
︑

主
に
次
の
四
つ
の
観
点
か
ら
丸
山
の
構
図
に
疑
問
を
呈
す
る
︒

 
 

①
近
世
日
本
に
﹁
近
代
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
﹂
が
現
れ
た
と
し
て
︑
そ
れ
は
何
な
の
か
︒

 
 

②
思
想
自
体
の
構
造
か
ら
近
代
化
を
導
き
だ
す
の
は
︑
飛
躍
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

 
 

③
朱
子
学
が
そ
こ
ま
で
﹁
古
い
固
定
的
﹂
な
思
想
で
︑
古
学
・
国
学
が
﹁
近
代
的
﹂

な
思
想
で
あ
っ
た
の
か
︒

 
 

④
朱
子
学
や
古
学
と
い
っ
た
﹁
学
派
的
差
異
﹂
に
特
別
注
目
す
る
こ
と
は
︑
正
し
い

の
か
（
以
上
︑
黒
住
真
『
近
世
日
本
社
会
と
儒
教
』
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑

一
六
七
頁
を
要
約
）︒

 
 

な
お
野
村
英
登
は
︑
丸
山
の
徂
徠
観
を
批
判
し
た
上
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

 
 

﹁
と
い
う
の
も
︑
丸
山
の
儒
教
理
解
は
二
重
に
間
違
っ
て
い
て
︑
第
一
に
江
戸
時
代
で

主
流
だ
っ
た
儒
教
は
依
然
朱
子
学
で
あ
り
︑
第
二
に
日
本
の
近
代
化
に
資
し
た
江
戸
儒

学
は
何
よ
り
陽
明
学
で
あ
っ
た
か
ら
だ
﹂（
野
村
英
登
﹁
陽
明
学
の
近
代
化
に
お
け
る
身

体
の
行
方
︱
︱
井
上
哲
次
郎
の
中
江
藤
樹
理
解
を
中
心
に
﹂『﹁
エ
コ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
﹂

研
究
』
一
〇
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
六
七
︱
七
四
頁
）︒

（
10
）  

平
石
直
昭
﹁
主
体
・
天
理
・
天
帝
︱
︱
横
井
小
楠
の
政
治
思
想
　
一
︑ 
二
﹂『
社
会
科

学
研
究
』
二
五
巻
五
号
一
︱
八
三
頁
︑
六
号
五
七
︱
一
四
三
頁
︑
一
九
七
四
年
︒

（
11
）
子
安
宣
邦
『
事
件
と
し
て
の
徂
徠
学
』
青
土
社
︑
一
九
九
〇
年
︒
同
『
方
法
と
し
て
の

江
戸
︱
︱
日
本
思
想
史
と
批
判
的
視
座
』
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

（
12
）  

三
浦
叶
『
明
治
の
漢
学
』（
汲
古
書
院
︑
一
九
九
八
年
）
お
よ
び
︑
井
ノ
口
哲
也
﹁
三

つ
の
「
日
本
儒
学
史
」
︱
︱
近
代
日
本
儒
学
に
関
す
る
一
考
察
﹂（『
中
国
文
史
論
叢
』

五
号
︑
二
〇
〇
九
年
︑
二
四
四
︱
二
二
八
頁
）
を
参
照
︒

（
13
）  

陳
瑋
芬
﹁「
日
本
儒
学
史
」
の
著
述
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
徳
川
時
代
か
ら
一
九
四
五

年
ま
で
﹂『
中
国
哲
学
論
集
』
二
三
号
︑
一
九
九
七
年
︑
六
六
︱
八
六
頁
︒

（
14
）  

﹁
明
治
期
の
著
作
に
お
い
て
は
︑
日
本
に
お
け
る
哲
学
思
想
の
史
的
発
展
を
組
織
的
に

叙
述
し
評
論
す
る
意
図
で
︑
国
家
主
義
的
発
想
を
帯
び
な
が
ら
「
日
本
独
自
の
儒
学
」

と
し
て
読
み
出
さ
れ
た
﹂（
陳
瑋
芬
﹁「
日
本
儒
学
史
」
の
著
述
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱

徳
川
時
代
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
﹂
前
掲
）︒

（
15
）  

三
浦
叶
『
明
治
の
漢
学
』
前
掲
︑
三
六
頁
︒

（
16
）  

﹁
然
ル
ニ
児
輩
ノ
英
学
ノ
業
初
メ
ノ
程
ハ
進
ミ
タ
レ
ド
モ
︑
進
ミ
難
キ
所
ニ
至
ッ
テ
止

マ
レ
リ
︒
予
是
ニ
於
テ
漢
学
ヲ
廃
セ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ヲ
悔
ユ
︒
曰
ク
︑
恨
ム
ラ
ク
ハ
漢

学
ニ
従
事
セ
シ
メ
︑
少
シ
ナ
リ
ト
モ
ソ
ノ
魂
魄
ヲ
強
カ
ラ
シ
メ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
︒
予
又

幼
年
ヨ
リ
洋
行
シ
テ
中
年
ニ
帰
朝
セ
シ
者
ノ
一
両
輩
ヲ
見
タ
リ
︒
語
学
ハ
上
達
シ
タ
ル

ノ
ミ
ニ
シ
テ
︑
亦
皆
進
ミ
難
キ
所
ニ
至
ッ
テ
止
マ
ル
者
ノ
如
シ
︑
之
ヲ
漢
学
ノ
基
ア
リ

テ
洋
行
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
比
ス
レ
バ
︑
タ
ダ
屑
譲
ノ
差
ノ
ミ
ニ
非
ラ
ズ
﹂（
中
村
正
直
﹁
漢

学
不
可
廃
論
﹂︑
伊
藤
整
編
『
日
本
現
代
文
学
全
集
一
三
　
明
治
思
想
家
集
』
増
補
改
訂

版
︑
講
談
社
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
〇
三
︱
一
一
〇
頁
所
収
）︒

 
 

漢
学
の
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
れ
ば
︑
英
語
や
そ
れ
を
使
っ
た
学
問
が
よ
り
上
達
す

る
と
述
べ
て
い
る
︒

（
17
）  

子
安
信
邦
『﹁
ア
ジ
ア
﹂
は
ど
う
語
ら
れ
て
き
た
か
︱
︱
近
代
日
本
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
』
藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
︒

（
18
）  

澤
井
啓
一
﹁︿
日
本
﹀
と
い
う
閉
止
域
（
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
）
︱
︱
近
現
代
日
本
に
お
け

る
「
日
本
儒
学
」
研
究
﹂『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
一
六
号
︑
一
九
九
九
年
︑
八
〇
︱

一
〇
〇
頁
︒

（
19
）  

澤
井
啓
一
﹁
土
着
化
す
る
儒
教
と
日
本
﹂『
現
代
思
想
』
四
二
巻
四
号
︑
二
〇
一
四
年
︑

八
六
︱
九
七
頁
︒

（
20
）  

荻
生
茂
博
『
近
代
・
ア
ジ
ア
・
陽
明
学
』
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
21
）  

同
書
︑
三
三
九
頁
︒

（
22
）  
伊
東
貴
之
は
︑
梁
啓
超
ら
の
﹁
清
学
﹂
が
﹁
明
学
﹂
に
対
す
る
反
動
で
は
な
い
か
と

す
る
見
方
に
対
し
て
︑
両
者
の
間
で
は
﹁
む
し
ろ
基
本
的
に
は
「
連
続
性
」
の
流
れ
の

ほ
う
が
基
底
と
な
っ
て
い
る
﹂と
説
い
て
い
る（
伊
東
貴
之『
思
想
と
し
て
の
中
国
近
世
』

東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
一
一
頁
）︒
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
啓
超
は
︑
儒
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学
と
近
代
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
思
想
家
で
あ
る
︒

（
23
）  
狭
間
直
樹
﹁
宋
教
仁
に
み
る
伝
統
と
近
代
︱
︱
「
日
記
」
を
中
心
に
﹂（『
東
方
学
報
』

六
二
号
︑
一
九
九
〇
年
︑
四
八
三
︱
五
〇
八
頁
）︑
及
び
︑
竹
内
弘
行
『
中
国
の
儒
教
的

近
代
化
論
』（
研
文
選
書
六
三
︑
研
文
出
版
︑
一
九
九
五
年
）︑
第
七
章
﹁
宋
教
仁
の
陽

明
学
﹂
を
参
照
︒

（
24
）  

井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』（
冨
山
房
︑
一
九
〇
〇
年
）
は
︑
近
代
日
本

の
陽
明
学
研
究
に
お
け
る
大
部
の
著
作
で
あ
る
︒
同
書
で
井
上
が
︑
中
江
藤
樹
や
熊
沢

蕃
山
を
﹁
陽
明
学
者
﹂
と
し
た
区
分
が
︑
現
在
に
至
る
ま
で
影
響
を
保
っ
て
い
る
︒
そ

れ
に
対
し
て
小
島
毅
は
︑
藤
樹
ら
が
必
ず
し
も
自
身
を
﹁
陽
明
学
者
﹂
と
し
て
認
識
し

て
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
喝
破
し
て
い
る
（
小
島
毅
『
近
代
日
本
の
陽
明
学
』
講
談
社
︑

二
〇
〇
六
年
︑
一
一
三
頁
︑
及
び
︑
同
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑

二
〇
一
三
年
︑
二
〇
頁
）︒

（
25
）  

国
府
種
徳
（
犀
東
）『
大
塩
平
八
郎
』
東
京
裳
華
房
︑
一
八
九
六
年
︑﹁
序
﹂
二
頁
︒

（
26
）  

同
書
﹁
序
﹂
五
︱
六
頁
︒

（
27
）  

同
書
﹁
序
﹂
六
頁
︒

（
28
）  

藤
野
雅
己
﹁
中
江
兆
民
の
思
想
形
成
と
儒
教
的
要
素
﹂『
上
智
史
学
』
一
九
号
︑

一
九
七
四
年
︑
一
〇
四
︱
一
一
三
頁
︒
宮
村
治
雄
『
理
学
者
兆
民
』
み
す
ず
書
房
︑

一
九
八
九
年
︒
宮
城
公
子
﹁
一
つ
の
兆
民
像
︱
︱
日
本
に
お
け
る
近
代
的
世
界
観
の
形

成
﹂『
幕
末
期
の
思
想
と
習
俗
』
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
三
三
︱
一
七
〇
頁
︒

井
上
厚
史
﹁
中
江
兆
民
と
儒
教
思
想
︱
︱
「
自
由
権
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
﹂『
北
東
ア

ジ
ア
研
究
』
一
四
・
一
五
号
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
一
七
︱
一
四
〇
頁
︒
松
田
宏
一
郎
﹁
中

江
兆
民
に
お
け
る
「
約
」
と
「
法
」﹂『
季
刊
日
本
思
想
史
』
七
九
号
︑
二
〇
一
二
年
︑

一
五
二
︱
一
八
二
頁
︒
下
川
玲
子
﹁
日
本
近
代
に
お
け
る
儒
教
思
想
の
役
割
︱
︱
中
江

兆
民
の
ル
ソ
ー
受
容
を
め
ぐ
っ
て
﹂『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
三
号
︑

二
〇
一
三
年
︑
一
七
六
︱
一
六
二
頁
︒

（
29
）  

小
島
毅
『
近
代
日
本
の
陽
明
学
』
前
掲
︑
一
一
八
頁
︒
小
島
が
述
べ
て
い
る
例
は
︑

明
朝
の
遺
臣
で
あ
る
朱
舜
水
が
徳
川
光
圀
と
交
流
し
︑
な
お
か
つ
日
本
に
陽
明
学
を
伝

え
た
こ
と
が
︑
近
代
に
再
評
価
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒
明
治
期
に
は
︑
右
の
よ
う
な
歴
史

を
指
摘
し
て
日
本
に
陽
明
学
の
正
統
が
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
文
章
も
見
ら
れ
る
︒

（
30
）  

そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
︑
朱
子
学
と
ほ
ぼ
同
時
に
陽
明
学
を
知
っ
て
い
た
江
戸
期
の
日
本

で
︑
朱
子
学
が
体
制
を
支
え
る
論
理
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ

る
︒
し
か
し
事
態
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
︒
吉
田
公
平
が
指
摘
す
る
の
は
︑
林
羅
山
が
陳

清
瀾
の
『
学
蔀
通
弁
』
を
用
い
て
︑
王
陽
明
の
儒
学
理
解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
︑
師

の
藤
原
惺
窩
に
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
『
学
蔀
通
弁
』
は
︑
陽
明
学
の
台
頭
に

対
し
て
朱
子
学
を
擁
護
す
る
︑
明
代
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

日
本
の
近
世
初
期
に
朱
子
学
を
受
容
し
た
二
人
の
学
者
は
︑
反
陽
明
学
の
思
潮
を
同
時

に
吸
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
吉
田
公
平
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

 
 

﹁
つ
ま
り
陽
明
学
は
︑
日
本
で
は
「
誤
謬
の
思
想
体
系
で
あ
る
」
と
い
う
理
解
が
先
行

し
た
︒
こ
れ
を
跳
ね
返
し
た
の
が
︑
中
江
藤
樹
で
あ
る
︒
そ
の
門
下
に
淵
岡
山
・
熊
澤

蕃
山
な
ど
が
輩
出
し
て
︑
十
七
世
紀
後
半
は
第
一
次
陽
明
学
ブ
ー
ム
の
時
代
を
迎
え
る
﹂

（
吉
田
公
平
『
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
』
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
九
九
年
︑
六
頁
）︒

（
31
）  

﹁
日
本
に
お
い
て
は
︑
明
治
以
来
︑
朱
子
学
と
陽
明
学
と
を
︑
近
世
儒
教
を
代
表
す
る

二
大
流
派
と
し
て
並
列
的
に
捉
え
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
︒
両
者
が
発
生
時
期
を
異
に

す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
歴
史
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
く
︑
両
者
の
思
惟
構
造
の
相
違
に
着
目
し
た
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
﹂（
小

島
毅
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
前
掲
︑
二
〇
︱
二
一
頁
）︒

（
32
）  

﹁
た
し
か
に
彼
︹
引
用
者
註
：
藤
樹
︺
は
王
守
仁
の
教
説
に
引
か
れ
た
よ
う
だ
が
︑
体

制
教
学
と
し
て
の
朱
子
学
と
対
抗
す
る
意
味
で
陽
明
学
を
自
任
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
﹂（
小
島
毅
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
前
掲
︑
七
五
頁
）︒

（
33
）  
﹁
科
挙
制
度
の
な
か
っ
た
日
本
に
お
い
て
は
︑
朱
子
学
が
制
度
の
思
想
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
︒
日
本
で
は
朱
子
学
も
陽
明
学
も「
学
者
」が
生
き
方
の
原
理（
実
践
倫
理
学
）

と
し
て
選
択
す
る
対
象
で
あ
っ
た
﹂（
吉
田
公
平
『
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
』
前
掲
︑

一
三
頁
）︒

（
34
）  

小
島
毅
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
前
掲
︑
二
二
頁
︒
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（
35
）  

後
に
も
少
し
触
れ
る
が
︑
井
上
の
ほ
か
︑
内
村
鑑
三
・
岡
倉
天
心
・
新
渡
戸
稲
造
な

ど
に
︑
同
様
の
見
解
が
見
ら
れ
る
︒
た
だ
し
紙
幅
の
都
合
上
︑
本
論
文
で
は
詳
し
く
言

及
で
き
な
い
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
山
村
奨
﹁
明
治
期
の
陽
明
学
理
解
︱
︱
社
会

主
義
と
明
治
維
新
と
の
関
係
か
ら
﹂（『
東
洋
文
化
研
究
』
一
八
号
︑
二
〇
一
六
年
︑

九
九
︱
一
一
八
頁
）
も
参
照
︒

（
36
）  

逆
に
︑
そ
う
し
た
対
立
の
構
図
を
明
確
に
し
て
い
る
の
が
︑
荻
生
茂
博
の
『
近
代
・

ア
ジ
ア
・
陽
明
学
』（
前
掲
）
で
あ
る
が
︑
荻
生
の
理
解
は
や
は
り
︑
や
や
図
式
的
に
過

ぎ
る
感
が
あ
る
︒

（
37
）  

大
島
晃
﹁
井
上
哲
次
郎
の
『
東
洋
哲
学
史
研
究
』﹂（『
ソ
フ
ィ
ア
』
四
五
巻
三
号
︑

一
九
九
六
年
︑三
二
八
︱
三
四
四
頁
）
及
び
︑同
﹁
井
上
哲
次
郎
の
『
東
洋
哲
学
史
研
究
』

と
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』﹂（『
陽
明
学
』
九
号
︑
一
九
九
七
年
︑
二
八
︱
四
三
頁
）

を
参
照
︒
ま
た
井
上
の
生
涯
に
わ
た
る
動
向
に
つ
い
て
は
︑
井
上
哲
次
郎
『
井
上
哲
次

郎
自
伝
』（
島
薗
進
・
磯
前
順
一
編
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
の
宗
教
学
二
　
井
上
哲
次
郎
集
』

第
八
巻
︑ク
レ
ス
出
版
︑二
〇
〇
三
年
）
及
び
︑昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
編
『
近

代
文
学
研
究
叢
書
』
第
五
四
巻
（
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
︑
一
九
八
三
年
）

を
参
考
に
し
た
︒

（
38
）  

山
下
龍
二
﹁
明
代
思
想
史
研
究
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
き
た
か
﹂『
名
古
屋
大
学

文
学
部
研
究
論
集
三
六
　
哲
学
』
一
二
号
︑
一
九
六
四
年
︑
五
九
︱
九
二
頁
︒

（
39
）  

荻
生
茂
博
『
近
代
・
ア
ジ
ア
・
陽
明
学
』
前
掲
︑
四
三
五
頁
︒

（
40
）  

岡
田
武
彦
﹁
日
本
人
と
陽
明
学
﹂︑
岡
田
武
彦
編
『
陽
明
学
の
世
界
』
明
徳
出
版
社
︑

一
九
八
六
年
︑
四
三
〇
︱
四
五
六
頁
︒

（
41
）  

井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑﹁
序
﹂
二
︱
三
頁
︒

（
42
）  

井
上
哲
次
郎
﹁
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
に
就
て
井
上
哲
次
郎
氏
の
談
話
﹂︑
関
皐
作
編

『
井
上
博
士
と
基
督
教
徒
』
哲
学
書
院
︑
一
八
九
三
年
︑
一
︱
八
頁
︒

（
43
）  

三
谷
は
明
治
維
新
論
に
お
い
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
次
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
て

い
る
︒

 
 

﹁
私
は
こ
れ
︹
引
用
者
註
：
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︺
を
︑「﹃
ス
テ
イ
シ
ズ
ム
﹄
が
︑
エ
リ
ー

ト
の
み
な
ら
ず
︑
庶
民
ま
で
浸
透
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
︑
さ
ら
に
「
ス
テ
イ
シ
ズ
ム
」

を
︑「
既
存
で
あ
れ
︑
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
︑
あ
る
国
家
を
単
位
と
し
て
︑﹃
内
部
﹄

と
﹃
外
部
﹄
を
峻
別
し
︑﹃
内
部
﹄
を
均
質
化
し
つ
つ
︑﹃
外
部
﹄
の
排
除
や
従
属
を
は

か
る
思
考
習
慣
」
と
定
義
し
た
い
﹂（
三
谷
博
『
明
治
維
新
を
考
え
る
』
岩
波
現
代
文
庫
︑

二
〇
一
二
年
︑
三
五
頁
）︒

 
 

さ
ら
に
︑
別
の
著
作
で
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
が
﹁
国
家
主
義
﹂
と
は
反
対
に
︑
現

代
日
本
で
肯
定
的
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑
こ

う
述
べ
る
︒

 
 

﹁
こ
れ
に
対
し
︑「
国
家
主
義
」
は
︑
よ
り
鮮
明
な
意
味
を
持
つ
︒
肯
定
・
否
定
を
問

わ
ず
︑
あ
る
「
国
家
」
の
外
部
に
対
す
る
露
わ
な
利
益
追
求
や
︑
内
外
の
個
人
・
団
体

に
対
す
る
優
越
性
の
主
張
︑
す
な
わ
ち
国
家
利
己
主
義
や
国
家
本
位
の
主
張
を
指
し
て

い
る
こ
と
は
︑
間
違
い
な
い
﹂（
三
谷
博
『
明
治
維
新
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱
幕
末
の

外
交
と
政
治
変
動
』
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︑
六
︱
七
頁
）︒

 
 

三
谷
は
﹁
国
家
主
義
﹂
に
つ
い
て
︑
他
国
と
比
べ
て
の
自
国
の
優
越
性
を
主
張
し
︑

他
国
か
ら
の
搾
取
を
肯
定
す
る
立
場
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
三
谷
は
︑﹁
国
家
主

義
﹂
と
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
に
つ
い
て
︑
本
質
的
な
差
を
設
け
て
い
な
い
︒
す
な
わ

ち
﹁
内
部
﹂
と
そ
れ
以
外
の
﹁
外
部
﹂
を
区
別
し
︑﹁
外
部
﹂
を
排
除
す
る
思
考
が
﹁
庶

民
ま
で
浸
透
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒

（
44
）  

﹁
但
々
王
学
の
結
果
は
一
視
同
仁
の
平
等
主
義
と
な
る
の
傾
向
な
し
と
せ
ず
︒
藤
樹
の

如
く
分
明
に
平
等
主
義
の
観
念
を
有
せ
り
︒
故
に
中
斎
が
暴
挙
の
如
き
自
ら
社
会
主
義

に
合
す
る
も
の
な
し
と
せ
ざ
る
な
り
﹂（
井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑

四
四
五
頁
）︒

（
45
）  

井
上
哲
次
郎
﹁
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
に
つ
き
井
上
哲
次
郎
氏
の
談
話
﹂『
教
育
時
論
』

二
七
二
号
︑
一
八
九
二
年
︑
一
︱
五
頁
︒

（
46
）  
井
上
哲
次
郎
﹁
井
上
哲
次
郎
氏
の
宗
教
論
﹂『
国
教
』
二
号
︑
一
八
九
〇
年
︑
四
一
︱

四
二
頁
（
島
薗
進
・
磯
前
順
一
編
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
の
宗
教
学
二
　
井
上
哲
次
郎
集
』

第
九
巻
︑
前
掲
︑
二
三
︱
二
四
頁
所
収
）︒
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（
47
）  
井
上
哲
次
郎
『
教
育
と
修
養
』
弘
道
館
︑
一
九
一
〇
年
︑
五
三
頁
︒

（
48
）  
井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑
六
二
五
︱
六
二
六
頁
︒

（
49
）  

山
村
奨
﹁『
宗
教
』
と
し
て
の
近
代
日
本
の
陽
明
学
﹂（
伊
東
貴
之
編
『﹁
心
身
／
身
心
﹂

と
環
境
の
哲
学
︱
︱
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
思
想
を
媒
介
に
考
え
る
』 

汲
古
書
院
︑ 

二
〇
一
六

年
︑
六
五
一
︱
六
六
六
頁
）
も
参
照
︒

（
50
）  

内
村
鑑
三
（
内
村
鑑
三
『
代
表
的
日
本
人
』
鈴
木
範
久
訳
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
五
年
︑

一
九
頁
）︑
岡
倉
天
心
（
色
川
大
吉
編
『
日
本
の
名
著
三
九
　
岡
倉
天
心
』
中
央
公
論
社
︑

一
九
七
〇
年
︑
二
一
八
︱
二
二
五
頁
）
な
ど
も
︑
同
様
の
説
を
唱
え
て
い
る
︒

（
51
）  

井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑﹁
第
九
章
　
西
郷
南
州
﹂︑
及
び
﹁
第

十
章
　
吉
田
松
陰
　
附
高
杉
東
行
﹂
を
参
照
︒

（
52
）  

井
上
哲
次
郎
『
教
育
と
修
養
』
弘
道
館
︑
一
九
一
〇
年
︑
五
二
︱
五
三
頁
︒

（
53
）  

同
書
︑
五
一
頁
︒

（
54
）  

源
了
圓
『
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究
』
創
文
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
六
三
頁
︒

（
55
）  

藤
田
東
湖
『
弘
道
館
記
述
義
』
塚
本
勝
義
訳
註
︑
岩
波
文
庫
︑
一
九
四
〇
年
︑
六
頁
︒

（
56
）  

同
書
︑
一
八
一
頁
︒

（
57
）  

橋
川
文
三
編
『
日
本
の
名
著
二
九
　
藤
田
東
湖
』
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
四
年
︑

二
八
二
︱
二
八
三
頁
︒

（
58
）  

藤
田
東
湖
『
弘
道
館
記
述
義
』
前
掲
︑
一
八
三
頁
︒

（
59
）  

同
書
︑
一
八
三
頁
︒

（
60
）  

井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑﹁
叙
論
﹂
四
︱
五
頁
︒

（
61
）  

同
書
︑﹁
叙
論
﹂
五
頁
︒

（
62
）  

吉
田
公
平
『
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
』
前
掲
︑
一
五
頁
︒

（
63
）  

既
に
荒
木
見
吾
が
﹁
知
行
合
一
論
は
︑
陽
明
学
の
実
践
的
性
格
を
端
的
に
示
す
も
の

だ
と
︑
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
が
︑
朱
子
学
と
て
も
そ
れ
な
り
に
十
分
実
践
的
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
あ
い
ま
い
な
表
現
で
両
者
の
優
劣
を
論
ず
る
こ
と
は
適
切

で
は
あ
る
ま
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
（
荒
木
見
吾
編
『
世
界
の
名
著
　
続
4
　
朱
子
　
王

陽
明
』
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
四
年
︑
四
三
頁
）︒
で
は
﹁
知
行
合
一
論
﹂
の
本
旨
は
ど

こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
︑﹁
徹
頭
徹
尾
︑
本
心
の
自
己
発
展
・
自
己
充
足
と
し
て
の
そ
れ

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
従
来
︑
知
行
合
一
を
解
す
る
の
に
︑
と
か
く
知
行
の
二
字
の

み
に
注
目
し
︑
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
「
本
心
」（
心
の
本
体
）
を
軽
視
し
た
が
た
め
に
︑

陽
明
の
真
意
を
十
分
に
と
ら
え
得
な
か
っ
た
う
ら
み
が
あ
る
﹂
と
い
う
（
同
書
︑四
三
頁
）︒

 
 

島
田
虔
次
は
﹁
知
行
合
一
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

 
 

﹁
要
す
る
に
︑
陽
明
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
心
の
本
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
天
理
︑

そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
場
合
︑
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
う
え
に
実
現
す
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
致
知
と
い
う
こ
と
は
知
識
を
磨
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
︑
知
（
良
知
）

を
実
現
す
る
︑
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
︒
陽
明
学
が
「
知
行
合
一
」
と
称
せ
ら
れ
る

の
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
由
来
す
る
︒『
大
学
』
に
は
真
の
知
行
を
︑「
好
色
ヲ
好
ム
ガ
ゴ

ト
ク
︑
悪
臭
ヲ
悪
ム
ガ
ゴ
ト
ク
」
と
教
え
て
い
る
が
︒
美
し
い
色
を
見
る
の
は
「
知
」

の
範
疇
に
属
し
︑
美
し
い
色
を
好
む
の
は
「
好
」
の
範
疇
に
属
す
︑
と
一
応
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
実
際
は
︑
色
を
見
る
と
き
に
は
︑
す
で
に
好
ん
で
い
る
﹂（
島

田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
岩
波
新
書
︑
一
九
六
七
年
︑
一
三
〇
頁
）︒

 
 

本
来
の
陽
明
学
に
お
け
る
﹁
知
行
合
一
﹂
で
重
要
な
点
は
︑
実
践
と
し
て
の
﹁
行
﹂

で
は
な
く
︑﹁
知
﹂
と
﹁
行
﹂
を
統
一
す
る
た
め
の
心
を
正
し
く
保
つ
こ
と
に
あ
る
と
い

え
よ
う
︒
な
お
小
島
毅
は
︑
陽
明
学
が
朱
子
学
を
﹁
先
知
後
行
﹂
と
批
判
し
た
こ
と
で

陽
明
学
の
知
行
合
一
が
誕
生
し
た
と
述
べ
︑﹁
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
︿
心
﹀
の
主
体
性

の
確
立
﹂
と
考
察
し
て
い
る
（
小
島
毅
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑

二
〇
一
三
年
︑
一
一
六
頁
）︒

（
64
）  

『
岡
田
武
彦
全
集
二
一
巻
　
江
戸
期
の
儒
学
』
明
徳
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
四
六
頁
︒

（
65
）  

岡
田
武
彦
﹁
日
本
人
と
陽
明
学
﹂
岡
田
武
彦
編
『
陽
明
学
の
世
界
』
明
徳
出
版
社
︑

一
九
八
六
年
︑
四
三
〇
︱
四
五
六
頁
所
収
︑
四
三
五
頁
︒

（
66
）  
井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑
六
二
四
︱
六
二
五
頁
︒

（
67
）  

井
上
哲
次
郎
『
日
本
朱
子
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑
五
九
八
︱
五
九
九
頁
︒

（
68
）  

井
上
哲
次
郎
『
教
育
と
修
養
』
前
掲
︑
四
三
五
頁
︒

（
69
）  

同
書
︑
四
四
〇
頁
︒
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（
70
）  

同
書
︑
六
五
頁
︒

（
71
）  
色
川
大
吉
編
『
日
本
の
名
著
三
九
　
岡
倉
天
心
』
前
掲
︑
二
二
〇
︱
二
二
二
頁
︒

（
72
）  
同
書
︑
二
一
八
頁
︒

（
73
）  

井
上
哲
次
郎
・
有
馬
祐
政
『
武
士
道
叢
書
』
下
巻
︑
博
文
館
︑
一
九
〇
五
年
︑
二
七
五

頁
︒
な
お
書
き
下
し
に
あ
た
っ
て
︑雄
山
閣
編
『
日
本
学
叢
書
』
第
八
巻
（
雄
山
閣
出
版
︑

一
九
四
〇
年
）
所
収
の
︑
会
沢
正
志
斎
著
『
及
門
遺
範
』（
高
木
成
助
校
註
）
を
参
考
に

し
た
︒

（
74
）  

井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑﹁
叙
論
﹂
三
頁
︒

（
75
）  

会
沢
安
『
新
論
・
迪
彝
篇
』
塚
本
勝
義
訳
註
︑
岩
波
文
庫
︑
一
九
三
一
年
︑
二
一
︱

二
三
頁
︒

（
76
）  

同
書
︑
七
一
頁
︒

（
77
）  

中
村
春
作
は
︑『
大
日
本
史
』
執
筆
の
事
業
と
区
別
さ
れ
る
後
期
水
戸
学
に
お
い
て
︑

﹁
民
心
一
致
﹂
や
﹁
民
志
一
﹂
と
い
う
用
語
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
︑﹁
国
家
﹂

や
﹁
国
民
﹂
に
相
当
す
る
概
念
に
つ
な
が
っ
た
と
し
て
い
る
（
中
村
春
作
『
江
戸
儒
教

と
近
代
の
知
』
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
七
六
頁
）︒

（
78
）  

井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑
六
二
九
頁
︒

（
79
）  

同
書
︑﹁
叙
論
﹂
四
頁
︒

（
80
）  

岡
田
武
彦
﹁
日
本
人
と
陽
明
学
﹂
前
掲
︒
陽
明
学
の
修
養
に
お
い
て
心
を
清
廉
に
保

つ
こ
と
を
重
視
す
る
姿
勢
は
︑
明
治
以
降
も
陽
明
学
が
精
神
を
鍛
え
る
思
想
で
あ
る
と

い
う
意
識
に
続
い
て
い
た
と
い
え
る
︒

（
81
）  

井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑
五
一
〇
︱
五
一
一
頁
︒

（
82
）  

﹁
忠
は
孝
を
拡
充
し
た
る
も
の
な
り
︒
殊
に
日
本
に
あ
り
て
は
︑
孝
を
い
え
ば
︑
忠
は

自
ら
其
中
に
あ
り
︒
日
本
の
国
家
は
一
の
家
族
制
を
成
せ
る
が
故
に
︑
家
に
あ
り
て
父

に
対
す
る
が
如
く
︑
国
に
あ
り
て
は
君
に
対
す
る
な
り
︒
国
は
家
を
拡
充
し
た
る
も
の

に
て
︑
家
は
国
を
縮
小
し
た
る
も
の
な
り
︒
是
故
に
忠
孝
一
本
の
教
を
立
つ
る
を
得
る

な
り
︒
藤
樹
が
忠
を
以
て
孝
の
一
端
と
な
し
︑
主
と
し
て
孝
を
論
じ
た
る
所
以
︑
此
れ

に
外
な
ら
ざ
る
な
り
﹂（
井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑
一
五
六
︱

一
五
七
頁
）︒

（
83
）  

吉
田
公
平
﹁
高
瀬
武
次
郎
年
譜
稿
︱
︱
東
洋
大
学
の
漢
学
者
た
ち
（
そ
の
一
）﹂『
井

上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
』
一
五
号
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
六
一
︱
三
二
四
頁
︒

（
84
）  

荻
生
茂
博
『
近
代
・
ア
ジ
ア
・
陽
明
学
』
前
掲
︒

（
85
）  

高
瀬
武
次
郎
『
日
本
之
陽
明
学
』
鉄
華
書
院
︑
一
八
九
八
年
︑﹁
例
言
﹂
五
頁
︒

（
86
）  

高
瀬
武
次
郎
『
陽
明
学
階
梯
／
精
神
教
育
』
鉄
華
書
院
︑
一
八
九
九
年
︑
二
頁
︒

（
87
）  

同
書
︑
四
頁
︒

（
88
）  

﹁
維
新
以
来
世
の
学
者
︑
或
は
功
利
主
義
を
唱
導
し
︑
或
は
利
己
主
義
を
主
張
し
︑
其

結
果
の
及
ぶ
所
︑
或
は
遂
に
我
国
民
的
道
徳
心
を
破
壊
せ
ん
と
す
︑
是
れ
固
よ
り
其
学

の
徹
底
せ
ざ
る
に
出
ず
と
雖
も
︑
亦
国
家
の
元
気
を
挫
折
し
︑
風
教
の
精
髄
を
蠱
毒
す

る
も
の
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
﹂（
井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑﹁
序
﹂

三
︱
四
頁
）︒

（
89
）  

高
瀬
武
次
郎
『
日
本
之
陽
明
学
』
前
掲
︑
一
九
四
頁
︒

（
90
）  

高
瀬
武
次
郎
﹁
孔
子
国
教
論
﹂『
陽
明
』
六
三
号
︑
一
九
一
七
年
四
月
︑
一
六
頁
︒

（
91
）  

同
右
︒

（
92
）  

高
瀬
武
次
郎
﹁
我
国
の
徳
育
と
孔
子
教
﹂『
太
陽
』
二
三
巻
一
〇
号
︑
一
九
一
七
年
九

月
︑
一
七
七
︱
一
九
一
頁
︒

（
93
）  

孔
子
教
に
つ
い
て
は
︑
高
瀬
だ
け
が
論
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
服
部
宇
之
吉
は

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
『
孔
子
及
孔
子
教
』
と
題
す
る
書
籍
を
刊
行
し
た
︒
同
書

の
中
で
服
部
は
﹁
天
下
統
一
さ
れ
て
孔
子
の
道
が
行
わ
れ
︑
孔
子
の
道
行
わ
れ
て
一
統

を
保
っ
て
来
た
︒
今
日
の
支
那
の
情
態
は
一
統
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
傾
き
が
有
る
︒

そ
こ
で
自
分
は
孔
子
の
一
統
主
義
を
闡
明
す
る
こ
と
は
支
那
否
東
洋
の
為
め
で
あ
り
︑

又
延
て
世
界
の
為
め
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
孔
子

教
（
儒
教
）
に
つ
い
て
﹁
其
の
所
説
の
実
践
倫
理
説
は
勿
論
︑
其
他
の
部
分
も
世
間
的

方
面
に
限
れ
ば
他
の
諸
宗
教
と
衝
突
す
る
点
は
極
て
少
し
﹂
と
︑
価
値
を
認
め
て
い
る

（
服
部
宇
之
吉
『
孔
子
及
孔
子
教
』
明
治
出
版
︑
一
九
一
七
年
︑
一
二
六
頁
）︒

（
94
）  

荻
生
茂
博
『
近
代
・
ア
ジ
ア
・
陽
明
学
』
前
掲
︑
四
〇
七
︱
四
〇
八
頁
︒
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（
95
）  
高
瀬
武
次
郎
『
陽
明
学
階
梯
／
精
神
教
育
』
前
掲
︑
二
頁
︒

（
96
）  
田
中
仁
ほ
か
『
新
・
図
説
中
国
近
現
代
史
︱
︱
日
中
新
時
代
の
見
取
図
』
法
律
文
化
社
︑

二
〇
一
二
年
︑
六
八
頁
︒

（
97
）  

高
瀬
武
次
郎
『
陽
明
学
階
梯
／
精
神
教
育
』
前
掲
︑
四
二
︱
四
三
頁
︒

（
98
）  

﹁
我
邦
陽
明
学
は
︑
其
特
色
と
し
て
一
種
の
活
動
的
事
業
家
を
出
せ
り
︒
藤
樹
の
大
孝
︑

蕃
山
の
経
綸
︑
執
斎
の
薫
化
︑
中
斎
の
献
身
的
事
業
よ
り
︑
維
新
諸
豪
傑
の
震
天
動
地

の
偉
業
に
至
る
ま
で
︑
皆
な
王
学
の
実
な
ら
ざ
る
は
な
し
﹂
と
い
う
文
章
に
も
着
目
で

き
る
（
高
瀬
武
次
郎
『
日
本
之
陽
明
学
』
前
掲
︑三
四
頁
）︒
高
瀬
は
大
塩
の
行
為
を
﹁
献

身
的
事
業
﹂
と
高
く
評
価
し
て
い
る
︒

（
99
）  

﹁
中
斎
が
兵
を
挙
げ
た
る
は
︑
固
よ
り
其
忿
怒
の
余
に
出
で
軽
率
の
訾

そ
し
り

を
免
れ
ず
と
雖

も
︑
其
窮
民
を
愍
む
の
心
あ
る
に
至
り
て
は
︑
未
だ
必
し
も
非
難
す
べ
き
も
の
あ
る
を

見
ず
﹂（
井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
前
掲
︑
四
〇
七
頁
）︒

（
100
）  

山
村
奨
﹁
明
治
期
の
陽
明
学
理
解
︱
︱
社
会
主
義
と
明
治
維
新
と
の
関
係
か
ら
﹂
前

掲
註
（
35
）
を
参
照
︒

（
101
）  

﹁
高
瀬
博
士
来
翰
﹂『
陽
明
学
』
三
一
号
︑
一
九
一
一
年
︑
五
一
頁
︒

（
102
）  

王
成
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
︿
修
養
﹀
概
念
の
成
立
﹂『
日
本
研
究
』
二
九
号
︑

二
〇
〇
四
年
︑
一
一
七
︱
一
四
五
頁
︒

（
103
）  

鈴
木
貞
美
『
入
門
日
本
近
現
代
文
芸
史
』
平
凡
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
二
一
頁
︒

（
104
）  

鈴
木
貞
美
『
入
門
日
本
近
現
代
文
芸
史
』
前
掲
︑
一
二
七
頁
︒
及
び
王
成
﹁
近
代
日

本
に
お
け
る
︿
修
養
﹀
概
念
の
成
立
﹂
前
掲
︒

（
105
）  

原
本
の
現
存
は
確
認
で
き
な
い
が
︑
一
巻
一
号
か
ら
同
三
号
ま
で
は
製
本
さ
れ
て
︑

京
都
市
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

（
106
）  

﹁
発
刊
の
辞
﹂『
修
養
界
』
一
巻
一
号
︑
参
天
閣
︑
一
九
〇
七
年
︑
一
︱
四
頁
︒

（
107
）  

赤
澤
史
朗
に
よ
れ
ば
︑
明
治
末
期
に
お
け
る
﹁
煩
悶
﹂
青
年
の
出
現
が
︑﹁
教
養
主
義
﹂

を
成
立
さ
せ
る
要
因
と
な
り
︑
そ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
同
時
期
に
出
た
の
が
﹁
修
養
主

義
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
違
い
は
︑
前
者
が
﹁
高
学
歴
の
知
識
人
﹂
に
よ
る
﹁
西
欧

文
化
へ
の
憧
れ
﹂
を
基
調
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
後
者
は
初
等
・
中
等
教
育
を
受

け
た
人
々
が
受
容
し
︑﹁
伝
統
的
な
倫
理
・
道
徳
の
探
究
や
再
発
見
﹂
に
よ
る
も
の
と
す

る
（
赤
澤
史
朗
﹁
大
正
・
昭
和
前
期
の
社
会
思
想
﹂︑
宮
地
正
人
ほ
か
編
『
新
大
系
日
本

史
四
　
政
治
社
会
思
想
史
』
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
九
八
︱
四
一
八
頁
）︒

（
108
）  

高
瀬
武
次
郎
﹁
陽
明
学
と
安
心
立
命
﹂『
六
合
雑
誌
』
三
二
四
号
︑
一
九
〇
七
年
︑

八
一
三
︱
八
二
〇
頁
（『
復
刻
版
　
六
合
雑
誌
』
第
三
七
巻
︑
不
二
出
版
︑
一
九
八
七
年
︑

四
一
一
︱
四
二
〇
頁
）︒

（
109
）  

高
瀬
武
次
郎
﹁
陽
明
学
と
安
心
立
命
﹂
前
掲
︒

（
110
）  

高
瀬
武
次
郎
﹁
修
養
と
福
楽
﹂『
修
養
界
』
一
巻
三
号
︑
一
九
〇
七
年
︑
一
︱
四
頁
︒

（
111
）  

高
瀬
武
次
郎
﹁
陽
明
学
と
安
心
立
命
﹂
前
掲
︒

（
112
）  

﹁
さ
れ
ば
吾
人
に
し
て
陽
明
の
伝
記
を
読
む
な
れ
ば
活
動
を
す
る
こ
と
が
何
処
と
な

く
教
え
ら
る
る
の
で
あ
る
︒
斯
様
な
解
で
昔
か
ら
陽
明
学
に
志
す
人
は
学
問
と
事
業
と

を
相
一
致
せ
し
め
︑
一
方
に
学
ん
だ
こ
と
を
他
方
で
直
ち
に
実
行
す
る
と
云
う
風
で
あ

る
﹂（
高
瀬
武
次
郎
﹁
陽
明
学
と
安
心
立
命
﹂
前
掲
）︒

（
113
）  

﹁
原
来
陽
明
学
は
至
誠
惻
憺
の
良
知
を
以
て
君
に
対
し
て
忠
︑
父
母
に
対
し
て
孝
︑
朋

友
に
対
し
て
信
を
尽
く
す
が
如
き
倫
理
綱
常
を
以
て
主
眼
骨
子
と
す
る
も
の
な
り
︑
之

を
陽
明
先
生
の
一
生
に
徴
す
る
に
其
の
行
動
は
悉
く
是
忠
君
孝
親
信
友
愛
人
に
外
な
ら

ず
︑
寧
王
宸
濠
の
反
を
平
げ
諸
盗
を
誅
せ
し
は
忠
君
の
著
名
な
る
も
の
に
非
ず
や
︑
其

他
家
族
に
対
す
る
尊
敬
親
愛
の
念
は
其
の
言
に
徴
し
て
明
白
な
り
と
す
︑
然
れ
ば
吾
人

は
王
陽
明
先
生
の
一
生
の
言
動
を
模
範
と
し
て
進
ま
ば
則
ち
王
学
の
正
旨
に
合
し
国
家

社
会
に
お
け
る
善
良
な
る
人
と
な
る
べ
し
﹂（
高
瀬
武
次
郎﹁
陽
明
学
の
利
病
﹂『
陽
明
学
』

二
六
号
︑
一
九
一
〇
年
︑
七
︱
八
頁
）︒

（
114
）  

安
岡
正
篤
『
王
陽
明
研
究
』
玄
黄
社
︑
一
九
二
二
年
︒

（
115
）  
三
島
由
紀
夫
﹁
革
命
の
哲
学
と
し
て
の
陽
明
学
﹂︑
同
『
行
動
学
入
門
』
文
春
文
庫
︑

一
九
七
四
年
所
収
︒

　
な
お
︑
本
文
中
の
記
述
・
引
用
は
︑
現
代
仮
名
遣
い
︑
新
字
体
に
統
一
し
た
︒
ま
た
︑
読

み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
︑
文
意
に
合
わ
せ
読
点
を
句
点
に
あ
ら
た
め
︑
ル
ビ
を
付
し
た
︒
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は
じ
め
に

　
精
神
科
医
の
呉
秀
三
（
一
八
六
五
︱
一
九
三
二
）
は
︑
日
本
に
お
け
る
精
神

病
学
を
確
立
し
た
人
物
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
︒
呉
は
︑
精
神
及
び

神
経
疾
患
治
療
の
普
及
に
取
り
組
む
中
︑
明
治
期
に
お
い
て
既
に
︑
自
身
が
医

長
を
務
め
る
東
京
府
巣
鴨
病
院（

1
）

で
治
療
の
一
環
と
し
て
音
楽
療
法（

2
）

の
試
行
を
開

始
し
た（

3
）

︒
呉
の
音
楽
療
法
実
践
に
関
し
て
は
︑
巣
鴨
病
院
の
後
身
に
あ
た
る
東

京
都
立
松
沢
病
院
併
設
の
﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
を
中
心
に
︑
当
時
の
状

況
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
が
現
存
し
て
い
る
も
の
の
︑
こ
れ
ま
で
そ

の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
実
際
に
呉

が
音
楽
療
法
を
体
系
的
︑
及
び
長
期
的
に
行
っ
た
こ
と
は
︑
日
本
の
音
楽
療
法

史
上
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る（

4)

︒
し
た
が
っ
て
本
論
文
で
は
︑
呉
が
ど

の
よ
う
な
音
楽
療
法
を
行
っ
た
の
か
︑
そ
し
て
呉
が
音
楽
療
法
を
行
う
に
至
っ

た
思
想
的
背
景
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
解
明
す
る
た
め
︑

既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
資
料
の
み
な
ら
ず
︑﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵

の
病
院
側
未
刊
行
資
料
を
も
用
い
て
分
析
を
試
み
た
い
︒

　
本
論
文
で
は
︑
ま
ず
第
一
節
で
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
巣
鴨
病
院

の
音
楽
療
法
を
連
続
し
て
報
じ
た
読
売
新
聞
記
事
の
分
析
を
通
じ
て
︑
音
楽
療

法
が
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
︒
続
く
第
二
節
で
は
︑
音
楽

療
法
の
基
層
と
な
る
呉
の
医
学
理
論
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
を
︑
留

学
時
に
呉
が
直
接
触
れ
た
医
学
思
想
と
の
関
連
の
中
で
探
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑

呉
秀
三
の
音
楽
療
法
と
そ
の
思
想
的
背
景

光
平
有
希
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第
三
節
で
は
︑
呉
が
推
奨
し
た
患
者
自
ら
が
楽
器
を
演
奏
す
る
﹁
音
楽
弾
奏
﹂

に
よ
っ
て
効
果
を
見
込
む
能
動
的
音
楽
療
法
の
実
態
を
解
明
し
︑
他
方
︑
第
四

節
で
は
︑﹁
慰
楽
﹂
と
呉
が
命
名
し
︑
患
者
が
音
楽
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
効

果
を
見
込
む
受
動
的
音
楽
療
法
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ま
た
︑
第
三
節
及

び
第
四
節
で
は
︑
音
楽
療
法
実
践
の
内
容
と
並
行
し
て
呉
が
各
音
楽
療
法
を
導

入
す
る
に
至
っ
た
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
も
検
証
す
る
︒
最
後
に
第
五
節
で
は
︑

明
治
期
に
開
花
し
た
巣
鴨
病
院
に
お
け
る
音
楽
療
法
が
︑
そ
の
後
ど
の
よ
う
に

展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒

　
な
お
︑
本
論
文
で
資
料
を
翻
刻
す
る
際
は
︑
基
本
的
に
旧
字
体
を
新
字
体
に
︑

旧
仮
名
づ
か
い
を
新
仮
名
づ
か
い
に
改
め
て
掲
載
す
る
こ
と
と
し
︑
さ
ら
に
︑

読
解
を
円
滑
に
す
る
た
め
︑
西
洋
の
固
有
名
詞
以
外
の
片
仮
名
に
関
し
て
は
平

仮
名
に
変
換
す
る
と
共
に
︑
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
上
で
表
記
す
る
︒
ま
た
︑

患
者
名
に
関
し
て
は
︑
新
聞
記
事
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の

ま
ま
実
名
を
挙
げ
た
が
︑
現
在
の
看
護
記
録
に
あ
た
る
﹁
挙
動
帳
﹂
の
よ
う
な

未
刊
行
及
び
病
院
側
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
﹁
患
者
﹂
と

の
み
記
し
︑
実
名
は
伏
せ
る
こ
と
と
す
る
︒

　

一
　
新
聞
記
事
に
み
る
東
京
府
巣
鴨
病
院
で
の
音
楽
療
法
実
践
内
容

　
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
一
月
十
三
日
の
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
は
︑

﹁
瘋
癲
と
音
楽
﹂
と
い
う
題
名
の
も
と
︑
巣
鴨
病
院
で
行
わ
れ
た
音
楽
療
法
の

実
践
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（

5
）

︒
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

　
巣
鴨
の
瘋
癲
病
院
医
長
呉
秀
三
氏
が
瘋
癲
病
者
に
音
楽
を
聴
か
せ
て
︑

之
に
依
り
て
病
勢
を
和
ら
げ
ん
と
の
計
画
あ
る
由
は
︑
去
る
五
日
の
紙
上

に
記
し
た
る
が
︑
い
よ
い
よ
昨
十
二
日
午
前
九
時
よ
り
同
病
院
講
堂
に
於

い
て
︑
之
を
実
行
し
た
り
︒
初
め
︑
男
の
患
者
約
百
名
を
入
場
さ
せ
て
聴

か
せ
た
る
は
︑

　 

▲
ピ
ヤ
ノ
合
奏
（
前
田
久
八
︑岡
野
貞
一
）
▲
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
合
奏
（
石

野
巍
︑
高
折
周
一
）
▲
ピ
ヤ
ノ
独
奏
（
前
田
久
八
）
▲
唱
歌
合
唱
　
中

学
唱
歌
集
中
な
る
﹁
寄
宿
舎
の
古
釣
瓶
﹂
更
に
﹁
去
年
の
今
夜
﹂﹁
豊

太
閤
﹂（
東
京
音
楽
学
校
生
徒
諸
氏
）
▲
ピ
ヤ
ノ
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
︑

セ
ロ
︑
三
部
合
奏
（
前
田
︑
石
野
︑
岡
野
の
三
氏
）

　
患
者
は
大
抵
静
粛
に
聴
き
居
た
る
が
︑
演
奏
終
わ
り
て
︑
今
度
は
女
の

患
者
を
同
じ
く
百
名
ば
か
り
入
れ
て
︑
再
び
前
の
演
奏
を
繰
り
返
し
︑
次

に
患
者
の
演
奏
あ
り
て
︑
患
者
に
聴
か
せ
た
る
が
︑
患
者
中
選
ば
れ
て
演

奏
者
と
な
り
し
は
︑
川
村
ス
ズ
︑
大
野
ヨ
ネ
の
二
人
に
て
︑
ス
ズ
は
三
十

余
︑
ヨ
ネ
は
年
二
十
三
︒
ス
ズ
の
琴
︑
ヨ
ネ
の
三
味
線
に
て
潮
汐
を
奏
し

た
り
︒
ヨ
ネ
の
技
な
か
な
か
巧
み
に
し
て
︑
ス
ズ
も
先
ず
巧
み
な
る
方
な

り
し
が
︑
ヨ
ネ
は
本
所
に
生
れ
て
新
橋
に
芸
者
と
な
り
︑
更
に
水
戸
に
赴

き
し
も
余
り
お
座
敷
も
少
な
か
り
し
よ
り
︑
心
配
し
て
瘋
癲
病
院
に
入
る

に
至
り
し
も
の
と
ぞ
︒
次
に
矢
張
り
大
野
ヨ
ネ
の
清
元
明
鳥
な
る
筈
な
り
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し
が
︑
差
し
替
わ
り
て
鈴
が
森
と
な
り
︑
次
に
ヨ
ネ
︑
ス
ズ
の
二
人
に
て

甚
句
を
唄
い
︑
同
じ
く
患
者
な
る
桜
井
ミ
ヨ
と
て
五
十
歳
位
の
老
婆
が
胴

よ
り
上
を
ご
む
に
て
巻
き
︑
一
寸
法
師
に
擬
し
て
踊
り
︑
最
後
に
ス
ズ
が

北
洲
を
語
り
て
︑
荒
木
ハ
ル
と
い
う
患
者
が
三
味
線
を
弾
き
︑
午
後
零
時

三
十
分
頃
無
事
に
済
み
た
り
︒

　
右
記
で
は
︑
巣
鴨
病
院
で
精
神
疾
患
患
者
に
演
奏
聴
取
を
用
い
て
行
っ
た
音

楽
療
法
実
践
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る（

6
）

︒
こ
れ
は
巣
鴨
病
院
の
当
時
の
医
長
で

あ
っ
た
呉
が
勧
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
呉
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や

ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
へ
の
留
学
経
験
を
有
し
︑
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
教
授

と
併
行
し
て
︑
巣
鴨
病
院
医
長
の
任
に
就
い
て
い
る（

7
）

︒
当
時
︑
巣
鴨
病
院
は
東

京
帝
国
大
学
医
科
大
学
の
研
修
及
び
研
究
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
︑
日

本
に
お
け
る
精
神
医
療
の
最
先
端
技
術
及
び
中
枢
を
担
う
機
関
で
あ
っ
た
︒

　
同
記
事
の
内
容
か
ら
は
︑
ま
ず
岡
野
貞
一
（
一
八
七
八
︱
一
九
四
一
）
や
前

田
久
八
（
一
八
七
四
︱
一
九
四
三
）︑
石
野
巍
（
十
九
︱
二
十
世
紀
）
と
い
っ
た
︑

当
時
︑
東
京
音
楽
学
校
の
教
員
及
び
学
生
で
あ
り
︑
そ
の
後
︑
近
代
日
本
音
楽

界
を
牽
引
し
て
い
く
音
楽
家
に
よ
っ
て
ピ
ア
ノ
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
︑
チ
ェ
ロ
な

ど
の
西
洋
楽
器
演
奏
が
行
わ
れ
る
ほ
か
︑
複
数
の
東
京
音
楽
学
校
の
学
生
に
よ

る
合
唱
演
奏
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
演
奏
に
関
し
て
は
︑
男
女
の

患
者
そ
れ
ぞ
れ
百
人
が
聴
取
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
女
性
患
者
に
対
し
て
は
︑

患
者
の
中
か
ら
選
抜
さ
れ
た
四
名
に
よ
る
三
味
線
︑
箏
の
演
奏
や
舞
踊
な
ど
が

行
わ
れ
た
︒
同
記
事
で
は
︑
和
洋
の
音
楽
の
試
行
︑
ま
た
演
奏
家
に
よ
る
演
奏

と
患
者
に
よ
る
演
奏
と
い
っ
た
種
々
の
演
奏
試
行
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
て
お
り
︑
病
院
側
の
多
様
な
演
奏
内
容
及
び
方
法
に
よ
る
患
者
へ
の

影
響
を
観
察
す
る
目
的
が
窺
え
る
︒
で
は
︑
こ
の
演
奏
を
聞
い
た
患
者
の
反
応

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
関
し
て
は
︑
そ
の
翌
日

よ
り
続
け
て
『
読
売
新
聞
』
に
﹁
瘋
癲
者
に
音
楽
を
試
む
﹂
と
い
う
題
名
で
連

載
さ
れ
た
記
事
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
検
討
し
て
み
た
い
︒
ま
ず
︑

一
九
〇
二
年
一
月
十
四
日
の
記
事
内
容
に
目
を
向
け
て
み
よ
う（

8
）

︒

　
一
昨
日
︑
東
京
府
巣
鴨
病
院
に
於
い
て
行
い
し
瘋
癲
患
者
に
対
す
る
音

楽
演
奏
の
模
様
は
︑
其
概
略
を
昨
日
の
紙
上
に
記
し
た
る
が
︑
尚
同
院
医

長
呉
博
士
の
演
説
を
始
め
︑
音
楽
演
奏
中
に
於
け
る
患
者
の
挙
動
並
び
に

俗
曲
を
演
じ
た
る
患
者
の
病
室
等
に
就
き
て
見
聞
し
た
る
と
こ
ろ
を
掲
く

べ
し
︒
▲
呉
博
士
の
演
説
と
談
話
　
　
博
士
は
︑
音
楽
演
奏
に
先
だ
ち
来

賓
並
び
に
患
者
に
対
し
︑
今
回
当
院
に
於
い
て
音
楽
会
を
催
し
た
る
所
以

は
︑
先
ず
患
者
の
無
情
を
慰
め
︑
快
楽
を
与
う
る
と
共
に
︑
音
楽
の
感
化

が
患
者
に
及
ぼ
す
結
果
の
如
何
を
研
究
せ
ん
が
為
な
り
云
々
と
述
べ
︑
続

い
て
西
洋
諸
国
に
於
け
る
瘋
癲
病
院
が
患
者
取
扱
い
の
方
法
沿
革
よ
り
︑

巣
鴨
病
院
に
於
け
る
今
後
の
計
画
等
を
述
べ
た
る
が
︑（
中
略
）
記
者
は

音
楽
演
奏
終
わ
り
て
︑
後
更
に
博
士
に
就
い
て
問
う
と
こ
ろ
あ
り
し
に
︑

博
士
は
こ
れ
に
答
え
て
︑
従
来
の
方
法
に
て
は
︑
患
者
が
全
治
退
院
後
も
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入
院
中
の
習
慣
よ
り
し
て
自
然
怠
惰
に
流
る
る
の
弊
あ
れ
ば
︑
今
後
は

夫
々
職
業
を
授
け
︑
幾
分
か
ず
か
ず
の
報
酬
を
与
え
て
︑
こ
れ
を
奨
励
す

る
の
方
法
を
取
る
べ
く
︑
職
業
と
は
庭
造
り
に
は
当
院
構
内
の
樹
木
の
手

入
れ
︑
大
工
に
は
院
内
の
修
繕
工
事
︑
女
子
に
は
裁
縫
と
各
々
本
来
の
業

務
に
就
か
し
む
る
の
考
え
に
て
︑
ま
た
全
て
の
取
扱
方
法
も
全
て
寛
や
か

に
し
︑
時
々
院
内
に
於
い
て
今
日
の
如
く
音
楽
を
催
し
︑
或
は
踊
り
芝
居

な
ど
を
も
見
せ
︑
又
市
中
音
楽
隊
な
ど
を
も
招
き
て
患
者
に
快
楽
を
与
え

た
し
と
の
希
望
な
り
云
々
と
語
り
た
り
︒
さ
て
当
日
演
奏
会
の
模
様
を
観

た
る
に
︑
▲
男
の
患
者
は
静
粛
に
し
て
音
楽
演
奏
中
は
各
々
耳
を
傾
け
︑

熱
心
に
聴
き
居
た
る
が
︑
第
二
演
奏
の
曲
た
る
石
野
︑
高
折
両
氏
の
バ
イ

オ
リ
ン
合
奏
後
︑
榊
医
学
士
は
︑
患
者
に
対
し
て
第
一
の
曲
た
る
前
田
岡

野
両
氏
合
奏
の
ピ
ヤ
ノ
と
何
れ
が
面
白
か
り
し
や
と
問
い
た
る
に
︑
患
者

の
多
数
は
ピ
ヤ
ノ
の
方
が
面
白
か
り
し
と
答
え
︑
斯
く
て
第
五
の
バ
イ
オ

リ
ン
︑
セ
ロ
︑
ピ
ヤ
ノ
三
部
合
奏
と
終
え
る
ま
で
︑
大
声
を
発
す
る
な
ど
︑

別
に
騒
が
し
き
事
な
く
静
か
に
し
て
聴
き
居
た
り
き
︒
▲
女
の
患
者
は
喧

騒
　
　
女
の
患
者
は
男
の
患
者
に
比
す
れ
ば
︑
余
程
騒
が
し
く
し
て
︑
音

楽
演
奏
室
に
入
る
や
ア
ー
可
笑
し
い
と
て
無
暗
に
か
ら
か
ら
と
笑
う
も
の

あ
り
︒
何
事
か
呟
や
く
者
あ
り
︒
或
は
︑
何
か
叫
ぶ
者
あ
り
た
り
︒
さ
れ

ど
︑
第
一
の
曲
た
る
ピ
ヤ
ノ
の
合
奏
始
ま
る
や
さ
し
も
に
騒
が
し
か
り
し

者
も
水
を
打
ち
た
る
如
く
静
ま
り
て
︑
微
妙
な
る
楽
器
の
音
色
に
耳
を
傾

け
居
た
り
し
が
︑
第
二
の
曲
バ
イ
オ
リ
ン
の
合
奏
終
わ
り
て
︑
榊
学
士
は
︑

例
の
如
く
患
者
に
向
か
い
︑
ピ
ヤ
ノ
の
方
が
面
白
か
り
し
と
思
う
者
は
手

を
挙
げ
よ
と
告
げ
た
る
に
︑
こ
れ
に
応
じ
た
る
は
僅
か
五
六
名
ば
か
り
な

り
し
が
︑
此
中
に
も
二
十
歳
余
り
な
る
一
人
の
銀
杏
返
し
は
︑
バ
イ
オ
リ

ン
演
奏
中
始
終
床
板
を
踏
み
鳴
ら
し
︑
コ
ト
ン
コ
ト
ン
と
足
拍
子
を
取
り

居
た
り
き
︒
夫
れ
よ
り
順
次
音
楽
の
演
奏
あ
り
︒
終
わ
っ
て
榊
学
士
は
又

も
一
同
に
向
い
何
れ
の
曲
が
最
も
面
白
か
り
し
や
と
尋
ね
た
る
に
︑
一
人

は
皆
が
面
白
な
っ
た
大
勝
利
大
賛
成
と
叫
び
︑
他
や
始
め
の
如
く
に
笑
う

も
あ
り
饒
舌
る
も
あ
り
て
︑
頗
る
騒
々
し
か
り
き
︒（
つ
づ
く
）

　
同
記
事
に
よ
る
と
︑
呉
は
音
楽
が
患
者
を
慰
め
る
と
共
に
︑
快
楽
を
与
え
る

と
考
え
て
お
り
︑
そ
の
音
楽
の
感
化
に
関
す
る
研
究
の
た
め
に
音
楽
会
を
催
し

た
と
い
う
︒
ま
た
︑
従
来
の
治
療
及
び
入
院
の
方
法
で
は
︑
患
者
が
全
治
退
院

後
も
入
院
中
の
習
慣
に
よ
っ
て
自
然
怠
惰
な
方
向
へ
流
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
た

め
︑
今
後
は
職
業
訓
練
と
並
行
し
て
︑
時
々
院
内
に
お
い
て
音
楽
会
を
催
す
ほ

か
︑
踊
り
や
芝
居
な
ど
を
も
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
患
者
に
快
楽
を
与
え
た

い
と
考
え
て
い
る
様
子
が
分
か
る
︒

　
ま
た
︑
同
記
事
で
は
︑
男
女
の
患
者
に
お
け
る
嗜
好
性
の
違
い
が
強
調
さ
れ

る
︒
さ
ら
に
︑
こ
こ
か
ら
は
患
者
の
様
子
及
び
嗜
好
性
を
病
院
側
が
観
察
し
て

い
る
様
子
も
見
ら
れ
︑
観
察
と
実
験
を
通
じ
て
︑
巣
鴨
病
院
で
の
音
楽
療
法
の

内
容
確
立
を
模
索
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
な
お
︑
患
者
の
嗜
好
性
を
観
察

し
て
い
た
榊
学
士
と
は
︑当
時
同
病
院
の
医
員
で
あ
っ
た
榊
保
三
郎
（
一
八
七
〇
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︱
一
九
二
九
）
の
こ
と
で
あ
る
︒
榊
は
︑
呉
の
二
代
前
の
巣
鴨
病
院
医
長
で
あ

る
榊
俶
（
一
八
五
七
︱
一
八
九
七
）
の
弟
で
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
名
手
と
し
て

も
知
ら
れ
︑
巣
鴨
病
院
で
の
慈
善
音
楽
会
に
お
い
て
︑
そ
の
腕
前
を
披
露
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
︒

　
同
記
事
で
は
︑
演
奏
家
に
よ
る
演
奏
聴
取
時
の
反
応
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る

が
︑
患
者
自
身
が
演
奏
し
た
際
の
︑
聞
き
手
側
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
一
九
〇
二
年
一
月
十
五
日
の
記
事

に
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る（

9
）

︒

　
さ
て
︑
音
楽
の
演
奏
あ
り
て
入
院
患
者
の
俗
曲
演
奏
に
移
り
ぬ
︒
▲
銀

杏
返
し
の
慎
怒
　
　
先
ず
︑
川
村
ス
ズ
︑
大
野
ヨ
ネ
両
女
は
︑
潮
汐
の
一

曲
を
奏
し
︑
続
い
て
ヨ
ネ
が
︑
お
駒
才
三
鈴
ケ
森
の
段
を
語
り
始
め
た
る

に
︑
彼
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
中
始
終
足
拍
子
を
取
り
居
た
り
し
銀
杏
返

し
は
︑
頻
り
に
何
か
呟
き
つ
つ
︑
シ
ク
シ
ク
と
泣
き
出
し
た
る
が
︑
や
が

て
声
を
揚
げ
て
罵
り
叫
び
︑
看
護
婦
の
制
す
る
を
も
聴
き
入
れ
ず
し
て
︑

駄
々
を
こ
ね
始
め
た
る
よ
り
︑
看
護
婦
其
他
の
人
々
は
左
右
よ
り
手
を
執

り
︑
場
外
へ
連
れ
出
し
た
る
が
︑
同
女
は
︑
自
分
が
演
奏
者
に
選
ば
ざ
り

し
と
憤
り
︑
嫉
妬
心
を
起
し
て
騒
ぎ
出
し
た
る
も
の
な
る
由
︑
此
の
際
ヨ

ネ
は
早
く
も
夫
と
推
し
け
ん
︒
同
女
に
向
い
て
御
免
よ
と
軽
く
一
言
謝
し

た
る
は
︑
流
石
に
芸
子
程
あ
り
て
な
か
な
か
の
愛
嬌
な
り
き
︒
次
に
ス
ズ

の
三
味
線
に
て
︑
ヨ
ネ
が
甚
句
を
唄
い
︑
桜
井
ミ
ヨ
と
呼
べ
る
毬
栗
頭
の

老
婆
の
踊
り
︑
頗
る
の
滑
稽
に
て
人
々
を
笑
わ
せ
︑
続
い
て
右
ス
ズ
並
に

荒
木
ハ
ル
︑
加
藤
ミ
ネ
︑
三
名
連
弾
に
て
北
洲
を
語
り
ぬ
︒
▲
背
負
っ
て

行
け
　
　
右
患
者
の
演
芸
中
︑
俄
か
に
騒
ぎ
出
し
た
る
為
︑
退
場
せ
し
め

ら
れ
た
る
女
の
患
者
は
︑
前
記
銀
杏
返
し
の
外
に
︑
一
名
の
骨
格
逞
し
く

し
て
仁
王
面
し
た
る
四
十
歳
計
り
な
る
と
都
合
二
名
な
り
し
が
︑
此
女
も

何
か
頻
り
と
罵
り
叫
び
つ
つ
︑
看
護
婦
に
手
を
執
ら
れ
て
席
を
退
く
に
際

し
︑
背
負
っ
て
行
け
と
て
大
に
看
護
婦
を
困
ら
せ
た
り
︒
其
他
に
も
二
三

名
の
折
々
声
を
放
ち
た
る
が
あ
り
し
も
︑
演
芸
中
は
先
ず
概
し
て
静
か
な

り
き
︒
▲
按
摩
上
下
七
百
文
　
　
川
村
ス
ズ
等
三
名
の
北
洲
の
浄
瑠
璃
終

わ
る
や
︑
患
者
の
一
人
に
て
脚
天
に
怪
し
げ
な
る
銀
杏
髷
を
結
い
︑
蛙
の

如
き
面
相
し
た
る
が
︑
突
然
声
を
発
し
て
惜
し
い
惜
し
い
と
叫
び
︑
や
が

て
後
の
方
に
向
か
い
︑
私
は
按
摩
で
御
座
り
ま
し
て
何
に
も
芸
等
は
心
得

ま
せ
ぬ
が
︑
元
の
按
摩
に
な
り
ま
し
た
ら
︑
奥
様
方
の
御
贔
屓
を
願
い
ま

す
と
言
い
︑
其
終
り
に
一
段
声
を
張
揚
げ
︑
按
摩
上
下
七
百
文
！

　
こ
の
記
述
か
ら
は
︑
先
ん
じ
て
行
わ
れ
た
音
楽
家
に
よ
る
演
奏
に
比
べ
︑
患

者
四
名
に
よ
る
演
奏
及
び
演
芸
の
方
が
︑
聴
衆
の
患
者
の
精
神
状
態
を
大
き
く

動
か
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
そ
れ
は
︑
嫉
妬
心
に
よ
り
興
奮
状
態
に
陥
っ

た
患
者
の
様
子
や
︑
滑
稽
な
踊
り
を
見
て
大
笑
い
を
し
て
い
る
患
者
の
様
子
︑

ま
た
聴
取
後
に
騒
ぎ
出
し
た
り
︑
自
身
の
前
職
に
つ
い
て
語
り
だ
す
患
者
の
様

子
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
は
︑
患
者
自
身
に
馴
染
み
の
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深
い
楽
曲
及
び
楽
器
に
よ
る
演
奏
の
方
が
︑
よ
り
患
者
の
精
神
状
態
に
至
近
す

る
こ
と
が
で
き
る
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
︑

最
後
に
患
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
演
奏
者
の
素
性
に
つ
い
て
掲
載
し
て
い
る

一
九
〇
二
年
一
月
十
六
日
の
記
事
に
目
を
向
け
て
み
た
い（

10
）

︒

▲
演
芸
患
者
の
素
性
　
　
荒
木
ハ
ル
は
清
元
の
師
匠
だ
っ
た
︒
川
村
ス
ズ

は
︑
茶
屋
奉
公
せ
し
事
も
あ
り
て
︑
哀
れ
な
る
経
歴
あ
る
由
な
れ
ど
︑
詳

し
く
は
聞
き
洩
ら
し
つ
︒
其
他
は
︑
何
れ
も
芸
妓
上
が
り
な
り
と
ぞ
︒
▲

大
野
ヨ
ネ
の
身
の
上
話
　
　
当
日
の
演
芸
終
わ
り
た
る
後
︑
記
者
は
吉
川

医
学
士
の
案
内
に
て
︑
男
女
の
病
室
を
見
回
り
︑
最
後
に
彼
の
大
野
ヨ
ネ

の
病
室
を
訪
れ
た
る
が
︑
同
女
は
最
も
軽
症
の
患
者
な
る
由
に
て
︑
尋
ね

る
に
応
じ
て
身
の
上
の
事
ど
も
を
語
り
た
る
が
︑
同
女
は
︑
本
所
徳
衛
門

町
の
者
に
し
て
︑
十
六
歳
の
時
始
め
て
新
橋
の
芸
妓
屋
若
菜
屋
の
抱
え
と

な
り
て
栄
子
と
称
し
︑
其
後
柳
橋
に
転
じ
︑
一
昨
年
中
即
ち
十
九
歳
の
時
︑

湯
島
天
神
下
同
朋
町
の
芸
妓
屋
福
天
野
へ
抱
え
ら
れ
福
芸
と
名
乗
り
︑
昨

年
八
月
中
︑
水
戸
大
工
町
松
島
屋
方
へ
転
じ
︑
万
作
と
呼
び
た
り
し
が
︑

し
ば
し
ば
お
茶
を
挽
く
所
よ
り
お
岩
稲
荷
へ
願
立
し
て
︑
煙
草
を
絶
ち
た

り
︒
然
る
に
或
る
日
︑
客
に
酒
を
強
い
ら
れ
て
痛
く
酩
酊
し
︑
其
時
う
か

と
煙
草
を
吸
い
た
る
が
︑
其
神
欝
に
や
あ
り
け
ん
︒
間
も
な
く
し
て
気
が

変
に
な
り
た
り
と
語
り
︑
夫
よ
り
一
先
ず
自
宅
に
帰
り
て
根
岸
病
院
に
入

り
︑
五
十
日
計
り
を
経
て
︑
客
臘
二
十
二
日
当
巣
鴨
病
院
へ
移
り
た
る
由

を
告
げ
た
る
が
︑
其
言
語
挙
動
等
さ
し
て
普
通
の
人
と
変
わ
り
た
る
所
な

か
り
き
︒
依
り
て
記
者
は
吉
川
学
士
に
問
う
所
あ
り
し
に
︑
学
士
は
之
に

答
え
て
︑
彼
は
此
程
よ
り
切
に
退
院
を
乞
う
て
や
ま
ず
︑
病
気
も
追
々
と

軽
快
に
趣
き
た
れ
ば
︑
不
日
退
院
さ
す
べ
き
都
合
な
り
と
ぞ
︒
▲
患
者
の

踊
り
　
　
ヨ
ネ
の
病
室
に
は
彼
の
加
藤
ミ
ネ
と
外
数
名
の
患
者
あ
り
︒
此

室
に
は
琴
︑
三
味
線
︑
月
琴
等
の
備
え
も
あ
り
︒
ミ
ネ
は
吉
川
学
士
の
勧

め
に
従
い
︑
ヨ
ネ
の
三
味
線
に
て
一
番
の
踊
り
を
演
じ
た
る
が
︑
其
軽
妙

な
る
事
︑
精
神
病
者
と
は
思
わ
れ
ぬ
程
な
り
き
︒（
後
略
）

　
こ
の
内
容
か
ら
︑
演
奏
者
と
し
て
選
抜
さ
れ
た
患
者
は
︑
入
院
前
に
清
元
の

師
匠
や
芸
妓
を
す
る
な
ど
︑
演
芸
に
近
し
い
環
境
で
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
物

が
殆
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
同
記
事
の
記
者
が
彼
女
た
ち
に
つ

い
て
﹁
軽
症
﹂
あ
る
い
は
﹁
普
通
の
人
と
変
わ
り
た
る
所
な
か
り
き
﹂
と
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
患
者
達
の
症
状
は
比
較
的
軽
度
で
あ
る
こ
と
も
こ
こ
か
ら

窺
え
る
︒
同
記
事
に
出
て
く
る
吉
川
学
士
と
は
︑
当
時
︑
同
病
院
の
医
員
で

あ
っ
た
吉
川
壽
次
郎
（
十
九
︱
二
十
世
紀
）
の
こ
と
で
あ
り
︑
吉
川
は
巣
鴨
病

院
で
﹁
作
業
療
法
﹂
を
推
進
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒

　
現
在
で
あ
れ
ば
︑
個
人
情
報
の
観
点
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
個
人
名
や
履
歴
を

含
む
詳
細
な
実
践
例
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
数
度
に
わ
た
り

連
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
は
︑
当
時
︑
日
本
に
お
け
る
精
神
医
療
の
主
軸
を
担
う

巣
鴨
病
院
で
行
わ
れ
た
︑
音
楽
を
用
い
た
新
し
い
試
み
に
寄
せ
ら
れ
た
関
心
の
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大
き
さ
を
明
ら
か
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
︑
こ

の
時
代
に
既
に
︑
日
本
で
音
楽
を
治
療
や
入
院
生
活
の
中
で
用
い
る
こ
と
を
実

践
し
始
め
た
精
神
病
院
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
で
は
︑
巣
鴨
病
院

に
お
け
る
実
践
的
音
楽
療
法
は
ど
の
よ
う
な
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
行
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
推
進
者
で
あ
る
呉
の
人
物
像
及
び
精
神
医
学
理
論
に
着
目

し
て
検
討
し
て
み
た
い
︒

　

二
　
呉
秀
三
に
お
け
る
精
神
医
学
理
論
の
形
成
的
背
景

　
巣
鴨
病
院
で
音
楽
療
法
実
践
を
推
奨
し
た
呉
は
︑
広
島
藩
医
で
蘭
方
医
で

あ
っ
た
呉
黄
石
（
一
八
一
一
︱
一
八
七
九
）
の
三
男
と
し
て
江
戸
・
青
山
に
生

ま
れ
た
︒
ま
た
︑
母
の
せ
き
は
洋
学
者
の
箕
作
阮
甫
（
一
七
九
九
︱
一
八
六
三
）

の
長
女
で
あ
り
︑
つ
ま
り
呉
は
洋
学
の
家
に
育
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し

か
し
︑
洋
学
に
偏
ら
ず
東
洋
の
思
想
知
識
も
軽
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

父
の
指
導
の
下
︑
幼
き
頃
か
ら
漢
学
に
も
励
ん
で
い
た
︒
一
八
九
〇
（
明
治

二
十
三
）
年
︑
帝
国
大
学
医
科
大
学
卒
業
後
は
大
学
院
に
進
み
︑
精
神
病
学
を

専
攻
す
る
︒
一
八
九
一
年
に
助
手
兼
東
京
府
巣
鴨
病
院
医
員
と
な
り
︑
同
年
よ

り
精
神
科
領
域
や
医
学
全
般
に
関
す
る
論
文
及
び
著
作
を
刊
行
し
始
め
る
︒

一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
四
月
に
帝
国
大
学
医
科
大
学
助
教
授
と
な
っ
た

後
︑
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）
年
ま
で
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑

ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た（

11
）

︒

　
呉
は
︑
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
の
十
月
よ
り
︑
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
リ

ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
フ
ト
=
エ
ー
ビ
ン
グ
（R

ichard von K
raft-E

bing 

一
八
四
〇
︱
一
九
〇
二
）
と
︑
そ
の
後
継
者
ユ
リ
ウ
ス
・
ワ
グ
ナ
ー
・
フ
ォ
ン
・

ヤ
ウ
レ
ッ
グ
（Julius W

agner von Jauregg 

一
八
五
七
︱
一
九
四
〇
）
に
つ
い
て
精

神
医
学
を
︑
そ
し
て
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
（H

einrich 

O
bersteiner 

一
八
四
七
︱
一
九
二
二
）
に
つ
い
て
神
経
解
剖
学
及
び
神
経
病
理
学

を
研
鑽
し
た（

12
）

︒

　
そ
の
後
︑
呉
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
エ
ミ
ー
ル
・
ク

レ
ペ
リ
ン
（E

m
il K

raepelin 

一
八
五
六
︱
一
九
二
六
）
の
下
で
研
鑽
を
積
む
こ
と

を
希
望
し
︑
翌
年
四
月
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
転
学
す
る
︒
そ
し
て
︑
ク

レ
ペ
リ
ン
か
ら
疾
病
学
的
精
神
病
理
学
を
︑
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
・
エ
ル
プ
（W

ilhelm
 H

einrich E
rb 

一
八
四
〇
︱
一
九
二
一
）
か
ら
神
経
学
を
︑

フ
ラ
ン
ツ
・
ニ
ッ
ス
ル
（Franz N

issl 

一
八
六
〇
︱
一
九
一
九
）
か
ら
神
経
病
理

学
の
新
技
法
を
そ
れ
ぞ
れ
学
ん
だ
︒
さ
ら
に
︑
一
九
〇
〇
年
五
月
に
呉
は
ベ
ル

リ
ン
に
移
り
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
医
学
部
の
シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院
に
お
い
て
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヨ
リ
ー
（Friedrich Jolly 

一
八
四
四
︱
一
九
〇
四
）
及
び
テ
オ

ド
ー
ル
・
チ
ー
ヘ
ン
（T

heodor Z
iehen 

一
八
六
二
︱
一
九
五
〇
）
の
精
神
医
学

に
接
し
︑
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（H

erm
ann O

ppenheim

一
八
五
八
︱

一
九
一
九
）
か
ら
臨
床
神
経
学
に
つ
い
て
学
ん
だ
︒
呉
は
後
年
︑
神
経
疾
患
に

つ
い
て
積
極
的
に
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
素
地
は
こ
の
時
代
に
形
成
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
呉
は
︑
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
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ツ
精
神
病
院
の
見
学
を
行
っ
て
お
り
︑
当
時
の
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病

院
で
徹
底
し
て
行
わ
れ
て
い
た
︑
患
者
の
尊
厳
を
守
る
姿
勢
と
信
愛
仁
慈
の
精

神
︑
ま
た
開
放
的
空
間
で
の
治
療
に
感
銘
を
受
け
て
い
る（

13
）

︒

　
さ
ら
に
呉
は
︑
留
学
期
間
を
一
年
延
長
し
て
︑
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）

年
四
月
よ
り
フ
ラ
ン
ス
に
赴
く
︒
こ
こ
で
呉
は
︑
パ
リ
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル

病
院
で
ピ
エ
ー
ル
・
マ
リ
ー
（Pierre M

arie

一
八
五
三
︱
一
九
四
〇
）
に
つ
い
て

臨
床
神
経
学
を
学
び
︑
ま
た
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ピ
ネ
ル
（Philippe Pinel

一
七
四
五
︱
一
八
二
六
）
以
来
の
精
神
医
学
の
人
道
主
義
を
体
得
し
て
︑
同
年

十
月
に
帰
国
す
る
︒
帰
国
後
︑
呉
は
日
本
の
精
神
病
院
に
お
け
る
非
人
道
性
を

問
題
視
し
︑
精
神
疾
患
患
者
に
対
す
る
監
禁
及
び
繫
鎖
の
廃
止
を
訴
え
︑
看
護

法
の
整
備
に
努
め
る（

14
）

︒
そ
の
姿
勢
の
基
盤
に
は
︑
前
述
し
た
ア
ル
ト
シ
ェ
ル

ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
で
の
見
学
︑
及
び
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
病
院
で
の
経
験
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
帰
国
後
︑
呉
は
巣
鴨
病
院
医
長
︑
初
代
東
京
府
立
松
沢
病
院（

15
）

長
等
を
歴
任
し
︑

前
述
の
人
道
主
義
的
精
神
医
学
・
看
護
法
の
整
備
の
ほ
か
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学

シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
︑
チ
ー
ヘ
ン
な
ど
か
ら
学
ん
だ
精
神

及
び
神
経
疾
患
治
療
の
普
及
に
積
極
的
に
取
り
組
む
︒
そ
の
ほ
か
︑
精
神
病
学

に
関
し
て
は
『
精
神
病
学
集
要
』
の
増
訂
版
に
お
い
て
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ

う
に
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
︑
ク
ラ
フ
ト
=
エ
ー
ビ
ン
グ
等
の
理
論
を
踏
襲
し
︑
特
に

精
神
分
類
学
及
び
病
理
学
に
お
い
て
は
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
の
体
系
を
導
入
し
て
︑

日
本
の
精
神
病
学
を
一
新
し
た
︒

　
さ
ら
に
︑
呉
の
功
績
の
一
つ
に
は
︑
西
洋
の
先
進
的
な
﹁
移
導
療
法
﹂

（A
blenkungstherapie

）
を
治
療
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

16
）

︒
こ
れ
は
︑

精
神
療
法
の
一
つ
で
あ
り
︑
呉
は
自
ら
著
わ
し
た
『
日
本
内
科
全
書
』
第
二
巻

第
三
冊
『
精
神
療
法
』
の
﹁
緒
論
﹂
に
お
い
て
︑
ド
イ
ツ
で
の
精
神
療
法
の
重

視
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
る（

17
）

︒

　
第
十
八
世
紀
に
於
い
て
︑
独
逸
の
医
師
は
皆
︑
哲
学
・
心
理
学
に
通
暁

し
た
り
し
か
ば
︑
病
人
の
精
神
状
態
は
治
療
上
に
少
な
か
ら
ざ
る
価
値
あ

る
を
知
り
︑（
中
略
）
こ
の
療
法
の
価
値
を
認
め
て
︑
そ
の
実
地
医
学
上

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
る
は
︑
ラ
イ
ル
氏
の
功
績
な
り
︒
彼
は
︑
治
療

法
を
大
別
し
て
外
科
的
治
療
法
・
内
科
的
治
療
法
の
二
つ
と
な
し
︑
精
神

療
法
を
以
て
こ
れ
等
と
並
び
て
︑
実
地
医
師
に
必
要
な
る
も
の
と
な
し
︑

殊
に
︑
精
神
病
者
を
治
療
す
る
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
手
段
と
な
せ
し
が
︒

　
こ
こ
で
呉
は
︑
十
八
世
紀
以
降
︑
ド
イ
ツ
で
は
精
神
療
法
が
重
ん
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
︑
中
で
も
﹁
ラ
イ
ル
氏
﹂
の
功
績
が
大

き
い
と
述
べ
る
︒
こ
の
﹁
ラ
イ
ル
氏
﹂
と
は
ド
イ
ツ
の
精
神
科
医
で
あ
る
ヨ
ハ

ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ラ
イ
ル
（Johann C

hristian R
eil 

一
七
五
九
︱

一
八
一
三
）
の
こ
と
で
あ
る
︒
ラ
イ
ル
は
︑
一
八
〇
三
年
に
著
わ
し
た
『
精
神

病
者
に
対
す
る
精
神
的
治
療
法
の
応
用
に
関
す
る
狂
想
曲
』
の
中
で
︑
精
神
療

法
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
と
同
時
に
同
書
で
は
︑
音
楽
が
精
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神
疾
患
患
者
の
固
定
し
た
精
神
状
態
か
ら
︑
患
者
を
引
き
離
す
手
段
と
し
て
有

効
で
あ
る
と
述
べ
︑
心
理
的
手
法
と
し
て
音
楽
︑
特
に
歌
唱
・
器
楽
演
奏
を
行

う
こ
と
を
勧
め
て
い
る（

18
）

︒
な
お
︑
こ
の
ラ
イ
ル
の
音
楽
療
法
に
つ
い
て
は
︑
呉

が
ド
イ
ツ
留
学
時
に
師
事
し
た
ク
レ
ペ
リ
ン
も
『
精
神
医
学
百
年
史
』
の
中
で

触
れ
て
い
る（

19
）

︒

　
次
い
で
︑
精
神
療
法
の
一
つ
で
あ
る
﹁
移
導
療
法
﹂
に
つ
い
て
︑
呉
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る（

20
）

︒

　
移
導
療
法
は
叡
智
的
療
法
の
一
つ
に
し
て
︑
病
人
の
観
念
思
想
が
病
の

た
め
に
常
規
を
逸
せ
る
を
ば
︑
他
に
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
て
︑
正
道
に

復
せ
し
む
る
を
目
的
と
す
る
︒

　
こ
の
記
述
に
は
︑﹁
移
導
療
法
﹂
が
︑
患
者
の
観
念
思
想
を
移
動
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
︑
患
者
の
治
療
に
役
立
つ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
呉
は
︑

こ
の
﹁
移
導
療
法
﹂
の
具
体
例
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
を
続
け
る（

21
）

︒

　
そ
の
方
法
は
幾
通
り
も
あ
り
︒
或
は
単
に
五
官
感
覚
を
以
て
病
的
現
象

を
誘
い
去
ら
ん
と
す
る
も
の
あ
り
（
ル
ー
ツ
ェ
ー
氏
・
チ
ー
ヘ
ン
氏
）︒
又
︑

幻
聴
あ
る
も
の
に
対
し
て
音
叉
療
法
を
施
し
︑
又
︑
視
覚
的
刺
激
を
試
用

す
る
こ
と
あ
り
︒
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
氏
は
︑
身
体
の
或
所
に
痛
所
あ
る
病

人
に
就
い
て
︑
懐
中
時
計
を
耳
辺
に
つ
け
︑
注
意
を
し
ば
ら
く
こ
の
響
き

に
傾
け
し
め
︑
そ
の
痛
所
に
触
れ
て
も
感
ぜ
ぬ
程
な
る
を
求
め
︑
或
は
そ

の
痛
所
（
甲
）
と
其
処
よ
り
遠
く
離
れ
た
る
場
所
（
乙
）
と
二
個
所
に
触

れ
︑
そ
の
触
方
を
乙
の
と
こ
ろ
に
は
強
く
し
︑
甲
の
所
に
は
特
に
注
意
せ

ず
ば
感
ぜ
ぬ
程
微
か
に
し
て
︑
そ
れ
を
程
よ
く
す
る
な
ら
ば
︑
甲
の
所
に

触
れ
る
の
は
こ
れ
を
感
ぜ
ざ
る
に
至
る
べ
し
︒
こ
れ
を
反
復
し
て
練
習
す

れ
ば
︑
甲
乙
両
所
に
同
じ
強
さ
の
刺
激
を
与
え
て
も
︑
乙
の
と
こ
ろ
の
み

こ
れ
を
感
ず
る
こ
と
と
な
り
︒（
中
略
）
病
人
が
自
分
の
思
惑
に
よ
り
て
は
︑

病
所
に
痛
き
こ
と
を
な
す
も
こ
れ
を
意
識
せ
ざ
る
に
至
る
べ
し
と
言
い
︒

　
こ
こ
で
は
︑﹁
移
導
療
法
﹂
の
一
手
段
と
し
て
︑
幻
聴
症
状
を
訴
え
る
患
者

に
音
を
用
い
た
治
療
を
行
う
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
ほ
か
︑
疼
痛
治
療
に
対
し
て

懐
中
時
計
の
針
音
を
用
い
た
反
復
練
習
を
用
い
る
と
い
う
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の

治
療
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
︒
呉
が
述
べ
る
﹁
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
氏
﹂
と

は
︑
前
述
し
た
ド
イ
ツ
の
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
医
学
部
の
シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院
で

呉
が
神
経
臨
床
学
を
学
ん
だ
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
︑
上
記
で
五
官
感
覚
を
も
っ
て
病
的
現
象
を
拭
う
こ
と
を
勧
め
た
人
物
と

し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
﹁
チ
ー
ヘ
ン
氏
﹂
も
︑
呉
が
シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院

で
精
神
医
学
を
学
ん
だ
テ
オ
ド
ー
ル
・
チ
ー
ヘ
ン
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑

呉
は
﹁
移
導
療
法
﹂
に
関
し
て
は
︑
特
に
シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院
で
見
聞
︑
習
得

し
た
臨
床
知
識
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

　
呉
は
︑『
精
神
療
法
』
の
中
で
﹁
移
導
療
法
﹂
を
﹁
作
業
療
法
﹂
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（B
eschäftigungstherapie

）
と
︑﹁
遺
散
療
法
﹂（U

nterhaltung oder Z
erstreuung

）

と
に
分
類
し
た
上
で
︑
こ
れ
ら
の
治
療
法
の
一
環
と
し
て
音
楽
を
導
入
す
る
こ

と
を
提
案
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
が
具
体
的
な
実
践
の
形
と
な
っ
て
巣
鴨
病
院

に
お
け
る
音
楽
療
法
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
次
節
以
降
︑

そ
れ
ぞ
れ
一
節
を
割
い
て
︑
二
種
類
の
音
楽
療
法
に
関
す
る
具
体
的
な
内
容
を

検
討
し
て
み
た
い
︒

　

三
　 ﹁
作
業
療
法
﹂
に
お
け
る
﹁
音
楽
弾
奏
﹂
と
し
て
の 

能
動
的
音
楽
療
法

　
ま
ず
︑
呉
は
﹁
作
業
療
法
﹂
を
﹁
生
産
的
作
業
﹂﹁
不
生
産
的
身
体
作
業
﹂

﹁
精
神
的
作
業
﹂
に
細
分
化
し
︑
そ
の
有
効
性
を
述
べ
て
い
る（

22
）

︒

　﹁
作
業
療
法
﹂
と
は
︑
身
体
諸
器
官
の
生
理
的
活
動
に
影
響
を
与
え
る
の
で

は
な
く
︑
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
精
神
的
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
治
療
効

果
を
見
込
む
も
の
で
あ
り
︑
特
に
規
則
的
な
作
業
は
患
者
に
様
々
な
利
益
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
る
︒
多
く
の
精
神
疾
患
患
者
は
︑
罹
患
の
た
め
に
認
識
︑
感

情
︑
意
志
︑
行
為
を
外
界
や
他
人
と
区
別
し
て
受
容
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る

が
︑
呉
は
﹁
作
業
療
法
﹂
を
実
施
す
る
時
に
は
︑
こ
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
と

す
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
常
に
意
識
が
動
揺
し
て
い
た
患
者
も
︑
作
業
に

興
味
が
出
て
く
る
と
︑
観
念
が
意
識
の
外
に
追
い
や
ら
れ
︑
本
来
の
精
神
的
活

動
を
再
開
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
し
て
そ
の
結
果
︑
患
者
は
受
動
的
生

活
か
ら
能
動
的
生
活
に
移
り
︑
自
信
と
意
志
を
強
め
る
こ
と
に
よ
り
︑
病
気
が

軽
快
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る（

23
）

︒
こ
れ
は
慢
性
患
者
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
︑

﹁
作
業
療
法
﹂
は
患
者
の
感
情
や
観
念
に
働
き
か
け
︑
物
事
に
対
す
る
興
味
を

回
復
さ
せ
る
と
い
っ
た
効
力
を
発
揮
す
る（

24
）

︒

　
呉
に
よ
る
と
﹁
作
業
療
法
﹂
の
実
施
は
︑
心
身
を
修
養
す
る
ほ
か
︑
患
者
を

安
静
に
し
︑
催
眠
剤
の
使
用
の
減
少
に
も
繫
が
る
と
い
う（

25
）

︒
ま
た
︑﹁
作
業
療

法
﹂
は
精
神
の
不
安
を
招
く
観
念
や
衝
動
を
︑
訓
練
的
作
業
で
他
方
へ
誘
転
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
関
係
脳
部
を
休
養
さ
せ
る（

26
）

︒
さ
ら
に
︑
妄
想
性
の
症
状
に

お
い
て
も
︑
妄
想
の
発
現
を
遮
り
︑
寛
解
状
態
に
導
く
ほ
か
︑
不
眠
に
対
し
て

も
有
益
で
あ
る
と
い
う（

27
）

︒
そ
し
て
︑
患
者
に
よ
る
作
業
は
︑
収
益
と
繫
が
る
こ

と
も
多
々
あ
り
︑
家
計
に
収
入
を
も
た
ら
し
︑
経
済
状
況
を
改
善
さ
せ
る
利
点

も
見
込
め
る
の
で
あ
る（

28
）

︒

　
で
は
︑
具
体
的
に
﹁
作
業
療
法
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
の
で
あ

ろ
う
か
︑
呉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

29
）

︒

　
作
業
の
種
類
は
︑
病
人
の
個
性
に
鑑
み
て
選
ぶ
べ
し
︒
よ
く
心
身
を
興

発
し
て
︑
し
か
も
疲
労
せ
し
め
ざ
る
程
度
の
も
の
を
可
と
す
︒
愉
快
な
る

読
本
︑
簡
浄
な
る
教
科
書
籍
︑
遊
戯
︑
音
楽
︑
手
工
及
び
労
作
等
こ
れ
に

適
す
︒

　
右
記
か
ら
は
︑
患
者
の
個
性
に
適
し
た
作
業
を
推
奨
し
︑
そ
の
中
に
は
音
楽
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も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑﹁
作
業
療
法
﹂
は
︑
前
述
し
た
よ

う
に
筋
肉
の
勤
労
を
要
す
る
﹁
生
産
的
作
業
﹂︑
生
産
的
な
ら
ざ
る
筋
肉
作
業

と
し
て
の
﹁
不
生
産
的
身
体
作
業
﹂︑
そ
し
て
﹁
精
神
的
作
業
﹂
の
三
つ
に
分

類
さ
れ
る
︒
ま
ず
﹁
生
産
的
作
業
﹂
と
は
︑
園
芸
︑
手
工
業
︑
労
役
な
ど
実
際

に
筋
肉
を
使
用
し
て
全
身
運
動
を
行
い
︑
何
か
を
生
産
す
る
活
動
を
示
す（

30
）

︒
次

い
で
︑﹁
不
生
産
身
体
作
業
﹂
と
は
遊
戯
の
こ
と
を
示
し
︑﹁
精
神
的
作
業
﹂
は
︑

病
人
の
注
意
を
移
動
す
る
活
動
を
示
す（

31
）

︒
さ
ら
に
﹁
精
神
的
作
業
﹂
は
︑﹁
成

産
的
精
神
作
業
﹂﹁
受
容
的
作
業
﹂﹁
不
成
産
的
精
神
作
業
﹂
に
分
け
ら
れ
る（

32
）

︒

﹁
成
産
的
精
神
作
業
﹂
と
は
︑
風
景
の
撮
影
︑
製
図
︑
絵
画
︑
粘
土
の
造
形
な

ど
を
行
い
︑﹁
受
容
的
作
業
﹂
は
講
話
を
聴
き
︑
彫
像
図
画
を
鑑
賞
す
る
よ
う

に
他
人
の
作
業
を
引
き
受
け
て
精
神
を
動
か
す
も
の
を
指
す（

33
）

︒
そ
し
て
︑﹁
不

成
産
的
精
神
作
業
﹂
に
つ
い
て
呉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

34
）

︒

　
不
成
産
的
精
神
作
業
と
し
て
挙
ぐ
べ
き
は
︑
読
書
・
作
文
・
習
字
・
計

算
・
植
物
学
的
検
索
・
顕
微
鏡
的
検
査
・
音
楽
弾
奏
な
ど
︒
病
人
自
ら
︑

注
意
の
傾
瀉
を
不
能
と
感
じ
︑
又
は
独
立
し
て
精
神
業
務
を
成
す
こ
と
叶

わ
ず
と
信
ず
る
場
合
に
は
︑
何
か
或
事
柄
︑
或
品
物
を
精
細
に
記
述
せ
し

め
︑
又
は
或
理
論
的
問
題
を
提
出
し
て
︑
こ
れ
を
解
説
せ
し
む
る
如
き
は

甚
だ
宣
し
︒

　
こ
の
記
述
か
ら
は
︑﹁
不
成
産
的
精
神
作
業
﹂
の
一
環
と
し
て
︑
音
楽
弾
奏

と
い
う
患
者
自
ら
が
行
う
能
動
的
な
音
楽
活
動
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
︒
こ
の
音
楽
弾
奏
が
﹁
不
成
産
的
精
神
作
業
﹂
に
含
ま
れ
る
理
由
と
し
て
は
︑

理
論
的
秩
序
に
基
づ
き
記
載
さ
れ
た
楽
譜
を
見
る
こ
と
や
︑
断
続
的
に
演
奏
す

る
と
い
う
作
業
行
為
が
患
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑

こ
の
音
楽
弾
奏
で
は
︑
オ
ル
ガ
ン
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ハ
ー
モ
ニ
カ
・
手
風
琴

（
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
）
な
ど
の
洋
楽
器
︑
箏
・
三
味
線
・
尺
八
な
ど
の
和
楽
器
︑

胡
弓
・
月
琴
な
ど
の
漢
楽
器
と
い
っ
た
和
漢
洋
様
々
な
楽
器
が
用
い
ら
れ
た（

35
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
呉
は
﹁
作
業
療
法
﹂
に
お
け
る
﹁
精
神
的
作
業
﹂
の
中
に
︑

音
楽
弾
奏
と
い
う
患
者
自
ら
が
行
う
能
動
的
な
音
楽
活
動
を
含
め
て
お
り
︑
精

神
疾
患
の
治
療
に
対
し
︑﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
音
楽
療
法
を
推
奨
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
音
楽

を
用
い
る
と
い
う
考
え
方
は
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
『
精
神
医
学
百
年
史
』
で
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
︒
ク
レ
ペ
リ
ン
は
﹁
作
業
療
法
﹂
の
項
目
で
︑
労
働
的
作
用
と
並

行
し
て
︑
患
者
の
興
味
関
心
あ
る
作
業
内
容
を
導
入
す
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る（

36
）

︒

　
患
者
の
失
っ
た
食
欲
と
睡
眠
を
回
復
さ
せ
︑
患
者
の
臆
病
や
内
気
︑
陰

鬱
な
考
え
込
み
を
払
し
ょ
く
し
︑
患
者
が
逃
げ
出
し
た
社
会
の
仕
事
へ
も

う
一
度
立
ち
戻
る
最
上
の
方
法
で
も
あ
る
︒（
中
略
）
音
楽
と
歌
謡
を
や

ら
せ
る
こ
と
を
ハ
イ
ン
ド
ル
フ
と
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
薦
め
る
︒



106

　
こ
こ
で
は
︑
患
者
の
興
味
関
心
あ
る
作
業
の
一
環
と
し
て
︑
ハ
イ
ン
ド
ル
フ

と
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
音
楽
と
歌
唱
を
勧
め
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ド

イ
ツ
の
精
神
科
医
ア
レ
ツ
ァ
ン
ダ
ー
・
ハ
イ
ン
ド
ル
フ
（A

lezander H
aindorf 

一
七
八
二
︱
一
八
六
二
）
は
︑『
精
神
及
び
情
意
の
疾
患
の
病
理
学
と
治
療
法
試

論
』 

の
中
で
︑ ﹁
作
業
療
法
﹂ 

と
し
て
患
者
が
継
続
的
な
楽
器
演
奏
を
行
う
こ
と

の
有
効
性
を
論
じ
て
い
る（

37
）

︒
ま
た
︑
同
じ
く
ド
イ
ツ
の
精
神
科
医
ペ
ー
タ
ー
・

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（Peter Joseph Schneider 

一
七
九
一
︱
一
八
七
一
）

が
一
八
三
五
年
に
著
わ
し
た
『
音
楽
と
詩
』
で
も
︑
歌
唱
や
楽
器
演
奏
な
ど
︑

能
動
的
な
音
楽
活
動
の
有
効
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る（

38
）

︒

　
当
時
︑
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
︑
西
洋
諸
国
の
多
く
で
は
︑
音
楽
と
生
理

的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
性
を
重
視
し
︑
高
血
圧
や
胃
腸
障
害
な
ど
の
︑
身
体

へ
の
治
療
を
重
ん
じ
た
音
楽
療
法
論
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ

た
︒
そ
の
中
で
︑
ド
イ
ツ
で
は
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
︑
特
に
心

理
療
法
及
び
神
経
学
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
音
楽
療
法
の
発
展
が
著
し
か
っ

た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
発
展
の
主
な
担
い
手
は
精
神
科
医
及
び
神
経
科
医
で
あ
り
︑

実
際
の
医
療
現
場
で
実
験
と
治
療
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た（

39
）

︒
そ
の
先
駆
け
と

な
っ
た
の
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
呉
が
精
神
医
療
に
お
い
て
模
範
に
し
た
ラ
イ

ル
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
精
神
科
医
の
ペ
ー
タ
ー
・
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー
ル
（Peter 

Lichtenthal 

十
八
︱
十
九
世
紀
）
は
︑
ラ
イ
ル
の
音
楽
療
法
論
を
基
盤
と
し
て
︑

一
八
〇
七
年
に
『
音
楽
医
者
』
と
い
う
著
作
を
出
版
し
︑
音
階
上
の
各
音
が
︑

異
な
っ
た
心
理
的
効
能
を
も
た
ら
す
と
い
う
新
し
い
論
を
提
唱
し
た
︒
そ
し
て
︑

適
当
な
心
理
的
効
能
を
発
揮
す
る
楽
曲
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
音
楽
が
精

神
障
害
の
治
療
に
貢
献
す
る
と
考
え
た（

40
）

︒

　
さ
ら
に
︑
前
述
し
た
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
︑『
音
楽
と
詩
』
に
お
い
て
︑
患
者

の
医
学
的
訓
練
と
し
て
の
作
業
︑
つ
ま
り
﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
音
楽

を
用
い
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る（

41
）

︒
そ
し
て
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
︑
精
神
疾
患
の

治
療
訓
練
の
体
系
に
音
楽
療
法
を
組
み
込
み
︑
精
神
衛
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
音

楽
療
法
の
導
入
も
行
っ
た
︒
こ
れ
ら
十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー

ル
や
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
音
楽
療
法
論
は
︑
十
九
世
紀
半
ば
以
降
︑
西
洋
に
お
け

る
精
神
医
学
発
展
の
中
心
的
働
き
を
果
た
す
ド
イ
ツ
の
精
神
医
療
に
お
い
て
︑

徐
々
に
定
着
し
て
い
っ
た
︒

　
そ
の
一
例
と
し
て
は
︑
一
八
三
〇
年
代
以
降
バ
ー
デ
ン
の
精
神
病
院（

42
）

で
︑
全

て
の
患
者
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
音
楽
療
法
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
同
病
院

の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
︑
呉
が
留
学
先
で
初
め
て
師
事
し
た
ク
ラ
フ
ト
=
エ
ー
ビ

ン
グ
も
音
楽
療
法
に
携
わ
っ
て
お
り
︑
作
曲
を
通
じ
た
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
促
進
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た（

43
）

︒

　
一
方
︑
一
八
四
〇
年
代
以
降
の
ド
イ
ツ
精
神
医
学
は
︑
各
地
に
お
け
る
大
学

病
院
の
増
設
と
並
行
し
︑
心
理
主
義
者
に
代
わ
り
︑
身
体
主
義
者
へ
と
実
権
の

移
行
が
見
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
実
施
さ
れ
る
音
楽
療
法
の
面
に
お
い
て
も

変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ま
で
は
精
神
疾
患
が
心
理

的
原
因
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
︑
心
理
面
へ
働
き
か
け

る
音
楽
︑
と
り
わ
け
各
楽
曲
の
全
体
的
な
曲
調
が
も
た
ら
す
効
能
が
重
視
さ
れ
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て
い
た
の
に
対
し
︑
神
経
学
が
目
覚
ま
し
く
発
展
し
︑﹁
神
経
精
神
医
学
﹂
が

開
花
し
た
ド
イ
ツ
及
び
同
様
の
医
学
的
流
れ
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
神
経
科
医

は
︑
音
楽
の
構
成
要
素
が
ど
の
よ
う
に
よ
り
具
体
的
な
身
体
に
お
け
る
神
経

的
・
生
理
的
に
効
果
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
の
研
究
を
積
極
的
に
行
っ
た
︒

例
え
ば
︑
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
っ
た
音
楽
的
刺
激
が
も
た
ら
す
﹁
快
感
﹂
あ
る
い

は
﹁
不
快
感
﹂
と
い
っ
た
神
経
学
的
な
反
応
に
つ
い
て
︑
血
圧
及
び
呼
吸
の
測

定
に
よ
っ
て
影
響
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
主
流
に
な
っ
た
ほ
か
︑
ど
の
よ
う

な
音
楽
構
成
要
素
が
失
語
症
の
治
療
に
影
響
を
与
え
る
の
か
を
検
証
す
る
た
め

に
︑
音
楽
の
様
々
な
側
面
を
調
査
し
始
め
た
の
で
あ
る（

44
）

︒

　
そ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
︑
留
学
時
に
呉
が
師
事
し
て
い
た
シ
ャ
リ
テ
附
属

病
院
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
で
あ
る
︒
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
︑
既
に
フ
ラ
ン
ス
で

行
わ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
=
マ
ル
タ
ン
・
シ
ャ
ル
コ
ー
（Jean-M

artin C
harcot 

一
八
二
五
︱
一
八
九
三
）
の
失
語
症
に
対
す
る
音
楽
療
法
を
踏
襲
し
︑
さ
ら
に

発
展
さ
せ
た
︒
一
八
八
八
年
に
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
︑
自
身
が
所
属
す
る
シ
ャ

リ
テ
附
属
病
院
の
失
語
症
患
者
に
対
し
て
︑
音
楽
形
態
及
び
組
織
の
暗
記
や
忘

却
過
程
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
結
果
を
公
表
し
て
い
る（

45
）

︒
そ
の
具
体
的
な
内

容
と
し
て
は
︑
失
語
症
患
者
に
対
し
て
定
期
的
に
歌
曲
の
暗
唱
や
︑
器
楽
曲
の

表
記
法
及
び
暗
譜
の
技
術
︑
ま
た
︑
音
価
と
和
声
へ
の
理
解
を
測
定
す
る
た
め

に
聴
音
訓
練
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
調
査
に
つ
い
て
オ
ッ
ペ
ン

ハ
イ
ム
は
︑
医
者
が
失
語
症
患
者
の
現
状
を
計
る
大
き
な
手
立
て
と
な
る
と
述

べ
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
音
楽
を
媒
体
と
し
た
訓
練
が
︑
脳
の
言
語
機
能
の
中

枢
（
言
語
野
）
が
損
傷
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
い
っ
た
ん
獲
得
し
た
言
語
機
能
︑

す
な
わ
ち
﹁
聞
く
﹂﹁
話
す
﹂
と
い
っ
た
音
声
に
関
わ
る
機
能
や
︑﹁
読
む
﹂

﹁
書
く
﹂
と
い
っ
た
文
字
に
関
わ
る
機
能
に
障
害
が
認
め
ら
れ
る
失
語
症
患
者

の
症
状
を
好
転
さ
せ
る
結
果
を
導
き
だ
す
と
結
論
を
出
し
て
い
る（

46
）

︒

　
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
音
楽
療
法
は
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
エ
ル
プ
の
同

僚
で
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ク
ノ
ブ
ラ
イ
ヒ
（A

ugust K
noblauch 

一
八
三
六
︱

一
九
一
九
）︑
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ラ
ス
テ
ッ
ク
（R

ichard W
allaschek 

一
八
六
〇

︱
一
九
一
七
）
な
ど
の
神
経
科
医
が
︑
音
楽
認
識
処
理
が
言
語
認
識
処
理
に
対

応
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
伴
い
︑
ド
イ
ツ
の
精
神
及
び
神
経
医
学
上
に
広

く
根
付
い
て
い
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
精
神
療
法
及
び
神
経
学
的
な
見
地
か
ら
の
訓
練
に
視
座
を
置
い

た
音
楽
療
法
は
︑
一
八
八
〇
年
代
末
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
ド
イ

ツ
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
時
期
は
呉
が
留
学
を
し
て
い
た
時
期
と

重
な
る
︒
そ
し
て
︑
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
を
は
じ
め
と
し
て
︑
ク
ラ
フ
ト
=
エ
ー

ビ
ン
グ
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
︑
エ
ル
プ
な
ど
は
︑
ま
さ
に
当
時
最
先
端
の
音
楽
療
法

が
行
わ
れ
て
い
た
医
療
の
現
場
で
︑
精
神
医
学
及
び
神
経
医
学
の
研
究
を
行
っ

て
お
り
︑
呉
は
︑
彼
ら
か
ら
治
療
の
一
環
と
し
て
の
音
楽
療
法
に
関
す
る
知
識

を
得
た
に
違
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
呉
が
帰
国
後
に
作
業
療
法
に
お
け
る
能

動
的
音
楽
活
動
を
勧
め
た
こ
と
︑
ま
た
︑
音
楽
と
生
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の

関
係
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
︑
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
精
神
的
に
活
動

す
る
こ
と
に
よ
り
︑
治
療
効
果
を
見
込
む
精
神
療
法
の
一
環
と
し
て
音
楽
を
捉
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え
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
は（

47
）

︑
呉
が
実
際
に
見
聞
し
た
︑
主
と
し
て
ド
イ
ツ
で

の
音
楽
療
法
思
想
が
基
盤
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
前
述
し
た
よ
う
に
︑
呉
が
留
学
し
て
い
た
時
期
に
は
︑
既
に
ド
イ
ツ
に
お
い

て
精
神
疾
患
及
び
神
経
疾
患
へ
の
治
療
と
し
て
︑﹁
作
業
療
法
﹂
に
音
楽
を
用

い
る
と
い
う
こ
と
が
比
較
的
一
般
化
し
て
い
た
︒
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
︑

呉
は
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
著
わ
し
た
﹁
中
欧
に
於
け
る
癲
狂
院
の

近
況
﹂
の
中
で
︑
次
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
の
﹁
作
業
療
法
﹂
の
状
況
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る（

48
）

︒

　
フ
リ
ー
ド
マ
ッ
ト
の
癲
狂
院
の
報
告
を
見
る
と
︑﹁
作
業
の
興
味
を
喚

起
せ
ん
が
為
に
は
︑
吾
人
は
常
に
患
者
の
頃
合
な
る
適
宜
な
る
欲
望
を
満

た
し
︑
又
其
常
襲
し
て
妨
害
な
き
習
慣
を
行
う
こ
と
を
許
し
︑
或
は
病
室

内
外
の
出
入
を
自
由
に
し
︑
或
は
散
歩
又
は
遠
足
を
勧
め
︑
舞
踏
演
劇
の

如
き
を
な
す
こ
と
を
勉
む
﹂
と
書
い
て
あ
り
︒

　
こ
こ
で
は
﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
で
舞
踊
や
演
劇
が
行
わ
れ
︑
患
者
自
ら
が

や
は
り
能
動
的
な
音
楽
活
動
を
行
う
様
子
を
紹
介
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
呉

は
︑
主
と
し
て
ド
イ
ツ
で
学
ん
だ
理
論
及
び
状
況
を
模
範
と
し
て
︑
医
長
を
務

め
る
巣
鴨
病
院
に
お
い
て
﹁
作
業
療
法
﹂
の
中
に
能
動
的
音
楽
療
法
を
取
り
入

れ
た
︒

　
で
は
︑﹁
移
導
療
法
﹂
の
う
ち
︑
も
う
一
方
の
﹁
遺
散
療
法
﹂
に
は
︑
音
楽

は
含
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︑
次
節
で
見
て
み
た
い
︒

　

四
　﹁
遺
散
療
法
﹂
に
お
け
る
﹁
慰
楽
﹂
と
し
て
の
受
動
的
音
楽
療
法

　
呉
は
︑﹁
作
業
療
法
﹂
は
精
神
を
誘
導
す
る
と
同
時
に
稽
古
訓
練
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
は
純
粋
な
精
神
誘
導
法
で
あ
る
と
定

義
し
て
い
る（

49
）

︒
そ
し
て
呉
は
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
の
作
用
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う

に
論
じ
る（

50
）

︒

　
遺
散
に
は
又
︑
病
人
の
病
症
に
関
す
る
観
念
を
他
に
移
誘
す
る
の
他
に
︑

そ
の
方
法
に
対
す
る
精
神
的
嗜
好
に
よ
り
て
︑
病
人
の
情
緒
を
幸
良
に
し
︑

脳
髄
の
疲
労
疲
憊
を
回
復
せ
し
む
る
の
作
用
あ
り
︒
此
の
如
き
有
利
な
る

影
響
を
得
る
に
は
︑
二
個
の
条
件
を
必
要
と
す
︒
そ
の
一
に
は
︑
鬱
散
の

方
法
が
甚
し
く
病
人
の
注
意
を
惹
き
︑
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
に
し
て
︑

又
︑
一
は
そ
の
種
類
︑
持
続
が
病
人
の
神
経
能
力
に
適
合
す
る
こ
と
な
り
︒

　
こ
の
よ
う
に
呉
は
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
に
は
︑
患
者
の
症
状
に
関
す
る
観
念
を

ほ
か
に
移
誘
す
る
と
共
に
︑
精
神
的
嗜
好
に
よ
り
病
人
の
情
緒
を
良
好
に
し
︑

脳
髄
の
過
労
疲
憊
を
回
復
す
る
作
用
が
あ
る
と
す
る
︒
こ
の
﹁
遺
散
療
法
﹂
は
︑

現
在
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
た
る
﹁
鬱
散
療
法
﹂
の
概
念
に
近
く（

51
）

︑
呉
は

こ
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
治
療
の
主
要
な
手
段
と
見
な
し
︑
そ
の
精
神
面
へ
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の
影
響
を
重
視
し
て
い
る
︒

　
そ
し
て
︑
呉
は
﹁
遺
散
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
音
楽
︑
そ
の
中
で
も
楽
曲
鑑

賞
と
い
っ
た
受
動
的
音
楽
療
法
を
含
め
て
い
る（

52
）

︒
さ
ら
に
呉
は
︑﹁
遺
散
療
法
﹂

と
し
て
の
音
楽
の
効
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
詳
述
す
る（

53
）

︒

　
音
楽
は
感
情
に
好
影
響
を
与
え
︑
病
人
を
慰
安
し
︑
爽
快
に
し
︑
何
か

嗜
み
あ
る
人
に
は
最
も
適
当
な
り
︒
演
劇
に
て
は
︑
悲
惨
に
し
て
面
を
向

け
得
ぬ
程
の
も
の
︑
又
は
神
経
病
者
︑
精
神
病
者
を
主
人
公
と
す
る
如
き

も
の
は
︑
其
種
の
病
院
に
は
適
当
せ
ず
︒
感
情
抑
鬱
な
る
も
の
に
は
移
気

の
方
法
と
な
り
︑爽
快
を
覚
え
し
む
る
は
︑却
て
喜
劇
の
方
な
り
︒（
中
略
）

音
楽
の
嗜
み
あ
る
人
に
は
劇
の
内
容
よ
り
も
そ
の
曲
自
身
が
興
味
を
引
く

な
り
︒（
中
略
）
す
べ
て
音
曲
に
関
す
る
も
の
に
就
き
て
は
︑
聴
覚
に
よ

る
神
経
過
敏
を
招
く
こ
と
な
き
や
如
何
を
考
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒（
中
略
）

そ
の
種
類
と
時
間
的
持
続
と
に
注
意
を
怠
る
べ
か
ら
ず
︒
こ
の
要
︑演
劇
・

音
楽
会
な
ど
は
そ
の
内
容
を
顧
慮
し
︑
こ
れ
を
妄
り
に
推
奨
す
べ
か
ら
ず
︒

世
に
は
往
々
音
楽
に
没
頭
す
る
所
謂
︑
音
楽
的
強
迫
観
念
の
病
人
あ
り
︒

此
の
如
き
も
の
に
は
︑
勿
論
音
楽
に
よ
る
鬱
散
法
は
こ
れ
を
禁
ず
べ
し
︒

　
こ
の
記
述
か
ら
︑
呉
は
音
楽
療
法
の
効
能
と
し
て
︑
患
者
を
慰
安
さ
せ
︑
爽

快
に
さ
せ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
︑
音
楽
が
患

者
を
慰
安
さ
せ
︑
爽
快
に
さ
せ
る
と
い
う
記
述
は
︑
呉
が
一
九
一
六
（
大
正
五
）

年
に
増
訂
版
を
著
し
た
『
精
神
病
学
集
要
』
に
も
見
ら
れ
る（

54
）

︒
音
楽
が
も
た
ら

す
爽
快
感
に
つ
い
て
︑
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
頃
に
呉
は
﹁
感
情
は
︑
爽

快
に
し
て
楽
し
み
︑
奏
し
歌
う
と
共
に
回
復
し
︑
感
情
移
り
易
い
﹂
と
直
筆
で

雑
記
を
残
し
て
お
り
︑
比
較
的
早
く
か
ら
音
楽
の
も
た
ら
す
爽
快
感
に
は
既
に

着
目
を
得
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

55
）

︒

　
ま
た
︑﹁
慰
安
﹂
つ
ま
り
患
者
の
精
神
状
態
を
慰
め
︑
楽
し
ま
せ
る
こ
と
へ

の
重
視
は
︑
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
で
見
た
精
神
病
院
で
の
実
践
内
容
及
び
施

設
充
実
の
共
感
か
ら
得
た
可
能
性
が
高
い
︒
呉
は
︑
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）

年
に
﹁
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
癲
狂
院
﹂
と
い
う
論
文
を
著
わ
し
て
お
り
︑
そ

こ
に
は
同
病
院
で
行
わ
れ
て
い
る
音
楽
療
法
に
つ
い
て
﹁
是
等
建
物
の
東
に
接

し
て
果
物
の
園
︑
野
菜
の
園
あ
り
︒
続
き
て
花
壇
形
の
庭
園
あ
り
︒
其
中
に
は

会
楽
所
あ
り
︒
患
者
の
集
会
遊
楽
踏
舞
等
慰
撫
歓
楽
を
な
す
の
場
所
と
な
す
︒

此
棟
に
は
一
大
室
あ
り
︒
其
一
方
に
は
舞
台
を
設
け
︑
他
方
に
は
小
集
室
︑
料

理
室
と
二
階
に
楽
隊
室
あ
り
﹂
と
述
べ
て
い
る（

56
）

︒
こ
の
論
文
の
内
容
か
ら
は
︑

ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
で
は
︑
患
者
へ
の
慰
撫
と
歓
楽
の
た
め
に
音

楽
鑑
賞
や
舞
踊
を
行
え
る
施
設
が
整
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る（

57
）

︒

　
さ
ら
に
呉
は
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
と
し
て
の
音
楽
の
効
能
に
言
及
す
る
直
前
の

記
述
に
お
い
て
︑
推
奨
す
る
音
楽
や
演
劇
は
︑
比
較
的
快
活
で
楽
し
い
要
素
の

あ
る
も
の
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
そ
の
種
類
と
時
間
的
持
続
と
に
注
意
を

怠
る
べ
か
ら
ず
︒
こ
の
要
︑
演
劇
・
音
楽
会
な
ど
は
そ
の
内
容
を
顧
慮
し
︑
こ

れ
を
妄
り
に
推
奨
す
べ
か
ら
ず
﹂
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に（

58
）

︑
曲
目
の
種
類
と
演
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奏
時
間
を
考
慮
し
た
上
で
︑
音
楽
会
を
催
す
こ
と
を
勧
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ

の
﹁
遺
散
療
法
﹂
実
践
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
音
楽
会
が
︑
ま
さ
に
『
読
売

新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
音
楽
会
に
該
当
す
る
︒

　
呉
は
後
に
︑
こ
の
音
楽
鑑
賞
を
﹁
慰
楽
﹂
と
名
付
け
︑
病
室
外
で
の
定
期
的

な
音
楽
会
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
室
外
活
動
の
初
代
担
当

医
員
が
︑『
読
売
新
聞
』
に
も
出
て
く
る
吉
川
学
士
で
あ
っ
た（

59
）

︒『
読
売
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
た
記
事
は
︑
当
時
の
精
神
医
学
界
で
も
注
目
を
集
め
︑
一
九
〇
二

（
明
治
三
十
五
）
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
神
経
学
雑
誌
』
第
一
巻
第
一
号
で
も
左
記

の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

60
）

︒

　
巣
鴨
病
院
の
音
楽
会

　
東
京
府
巣
鴨
病
院
に
て
は
︑
去
る
一
月
十
二
日
音
楽
演
奏
会
を
催
し
た

り
︒
演
奏
に
先
だ
ち
︑
医
長
呉
秀
三
氏
は
精
神
病
者
看
護
法
の
歴
史
を
述

べ
︑
実
物
と
写
真
と
に
よ
り
て
往
時
︑
西
洋
諸
国
に
使
用
せ
ら
れ
た
る
脅

迫
的
看
護
器
を
紹
介
し
て
︑
其
不
可
な
る
こ
と
を
説
き
︑
音
楽
会
の
趣
旨

を
述
べ
︑
夫
よ
り
演
奏
に
移
れ
り
︒

　
ピ
ア
ノ
合
奏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

前
田
久
八 

岡
野
貞
一
両
氏

　
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
合
奏
　
　
　
　
　
　
　
　  

石
野
巍 

高
折
周
一
両
氏

　
ピ
ア
ノ
独
奏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

前
田
久
八
氏

　
唱
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

音
楽
学
校
諸
生
徒
氏

　
ピ
ア
ノ
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
︑
セ
ロ
合
奏
　  

前
田 

石
野 

岡
野
三
氏

　
患
者
を
男
女
に
別
ち
て
聴
か
し
め
︑
後
に
入
院
女
子
患
者
の
演
奏
︑
三

味
線
及
び
琴
あ
り
た
り
︒
演
奏
中
患
者
一
般
に
静
粛
に
し
て
︑
深
く
満
足

せ
ざ
る
は
な
か
り
き
︒
之
を
要
す
る
に
︑
音
楽
は
精
神
療
法
の
一
端
に
し

て
無
数
の
患
者
を
慰
め
︑
不
平
の
念
慮
を
喜
ば
し
め
︑
痴
患
者
を
楽
し
め
︑

其
効
果
の
見
る
べ
き
も
の
あ
る
や
疑
う
を
容
れ
ず
︒
斯
て
天
下
の
慈
善
家

と
各
地
の
精
神
病
院
と
に
之
を
勧
誘
す
る
所
以
な
り
︒

　
同
記
事
で
は
︑
演
奏
会
の
内
容
に
つ
い
て
『
読
売
新
聞
』
と
大
き
く
異
な
る

点
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
音
楽
が
精
神
療
法
の
一
端
と
明
記
さ
れ
る

ほ
か
︑
音
楽
に
よ
る
患
者
へ
の
慰
安
を
各
地
の
精
神
病
院
に
喚
起
し
て
い
る
点

に
特
徴
が
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
音
楽
会
の
様
子
は
『
明
治
三
十
五
年
東
京
府
巣

鴨
病
院
年
報
』
に
も
﹁
音
楽
会
及
び
慈
善
会
﹂
と
﹁
慰
楽
﹂
と
い
う
項
目
に
分

け
て
記
さ
れ
て
い
る（

61
）

︒

　
さ
て
︑﹁
慰
楽
﹂
は
多
く
の
場
合
︑
巣
鴨
病
院
講
堂
で
行
わ
れ
て
い
た
が
︑

音
楽
会
開
催
の
母
体
は
﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
と
い
う
組
織
で
あ
っ
た
︒

同
会
は
︑
一
九
〇
二
年
十
月
十
日
に
呉
の
発
案
に
よ
り
組
織
さ
れ
た（

62
）

︒
ま
た
︑

同
会
の
事
務
所
は
巣
鴨
病
院
内
に
置
か
れ
︑
呉
は
同
年
の
年
報
の
﹁
最
近
の
施

設
﹂
と
い
う
項
目
の
中
で
︑﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
設
立
の
意
図
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

63
）

︒

　
此
に
附
載
す
べ
き
は
︑
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
事
に
し
て
︑
西
洋
に
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於
い
て
は
︑
精
神
病
院
の
国
内
至
る
所
に
建
設
せ
ら
れ
居
る
に
関
わ
ら
ず
︑

又
︑
許
多
の
慈
善
的
事
業
に
し
て
精
神
病
者
に
関
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
︒

右
の
会
合
も
又
︑
同
様
の
旨
趣
を
以
て
生
じ
た
る
も
の
な
り
︒
左
に
其
成

立
及
び
事
業
を
記
載
す
べ
し
︒

　
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
は
︑
明
治
三
十
五
年
十
月
上
旬
︑
東
京
帝
国
大

学
医
科
大
学
教
授
及
び
民
間
医
伯
の
夫
人
並
に
従
来
慈
善
事
業
界
に
知
名

の
夫
人
等
三
十
余
名
の
夫
人
発
起
人
と
な
り
︑
同
年
十
月
十
日
の
会
合
に

よ
り
︑
規
則
第
十
五
条
を
確
定
し
て
本
会
の
設
立
を
告
ぐ
︒（
後
略
）

　
呉
は
︑
西
洋
へ
の
留
学
中
に
精
神
病
院
の
救
護
会
の
存
在
を
知
り
︑
帰
国
後

に
﹁
大
日
本
婦
人
衛
生
会
﹂
で
そ
の
救
護
会
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
た（

64
）

︒
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
翌
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
十
月
十
日
︑
呉
の
夫
人
で
あ

る
呉
皆
子
（
十
九
︱
二
十
世
紀
）
が
主
唱
し
て
﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
が

設
立
さ
れ
た
︒
そ
の
事
業
内
容
は
︑
巣
鴨
病
院
は
じ
め
府
下
の
精
神
病
院
へ
の

慰
問
で
あ
り
︑
具
体
的
に
は
音
楽
会
︑
演
芸
会
を
催
す
ほ
か
︑
菓
子
な
ど
の
配

給
を
行
っ
て
い
た
︒
さ
ら
に
は
︑
特
に
巣
鴨
病
院
で
不
足
す
る
備
品
の
寄
附
や
︑

会
員
の
紹
介
あ
る
者
に
は
巣
鴨
病
院
に
お
け
る
外
来
診
察
に
便
宜
を
与
え
︑
貧

困
者
に
は
同
会
か
ら
施
療
施
薬
も
行
っ
た（

65
）

︒

　
で
は
︑﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
は
︑
ど
れ
程
の
頻
度
で
音
楽
会
を
行
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒『
明
治
四
十
四
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
に
は
︑

﹁
慰
楽
﹂
と
い
う
項
目
が
あ
り
︑
次
に
示
す
よ
う
な
︑
一
年
間
に
行
わ
れ
た
音

楽
会
の
日
時
や
内
容
の
記
載
が
あ
る（

66
）

︒

明
治
四
十
四
年
中
︑
患
者
慰
楽
の
た
め
︑
催
し
た
る
音
曲
其
他
は
左
の
如

し
︒

二
月
二
十
日
　
　 

患
者
慰
楽
の
た
め
︑
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
寄
附
に

よ
り
筑
前
琵
琶
を
催
し
た
り
︒

四
月
二
十
二
日
　 

精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
寄
附
に
よ
り
︑
女
浄
瑠
璃
を

催
し
た
り
︒

六
月
五
日
　
　
　 

精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
寄
附
に
よ
り
︑
落
語
手
踊
浄

瑠
璃
を
催
し
た
り
︒

九
月
二
十
四
日
　 

精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
寄
附
に
よ
り
︑
女
浄
瑠
璃
を

催
し
た
り
︒

十
一
月
十
日
　
　 

演
芸
家
︑
早
川
辰
燕
の
寄
附
に
よ
り
患
者
慰
楽
の
た
め
︑

浪
花
節
を
催
し
た
り
︒

其
他
︑
祭
祝
日
に
は
︑
患
者
の
茶
菓
を
饗
し
︑
時
々
蓄
音
機
を
聴
か
し
む

る
等
︑
前
年
と
同
様
な
り
︒

　
こ
こ
で
は
︑
二
︑ 

三
个
月
に
一
回
の
割
合
で
年
に
五
回
︑
受
動
的
音
楽
療
法

の
場
と
し
て
の
音
楽
会
が
催
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
そ

の
内
容
は
西
洋
音
楽
の
鑑
賞
で
は
な
く
︑
筑
前
琵
琶
や
浄
瑠
璃
︑
浪
花
節
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
俗
楽
が
中
心
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
音
楽
会
の
ほ
か
に
も
︑
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祝
祭
日
に
は
蓄
音
機
に
よ
る
音
楽
会
が
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
興
味
深

い（
67
）

︒
　
さ
ら
に
︑『
明
治
四
十
五
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
に
よ
る
と
︑
同
年
に

は
︑
年
間
七
回
の
﹁
慰
楽
﹂
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑
浪
花
節
︑
筑
前

琵
琶
の
ほ
か
︑
落
語
や
活
動
写
真
と
し
て
映
画
の
上
映
も
行
わ
れ
て
お
り（

68
）

︑

﹁
慰
楽
﹂
に
︑
よ
り
幅
広
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
様
子
が
分
か
る
︒
な
お
︑

こ
れ
ら
の
主
催
及
び
寄
附
は
全
て
﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
で
あ
っ
た（

69
）

︒

　
他
方
︑
患
者
は
︑
こ
の
音
楽
会
後
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
前
述
し
た
よ
う
に
巣
鴨
病
院
の
後
身
で
あ
る
東
京
都
立
松
沢
病
院

内
に
は
︑ ﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂ 

が
あ
り
︑ 
同
資
料
館
の
倉
庫
に
は
︑ 

明
治

期
以
降
の
﹁
挙
動
帳
﹂
の
一
部
が
保
管
さ
れ
て
い
る
︒﹁
挙
動
帳
﹂
と
は
︑
現

在
の
看
護
記
録
の
こ
と
で
あ
り
︑
患
者
個
人
の
各
日
の
様
子
が
看
護
人
に
よ
り

記
録
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
現
存
し
て
い
る
﹁
挙
動
帳
﹂
の
う
ち
︑﹁
慰
楽
﹂

と
し
て
の
音
楽
会
が
始
ま
っ
た
一
九
〇
二
年
以
降
に
該
当
し
︑
な
お
か
つ
︑
患

者
自
身
が
音
楽
会
に
参
加
し
て
い
る
も
の
を
検
索
し
た
︒

　
す
る
と
︑
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
六
月
二
十
四
日
に
入
院
し
た
あ
る

男
性
患
者
の
﹁
挙
動
帳
﹂
に
は
︑
前
述
し
た
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
四
）
年
二

月
二
十
日
︑
四
月
二
十
二
日
︑
九
月
二
十
四
日
の
音
楽
会
参
加
後
の
様
子
が
看

護
人
に
よ
り
記
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
内
容
か
ら
は
︑
患
者
が
同
年
に
五
回
行
わ

れ
た
音
楽
会
の
う
ち
︑
三
回
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
し
て
︑
音

楽
会
は
午
前
に
行
わ
れ
た
作
業
療
法
の
後
︑
午
後
の
比
較
的
早
い
時
間
か
ら
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
の
記
事
や
年
報
か
ら
は
不
明
で
あ
っ
た
情

報
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

70
）

︒

　
ま
た
︑﹁
挙
動
帳
﹂
の
当
該
箇
所
に
お
け
る
前
後
の
脈
絡
を
概
観
す
る
と
︑

患
者
は
感
情
を
表
に
出
す
こ
と
が
少
な
く
︑
ま
た
不
眠
を
訴
え
て
い
た
様
子
が

し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
︒﹁
挙
動
帳
﹂
の
み
で
は
︑
患
者
の
疾
患
に
関
す
る

詳
細
を
窺
い
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
の
︑
二
月
及
び
九
月
の
音
楽
会
の

後
は
安
眠
し
て
い
る
様
子
が
報
告
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
四
月
に
は
﹁
大
に
悦

び
﹂
と
し
て
感
情
の
表
出
に
関
す
る
指
摘
が
さ
れ
て
お
り
︑
音
楽
療
法
の
効
果

と
も
受
け
取
れ
る
報
告
が
窺
え
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹁
挙
動
帳
﹂
に
お
い
て
音
楽
会
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る

こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
後
の
患
者
の
様
子
に
つ
い
て
も
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
総
体
的
に
鑑
み
る
と
︑
担
当
の
医
師
の
み
な
ら
ず
︑
看
護
人
も
含
め
︑

病
院
全
体
で
治
療
と
し
て
の
﹁
慰
楽
﹂
に
対
す
る
認
識
は
図
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

五
　
巣
鴨
︵
松
沢
︶
病
院
に
お
け
る
大
正
期
以
降
の
音
楽
療
法

　
最
後
に
︑
そ
の
後
の
巣
鴨
病
院
に
お
け
る
音
楽
療
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
︒
巣
鴨
病
院
の
音
楽
療
法
は
︑
後
身
の
松
沢
病
院
に
移
設
・
名
称
変
更
さ

れ
た
後
も
引
き
継
が
れ
︑﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
に
保
管
さ
れ
て
い
る

『
東
京
府
立
松
沢
病
院
　
病
者
運
動
会
其
他
慰
安
会
　
書
類
綴
』
及
び
『
東
京
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府
立
松
沢
病
院
　
病
院
慰
安
書
類
綴
』
な
ど
の
記
録
に
よ
る
と
︑
大
正
期
以
降

昭
和
戦
前
期
に
至
る
ま
で
︑
年
に
六
回
か
ら
十
五
回
の
音
楽
会
が
行
わ
れ
て
い

た
︒
ま
た
︑
各
会
の
参
加
患
者
数
は
い
ず
れ
も
男
女
合
計
約
三
百
名
ほ
ど
で
あ

り
︑
演
奏
曲
は
民
謡
や
浄
瑠
璃
︑
義
太
夫
の
演
奏
な
ど
か
ら
︑
次
第
に
映
画
音

楽
の
鑑
賞
へ
と
変
化
し
︑
そ
れ
に
伴
い
︑
演
奏
媒
体
が
生
演
奏
か
ら
レ
コ
ー
ド

に
移
行
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る（

71
）

︒

　
そ
の
音
楽
会
を
管
轄
し
て
い
た
の
は
病
院
内
の
﹁
教
育
治
療
部
﹂
で
あ
る
︒

﹁
教
育
治
療
部
﹂
と
は
︑
明
治
末
期
に
︑
巣
鴨
病
院
内
の
児
童
の
た
め
に
小
学

校
（
名
称
：
修
養
学
院
）
を
設
け
︑
授
業
を
行
っ
た
こ
と
が
発
端
で
あ
る
︒
そ

の
後
︑
学
校
は
﹁
教
育
治
療
所
﹂
と
名
称
を
変
え
︑
そ
こ
で
は
﹁
教
育
治
療

部
﹂
の
担
当
医
師
を
中
心
と
し
て
︑
大
正
期
以
降
も
種
々
︑
音
楽
を
用
い
た
治

療
を
実
施
し
て
い
た（

72
）

︒
そ
の
様
子
が
︑
次
の
『
昭
和
十
年
東
京
府
立
松
沢
病
院

年
報
』
で
は
窺
え
る（

73
）

︒

　
教
育
治
療
は
︑
科
学
的
に
病
者
の
気
分
を
善
導
し
︑
安
心
︑
克
己
︑
自

重
等
の
意
力
を
養
成
し
︑
合
理
的
な
る
生
活
を
誘
致
す
る
に
勉
む
︒
教
育

治
療
所
に
は
︑
常
に
新
聞
雑
誌
︑
其
他
︑
参
考
と
な
る
べ
き
一
般
図
書
類
︑

又
は
﹁
ラ
ジ
オ
﹂︑
蓄
音
機
︑﹁
オ
ル
ガ
ン
﹂︑﹁
ピ
ン
ポ
ン
﹂︑
碁
︑
将
棋

盤
等
の
遊
戯
品
を
備
え
置
き
︑
常
に
閲
覧
並
び
に
使
用
せ
し
む
︒（
中
略
）

斯
く
の
如
く
︑
教
育
治
療
に
於
い
て
も
︑
漸
次
進
歩
し
︑
目
的
に
副
う
る

こ
と
は
︑
当
局
の
奨
励
与
っ
て
力
あ
り
︒

　
右
記
の
よ
う
に
︑
巣
鴨
病
院
で
行
わ
れ
て
い
た
教
育
治
療
と
は
︑
精
神
疾
患

患
者
の
気
分
を
善
導
す
る
と
共
に
︑
自
己
の
安
心
︑
克
己
︑
自
重
等
の
意
力
を

養
成
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
科
学
的
な
治
療
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し

て
﹁
教
育
治
療
所
﹂
に
は
︑
書
物
や
遊
戯
と
並
び
︑
ラ
ジ
オ
︑
蓄
音
機
︑
オ
ル

ガ
ン
が
常
備
さ
れ
て
い
る
様
子
が
分
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
明
治
期
の
み
な
ら

ず
︑
そ
の
後
も
松
沢
病
院
で
は
︑
医
師
主
導
の
も
と
で
︑
明
治
期
の
巣
鴨
病
院

に
お
い
て
呉
の
始
め
た
音
楽
療
法
が
引
き
継
が
れ
︑
そ
の
内
容
は
さ
ら
に
発
展

し
て
い
っ
た
︒
こ
れ
ら
大
正
期
以
降
の
音
楽
療
法
に
つ
い
て
は
︑
時
機
を
改
め

て
詳
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

　

お
わ
り
に

　
以
上
の
考
察
か
ら
︑
巣
鴨
病
院
に
お
い
て
呉
が
行
っ
た
音
楽
療
法
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
ま
た
そ
の
思
想
的
背
景
に
は
い
か
な
る
も
の
が

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
︒
具
体
的
に
は
︑
ま
ず
呉
が
推
奨

し
た
﹁
移
導
療
法
﹂
の
下
位
層
に
あ
た
る
﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
︑
患

者
自
ら
が
﹁
音
楽
弾
奏
﹂
を
行
う
こ
と
で
治
療
的
効
果
を
見
込
む
と
い
っ
た
能

動
的
音
楽
療
法
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
他
方
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
の

一
環
と
し
て
は
︑﹁
慰
楽
﹂
と
命
名
さ
れ
た
︑
患
者
が
音
楽
を
聞
く
こ
と
に

よ
っ
て
効
果
を
見
込
む
受
動
的
音
楽
療
法
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
︒
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呉
が
﹁
作
業
療
法
﹂
に
お
け
る
能
動
的
音
楽
活
動
を
勧
め
た
こ
と
︑
ま
た
︑

音
楽
と
生
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
︑
音

楽
を
︑
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
精
神
的
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
治
療
効
果

を
見
込
む
精
神
療
法
の
一
環
と
し
て
捉
え
た
こ
と
の
背
景
に
は
︑
呉
が
留
学
時

に
実
際
に
見
聞
し
た
︑
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
音
楽
療
法
思
想
が
基
盤
に
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
︑
呉
が
︑
音
楽
を
聞
く
こ
と
が
患
者
の
精
神
状
態
を
慰

め
︑
楽
し
ま
せ
る
と
考
え
た
背
景
に
は
︑
留
学
時
に
目
の
当
た
り
に
し
た
ア
ル

ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
な
ど
人
道
主
義
的
な
治
療
を
試
行
す
る
ド
イ
ツ
及

び
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
病
院
に
お
け
る
実
践
内
容
及
び
施
設
充
実
の
共
感
か
ら
得

た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
呉
が
推
奨
し
た
音
楽
療
法
の
思
想
的
基
盤

に
は
︑
呉
の
留
学
先
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
て
い
た
精
神
医

療
あ
る
い
は
音
楽
療
法
思
想
が
大
き
く
関
連
し
て
い
る
︒

　
そ
の
一
方
︑
巣
鴨
病
院
の
音
楽
療
法
実
践
に
お
い
て
は
︑﹁
音
楽
弾
奏
﹂
で

は
三
味
線
や
箏
な
ど
の
和
楽
器
も
用
い
ら
れ
る
ほ
か
︑﹁
慰
楽
﹂
で
も
筑
前
琵

琶
の
演
奏
や
浄
瑠
璃
︑
浪
花
節
な
ど
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
こ

と
か
ら
︑
音
楽
療
法
に
用
い
た
楽
器
や
演
目
に
関
し
て
は
︑
患
者
の
嗜
好
に
基

づ
き
︑
当
時
の
文
化
土
壌
に
根
付
い
た
音
楽
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑『
巣
鴨
病
院
年
報
』
や
﹁
挙
動
帳
﹂
と
い
っ
た
病
院
側

資
料
の
ほ
か
︑
新
聞
記
事
か
ら
は
︑
こ
れ
ら
の
音
楽
療
法
が
︑
精
神
療
法
の
一

環
と
し
て
患
者
に
直
接
的
・
間
接
的
な
効
果
を
与
え
た
こ
と
︑
さ
ら
に
︑
音
楽

療
法
が
呉
の
独
断
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
医
師
や
看
護
人
も
含
め
︑

病
院
組
織
全
体
で
認
識
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

　
音
楽
療
法
史
を
考
え
る
上
で
︑
そ
れ
ま
で
︑
理
論
及
び
症
例
の
紹
介
に
留

ま
っ
て
い
た
音
楽
療
法
が
︑
こ
の
時
期
に
体
系
的
︑
そ
し
て
継
続
的
な
実
践
に

ま
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意
義
は
大
き
い
︒
ま
た
︑
当
時
に
お
い
て
も
︑

新
聞
及
び
雑
誌
で
複
数
回
に
わ
た
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
︑
日
本
精
神
医
療
の
主
軸
を
担
う
巣
鴨
病
院
で
行
わ
れ
た
︑
音
楽
を
用
い

た
新
し
い
試
み
へ
寄
せ
ら
れ
た
関
心
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

謝
辞
：
本
論
文
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
︑
多
く
の
方
々
に
ご
協
力
・
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
︒

そ
の
中
で
も
特
に
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
先
生
に

は
懇
篤
な
ご
指
導
を
賜
り
︑
心
よ
り
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
︒
そ
し
て
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

音
楽
史
に
関
し
て
は
細
川
周
平
先
生
か
ら
も
多
く
の
ご
教
授
を
い
た
だ
い
た
︒
さ
ら
に
︑
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
︑
東
京
都
立
松
沢
病
院
な
ら
び
に
日
本
精
神
医
学
資
料

館
の
方
々
に
は
史
料
の
収
集
に
お
い
て
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
︒
多
く
の
励
ま
し

と
助
力
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
方
に
︑
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
︒

本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費
２
０
７
７
８
６
７
５
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒

註（
1
）  
以
後
︑﹁
巣
鴨
病
院
﹂
と
記
述
す
る
︒

（
2
）  
一
九
〇
六（
明
治
三
十
九
）年
に
山
崎
恒
吉
が
著
わ
し
た『
音
楽
と
其
趣
味
』に
は
︑﹁
医

術
上
に
於
い
て
︑
音
楽
療
法
な
る
語
を
時
々
耳
に
す
る
こ
と
あ
り
︒
多
く
精
神
病
者
に

用
い
ら
れ
︑
理
学
上
の
応
用
に
は
非
わ
ざ
る
も
︑
心
理
上
の
応
用
な
り
︒
此
の
療
法
あ
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る
に
因
り
て
も
︑
音
楽
が
吾
人
の
精
神
上
の
心
理
︑
肉
体
上
の
生
理
に
最
も
密
接
な
る

関
係
あ
る
こ
と
は
︑知
る
に
難
か
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
音
楽
と
其
趣
味
』

同
労
会
︑
一
九
〇
六
年
︑
一
五
八
頁
）︒
こ
こ
か
ら
︑
明
治
後
期
の
日
本
︑
と
り
わ
け
精

神
医
療
に
お
い
て
治
療
に
用
い
る
音
楽
に
つ
い
て
は
︑
当
時
既
に
﹁
音
楽
療
法
﹂
と
い

う
用
語
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒『
音
楽
と
其
趣
味
』
刊
行
よ
り
わ
ず
か
に
早

く
開
始
さ
れ
た
︑
巣
鴨
病
院
に
お
け
る
音
楽
を
用
い
た
治
療
に
つ
い
て
︑
呉
秀
三
は
﹁
慰

楽
﹂
あ
る
い
は
﹁
音
楽
弾
奏
﹂
と
述
べ
︑﹁
音
楽
療
法
﹂
と
呼
ん
で
は
い
な
か
っ
た
も
の

の
︑
同
時
代
の
歴
史
的
背
景
︑
及
び
そ
の
具
体
的
内
容
を
鑑
み
︑
本
論
文
で
は
﹁
音
楽

療
法
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
︒

（
3
）  

音
楽
療
法
（M

usic T
herapy

）
と
は
︑
二
十
世
紀
以
降
に
ア
メ
リ
カ
で
理
論
化
・
体

系
化
さ
れ
た
︑
音
楽
を
用
い
た
比
較
的
新
し
い
治
療
法
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒

し
か
し
︑
音
楽
を
治
療
や
健
康
を
促
進
・
維
持
す
る
手
段
と
し
て
用
い
る
と
い
う
広
義

の
意
味
で
の
音
楽
療
法
の
歴
史
は
︑
東
西
に
お
い
て
古
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
れ
ら
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
こ
と
は
︑
現
代
音
楽
療
法
思
想
の
形
成
過
程
に
深
く

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
も
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

音
楽
療
法
分
野
で
は
︑
実
践
に
重
き
を
置
い
て
の
研
究
が
大
半
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
︑

そ
の
基
盤
で
あ
る
原
理
や
歴
史
の
変
遷
過
程
を
辿
る
研
究
は
積
極
的
に
行
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
音
楽
療
法
史
は
国
内
外
で
全
体
を
俯
瞰
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
︑
こ
の
よ
う
な
音
楽
療
法
史
研
究
の
発
展
途
上
を
受
け
︑
日
本
音
楽
療
法
は

一
九
五
〇
年
代
以
降
の
昭
和
後
期
か
ら
始
ま
っ
た
と
の
見
解
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
︒

（
4
）  

執
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
︑
日
本
に
お
い
て
音
楽
療
法
へ
の
体
系
的
な
言

及
は
︑
既
に
江
戸
期
養
生
論
の
中
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
西
洋
思
想
が
流
入
す
る

明
治
期
に
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
西
洋
音
楽
療
法

思
想
を
受
容
す
る
際
︑
日
本
人
は
原
形
思
想
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
く
︑
明
治

前
期
に
は
︑
江
戸
期
の
思
想
を
基
盤
と
し
た
和
漢
洋
折
衷
の
音
楽
療
法
思
想
の
形
成
を

試
み
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
続
く
明
治
後
期
に
は
︑
そ
れ
ま
で
書
籍
︑
雑
誌
︑
新
聞
な
ど

で
理
論
の
み
が
紹
介
さ
れ
る
﹁
思
想
﹂
へ
の
言
及
に
留
ま
っ
て
い
た
音
楽
療
法
が
︑
科

学
的
根
拠
を
持
っ
た
﹁
実
践
﹂
と
し
て
実
際
の
医
療
の
現
場
で
広
く
用
い
ら
れ
る
に
至

る
︒
そ
れ
を
加
速
さ
せ
た
の
は
︑
呉
秀
三
が
先
導
し
た
巣
鴨
病
院
で
の
音
楽
療
法
実
践

で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
明
治
前
期
ま
で
の
日
本
音
楽
療
法
思
想
の
変
遷
に
関
し
て
は
次
の

拙
稿
を
参
照
の
こ
と
︒

 

光
平
有
希
﹁
貝
原
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
﹂『
日
本
研
究
』
第
五
二
集
︑

二
〇
一
六
年
︑
三
三
︱
五
九
頁
︒

 

光
平
有
希﹁
神
津
仙
三
郎『
音
楽
利
害
』の
音
楽
療
法
思
想
に
み
る
東
洋
的
身
体
観
﹂『﹁
心

身
／
身
心
﹂
と
環
境
の
哲
学
︱
︱
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
思
想
を
媒
介
に
考
え
る
』
汲
古

書
院
︑
二
〇
一
六
年
︑
四
〇
三
︱
四
一
八
頁
︒

（
5
）  

著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
と
音
楽
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
十
三
日
朝
刊
︑
四
面
︒

（
6
）  

な
お
︑
同
記
事
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年

一
月
五
日
の
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
は
︑﹁
音
楽
と
瘋
癲
病
院
﹂
と
い
う
題
名
で
︑
巣
鴨

病
院
に
お
い
て
行
わ
れ
る
音
楽
療
法
実
践
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
来

こ
の
音
楽
療
法
実
践
は
︑
一
月
十
日
に
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
︑
準
備

の
都
合
で
延
期
と
な
る
旨
が
︑
一
九
〇
二
年
一
月
十
一
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
︒

 

著
者
未
詳
﹁
音
楽
と
瘋
癲
病
院
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
五
日
朝
刊
︑
四
面

 

著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
病
院
音
楽
演
奏
の
延
期
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
十
一
日
朝

刊
︑
四
面
︒

（
7
）  

呉
秀
三
﹁
年
譜
﹂︑
呉
秀
三
先
生
顕
彰
記
念
会
編
『
呉
秀
三
先
生
顕
彰
記
念
誌
』
呉
秀

三
先
生
顕
彰
会
︑
一
九
八
一
年
︑
二
六
︱
二
九
頁
︒

（
8
）  
著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
者
に
音
楽
を
試
む
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
十
四
日
朝
刊
︑

二
面
︒

（
9
）  

著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
者
に
音
楽
を
試
む
（
昨
紙
第
三
面
の
つ
づ
き
）﹂『
読
売
新
聞
』

一
九
〇
二
年
一
月
十
五
日
朝
刊
︑
四
面
︒

（
10
）  

著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
者
に
音
楽
を
試
む
（
つ
づ
き
）﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
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十
六
日
朝
刊
︑
四
面
︒

（
11
）  
前
掲
﹁
年
譜
﹂
二
六
︱
二
七
頁
︒

（
12
）  
呉
の
留
学
時
期
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
適
宜
参
照
し
た
︒

 

秋
元
波
留
夫
﹁
呉
秀
三
﹂︑ 

前
掲
『
呉
秀
三
先
生
顕
彰
記
念
誌
』
四
三
︱
四
五
頁
︒

 

岡
田
靖
雄
『
呉
秀
三
︱
︱
そ
の
生
涯
と
業
績
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
二
二
三

︱
二
六
六
頁
︒

 

林
道
倫
﹁
呉
秀
三
先
生
生
誕
百
周
年
記
念
講
演
　
日
本
精
神
医
学
の
過
去
と
展
望
﹂︑
呉

秀
三
先
生
生
誕
百
年
記
念
会
編
『
呉
秀
三
先
生
生
誕
百
年
　
記
念
会
誌
』
呉
秀
三
先

生
生
誕
百
年
記
念
会
︑
一
九
六
五
年
︑
一
六
︱
二
一
頁
︒

（
13
）  

呉
秀
三
﹁
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
癲
狂
院
﹂︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
　
第
二

巻
　
精
神
病
学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
六
五
頁
︒

（
14
）  

岡
田
靖
雄
・
吉
岡
真
二
・
金
子
嗣
郎
・
長
谷
川
源
助
﹁
呉
秀
三
先
生
生
誕
一
〇
〇
年

祭
を
ま
え
に
﹂︑
精
神
医
療
史
研
究
会
編
『
呉
秀
三
先
生
︱
︱
そ
の
業
績
』
呉
秀
三
先
生

業
績
顕
彰
会
︑
一
九
七
四
年
︑
四
七
二
頁
︒

（
15
）  

以
後
︑﹁
松
沢
病
院
﹂
と
記
述
す
る
︒

（
16
）  

そ
の
ほ
か
︑
医
学
史
に
も
深
い
関
心
を
持
ち
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
や
華
岡
青
洲
︑
外
祖
父

で
あ
る
箕
作
阮
甫
等
の
伝
記
を
著
し
て
い
る
︒

（
17
）  

呉
秀
三
『
精
神
療
法
』︑
青
山
胤
通
他
編
撰
『
日
本
内
科
全
書
』
第
二
巻
第
三
冊
︑
吐

鳳
堂
︑
一
九
一
六
年
︑
一
五
︱
七
四
頁
︒

（
18
）  

Johann C
hristian R

eil. R
hapsodieen über die A

nw
endung der psychischen C

urm
ethode 

auf G
eisteszerrüttungen. H

alle: C
urtſchen B

uchhandlung, 1803. pp. 142–251.

（
19
）  

エ
ミ
ー
ル
・
ク
レ
ペ
リ
ン
『
精
神
医
学
百
年
史
』
岡
不
二
太
郎
・
山
鼻
康
弘
訳
︑
金

剛
出
版
︑
一
九
七
七
年
︑
八
九
︱
九
〇
頁
︒

（
20
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
六
〇
頁
︒

（
21
）  

同
前
︑
六
〇
︱
六
一
頁
︒

（
22
）  

同
前
︑
六
八
︱
七
一
頁
︒

（
23
）  

同
前
︑
六
二
︱
六
三
頁
︒

（
24
）  

同
前
︑
六
三
頁
︒

（
25
）  

同
前
︑
六
三
頁
︒

（
26
）  

同
前
︑
六
三
頁
︒

（
27
）  

同
前
︑
六
四
頁
︒

（
28
）  

同
前
︑
六
四
頁
︒

（
29
）  

同
前
︑
六
六
頁
︒

（
30
）  

同
前
︑
六
八
︱
六
九
頁
︒

（
31
）  

同
前
︑
六
九
頁
︒

（
32
）  

同
前
︑
七
〇
頁
︒

（
33
）  

同
前
︑
七
〇
頁
︒

（
34
）  

同
前
︑
七
〇
︱
七
一
頁
︒

（
35
）  

東
京
府
巣
鴨
病
院
編
『
明
治
四
十
四
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
一
九
一
二
年
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
36
）  

前
掲
『
精
神
医
学
百
年
史
』
九
四
頁
︒

（
37
）  

A
lezan

d
er H

ain
d

orf. L
ehrbuch der Störungen des Seelenlebens: O

der, D
er 

Seelenstörungen und ihrer B
ehandlung, vom

 rationalen Standpunkt aus entw
orfen. Leiptiz: 

V
ogel, 1818. pp. 65–70, 81, 132–154.

（
38
）  

Peter Joseph Schneider. D
ie M

usik und Poesie: N
ach ihren W

irkungen historich-

kritisch dargestellt, oder System
atisch geordneter Versuch einer genauen Z

usam
m

enstellung 

und m
öglichst richtigen E

rklärung derselben: E
ine auf B

elehrung und U
nterhaltung 

abzw
eckende Fam

ilien-lektüre für die gebildete W
elt. E

rstes B
uch. B

onn: C
arl G

eorgi, 

1835. p. 352.

（
39
）  

A
m

y B
. G

raziano and Juleno K
. Johnson. M

usic as a Tool in the D
evelopm

ent of 

N
ineteenth-C

entury N
eurology. In M

usic and the N
erves 1660–1945, ed. J. K

ennaw
ay. 

London: Palgrave M
acm

illan, 2014. pp. 152–169; J. K
. Johnson, A

. B
. G

raziano and J. 

H
ayw

ard. H
istorical Perspectives on the Study of M

usic in N
eurology. In N

eurology of 

M
usic, ed. F. C

. R
ose. London: Im

perial C
ollege Press, 2010. pp. 17–30.
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（
40
）  

E
. V

ölkel. D
ie spekulative M

usiktherapie zur Z
eit der Rom

antik: Ihre Traditionen und 

ihr Fortw
irken. D

üsseldorf: Triltsch, 1979. pp. 42, 61.

（
41
）  

Ibid., p. 77.

（
42
）  

当
時
は
ま
だ
精
神
病
院
と
い
う
名
称
で
は
な
く
︑
精
神
疾
患
患
者
を
収
容
す
る
施
設

と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
が
︑
後
に
病
院
と
な
っ
て
い
く
た
め
︑
こ
こ
で
は
精
神
病
院

と
表
記
し
た
︒

（
43
）  

C
heryce K

ram
er. M

usic as C
ause and C

ure of Illness in N
ineteenth-C

entury 

E
urope. In M

usic as M
edicine: T

he H
istory of M

usic T
herapy since A

ntiquity, ed. by 

Peregrine H
orden. A

ldershot: A
shgate, 2000. p. 347.

（
44
）  

G
raziano and Johnson. “M

usic as a Tool in the D
evelopm

ent of N
ineteenth-C

entury 

N
eurology.” 159–160；

ピ
エ
ー
ル
・
ピ
シ
ョ
ー
『
精
神
医
学
の
二
十
世
紀
』
帚
木
蓬
生
・

大
西
守
共
訳
︑
新
潮
社
︑
一
九
九
九
年
︑
三
七
︱
四
四
頁
︒

（
45
）  

Ibid., pp. 160–161.

（
46
）  

A
. B

. G
raziano, A

. Pech, C
. H

ou and J. K
. Johnson. H

erm
ann O

ppenheim
’s 

O
bservations about M

usic in A
phasia. Journal of the H

istory of the N
eurosciences, vol. 

21. 2012. pp. 1–16.

（
47
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
六
三
頁
︒ 

（
48
）  

呉
秀
三
﹁
中
欧
に
於
け
る
癲
狂
院
の
近
況
﹂︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
︱
第
二

巻
　
精
神
病
学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
八
七
頁
︒

（
49
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
七
一
頁
︒

（
50
）  

同
前
︑
七
一
︱
七
二
頁
︒

（
51
）  

前
掲
『
呉
秀
三
︱
︱
そ
の
生
涯
と
業
績
』
四
七
頁
︒

（
52
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
七
二
︱
七
四
頁
︒

（
53
）  

同
前
︑
七
四
頁
︒

（
54
）  

呉
秀
三
『
精
神
病
学
集
要
　
前
篇
（
第
二
増
訂
版
）』
吐
鳳
堂
書
店
︑
一
九
一
六
年
︑

九
一
九
頁
︒

（
55
）  

呉
秀
三
『
直
筆
雑
記
綴
』（
未
刊
資
料
　
東
京
大
学
医
学
図
書
館
所
蔵
）︒

（
56
）  

前
掲
﹁
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
癲
狂
院
﹂
六
五
頁
︒

（
57
）  

ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
は
︑
明
る
い
院
内
の
も
と
で
行
う
自
由
治
療
を
重

ん
じ
た
精
神
病
院
と
し
て
知
ら
れ
︑
呉
も
同
病
院
に
お
け
る
医
療
に
感
銘
を
受
け
︑

一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
著
わ
し
た
﹁
癲
狂
村
（
精
神
病
者
の
作
業
療
法
に
就

き
て
）﹂
に
お
い
て
︑ド
イ
ツ
で
最
も
優
れ
た
病
院
と
し
て
評
価
し
て
い
る
（
呉
秀
三
﹁
癲

狂
村
（
精
神
病
者
の
作
業
療
法
に
就
き
て
）﹂︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
　
第
二

巻
　
精
神
病
学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
五
〇
︱
五
一
頁
）︒
ま
た
︑
呉
は
後

年
︑
巣
鴨
病
院
の
後
身
で
あ
る
松
沢
病
院
建
設
の
際
に
院
内
に
音
楽
堂
を
創
る
が
︑
松

沢
病
院
建
設
の
折
︑
施
設
設
計
の
手
本
と
し
た
の
が
︑
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病

院
で
あ
っ
た
ほ
ど
︑
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
の
施
設
及
び
そ
の
中
で
行
わ
れ

て
い
る
治
療
や
活
動
に
傾
倒
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑呉
が
一
年
帰
国
を
延
長
し
て
向
か
っ

た
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
病
院
で
も
︑
ピ
ネ
ル
以
来
︑
人
道
主
義
的
な
治
療

展
開
の
中
で
︑
患
者
の
慰
撫
と
歓
楽
の
た
め
に
定
期
的
な
音
楽
鑑
賞
が
行
わ
れ
て
い
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
呉
が
行
っ
た
受
動
的
音
楽
療
法
の
思
想
背
景
に
は
︑
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ

ン
ス
で
学
ん
だ
人
道
主
義
的
な
精
神
医
療
の
影
響
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
こ
れ
に
関
し
て
は
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒

 

橋
本
明
﹁
松
沢
と
ア
ル
ト
・
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
︱
︱
日
独
の
精
神
病
院
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

比
較
研
究
﹂『
精
神
医
学
史
研
究
』
第
一
五
巻
第
一
・
二
号
︑
二
〇
一
一
年
︑
八
一
︱

九
五
頁
︒

 
 

た
だ
し
︑
音
楽
が
慰
め
に
繫
が
る
と
い
う
思
想
の
素
地
と
し
て
は
︑
江
戸
期
幕
末
の

蘭
学
の
翻
訳
に
お
い
て
︑
既
に
精
神
疾
患
に
音
楽
が
慰
撫
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て

言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
留
学
前
よ
り
呉
も
音
楽
の
慰
撫
効
果
に
つ
い
て
の

知
識
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
呉
は
︑
西
洋
精
神
医
学
の
導
入
に
お
い
て
大
き
な
役

割
を
担
っ
た
人
物
で
あ
る
が
︑
そ
の
ほ
か
に
も
︑
ド
イ
ツ
の
医
師
・
博
物
学
者
で
︑
日

本
に
お
い
て
西
洋
医
学
を
広
め
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト

（Philipp Franz B
althasar von Siebold 

一
七
九
六
︱
一
八
六
六
）
や
︑
呉
の
祖
父
に
あ

た
る
洋
学
者
で
あ
る
箕
作
阮
甫
の
伝
記
を
著
す
な
ど 

︑
蘭
学
・
洋
学
を
含
む
歴
史
学
の
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知
識
も
豊
富
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
呉
の
考
え
る
音
楽
が
患
者
の
慰
め
に

繫
が
る
と
い
う
思
想
の
重
視
は
︑
江
戸
期
幕
末
の
蘭
学
か
ら
得
た
知
識
の
地
盤
上
に
︑

呉
が
実
際
に
留
学
先
で
音
楽
療
法
の
実
践
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
開
花
し
た
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
呉
の
著
し
た
シ
ー
ボ
ル
ト
や
箕
作
阮
甫
の
伝
記
に
関
し

て
は
︑
例
え
ば
次
の
よ
う
な
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

 

呉
秀
三
『
シ
ー
ボ
ル
ト
　
其
生
涯
及
び
功
業
』︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
　
第
一

巻
　
精
神
病
学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
三
︱
八
一
頁
︒

 

呉
秀
三
『
シ
ー
ボ
ル
ト
翁
の
伝
』︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
　
第
二
巻
　
精
神
病

学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
八
二
︱
九
四
頁
︒

 

呉
秀
三
『
箕
作
阮
甫
』
大
日
本
図
書
株
式
会
社
︑
一
九
一
五
年
︑
一
一
四
頁
︒

（
58
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
七
四
頁
︒

（
59
）  

松
下
正
明
編
『
精
神
医
療
の
歴
史
』
中
山
書
店
︑
一
九
九
九
年
︑
三
五
七
頁
︒

（
60
）  

著
者
未
詳
﹁
雑
報
﹂『
神
経
学
雑
誌
』
第
一
巻
第
一
号
︑
一
九
〇
二
年
︑
八
五
頁
︒

（
61
）  

東
京
府
巣
鴨
病
院
編
『
明
治
三
十
五
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
一
九
〇
三
年
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
62
）  

救
治
会
の
変
遷
に
つ
い
て
は
︑
次
の
文
献
を
適
宜
参
照
し
た
︒

 

日
本
精
神
衛
生
会
編
『
図
説
　
日
本
の
精
神
保
健
運
動
の
歩
み
︱
︱
精
神
病
者
慈
善
救

治
会
設
立
一
〇
〇
年
記
念
』
日
本
精
神
衛
生
会
︑
二
〇
〇
二
年
︑
四
六
︱
七
一
頁
︒

（
63
）  

『
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
は
散
逸
さ
れ
て
お
り
︑
国
立
国
会
図
書
館
︑
東
京
大
学
医

学
図
書
館
︑
及
び
東
京
都
立
松
沢
病
院
で
資
料
収
集
を
行
っ
た
が
︑
現
段
階
で
は

一
九
八
七
（
明
治
三
十
）
年
か
ら
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
︑
一
九
〇
三
（
明
治

三
十
六
）
年
︑
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
か
ら
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
︑

一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
︑
一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
の
も
の
し
か
調
査
で

き
て
い
な
い
︒
な
お
︑
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
以
前
に
は
音
楽
に
関
す
る
項
目

は
見
当
た
ら
ず
︑
一
九
〇
七
年
に
つ
い
て
も
音
楽
に
関
す
る
項
目
は
見
当
た
ら
な
か
っ

た
︒

（
64
）  

三
宅
鑛
一
﹁
救
治
会
の
想
い
出
で
﹂『
救
治
会
会
報
』
第
五
二
号
︑
一
九
三
二
年
︑
二

頁
︒

（
65
）  

な
お
︑﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
の
設
立
︑
及
び
﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
主
催

に
よ
り
︑
同
会
の
周
知
を
目
的
と
し
て
一
般
の
人
々
を
対
象
に
行
わ
れ
た
慈
善
音
楽
会

に
つ
い
て
の
内
容
は
︑
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
十
一
月
二
十
三
日
付
の
『
読
売

新
聞
』﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
創
立
﹂︑
同
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』﹁
精
神
病
者

慈
善
救
治
会
﹂︑
同
年
十
二
月
三
日
・
四
日
・
六
日
付
の
『
読
売
新
聞
』
連
載
記
事
﹁
精

神
病
者
慈
善
救
治
会
音
楽
会
﹂
な
ど
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

（
66
）  

前
掲
『
明
治
四
十
四
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

 
 

な
お
︑
救
治
会
は
音
楽
会
の
ほ
か
に
︑
慰
安
会
や
演
芸
会
も
一
九
〇
三
（
明
治

三
十
六
）
年
よ
り
年
に
数
回
開
催
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
も
音
楽
鑑
賞
が
含
め
ら
れ
て
い

た
︒
こ
の
慰
安
会
及
び
演
芸
会
に
関
し
て
は
︑『
朝
日
新
聞
』
及
び
『
読
売
新
聞
』
で
以

下
の
よ
う
に
複
数
回
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
当
時
の
関
心
の
高
さ
が
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
︒

 

著
者
未
詳
﹁
精
神
病
者
の
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
三
年
六
月
八
日
朝
刊
︑
三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
の
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
三
年
八
月
十
日
朝
刊
︑
二
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
瘋
癲
病
院
の
慈
善
演
芸
会
（
上
）﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
二
月

十
四
日
朝
刊
︑
六
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
瘋
癲
病
院
の
慈
善
演
芸
会
（
下
）﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
二
月

十
五
日
朝
刊
︑
六
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
の
大
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
十
月
二
十
八
日
朝
刊
︑

六
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
園
遊
会
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
五
年
十
月
二
十
九
日
︑
三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
の
秋
季
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
十
月
三
十
日
朝
刊
︑

六
面
︒

 
著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
　
昨
日
の
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
十
月
三
十
一
日

朝
刊
︑
三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
精
神
病
者
慰
籍
演
芸
会
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
七
年
十
一
月
十
一
日
朝
刊
︑

三
面
︒
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著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
の
園
遊
会
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
八
年
五
月
二
十
五
日
朝
刊
︑

三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
狂
人
一
日
の
遊
楽
︱
巣
鴨
病
院
の
慰
安
会
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
一
一
年
十

月
三
十
日
朝
刊
︑
三
面
︒

（
67
）  

欧
米
で
は
︑
既
に
病
院
に
お
い
て
蓄
音
機
を
用
い
て
患
者
に
音
楽
を
聞
か
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
促
進
効
果
に
注
目
さ
れ
て
い
た
︒
日
本

に
お
い
て
も
﹁
病
院
の
蓄
音
機
使
用
﹂
と
い
う
題
名
で
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年

十
二
月
十
二
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
次
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

 
 

﹁
此
程
︑
米
国
よ
り
帰
朝
せ
し
人
の
話
に
依
れ
ば
︑
米
国
紐
育
に
於
け
る
公
私
の
各
病

院
に
て
は
︑
患
者
を
慰
撫
す
る
た
め
︑
蓄
音
器
を
備
え
付
け
︑
聴
疾
患
者
の
枕
頭
へ
之

を
持
ち
運
び
︑
高
尚
な
る
音
楽
を
奏
せ
し
め
︑
或
は
高
僧
の
説
教
又
は
名
望
家
の
演
説

等
も
聴
か
し
め
居
れ
り
と
い
う
︒
我
国
の
病
院
に
て
も
︑
早
晩
こ
れ
に
習
う
こ
と
な
る

べ
し
︒﹂

 
 

こ
の
こ
と
か
ら
︑
当
時
︑
広
く
日
本
で
も
蓄
音
機
の
効
果
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
蓄
音
機
か
ら
聴
取
す
る
音
楽
が
麻
酔
効
果
を
増
進
さ
せ

る
と
し
て
︑
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
の
『
中
外
医
事
新
報
』
で
も
﹁
音
楽
の
麻

酔
経
過
に
及
ぼ
す
作
用
﹂
と
い
う
題
名
で
︑
次
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

 
 

﹁
一
千
九
百
一
年
︑
ラ
ボ
ー
氏
は
︑
パ
リ
医
学
会
の
席
上
に
て
︑
音
楽
が
麻
酔
の
経
過

に
佳
良
の
作
用
を
呈
す
る
こ
と
を
報
告
せ
し
が
︑
ロ
ー
ト
氏
は
︑
ベ
ル
ヌ
大
学
に
あ
り

て
︑
三
百
人
の
患
者
に
就
い
て
︑
音
楽
の
麻
酔
の
経
過
に
及
ぼ
す
作
用
を
研
究
し
︑
ラ

ボ
ー
氏
の
説
の
誤
ま
ら
ざ
る
こ
と
を
認
め
た
り
︒
音
楽
は
︑
蓄
音
機
に
よ
り
︑
其
受
音

器
を
患
者
の
耳
に
接
合
せ
し
め
た
り
︒
其
試
験
の
結
果
に
依
れ
ば
︑（
一
）
麻
酔
は
音
楽

の
結
合
に
よ
り
て
︑
感
作
を
受
け
︑
ゲ
ル
ト
ネ
ル
氏
血
圧
計
を
以
て
之
を
測
る
に
︑
血

圧
は
音
楽
を
奏
す
る
と
共
に
昂
進
す
︒（
二
）
麻
酔
は
之
に
よ
り
て
安
静
且
平
等
な
る
を

得
︑（
三
）
興
奮
期
は
短
し
︑（
四
）
嘔
吐
を
発
す
る
こ
と
な
く
︑
覚
醒
後
︑
悪
心
を
覚

え
る
こ
と
も
稀
な
り
︒（
五
）
已
に
一
回
依
的
皃
麻
酔
又
は
︑
哥
羅
彷
謨
麻
酔
を
受
け
た

る
者
は
︑
音
楽
麻
酔
は
通
常
の
麻
酔
に
優
れ
る
こ
と
を
認
む
︒﹂

 
 

な
お
︑
こ
れ
ら
の
蓄
音
機
に
関
す
る
記
事
に
関
し
て
は
︑
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒

 

著
者
未
詳
﹁
病
院
の
蓄
音
器
使
用
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
〇
年
十
二
月
十
二
日
朝
刊
︑

三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
音
楽
の
麻
酔
経
過
に
及
ぼ
す
作
用
﹂『
中
外
医
事
新
報
』
第
五
八
四
号
︑

一
九
〇
四
年
︑
六
二
頁
︒

（
68
）  

東
京
府
巣
鴨
病
院
編
『
明
治
四
十
五
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
一
九
一
三
年
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
69
）  

同
前
︒

（
70
）  

東
京
府
巣
鴨
病
院
編
『
○
○
○
○
殿
挙
動
帳
﹇
明
治
三
八
年
六
月
二
四
日
入
院
﹈』（
未

刊
資
料
　
東
京
都
立
松
沢
病
院
内
﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵
）

 
 

な
お
︑
明
治
三
十
八
年
に
行
わ
れ
た
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
主
催
の
大
園
遊
会
の
様

子
は
﹁
夢
路
之
夢
﹂
と
い
う
患
者
の
手
記
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の

文
献
を
参
照
の
こ
と
︒

 

岡
田
靖
雄
・
橋
本
明
編
『
精
神
障
碍
者
問
題
資
料
集
成
』
戦
前
期
・
第
一
巻
︑ 

二
〇
一
〇

年
︑
六
花
出
版
︑
三
四
七
︱
三
四
八
頁
︒

（
71
）  

東
京
府
立
松
沢
病
院
編
『
東
京
府
立
松
澤
病
院
　
病
者
運
動
会
其
他
慰
安
会
　
書
類

綴
』（
未
刊
資
料
　
東
京
都
立
松
沢
病
院
﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵
）︒
東
京
府

立
松
沢
病
院
編
『
東
京
府
立
松
沢
病
院
　
病
院
慰
安
書
類
綴
』（
未
刊
資
料
　
東
京
都
立

松
沢
病
院
﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵
）︒

（
72
）  

宇
都
宮
市
医
師
会
編
『
宇
医
会
報
』
一
九
七
七
年
（
東
京
都
立
松
沢
病
院
﹁
日
本
精

神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵
）︒

（
73
）  

東
京
府
立
松
沢
病
院
編
『
昭
和
十
年
東
京
府
立
松
沢
病
院
年
報
』
一
九
三
六
年
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒
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は
じ
め
に

　
一
九
〇
七
年
二
月
︑
在
日
中
国
人
女
子
留
学
生
の
燕
斌（

1
）

を
編
輯
兼
発
行
人
と

す
る
女
性
向
け
の
雑
誌
『
中
国
新
女
界
雑
誌（

2
）

』（
中
文
︑
以
下
『
新
女
界
』
と
略

記
す
る
）
が
東
京
で
創
刊
さ
れ
た
︒
月
刊
誌
で
あ
り
︑
第
六
号
ま
で
刊
行
さ
れ

て
い
る
が
︑
現
存
す
る
も
の
は
第
五
号
ま
で
で
︑
第
六
号
は
残
存
し
て
い
な
い
︒

第
六
号
に
は
︑﹁
女
子
の
革
命
実
行
に
は
暗
殺
を
手
段
と
す
べ
し
﹂
と
の
過
激

な
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
︑
同
年
七
月
に
東
京
警
視
庁
か
ら
出
版
禁
止

命
令
を
受
け
た
と
い
う（

3
）

︒

　『
新
女
界
』
の
販
売
に
関
し
て
は
︑
日
本
で
は
主
に
東
京
を
中
心
と
し
て
販

売
代
理
店
が
置
か
れ
て
い
た
︒
一
方
︑
中
国
国
内
で
は
上
海
︑
天
津
︑
北
京
︑

武
昌
︑
南
京
︑
煙
臺
︑
蘇
州
な
ど
の
大
都
市
を
は
じ
め
︑
江
西
省
︑
広
東
省
︑

雲
南
省
な
ど
の
各
省
ま
で
販
売
網
が
広
が
っ
て
い
た
︒
第
六
号
ま
で
し
か
発
行

さ
れ
て
い
な
い
が
︑
そ
の
販
売
数
は
︑
当
時
日
本
で
発
刊
さ
れ
て
い
た
中
国
語

雑
誌
の
う
ち
最
も
よ
く
売
れ
た
と
い
う
『
民
報
』
に
次
ぐ
も
の
で
あ
り
︑
一
万

部
に
達
し
て
い
る（

4
）

︒
こ
こ
に
雑
誌
『
新
女
界
』
の
中
国
人
女
性
へ
の
影
響
力
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　
こ
れ
ま
で
『
新
女
界
』
は
︑
中
国
人
女
性
の
日
本
留
学
史
︑
中
国
婦
女
運
動

史
及
び
中
国
人
女
性
史
な
ど
様
々
な
方
面
の
研
究
書
に
お
い
て
頻
繁
に
言
及
さ

れ
て
い
る（

5
）

︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
著
述
で
は
雑
誌
『
新
女
界
』
そ
れ
自
体
が
研

究
対
象
と
さ
れ
て
は
お
ら
ず
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
の
社
会
活
動
の
一
環

在
日
中
国
人
女
子
留
学
生
の
理
想
的
女
性
像

―
―
『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
の
翻
訳
記
事
を
中
心
に
―
―

朴
　
雪
梅
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と
し
て
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
け
で
︑
そ
の
記
事
内
容
に
立
ち
入
っ
て
系
統

的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒

　
近
年
︑
若
干
の
論
文
に
︑『
新
女
界
』
に
見
ら
れ
る
日
本
か
ら
の
影
響
及
び

中
国
人
女
子
留
学
生
の
女
性
観
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る（

6
）

が
︑

そ
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
系
統
的
に
検
討
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
ず
︑
関
根
ふ

み
の
論
文
﹁
中
国
の
教
育
近
代
化
と
女
性
へ
の
影
響
︱
︱
『
中
国
新
女
界
雑

誌
』
に
み
え
る
女
性
観
の
考
察
を
中
心
と
し
て
﹂
は
︑﹁
発
刊
詞
﹂
に
つ
い
て

の
検
討
に
止
ま
っ
て
い
る
︒

　『
新
女
界
』
の
第
一
号
か
ら
第
五
号
に
は
︑
中
国
の
女
性
同
胞
に
自
分
た
ち

が
置
か
れ
て
い
る
地
位
の
低
さ
に
気
づ
か
せ
︑
ま
た
彼
女
た
ち
の
奮
起
を
促
す

た
め
︑
欧
米
諸
国
の
女
性
た
ち
の
立
身
伝
や
女
子
教
育
状
況
︑
世
界
各
国
に
お

け
る
婦
人
た
ち
の
地
位
な
ど
に
関
す
る
著
述
が
数
多
く
翻
訳
さ
れ
て
い
た
︒
ま

た
︑
特
に
第
四
号
か
ら
は
︑
家
政
︑
女
芸
︑
通
俗
科
学
知
識
な
ど
︑
翻
訳
内
容

が
多
様
化
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
翻
訳
記
事
が
雑
誌
全
体
で

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は

こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

　
ま
た
︑『
新
女
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
伝
記
や
欧
米
諸
国
の
女
性
た
ち
に
関
す

る
翻
訳
記
事
は
︑
洋
書
か
ら
直
接
に
で
は
な
く
︑
日
本
の
訳
書
か
ら
の
重
訳
で

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
日
本
人
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
た
西
洋
女
性
に
関
す
る

論
述
を
︑
中
国
国
内
外
の
中
国
の
人
々
に
宣
伝
し
よ
う
と
す
る
と
き
︑
中
国
人

女
子
留
学
生
た
ち
が
こ
れ
ら
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
︑
ど
の
よ
う
に
取

捨
選
択
し
て
翻
訳
し
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
究
明
す
る
必
要
が
あ

る
︒

　
本
稿
で
は
翻
訳
記
事
を
検
討
す
る
前
に
︑
ま
ず
『
新
女
界
』
と
同
時
期
に
発

行
さ
れ
た
女
性
向
け
の
雑
誌
と
比
較
し
︑『
新
女
界
』
の
発
刊
意
図
及
び
そ
の

性
格
を
考
察
す
る
︒
次
に
︑
大
き
く
女
子
教
育
／
女
性
論
︑
伝
記
︑
実
学
教
育

に
分
け
ら
れ
る
こ
の
雑
誌
の
翻
訳
記
事
に
注
目
し
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち

は
ど
の
よ
う
な
日
本
の
著
書
・
訳
書
を
翻
訳
し
た
の
か
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
意

図
か
ら
翻
訳
を
行
っ
た
の
か
︑
そ
の
際
︑
日
本
の
女
子
教
育
／
女
性
論
か
ら
ど

の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
︑
な
ど
に
つ
い
て
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
︑

『
新
女
界
』
に
見
ら
れ
る
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
の
理
想
的
女
性
像
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
（
本
稿
に
引
用
し
た
各
原
典
該
当
箇
所
の

日
本
語
訳
は
著
者
に
よ
る
）︒

　

一
、『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
の
発
刊
意
図
及
び
そ
の
性
格

　
雑
誌
『
新
女
界
』
が
在
日
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た

の
は
︑
日
本
へ
の
中
国
人
女
子
留
学
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
一
九
〇
七
年
の
こ
と

で
あ
る
︒
当
時
の
女
子
留
学
生
た
ち
は
中
国
に
お
い
て
す
で
に
教
育
を
受
け
︑

一
定
の
知
識
の
あ
る
上
層
階
級
の
女
性
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た（

7
）

︒
彼
女
た
ち
は

日
本
で
科
学
的
知
識
を
学
習
し
た
ば
か
り
で
な
く
︑
雑
誌
を
創
刊
し
て
近
代
的

女
性
解
放
思
想
を
積
極
的
に
中
国
国
内
の
女
性
た
ち
に
宣
伝
し
よ
う
と
し
て
い
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123

た
︒

　
当
時
は
『
新
女
界
』
以
外
に
も
︑
中
国
国
内
で
は
上
海
を
︑
海
外
で
は
東
京

を
中
心
と
し
て
『
女
子
世
界（

8
）

』『
中
国
女
報（

9
）

』『
天
義
報（

10
）

』
な
ど
の
婦
人
雑
誌
が

創
刊
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
雑
誌
は
婦
人
向
け
と
は
い
え
︑
女
性
だ
け
で
運

営
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
い
︒
た
と
え
ば
『
女
子
世
界
』
は
︑
終
始
一
貫
し
て

男
性
が
編
集
長
を
務
め
て
い
た
︒
一
方
︑『
天
義
報
』
は
何
震
︑
陸
恢
権
な
ど

五
人
の
女
性
を
発
起
人
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
が
︑
実
際
に
主
導
権
を
握
っ
て
い

た
の
は
何
震
と
劉
師
培
の
夫
婦
で
︑
そ
の
記
事
の
主
な
執
筆
者
は
夫
の
劉
で

あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
女
性
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
国
内
外

に
お
い
て
最
も
人
気
を
得
た
婦
人
雑
誌
は
『
新
女
界
』
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と

言
え
る
︒

　『
新
女
界
』
の
寄
稿
者
は
ほ
と
ん
ど
が
女
子
留
学
生
で
あ
っ
た
︒
彼
女
た
ち

は
熱
心
に
勉
強
す
る
と
同
時
に
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
て
積
極
的
に
投
稿
し
て
い

た
︒
編
輯
兼
発
行
人
で
あ
る
燕
斌
も
︑
煉
石
と
い
う
筆
名
を
使
っ
て
﹁
発
刊

詞
﹂
を
は
じ
め
︑
総
計
三
十
余
篇
の
文
章
を
誌
上
に
発
表
し
て
い
る
︒
こ
の
雑

誌
の
目
次
は
第
三
号
ま
で
は
図
画
︑
論
著
︑
演
説
︑
訳
述
︑
伝
記
︑
記
載
（
国

内
外
で
発
生
し
た
事
件
な
ど
の
記
録
）︑
文
芸
︑
談
叢
︑
時
評
（
国
内
と
国
外
）︑

小
説
か
ら
成
っ
て
い
る
が
︑
第
四
号
に
な
る
と
︑
図
画
︑
論
著
︑
演
説
︑
伝
記

（
翻
訳
）︑
家
庭
（
翻
訳
）︑
教
育
界
（
翻
訳
）︑
女
芸
界
（
翻
訳
）︑
通
俗
科
学
（
翻

訳
）︑
衛
生
顧
問
（
翻
訳
）︑
文
芸
︑
小
説
に
変
わ
り
︑
翻
訳
記
事
が
大
幅
に
増

え
て
い
る
︒

　﹁
発
刊
詞
﹂
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑『
新
女
界
』
は
﹁
新
道
徳
︑
新
思
想
を

活
発
に
し
て
女
子
を
教
育
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
に
真
の
女
国
民
を
得
さ
し

め
︑
教
育
の
範
囲
を
広
め
︑
社
会
の
魔
害
を
解
消
し
て
国
民
の
精
神
を
向
上
さ

せ
る（

11
）

﹂
こ
と
を
意
図
し
て
発
刊
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
雑
誌
の
最
終
目
的
は
︑

女
子
教
育
を
通
し
て
国
家
に
役
立
つ
女
国
民
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

　﹁
女
国
民
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
当
時
男
性
の
み
を
表
し
た
﹁
国
民
﹂
に
対
し

て
作
り
出
さ
れ
た
造
語
で
︑
一
九
〇
四
年
の
時
点
で
す
で
に
中
国
の
女
性
向
け

雑
誌
に
登
場
し
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑『
女
子
世
界
』
の
﹁
発
刊
詞
﹂
に
お
い

て
︑
金
天
翮（

12
）

は
︑
二
十
世
紀
の
中
国
人
女
性
を
﹁
文
明
の
花
﹂
と
喩
え
︑﹁
二
十

世
紀
の
女
国
民
﹂
と
称
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
女
性
は
国
民
の
母
な
り
︒
中
国

を
新
た
に
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
女
性
を
新
た
に
す
べ
く
︑
中
国
を
強
く
せ
ん
と

欲
す
れ
ば
︑
必
ず
女
性
を
強
く
す
べ
し
︒
中
国
を
文
明
化
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑

ま
ず
中
国
の
女
性
を
文
明
化
す
べ
く
︑
中
国
を
救
済
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
必
ず

女
性
を
救
済
す
べ
し
︒
こ
れ
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る（

13
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

彼
は
︑
中
国
を
文
明
化
す
る
に
せ
よ
︑
救
国
の
道
を
実
現
す
る
に
せ
よ
︑
必
ず

女
性
か
ら
着
手
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
︑
そ
の
根
拠
は
女
性
が
国

民
を
産
む
﹁
母
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
当
時
『
女
子
世
界
』
の
編
集
長
を
務
め
て
い
た
丁
初
我（

14
）

も
︑﹁
女
子

世
界
頌
詞
﹂
に
お
い
て
﹁
国
民
と
い
う
者
は
国
家
の
分
子
で
あ
り
︑
女
子
と
い

う
者
は
国
家
の
公
母
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑
そ
の
末
尾
で
﹁
女
世
界
万
歳
﹂︑﹁
女
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国
民
万
歳
﹂︑﹁
女
中
国
万
歳
﹂
と
高
唱
し
て
い
る（

15
）

︒
一
方
︑
第
四
号
の
﹁
女
子

家
庭
革
命
説
﹂
に
お
い
て
丁
は
︑﹁
女
国
民
﹂
と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
︑﹁
国
を

創
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
ま
ず
家
を
造
る
べ
し
︒
国
民
を
生
み
出
そ
う
と
欲
す
れ

ば
︑
ま
ず
女
子
を
生
み
出
す
べ
し（

16
）

﹂
と
﹁
国
民
の
母
﹂
の
育
成
を
繰
り
返
し
て

強
調
し
た
︒

　
丁
初
我
の
ほ
か
に
も
︑
亜
特
は
第
七
号
の
﹁
論
鋳
造
国
民
母
﹂
で
︑
女
性
を

﹁
国
民
の
母
﹂
と
し
て
﹁
鋳
造
﹂
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り（

17
）

︑
時
造
は
第

一
二
号
の
﹁
婦
人
之
教
育
﹂
で
︑
次
の
国
民
の
育
成
を
担
う
婦
人
た
ち
の
教
育

を
提
唱
し
て
い
た（

18
）

︒
つ
ま
り
︑『
女
子
世
界
』
の
知
識
人
た
ち
（
主
に
男
性
知
識

人
た
ち
）
は
当
時
の
女
性
た
ち
に
︑
国
民
と
し
て
の
女
性
の
主
要
な
義
務
は
︑

次
世
代
国
民
を
育
成
す
る
﹁
国
民
の
母
﹂
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
た

の
で
あ
る
︒

　『
女
子
世
界
』
と
は
異
な
り
︑『
新
女
界
』
は
高
尚
な
国
民
を
生
み
育
て
る

﹁
母
﹂
の
役
割
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
︑
男
性
と
同
じ
く
一
人
の
国
民
と
し

て
国
家
の
近
代
化
に
参
画
で
き
る
﹁
女
国
民
﹂
の
養
成
を
目
指
し
た
︒
煉
石
は

こ
の
目
的
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
﹁
本
報
五
大
主
義
﹂
を
提
唱
し
た
︒
五
大

主
義
と
は
︑
第
一
に
女
性
に
関
す
る
新
し
い
学
説
を
発
明
す
る
（
發
明
關
於
女

界
新
学
説
）︑
第
二
に
各
国
の
女
性
の
新
文
明
を
輸
入
す
る
（
輸
入
各
國
女
界
新

文
明
）︑
第
三
に
道
徳
を
提
唱
し
︑
教
育
を
鼓
吹
す
る
（
提
倡
道
徳
鼓
吹
教
育
）︑

第
四
に
旧
習
慣
を
打
破
し
︑
新
社
会
を
作
る
（
破
舊
沉
迷
開
新
社
會
）︑
第
五
に

情
宜
を
結
合
し
︑
幽
遺
を
表
彰
す
る
（
結
合
感
情
表
彰
幽
遺
）
こ
と
で
あ
る（

19
）

︒

　
第
一
条
の
﹁
女
性
に
関
す
る
新
し
い
学
説
を
発
明
す
る
﹂
に
お
い
て
煉
石
は
︑

﹁
中
国
の
女
性
た
ち
が
昔
か
ら
暗
黒
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
は
︑
旧
学
説
が
蔓

延
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
新
し
い
女
性
を
作
る
に
は
︑
不
公
平
で
不
道
徳
な

旧
学
説
を
撲
滅
し
︑
新
知
識
︑
新
理
想
か
ら
最
新
の
学
説
を
発
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い（

20
）

﹂
と
主
張
し
て
い
る
︒
中
国
は
長
い
間
︑
儒
教
思
想
に
支
配
さ
れ
︑

﹁
男
尊
女
卑
﹂︑﹁
女
子
は
才
無
き
こ
と
が
徳
﹂
と
い
う
封
建
思
想
が
社
会
に
根

強
く
浸
透
し
て
い
た
︒
学
問
が
な
い
女
性
た
ち
は
常
に
﹁
服
従
﹂
を
強
い
ら
れ
︑

悪
習
慣
に
束
縛
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
煉
石
を
は
じ
め
当
時
の
女
子
留
学

生
た
ち
は
︑
そ
の
批
判
の
矛
先
を
ま
ず
旧
学
説
︑
す
な
わ
ち
儒
教
思
想
に
向
け

た
の
で
あ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
第
三
号
の
﹁
女
子
は
才
無
き
こ
と
が
徳
論
を
駁
す
る
﹂
に
お
い

て
趙
之
耀（

21
）

は
︑
ま
ず
﹁
女
子
は
才
無
き
こ
と
が
徳
﹂
と
い
う
儒
教
の
古
臭
い
論

調
に
反
駁
し
た
︒
ま
た
﹁
学
問
で
競
争
す
る
優
勝
劣
敗
の
二
十
世
紀
で
は
︑
男

子
は
も
ち
ろ
ん
女
子
も
才
が
な
け
れ
ば
独
立
で
き
ず
︑
社
会
で
通
用
し
な
く
な

る
︒
西
洋
各
国
を
見
る
と
男
女
平
等
で
︑
皆
生
計
を
立
て
て
い
る
︒
男
性
に
頼

ら
ず
生
活
し
て
い
る
た
め
︑
国
も
発
展
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

趙
が
求
め
た
新
知
識
︑
新
理
想
の
モ
デ
ル
は
西
洋
人
女
性
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て

第
四
号
の
﹁
男
女
並
尊
論
﹂（
著
者
不
明
）
で
は
︑
男
尊
女
卑
の
弊
害
は
家
庭
内
︑

国
内
だ
け
に
止
ま
ら
ず
︑
自
国
が
列
強
諸
国
に
侵
略
さ
れ
る
羽
目
に
も
な
る
︒

こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
︑
女
性
に
学
問
を
習
得
さ
せ
︑
独
立
し
た
地
位
と
権
利

を
獲
得
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
︒
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こ
の
﹁
五
大
主
義
﹂
に
お
い
て
︑
煉
石
は
女
性
に
関
す
る
最
新
学
説
の
発
明

を
第
一
主
旨
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
中
国
人
女
性
た
ち
の
学
問
は
ま
だ
幼
稚

な
段
階
に
あ
り
︑
専
ら
自
力
に
よ
る
発
明
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
た

め
︑﹁
翻
訳
︑
訳
述
な
ど
を
通
し
て
︑
西
洋
各
国
お
よ
び
日
本
の
女
性
に
関
す

る
新
文
明
︑
新
道
徳
を
輸
入
し
︑
各
国
の
女
性
の
責
任
︑
権
利
を
学
ぶ
し
か
な

い（
22
）

﹂
と
し
て
︑
煉
石
は
第
二
条
に
﹁
各
国
の
女
性
の
文
明
を
輸
入
す
る
﹂
を
挙

げ
た
︒

　『
新
女
界
』
を
見
る
と
︑﹁
図
画
﹂
欄（

23
）

か
ら
﹁
訳
述
﹂
欄
︑﹁
伝
記
﹂
欄
︑﹁
記

載
（
国
外
で
発
生
し
た
事
件
な
ど
の
記
事
）﹂
欄
︑﹁
時
評
（
国
外
）﹂
欄
に
お
い
て
︑

世
界
各
国
に
お
け
る
女
性
に
関
す
る
図
版
や
論
述
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

特
に
第
四
号
︑
第
五
号
に
な
る
と
︑
翻
訳
の
分
量
は
全
雑
誌
の
半
分
を
占
め
る

よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
同
時
期
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
女
子
世
界
』︑『
中
国

女
報
』︑『
天
義
報
』
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
新
傾
向
で
あ
っ
た
︒

　『
女
子
世
界
』︑『
中
国
女
報
』︑『
天
義
報
』
に
翻
訳
記
事
が
ま
っ
た
く
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑『
女
子
世
界
』
で
は
﹁
看
護
婦
南
的
搿

爾
（
看
護
婦
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
）﹂（
一
九
〇
四
年
︑
第
五
号
）︑﹁
女
文
豪
海
麗
愛

徳
斐
曲
士
（
女
性
文
学
者
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ピ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
）﹂（
一
九
〇
五
年
︑

第
一
号
）︑﹁
女
刺
客
沙
魯
土
格
児
垤
（
女
刺
客
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
コ
ル
デ
ィ
）﹂

（
一
九
〇
五
年
︑
第
二
号
）
な
ど
︑
外
国
人
女
性
た
ち
の
伝
記
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
︒

　
し
か
し
同
誌
で
は
︑
外
国
人
女
性
の
伝
記
以
外
に
も
︑
花
木
蘭
（
一
九
〇
四

年
︑
第
三
号
）
や
梁
紅
玉
（
一
九
〇
四
年
︑
第
七
号

（
24
）

）
な
ど
中
国
史
に
見
ら
れ
る

女
英
雄
た
ち
を
数
多
く
紹
介
し
て
お
り
︑
そ
の
数
は
外
国
人
女
性
の
伝
記
よ
り

も
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑『
新
女
界
』
の
翻
訳
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
欧
米
諸
国
の
女
性
た
ち
の
伝
記
で
あ
る
︒

　
他
方
︑『
中
国
女
報
』
に
は
伝
記
の
翻
訳
は
な
く
︑
秋
瑾
が
訳
し
た
﹁
看
護

学
教
程（

25
）

﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑『
天
義
報
』
は
主
に
無
政
府
主
義
を

主
張
・
宣
伝
す
る
雑
誌
で
あ
っ
た
た
め
︑
中
に
は
無
政
府
主
義
に
関
す
る
翻
訳

が
数
多
く
見
ら
れ
る
が
︑
女
性
の
伝
記
と
し
て
は
﹁
法
國
女
傑
露
依
斯
傳
（
フ

ラ
ン
ス
の
無
政
府
主
義
者
ル
イ
ズ
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
）﹂（
第
二
号
︑
一
九
〇
七
年
六
月

二
十
五
日
）︑﹁
露
國
革
命
之
祖
母
婆
利
蕭
斯
楷
傳
（
ロ
シ
ア
革
命
の
祖
母
ブ
レ
シ

コ
フ
ス
カ
ヤ
）﹂（
第
四
号
︑
一
九
〇
七
年
七
月
二
十
五
日
）
程
度
で
あ
っ
た
︒
欧

米
女
性
の
伝
記
を
中
心
に
翻
訳
し
た
ば
か
り
で
な
く
︑
女
子
教
育
／
女
性
論
︑

実
学
教
育
な
ど
︑
幅
広
い
分
野
で
大
量
に
翻
訳
を
行
っ
た
の
は
『
新
女
界
』
だ

け
で
あ
る
︒
こ
れ
は
同
時
期
に
発
行
さ
れ
た
婦
人
雑
誌
と
最
も
異
な
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
︒

　
つ
ま
り
︑
翻
訳
記
事
は
『
新
女
界
』
全
体
の
中
で
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て

お
り
︑
こ
こ
に
は
︑
新
知
識
︑
新
思
想
に
触
れ
な
が
ら
︑
近
代
的
女
子
解
放
思

想
を
吸
収
し
︑
女
子
解
放
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
た
当
時
の
中
国
人

女
子
留
学
生
た
ち
の
姿
勢
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
︒

　
第
三
条
の
﹁
道
徳
を
提
唱
し
︑
教
育
を
鼓
吹
す
る
﹂
で
︑
煉
石
は
﹁
今
ま
で

の
女
性
の
道
徳
は
︑
男
性
に
対
す
る
絶
対
服
従
を
意
味
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
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中
国
人
女
性
た
ち
の
人
格
は
抑
圧
さ
れ
て
き
た
︒
女
性
は
女
国
民
で
は
な
く
︑

単
な
る
男
性
の
玩
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
雑
誌
は
改
良
を
求
め
︑
女

性
た
ち
の
新
道
徳
を
打
ち
立
て
︑
高
尚
な
理
想
と
独
立
的
人
格
を
も
つ
女
性
の

育
成
を
目
的
と
す
る（

26
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
女
子
留
学
生
た
ち
は
︑
中
国
人
女
性

た
ち
の
た
め
に
新
道
徳
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
︒
た
と

え
ば
︑
巾
俠
は
第
一
号
に
﹁
女
徳
論
﹂
を
書
き
︑
女
性
の
新
道
徳
と
し
て
﹁
慈

愛
︑
高
尚
︑
俠
烈
︑
勇
毅
﹂
の
四
項
目
を
挙
げ
て
い
る
︒

　
さ
ら
に
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
は
女
子
教
育
を
も
重
視
し
て
い
た
︒
第

二
号
の
﹁
女
界
と
國
家
の
關
係
﹂
の
中
で
︑
煉
石
は
﹁
人
（
男
︑
女
）
を
積
ん

で
家
と
な
り
︑
家
を
積
ん
で
国
に
な
る
よ
う
に
︑
女
性
と
国
家
は
大
き
な
関
係

が
あ
る
︒
中
国
で
は
纏
足
と
い
う
旧
習
慣
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
病
を
招
き
子
孫

に
も
影
響
を
与
え
︑
結
局
は
人
種
の
健
全
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
︒
少

女
期
に
必
要
な
の
は
纏
足
で
は
な
く
︑
教
育
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑

清
如（

27
）

は
第
二
号
の
﹁
女
学
を
論
ず
る
﹂
に
お
い
て
︑﹁
女
子
教
育
の
興
廃
は
体

質
の
強
弱
︑
徳
性
の
賢
否
︑
家
の
盛
衰
︑
国
の
存
亡
︑
種
族
の
勝
敗
に
ま
で
関

わ
っ
て
く
る
﹂
と
女
子
教
育
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ま
ず

旧
い
社
会
の
道
徳
を
批
判
し
︑﹁
女
界
と
国
家
﹂
の
関
係
を
強
調
し
︑
国
を
守

る
た
め
に
は
女
子
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
︒

　『
新
女
界
』
第
五
号
ま
で
の
記
事
に
は
︑
第
四
条
と
第
五
条
に
つ
い
て
の
解

説
は
見
当
た
ら
な
い
︒
第
四
条
に
は
﹁
旧
習
慣
を
打
破
し
︑
新
社
会
を
作
る
﹂

が
︑
第
五
条
に
は
﹁
情
宜
を
結
合
し
︑
幽
遺
を
表
彰
す
る（

28
）

﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
︒
旧
習
慣
に
関
し
て
は
︑
纏
足
に
反
対
す
る
文
章
以
外
に
も
︑
煉
石
の
﹁
中

国
の
婚
俗
に
関
す
る
五
大
弊
説
﹂（
第
三
号
︑
四
号
）
と
︑
フ
ラ
ン
ス
留
学
生
陳

籙
の
寄
稿
文
﹁
中
国
大
恥
の
一
班
﹂（
第
四
号
）
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　﹁
中
国
の
婚
俗
に
関
す
る
五
大
弊
説
﹂
に
お
い
て
煉
石
は
中
国
の
婚
姻
制
度

を
取
り
上
げ
︑
中
国
婚
俗
上
共
通
す
る
弊
害
を
と
し
て
﹁
媒
酌
の
弊
﹂︑﹁
早
聘

早
婚
の
弊
﹂︑﹁
迷
信
術
数
の
弊
﹂︑﹁
聘
儀
奩
贈
の
弊
﹂
を
指
摘
し
て
い
る
︒
一

方
︑
陳
籙
は
初
め
て
﹁
納
妾
蓄
婢
﹂
の
問
題
に
触
れ
︑
我
が
国
民
の
大
恥
と
し

て
妾
を
持
つ
こ
と
と
下
女
を
置
く
こ
と（

29
）

を
挙
げ
︑
中
国
社
会
に
残
る
旧
慣
習
を

批
判
し
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑『
新
女
界
』
の
執
筆
者
た
ち
は
煉
石
の
﹁
五
大
主
義
﹂
に
基

づ
い
て
︑
中
国
の
女
性
た
ち
に
︑
ま
ず
﹁
男
尊
女
卑
﹂︑﹁
女
子
は
才
無
き
こ
と

が
徳
﹂
と
い
う
古
来
の
儒
教
思
想
や
旧
慣
習
か
ら
脱
し
︑
教
育
を
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
男
女
平
等
︑
男
女
同
権
を
実
現
す
る
よ
う
に
促
し
た
︒
ま
た
国
家

思
想
を
発
展
さ
せ
︑
新
し
い
道
徳
や
独
立
精
神
を
も
ち
︑
男
性
と
対
等
な
立
場

に
立
っ
て
︑﹁
国
民
﹂
と
し
て
の
権
利
を
享
受
す
る
と
同
時
に
義
務
を
も
担
う

﹁
女
国
民
﹂
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
︒

　
当
時
︑
日
本
で
は
中
国
の
二
大
政
党
の
機
関
誌
（
改
革
派
の
梁
啓
超
が
創
刊

し
た
『
新
民
叢
報
』
と
革
命
派
が
創
刊
し
た
雑
誌
『
民
報
』）
が
発
行
さ
れ
て
い
た
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
両
雑
誌
に
は
女
性
解
放
論
が
全
く
見
出
せ
な
か
っ
た
︒

﹁
五
大
主
義
﹂
の
第
一
条
に
お
い
て
煉
石
は
︑﹁
現
在
最
も
有
名
な
二
大
政
党
の

機
関
誌
に
は
︑
女
界
と
い
う
言
葉
す
ら
出
て
い
な
い
﹂
こ
と
を
批
判
し
︑
わ
れ
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わ
れ
自
身
が
中
国
の
女
性
問
題
の
実
情
を
踏
ま
え
て
新
し
い
女
性
学
説
を
創
設

し
よ
う
︑
と
呼
び
か
け
て
い
る（

30
）

︒
つ
ま
り
『
新
女
界
』
は
︑
改
革
派
か
革
命
派

か
と
い
う
中
国
の
政
治
的
対
立
に
距
離
を
お
き
︑
女
性
に
よ
る
女
性
の
解
放
を

提
唱
し
︑
女
国
民
の
養
成
を
最
終
目
的
と
す
る
雑
誌
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
同

時
期
に
発
行
さ
れ
た
婦
人
雑
誌
と
は
異
な
り
︑
翻
訳
を
主
な
啓
蒙
手
段
と
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

二
、
翻
訳
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
た
日
本
の
女
子
教
育
／
女
性
論

1
．
下
田
次
郎
の
『
女
子
教
育
』
と
媧
魂
抄
訳
の
﹁
欧
米
之
女
子
教
育
﹂

　
媧
魂（

31
）

は
雑
誌
『
新
女
界
』
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
に
か
け
て
︑
下
田
次
郎
の

著
書
『
女
子
教
育
』
を
抄
訳
し
︑
タ
イ
ト
ル
を
﹁
欧
米
之

0

0

0

女
子
教
育
﹂（
傍
点

は
引
用
者
）
と
し
た
︒
本
節
で
は
主
に
︑
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
意
図
を
探
り
︑
下

田
の
女
子
教
育
論
が
媧
魂
の
抄
訳
に
よ
っ
て
︑
ど
の
よ
う
に
変
容
し
︑
ま
た
そ

れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
下
田
次
郎
（
一
八
七
二
～
一
九
三
八
）
は
︑
明
治
時
代
の
女
子
教
育
の
振
興

に
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
た
人
物
の
一
人
で
︑
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
と
し

て
女
子
教
育
に
携
わ
っ
た
︒
一
八
九
九
年
︑
海
外
の
女
子
教
育
の
研
究
を
明
治

政
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た
下
田
は
︑
ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
ア
メ
リ

カ
ヘ
留
学
す
る
︒
ド
イ
ツ
の
イ
エ
ナ
大
学
で
一
年
間
︑
教
育
学
︑
近
世
哲
学
史

の
ほ
か
︑
生
理
的
心
理
学
の
講
義
を
受
講
し
︑
現
地
の
女
学
校
を
も
見
学
し
た
︒

そ
の
後
︑
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
（
パ
リ
）
や
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
も
転
学
し
て
聴
講

し
︑
一
九
〇
二
年
に
ア
メ
リ
カ
の
主
な
都
市
の
学
校
を
参
観
後
︑
帰
朝
し
て
い

る（
32
）

︒
　
彼
の
著
書
『
女
子
教
育
』
は
︑
欧
米
留
学
か
ら
帰
国
後
の
一
九
〇
三
年
に
︑

文
部
省
及
び
東
京
府
の
夏
期
講
習
会
で
行
っ
た
講
義
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
︑

一
九
〇
四
年
に
金
港
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
︒『
女
子
教
育
』
は
帰
朝
後
間
も
な

く
の
著
書
で
あ
る
た
め
︑
欧
米
留
学
で
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
の
見
聞
が
多
分

に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
以
下
は
︑
下
田
が
著
し
た
『
女
子
教

育
』
の
目
次
と
項
目
を
簡
単
に
纏ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
︒

緒
論
　
女
子
教
育
の
必
要
︑
男
子
及
び
女
子
の
教
育
学

第
一
編
：
女
子
の
身
体

　
身
体
の
成
長
︑
新
陳
代
謝
及
び
出
産
と
死
亡
︑
男
女
の
体
力
な
ど

第
二
編
：
女
子
の
心
理

　
第 

一
　
知
的
作
用
：
感
覚
及
び
直
観
︑
観
念
の
進
行
︑
女
子
に
於
け
る

観
念
の
進
行
︑
言
語
と
言
語
の
内
容
と
の
関
係
︑
女
子
と
美
術
︑
夢
︑

思
考

　
第 

二
　
感
情
：
形
式
的
感
情
︑
智
的
感
情
︑
美
的
感
情
︑
道
徳
的
感
情
︑

自
我
の
感
情
及
び
同
情
︑
女
子
の
感
動
性

　
第
三
　
意
志
：
欲
望
︑
選
択
︑
実
行
︑
品
性
陶
冶

第
三
編
：
女
子
の
教
育
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第 

一
　
女
子
教
育
本
論
：
女
子
教
育
の
目
的
︑
家
庭
︑
学
校
︑
境
遇
︑

教
授
の
意
義
︑
教
授
の
要
件
︑
教
授
の
方
法
︑
教
調

　
第 
二
　
女
子
教
育
と
衛
生
：
体
育
︑
食
物
及
び
衣
服
︑
精
神
の
衛
生
︑

学
科
過
重
︑
時
間
割
︑
試
験
︑
女
子
の
機
能
的
循
環
︑
睡
眠

　
第 

三
　
欧
米
の
女
子
教
育
：
古
来
教
育
の
趨
勢
（
教
育
の
起
原
︑
教
育

の
趨
勢
︑
教
育
上
男
女
の
関
係
︑
女
子
の
初
等
教
育
︑
女
子
の
高
等
教
育

な
ど
）︑
独
逸
の
女
子
教
育
（
ド
イ
ツ
女
子
教
育
の
歴
史
︑
十
九
世
紀
の

女
学
校
︑
女
子
の
中
等
教
育
︑
女
子
の
高
等
教
育
な
ど
）︑
佛
國
の
女
子

教
育
（
佛
國
女
子
教
育
の
歴
史
︑
女
子
の
中
等
教
育
︑
女
子
の
高
等
教
育

な
ど
）︑
英
國
の
女
子
教
育
（
英
國
女
子
教
育
の
歴
史
︑
女
子
の
中
等
教

育
︑女
子
の
高
等
教
育
︑女
教
員
の
養
成
な
ど
）︑米
國
の
女
子
教
育
（
米

國
の
女
子
教
育
︑
女
子
教
育
の
中
等
教
育
︑
女
子
教
育
の
高
等
教
育
︑
女

教
員
の
養
成
な
ど
）

付
録
　
女
性
に
つ
い
て
︑
男
女
交
際
に
つ
い
て

 

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

　
こ
れ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑『
女
子
教
育
』
の
構
成
は
大
き
く
第
一
編
﹁
女

子
の
身
体
﹂︑
第
二
編
﹁
女
子
の
心
理
﹂︑
第
三
編
﹁
女
子
の
教
育
﹂
か
ら
成
っ

て
お
り
︑
ま
ず
女
性
の
身
体
と
心
理
の
特
色
を
系
統
的
に
論
述
し
た
う
え
で
︑

そ
の
特
徴
に
基
づ
い
て
女
子
を
対
象
と
す
る
教
育
論
を
説
い
て
い
る
︒
下
田
は

﹁
殆
ど
同
じ
こ
と
を
違
ふ
た
言
葉
で
繰
り
返
し
て
居
る
﹂
当
時
の
日
本
の
女
子

教
育
の
状
況
を
批
判
し（

33
）

︑
自
分
の
著
書
は
日
本
に
お
け
る
女
子
の
身
体
及
び
精

神
に
関
す
る
最
初
の
系
統
的
論
述
で
あ
り
︑
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
論
じ
た

と
言
明
し
て
い
る（

34
）

︒

　
下
田
の
考
え
た
日
本
の
女
子
教
育
の
目
的
は
︑
第
三
編
の
第
一
﹁
女
子
教
育

の
目
的
﹂
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
﹁
婦
徳
﹂︑﹁
良
妻
﹂︑﹁
賢
母
﹂︑

﹁
女
子
の
職
業
﹂︑﹁
女
子
の
生
活
を
完
全
な
ら
し
む
る
他
の
準
備
﹂
と
い
う
五

つ
の
女
子
の
本
分
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る（

35
）

︒
そ
の
中
で
下
田
は
︑

江
戸
時
代
に
求
め
ら
れ
た
男
尊
女
卑
観
を
排
除
し
︑
夫
に
絶
対
服
従
を
強
い
た

従
来
の
主
張
を
批
判
し
て
︑
国
家
の
立
場
か
ら
﹁
良
妻
﹂
と
﹁
賢
母
﹂
の
育
成

を
求
め
た
ば
か
り
で
な
く
︑﹁
良
姑
﹂
と
い
う
概
念
を
加
え
︑
良
い
姑
と
な
る

た
め
の
心
得
を
高
等
女
学
校
で
教
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
ま
た
﹁
女

子
の
職
業
﹂
で
は
女
子
も
独
立
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
職
業
の
準
備
教
育
を

施
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
︑
適
当
な
職
業
と
し
て
︑
下
女
︑
売
り
子
︑
電
話
掛

り
︑
工
女
︑
看
護
婦
︑
産
婆
︑
教
師
な
ど
を
挙
げ
る
︒
そ
し
て
最
後
に
︑
女
性

た
ち
の
美
的
教
育
の
必
要
性
や
社
交
性
︑
健
康
な
身
体
の
育
成
を
求
め
る
の
で

あ
る（

36
）

︒

　
さ
ら
に
︑
同
著
書
の
第
三
編
第
三
で
下
田
は
︑﹁
外
國
の
教
育
行
政
及
び
教

育
事
情
を
纏
め
て
書
い
た
も
の
が
︑
我
國
︹
日
本
︺
に
は
不
思
議
に
も
甚
だ
少

な
い
今
日
︑
其
一
部
た
る
女
子
教
育
に
就
て
︑
多
少
参
考
と
な
ら
ば
幸
で
あ

る（
37
）

﹂
と
し
て
︑
欧
米
諸
国
の
女
子
教
育
の
歴
史
や
現
況
を
記
述
し
て
い
る
︒
下

田
の
意
図
は
日
本
の

0

0

0

女
子
教
育
を
欧
米
の
水
準
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
あ
り（

38
）

︑
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こ
の
著
書
は
あ
く
ま
で
も
日
本
向
け

0

0

0

0

の
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
媧
魂
が
下
田
の
著
書
『
女
子
教
育
』
を
抄
訳
し
︑﹁
欧
米
之

0

0

0

女
子
教
育
﹂（
傍

点
は
引
用
者
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
理
由
は
︑
彼
女
が
翻
訳
し
た
部
分

を
確
認
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
︑
媧
魂
は
下

田
の
緒
論
か
ら
第
三
編
の
第
二
部
分
ま
で
を
全
部
省
略
し
︑
第
三
編
の
第
三
部

分
︑
つ
ま
り
欧
米
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
の
記
載
の
み
を
選
ん
で
翻
訳
し
た
︒

実
際
に
媧
魂
が
翻
訳
し
た
の
は
傍
線
を
引
い
た
部
分
で
︑
点
線
を
引
い
た
部
分

は
翻
訳
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
︑『
新
女
界
』
の
廃
刊
に
よ
っ
て
実
現
し
な

か
っ
た
︒
そ
の
翻
訳
内
容
を
対
照
し
て
見
る
と
︑
原
文
を
忠
実
に
直
訳
し
て
お

り
︑
原
著
の
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る（

39
）

︒
し
か
し
︑
正
し
い

理
解
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ
も
部
分
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒

　
下
田
は
生
理
学
︑
心
理
学
に
基
づ
き
︑
女
子
の
本
分
で
あ
る
良
妻
や
賢
母
の

育
成
を
目
的
と
す
る
女
子
教
育
論
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
︑
媧
魂
を
は
じ
め

当
時
の
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
は
︑
教
育
を
通
し
て
男
性
と
平
等
な
立
場
に

立
ち
︑
同
等
な
権
利
と
義
務
を
果
た
す
女
国
民
を
目
指
し
て
い
た
︒
そ
れ
故
に
︑

ま
だ
纏
足
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
識
字
教
育
も
ほ
と
ん
ど
さ
れ
な
か
っ
た

当
時
の
中
国
人
女
性
に
対
し
て
︑
女
性
の
身
体
及
び
精
神
に
つ
い
て
の
系
統
的

な
知
識
を
与
え
る
よ
り
も
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
自
身
が
置
か
れ
た
地
位
を
認
識

さ
せ
︑
女
子
教
育
へ
と
導
く
か
が
急
務
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
つ
ま
り
こ
れ

が
ま
さ
し
く
︑
媧
魂
が
日
本
の
女
子
教
育
論
で
は
な
く
︑
欧
米
各
国
女
子
教
育

の
状
況
の
み
を
選
択
し
て
︑
翻
訳
し
た
理
由
で
あ
る（

40
）

︒

　
媧
魂
が
下
田
の
『
女
子
教
育
』
を
抄
訳
す
る
以
前
か
ら
︑
中
国
知
識
人
た
ち

は
日
本
の
女
子
教
育
（
論
）
を
翻
訳
し
て
い
た
︒
黄
湘
金
の
論
文
﹁
三
部
日
訳

『
女
子
教
育
（
論
）』
在
晩
清
中
国
﹂
に
よ
る
と
︑
成
瀬
仁
蔵
の
『
女
子
教
育
』

（
一
八
九
六
年
）
は
一
九
〇
二
年
に
訳
書
彙
編
社
（
中
国
人
男
子
留
学
生
た
ち
が

一
九
〇
〇
年
に
組
織
し
た
団
体
で
︑
主
に
日
本
の
明
治
維
新
に
関
す
る
著
書
や
︑
憲

法
︑
軍
事
︑
教
育
に
関
す
る
著
書
を
翻
訳
し
て
い
た
）
に
よ
っ
て
︑
永
江
正
直
の

『
女
子
教
育
論
』（
一
八
九
二
年
）
は
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
三
年
に
か
け
て

銭
単
士
厘
（
浙
江
省
出
身
︑
夫
は
清
国
の
外
交
官
）
と
い
う
女
性
に
よ
っ
て
翻
訳

さ
れ
た
と
い
う（

41
）

︒
し
た
が
っ
て
︑
下
田
の
『
女
子
教
育
』
の
抄
訳
以
前
に
︑
中

国
人
女
子
留
学
生
た
ち
が
日
本
の
女
子
教
育
書
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
媧
魂
が
下
田
の
著
書
か
ら
欧
米
の
女
子
教
育
の
記
述
を
選

ん
で
翻
訳
し
た
と
い
う
こ
と
は
︑
成
瀬
や
永
江
と
異
な
り（

42
）

︑
下
田
の
み
が
欧
米

の
女
子
教
育
の
歴
史
や
現
況
な
ど
に
関
す
る
情
報
を
系
統
的
︑
直
接
的
に
提
供

し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

2
．
大
澤
岳
太
郎
の
『
日
本
婦
人
待
遇
論
』
と
轉
坤
抄
訳
の
﹁
婦
人
待
遇
論
﹂

　
他
方
︑
轉
坤（

43
）

は
『
新
女
界
』
の
第
一
号
か
ら
第
五
号
に
分
け
て
︑
大
澤
岳
太

郎
の
『
日
本
婦
人
待
遇
論
』
を
抄
訳
し
︑
タ
イ
ト
ル
を
﹁
婦
人
待
遇
論
﹂
と
し

た
︒
翻
訳
内
容
を
比
較
す
る
前
に
︑
ま
ず
大
沢
が
『
日
本
婦
人
待
遇
論
』
を
著

し
た
目
的
を
考
察
し
た
い
︒

　
大
澤
岳
太
郎
（
一
八
六
三
～
一
九
二
〇
）
は
︑
日
本
に
お
け
る
比
較
解
剖
学
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の
開
祖
で
あ
る（

44
）

︒
大
澤
は
生
涯
︑
解
剖
学
や
胎
生
学
の
著
書
を
数
多
く
出
版
し

て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
婦
人
に
関
す
る
著
書
は
『
日
本
婦
人
待
遇
論
』
が
唯
一

の
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
書
は
︑
彼
が
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
後
の
一
八
九
九
年

に
書
い
た
も
の
で
︑
東
京
南
江
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
︒

　﹁
自
序
﹂
に
お
い
て
大
澤
は
﹁
獨
逸
國
に
逗
り
専
門
學
事
を
脩
む
る
の
傍
ら

親
し
く
其
國
人
と
往
来
し
其
家
内
の
調
和
せ
る
其
家
の
富
め
る
其
人
の
健
康
な

る
殊
に
其
婦
人
待
遇
の
厚
を
見
る
毎
に
羨
望
に
堪
へ
ず
又
之
を
故
鄕
に
顧
み
之

を
一
身
の
經
歴
に
比
し
却
て
痛
嘆
す
る
者
數
矣
竊
に
以
爲
く
我
國
の
隆
盛
を
促

し
人
生
の
至
樂
を
謀
る
に
は
先
づ
一
家
の
平
和
を
致
す
に
あ
り
婦
人
の
待
遇
を

改
む
る
に
あ
り（

45
）

﹂
と
︑
こ
の
本
を
著
し
た
意
図
を
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

﹁
外
界
の
大
勢
を
察
し
之
を
自
心
に
顧
み
始
め
て
處
世
の
方
を
得
べ
き
者
な
る
﹂

た
め
︑
本
論
で
は
ま
ず
世
界
各
国
古
今
の
婦
人
待
遇
を
略
叙
し
︑
ま
た
外
国
人

の
日
本
婦
人
に
関
す
る
評
論
を
抄
録
し
︑
最
後
に
著
者
の
意
見
を
述
べ
た
と
い

う（
46
）

︒『
日
本

0

0

婦
人
待
遇
論
』（
傍
点
は
引
用
者
）
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
︑
大
澤
の
焦
点
は
世
界
各
国
の
婦
人
た
ち
で
は
な
く
︑
日
本
の
婦
人
た
ち

で
あ
っ
た
︒

　
以
下
は
︑
大
澤
の
原
著
及
び
轉
坤
が
抄
訳
し
た
﹁
婦
人
待
遇
論
﹂
の
具
体
的

な
内
容
で
あ
る
︒
轉
坤
は
︑
傍
線
を
引
い
た
部
分
の
み
を
翻
訳
し
て
い
る
︒

第
一
篇
：
女
子
一
般
の
待
遇

　
第
一
章
：
女
児
と
し
て
の
待
遇

　
第
二
章
：
婦
人
と
し
て
の
待
遇

　
　
第
一
：
未
開
人
種
に
於
け
る
婦
人
の
位
置

　
　
第
二
：
昔
時
開
化
人
民
に
於
け
る
婦
人
の
位
置

　
　
第
三
：
イ
ス
ラ
ヘ
ル
の
昔
時
に
於
け
る
婦
人
の
位
置

　
　
第
四
：
希
臘
の
昔
時
に
於
け
る
婦
人
の
位
置

　
　
第
五
：
羅
馬
の
昔
時
に
於
け
る
婦
人
の
位
置

　
　
第 

六
：
女
子
と
宗
教
と
の
關
係
（
モ
ハ
メ
ッ
ト
宗
︑
基
督
教
︑
佛
教
︑

儒
教
︑
基
督
教
を
奉
ぜ
ざ
る
歐
羅
巴
に
於
け
る
婦
人
の
位
置
）

　
　
第
七
：
歐
羅
巴
中
古
に
於
け
る
婦
人
の
位
置

　
　
第 

八
：
歐
羅
巴
近
世
に
於
け
る
婦
人
の
位
置
（
獨
國
︑
英
國
︑
佛
國
︑

西
班
牙
及
伊
太
利
︑
ス
ラ
ー
ウ
ェ
ン
人
種
︑
露
西
亜
）

　
第
三
章
：
母
と
し
て
の
婦
人

　
第
四
章
：
繼
母
と
し
て
の
婦
人

第
二
篇
：
日
本
の
女
子

　
第
五
章
：（
日
本
の
女
子
に
対
す
る
）
外
国
人
の
評
論

　
第
六
章
：
女
性
に
就
い
て
の
非
難

　
第
七
章
：
男
女
の
區
別

　
第
八
章
：
女
子
待
遇
の
発
達

　
第
九
章
：
男
子
の
弊
風

　
第
十
章
：
女
子
に
向
い
て
の
注
告
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大
澤
は
『
日
本
婦
人
待
遇
論
』
を
大
き
く
第
一
篇
﹁
女
子
一
般
の
待
遇
﹂
と

第
二
篇
﹁
日
本
の
女
子
﹂
に
分
け
て
著
し
て
い
る
が
︑
そ
の
分
量
を
比
較
し
て

見
る
と
︑
前
者
が
八
〇
頁
で
後
者
が
一
三
〇
頁
を
超
え
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
も
︑

大
澤
の
焦
点
が
日
本
女
性
に
置
か
れ
︑
第
一
篇
は
日
本
の
女
子
が
参
照
す
べ
き

資
料
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
一
方
︑
轉
坤
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
大
澤
の
第
一
篇
﹁
世
界
各
国
婦

人
の
待
遇
（
女
性
の
地
位
）﹂
だ
け
を
選
ん
で
翻
訳
し
︑
日
本
女
性
に
関
す
る
部

分
は
全
部
省
略
し
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
抄
訳
の
冒
頭
で
﹁
本
書
を
抄
訳
し
た
目

的
は
︑
我
が
国
の
女
性
た
ち
が
世
界
各
国
の
婦
人
の
待
遇
を
参
考
と
し
て
︑
自

分
自
身
の
位
置
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る（

47
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
轉
坤
は
︑
こ
の

翻
訳
を
読
ん
で
古
今
東
西
︑
世
界
各
国
の
婦
人
の
待
遇
を
知
っ
た
中
国
の
二
億

の
女
性
同
胞
が
︑
自
分
自
身
の
置
か
れ
た
位
置
を
自
覚
し
て
立
ち
上
が
る
こ
と

を
強
く
願
っ
た
が
︑
そ
の
際
︑
日
本
の
女
性
た
ち
は
参
考
と
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒

　
媧
魂
が
抄
訳
し
た
﹁
欧
米
之
女
子
教
育
﹂
に
し
ろ
︑
轉
坤
が
抄
訳
し
た
﹁
婦

人
待
遇
論
﹂
に
し
ろ
︑
彼
女
た
ち
の
理
想
的
モ
デ
ル
は
︑
西
洋
の
女
子
教
育
に

関
す
る
知
見
を
日
本
の
国
情
に
合
わ
せ
て
再
構
成
し
た
日
本
人
の
た
め
の
近
代

的
女
子
教
育
／
女
性
論
で
は
な
く
︑
日
本
の
書
籍
に
紹
介
さ
れ
た
西
欧
諸
国
の

女
子
教
育
／
女
性
論
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
当
時
の
日
本
の
書
籍
は

中
国
人
留
学
生
た
ち
が
欧
米
世
界
を
見
る
覗
き
窓
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒

　『
新
女
界
』
は
﹁
翻
訳
﹂
欄
以
外
に
も
︑﹁
記
載
（
国
外
の
部
）﹂
欄
と
﹁
時

評
（
国
外
の
部
）﹂
欄
で
欧
米
諸
国
婦
人
の
政
治
活
動
を
紹
介
し
て
い
る（

48
）

︒
唯

一
日
本
婦
人
の
政
治
活
動
を
紹
介
し
て
い
る
の
は
煉
石
で
︑
彼
女
は
﹁
日
本
婦

人
の
政
治
運
動
﹂
と
い
う
論
説
で
︑
日
本
は
欧
化
主
義
を
実
施
し
て
四
十
年
に

な
る
が
︑
日
本
の
女
性
た
ち
は
ま
だ
政
治
上
に
お
い
て
は
国
民
と
し
て
の
権
利

が
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
︒
そ
の
一
方
で
す
で
に
︑
福
田
英
子

（
一
八
六
五
～
一
九
二
七
）
の
よ
う
に
真
剣
に
女
子
の
権
利
を
取
り
戻
そ
う
と
す

る
女
性
も
現
れ
て
い
る
と
︑
そ
の
萌
芽
的
現
象
を
認
め
て
い
る（

49
）

︒

　
当
時
の
日
本
政
府
は
女
性
の
政
治
参
加
に
反
対
し
︑
女
性
に
よ
る
﹁
政
治
上

の
集
会
・
演
説
﹂
は
厳
禁
と
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
日
本
に
お
い
て
中
国
人
女
子

留
学
生
た
ち
は
︑
国
家
思
想
を
発
展
さ
せ
︑
男
性
と
同
等
に
活
動
で
き
る
女
国

民
に
憧
れ
て
お
り
︑
彼
女
た
ち
の
理
想
的
女
性
の
モ
デ
ル
は
︑
す
で
に
独
立
し

た
人
格
を
持
ち
︑
男
性
と
対
等
の
﹁
女
国
民
﹂
と
し
て
社
会
活
動
を
行
い
う
る

西
洋
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
政
治
上
の
﹁
独
立
し
た
人
格
﹂
が
ま

だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
日
本
女
性
に
関
す
る
著
述
は
︑
最
初
か
ら
中
国
人

女
子
留
学
生
た
ち
の
見
倣
う
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

三
、 

欧
米
人
女
性
の
伝
記
を
重
訳
し
た
意
図 

―
―
日
本
語
訳
と
の
比
較
を
通
し
て

　
雑
誌
『
新
女
界
』
の
第
一
号
か
ら
第
五
号
に
は
︑
七
人
の
欧
米
人
女
性
の
立
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身
伝
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
巾
俠
訳
﹁
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
夫
人
伝
﹂

（
第
一
︑ 
二
号
）︑
靈
希
訳
﹁
ガ
レ
ッ
ト
・
フ
ラ
ー
・
オ
ソ
リ
ー
女
史
伝
﹂（
第
一

号
︑
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
新
聞
記
者
）
と
﹁
メ
ア
リ
ー
・
リ
オ
ン
女
史
伝
﹂（
第

二
号
︑
ア
メ
リ
カ
の
教
育
家
）︑
梅
鑄
訳
﹁
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
伝
﹂（
第
三
号
）︑

灼
華
訳
﹁
リ
バ
モ
ー
ア
女
史
伝
﹂（
第
四
号
︑
ア
メ
リ
カ
の
演
説
家
）︑
棨
旃
訳

﹁
エ
リ
オ
ッ
ト
女
史
伝
﹂（
第
四
号
︑
英
国
の
小
説
家
）
と
訳
者
不
明
﹁
モ
ッ
ト

女
史
伝
﹂（
第
五
号
︑
ア
メ
リ
カ
の
社
会
運
動
家
）
で
あ
る
︒

　
梅
鑄
訳
﹁
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
伝（

50
）

﹂
を
除
い
て
︑
ほ
か
の
欧
米
人
女
性
の
伝

記
の
原
著
と
見
ら
れ
る
の
は
サ
ラ
・
K
・
ボ
ル
ト
ン（

51
）

（Sarah K
now

les B
olton

︑

一
八
四
一
～
一
九
一
六
）
が
一
八
八
六
年
に
書
い
た
『Lives of G
irls W

ho B
ecam

e 

Fam
ous

』
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
は
洋
書
か
ら
直
接
に

翻
訳
し
た
の
で
は
な
く
︑
一
九
〇
六
年
に
根
本
正
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
著
書

『
欧
米
女
子
立
身
傳
』
を
重
訳
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
た
と
え
ば
︑
灼
華
が
訳
し

た
﹁
リ
バ
モ
ー
ア
女
史
伝
﹂
と
根
本
訳
を
対
照
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
根
本
は
﹁
演
説
家
：
リ
バ
モ
ー
アM

ary A
 Liverm

ore （
52
）

﹂
に
お
い
て
︑﹁
女
史

ボ
ス
ト
ン
市
に
生
れ
市
立
小
學
に
て
修
業
せ
る
が
小
學
生
徒
時
代
の
女
史
は
常

に
貧
弱
な
る
生
徒
に
同
情
を
表
し
富
豪
の
子
弟
を
挫
き
た
る
を
以
て
男
性
も
女

性
も
女
史
の
義
俠
心
に
敬
服
し
︑
儕
輩
の
間
に
非
常
に
重
ぜ
ら
れ
た
り
と
云

ふ
﹂
と
翻
訳
し
た
の
に
対
し
︑
灼
華
は
﹁
女
史
生
於
波
士
敦
在
市
立
小
學
校
肄

業
當
小
學
生
時
代
就
有
扶
弱
抑
強
的
義
俠
心
見
了
貧
困
生
徒
深
表
同
情
見
了
富

豪
子
弟
反
生
厭
棄
所
以
同
學
中
没
有
一
个
不
敬
服
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
原
文
の

漢
字
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
訳
文
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑

灼
華
は
根
本
の
訳
書
を
忠
実
に
直
訳
し
て
い
る（

53
）

︒
ほ
か
の
伝
記
も
ほ
ぼ
同
様
の

逐
語
訳
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
は
な
ぜ
︑
根
本
の
著
書
か
ら
こ
の
六

人
を
選
び
︑
翻
訳
し
た
の
だ
ろ
う
か
︑
そ
の
取
捨
選
択
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
理
由
を
探
る
た
め
に
︑
ま
ず
根
本
が
『
欧
米
女
子
立
身

傳
』
を
翻
訳
し
た
意
図
を
考
察
し
た
い
︒

　
根
本
正
（
一
八
五
一
～
一
九
三
三
）
は
旧
水
戸
藩
士
で
︑
一
八
七
九
年
に
西

洋
の
学
問
を
学
ぶ
た
め
に
渡
米
し
︑
一
八
九
〇
年
に
帰
国
し
た
︒
彼
は
ア
メ
リ

カ
留
学
時
に
受
け
た
影
響
か
ら
帰
国
後
未
成
年
者
の
禁
煙
︑
禁
酒
運
動
を
推
進

す
る
︒
一
九
〇
一
年
︑
根
本
は
﹁
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
案
﹂
を
帝
国
議
会
に

提
出
す
る
が
︑
様
々
な
立
場
か
ら
反
論
が
出
て
︑
否
決
さ
れ
る
︒
同
法
が
成
立

す
る
ま
で
に
二
十
二
年
も
か
か
っ
た
︒
所
信
を
堅
持
し
て
未
成
年
者
飲
酒
禁
止

法
案
を
提
出
し
続
け
た
の
は
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
根
本
議
員
で
あ
る（

54
）

︒

　
一
九
〇
六
年
︑
根
本
は
﹁
少
年
少
女
座
右
の
銘
箴
と
な
し
立
身
の
律
筏
と
爲

し
以
て
其
成
功
に
資
す
る（

55
）

﹂
こ
と
を
望
ん
で
『
欧
米
青
年
立
身
傳
』
と
そ
の
姉

妹
篇
で
あ
る
『
欧
米
女
子
立
身
傳
』
を
翻
訳
し
た
︒
実
は
そ
の
四
年
前
の

一
九
〇
二
年
︑
彼
は
す
で
に
『
欧
米
貧
児
出
世
美
談（

56
）

』
を
翻
訳
し
︑
教
文
館
か

ら
刊
行
し
て
い
た
が
︑
そ
の
﹁
序
﹂
や
﹁
緒
言
﹂
は
『
欧
米
青
年
立
身
傳
』
と

ま
っ
た
く
一
致
し
て
お
り
︑
そ
の
内
容
も
扱
っ
て
い
る
人
物
が
最
初
の
二
十
二

人
か
ら
二
十
四
人
に
増
え
て
い
る
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
︒
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　『
欧
米
貧
児
出
世
美
談
』
の
﹁
緒
言
﹂
に
お
い
て
根
本
は
︑﹁
本
書
載
す
る
所

の
歐
米
數
十
の
英
傑
孰
れ
も
皆
貧
困
に
踏
み
付
け
ら
れ
た
る
路
芝
に
あ
ら
ざ
る

は
無
し
而
し
て
彼
等
が
勤
勉
忍
耐
百
難
を
排
し
て
功
業
を
成
就
せ
る
跡
を
見
る

毎
に
余
輩
未
だ
曾
て
奮
然
と
し
て
自
ら
勵
ま
ず
ん
ば
非
ず
我
有
爲
の
青
年
幸
に

本
書
を
以
て
其
立
志
成
業
の
資
と
為
さ
ば
豈
に
獨
り
著
者
の
榮
の
み
な
ら
ん

や（
57
）

﹂
と
翻
訳
の
意
図
を
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
学
者
︑
発
明
家
︑
政
治
家
︑

経
世
家
や
商
工
業
者
な
ど
の
英
傑
た
ち
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
貧
困
の
中
に
志

を
立
て
︑
身
を
起
し
て
偉
業
を
成
就
し
た
各
人
物
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
︒

　
前
述
し
た
よ
う
に
︑『
欧
米
青
年
立
身
傳
』
の
初
版
と
言
え
る
『
欧
米
貧
児

出
世
美
談
』
が
翻
訳
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
二
年
で
︑
初
め
て
未
成
年
者
飲
酒
禁

止
法
案
を
国
会
に
提
出
し
た
翌
年
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
翻
訳
の
背
景
に
は
︑

青
少
年
時
か
ら
の
飲
酒
を
し
な
い
習
慣
づ
け
を
足
掛
か
り
に
︑
よ
り
広
範
な
禁

酒
運
動
を
展
開
し
実
現
し
た
い
と
い
う
根
本
の
も
う
一
つ
の
意
図
が
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
︒
同
じ
く 

﹁
緒
言
﹂ 

で
彼
は
︑ ﹁
酒
色
を
喜
こ
び
て
一
生
を
遊
惰
放

逸
に
消
費
す
る
﹂︑﹁
富
貴
の
家
に
生
ま
れ
て
酔
生
夢
死
す
る
﹂
青
年
た
ち
を
憂

え
て
い
る（

58
）

︒
ち
な
み
に
︑ ﹁
序
﹂ 

を
寄
せ
た
江
原
素
六 

（
一
八
四
二
～
一
九
二
二
）

も
︑
根
本
と
と
も
に
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
を
提
唱
し
続
け
た
人
物
で
あ
っ
た
︒

　
一
方
︑『
欧
米
女
子
立
身
傳
』
に
は
十
五
人
の
女
性
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
は
①
﹁
文
学
者
：
ス
ト
ーH

arriet B
eecher Stow

e

﹂︑
②
﹁
講
演
者
：
モ

ツ
トLucretia M

ott

﹂︑
③
﹁
演
説
家
：
リ
バ
モ
ー
アM

ary A
 Liverm

ore

﹂︑

④
﹁
新
聞
記
者
：
オ
ソ
リ
ーM

argaret Fuller O
ssoli

﹂︑
⑤
﹁
理
学
者
：
ミ
ッ

チ
ルM

aria M
itchell

﹂︑
⑥
﹁
著
述
者
：
ア
ル
コ
ッ
トLouisa M

. A
lcott

﹂︑
⑦

﹁
教
育
家
：
リ
オ
ンM

ary Lyon

﹂︑
⑧
﹁
政
治
記
者
：
ス
チ
ー
ルM

adam
e de 

Stael

﹂︑
⑨
﹁
慈
善
家
：
フ
ラ
イE

lizabeth Fry

﹂︑
⑩
﹁
看
護
婦
：
ナ
イ
チ
ン

ゲ
ー
ルFlorence N

ightingale

﹂︑
⑪
﹁
小
説
家
：
エ
リ
オ
ッ
トG

eorge E
liot

﹂︑

⑫
﹁
慈
善
家
：
ト
ロ
セ
ア
︑
リ
ン
ト
︑
ジ
キ
キD

orothea Lynde D
ix

﹂︑
⑬

﹁
美
教
の
母
：
ス
サ
ン
ナ
︑
ウ
ェ
ス
レ
ーSusanna W

esley

﹂︑
⑭
﹁
慈
善
家
：

シ
ウ
リ
ア
︑
バ
ー
ム
リ
ー
︑
ビ
リ
ン
グ
スJulia Parm

ly B
illings

﹂︑
⑮
﹁
無
冠

の
女
帝
：
ウ
イ
ラ
ー
ドFlancis E

. W
illard

﹂
で
あ
る
︒
そ
の
中
︑
①
か
ら
⑪

ま
で
の
十
一
人
の
女
性
の
伝
記
は
『Lives of G

irls W
ho B

ecam
e Fam

ous

』
か
ら

選
び
翻
訳
し
て
い
る
が
︑
⑫
か
ら
⑮
ま
で
の
四
人
の
女
性
の
伝
記
は
︑
別
の
著

書
か
ら
補
っ
て
い
る
︒

　『
欧
米
女
子
立
身
傳
』
の
﹁
緒
言
﹂
で
根
本
は
︑﹁
忍
耐
刻
苦
は
立
身
成
功
に

於
け
る
最
大
要
素
な
り
（
中
略
）
而
し
て
余
の
觀
る
所
に
依
れ
ば
婦
女
子
の
立

身
成
功
に
は
忍
耐
刻
苦
の
外
別
に
又
一
個
の
要
素
あ
り
何
ぞ
や
即
ち
仁
惠
慈
善

の
徳
性
是
な
り
抑
も
女
子
た
る
も
の
假
令
如
何
に
才
智
あ
り
如
何
に
學
問
あ
る

も
仁
慈
の
心
な
く
ん
ば
其
學
問
才
智
は
啻
に
自
他
の
利
益
と
な
ら
ざ
る
の
み
な

ら
ず
或
は
却
て
己
を
傷
け
ま
た
人
を
害
ふ
に
至
る
な
し
と
せ
ざ
る
な
り（

59
）

﹂
と
述

べ
︑
青
年
伝
と
共
通
す
る
﹁
忍
耐
刻
苦
﹂
と
は
別
に
︑
婦
女
子
の
立
身
成
功
に

は
と
り
わ
け
﹁
仁
惠
慈
善
﹂
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

　
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
『
欧
米
青
年
立
身
傳
』
と
同
じ
よ
う
に
︑
よ
り
広
範
な

禁
酒
運
動
を
展
開
し
実
現
し
た
い
と
い
う
意
図
も
そ
こ
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た
︒
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た
と
え
ば
︑
⑮
﹁
無
冠
の
女
帝
：
ウ
イ
ラ
ー
ド
﹂
は
合
衆
国
婦
人
同
盟
会
の
総

裁
と
し
て
︑
世
界
各
国
の
政
府
に
酒
類
売
買
禁
止
を
請
願
し
︑
根
本
の
言
葉
を

借
り
る
な
ら
ば
禁
酒
主
義
を
﹁
拔
山
倒
海
の
勢
﹂
で
広
め
た
人
物
で
あ
る
︒
そ

の
ほ
か
︑
②
﹁
講
演
者
：
モ
ツ
ト
﹂︑
③
﹁
演
説
家
：
リ
バ
モ
ー
ア
﹂︑
⑥
﹁
著

述
者
：
ア
ル
コ
ッ
ト
﹂
た
ち
も
禁
酒
運
動
に
参
加
し
て
い
る
︒

　
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
が
根
本
の
『
欧
米
女
子
立
身
傳
』
を
重
訳
し
た
目

的
は
︑
彼
女
た
ち
が
求
め
た
新
し
い
中
国
人
女
性
像
︑
つ
ま
り
職
業
を
得
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
身
の
独
立
を
実
現
し
︑
社
会
的
に
男
性
と
同
等
に
活
躍
す
る
と

い
う
女
性
像
が
︑
欧
米
の
伝
記
に
見
ら
れ
る
女
性
像
と
一
致
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
︒
根
本
は
原
著
『Lives of G

irls W
ho B

ecam
e Fam

ous

』
に
な
い
禁
酒
運
動

家
の
ウ
ィ
ラ
ー
ド
を
補
っ
て
翻
訳
す
る
ほ
ど
︑
広
く
禁
酒
運
動
を
推
進
す
る
こ

と
に
力
を
入
れ
た
が
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
は
禁
酒
運
動
に
参
加
し
た
女

史
た
ち
の
伝
記
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
て
い
る
も
の
の
︑
運
動
自
体
に
注
目
し
た

形
跡
は
な
い
︒

　
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
六

人
の
女
性
を
見
る
と
︑
三
つ
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
︒
一
つ
目
は
︑
女
子
参
政

権
／
女
権
拡
張
を
提
唱
し
た
人
物
で
︑
②
﹁
講
演
者
：
モ
ツ
ト
﹂
と
④
﹁
新
聞

記
者
：
オ
ソ
リ
ー
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
モ
ッ
ト
は
奴
隷
問
題
ば
か

り
で
な
く
︑
女
子
参
政
権
問
題
な
ど
に
尽
力
奔
走
し
た
︒
オ
ソ
リ
ー
は
雑
誌
の

編
集
長
を
務
め
て
い
た
期
間
に
︑
世
界
に
お
け
る
婦
人
の
地
位
を
論
じ
︑
女
権

拡
張
の
必
要
を
説
い
た
︒

　
二
つ
目
は
︑
女
子
教
育
を
提
唱
し
た
人
物
で
︑
⑦
﹁
教
育
家
：
リ
オ
ン
﹂
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
リ
オ
ン
は
女
子
高
等
教
育
の
必
要
を
熱
心
に
説
い
た
先
駆
者
の

一
人
で
︑
無
私
無
欲
の
精
神
か
ら
自
身
が
得
た
報
酬
は
生
活
費
を
除
い
て
す
べ

て
貧
困
な
生
徒
に
附
与
し
︑
そ
の
学
費
を
補
助
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
国
家
文
明

の
原
動
力
は
婦
人
で
あ
り
︑
男
子
の
智
徳
が
い
か
に
発
達
し
て
も
︑
婦
人
が
不

学
無
識
で
そ
の
地
位
が
低
劣
な
ら
ば
︑
社
会
の
新
文
明
は
望
め
な
い
と
常
に
述

べ
て
い
た
︒
一
方
︑
⑪
﹁
小
説
家
：
エ
リ
オ
ッ
ト
﹂
は
直
接
に
女
子
教
育
と
は

関
わ
り
が
な
い
が
︑
小
説
を
著
し
て
得
た
原
稿
収
入
を
慈
善
に
費
や
し
︑
貧
民

や
困
窮
し
た
学
者
あ
る
い
は
女
学
校
な
ど
へ
寄
附
し
た
︒

　
三
つ
目
の
特
徴
は
︑
軍
人
兵
士
の
救
援
に
従
事
し
た
人
物
で
︑
⑩
﹁
看
護

婦
：
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
﹂
と
③
﹁
演
説
家
：
リ
バ
モ
ー
ア
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
看
護
婦
学
校
を
設
立
し
た
ば
か
り
で
な
く
︑
ク
リ
ミ
ア
戦

争
の
時
に
自
ら
看
護
婦
隊
を
率
い
て
患
者
の
救
護
に
従
事
し
た
︒
リ
バ
モ
ー
ア

は
同
志
婦
人
と
協
力
し
て
婦
人
後
援
会
と
い
う
団
体
を
組
織
し
︑
軍
隊
に
助
力

し
︑
軍
人
の
遺
族
を
保
護
し
た
︒
ま
た
︑
彼
女
は
野
戦
衛
生
婦
人
隊
を
組
織
し
︑

傷
病
軍
人
を
看
護
し
た
︒

　
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
の
職

業
は
︑
一
定
の
識
字
教
育
を
施
せ
ば
当
時
の
中
国
で
も
登
場
し
得
る
︑
現
実
に

即
し
た
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
︒
他
方
︑『
新
女
界
』
に
翻
訳
さ
れ
な
か
っ
た
女
性

の
な
か
に
は
︑
新
慧
星
を
発
見
し
て
天
文
学
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
⑤
﹁
理
学

者
：
ミ
ッ
チ
ル
﹂
の
他
に
︑
貧
民
の
救
済
な
ど
慈
善
事
業
に
尽
瘁
す
る
と
と
も
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に
宣
教
師
と
し
て
布
教
に
尽
力
し
た
⑨
﹁
慈
善
家
：
フ
ラ
イ
﹂
や
⑭
﹁
慈
善

家
：
シ
ウ
リ
ア
︑
バ
ー
ム
リ
ー
︑
ビ
リ
ン
グ
ス
﹂︑
ま
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
指
導

者
と
な
る
息
子
（
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
）
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
⑬
﹁
美
教
の
母
：
ス
サ
ン
ナ
︑
ウ
ェ
ス
レ
ー
﹂
な
ど
キ
リ

ス
ト
教
的
慈
善
活
動
に
貢
献
し
た
女
性
た
ち
が
多
い
︒
し
か
し
︑
中
国
で
は
北

京
条
約
（
一
八
六
〇
年
）
以
後
︑
一
連
の
反
キ
リ
ス
ト
教
・
排
外
運
動
が
起
こ

り
︑
特
に
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
の
時
に
は
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師

が
多
数
殺
害
さ
れ
た（

60
）

︒
そ
の
た
め
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
慈
善
活
動
や
高
度
な
専
門

的
知
識
を
必
要
と
す
る
職
業
は
︑
中
国
人
女
性
に
と
っ
て
無
縁
の
存
在
で
あ
り
︑

目
ざ
す
べ
き
モ
デ
ル
と
は
成
り
得
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒

　『
欧
米
女
子
立
身
傳
』
に
は
演
説
家
︑
教
育
家
︑
小
説
家
な
ど
数
多
く
の
職

業
婦
人
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
雑
誌
『
新
女
界
』
で
は
根
本
の
著
書
の
記
載

順
序
を
無
視
し
て
︑
十
番
目
に
位
置
す
る
﹁
看
護
婦
：
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
﹂
を

最
初
に
紹
介
し
て
い
る
︒
看
護
婦
と
し
て
戦
場
に
赴
き
︑
負
傷
し
た
軍
人
を
看

護
す
る
こ
と
は
︑
国
家
を
支
え
る
女
国
民
と
し
て
責
任
を
果
た
し
う
る
恰
好
の

職
務
で
あ
り
︑
高
い
教
育
レ
ベ
ル
を
必
要
と
せ
ず
︑
一
定
の
看
護
術
を
身
に
つ

け
れ
ば
活
躍
で
き
る
と
い
う
点
で
も
極
め
て
現
実
的
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
れ

は
﹁
慈
恵
博
愛
を
第
一
主
旨（

61
）

﹂
と
す
る
女
性
の
新
道
徳
に
も
大
い
に
適か
な

っ
て
い

た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
看
護
婦
は
中
国
の
女
性
に
最
も
相
応
し
い
職
業
の
一

つ
と
し
て
宣
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る（

62
）

︒

　
こ
れ
ら
と
は
別
に
︑
梅
鑄
も
﹁
法
國
救
亡
女
傑
若
安
傳
﹂
を
訳
し
︑
女
性
も

男
性
と
同
様
に
軍
人
と
し
て
︑
国
の
た
め
に
自
分
の
役
目
を
果
た
す
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る（

63
）

︒
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ジ
ャ
ン
・
ダ
ル
ク
（
一
四
一
二

～
一
四
三
一
）
は
周
知
の
よ
う
に
英
仏
百
年
戦
争
（
一
三
三
七
～
一
四
五
三
）
で

英
国
軍
に
抵
抗
し
︑
捕
虜
と
な
っ
て
処
刑
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
農
民
出
身
の
少

女
で
あ
る
︒
少
女
の
身
で
あ
り
な
が
ら
︑
馬
に
飛
び
乗
っ
て
戦
場
に
赴
き
︑
国

難
を
救
い
︑
毅
然
と
し
て
命
を
捧
げ
た
そ
の
情
熱
が
︑
同
様
に
国
難
に
瀕
し
て

い
た
中
国
の
女
性
た
ち
の
共
感
を
呼
び
︑
称
賛
さ
れ
た
点
で
あ
ろ
う
︒

　

四
、
翻
訳
内
容
の
多
様
化
―
―
実
学
を
中
心
と
し
た
翻
訳

　
こ
の
よ
う
に
『
新
女
界
』
の
第
三
号
ま
で
の
翻
訳
は
︑
開
明
的
な
欧
米
諸
国

の
女
性
の
伝
記
や
女
性
教
育
／
女
性
論
を
中
心
と
し
て
い
た
が
︑
第
四
号
か
ら

は
そ
の
翻
訳
記
事
の
内
容
が
大
き
く
変
化
す
る
︒﹁
家
庭
﹂（
家
政
）︑﹁
女
芸
界
﹂

（
手
芸
︑
美
術
︑
音
楽
歌
︑
遊
戯
な
ど
）︑﹁
通
俗
科
学
﹂（
家
事
と
関
係
す
る
理
化

及
び
そ
の
他
の
科
学
）︑﹁
衛
生
顧
問
﹂（
女
界
と
関
係
あ
る
生
理
︑
衛
生
や
体
育
の

諸
学
説
）
な
ど
の
新
た
な
欄
が
設
け
ら
れ
︑
そ
れ
ら
の
翻
訳
記
事
に
大
き
な
紙

幅
が
割
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
は
第
三
号
に
煉
石
が
書
い
た
よ
う
に
︑

﹁
す
べ
て
空
論
に
頼
む
べ
き
で
は
な
く
︑
家
政
︑
生
理
︑
衛
生
︑
教
育
︑
手
芸
︑

科
学
な
ど
の
分
野
を
同
じ
よ
う
に
重
ん
じ
れ
ば
︑
中
国
国
内
の
女
性
に
真
に
有

益
と
な
る（

64
）

﹂
と
い
う
国
内
各
省
の
読
者
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
結
果
で
あ
り
︑

こ
の
雑
誌
の
編
纂
方
針
は
実
学
の
新
文
明
に
も
同
様
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
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な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な
変
化
は
︑
清
朝
政
府
が
光
緒
三
三
年
一
月
二
日

（
一
九
〇
七
年
三
月
八
日
）
に
発
布
し
た
﹁
奏
定
女
学
堂
章
程
﹂
と
も
深
く
関

わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
奏
定
女
学
堂
章
程
﹂
は
︑﹁
女
子
小
学
堂
章

程
﹂・﹁
女
子
師
範
学
堂
章
程
﹂
と
い
う
二
つ
の
章
程
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
ま
で
女
子
の
教
育
を
家
庭
内
に
限
定
し
て
い
た
清
朝
政
府
は
︑
男
子
向
け

の
﹁
奏
定
学
堂
章
程
﹂（
一
九
〇
四
年
）
の
発
布
か
ら
三
年
経
っ
て
︑
よ
う
や
く

女
子
の
学
校
教
育
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
杉
本
史
子
の
考
察
に

よ
る
と
︑
こ
の
章
程
の
発
布
に
よ
り
初
め
て
女
子
教
育
は
学
校
教
育
の
中
に
正

式
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
日
本
に
倣
っ
た
﹁
良
妻
賢
母
﹂
主
義
が
国
家
公
認
の
教

育
理
念
と
し
て
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
と
い
う（

65
）

︒
発
布
さ
れ
て
間
も
な
く
︑

﹁
女
子
小
学
堂
章
程
﹂
は
『
新
女
界
』
第
三
号
（
一
九
〇
七
年
四
月
五
日
）
の

﹁
専
件
﹂
欄
に
お
い
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
た
︒

　
こ
の
﹁
女
子
小
学
堂
章
程
﹂・﹁
女
子
師
範
学
堂
章
程
﹂
は
︑
教
育
の
目
的
か

ら
教
科
科
目
ま
で
︑
日
本
の
女
子
教
育
制
度
を
大
幅
に
参
照
し
て
い
る
︒﹁
女

子
小
学
堂
章
程
﹂
の
教
科
科
目
は
︑
日
本
の
文
部
省
が
一
九
〇
〇
年
に
公
布
し

た
﹁
小
学
校
令
改
正
﹂
に
倣
っ
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
の
︑
日

本
の
手
芸
科
目
は
﹁
女
子
ノ
為
ニ
裁
縫
ヲ
加
フ
﹂
と
し
て
い
る
の
に
対
し
︑

﹁
女
子
小
学
堂
章
程
﹂
で
は
日
本
の
﹁
小
学
校
令
改
正
﹂
に
な
い
女
紅
科
目
（
編

物
︑
組
糸
︑
嚢
物
︑
刺
繡
︑
造
花
な
ど
）
を
追
加
し
て
い
た（

66
）

︒

　﹁
女
子
師
範
学
堂
章
程
﹂
の
教
科
科
目
は
︑
一
九
〇
一
年
に
公
布
さ
れ
た
日

本
の
﹁
高
等
女
学
校
令
施
行
規
則
﹂
を
ベ
ー
ス
と
し
て
お
り
︑﹁
修
身
︑
教
育
︑

国
文
︑
中
国
歴
史
︑
地
理
︑
算
術
︑
格
致
︑
図
画
︑
家
事
（
衣
食
住
︑
看
病
︑

育
児
︑
家
計
薄
記
及
び
家
政
整
理
に
関
す
る
諸
事
項
）︑
裁
縫
︑
手
芸
（
編
物
︑
組

糸
︑
嚢
物
︑
刺
繡
︑
造
花
な
ど
）︑
音
楽
︑
体
操
﹂
と
な
っ
て
い
る（

67
）

︒
日
本
で
は

随
意
科
目
だ
っ
た
手
芸
科
目
が
︑﹁
女
子
師
範
学
堂
章
程
﹂
で
は
一
般
科
目
と

し
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
や
は
り
注
意
を
引
く
︒

　
日
本
の
女
子
小
学
校
教
育
に
な
い
手
芸
科
目
を
追
加
し
︑
ま
た
高
等
女
学
校

教
育
で
は
随
意
科
目
だ
っ
た
手
芸
科
目
を
一
般
科
目
と
し
て
導
入
し
た
こ
と
か

ら
︑
同
科
目
を
重
視
す
る
清
朝
政
府
の
姿
勢
が
窺
え
る
︒
そ
の
背
景
に
は
お
そ

ら
く
︑
呉
汝
綸
（
一
八
四
〇
～
一
九
〇
三

（
68
）

）
な
ど
清
末
の
官
僚
た
ち
が
日
本
の

女
子
教
育
の
状
況
を
視
察
し
︑
手
芸
が
女
性
た
ち
の
収
入
源
に
な
っ
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
︒

　
当
時
︑
中
国
国
内
で
は
こ
の
よ
う
な
教
科
科
目
に
関
す
る
知
識
が
極
め
て
少

な
か
っ
た
た
め
︑
国
内
各
省
の
読
者
た
ち
は
家
政
︑
手
芸
︑
生
理
︑
衛
生
︑
教

育
︑
科
学
の
教
科
書
と
な
り
う
る
よ
う
な
翻
訳
書
が
一
日
も
早
く
紹
介
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
た
︒
以
下
は
︑
そ
の
期
待
に
応
え
る
か
た
ち
で
『
新
女

界
』
に
掲
載
さ
れ
た
家
政
︑
手
芸
︑
科
学
︑
生
理
︑
衛
生
に
関
す
る
知
識
の
翻

訳
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
︒

　
■
塚
本
は
ま
子
『
實
践
家
政
學
講
義
』

　
　
　
第
壹
講
﹁
総
論
﹂
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第
貳
講
﹁
一
家
の
平
和
﹂

　
　
　
第
三
講
﹁
生
活
﹂

　
　
　
第
四
講
﹁
一
家
の
財
政
﹂

　
　
　
第
五
講
﹁
交
際
の
圓
滿
﹂

　
　
　
第
六
講
﹁
育
児
に
就
い
て
﹂

　
□
劒
雲
﹁
家
政
學
講
義
﹂（
第
四
号
・
第
五
号
﹁
家
庭
﹂
欄
）

　
　
　
第
壹
講
﹁
総
論
﹂
部
分
訳（

69
）

　
　
　
第
貳
講
﹁
一
家
の
平
和
﹂

　
　 

※
同
じ
﹁
家
庭
﹂
欄
に
訳
者
不
明
の
﹁
新
産
之
兒
童
論
﹂（
第
五
号
）
も
掲
載

さ
れ
て
い
る
が
︑
今
ま
で
の
と
こ
ろ
原
著
は
不
明
で
あ
る
︒

　
■
梶
山
彬
『
造
花
術
新
書
：
女
子
技
芸
』

　
　
　
第
一
編
﹁
総
論
﹂

　
　
　
第
二
編
﹁
材
料
編
﹂

　
　
　
第
三
編
﹁
染
料
編
﹂

　
　
　
第
四
編
﹁
器
具
編
﹂

　
　
　
第
五
編
﹁
實
習
法
﹂

　
□
灼
華
﹁
造
花
術
﹂（
第
四
号
・
第
五
号
﹁
女
芸
界
﹂
欄
）

　
　
　
緒
言

　
　
　
第
一
編
﹁
総
論
﹂

　
　
　
第
二
編
﹁
材
料
編
﹂

　
　
　
第
三
編
﹁
染
料
編
﹂

　
　
　
第
四
編
﹁
器
具
編
﹂

　
　
※
第
五
編
﹁
實
習
法
﹂
を
翻
訳
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
︒

　
■
井
上
正
賀
『
日
用
化
學
』

　
　
　﹁
総
論
﹂

　
　
　
第
一
編
﹁
空
氣
﹂

　
　
　
第
二
編
﹁
水
﹂

　
　
　
第
三
編
﹁
食
物
論
﹂

　
　
　
第
四
編
﹁
植
物
質
食
品
﹂

　
　
　
第
五
編
﹁
動
物
質
食
品
﹂

　
　
　
第
六
編
﹁
嗜
好
品
﹂

　
　
　
第
七
編
﹁
日
用
品
﹂

　
　
　
第
八
編
﹁
燃
料
﹂

　
　
　
第
九
編
﹁
腐
敗
及
ヒ
醱
酵
﹂

　
　
　
第
十
編
﹁
物
質
ノ
循
環
﹂

　
□
帔
月
﹁
日
用
化
學
﹂（
第
四
号
・
第
五
号
﹁
通
俗
科
学
﹂
欄
）

　
　
　﹁
総
論
﹂

　
　
　
第
一
章
﹁
空
氣
﹂

　
　 

※
﹁
通
俗
科
学
﹂
欄
に
︑
訳
者
不
明
の
﹁
夏
日
四
厭
蟲
之
研
究
及
退
治
﹂（
第

四
号
）
の
記
事
も
あ
る
が
︑
今
ま
で
の
と
こ
ろ
原
著
は
不
明
で
あ
る
︒
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□
煉
石
﹁
伝
染
病
之
部
﹂（
第
四
号
﹁
衛
生
顧
問
﹂
欄
）

　
　
　 
法
律
上
で
規
定
さ
れ
て
い
る
八
種
の
伝
染
病
（
コ
レ
ラ
︑
赤
痢
︑
膓
窒チ

扶フ

斯ス

︑
痘
瘡
︑
發
疹
窒チ

扶フ

斯ス

︑
猩
紅
熱
︑
實ジ

布フ

的テ

里リ

亞ア

︑
黒ペ

死ス

病ト

）
の
予
防

法
及
び
救
急
法
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

　
□
煉
石
﹁
公
衆
衛
生
﹂（
第
五
号
﹁
衛
生
顧
問
﹂
欄
）

　
　
　
伝
染
病
予
防
規
則
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
︒

　
　 

　
今
ま
で
の
と
こ
ろ
︑
両
者
と
も
原
著
は
不
明
で
あ
る
︒
当
時
︑
煉
石

（
燕
斌
）
は
早
稲
田
同
仁
医
院
で
医
学
を
勉
強
し
て
い
た
の
で
︑
医
学
書

で
見
た
伝
染
病
に
関
す
る
知
識
を
重
視
し
て
︑
自
分
の
言
葉
で
纏
め
た
可

能
性
も
あ
る
︒

　
煉
石
（
燕
斌
）
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
︑
医
学
と
関
係
あ
る
文
章
と
し
て
は
︑

前
述
し
た
第
四
号
の
﹁
伝
染
病
之
部
﹂︑
第
五
号
の
﹁
公
衆
衛
生
﹂
の
ほ
か
に
︑

第
三
号
の
﹁
黴
菌
學
原
論（

70
）

﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
訳
者
が
医
学
を
専
門

と
し
て
勉
強
し
て
い
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
︑
こ
の
よ

う
な
医
学
・
衛
生
方
面
の
実
用
的
知
識
が
︑
中
国
に
お
い
て
極
め
て
有
益
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
清
朝
政
府
が
手
芸
科
目
と
家
政
科
目
を
重
視
し
た
の
は
︑
日
本

政
府
が
求
め
た
女
子
教
育
と
同
じ
く
︑
良
妻
賢
母
の
育
成
を
め
ざ
し
た
か
ら
で

あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑『
新
女
界
』
は
第
一
号
か
ら
﹁
女
国
民
﹂
の
育
成
を
目

指
し
︑
そ
れ
を
主
張
し
続
け
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
に
は
一
見
し
た
と
こ
ろ

大
き
な
矛
盾
が
見
出
せ
る
︒
こ
の
雑
誌
に
参
加
し
た
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち

は
︑
一
体
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
︑
日
本
の
家
政
学
と
手
芸
学
を
翻
訳
し

た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
を
探
る
た
め
に
︑
塚
本
は
ま
子
の
『
實
践
家
政
學
講

義
』
と
梶
山
彬
の
『
造
花
術
新
書
　
女
子
技
芸
』
が
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
に

よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
経
緯
を
考
察
す
る
︒

　
一
九
〇
六
年
︑
塚
本
は
ま
子
（
一
八
六
六
～
一
九
四
一
）
は
『
實
践
家
政
學

講
義
』
を
参
文
舎
ほ
か
か
ら
出
版
す
る
が
︑
そ
れ
は
一
九
〇
〇
年
に
彼
女
が
著

し
た
『
家
事
教
本
』
を
基
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

71
）

︒『
家
事
教
本
』

は
﹁
高
等
女
学
校
︑
女
子
師
範
学
校
及
び
こ
れ
と
同
じ
程
度
の
女
学
校
に
於
け

る
家
事
の
教
科
書
に
充
て
る
為
に（

72
）

﹂
出
版
し
た
と
塚
本
は
述
べ
て
い
る
︒

　『
實
践
家
政
學
講
義
』
の
﹁
総
論
﹂
に
お
い
て
塚
本
は
︑﹁
今
の
時
代
は
︑
舊

家
庭
破
れ
て
︑
将
に
新
家
庭
を
作
る
必
要
を
生
じ
︑
将
来
一
家
の
主
婦
と
な
る

べ
き
諸
嬢
は
︑
此
學
問
を
應
用
し
て
︑
花
笑
ひ
︑
鳥
歌
ふ
や
う
な
趣
あ
る
平
和

の
新
家
庭
を
形
作
る
や
う
に
︑
心
掛
け
ら
れ
度
い
も
の
で
あ
る（

73
）

﹂
と
︑
本
書
を

著
し
た
意
図
を
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
新
家
庭
を
作
る
に
は
﹁
分
業
の
法
に
基

い
て
︑
男
は
外
に
在
つ
て
そ
の
職
務
に
盡
し
︑
女
は
内
に
あ
つ
て
家
政
一
切
を

引
き
受
け
﹂
て
︑﹁
家
内
の
静
平
を
測
つ
て
行
く
こ
と
が
何
よ
り
肝
心
で
︑
次

に
は
一
家
の
経
濟
機
關
を
整
頓
し
て
可
成
家
内
か
ら
病
人
を
出
さ
ぬ
や
う
に
し

て
︑
能
く
子
を
育
て
て
︑
厚
く
老
人
に
事
へ
て
︑
自
他
の
交
際
を
圓
滑
に
し
て

行
く
べ
き
で
あ
る（

74
）

﹂
と
し
て
︑
女
子
の
責
任
と
役
目
を
説
い
て
い
る
︒
塚
本
は

﹁
男
は
外
︑
女
は
内
﹂
と
い
う
性
役
割
分
業
観
に
基
づ
い
て
︑
家
政
能
力
を
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も
っ
ぱ
ら
女
性
に
求
め
た
︒
こ
れ
は
︑
女
性
に
家
庭
を
経
営
管
理
す
る
（
夫
を

助
け
︑
子
供
を
教
育
す
る
）
役
目
を
割
り
当
て
る
︑
良
妻
賢
母
主
義
教
育
を
代

表
す
る
考
え
方
で
あ
る
︒

　
劒
雲
が
抄
訳
し
た
﹁
家
政
學
講
義
﹂
の
﹁
総
論
﹂
と
塚
本
の
書
い
た
﹁
総

論
﹂
を
比
べ
て
み
る
と
︑
劒
雲
は
塚
本
の
国
家
と
密
接
に
関
係
す
る
家
政
学
の

重
要
性
や
理
想
的
で
円
満
な
家
庭
を
営
む
女
性
の
役
割
論
に
つ
い
て
は
認
め
︑

そ
の
部
分
を
選
ん
で
訳
出
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
塚
本
の
性
役
割
分
業
論
︑
特

に
﹁
男
は
外
︑
女
は
内
﹂
と
い
う
よ
う
な
論
述
は
す
べ
て
訳
文
か
ら
削
除
し
て

い
る
︒
こ
の
こ
と
も
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
が
求
め
た
理
想
的
女
性
像
が
︑

家
庭
内
で
の
奉
仕
を
通
じ
て
国
家
に
貢
献
す
る
と
い
う
塚
本
が
求
め
た
良
妻
賢

母
像
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
次
に
︑
梶
山
彬
と
彼
が
著
し
た
『
造
花
術
新
書
　
女
子
技
芸
』（
一
九
〇
七

年
四
月
）
を
見
て
み
よ
う
︒
梶
山
に
つ
い
て
の
資
料
は
極
め
て
少
な
い
が
︑『
造

花
術
新
書
』
の
創
刊
当
時
︑
彼
は
美
術
技
芸
研
究
会
長
を
務
め
て
い
た
︒
梶
山

の
女
子
技
芸
書
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
は
︑
本
書
以
外
に
も
『
刺
繡
術
新
書
』

（
一
九
〇
七
年
七
月
）︑『
摘
み
製
作
新
書
』（
一
九
〇
七
年
九
月
）︑『
袋
物
製
作
新

書
』（
一
九
〇
八
年
一
月
）︑『
編
物
新
書
』（
一
九
〇
八
年
五
月
）︑『
裁
縫
新
書
』

（
一
九
〇
九
年
）
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

　
明
治
末
に
は
︑
婦
人
の
職
業
教
育
に
関
す
る
書
物
が
次
々
と
出
版
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
︒
こ
れ
ら
の
著
書
で
は
︑
造
花
︑
裁
縫
︑
編
物
︑
刺
繍
な
ど
の
手
芸

が
家
事
の
合
間
に
出
来
る
︑
中
流
階
級
の
婦
人
た
ち
の
高
尚
か
つ
優
美
な
内
職

と
し
て
推
奨
さ
れ
て
お
り
︑
事
務
的
職
業
（
会
社
事
務
員
な
ど
）
や
専
門
的
職

業
（
女
医
︑
看
護
婦
な
ど
）
と
並
ん
で
︑
女
子
職
業
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る（

75
）

︒
当
時
︑
手
芸
的
内
職
は
積
極
的
に
奨
励
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ

は
主
に
女
性
た
ち
が
家
庭
内
に
お
い
て
良
妻
賢
母
の
任
務
を
果
た
し
つ
つ
︑
家

計
補
助
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
︑
明
治
産
業
の
発
展
の
た
め
に
広
範
な
安
い

労
働
力
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る（

76
）

︒

　
梶
山
が
女
子
技
芸
書
シ
リ
ー
ズ
を
著
し
た
の
も
︑
手
芸
的
内
職
を
推
奨
し
よ

う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑﹁
造
花
術
新
書
序
﹂
で
梶
山
は
︑
本

書
を
刊
行
し
た
目
的
は
﹁
造
花
の
技
た
る
之
を
小
に
し
て
は
一
家
の
經
濟
を
利

0

0

0

0

0

0

0

し0

︑
之
を
大
に
し
て
は
帝
國
の
財
富
を
饒
に
す
る
の
基
た
り（

77
）

﹂
と
述
べ
て
お
り
︑

ま
た
﹁
刺
繍
術
新
書
序
﹂
で
は
﹁
内
は
以
て
家
庭
の
慰
楽
に
供
す
る
と
同
時
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生
産
力
を
増
殖
す
る
の
一
助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
具
へ
︑
外
は
以
て
斯
の
術
の
發
達
を
促
が
⎝
マ
マ
⎠す

と

共
に
國
光
の
万
一
に
裨
補
す
る
あ
ら
ん
を
期
す（

78
）

﹂（
傍
点
は
引
用
者
）
と
︑『
刺

繍
術
新
書
』
を
刊
行
し
た
目
的
を
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
梶
山
が
『
造
花
術

新
書
』
を
は
じ
め
女
子
技
芸
書
を
著
し
た
主
な
動
機
は
︑
女
性
自
身
の
経
済
的

独
立
の
実
現
で
は
な
く
︑
内
職
を
通
し
て
の
家
計
の
補
助
（
内
助
）
と
帝
国
日

本
の
産
業
発
展
の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
造
花
が
国

内
の
需
要
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
刺
繍
と
同
様
に
海
外
に
輸
出
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
期
待
す
る
梶
山
の
姿
勢
も
こ
こ
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る（

79
）

︒

　
こ
れ
に
対
し
︑
灼
華
を
は
じ
め
当
時
の
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
は
︑
男
性

と
同
じ
よ
う
に
社
会
の
表
舞
台
に
立
ち
︑
直
接
国
家
に
貢
献
で
き
る
︑
独
立
し
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た
人
格
を
有
す
る
女
国
民
を
理
想
と
し
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
国
人
女
子

留
学
生
た
ち
が
求
め
た
理
想
的
女
性
像
と
︑
梶
山
の
『
造
花
術
新
書
』
に
見
ら

れ
る
内
職
的
な
家
庭
内
労
働
を
通
し
て
間
接
的
に
国
家
に
貢
献
す
る
女
性
像
と

の
間
に
は
大
き
な
矛
盾
が
生
じ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
灼
華
が
梶
山
の
『
造

花
術
新
書
』
を
翻
訳
し
た
の
は
︑
当
時
の
日
本
で
造
花
が
他
の
手
芸
に
抜
き
ん

で
て
一
つ
の
産
業
と
し
て
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
女
性
た
ち
の

貴
重
な
収
入
源
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う（

80
）

︒

し
か
し
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
︑
当
時
の
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
は
︑
梶

山
の
言
う
﹁
一
家
の
經
濟
を
利

0

0

0

0

0

0

0

﹂
す
る
仕
事
が
内
職
的
家
庭
内
労
働
を
通
し
て

実
現
さ
れ
る
と
い
う
現
実
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い（

81
）

︒
こ
こ
に
︑

中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
の
情
報
収
集
能
力
の
限
界
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　
清
末
の
女
子
教
育
章
程
が
手
芸
科
目
を
重
視
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
︑
灼

華
が
欧
米
か
ら
輸
入
さ
れ
た
編
物
や
中
国
で
も
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
刺
繡

な
ど
の
手
芸
で
は
な
く
︑
な
に
よ
り
も
ま
ず
造
花
術
を
選
ん
で
翻
訳
し
た
の
は
︑

中
国
で
も
日
本
の
よ
う
に
造
花
が
女
性
の
収
入
と
結
び
つ
い
た
実
業
と
し
て
発

展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
女
国
民
の
育
成

に
不
可
欠
の
女
性
た
ち
の
経
済
的
独
立
を
︑
造
花
術
の
技
芸
書
の
翻
訳
に
よ
っ

て
実
現
し
た
い
と
い
う
強
い
願
望
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
中
国
の
当
時
の
状

況
は
造
花
を
実
業
と
し
て
発
展
さ
せ
る
産
業
的
基
盤
を
欠
い
て
お
り
︑
こ
の
翻

訳
は
実
際
に
は
役
に
立
た
な
か
っ
た（

82
）

が
︑
手
芸
に
よ
っ
て
女
性
が
﹁
割
の
よ

い
﹂
収
入
源
を
獲
得
し
う
る
と
い
う
可
能
性
は
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
に

大
き
な
希
望
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
︒

　

お
わ
り
に

　
本
稿
は
︑
雑
誌
『
新
女
界
』
の
発
刊
意
図
と
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
翻
訳
記
事

を
中
心
に
分
析
し
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
が
求
め
た
理
想
的
女
性
像
に
つ

い
て
考
察
し
た
︒﹁
発
刊
詞
﹂
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
編
輯
兼
発
行
人
で
あ
る

燕
斌
を
は
じ
め
当
時
の
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
が
︑
雑
誌
『
新
女
界
』
を
創

刊
し
た
主
な
目
的
は
︑
中
国
人
女
性
た
ち
を
﹁
女
国
民
﹂
に
育
成
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
の
は
︑
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
︒

　
在
日
女
子
留
学
生
た
ち
が
求
め
た
女
国
民
像
は
︑
花
木
蘭
︑
梁
紅
玉
の
よ
う

に
中
国
の
史
書
に
登
場
す
る
女
傑
で
も
な
け
れ
ば
︑
政
治
上
に
お
い
て
ま
だ
独

立
し
た
人
格
を
持
た
ず
︑
女
性
解
放
の
萌
芽
的
段
階
に
あ
る
日
本
人
女
性
で
も

な
か
っ
た
︒
彼
女
た
ち
の
目
に
映
っ
た
理
想
的
女
性
の
モ
デ
ル
は
︑
職
業
を
得

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
独
立
を
実
現
し
︑
男
性
と
同
等
に
社
会
の
表
舞
台
に

出
て
︑
直
接
国
家
に
貢
献
で
き
る
女
性
︑
つ
ま
り
女
性
解
放
の
先
頭
に
立
っ
て

活
躍
す
る
ご
く
一
部
の
欧
米
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
︒

　
そ
の
た
め
在
日
中
国
人
女
子
留
学
生
た
ち
は
︑
西
洋
の
女
子
教
育
を
日
本
の

国
情
に
合
わ
せ
て
再
構
成
し
た
日
本
の
女
子
教
育
／
女
性
論
で
は
な
く
︑
西
欧

諸
国
の
最
新
の
女
子
教
育
／
女
性
論
を
中
国
の
女
性
た
ち
に
紹
介
し
よ
う
と
し

た
︒
さ
ら
に
︑
清
朝
政
府
の
改
革
に
対
応
し
て
︑
日
本
の
女
子
教
育
に
関
す
る
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数
多
く
の
教
科
科
目
を
翻
訳
す
る
際
に
も
︑
そ
の
中
に
顕
著
で
あ
っ
た
﹁
女
は

内
﹂
と
い
う
性
役
割
分
業
思
想
︑
家
庭
内
で
の
奉
仕
を
通
じ
て
間
接
的
に
国
家

に
貢
献
す
る
﹁
良
妻
賢
母
﹂
思
想
に
つ
い
て
の
内
容
を
す
べ
て
削
除
し
た
︒
欧

米
人
女
性
に
関
す
る
最
新
情
報
は
︑
中
国
人
女
性
た
ち
の
見
聞
を
広
げ
た
ば
か

り
で
な
く
︑
自
分
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
地
位
を
認
識
さ
せ
る
な
ど
大
き
な
刺

激
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
︒

　
一
九
〇
七
年
七
月
︑『
女
子
世
界
』
の
編
集
長
で
あ
っ
た
陳
志
群（

83
）

は
『
女
子

世
界
』
第
一
八
号
の
﹁
特
別
記
事
﹂
欄
に
︑﹁
女
界
二
大
雑
誌
出
現
﹂
と
い
う

文
章
を
書
き
︑
中
国
人
女
性
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
二
つ
の
雑
誌
︑
秋
瑾
の

『
中
国
女
報
』
と
燕
斌
の
『
新
女
界
』
を
高
く
評
価
し
た
が
︑
雑
誌
内
容
か
ら

見
る
と
『
中
国
女
報
』
が
『
新
女
界
』
を
超
え
て
い
る
と
述
べ
た（

84
）

︒
当
時
︑
陳

と
秋
瑾
は
『
女
子
世
界
』
と
『
中
国
女
報
』
を
合
併
し
て
『
神
州
女
報
』
を
創

刊
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
お
り
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
雑
誌
は
多
か
れ
少
な
か
れ
革

命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
彩
を
帯
び
て
い
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑『
新
女
界
』
は
純

粋
に
女
性
解
放
︑﹁
女
国
民
﹂
の
育
成
を
提
唱
し
て
お
り
︑
第
五
号
ま
で
革
命

に
つ
い
て
直
接
言
及
す
る
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
︒
陳
が
『
中
国
女
報
』
を
よ

り
高
く
評
価
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
︑『
新
女
界
』

は
革
命
と
い
う
政
治
的
目
標
を
も
た
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
か
え
っ
て
よ
り
多

く
の
読
者
を
引
き
寄
せ
︑
購
買
数
を
伸
ば
し
た
の
で
あ
る
︒

註（
1
）  

燕
斌
の
生
涯
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
︒『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
に
よ
れ

ば
︑
燕
斌
は
河
南
省
出
身
で
︑
一
九
〇
五
年
に
来
日
し
た
︒
来
日
前
に
︑
京
師
女
学
衛

生
医
院
院
長
で
あ
っ
た
廖
太
夫
人
（
邱
彬
忻
）
の
下
で
︑医
学
を
勉
強
し
た
と
い
う
︒『
新

女
界
』
を
創
刊
し
た
当
時
︑
燕
斌
は
早
稲
田
同
仁
医
院
で
勉
強
し
て
い
た
︒
煉
石
﹁
中

國
婦
人
會
章
程
（
附
記
略
）﹂（『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
三
号
︑一
一
四
頁
）
と
篠
檃
﹁
論

女
界
醫
學
之
關
係
﹂（『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
一
号
︑
一
九
頁
）
を
参
照
︒

（
2
）  

本
稿
で
一
次
資
料
と
し
て
取
り
扱
う
『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
は
︑
幼
獅
文
化
事
業
公

司
（
一
九
五
八
年
十
月
十
日
に
台
湾
で
設
立
し
た
︑
中
国
青
年
救
国
団
に
属
す
る
出
版

社
）
が
ア
メ
リ
カ
で
入
手
し
た
雑
誌
原
本
を
︑
一
九
七
七
年
に
再
発
行
し
た
リ
プ
リ
ン

ト
版
で
あ
る
︒
雑
誌
本
文
は
︑
中
国
線
装
書
局
が
二
〇
〇
七
年
に
出
版
し
た
復
刻
本
と

ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
が
︑
同
復
刻
本
に
は
賛
助
会
員
の
名
前
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
3
）  

『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
の
重
版
に
あ
た
り
︑
李
又
寧
（
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
大
学
﹇St. 

John ’s U
niversity

﹈
教
授
︑
ア
ジ
ア
研
究
所
所
長
）
は
六
六
頁
に
わ
た
る
﹁
中
国
新
女

界
雑
誌
重
刊
序
﹂
を
書
い
て
い
る
︒
こ
こ
で
李
は
︑
馮
自
由
の
『
中
国
革
命
運
動

二
十
六
年
組
織
史
』（
中
華
民
国
開
国
五
十
年
文
献
第
十
二
冊
︑
六
七
六
頁
）
に
﹁（
中

国
新
女
界
雑
誌
）
出
版
至
第
六
期
︐
以
論
文
有
「
婦
女
實
行
革
命
應
以
暗
殺
爲
手
段
」

等
標
題
︐
被
日
警
廳
禁
止
出
版
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第

一
号
︑
二
九
頁
︒

（
4
）  

李
又
寧
の
考
察
に
よ
る
と
︑
当
時
日
本
で
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
の
販
売
部
数
は
︑『
民
報
』

（
一
九
〇
五
年
）
が
一
万
二
千
部
︑『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
が
一
万
部
︑『
雲
南
』（
一
九
〇
六

年
）
が
五
千
部
︑『
復
報
』（
一
九
〇
六
年
）
が
八
百
部
︑『
衛
生
世
界
』（
創
刊
年
不
明
）

が
六
百
部
︑『
天
義
報
』（
一
九
〇
七
年
）
が
五
百
部
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
李
又
寧
﹁
中

国
新
女
界
雑
誌
重
刊
序
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
一
号
︑
六
五
頁
︒

（
5
）  

代
表
的
な
著
書
と
し
て
は
︑
周
一
川
『
中
国
人
女
性
の
日
本
留
学
史
研
究
』（
国
書
刊

行
会
︑
二
〇
〇
〇
年
）︑
顧
秀
蓮
『
二
〇
世
紀
中
国
婦
女
運
動
史
』（
中
国
婦
女
出
版
社
︑

二
〇
〇
八
年
）︑
末
次
玲
子
『
二
〇
世
紀
中
国
女
性
史
』（
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
）
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な
ど
が
︑
論
文
と
し
て
は
︑
石
井
洋
子
﹁
辛
亥
革
命
期
の
留
日
女
子
学
生
﹂（『
史
論
』

三
六
号
︑
東
京
女
子
大
学
学
会
史
学
研
究
室
︑
一
九
八
三
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
6
）  
主
に
孫
峰
茗
の
﹁
清
末
日
本
留
学
女
子
学
生
か
ら
見
る
明
治
良
妻
賢
母
主
義
教
育
の

影
︱
︱
『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
を
通
し
て
﹂（『
言
葉
と
文
化
』
第
八
号
（
名
古
屋
大
学

国
際
言
語
文
化
研
究
科
）︑
二
〇
〇
七
年
）
と
関
根
ふ
み
の
﹁
中
国
の
教
育
近
代
化
と
女

性
へ
の
影
響
︱
︱
『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
に
み
え
る
女
性
観
の
考
察
を
中
心
と
し
て
﹂

（『
慶
応
義
塾
外
国
語
教
育
研
究
』
第
九
号
︑
慶
應
義
塾
大
学
外
国
語
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
︑
二
〇
一
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
7
）  

周
一
川
の
考
察
に
よ
る
と
︑
明
治
期
に
お
け
る
中
国
人
女
性
の
日
本
留
学
は
︑
中
国

上
層
階
級
を
中
心
と
し
た
も
の
で
︑
多
数
の
女
性
は
教
育
を
受
け
る
場
所
が
な
い
時
代

で
あ
っ
て
も
︑
上
層
階
級
の
家
庭
で
育
っ
て
い
た
女
性
の
状
況
は
特
別
で
あ
り
︑
家
庭

内
で
教
育
を
受
け
て
い
た
女
性
が
多
か
っ
た
と
い
う
︒
周
一
川
﹁
中
国
人
女
性
留
学
生

の
リ
テ
ラ
シ
ー
︱
︱
明
治
期
を
中
心
に
﹂︑
歴
史
科
学
評
議
会
編
『
歴
史
評
論
』
第

六
九
六
号
︑
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
八
年
︑
五
〇
頁
︒

（
8
）  

『
女
子
世
界
』
は
︑
一
九
〇
四
年
に
丁
初
我
（
一
八
七
一
～
一
九
三
〇
）
に
よ
っ
て
上

海
で
創
刊
さ
れ
た
月
刊
誌
︒
一
八
号
（
一
九
〇
七
年
）
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
創
刊

当
初
は
丁
が
編
集
長
を
務
め
た
が
︑
そ
の
後
陳
志
群
（
一
八
八
九
～
一
九
六
二
）
が
こ

れ
を
引
き
継
い
だ
︒
二
人
と
も
男
性
の
立
場
か
ら
︑
女
性
を
﹁
国
民
の
母
﹂︑﹁
女
国
民
﹂

と
し
て
育
成
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
︒

（
9
）  

『
中
国
女
報
』
は
︑
秋
瑾
（
一
八
七
七
～
一
九
〇
七
）
が
一
九
〇
七
年
一
月
に
上
海
で

創
刊
し
た
雑
誌
で
あ
る
︒
第
二
号
（
二
月
二
四
日
）
の
出
版
後
︑
経
費
不
足
の
た
め
や

む
を
得
ず
停
刊
し
た
︒﹁
気
風
を
開
き
︑
女
子
教
育
を
提
唱
し
︑
感
情
を
連
ね
︑
団
体
を

結
成
し
︑
そ
れ
と
と
も
に
将
来
中
国
婦
人
協
会
創
設
の
基
礎
と
す
る
﹂
こ
と
を
主
旨
と

し
て
い
る
︒
秋
瑾
は
同
誌
に
﹁
姉
妹
た
ち
に
敬
告
す
る
﹂（
第
一
号
︑一
九
〇
七
年
一
月
）

な
ど
の
文
章
を
書
い
て
︑
中
国
二
億
の
女
性
た
ち
が
学
問
を
通
し
て
無
知
蒙
昧
か
ら
解

放
さ
れ
︑﹁
家
﹂
と
い
う
封
建
的
な
束
縛
か
ら
脱
出
し
て
︑
自
由
の
身
に
な
る
べ
き
で
あ

る
︑
と
い
う
女
性
解
放
思
想
を
中
国
で
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
︒

（
10
）  

一
九
〇
七
年
六
月
︑『
天
義
報
』
は
何
震
（
生
没
年
不
明
）︑
劉
師
培
（
一
八
八
四
～

一
九
一
九
）
夫
婦
に
よ
っ
て
東
京
で
創
刊
さ
れ
た
︒﹁
固
有
の
社
会
を
破
壊
し
︑
人
類
の

平
等
を
実
行
す
る
を
以
て
趣
旨
と
為
し
︑
女
界
革
命
を
提
唱
す
る
外
に
︑
種
族
︑
政
治
︑

経
済
︑
諸
革
命
を
兼
ね
て
提
唱
す
る
﹂
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

（
11
）  

煉
石
﹁
発
刊
詞
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
一
号
︑
二
～
三
頁
︒

（
12
）  

金
天
翮
（
一
八
七
四
～
一
九
四
七
）
は
江
蘇
呉
江
の
出
身
︒
一
九
〇
三
年
に
蔡
元
培

の
要
請
に
よ
っ
て
上
海
に
行
き
︑
中
国
教
育
会
と
愛
国
学
社
に
参
加
し
た
︒
同
年
︑
金

は
中
国
で
女
性
問
題
を
取
り
上
げ
た
最
初
の
著
書
『
女
界
鐘
』
を
出
版
し
た
︒

（
13
）  

金
天
翮
﹁
女
子
世
界
発
刊
詞
﹂『
女
子
世
界
』
第
一
号
︑
一
九
〇
四
年
︑
九
頁
︒

（
14
）  

丁
初
我
は
江
蘇
常
熟
の
出
身
︒『
女
子
世
界
』
の
初
代
編
集
長
を
務
め
︑
ま
た
『
小
説

林
』（
一
九
〇
七
年
）
の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒

（
15
）  

丁
初
我
﹁
女
子
世
界
頌
詞
﹂『
女
子
世
界
』
第
一
号
︑
一
九
〇
四
年
︑
一
三
頁
︒

（
16
）  

丁
初
我
﹁
女
子
家
庭
革
命
説
﹂『
女
子
世
界
』
第
四
号
︑
一
九
〇
四
年
︑
二
七
六
頁
︒

（
17
）  

亜
特
﹁
論
鋳
造
国
民
母
﹂『
女
子
世
界
』
第
七
号
︑
一
九
〇
四
年
︑
五
七
七
頁
︒
亜
特

（
本
名
︑
柳
亜
子
）
は
江
蘇
呉
江
の
出
身
︒『
女
子
世
界
』
の
主
要
な
投
稿
者
の
一
人
で

あ
る
︒
十
六
歳
で
秀
才
と
な
り
︑
そ
の
後
︑
中
国
教
育
会
︑
愛
国
学
社
︑
中
国
同
盟
会

に
参
加
し
た
︒
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
︑『
二
十
世
紀
大
舞
台
』

（
一
九
〇
四
）︑『
復
報
』（
一
九
〇
六
年
）
な
ど
を
創
刊
し
た
︒

（
18
）  

時
造
﹁
婦
人
之
教
育
﹂『
女
子
世
界
』
第
一
二
号
︑
一
九
〇
四
年
︑
一
〇
三
四
頁
︒
時

造
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
︑
実
名
は
不
明
で
あ
る
︒

（
19
）  

煉
石
﹁
本
報
五
大
主
義
演
説
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
二
号
︑
一
三
頁
︒

（
20
）  

同
書
︑
一
三
～
二
〇
頁
︒

（
21
）  

周
一
川
﹁
一
九
〇
六
年
至
一
九
一
一
年
留
日
女
学
生
統
計
表
﹂
に
よ
る
と
︑
趙
之
耀

は
浙
江
秀
水
の
出
身
で
︑
一
九
〇
六
年
に
東
洋
女
芸
学
校
に
入
学
し
︑
刺
繍
兼
図
画
を

専
攻
と
し
て
勉
強
し
た
と
い
う
︒
註（
4
）周
一
川『
中
国
人
女
性
の
日
本
留
学
史
研
究
』︑

四
一
七
頁
︒

（
22
）  

煉
石
﹁
本
報
五
大
主
義
演
説
続
第
二
期
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
三
号
︑
一
五
頁
︒
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（
23
）  
第
一
号
で
は
﹁
米
國
大
新
聞
家
阿
索
里
女
士
像
﹂
と
﹁
創
設
萬
國
紅
十
字
看
護
婦
隊

者
奈
挺
格
爾
夫
人
像
﹂
が
︑
第
二
号
で
は
﹁
米
國
大
教
育
家
梨
痕
女
士
像
﹂
が
︑
第
三

号
で
は
﹁
法
國
救
亡
女
傑
若
安
打
克
嬢
征
塵
躍
馬
圖
﹂
が
︑
第
四
号
で
は
﹁
米
國
大
演

説
家
黎
佛
瑪
女
子
之
像
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
24
）  

花
木
蘭
（
四
一
二
～
五
〇
二
）
は
︑
病
床
の
父
に
代
わ
り
男
装
し
て
従
軍
し
︑
異
族

と
戦
っ
た
中
国
古
代
の
民
族
的
女
英
雄
で
あ
り
︑
梁
紅
玉
（
一
一
〇
二
～
一
一
三
五
）

は
軍
人
韓
世
忠
（
一
〇
八
八
～
一
一
五
一
）
の
妻
で
︑
夫
と
と
も
に
よ
く
戦
場
に
出
て

戦
っ
た
中
国
史
上
最
も
人
気
の
あ
る
女
将
軍
の
一
人
で
あ
る
︒

（
25
）  

﹁
看
護
学
教
程
﹂
を
翻
訳
し
は
じ
め
た
の
は
︑
秋
瑾
が
実
践
女
学
校
で
学
ん
で
い
た

一
九
〇
五
年
の
こ
と
で
︑
彼
女
は
﹁
将
来
︑
東
大
陸
（
中
国
）
に
何
事
か
が
起
き
れ
ば

扶
恤
︹
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
兵
隊
の
家
族
に
救
助
金
を
支
給
す
る
こ
と
︺
創
痍
︹
負
傷

者
の
救
護
︺
に
あ
た
る
こ
と
は
︑
我
ら
一
般
の
姉
妹
の
責
務
で
あ
り
︑
そ
れ
を
逃
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
そ
の
翻
訳
目
的
を
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
中
の
﹁
何
事
か
﹂
と
は

清
朝
を
打
倒
す
る
た
め
の
革
命
戦
争
で
あ
り
︑戦
争
で
当
然
生
じ
る
は
ず
の
﹁
扶
恤
﹂﹁
創

痍
﹂
を
︑
秋
瑾
は
﹁
婦
人
の
任
務
﹂
と
考
え
て
い
た
︒

（
26
）  

煉
石
﹁
本
報
五
大
主
義
演
説
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
四
号
︑
一
九
～
二
八
頁
︒

（
27
）  

註
（
21
）
周
一
川
﹁
一
九
〇
六
年
至
一
九
一
一
年
留
日
女
学
生
統
計
表
﹂
に
よ
る
と
︑

孫
清
如
は
一
九
〇
六
年
十
二
月
に
成
女
学
校 

（
現
在
の
成
女
学
園
） 

に
入
学
し
︑
師
範
科

に
入
っ
た
と
い
う
︒
註
（
4
）
周
一
川
『
中
国
人
女
性
の
日
本
留
学
史
研
究
』︑
四
一
五

頁
︒
一
方
︑『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
に
よ
れ
ば
︑
成
女
学
校
が
初
め
て
中
国
人
女
子
留
学

生
た
ち
を
受
け
入
れ
た
の
は
一
九
〇
六
年
十
二
月
の
こ
と
で
︑
そ
の
際
張
漢
英

（
一
九
〇
五
年
に
湖
南
省
が
実
践
女
学
校
に
派
遣
し
た
国
費
女
子
留
学
生
の
中
の
一
人
）

が
︑
こ
の
学
校
に
女
子
速
成
師
範
科
を
設
け
る
こ
と
に
尽
力
し
た
と
い
う
︒
速
成
師
範

科
の
修
業
年
限
は
一
年
で
︑﹁
正
課
﹂
と
﹁
随
意
科
﹂
に
分
か
れ
て
い
る
︒﹁
正
課
﹂
は

修
身
︑
漢
文
︑
日
本
語
︑
教
育
︑
心
理
大
要
︑
論
理
大
要
︑
世
界
地
理
︑
世
界
歴
史
︑

算
術
︑
代
数
初
歩
︑
幾
何
初
歩
︑
物
理
︑
化
学
︑
博
物
大
意
（
動
植
礦
物
）︑
生
理
衛
生
︑

音
楽
︑
唱
歌
︑
家
政
学
︑
体
操
で
週
に
三
三
時
間
︑﹁
随
意
科
﹂
は
編
物
︑
造
花
︑
裁
縫

で
週
に
三
時
間
で
あ
っ
た
︒
煉
石
﹁
留
日
女
学
界
近
事
記
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
一

号
︑
七
六
～
七
七
頁
︒

（
28
）  

第
五
条
で
言
及
さ
れ
て
い
る
﹁
幽
遺
﹂
は
か
つ
て
国
の
た
め
に
貢
献
し
た
歴
史
上
の

女
性
た
ち
の
遺
志
を
表
彰
す
る
︑
の
意
と
思
わ
れ
る
︒

（
29
）  

当
時
︑
下
女
は
人
身
の
自
由
が
な
い
た
め
︑
売
買
す
る
こ
と
が
で
き
︑
ま
た
主
人
の

妾
に
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
︒

（
30
）  

煉
石
﹁
本
報
五
大
主
義
演
説
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
二
号
︑
一
六
頁
︒

（
31
）  

媧
魂
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
︑
女
媧
の
魂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
女
媧

は
中
国
の
古
代
神
話
に
登
場
す
る
女
神
で
あ
り
︑
人
類
を
創
造
し
︑
天
地
を
補
修
し
て

人
世
を
救
済
し
た
と
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
媧
魂
と
い
う
名
前
に
は
︑
女
性
と
し
て
人
々

を
救
お
う
と
す
る
意
志
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒

（
32
）  

滝
澤
菜
津
美
の
博
士
論
文
﹁
下
田
次
郎
の
女
子
教
育
の
理
念
に
関
す
る
研
究
﹂（
岡
山

大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
︑
二
〇
〇
四
年
）
の
概
要
を
参
照
し
た
︒

（
33
）  

下
田
次
郎
『
女
子
教
育
』
金
港
堂
︑
一
九
〇
四
年
︑﹁
序
﹂
二
頁
︒

（
34
）  

同
書
︑﹁
序
﹂
四
頁
︒

（
35
）  

同
書
︑
二
九
四
頁
︒

（
36
）  

同
書
︑
二
九
五
～
三
一
五
頁
︒

（
37
）  

同
書
︑﹁
序
﹂
五
頁
︒

（
38
）  

﹁
欧
米
女
子
教
育
の
結
論
﹂
に
お
い
て
下
田
は
︑﹁
ど
う
か
英
國
や
米
國
の
よ
う
に
︑

生
徒
に
今
一
層
大
な
る
自
由
を
與
へ
︑
生
徒
に
信
頼
し
︑
生
徒
に
責
任
を
持
た
し
て
︑

暢
び
暢
び
し
た
教
育
を
施
し
た
い
も
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
下
田
次
郎
︑前
掲
書
︑

六
七
六
頁
︒

（
39
）  
た
と
え
ば
︑﹁
古
来
教
育
の
趨
勢
﹂
の
﹁
教
育
の
起
原
﹂
の
部
分
に
つ
い
て
原
文
と
媧

魂
訳
を
対
照
し
て
見
る
︒
下
田
は
﹁
教
育
と
い
ふ
も
の
は
何
時
頃
か
ら
始
ま
つ
た
も
の

で
あ
る
か
︑
チ
ッ
テ
ス
の
い
ふ
よ
う
に
︑
人
類
の
如
く
古
い
︑
否
或
る
意
味
に
於
て
は

人
類
よ
り
も
古
い
と
い
ふ
て
も
よ
い
︒
動
物
に
於
て
も
生
理
的
遺
傳
及
び
本
能
の
外
に
︑

生
れ
た
後
に
親
の
す
る
こ
と
を
真
似
て
覚
え
る
こ
と
は
随
分
あ
る
︑
併
し
動
物
に
は
言
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語
な
く
記
録
が
な
い
か
ら
︑
一
代
の
経
験
は
大
概
一
代
限
り
て
消
失
す
る
﹂
と
書
い
た

の
に
対
し
て
媧
魂
は
﹁
今
日
之
人
皆
知
言
教
育
矣
抑
知
今
之
所
謂
教
育
者
自
何
時
始
乎

據
基
帖
斯
氏
之
説
教
育
與
人
類
以
俱
生
若
極
言
之
即
謂
其
存
於
人
類
之
先
亦
可
也
何
則

雖
在
動
物
而
以
其
遺
傳
與
天
賦
至
生
以
後
於
其
親
所
謂
者
亦
能
記
憶
而
倣
傚
之
然
動
物

者
以
無
言
語
無
記
録
則
其
所
経
験
者
大
抵
一
代
而
止
無
復
以
貽
於
後
世
﹂
と
訳
し
て
い

る
︒
翻
訳
す
る
際
に
︑
原
著
に
加
筆
し
て
い
る
部
分
も
見
ら
れ
る
（
点
線
部
分
）
が
︑

内
容
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

（
40
）  

黄
湘
金
に
よ
る
と
︑
女
性
の
身
体
及
び
精
神
に
基
づ
い
た
女
子
教
育
論
の
重
要
性
を

認
識
し
︑
原
著
の
項
目
に
従
っ
た
下
田
の
『
女
子
教
育
』
の
翻
訳
が
出
る
の
は

一
九
一
一
年
の
こ
と
で
︑
賈
豊
臻
（
賈
の
履
歴
に
つ
い
て
は
不
明
）
が
﹁
古
来
教
育
の

趨
勢
﹂
の
節
を
除
い
て
︑
中
国
語
に
翻
訳
し
た
と
い
う
︒
黄
湘
金
﹁
三
部
日
訳
『
女
子

教
育
（
論
）』
在
晩
清
中
国
﹂『
河
北
師
範
大
学
学
報
』
第
九
巻
第
四
期
︑
二
〇
〇
七
年

七
月
︑
五
八
頁
を
参
照
︒
お
そ
ら
く
『
新
女
界
』
雑
誌
に
す
で
に
こ
の
部
分
が
翻
訳
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
翻
訳
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

（
41
）  

黄
湘
金
︑
前
掲
論
文
︑
五
六
～
五
七
頁
︒

（
42
）  

成
瀬
が
『
女
子
教
育
』
を
著
し
た
の
は
︑
彼
が
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
朝
後
の

一
八
九
六
年
で
あ
る
︒
彼
は
ア
メ
リ
カ
視
察
で
得
た
知
識
に
基
づ
い
て
︑
智
育
・
徳
育
・

体
育
・
実
業
教
育
と
い
う
四
つ
の
方
面
に
お
い
て
女
子
高
等
教
育
の
重
要
性
を
述
べ
て

い
る
︒『
女
子
教
育
』
第
四
章
﹁
体
育
﹂
の
第
五
節
﹁
欧
米
現
行
の
体
操
法
﹂
に
お
い
て

は
︑
欧
米
諸
国
の
体
操
種
類
︑
特
質
︑
目
的
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る

も
の
の
︑
系
統
的
に
欧
米
諸
国
の
女
子
教
育
を
紹
介
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
︒
一

方
︑
永
江
が
『
女
子
教
育
論
』
を
著
し
た
の
は
︑
彼
が
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
の

教
頭
を
務
め
て
い
た
一
八
九
二
年
の
こ
と
で
︑
女
子
教
育
の
目
的
︑
方
法
に
つ
い
て
大

き
く
体
育
・
智
育
・
徳
育
・
美
育
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
西
洋

の
教
育
学
者
た
ち
の
著
作
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
永
江
の
著
書
は
欧
米
の
教

育
理
念
に
基
づ
き
︑
日
本
の
情
勢
に
合
わ
せ
た
教
育
論
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑

成
瀬
と
同
様
︑
系
統
的
に
欧
米
諸
国
の
女
子
教
育
を
紹
介
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
︒

（
43
）  

轉
坤
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
︒
こ
の
二
文
字
は
﹁
旋
乾
轉
坤
﹂
と
い
う
四
字
熟
語
か

ら
と
っ
た
も
の
で
︑
主
に
天
地
を
回
転
す
る
︑
社
会
の
局
面
を
一
新
す
る
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
る
︒

（
44
）  

西
成
甫
﹁
大
澤
岳
太
郎
先
生
と
そ
の
業
績
﹂『
日
本
醫
事
新
報
』
第
一
三
五
三
号
︑
日

本
醫
事
新
報
社
︑
一
九
五
〇
年
︑
二
一
頁
︒
西
成
に
よ
る
と
︑
一
八
八
七
年
に
東
大
医

科
大
学
を
卒
業
し
た
大
澤
は
︑
そ
の
四
年
後
に
自
費
で
ド
イ
ツ
に
留
学
し
︑
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
の
R
・
ヴ
イ
デ
ル
ス
ハ
イ
ム
教
授
に
つ
い
て
比
較
解
剖
学
を
専
攻
し
︑
一
八
九
八

年
に
帰
朝
し
た
︒
一
九
〇
〇
年
教
授
に
昇
任
し
︑
兼
ね
て
慈
恵
・
岡
山
・
千
葉
等
の
医

専
で
講
師
を
歴
任
し
︑
以
後
一
九
二
〇
年
ま
で
︑
授
業
の
か
た
わ
ら
研
究
と
指
導
と
に

没
頭
し
た
と
い
う
︒

（
45
）  

大
澤
岳
太
郎
『
日
本
婦
人
待
遇
論
』
東
京
南
江
堂
︑
一
八
九
九
年
︑﹁
自
序
﹂
二
～
三

頁
︒

（
46
）  

大
澤
岳
太
郎
︑
前
掲
書
︑﹁
緒
言
﹂
一
～
二
頁
︒

（
47
）  

轉
坤
﹁
婦
人
待
遇
論
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
一
号
︑
五
一
頁
︒

（
48
）  

『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
一
号
の
﹁
記
載
（
国
外
の
部
）﹂
欄
に
は
︑﹁
美
國
女
界
之
勢

力
﹂（
煉
石
）︑﹁
請
看
俄
羅
斯
二
百
年
前
之
婦
人
界
﹂（
媧
魂
）
が
︑﹁
時
評
（
国
外
の
部
）﹂

欄
に
は
﹁
英
國
婦
人
争
選
挙
権
﹂（
蘭
馨
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
第
二
号
の
﹁
記
載
（
国

外
の
部
）﹂
欄
に
は
︑﹁
美
國
女
界
之
勢
力
（
続
第
一
号
）﹂（
煉
石
）︑﹁
澳
洲
婦
女
之
勢
力
﹂

（
轉
坤
）︑﹁
英
國
婦
人
争
選
挙
権
彙
記
﹂（
轉
坤
）︑﹁
日
本
婦
人
之
政
治
運
動
﹂（
煉
石
）
が
︑

第
三
号
の
﹁
記
載
（
国
外
の
部
）﹂
欄
に
は
﹁
英
國
慈
善
女
王
之
逝
去
﹂（
輝
華
）
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
蘭
馨
の
﹁
英
國
婦
人
争
選
挙
権
﹂︑
轉
坤
の
﹁
澳
洲
婦
女

之
勢
力
﹂︑煉
石
の﹁
日
本
婦
人
之
政
治
運
動
﹂は
︑福
田
英
子
の『
世
界
婦
人
』（
一
九
〇
七

年
）
第
一
号
と
第
二
号
の
﹁
時
事
﹂
欄
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
49
）  
煉
石
﹁
日
本
婦
人
之
政
治
運
動
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
二
号
︑
一
〇
六
頁
︒

（
50
）  
﹁
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
伝
﹂
の
原
著
及
び
原
著
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
︑
ほ
か

の
伝
記
と
同
じ
く
︑
日
本
語
か
ら
の
重
訳
の
可
能
性
が
高
い
︒

（
51
）  

サ
ラ
・
K
・
ボ
ル
ト
ン
（Sarah K

now
les B

olton

）
は
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
女
性
作
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家
で
︑
一
八
六
六
年
に
慈
善
家
で
商
人
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
E
・
ボ
ル
ト
ン
（C

harles E
. 

B
olton

）
と
結
婚
す
る
︒
ま
た
彼
女
は
﹁
女
性
禁
酒
同
盟
会
﹂（W

om
an ’s national 

tem
perance union

）
に
も
参
加
し
︑
活
動
し
て
い
た
︒

（
52
）  

根
本
は
﹁M

ary A
. Liverm

ore

﹂
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
︑
A
の
後
の
ピ
リ
オ
ド
を
省

略
し
て
い
る
︒

（
53
）  

日
本
語
の
著
書
・
訳
書
を
翻
訳
す
る
際
に
︑
中
国
人
女
子
留
学
生
ば
か
り
で
な
く
︑

当
時
の
在
日
男
性
知
識
人
た
ち
の
翻
訳
も
ほ
と
ん
ど
が
意
訳
で
は
な
く
同
様
の
直
訳
で

あ
っ
た
︒
明
治
時
代
の
日
本
語
の
著
書
・
訳
書
は
漢
字
の
割
合
が
非
常
に
多
く
︑
一
定

の
漢
字
の
知
識
を
も
っ
て
い
る
中
国
人
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
く
︑
従
っ
て
翻
訳
も
し

や
す
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

（
54
）  

元
森
絵
里
子
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
﹁
未
成
年
﹂
︱
︱
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法

制
定
過
程
に
見
る
子
ど
も
／
大
人
区
分
の
複
層
性
﹂『
明
治
学
院
大
学
社
会
学
・
社
会
福

祉
学
研
究
』
一
三
八
号
︑
明
治
学
院
大
学
社
会
学
会
︑
二
〇
一
二
年
︑
二
四
頁
︒
元
森

の
考
察
に
よ
る
と
︑﹁
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
﹂
に
反
対
す
る
意
見
は
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在

し
た
が
︑
最
も
根
強
い
主
張
は
︑
酒
そ
れ
自
体
が
消
費
財
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た

と
い
う
︒

（
55
）  

『
欧
米
女
子
立
身
傳
』
の
﹁
緒
言
﹂
を
参
照
︒
根
本
正
『
欧
米
女
子
立
身
傳
』
吉
川
弘

文
館
︑
一
九
〇
六
年
︒

（
56
）  

『
欧
米
貧
児
出
世
美
談
』
の
原
著
と
見
ら
れ
る
の
は
︑
同
じ
く
サ
ラ
・
K
・
ボ
ル
ト
ン

が
一
八
八
五
年
に
著
し
た
『Lives of Poor B

oys W
ho B

ecam
e Fam

ous

』
で
あ
る
︒

（
57
）  

根
本
正
『
欧
米
貧
児
出
世
美
談
』
教
文
館
︑
一
九
〇
二
年
︑﹁
緒
言
﹂︒

（
58
）  

根
本
正
『
欧
米
貧
児
出
世
美
談
』︑﹁
緒
言
﹂︒

（
59
）  

根
本
正
『
欧
米
女
子
立
身
傳
』︑﹁
緒
言
﹂︒

（
60
）  

山
本
澄
子
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
』（
増
補
改
訂
版
）
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
六

年
︑
一
八
頁
︒
山
本
の
考
察
に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
一
連
の
反
キ
リ
ス
ト
教
・
排
外
運
動

に
は
︑
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
の
外
国
勢
力
の
圧
迫
や
外
国
宣
教
師
の
条
約
上
の
特
権
な
ど

に
対
す
る
中
国
民
衆
の
反
感
︑
北
京
条
約
以
後
の
教
会
用
地
問
題
︑
そ
の
他
教
会
や
信

徒
と
一
般
民
衆
と
の
間
に
生
じ
た
紛
争
︑
儒
教
道
徳
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
会
習
俗
批
判
︑

民
間
信
仰
・
迷
信
や
民
衆
の
無
知
に
よ
る
誤
解
等
︑
種
々
の
問
題
が
背
景
と
な
っ
て
い

た
と
い
う
︒

（
61
）  

﹁
本
報
五
大
主
義
﹂
第
三
条
の
﹁
道
徳
を
提
唱
し
︑
教
育
を
鼓
吹
す
る
﹂
で
煉
石
は
︑

女
国
民
と
し
て
の
新
道
徳
は
必
ず
﹁
慈
恵
博
愛
﹂
を
第
一
要
旨
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
た
︒『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
四
号
︑
二
一
頁
︒

（
62
）  

中
国
人
女
性
た
ち
が
初
め
て
看
護
技
術
を
学
ん
だ
の
は
︑
一
九
〇
三
年
の
こ
と
で
あ

る
︒
当
時
︑
中
国
人
留
学
生
の
間
に
満
州
の
軍
事
占
領
を
続
け
る
ロ
シ
ア
に
抵
抗
す
る

運
動
が
起
こ
り
︑
女
子
留
学
生
た
ち
も
看
護
婦
と
し
て
志
願
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の

運
動
に
参
加
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
後
︑秋
瑾
に
よ
り
『
中
国
女
報
』
に
﹁
看
護
学
教
程
﹂

が
翻
訳
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
一
九
一
一
年
の
武
昌
蜂
起
の
際
に
は
︑
張
竹
君

（
一
八
七
六
～
一
九
六
四
）
が
自
ら
看
護
婦
隊
を
率
い
て
負
傷
者
を
介
護
し
た
︒
ま
た
︑

前
述
し
た
『
女
子
世
界
』（
一
九
〇
四
年
︑
第
五
号
）
の
な
か
で
も
︑
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

の
挿
絵
︑
伝
記
が
軍
隊
付
き
看
護
婦
の
モ
デ
ル
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
︒

（
63
）  

梅
鑄
﹁
法
國
救
亡
女
傑
若
安
傳
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
三
号
︑
五
三
頁
︒

（
64
）  

煉
石
﹁
本
報
五
大
主
義
演
説
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
三
号
︑
一
九
～
二
〇
頁
︒

（
65
）  

杉
本
史
子
﹁
民
国
初
期
に
お
け
る
女
子
家
事
科
教
育
︱
︱
そ
の
「
近
代
」
性
と
限
界

に
つ
い
て
﹂『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
第
一
三
巻
第
四
号
︑
立
命
館
大
学
国
際
言
語
文

化
研
究
所
︑
二
〇
〇
二
年
︑
四
頁
︒

（
66
）  

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
︑
韓
韡
の
博
士
論
文
﹁
近
代
中
国
女
子
教
育
の
成
立
期
に
お

け
る
日
本
受
容
﹂（
名
古
屋
大
学
︑
二
〇
一
三
年
）
の
一
四
～
一
八
頁
を
参
照
︒

（
67
）  

韓
韡
︑
前
掲
論
文
︑
一
九
～
二
二
頁
︒

（
68
）  
一
九
〇
二
年
︑
呉
汝
綸
は
日
本
の
学
校
教
育
制
度
視
察
の
た
め
来
日
し
た
︒
日
本
教

育
視
察
報
告
書
『
東
遊
叢
録
』
の
﹁
摘
鈔
日
記
第
二
﹂
で
呉
は
東
京
共
立
女
子
職
業
学

校
を
紹
介
し
︑﹁︹
日
本
の
女
子
学
生
は
こ
の
学
校
に
︺
入
学
し
て
技
能
を
学
び
︑
そ
の

技
能
が
商
品
に
な
り
︑
商
品
を
売
っ
て
得
た
利
益
は
学
校
と
折
半
に
な
っ
て
い
る
︒（
中

略
）
課
程
は
主
に
裁
縫
︑
刺
繍
︑
編
物
︑
絵
画
︑
造
花
で
あ
り
︑
わ
が
国
で
も
こ
の
種
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の
学
校
を
つ
く
る
よ
う
進
め
た
い
﹂
と
手
芸
科
目
が
収
益
を
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
注
目

し
て
い
た
︒

（
69
）  
劒
雲
は
﹁
家
政
學
講
義
﹂
の
﹁
総
論
﹂
を
翻
訳
す
る
に
あ
た
り
︑
塚
本
の
﹁
総
論
﹂

の
内
容
を
大
幅
に
削
除
し
た
︒
削
除
さ
れ
た
内
容
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
本
稿

の
一
三
九
頁
を
参
照
︒

（
70
）  

﹁
黴
菌
學
原
論
﹂
の
原
著
と
見
ら
れ
る
の
は
︑井
上
正
賀
が
一
九
〇
四
年
に
著
し
た
『
黴

菌
學
』
で
あ
る
︒
井
上
は
﹁
総
論
﹂
か
ら
始
め
︑
十
七
編
に
分
け
て
黴
菌
の
分
類
︑
検

査
法
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
︑
煉
石
は
『
黴
菌
學
』
の
﹁
総
論
﹂

部
分
だ
け
を
翻
訳
し
︑
タ
イ
ト
ル
を
﹁
原
論
﹂
に
変
え
た
︒

（
71
）  

塚
本
は
ま
子
『
實
践
家
政
學
講
義
』
参
文
舎
ほ
か
︑
一
九
〇
六
年
︑﹁
は
し
が
き
﹂
一

頁
︒

（
72
）  

塚
本
は
ま
子
『
家
事
教
本
』
金
港
堂
書
籍
株
式
会
社
︑
一
九
〇
〇
年
︑﹁
凡
例
﹂︒

（
73
）  

塚
本
は
ま
子
『
實
践
家
政
學
講
義
』︑
八
～
九
頁
︒

（
74
）  

同
書
︑
三
～
四
頁
︒

（
75
）  

た
と
え
ば
中
村
千
代
松
（
木
公
）
編
の
『
女
子
遊
学
便
覧
実
地
精
査
』（
女
子
文
壇
社
︑

一
九
〇
六
年
）
や
木
下
祥
真
編
の
『
女
子
の
新
職
業
』（
内
外
出
版
協
会
︑一
九
〇
五
年
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒『
女
子
遊
学
便
覧
実
地
精
査
』
で
中
村
は
︑
婦
人
職
業
を
学
校
教

師
︑
専
門
的
職
業
︑
内
職
的
職
業
と
三
分
野
に
分
け
︑
造
花
︑
裁
縫
︑
編
物
︑
刺
繍
は

高
尚
優
美
な
内
職
的
職
業
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
︒
一
方
︑『
女
子
の
新
職
業
』
で
木
下

は
女
子
の
職
業
を
技
芸
的
職
業
︑
事
務
的
職
業
︑
社
会
的
職
業
に
分
類
し
て
い
る
︒
造
花
︑

刺
繍
︑
編
物
︑
裁
縫
は
写
真
︑
理
髪
と
並
ん
で
技
芸
的
職
業
に
含
ま
れ
︑
こ
こ
で
も
こ

の
よ
う
な
職
業
は
中
等
社
会
に
適
応
す
る
品
位
の
あ
る
も
の
︑
す
な
わ
ち
中
等
社
会
の

主
婦
向
き
の
内
職
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

（
76
）  

村
上
信
彦
は
︑
日
本
が
産
業
立
国
を
実
現
し
て
見
せ
た
原
動
力
は
安
い
労
働
力
に
あ

り
︑
そ
の
安
い
労
働
力
の
根
源
は
独
立
し
て
い
な
い
︑
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
女
の

働
き
︑
つ
ま
り
内
職
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
内
職
は
明
治
の
産
業
の
発
達

に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
村
上
信
彦
『
明
治
女
性

史
（
三
）　
女
の
職
業
』
講
談
社
︑
一
九
七
七
年
︑
二
六
頁
︒

（
77
）  

梶
山
彬
『
造
花
術
新
書
　
女
子
技
芸
』
広
文
堂
︑
一
九
〇
七
年
︑﹁
造
花
術
新
書
序
﹂

二
頁
︒
梶
山
の
『
刺
繍
術
新
書
』
に
は
︑
既
刊
の
『
造
花
術
新
書
』
の
広
告
が
載
せ
ら

れ
て
お
り
︑﹁
各
女
學
校
手
藝
科
教
員
及
び
生
徒
諸
媛
の
参
考
用
に
頗
る
適
當
す
︑
且
つ

之
を
一
般
の
家
庭
に
備
ふ
る
と
き
は
健
全
な
る
趣
味
と
實
益
と
を
併
せ
得
る
の
珍
書
な

れ
ば
一
日
も
座
右
を
離
す
べ
か
ら
ざ
る
良
指
南
車
た
り
﹂
と
︑
こ
の
著
書
を
紹
介
し
て

い
た
︒

（
78
）  

同
書
︑﹁
刺
繍
術
新
書
序
﹂
三
頁
︒

（
79
）  

当
時
︑
日
本
の
刺
繍
は
盛
ん
に
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
註
（
75
）『
女
子
の

新
職
業
』︑
三
八
頁
を
参
照
）
の
に
対
し
︑
造
花
は
ま
だ
品
質
の
稚
拙
さ
な
ど
の
原
因
で

輸
出
の
対
象
に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
（﹁
露
国
本
邦
製
造
花
需
要
状
況
﹂『
官
報
』
第

三
七
号
︑
一
九
九
頁
を
参
照
）︒
し
た
が
っ
て
︑
梶
山
は
造
花
が
刺
繍
と
同
様
に
海
外
に

輸
出
さ
れ
︑
外
貨
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
︒

（
80
）  

児
童
文
学
者
で
あ
る
巌
谷
小
波
（
一
八
七
〇
～
一
九
三
三
）
編
集
で
一
九
〇
七
年
に

出
版
さ
れ
た『
明
治
少
女
節
用
』（
当
時
の
女
子
向
け
百
科
事
典
と
も
言
え
る
）に
は
︑﹁
造

花
は
他
の
手
藝
よ
り
も
遥
か
に
利
益
が
あ
る
︒
近
頃
造
花
の
需
要
は
實
に
盛
ん
な
も
の

で
︑
第
一
客
室
食
堂
の
装
飾
と
し
て
用
ひ
︑
第
二
音
物
と
し
て
用
ひ
︑
第
三
女
子
の
髪

飾
り
と
し
て
用
ひ
ら
れ
︑
其
他
種
々
の
方
面
に
需
要
が
多
い
の
で
︑
従
つ
て
供
給
が
間

に
合
は
ず
︑
故
に
職
業
と
し
て
は
随
分
割
の
よ
い
仕
事
な
の
で
あ
る
﹂
と
︑
造
花
の
実

益
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
巌
谷
小
波
ほ
か
編
『
明
治
少
女
節
用
』
博
文
館
︑

一
九
〇
七
年
︑
三
五
八
頁
︒
こ
れ
は
︑
当
時
日
本
に
お
い
て
造
花
が
他
の
手
芸
よ
り
賃

金
が
高
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
一
つ
の
国
内
産
業
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
︒

（
81
）  
﹁
造
花
術
緒
言
﹂
に
お
い
て
灼
華
は
『
造
化
術
新
書
』
を
翻
訳
し
た
目
的
を
﹁
小
に
し

て
は
一
家
の
經
濟
を
補
助
し
︑
大
に
し
て
は
國
の
富
源
を
增
進
す
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

灼
華
﹁
造
花
術
﹂『
中
国
新
女
界
雑
誌
』
第
四
号
︑九
一
頁
︒
し
か
し
︑灼
華
の
言
う
﹁
一

家
の
經
濟
を
補
助
し
﹂
は
梶
山
の
﹁
一
家
の
經
濟
を
利
し
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
図
を
正
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確
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
灼
華
を
は
じ
め
当
時
の
中
国

人
女
子
留
学
生
た
ち
は
男
性
と
対
等
の
立
場
に
立
つ
﹁
女
国
民
﹂
の
育
成
を
目
指
し
て

お
り
︑
し
た
が
っ
て
灼
華
の
﹁
一
家
の
經
濟
を
補
助
し
﹂
は
︑
内
職
で
は
な
く
男
性
と

同
様
に
社
会
に
出
て
稼
ぐ
金
で
家
計
を
補
助
す
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

（
82
）  

韓
韡
に
よ
れ
ば
︑
女
子
教
育
制
度
と
と
も
に
導
入
さ
れ
た
造
花
術
は
︑
民
国
成
立
後

に
な
る
と
︑
実
用
性
が
な
い
と
し
て
教
育
関
係
者
た
ち
か
ら
批
判
を
受
け
︑
日
本
の
よ

う
に
実
業
と
し
て
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
最
大
の
理
由
と
し
て
︑
原

材
料
な
ど
を
日
本
か
ら
の
輸
入
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
普
及
が
困
難
で
︑

奢
侈
品
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
と
い
う
︒
韓
韡
︑
前
掲
註
（
66
）
論
文
︑

一
〇
一
頁
︒

（
83
）  

陳
志
群
は
江
蘇
無
錫
の
出
身
︒『
女
子
世
界
』
続
編
（
第
一
八
号
）
の
編
集
長
を
務
め

る
他
︑『
神
州
女
報
』
と
『
女
報
』（
一
九
〇
九
年
）
を
創
刊
し
て
い
る
︒『
神
州
女
報
』

は
秋
瑾
と
と
も
に
創
刊
す
る
計
画
で
あ
っ
た
が
︑
秋
瑾
が
安
徽
省
巡
撫
を
暗
殺
し
よ
う

と
し
て
失
敗
し
た
事
件
に
連
累
し
︑
処
刑
さ
れ
た
た
め
︑
そ
の
計
画
は
実
現
で
き
な
か
っ

た
︒
一
九
〇
七
年
十
二
月
︑
陳
は
単
独
で
『
神
州
女
報
』
を
創
刊
し
︑
そ
の
﹁
発
刊
詞
﹂

に
﹁
為
鑑
湖
秋
女
士
流
血
之
大
紀
念
而
作
﹂
と
秋
瑾
を
記
念
す
る
た
め
発
刊
し
た
と
述

べ
て
い
る
︒
こ
の
創
刊
号
に
は
︑
秋
瑾
の
文
章
や
伝
記
な
ど
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い

る
︒『
神
州
女
報
』
は
経
費
不
足
の
た
め
︑
第
三
号
ま
で
し
か
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

（
84
）  

﹁
女
界
二
大
雑
誌
出
現
﹂『
女
子
世
界
』
第
一
八
号
︑
一
九
〇
七
年
︑
一
七
二
五
頁
︒
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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
は
︑
一
九
四
六
年
に
山
形
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
労
農
』
の
検
討
を
通

じ
て
︑
占
領
期
に
お
け
る
地
方
文
化
運
動
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試

み
る
︒

　
占
領
期
の
地
方
文
化
運
動
に
つ
い
て
︑
多
く
の
資
料
の
再
発
見
と
そ
の
検
討

と
が
近
年
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
︒
た
だ
︑
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
︑
大
串
潤

児
が
﹁
地
方
文
化
運
動
の
多
く
は
︑
戦
前
と
の
断
絶
を
経
験
し
つ
つ
も
教
養
主

義
的
・
啓
蒙
主
義
的
姿
勢
を
維
持
し
︑
多
く
は
総
花
的
な
活
動
の
な
か
で
一
部

は
解
体
・
自
然
消
滅
し
︑
ま
た
一
部
は
公
的
な
公
民
館
活
動
・
社
会
教
育
行
政

に
吸
収
さ
れ
て
い
く
﹂
と
述
べ
る（

1
）

よ
う
に
︑
一
貫
す
る
特
質
や
意
義
を
そ
こ
に

措
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
も
︑﹁
文
化
﹂

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
持
っ
た
政
治
的
な
振
れ
幅
に
つ
い
て
指
摘
し
た
北
河
賢

三
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
重
要
で
あ
る
︒

　
戦
後
の
文
化
運
動
は
︑
と
く
に
若
い
世
代
の
﹁
文
化
﹂
へ
の
希
求
を
背

景
に
し
て
︑
一
方
に
は
﹁
民
主
革
命
﹂
の
一
環
と
し
て
﹁
文
化
革
命
﹂
を

め
ざ
す
動
き
か
ら
︑
他
方
に
は
秩
序
維
持
的
な
﹁
文
化
国
家
﹂
論
的
文
化

主
義
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
が
混
在
し
て
お
り
︑
多
様
さ
と
曖
昧
さ
を

含
み
な
が
ら
も
︑
昂
揚
が
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い

え
る
で
あ
ろ
う（

2
）

︒

雑
誌
『
労
農
』
研
究

―
―
占
領
期
山
形
に
お
け
る
地
方
文
化
運
動
の
再
検
討
の
た
め
に
―
―

森
岡
卓
司
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一
九
四
五
年
八
月
以
降
の
一
定
の
期
間
︑
国
内
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
︑

﹁
文
化
﹂
は
社
会
の
目
指
す
べ
き
理
想
を
表
現
す
る
用
語
と
し
て
極
め
て
頻
繁

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る（

3
）

が
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
地
方
文
化
運
動
に
お
け

る
そ
の
多
様
な
用
法
に
も
政
治
的
文
脈
と
深
く
関
わ
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
た
︒

　『
山
形
新
聞
』
論
説
委
員
を
つ
と
め
︑
多
く
の
局
面
で
山
形
の
文
化
運
動
に

深
く
関
わ
っ
た
児
童
文
学
者
須
藤
克
三
は
︑
占
領
期
山
形
の
文
化
運
動
を
﹁
疎

開
文
化
人
の
運
動
﹂﹁
地
域
文
化
人
の
回
復
﹂﹁
労
働
組
合
運
動
﹂﹁
社
会
教
育

運
動
﹂﹁
学
校
教
育
運
動
﹂﹁「
や
く
ざ
踊
り
」
的
芸
能
﹂
の
六
類
型
に
整
理
し

た
う
え
で
︑﹁
地
域
文
化
人
﹂
が
︑﹁
疎
開
あ
る
い
は
帰
郷
者
と
反
発
す
る
こ
と

な
く
︑
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
人
た
ち
の
力
と
結
び
合
っ
﹂
て
﹁
排
他
的
で
セ
ク
ト

主
義
の
多
か
っ
た
本
県
文
化
界
を
︑
新
し
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
塗
り
か
え
て
い
﹂

き
︑
ま
た
﹁
民
間
運
動
の
色
彩
が
強
か
っ
た
﹂﹁
社
会
教
育
運
動
﹂
の
﹁
第
一

線
に
起
用
﹂
さ
れ
た
こ
と
に
高
い
評
価
を
与
え
る（

4
）

︒

　
占
領
終
了
後
︑
ご
く
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
須
藤

の
整
理
は
よ
く
行
き
届
い
た
も
の
と
い
え
︑
こ
こ
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
射
程
を

探
求
す
る
研
究
が
近
年
に
も
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
地
方
詩
人
と
丸
山
薫
︑

高
村
光
太
郎
を
は
じ
め
と
す
る
疎
開
詩
人
と
の
広
域
に
わ
た
る
﹁
結
び
合
﹂
い

の
様
相
は
藤
沢
太
郎
に
よ
っ
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
り（

5
）

︑

ま
た
そ
う
し
た
文
学
運
動
の
具
体
的
な
成
果
の
ひ
と
つ
を
示
す
第
二
次
『
至
上

律
』
に
つ
い
て
も
︑
野
口
哲
也
に
よ
っ
て
荒
地
派
を
中
心
に
し
た
戦
後
詩
観
の

更
新
と
い
う
意
図
を
も
っ
た
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る（

6
）

︒
そ
し
て
︑
こ
う
し

た
整
理
の
先
に
は
︑
こ
れ
ま
で
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
山
岸
外
史
の
山
形
疎
開
時
の
活
動
に
も
新
た
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い（

7
）

︒

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
︑﹁
労
働
組
合
運
動
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
政
治
﹂
的
な
運
動
に
対
し
て
は
︑
須
藤
は
極
め
て
辛
辣
な
評
言
を
与
え
て
い

る
︒

戦
前
本
県
に
お
い
て
さ
か
ん
で
あ
っ
た
東
亜
連
盟
の
青
年
組
織
も
︑
地
域

に
よ
っ
て
は
残
っ
て
も
い
た
が
︑
意
気
は
全
く
あ
が
ら
ず
︑
そ
の
反
米
反

ソ
の
攘
夷
論
的
な
主
張
も
や
が
て
埋
没
し
て
い
っ
た
︒
ま
た
共
産
党
の
細

胞
運
動
も
︑
農
山
村
に
及
ん
だ
が
︑
生
硬
な
公
式
論
は
︑
青
年
に
好
ん
で

受
け
入
れ
ら
れ
ず
き
わ
め
て
少
人
数
に
限
ら
れ
︑
地
域
の
青
年
運
動
の
性

格
を
変
え
て
ゆ
く
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た（

8
）

︒

　
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
︑
山
形
の
戦
後
文
化
運
動
を
脱
﹁
政
治
﹂
化
し
よ

う
と
す
る
明
確
な
意
図
を
も
っ
た
語
り
だ
︑
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
︑
運
動
の
当
事
者
で
も
あ
っ
た（

9
）

須
藤
の
実
感
に
基
づ
い
た
も
の
で
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
し
︑
ま
た
︑
事
実
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
切
な
記
述
と
い
う

わ
け
で
も
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
事
後
的
な
脱
色
が
一
定
の
死
角
を
作
り

出
す
こ
と
も
ま
た
確
か
で
︑
本
稿
に
と
り
あ
げ
る
雑
誌
『
労
農
』
も
︑
そ
の
中

に
隠
さ
れ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
︒
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山
形
県
米
沢
出
身
の
森
英
介
は
︑
三
十
三
歳
で
死
去
す
る
ま
で
に
わ
ず
か
一

冊
の
詩
集
し
か
残
さ
な
か
っ
た
詩
人
だ
が
︑
自
費
出
版
に
よ
る
そ
の
詩
集
『
地

獄
の
歌
　
火
の
聖
女
』（
一
九
五
一
年
二
月
︑
題
簽
・
大
熊
信
行
︑
序
・
高
村
光
太

郎
）
の
活
字
を
自
ら
拾
い
︑
印
刷
を
完
了
さ
せ
た
直
後
に
胃
穿
孔
で
急
逝
す
る
︑

と
い
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
生
涯
も
あ
っ
て
︑﹁
夭
逝
の
詩
人
﹂
と
し
て
一
部
で

は
半
ば
伝
説
化
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る（

10
）

︒
森
英
介
を
名
乗
る
以
前
の
彼
は
︑

佐
藤
徹て
つ

と
い
う
別
の
筆
名
を
用
い
て
︑
米
沢
を
拠
点
に
し
た
文
化
運
動
を
試
み

た
こ
と
が
あ
り
︑
そ
の
際
に
発
行
し
た
の
が
雑
誌
『
労
農
』
で
あ
っ
た
︒

　
山
形
の
地
方
文
学
史
に
森
英
介
の
名
前
を
は
じ
め
て
加
え
た
の
は
真
壁
仁

﹁
森
英
介（

11
）﹂

で
あ
る
が
︑
真
壁
は
そ
こ
で
森
の
﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
詩
人
﹂
と

し
て
の
側
面
を
最
大
限
に
強
調
し
て
い
る
︒『
労
農
』
に
つ
い
て
も
収
録
記
事

の
紹
介
を
中
心
に
触
れ
て
は
い
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
﹁
晩
年
も
っ
と
も
非
政
治

的
に
︑
い
や
反
政
治
的
に
生
き
た
と
思
わ
れ
る
森
英
介
と
い
う
詩
人
﹂
が
例
外

的
に
﹁
す
こ
ぶ
る
政
治
的
に
生
き
︑
政
治
そ
の
も
の
に
発
言
し
た
時
期
﹂
の
も

の
と
さ
れ
︑
誌
面
に
表
明
さ
れ
た
編
集
方
針
に
つ
い
て
も
以
下
の
よ
う
な
概
括

が
与
え
ら
れ
る
︒

行
動
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
か
行
動
サ
ム
ボ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
用
語
の
な
か

に
は
逆
に
非
行
動
的
な
観
念
を
か
ん
ず
る
の
だ
が
︑
し
か
し
敗
戦
後
の
日

本
の
虚
脱
と
自
己
喪
失
の
状
況
の
な
か
で
︑
こ
う
し
た
観
念
を
意
欲
に
ま

で
か
き
た
て
な
が
ら
新
し
い
民
主
的
秩
序
の
た
め
の
政
治
の
軸
を
も
と
め

た
の
で
あ
る
︒
そ
の
政
治
の
理
念
に
は
︑
既
存
の
党
に
属
し
な
い
清
新
な

第
三
の
党
の
創
造
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
︑
未
熟
で
場
当
た
り
的
な
﹁
森
英
介
前
史
﹂
と
し
て

『
労
農
』
期
の
佐
藤
の
活
動
を
捉
え
よ
う
と
す
る
認
識
で
あ
り
︑
こ
の
時
期
の

﹁
政
治
﹂
的
な
地
方
文
化
運
動
に
対
す
る
把
握
と
し
て
先
に
引
い
た
須
藤
と
そ

の
基
本
的
な
志
向
性
を
共
有
し
て
い
る（

12
）

︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
真
壁
の
『
労

農
』
観
は
︑
こ
れ
以
降
の
時
期
に
間
歇
的
に
生
じ
た
こ
の
詩
人
へ
の
言
及
に
お

い
て
も
︑
大
き
な
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
本
稿
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
従
来
の
『
労
農
』
把
握
を
再
検
討
す
る
︒

『
労
農
』
編
集
期
の
佐
藤
徹
と
『
地
獄
の
歌
　
火
の
聖
女
』
中
の
大
部
分
の
作

品
を
書
い
た
一
九
五
〇
年
前
後
の
森
英
介
と
の
間
に
︑
大
き
な
転
回
が
生
じ
て

い
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
が
た
く
思
わ
れ
る
が
︑
そ
う
し
た
詩
人
の
個
人
史
を

一
旦
離
れ
︑『
労
農
』
発
行
の
状
況
そ
の
も
の
を
分
析
し
て
み
る
な
ら
ば
︑
既

存
の
政
治
運
動
か
ら
言
説
的
資
源
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
︑
独
自
の
批
評
性
を
示
す

に
至
っ
た
占
領
期
の
文
化
運
動
の
具
体
的
な
様
相
を
︑
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
よ
う
︒
そ
れ
は
︑
山
形
の
戦
後
文
化
史
に
︑
先
に
引
い
た
須
藤
の
記
述
に

よ
っ
て
隠
さ
れ
た
一
コ
マ
を
書
き
加
え
る
だ
け
で
は
な
く
︑
戦
後
日
本
︑
と
り

わ
け
東
北
に
お
け
る
﹁
地
方
﹂
を
巡
る
文
化
的
な
言
説
の
出
発
に
つ
い
て
も
︑

重
要
な
示
唆
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
︒



152

　

二
　
雑
誌
『
労
農
』
の
概
要

　
本
格
的
な
分
析
に
入
る
前
に
︑
改
め
て
雑
誌
『
労
農
』
と
そ
の
編
集
発
行
人

で
あ
っ
た
佐
藤
徹
︑
戸
籍
名
佐
藤
重
男
の
生
涯
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
︒

　
一
九
一
七
年
に
繊
維
問
屋
佐
藤
治
右
衛
門
︑
志
ん
の
次
男
と
し
て
米
沢
市
蔵

ノ
内
町
に
生
ま
れ
た
佐
藤
重
男
は
︑
三
六
年
に
早
稲
田
大
学
哲
学
科
に
入
学
し
︑

出
隆
ゼ
ミ
に
出
入
り
す
る
中
で
︑
松
浪
信
三
郎
︑
堺
誠
一
郎
ら
を
知
る
︒
文
学

や
哲
学
に
関
心
を
寄
せ
︑
と
り
わ
け
︑
マ
ル
ロ
ー
や
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ（

13
）

に
は
強

い
関
心
を
持
っ
た
と
言
わ
れ
る
︒
単
位
不
足
で
三
九
年
に
大
学
を
中
退
し
た
後
︑

四
〇
年
に
結
婚
︑
翌
四
一
年
に
は
招
集
に
よ
り
入
隊
す
る
が
︑
四
三
年
に
病
気

を
理
由
と
し
て
招
集
が
解
除
さ
れ
帰
郷
︒
産
業
報
国
隊
か
ら
の
派
遣
員
と
し
て

縁
戚
に
あ
た
る
青
柳
六
一
郎
が
経
営
す
る
米
沢
航
空
で
働
い
た
後
︑
山
形
県
飯

豊
町
に
疎
開
︑
終
戦
と
離
婚
を
経
験
す
る
︒
四
六
年
以
降
は
郷
里
と
東
京
を
行

き
来
す
る
生
活
が
続
き
︑
こ
の
間
︑
熊
本
日
日
新
聞
東
京
支
局
勤
務
や
バ
ー
の

皿
洗
い
︑
美
容
品
の
行
商
な
ど
の
職
業
を
経
験
し
て
い
る
が
︑
実
業
を
営
ん
で

い
た
家
族
や
親
戚
か
ら
の
支
援
が
彼
の
生
計
の
大
き
な
部
分
を
支
え
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
︒

　
放
浪
に
近
い
生
活
の
中
︑
詩
作
を
志
し
て
い
た
こ
の
時
期
の
佐
藤
に
強
い
影

響
を
与
え
た
存
在
と
し
て
は
︑
招
集
時
代
に
初
め
て
手
紙
を
出
し
︑
四
六
年
九

月
に
疎
開
先
で
面
会
し
た
高
村
光
太
郎
︑
日
比
谷
公
園
で
戦
災
孤
児
救
済
の
活

動
を
行
っ
て
い
た
高
野
久
子
︑
佐
藤
か
ら
の
二
通
の
長
文
の
手
紙
に
対
し
て
返

信
を
与
え
た
高
田
博
厚
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
の
後
の
佐
藤
が
︑
森
英
介
名
で

の
詩
集
発
行
の
方
途
を
模
索
し
︑
自
費
出
版
を
目
前
に
胃
穿
孔
で
急
死
し
た
こ

と
は
既
に
述
べ
た
︒
詩
集
原
稿
︑
書
簡
お
よ
び
そ
の
原
稿
︑
蔵
書
︑
来
簡
︑
人

名
帳
な
ど
の
関
連
資
料
は
︑
彼
の
死
後
︑
寄
贈
及
び
遺
族
か
ら
の
委
託
管
理
の

形
で
市
立
米
沢
図
書
館
に
一
括
保
存
さ
れ
て
い
る（

14
）

︒

　
雑
誌
『
労
農
』
も
こ
の
資
料
中
に
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
全
三
号
の
う
ち
二
︑ 

三
号
の
み
の
所
蔵
と
な
っ
て
お
り
︑
欠
号
と
な
っ
て
い
る
創
刊
号
に
つ
い
て
は
︑

国
立
国
会
図
書
館
︑
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
を
含
め
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
︒
し

か
し
︑
関
連
資
料
が
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
集
約
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

『
労
農
』
の
発
行
環
境
は
︑
占
領
期
に
発
行
さ
れ
た
ほ
ぼ
無
名
の
地
方
雑
誌
と

し
て
は
例
外
的
な
ほ
ど
実
証
的
に
検
証
可
能
に
な
っ
て
い
る
︒

　
以
下
に
『
労
農
』
各
号
の
目
次
を
示
し
︑
そ
の
概
要
を
確
認
し
た
い
（
筆
者

に
よ
る
注
記
に
は
※
を
付
し
た
）︒

　
既
述
の
如
く
︑
実
物
が
現
存
し
な
い
創
刊
号
（
第
一
巻
第
一
号
）
に
つ
い
て

は
︑
第
一
巻
第
二
号
の
最
終
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
よ
っ
て
そ
の
目
次
を
掲
げ
る
︒

社
説
　
二
つ
の
過
渡
期
的
体
制
　
革
命
戦
術
の
提
唱

日
本
農
村
と
農
民
　
　
榊
田
望

農
村
民
主
運
動
の
構
想
　
　
山
田
五
郎

民
主
革
命
と
農
村
組
合
運
動
　
　
榊
田
望
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労
働
運
動
と
そ
の
方
向
　
　
佐
藤
徹

労
農
時
評

　
同
欄
に
は
﹁
本
体
価
格
三
円
﹂﹁
郵
送
料
三
〇
﹂
と
の
表
示
が
あ
る
︒
後
に

詳
し
く
触
れ
る
が
︑
第
一
巻
第
三
号
ま
で
継
続
的
に
記
載
さ
れ
る
こ
の
﹁
郵
送

料
﹂
の
表
示
は
︑
こ
の
雑
誌
の
発
行
に
あ
た
っ
て
郵
送
に
よ
る
購
読
者
が
想
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
社
説
執
筆
者
に
つ
い
て
は
こ
こ
に

明
示
が
な
い
も
の
の
︑
次
号
以
降
と
同
様
に
佐
藤
を
想
定
す
る
こ
と
が
自
然
だ

と
思
わ
れ
る
︒

　
つ
い
で
︑
第
一
巻
第
二
号
を
見
て
み
た
い
︒﹁
八
月
号
﹂﹁
夏
季
特
集
﹂
と
も

さ
れ
る
本
号
（
B
5
判
︑
表
紙
の
み
二
色
刷
）
は
全
三
十
二
頁
と
な
っ
て
お
り
︑

奥
付
に
は
﹁
昭
和
二
一
年
八
月
二
十
日
﹂
と
い
う
発
行
日
の
記
載
が
あ
る
︒
ま

た
︑
編
集
・
発
行
人
は
佐
藤
徹
︑
発
行
所
は
労
農
社
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の

双
方
の
住
所
は
米
沢
市
山
王
通
町
に
あ
っ
た
青
柳
六
一
郎
宅
と
な
っ
て
い
る（

15
）

︒

印
刷
所
の
山
形
荷
札
株
式
会
社
は
︑
後
に
佐
藤
が
勤
め
︑
自
ら
の
詩
集
を
印
刷

し
た
会
社
で
も
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
加
え
︑﹁
直
接
申
込
所
﹂
と
し
て
﹁
米
沢
市

割
出
町
﹂
の
﹁
生
活
協
同
協
会
﹂
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
︑
販
売
網
の

拡
大
を
強
く
意
識
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
価
格
は
﹁
特
価
五
円
（
税

込
）﹂
と
変
更
さ
れ
た
︒
目
次
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

社
説
　
革
命
的
民
族
主
義
者
の
立
場
︱
一
国
社
会
主
義
へ
︱

祖
国
再
建
の
現
実
的
条
件
　
　
竪
山
利
忠

土
地
革
命
の
基
本
問
題
　
　
榊
田
望

前
衛
論
　
　
佐
野
学

記
事
　
労
農
前
衛
党
　
佐
野
氏
を
委
員
長
に
今
秋
結
党

　
※
﹁
八
月
一
二
日
朝
日
紙
﹂
と
の
転
載
注
記
あ
り

哲
学
的
断
想
1
　
民
主
主
義
に
つ
い
て
　
　
船
山
信
一

碑
　
　
泉
崎
清

憲
法
議
会
メ
モ

時
評
　
反
動
攻
勢
に
備
へ
よ

『労農』第一巻第二号表紙（所蔵：市立米沢図書館）
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地
方
通
信
　 

野
坂
参
三
氏
著
﹁
亡
命
十
六
年
﹂
を
読
む
（
山
形
　
竹
山
清

雄
）

労
農
読
書
ク
ラ
ブ
　
テ
キ
ス
ト
選

資
料
　
欧
州
の
投
票
者
は
中
間
の
道
を
模
索
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す

　
※ 

﹁
ニ
ユ
ウ
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ス
オ
ー
バ
ー
サ
イ
ズ
ウ
イ
ク
リ
イ
一
九
四
六
・
六
・
九

よ
り
転
訳
﹂
と
の
注
記
あ
り

編
集
後
記
　（
徹
）

　
佐
藤
の
同
郷
の
知
友
で
あ
っ
た
泉
崎
に
よ
る
︑『
氷
島
』
期
朔
太
郎
の
模
倣

的
な
詩
作
の
他
︑
表
紙
裏
に
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
︑
裏
表
紙
に
は
ニ
ー
チ
ェ

の
章
句
な
ど
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
編
集
後
記
﹂
に
も
﹁
労
農
は
こ
の
日

我
々
の
敬
愛
す
る
佐
野
学
先
生
か
ら
特
に
論
稿
を
賜
り
胸
の
熱
く
な
る
を
覚
え

る
﹂
と
触
れ
ら
れ
︑﹁
労
農
読
書
ク
ラ
ブ
　
テ
キ
ス
ト
選
﹂
に
お
い
て
も
ほ
ぼ

半
数
を
佐
野
の
著
作
が
占
め
る
よ
う
に
︑
本
号
の
構
成
は
佐
野
学
の
﹁
前
衛

論
﹂
を
中
心
と
し
て
い
る
印
象
が
強
い
︒

　
続
い
て
︑最
終
号
と
な
っ
た
第
一
巻
第
三
号
を
確
認
し
よ
う（

16
）

︒﹁
一
〇
・
一
一

月
合
併
号
﹂﹁
秋
季
特
大
号
﹂
と
も
さ
れ
る
本
号
（
B
5
判
︑
表
紙
の
み
二
色
刷
）

の
奥
付
記
載
発
行
日
は
﹁
昭
和
二
一
年
一
一
月
二
五
日
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
前

号
の
ほ
ぼ
二
倍
に
あ
た
る
全
六
十
頁
へ
の
増
ペ
ー
ジ
を
行
っ
て
お
り
︑
価
格
も

﹁
特
価
一
〇
円
﹂
と
倍
額
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
印
刷
所
及
び
編
集
・

発
行
人
と
そ
の
住
所
は
第
二
号
と
同
じ
だ
が
︑
発
行
所
名
は
労
農
評
論
社
と
改

め
ら
れ
︑
そ
の
﹁
東
京
分
室
﹂
と
し
て
東
京
都
杉
並
区
の
小
松
清
宅
住
所
が
指

定
さ
れ
た
︒
ま
た
︑﹁
総
発
売
所
（
直
接
申
込
所
）﹂
は
﹁
米
沢
市
門
東
町
﹂
の

﹁
ア
ン
ド
レ
書
房
﹂
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
︒

主
張
　 

行
動
文
化
に
つ
い
て
︱
戦
後
青
年
行
動
サ
ム
ボ
リ
ズ
ム
宣
言
︱
　

徹

失
業
問
題
と
ゼ
ネ
ス
ト
　
　
大
河
内
一
男

前
衛
の
古
歌

農
業
恐
慌
は
来
る
か
　
　
川
野
重
任

イ
ン
フ
レ
克
服
の
道
　
　
竪
山
利
忠

バ
ル
ビ
ュ
ス
　
　
小
松
清

ア
ヴ
ァ
ン
　
ギ
ヤ
ル
ド
の
歌
︱
M
君
へ
お
く
る
手
紙
︱
　
　
佐
藤
徹

地
方
報
告
　
政
治
ゼ
ネ
ス
ト
排
撃
　
　
長
正
俊

　
　
　
　
　
　
※
﹁「
米
澤
新
聞
」
鐘
﹂
と
の
転
載
注
記
あ
り

　
　
　
　
　
青
年
の
政
治
性
　
※
﹁
米
沢
與
論
社
説
﹂
と
の
転
載
注
記
あ
り

地
方
報
告
　 

田
舎
町
で
は
民
主
主
義
が
逆
流
し
て
ゐ
る
　
　
平
田
二
郎

（
福
島
）

地
方
報
告
　
農
村
運
動
記
　
　
白
石
敏
夫

短
歌
　
秋
感
傷
　
　
遠
藤
達
一
（
宮
内
町
）

労
働
関
係
調
整
法
の
解
説
と
そ
の
批
判
　
　
牧
野
朝
彦

ア
ジ
ヤ
会
議
　
越
南
の
参
加
を
希
望
　
※ ﹁
世
界
日
報
紙
﹂ 

と
の
転
載
注
記
あ
り
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日
本
に
於
け
る
合
作
運
動
に
就
い
て
　
　
杉
山
慈
郎

書
評
　
　
古
在
由
重
　
現
代
哲
学
　

賃 

金
と
物
価
の
相
互
関
係
　
イ
ン
フ
レ
シ
ヨ
ン
の
役
割
に
関
連
し
﹁
C
・

I
・
O
の
新
政
策
﹂　
※
﹁N

E
W

SW
E

E
K

 ₈

・₁₇

︱₈

・26

﹂
と
の
転
載
注
記
あ
り

雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ

地
獄
の
季
節
（
抄
）

記 

事
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
協
定
　
独
立
へ
の
途
ひ
ら
く
　
殖
民
問
題
解
決
に

新
方
式
　
※
﹁
朝
日
（
一
一
・
一
九
）﹂
と
の
転
載
注
記
あ
り

推
薦
良
書

労
農
読
書
ク
ラ
ブ
　
テ
キ
ス
ト
選

編
集
後
記
　
　
徹

　
裏
表
紙
に
お
け
る
親
鸞
の
引
用
︑
社
説
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
佐
藤
の
巻
頭

論
文
末
尾
に
付
さ
れ
た
﹁
歎
異
抄
﹂
か
ら
の
引
用
に
加
え
︑
本
号
の
誌
面
に
は

前
号
を
遥
か
に
凌
ぐ
量
の
古
今
東
西
の
文
学
テ
ク
ス
ト
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
に
引

用
さ
れ
る
︒﹁
前
衛
の
古
歌
﹂
と
し
て
万
葉
歌
と
芭
蕉
句
作
が
掲
げ
ら
れ
︑
賢

治
と
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
を
掲
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
そ
れ
が
﹁
前
衛
﹂
な
る
理

念
に
関
わ
る
旨
の
注
記
が
加
え
ら
れ
る（

17
）

な
ど
の
処
理
に
は
︑
誌
面
全
体
に
ひ
と

つ
の
理
念
的
な
統
一
を
与
え
よ
う
と
す
る
編
集
方
針
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
︒

　
本
号
の
も
う
一
つ
の
特
質
と
し
て
︑
米
沢
に
限
ら
ず
全
国
に
ま
た
が
る
地
方

か
ら
の
執
筆
記
事
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
傾
向
を
指
摘
で
き
る
︒
第
二
号
に
お
い

て
は
﹁
地
方
通
信
﹂
と
さ
れ
誌
面
後
半
に
置
か
れ
て
い
た
記
事
は
︑﹁
地
方
報

告
﹂
と
タ
イ
ト
ル
を
改
め
ら
れ
︑
掲
載
の
序
列
と
分
量
と
の
双
方
に
お
い
て
よ

り
大
き
な
扱
い
を
受
け
て
お
り
︑
巻
頭
に
は
次
の
よ
う
な
執
筆
者
一
覧
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
（
引
用
文
中
の
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
︑
原
文
に
お
け
る
改
行
を
表
す
︒
以
下
︑

同
）︒　

　
　﹁
労
農
﹂
行
動
文
化
の
前
衛

編
輯
顧
問

　
高
村
光
太
郎
　
彫
刻
家
︑
詩
人
／
大
河
内
一
男
　
東
大
経
済
学
部
教
授

特
別
執
筆
者

　 

小
松
清
　
行
動
的
作
家
︑
仏
文
学
者
︑
評
論
家
／
長
正
俊
　
行
動
的
歴

史
哲
学
者
／
竪
山
利
忠
　
中
国
経
済
研
究
者
︑
外
務
省
嘱
託
／
川
野
重

任
　
東
大
農
学
部
助
教
授
／
︹
※
黒
塗
り
三
行
︺
／
船
山
信
一
　
哲
学

評
論
家
　
水
産
会
嘱
託
／
佐
藤
勝
治
　
宮
沢
賢
治
研
究
者
／
武
野
武
治

　
中
国
問
題
研
究
者
／
牧
野
朝
彦
　
労
働
問
題
研
究
者
／
山
岸
正
子
　

食
糧
問
題
研
究
者

全
国
地
方
報
告
者

　 
労
働
組
合
︑
農
民
組
合
︑
協
同
組
合
運
動
者
︑
進
歩
的
経
営
者
︑
行
動

的
知
識
人
︑
青
年
文
化
団
体
︑
無
名
作
家
︑
詩
人
︑
研
究
者

編
輯
同
人
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佐
藤
徹
　
今
野
淳
　
泉
崎
清
　
長
正
俊
　
堀
口
三
保
　︹
※
黒
塗
り
一
名
︺

 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　
高
村
光
太
郎
や
武
野
武
治
の
執
筆
記
事
は
実
際
に
は
存
在
せ
ず
︑
ま
た
光
太

郎
や
大
河
内
が
﹁
編
輯
顧
問
﹂
と
し
て
の
実
質
的
な
役
割
を
ど
れ
ほ
ど
担
っ
て

い
た
の
か
︑
残
存
す
る
来
簡
類
を
見
る
限
り
疑
わ
し
い
︒
そ
う
し
た
不
確
か
な

部
分
を
含
む
も
の
で
は
あ
る
が
︑
し
か
し
こ
こ
に
﹁
全
国
地
方
報
告
者
﹂
の
想

定
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑『
労
農
』
が
持
っ
た
志
向
性
の
証
左
と

し
て
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
︑
そ

の
内
実
は
︑
須
藤
・
真
壁
ら
が
志
向
し
た
﹁
地
方
﹂
と
は
完
全
に
性
質
を
異
に

し
︑
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
親
族
の
経
済
的
な
支
え
を
背
景
に（

18
）

︑
作
品
発
表
や

政
治
活
動
の
経
験
を
持
た
な
い
一
青
年
が
発
行
し
た
地
方
雑
誌
と
し
て
は
異
例

と
も
思
え
る
規
模
で
編
集
発
行
さ
れ
た
『
労
農
』
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
経
営
方

針
は
か
な
り
大
胆
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
︒
第
二
号
の
編
集
後
記
に
は
︑﹁
一

号
僅
か
に
五
〇
〇
部
の
た
め
忽
ち
品
切
れ
と
な
り
︑
工
場
︑
農
村
或
は
生
活
協

同
組
合
の
運
動
に
健
闘
し
つ
つ
あ
る
指
導
層
の
渇
望
を
充
た
し
切
れ
な
か
つ
た

の
で
︑
熱
意
に
応
へ
る
べ
く
二
号
は
一
躍
一
五
〇
〇
部
と
し
た
﹂
こ
と
︑
た
だ

し
﹁
是
は
我
々
の
極
限
で
あ
り
直
に
再
生
産
に
回
転
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
﹂
が
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
性
急
な
拡
大
方
針
は
第
三
号
編
集
時
に
も
継
続
さ

れ
た
よ
う
で
︑『
社
告
　
労
農
支
局
設
置
に
つ
い
て
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

『労農』第一巻第三号誌面（所蔵：市立米沢図書館）
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（
発
行
日
記
載
な
し
）
に
は
︑﹁
現
在
の
発
行
部
数
は
僅
か
に
一
千
五
百
部
に
過

ぎ
ま
せ
ん
が
三
号
を
以
て
三
千
部
発
行
を
ぜ
ひ
完
遂
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
﹂
と

の
決
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
︒
創
刊
号
か
ら
第
三
号
発
行
に
至
る
お
よ
そ
わ
ず

か
半
年
余
り
で
発
行
部
数
を
六
倍
に
も
し
よ
う
と
し
た
佐
藤
の
過
剰
な
思
い
入

れ
に
近
い
熱
意
が
︑
お
そ
ら
く
は
こ
の
雑
誌
を
短
命
に
終
わ
ら
せ
た
外
的
要
因

の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る（

19
）

︒

　

三
　『
労
農
』
出
立
の
思
想
的
背
景

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
雑
誌
『
労
農
』
が
︑
こ
の
時
期
労
農
前
衛
党
を
結

成
し
た
佐
野
学
か
ら
の
深
い
影
響
下
に
出
発
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
そ
の
雑

誌
名
に
も
明
ら
か
に
う
か
が
わ
れ
る
︒
そ
れ
ま
で
に
佐
野
を
中
心
の
ひ
と
り
と

し
て
推
進
さ
れ
て
い
た
﹁
一
国
社
会
主
義
﹂
運
動
を
副
題
に
据
え
る
第
二
号

﹁
社
説
﹂
は
︑
強
硬
な
民
族
革
命
路
線
を
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
︒

今
や
偉
大
な
祖
国
再
建
の
歴
史
的
前
進
は
開
始
さ
れ
た
︒
古
き
日
本
の
政

治
社
会
経
済
体
制
と
そ
の
指
導
者
ど
も
は
祖
国
再
建
の
担
当
者
で
は
な
い
︒

／
我
々
は
今
こ
そ
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
彼
等
の
頭
上
に
鉄
槌
を
加
え
共
働

共
助
共
栄
の
旗
の
下
民
族
革
命
を
徹
底
し
世
界
平
和
国
家
を
実
現
せ
〘
マ
マ
〙な

け

れ
ば
な
ら
ぬ
︒
我
々
は
民
族
革
命
を
追
求
す
る
︒
／
然
し
我
々
は
民
族
や

国
家
を
超
越
し
た
国
際
主
義
や
階
級
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
立
場
を
と
ら
な
い
︒

そ
れ
は
単
な
る
抽
象
的
世
界
や
万
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放
と
云

ふ
理
想
追
求
の
た
め
に
で
も
な
い
︒
我
々
は
祖
国
と
日
本
民
族
の
自
由
幸

福
の
た
め
に
闘
は
ん
と
す
る
も
の
だ
︒
／
民
族
国
家
を
超
越
し
た
世
界
概

念
は
抽
象
的
観
念
論
だ
︒
未
来
は
世
界
民
族
な
き
国
家
な
き
世
界
社
会
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
然
し
て
そ
れ
は
未
来
で
あ
り
遠
い
未
来
の
こ
と
で

あ
る
︒
現
実
の
日
本
革
命
の
過
程
に
何
の
関
係
が
あ
ら
ふ
︒
我
々
は
主
張

す
る
︒
現
代
世
界
と
は
諸
民
族
の
結
合
体
で
あ
る
と
︒
現
代
世
界
の
到
達

す
べ
き
理
想
は
民
族
国
家
を
止
揚
せ
る
世
界
社
会
の
実
現
で
は
な
い
︒
／

現
実
世
界
の
理
想
は
各
々
の
民
族
が
独
立
国
家
を
形
成
し
︑
そ
れ
ら
が
正

義
と
愛
の
世
界
﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
に
よ
つ
て
結
合
さ
れ
た
世
界
で
あ
る

こ
と
だ
︒
人
々
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
民
族
と
不
可
分
だ
︒
民
族
は
人

類
の
故
郷
で
あ
る
︒
我
々
が
民
族
の
自
由
︑
独
立
︑
反
映
を
欲
す
る
の
は

本
能
な
の
だ
︒（﹁
社
説
　
革
命
的
民
族
主
義
者
の
立
場
︱
一
国
社
会
主
義
へ

︱
﹂『
労
農
』
第
一
巻
第
二
号
）

　
こ
れ
が
︑
同
号
に
掲
載
の
佐
野
学
﹁
前
衛
論
﹂
に
あ
る
︑﹁
純
粋
な
る
階
級

指
導
者
な
る
も
の
は
概
念
上
に
の
み
存
す
る
︑
も
し
純
粋
に
自
己
の
階
級
の
利

益
の
み
を
主
張
す
る
者
が
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
反
国
民
的
な
も
の
と
な
り
︑
と
う

て
い
全
社
会
生
活
を
指
導
す
る
前
衛
た
り
得
な
い
﹂
と
い
う
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
独
裁
へ
の
警
戒
に
基
づ
く
階
級
闘
争
路
線
へ
の
批
判
を
直
接
的
に
継
承
し
︑

そ
こ
に
﹁
こ
の
偉
大
な
先
達
の
告
げ
る
も
の
を
我
々
は
新
し
い
感
覚
で
享
受
し
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民
族
の
燃
え
る
生
命
で
つ
ゝ
﹂
も
う
（﹁
編
集
後
記
﹂
第
一
巻
第
二
号
）
と
い
う

民
族
主
義
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
一
読
し
て
容
易

に
理
解
さ
れ
よ
う
︒

　
佐
野
へ
の
佐
藤
の
接
触
が
い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
か
は
必
ず
し
も

定
か
で
は
な
い
が
︑
佐
藤
蔵
書
に
は
︑
佐
野
学
の
著
作
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
日
本

歴
史
』（
白
揚
社
︑
一
九
三
三
年
十
月
）︑『
民
族
と
社
会
主
義
』（
協
同
出
版
社
︑

一
九
四
六
年
八
月

（
20
）

）︑『
民
族
と
民
主
主
義
』（
九
州
書
院
︑
一
九
四
七
年
四
月
）
が

あ
り
︑
ま
た
︑
当
時
の
佐
野
や
︑
労
農
前
衛
党
新
党
結
成
準
備
大
会
の
議
長
も

務
め
た
風
間
丈
吉
ら
が
言
論
の
場
の
ひ
と
つ
と
し
た
『
民
論
　
革
命
的
民
主
々

義
運
動
月
刊
誌
』
に
つ
い
て
も
︑
四
六
年
刊
行
号
の
大
半
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
『
民
論
』
四
六
年
九
月
号
の
﹁
編
輯
後
記
﹂
に
は
︑﹁
大
河
内
一
男
先
生

の
論
文
は
︑
先
生
旅
行
中
に
て
本
号
掲
載
不
可
能
の
た
め
次
号
へ
掲
載
い
た
し

ま
し
た
﹂
と
の
断
り
書
き
が
あ
る
（
た
だ
し
実
際
の
掲
載
は
佐
藤
蔵
書
及
び
﹁
大

河
内
一
男
著
作
目
録
﹂﹇『
大
河
内
一
男
集
』
第
八
巻
︑
労
働
旬
報
社
︑
一
九
八
一
年

八
月
﹈
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
）︒
さ
ら
に
︑
同
年
十
月
に
山
形
で
開
催
さ
れ
た

東
京
帝
国
大
学
普
及
講
座
を
今
野
源
八
郎
と
と
も
に
担
当
し
た
大
河
内
に
﹁
労

農
誌
友
﹂
が
面
会
し
た
こ
と
が
『
労
農
』
第
三
号
﹁
編
集
後
記
﹂
に
は
伝
え
ら

れ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
佐
藤
が
『
労
農
』
編
集
に
あ
た
っ
て
依
拠
し
た
大
き
な
資

源
の
ひ
と
つ
が
佐
野
の
言
説
圏
域
に
あ
っ
た
こ
と
を
跡
付
け
る
も
の
だ
と
言
え

よ
う
︒

　
し
か
し
︑『
労
農
』
第
二
号
の
佐
藤
の
﹁
社
説
﹂
に
は
︑
佐
野
と
そ
の
周
圏

か
ら
の
影
響
と
だ
け
は
考
え
に
く
い
言
説
も
含
ま
れ
て
い
る
（
傍
線
及
び
︹
︙
︺

に
よ
る
中
略
は
筆
者
︒
以
下
︑
同
）︒

我
々
は
天
皇
の
本
質
を
歪
曲
し
た
感
情
論
的
罵
言
主
義
を
打
倒
せ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
︒
同
時
に
又
観
念
論
的
絶
対
主
義
神
秘
主
義
を
振
り
翳
し

天
皇
を
階
級
支
配
の
手
段
と
し
正
義
と
真
理
を
じ
う
り
ん
す
る
如
き
反
動

分
子
の
護
持
論
も
打
倒
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
天
皇
に
は
二
面
の
性
格
が

あ
る
︒
政
治
的
機
関
︑
権
力
関
係
と
し
て
の
天
皇
と
︑
日
本
民
族
社
会
の

構
成
要
素
と
し
て
の
天
皇
が
そ
れ
で
あ
る
︒
前
者
を
政
治
的
天
皇
︑
後
者

は
民
族
的
︑
社
会
的
天
皇
と
云
つ
て
も
よ
い
︒
前
者
は
日
本
政
治
史
の
全

発
展
過
程
を
通
じ
て
そ
の
権
力
内
容
を
異
に
し
て
来
た
︒
後
者
こ
そ
天
皇

の
本
質
で
あ
り
︑
日
本
民
族
の
全
発
展
過
程
と
共
に
存
在
し
不
変
で
あ
る

と
云
ふ
歴
史
的
事
実
に
基
づ
く
も
の
だ
︒︹
︙
︺
我
々
は
民
族
社
会
の
崇

高
な
象
徴
と
し
て
天
皇
を
愛
慕
し
︑
共
に
東
海
の
小
島
に
綿
々
と
し
て
発

展
し
存
続
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
日
本
民
族
社
会
の
自
由
と
繁
栄
の
た
め
闘

は
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
我
々
は
今
や
絶
対
的
平
和
国
家
建
設
の
た
め

に
全
力
を
傾
倒
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
身
に
寸
鉄
の
武
器
な
き
国
家

は
世
界
史
未
曾
有
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
如
何
な
る
国
家
の
模
倣
で
も

な
い
︒
我
々
全
民
族
の
生
死
を
賭
し
て
創
造
せ
ね
ば
な
ら
な
い
崇
高
な
課

題
な
の
で
あ
る
︒
人
類
は
絶
対
永
久
平
和
を
熱
望
し
て
や
ま
な
い
︒
我
々

は
強
国
の
欲
望
や
専
横
が
理
不
尽
に
弱
小
民
族
を
圧
迫
し
搾
取
す
る
如
き
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世
界
秩
序
を
憎
悪
す
る
︒︹
︙
︺
我
々
は
自
ら
永
久
に
武
装
を
放
棄
し
世

界
史
上
最
初
の
道
徳
文
化
の
高
き
絶
対
平
和
国
家
の
基
礎
を
建
設
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
︒（﹁
社
説
　
革
命
的
民
族
主
義
者
の
立
場
︱
一
国
社
会
主

義
へ
︱
﹂『
労
農
』
第
一
巻
第
二
号
）

　
戦
後
の
佐
野
が
﹁
天
皇
私
有
財
産
の
国
家
返
還
﹂
と
﹁
天
皇
自
身
が
社
会
主

義
の
信
奉
者
に
な
る
べ
き
﹂
と
の
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と（

21
）

を
考
え
れ
ば
︑
引

用
前
半
部
分
に
お
け
る
佐
藤
の
天
皇
制
に
関
す
る
主
張
は
そ
の
亜
種
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
民
族
的
︑
社
会
的
天
皇
﹂
を

﹁
崇
高
な
象
徴
﹂
と
し
て
﹁
愛
慕
﹂
の
対
象
と
位
置
づ
け
る
こ
と
︑
さ
ら
に
そ

う
し
た
﹁
象
徴
﹂
の
も
と
に
﹁
身
に
寸
鉄
の
武
器
な
き
﹂﹁
絶
対
的
平
和
国
家

建
設
﹂
を
主
張
す
る
段
に
お
け
る
口
吻
に
は
︑﹁
社
会
主
義
者
と
な
ら
れ
る
希

望
は
薄
い
﹂
現
天
皇
の
退
位
を
す
ら
唱
え
て
い
た（

22
）

戦
後
の
佐
野
で
は
な
く
︑
む

し
ろ
石
原
莞
爾
の
東
亜
連
盟
運
動
を
は
じ
め
と
し
た
︑
戦
中
の
非
主
流
派
勢
力

か
ら
の
影
響
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
終
戦
直
後
の
石
原
莞
爾
の
言
動
が
︑
一
九
四
五
年
九
月
十
二
日
に
新
庄
市
で

開
催
さ
れ
た
東
亜
連
盟
新
庄
大
会
を
頂
点
と
し
て
最
大
風
速
的
に
大
き
な
注
目

を
集
め
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
山
形
の
各
地
域
に
お
い
て
は
︑

彼
の
影
響
力
は
そ
の
後
も
一
定
の
形
で
持
続
し
た（

23
）

︒
そ
し
て
︑
そ
の
時
期
の
地

方
紙
報
道
に
お
け
る
石
原
の
言
説
︑
た
と
え
ば
『
山
形
新
聞
』
四
五
年
九
月
九

日
に
掲
載
さ
れ
た
石
原
莞
爾
談
話
記
事
﹁
再
生
日
本
へ
の
道
﹂
の
リ
ー
ド
﹁̒
覇

道
思
想
ʼ
道
義
で
啓
蒙
﹂
と
い
っ
た
も
の
と
︑
引
用
末
尾
に
お
い
て
佐
藤
が
主

張
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
道
徳
文
化
の
高
き
絶
対
平
和
国
家
﹂
と
は
︑
内
容
は
も
と

よ
り
用
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
も
響
き
合
う
︒

　
ま
た
︑
実
際
に
︑
東
亜
連
盟
関
係
者
も
『
労
農
』
に
は
執
筆
者
と
し
て
参
加

し
て
い
る
︒
大
河
内
一
男
と
舩
（
船
）
山
信
一
の
二
人
は
︑
東
亜
学
生
連
盟
が

四
〇
年
七
月
に
神
奈
川
県
鶴
巻
温
泉
で
行
っ
た
合
宿
研
究
会
の
講
師
と
し
て
参

加
し
て
い
た（

24
）

︒﹁
東
亜
連
盟
協
会
ニ
ュ
ー
ス
﹂ （『
東
亞
連
盟
』
第
二
巻
第
八
号
︑ 

一
九
四
〇
年
八
月
）
掲
載
の
﹁
東
亜
学
生
連
盟
合
宿
研
究
会
報
告
﹂
欄
に
は
︑

大
河
内
一
男
︑
永
田
清
︑
田
中
直
吉
︑
木
村
武
雄
ら
が
合
宿
講
習
会
講
師
と
し

て
参
加
し
た
旨
の
報
告
が
寄
せ
ら
れ
る
︒
続
く
同
誌
第
二
巻
第
九
号（
一
九
四
〇

年
九
月
）
に
は
︑
そ
の
講
義
速
記
と
し
て
舩
山
信
一
﹁
新
秩
序
の
思
想
的
基
調
﹂

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑﹁
帝
国
主
義
で
も
な
く
︑
又
抽
象
的
な
国
際
主
義
で
も

な
い
︑
第
三
の
道
と
し
て
の
民
族
協
同
主
義
︑
而
も
︑
世
界
が
地
域
的
に
四
つ

く
ら
ゐ
に
分
れ
て
か
た
ま
る
と
い
ふ
考
へ
方
﹂
を
﹁
更
に
国
内
に
普
及
さ
せ
る

と
同
時
に
︑
支
那
に
対
し
て
も
︑
三
民
主
義
を
さ
う
い
ふ
方
向
に
導
い
て
ゆ
く

と
い
ふ
こ
と
を
説
く
べ
き
﹂
と
の
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
『
労

農
』
第
二
号
の
舩
山
﹁
哲
学
的
断
想
1
　
民
主
主
義
に
つ
い
て
﹂
に
お
け
る
共

産
主
義
批
判
及
び
三
民
主
義
へ
の
評
価
と
連
続
し
て
い
る
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑『
労
農
』
に
対
す
る
こ
う
し
た
東
亜
連
盟
運
動
か
ら
の
影
響
の

輪
郭
は
︑
佐
野
か
ら
の
そ
れ
の
よ
う
な
明
確
さ
を
も
っ
て
確
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
︒
少
な
く
と
も
佐
藤
の
テ
ク
ス
ト
に
は
石
原
へ
の
明
示
的
な
言
及
は
存
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在
せ
ず
︑
ま
た
蔵
書
に
も
石
原
に
関
連
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
︒
し
か
し
︑

後
に
『
地
獄
の
歌
　
火
の
聖
女
』
に
題
簽
を
寄
せ
︑
発
行
を
担
う
﹁
火
の
会
﹂

の
会
長
も
務
め
る
大
熊
信
行
は
︑
東
久
邇
宮
施
政
方
針
演
説
に
対
す
る
石
原
の

関
与
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た（

25
）

し
︑
佐
野
学
自
身
に
も
﹁
国
内

改
革
案
︱
石
原
将
軍
に
贈
る
書
︱
﹂（
初
出
不
明
︑
末
尾
に
﹁
二
〇
・
九
・
一
九
﹂

の
日
付
あ
り

（
26
）

）
と
題
し
た
論
説
が
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
の
章
題
構
成
及
び
内
容
は

先
述
の
佐
藤
蔵
書
『
民
族
と
社
会
主
義
』
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る（

27
）

︒

　
さ
ら
に
︑
佐
藤
の
蔵
書
に
は
大
川
周
明
や
三
木
清
︑
根
本
瑛
ら
︑
昭
和
維
新

運
動
や
昭
和
研
究
会
︑
国
民
運
動
研
究
会
な
ど
に
深
く
関
係
し
︑
四
五
年
当
時

に
は
非
主
流
派
と
み
な
さ
れ
て
い
た
思
想
家
の
著
作
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
要
素
は
︑
よ
り
背
景
的
な
位
置
を
占
め
な
が
ら
も
︑
当
時
の
佐
藤
を

囲
繞
す
る
言
説
圏
に
浸
透
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　『
労
農
』
第
二
号
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
把
握
が
妥
当
だ
と
す
る
な
ら

ば
︑
こ
の
雑
誌
の
出
立
に
あ
た
っ
て
は
︑
既
存
の
政
治
言
説
的
資
源
に
依
拠
す

る
部
分
が
極
め
て
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
東
亜
連
盟
の
青
年
組
織
﹂

運
動
と
し
て
須
藤
が
念
頭
に
置
い
た（

28
）

も
の
の
中
に
は
︑
こ
の
『
労
農
』
も
含
ま

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
次
に
は
︑
そ
う
し
た
出
自
を
持
っ
た
政
治
論
説
雑
誌
『
労
農
』
が
︑
そ
の
後

の
展
開
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
独
自
性
を
持
つ
に
至
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
み

た
い
︒

　

四
　﹁
行
動
﹂
の
浮
上

　『
労
農
』
第
三
号
は
︑
そ
の
新
た
な
編
集
方
針
を
﹁
編
集
後
記
﹂
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

﹁
労
農
﹂
は
三
号
で
如
何
な
る
政
党
と
も
関
係
な
く
ま
さ
に
行
動
主
義
文

化
運
動
の
前
衛
者
と
し
て
新
地
方
主
義
を
掲
げ
行
動
ヒ
ユ
ウ
マ
ニ
ズ
ム
の

創
造
的
闘
ひ
に
青
年
の
熱
情
を
賭
す
べ
く
は
つ
き
り
方
向
を
決
定
し
た
︒

何
分
誌
友
諸
兄
の
支
援
を
期
待
す
る
︒
若
く
無
力
で
あ
る
が
元
気
い
つ
ぱ

い
で
あ
る
︒
創
刊
よ
り
同
人
と
し
て
本
誌
の
推
進
に
努
力
を
傾
注
さ
れ
た

榊
田
望
兄
は
主
と
し
て
政
治
と
文
化
の
背
理
に
よ
り
外
部
か
ら
援
助
し
て

下
さ
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
︒
過
ぎ
し
友
情
を
想
ひ
ご
健
闘
を
祈
る
や
切
︒

 

（﹁
編
集
後
記
﹂『
労
農
』
第
一
巻
第
三
号
）

　
こ
こ
に
提
示
さ
れ
る
主
張
は
︑
既
存
政
党
の
影
響
圏
か
ら
の
離
脱
︑
新
た
な

運
動
方
針
と
し
て
の
﹁
行
動
主
義
文
化
運
動
﹂
と
﹁
新
地
方
主
義
﹂︑﹁
政
治
﹂

と
﹁
文
化
﹂
と
の
融
合
︑
と
い
う
三
点
に
要
約
で
き
よ
う
が
︑
そ
れ
ら
を
同
号

掲
載
の
各
記
事
に
即
し
て
検
証
す
る
こ
と
で
︑『
労
農
』
が
第
三
号
に
お
い
て

示
し
た
地
方
文
化
運
動
観
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
︒

　
ま
ず
︑
第
二
号
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
佐
野
学
か
ら
の
影
響
の
変
質
か
ら
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検
討
す
る
︒
前
号
の
如
く
﹁
一
国
社
会
主
義
﹂
を
旗
印
に
し
た
民
族
革
命
を
具

体
的
に
主
張
す
る
傾
き
が
第
三
号
か
ら
姿
を
消
し
︑
代
わ
っ
て
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な

﹁
前
衛
﹂
観
念
が
前
景
化
す
る
こ
と
に
は
既
に
触
れ
た
︒
た
だ
︑﹁
一
国
社
会
主

義
﹂
の
主
張
と
同
様
に
︑
そ
の
﹁
前
衛
﹂
観
念
も
ま
た
︑
前
号
の
佐
野
﹁
前
衛

論
﹂
か
ら
発
し
て
は
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
解
釈
の
力
点
は
大
き
く
変
化
し
て
い

る
︒

前
衛
は
何
よ
り
も
精
神
的
力
の
旺
盛
な
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
人
一

倍
強
い
勇
気
︑
闘
志
︑
創
意
性
︑
名
誉
を
重
ん
ず
る
心
︑
直
感
力
︑
計
画

力
等
が
必
要
な
属
性
で
あ
る
︒
状
勢
や
運
動
の
全
面
を
展
望
す
る
能
力
は

不
屈
の
闘
争
を
つ
み
か
さ
ね
て
ゆ
く
う
ち
に
遂
に
は
本
能
に
ま
で
な
つ
て

し
ま
ふ
︒
か
く
し
て
彼
は
歴
史
の
大
勢
に
リ
ー
ド
さ
れ
ず
し
て
︑
む
し
ろ
︑

こ
れ
を
リ
ー
ド
す
る
や
う
に
な
る
︒
／
前
衛
は
強
い
個
性
︑
強
い
自
信
を

も
ち
︑
且
つ
自
己
犠
牲
を
恐
れ
ぬ
勇
気
あ
る
個
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

彼
の
闘
争
は
自
己
一
身
の
利
益
や
快
楽
の
た
め
で
な
く
︑
徹
底
し
た
愛
他

主
義
が
彼
の
内
部
に
流
れ
る
︒
大
い
に
自
己
を
愛
す
る
事
と
︑
大
い
に
他

人
を
愛
す
る
事
は
一
致
す
る
︒
前
衛
は
危
険
や
苦
痛
を
む
し
ろ
歓
迎
す
る

人
間
で
あ
る
︒
危
険
や
苦
痛
こ
そ
︑
前
衛
を
訓
練
し
且
つ
全
社
会
を
発
展

さ
せ
る
最
高
級
の
力
で
あ
る
︒（
佐
野
学﹁
前
衛
論
﹂『
労
農
』第
一
巻
第
二
号
）

　
民
族
主
義
革
命
の
具
体
的
な
目
的
や
方
途
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
牽
引
す
る
べ

き
英
雄
の
人
格
的
な
卓
越
性
を
説
く
佐
野
﹁
前
衛
論
﹂
中
の
こ
の
よ
う
な
箇
所

に
焦
点
を
合
わ
せ
︑
そ
れ
を
︑
昭
和
十
年
前
後
の
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
一
定
の

注
目
を
集
め
た
行
動
主
義
文
学
運
動
と
重
ね
て
再
解
釈
し
た
と
こ
ろ
に
︑﹁
諸

君
自
ら
一
人
々
々
が
奪マ
マ

︹
奮
カ
︺
ひ
立
つ
限
り
前
衛
の
結
果
は
な
る
の
だ
︒
必

要
な
こ
と
は
唯
二
つ
︑
生
死
を
賭
し
た
勇
気
と
友
愛
こ
れ
で
あ
る
﹂（﹁
主
張
　

行
動
文
化
に
つ
い
て
︱
戦
後
青
年
行
動
サ
ム
ボ
リ
ズ
ム
宣
言
︱
﹂『
労
農
』
第
一
巻
第

三
号
）
と
い
う
佐
藤
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
生
じ
る
︒
こ
う
し
た
﹁
前
衛
﹂
観

は
︑
佐
藤
と
親
し
く
交
流
し
︑『
労
農
』
第
三
号
に
作
品
も
寄
稿
し
て
い
る
小

松
清
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
日
本
に
お
け
る
行
動
主
義
文
学
運
動
が
︑
い
わ
ゆ

る
﹁
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
﹂
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
文
学
的
な
姿

勢
を
示
し
つ
つ
も
︑
実
作
上
の
成
果
と
い
う
点
で
は
見
る
べ
き
も
の
を
ほ
と
ん

ど
残
さ
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
︑
成
果
目
標
や
運
動
論
の
具
体
性
か
ら
は
次
第

に
離
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
︒

　
こ
の
﹁
前
衛
﹂
観
を
契
機
に
し
て
︑
佐
野
に
お
い
て
は
﹁
前
衛
は
政
治
的
な

も
の
で
あ
る
文
化
的
︑
宗
教
的
︑
芸
術
的
前
衛
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
存
在
し
な

い
﹂（﹁
前
衛
論
﹂『
労
農
』
第
一
巻
第
二
号
）
と
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
﹁
政
治
﹂

と
﹁
文
化
﹂
と
の
分
別
は
︑『
労
農
』
に
お
い
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
︒

﹁
一
国
社
会
主
義
へ
﹂
と
嘗
て
我
々
は
言
つ
た
︑
祖
国
の
半
植
民
地
化
を

防
止
せ
よ
！
階
級
闘
争
の
徹
底
を
通
じ
て
民
族
の
復
興
へ
！
然
り
︑
け
れ
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ど
も
こ
の
た
め
に
世
界
性
と
人
間
性
を
失
つ
て
は
な
ら
ず
こ
れ
を
生
か
す

た
め
に
は
ど
こ
ま
で
も
民
主
主
義
的
な
個
の
自
由
の
立
場
︑
豊
な
ヒ
ユ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
を
容
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
︑
政
治
運
動
と
共
に

文
化
活
動
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
自
明
で
あ
る
︒
否
！
我
々
は
︑
そ
の

様
な
﹁
政
治
闘
争
﹂﹁
文
化
活
動
﹂
を
否
認
す
る
の
だ
︒
其
れ
は
二
つ
の

も
の
で
な
く
一
つ
の
も
の
で
あ
る
︒
我
々
の
闘
ひ
が
文
学
で
あ
り
哲
学
で

あ
り
︑
我
々
の
作
品
は
︑
歌
に
身
を
曝
す
行
動
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
彼
の
低
俗
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
小
説
な
ど
認
め
な
い
の
だ
︒
む
し
ろ
無

心
な
る
画
家
の
た
ゆ
ま
ざ
る
ス
ケ
ツ
チ
に
︑
孤
高
の
詩
人
に
︑
静
か
な
る

教
授
の
秘
め
ら
れ
た
熱
情
に
革
命
の
青
い
火
を
見
る
の
で
あ
る
︒

 

（﹁
主
張
　
行
動
文
化
に
つ
い
て
︱
戦
後
青
年
行
動
サ
ム
ボ
リ
ズ
ム
宣
言
︱
﹂）

　
問
題
は
﹁
行
動
﹂
の
内
容
や
結
果
で
は
な
く
﹁
行
動
﹂
す
る
こ
と
に
あ
り
︑

す
な
わ
ち
﹁
我
々
の
作
品
は
︑
歌
に
身
を
曝
す
行
動
そ
の
も
の
﹂
な
の
で
あ
る

か
ら
︑
結
果
に
奉
仕
す
る
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
小
説
﹂
は
真
っ
先
に
批
判
の
対
象

と
な
る
︒﹁
一
国
社
会
主
義
へ
﹂
と
い
う
目
的
論
的
な
テ
ー
ゼ
が
揚
棄
さ
れ
る

の
は
こ
の
観
点
に
お
い
て
で
あ
り
︑
逆
に
︑
ど
の
よ
う
な
﹁
作
品
﹂＝﹁
行
動
﹂

に
も
︑
恣
意
に
よ
っ
て
﹁
前
衛
﹂
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る（

29
）

︒
こ
う
し
た

ロ
ジ
ッ
ク
の
も
と
に
︑『
労
農
』
第
三
号
誌
面
に
お
い
て
は
︑
先
に
見
た
よ
う

に
︑
政
治
論
文
と
同
等
以
上
の
扱
い
を
も
っ
て
古
今
東
西
の
文
学
作
品
が
﹁
前

衛
﹂
性
を
示
す
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
中
で
も
扱
い
が
最
も
大
き
な
も
の
の
ひ
と
つ
は
︑
先
に
も
触
れ
た
小
松

清
の
小
説
﹁
バ
ル
ビ
ュ
ス
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
主
人
公
佐
伯
が
﹁
フ
ラ
ン

ス
左
翼
文
芸
の
代
表
的
作
家
﹂
で
あ
る
バ
ル
ビ
ュ
ス
に
面
会
す
る
ま
で
の
経
緯

が
物
語
ら
れ
る
が
︑
作
中
で
は
バ
ル
ビ
ュ
ス
の
思
想
の
内
実
︑
あ
る
い
は
そ
れ

が
形
象
化
さ
れ
た
作
品
の
価
値
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い

な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
兵
士
と
し
て
の
体
験
を
持
ち
反
戦
運
動
に
身
を
投
じ

る
と
い
う
バ
ル
ビ
ュ
ス
の
﹁
前
衛
﹂
性
が
英
雄
化
さ
れ
︑
彼
に
面
会
す
る
こ
と

で
﹁
青
春
の
過
剰
さ
か
ら
き
た
と
も
い
へ
る
孤
独
の
感
情
﹂
か
ら
佐
伯
が
抜
け

出
そ
う
と
す
る
様
子
が
︑
自
死
し
た
友
人
で
あ
る
画
家
梅
田
の
芸
術
的
耽
溺
と

対
比
し
つ
つ
描
か
れ
る
︒
こ
の
作
品
に
語
ら
れ
る
物
語
世
界
に
お
い
て
も
︑
問

題
は
や
は
り
︑
思
想
の
具
体
的
な
内
実
や
そ
の
結
果
で
は
な
く
︑﹁
行
動
﹂
と

い
う
態
度
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
そ
う
し
た
徹
底
し
た
抽
象
性
の
も
と
に
﹁
行
動
文
化
﹂
を
見
出
し
て
い
く
さ

ま
に
は
︑
真
壁
の
指
摘
し
た（

30
）

よ
う
な
あ
る
種
の
未
熟
さ
の
存
在
を
認
め
な
い
わ

け
に
も
い
く
ま
い
︒
し
か
し
︑
目
的
論
的
な
思
考
を
拒
絶
す
る
異
様
な
熱
量
に

こ
そ
︑
こ
の
運
動
の
倫
理
的
な
純
粋
性
が
存
在
し
た
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う（

31
）

︒

　
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
た
﹁
行
動
文
化
﹂
の
主
張
が
も
た
ら
し

た
独
自
の
﹁
地
方
﹂
把
握
の
位
相
に
お
い
て
︑『
労
農
』
の
同
時
代
的
な
特
異

性
は
明
確
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
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五
　﹁
新
地
方
主
義
﹂
の
内
実

　『
労
農
』
が
発
行
し
た
『
社
告
』
に
は
︑
次
の
よ
う
な
呼
び
か
け
が
あ
る
︒

労
農
社
は
此
度
そ
の
正
し
き
発
展
の
た
め
に
定
期
予
約
会
員
を
募
り
︑
各

地
に
支
局
を
設
営
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
︒（
現
在
山
形
︑
福
島
︑
秋
田
︑

新
潟
︑
長
野
︑
愛
知
︑
鳥
取
︑
熊
本
各
一
）︹
︙
︺
誌
友
の
皆
様
は
極
力

同
志
の
獲
得
に
努
め
ら
れ
る
と
共
に
出
来
る
だ
け
労
農
の
研
究
グ
ル
ウ
プ

を
お
も
ち
に
な
る
様
切
望
し
ま
す
︒
研
究
会
に
は
必
ず
テ
キ
ス
ト
と
し
て

特
定
の
本
又
は
論
文
を
指
定
し
︑
事
前
に
読
ま
れ
た
上
︑
真
面
目
に
討
議

な
さ
つ
て
は
と
考
へ
ま
す
︒
必
要
に
応
じ
て
は
微
力
で
す
が
努
め
て
講
師

を
お
世
話
申
上
げ
ま
す
︒（『
社
告
　
労
農
支
局
設
置
に
つ
い
て
』発
行
日
不
明
︑

内
容
か
ら
は
第
二
号
と
第
三
号
と
の
間
に
発
行
さ
れ
た
も
の
と
推
定
）

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
支
局
の
設
置
実
績
と
研
究
会
活
動
と
が
︑
果
た
し
て
ど
れ

ほ
ど
の
実
態
を
伴
い
得
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
︑『
労
農
』
が
地
方
支
局
活

動
へ
の
志
向
性
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
︒

　
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
形
式
の
地
方
支
局
活
動
を
構
想
す
る
に
際
し
て
︑『
労

農
』
は
先
行
す
る
雑
誌
に
範
を
取
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
国
際
日
本
協
会
が

発
行
し
た
雑
誌
『
復
興
亞
細
亞
』
が
佐
藤
の
蔵
書
に
含
ま
れ
る
が
︑
そ
の
誌
面

に
は
︑﹁
国
内
維
新
と
東
亜
民
族
結
集
と
が
両
々
相
俟
つ
て
戦
争
完
遂
の
力
を

充
分
に
形
成
し
得
る
﹂
と
い
う
目
標
の
も
と
︑﹁
二
︑
可
能
な
る
範
囲
内
に
於

て
誌
友
会
を
組
織
﹂
す
る
こ
と
が
読
者
に
求
め
ら
れ
︑﹁
三
︑
地
方
誌
友
会
発

展
に
誌
友
の
実
践
上
必
要
な
る
場
合
に
は
本
誌
は
講
師
を
斡
旋
派
遣
し
得
る
用

意
を
有
す
る
﹂
こ
と
も
告
知
さ
れ
て
い
る
（『
復
興
亞
細
亞
』︑
一
九
四
四
年
十
二

月
）︒
ま
た
︑
先
に
も
触
れ
た
『
民
論
　
革
命
的
民
主
々
義
運
動
月
刊
誌
』
の

四
六
年
九
月
号
掲
載
﹁
読
者
の
皆
様
へ
の
お
願
ひ
﹂
に
は
︑﹁
民
論
の
正
し
き

コ
ー
ス
を
実
現
し
︑
平
和
的
祖
国
再
建
に
邁
進
す
る
た
め
﹂
に
﹁
支
局
を
一
層

強
化
﹂
す
る
必
要
に
即
し
て
﹁
全
読
者
諸
兄
は
︑
挙こ
ぞ

つ
て
年
極
直
接
読
者
の
獲

得
に
参
加
し
て
下
さ
る
や
う
﹂
と
い
う
希
望
が
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
︑﹁
現

在
支
局
は
準
備
中
の
も
の
を
含
め
て
二
八
〇
に
達
し
ま
し
た
︑
そ
の
大
部
分
は

労
働
組
合
︑
農
民
組
合
︑
文
化
団
体
︑
地
方
政
党
︑
政
党
支
部
︑
学
生
グ
ル
ー

プ
な
ど
で
す
／
直
接
個
人
購
入
の
読
者
は
四
〇
〇
〇
名
﹂
と
い
う
現
状
が
宣
伝

さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
に
倣
う
か
た
ち
で
︑『
労
農
』
に
お
い
て
も
支
局
の

設
置
と
強
化
が
目
指
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
ま
た
︑
菊
田
一
雄
『
新
し
い
生
活
︱
︱
生
活
協
同
組
合
の
話
』（
日
本
協
同

組
合
連
盟
︑
一
九
四
六
年
一
月
）︑
賀
川
豊
彦
『
協
同
組
合
の
理
論
と
実
際
』（
コ

バ
ル
ト
社
︑
一
九
四
六
年
六
月
）
な
ど
の
所
蔵
か
ら
は
︑
戦
後
の
日
本
社
会
に
お

け
る
組
合
組
織
運
動
へ
の
関
心
も
う
か
が
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

『
教
養
組
合
と
は
ど
ん
な
も
の
か
』（
日
本
教
養
組
合
連
盟
︑
発
行
日
不
明
︑
掲
載

の
規
約
の
日
付
は
一
九
四
六
年
五
月
）
に
お
け
る
﹁
単
位
教
養
組
合
の
な
か
に
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︿
読
書
グ
ル
ー
プ
﹀
を
作
つ
て
回
読
制
度
を
設
け
︑
読
書
会
や
研
究
会
を
開
い

た
り
或
は
付
帯
事
業
と
し
︿
組
合
文
庫
﹀
を
設
け
死
蔵
図
書
を
開
放
﹂
す
る
こ

と
へ
の
呼
び
か
け
は
︑『
労
農
』
中
に
﹁
労
農
読
書
ク
ラ
ブ
　
テ
キ
ス
ト
選
﹂

を
掲
載
す
る
と
い
う
発
想
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

32
）

︒

　
戦
後
の
地
方
組
合
活
動
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
読
書
共
同
体
は
多
く
作
ら
れ

て
お
り
︑
山
形
地
方
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
結
城
哀
草
果
の
﹁
話
の
会
﹂
に

端
を
発
し
︑
横
尾
健
三
郎
の
本
沢
村
農
業
会
を
経
由
し
て
戦
後
に
引
き
継
が
れ

た
文
庫
の
存
在（

33
）

な
ど
を
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
う
る
︒
た
だ
し
︑『
復

興
亞
細
亞
』
や
『
民
論
』
の
支
局
路
線
を
忠
実
に
引
き
継
い
だ
『
労
農
』
は
︑

先
の
『
社
告
』
が
示
す
通
り
︑
各
地
方
支
局
に
お
け
る
活
動
の
目
的
を
﹁
テ
キ

ス
ト
﹂
の
事
前
読
了
を
前
提
と
し
た
﹁
討
議
﹂
に
限
定
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方

の
個
性
や
特
質
の
発
見
に
は
置
か
な
か
っ
た
︒

　
一
九
四
五
年
八
月
に
前
後
す
る
一
定
の
時
期
︑
疎
開
や
敗
戦
を
契
機
に
︑
東

北
の
地
域
性
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
言
説
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
︒
明
治
以

降
の
都
市
文
明
の
臨
界
を
主
張
し
農
工
一
体
の
国
家
再
生
を
主
張
す
る
石
原
の

言
説
も
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
が
︑
こ
こ
で
は
︑
先
に
も
触
れ
た
舩
山
信
一

が
︑
河
北
新
報
社
発
行
の
雑
誌
『
東
北
文
学
』
に
発
表
し
た
テ
ク
ス
ト
を
︑
そ

の
代
表
的
な
例
と
し
て
参
照
し
よ
う
︒

保
守
主
義
は
東
北
を
し
て
い
つ
ま
で
も
封
建
的
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
つ

た
︒
東
北
人
は
器
用
で
は
な
い
︑
小
利
巧
に
立
回
る
こ
と
が
出
来
ぬ
︒
之

が
明
治
維
新
の
際
に
東
北
を
立
ち
お
く
れ
さ
し
た
所
以
で
あ
る
︒
維
新
以

後
に
於
て
も
東
北
は
遂
に
日
本
を
リ
ー
ド
す
る
地
位
に
は
立
た
な
か
つ
た
︒

然
し
東
北
は
又
あ
く
ま
で
も
古
き
に
立
て
こ
も
つ
て
亡
び
て
行
く
程
か
た

く
な
で
は
な
か
つ
た
︒
後
か
ら
で
は
あ
る
が
結
局
新
勢
力
に
つ
い
て
行
つ

て
そ
の
建
設
を
全
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
︒
東
北
人
が
政
治
に
︑
経
済
に
︑

軍
事
に
文
化
に
幾
多
の
人
材
を
輩
出
さ
し
て
︑
い
は
ゞ
殿
軍
の
役
割
を
果

し
た
の
で
あ
る
︒
／
私
は
こ
の
保
守
主
義
は
然
し
日
本
に
と
つ
て
貴
重
な

も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
︒
熱
し
易
く
さ
め
易
い
の
が
日
本
人
の
特
色
と
い

は
れ
る
が
︑
そ
の
欠
陥
を
匡
す
も
の
は
正
し
く
東
北
人
の
こ
の
保
守
主
義

で
あ
る
︒︹
︙
︺
／
日
本
国
民
の
前
途
に
は
今
や
長
い
忍
苦
の
途
が
横
た

わ
っ
て
居
る
︒
之
に
耐
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
日
本
精
神
中
特
に
東
北

的
な
分
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒

 

（
舩
山
信
一
﹁
東
北
的
性
格
﹂『
東
北
文
学
』
一
九
四
六
年
一
月
）

　﹁
東
北
﹂
と
い
う
地
域
的
な
枠
組
み
は
︑
明
治
以
降
の
日
本
社
会
に
お
い
て

﹁
器
用
で
は
な
い
︑
小
利
巧
に
立
回
る
こ
と
が
出
来
﹂
な
い
た
め
に
﹁
立
ち
お

く
れ
﹂
な
が
ら
も
﹁
殿
軍
﹂
と
し
て
重
要
な
貢
献
を
示
し
た
﹁
保
守
主
義
﹂

﹁
東
北
精
神
﹂
に
よ
っ
て
実
体
化
さ
れ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
来
る
べ
き
日
本
社

会
全
体
の
範
と
す
べ
き
姿
を
示
す
も
の
と
そ
れ
を
定
位
し
て
︑﹁
日
本
精
神
﹂

の
内
部
に
お
け
る
﹁
都
市
（
東
京
）﹂
と
﹁
地
方
﹂
と
の
地
位
関
係
の
反
転
を

狙
お
う
と
い
う
の
が
舩
山
の
主
張
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
意
味
で
︑
日
本
の
近
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代
社
会
の
在
り
方
を
総
体
的
に
見
直
そ
う
と
い
う
こ
の
発
想
は
︑
や
は
り
︑
明

治
以
降
の
︿
日
本
／
東
北
﹀
と
い
う
包
摂
構
造
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と

も
言
え
よ
う
︒

　『
労
農
』
第
三
号
の
﹁
主
張
﹂（
社
説
）
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
﹁
頽
廃
と

浮
浪
の
都
市
文
化
﹂
を
﹁
原
始
の
人
間
地
方
﹂
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
す
る

主
張
な
ど
は
︑
同
時
代
に
ほ
と
ん
ど
類
型
的
な
﹁
東
北
﹂
言
説
だ
と
考
え
ら
れ

る
︒
ま
た
︑
中
国
の
動
向
に
対
す
る
﹁
生
命
的
な
関
心
﹂
を
表
明
す
る
箇
所
に

は
︑
前
号
掲
載
の
舩
山
﹁
哲
学
的
断
想
1
　
民
主
主
義
に
つ
い
て
﹂
か
ら
の
反

響
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
セ
ク
ト
的
な
郷
土
趣
味
﹂
へ

向
け
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
批
判
は
︑
そ
う
し
た
枠
内
か
ら
は
理
解
し
得
な
い
︒

け
れ
ど
も
我
々
は
単
な
る
中
央
の
破
壊
と
地
方
と
の
交
流
を
望
む
と
い
ふ

の
で
は
な
く
地
方
に
お
け
る
文
化
運
動
を
言
ひ
行
動
的
に
芸
術
・
思
想
・

政
治
を
問
題
と
す
る
場
合
こ
ゝ
で
世
界
的
な
高
さ
と
魂
の
深
さ
を
要
求
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
事
実
宮
沢
賢
治
を
生
み
高
村
光
太
郎
を
も
つ
東
北
は

ひ
と
つ
の
形
而
上
学
的
な
地
方
世
界
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
個
性
を

愛
し
民
族
の
よ
き
伝
統
と
ゆ
か
し
き
も
の
を
何
処
ま
で
も
生
か
し
て
ゆ
か

ん
と
す
る
心
情
は
セ
ク
ト
的
な
郷
土
趣
味
に
自
ら
を
閉
ざ
さ
ん
と
す
る
も

の
で
な
く
︑
既
に
幕
末
以
前
の
版
図
に
か
へ
つ
た
国
土
は
ひ
と
つ
の
日
本

地
方
に
過
ぎ
ず
︑
荒
廃
の
日
本
を
何
う
開
墾
し
て
ゆ
く
か
と
い
ふ
の
は

我
々
の
切
実
な
問
題
で
あ
る
︒
／
我
々
の
地
方
主
義
は
世
界
的
な
意
義
を

含
ん
で
ゐ
る
︒
ゲ
エ
テ
は
独
逸
的
で
世
界
的
で
あ
つ
た
︒

 

（﹁
主
張
　
行
動
文
化
に
つ
い
て
︱
戦
後
青
年
行
動
サ
ム
ボ
リ
ズ
ム
宣
言
︱
﹂）

　﹁
地
方
に
お
け
る
文
化
運
動
﹂
は
︑﹁
行
動
﹂
と
い
う
概
念
に
媒
介
さ
れ
る
こ

と
で
︑
日
本
あ
る
い
は
世
界
と
い
う
全
体
に
対
す
る
部
分
と
し
て
で
は
な
く
︑

﹁
形
而
上
学
的
な
地
方
世
界
﹂
と
し
て
の
全
体
性
を
確
保
す
る
︒『
労
農
』
第
三

号
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
﹁
新
地
方
主
義
﹂
の
輪
郭
を
︑
没
論
理
的
な
飛
躍
を

含
む
佐
藤
の
言
説
か
ら
明
確
に
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
︑
し

か
し
︑
こ
う
し
た
そ
れ
自
体
と
し
て
ト
ー
タ
ル
な
﹁
世
界
的
な
意
義
﹂
の
主
張

こ
そ
が
︑
そ
の
根
幹
を
形
作
る
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
︒

　
た
と
え
ば
︑『
労
農
』
第
二
号
﹁
編
集
後
記
﹂
に
お
け
る
︑
泉
崎
清
の
詩

﹁
碑
﹂
の
中
に
﹁
東
北
の
農
民
の
心
情
﹂
を
見
出
す
べ
き
と
い
っ
た
類
の
主
張

は
︑
宮
沢
賢
治
を
引
用
す
る
際
の
『
労
農
』
第
三
号
誌
面
に
は
見
ら
れ
ず
︑

﹁
前
衛
﹂
性
の
主
張
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て
い
る（

34
）

︒
ま
た
︑﹁
地
方
報
告
﹂
欄
に
掲

載
さ
れ
る
四
つ
の
記
事
も
︑
第
二
号
同
欄
の
野
坂
参
三
『
亡
命
十
六
年
』（
時

事
通
信
社
︑
一
九
四
六
年
六
月
）
批
判
と
は
異
な
り
地
方
社
会
に
生
じ
た
事
象
に

つ
い
て
も
触
れ
る
内
容
と
は
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
結
論
が
各
地
方
の
個

別
性
に
言
い
及
ぶ
こ
と
は
な
い
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑『
労
農
』
第
三
号
の
主
張
し
た
﹁
新
地
方
主
義
﹂
は
︑﹁
わ
れ

わ
れ
の
芸
術
や
思
想
は
現
実
と
の
接
触
生
活
の
媒
介
が
な
け
れ
ば
︑
た
ん
な
る

技
巧
と
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
方
法
意
識
﹂
と
い
う
真
壁
の
指
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摘（
35
）

と
は
異
な
り
︑
む
し
ろ
そ
う
し
た
経
験
的
な
﹁
地
方
﹂
か
ら
の
離
脱
を
こ
そ

志
向
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

　

六
　『
労
農
』
の
終
焉
と
地
方
文
化
運
動
の
臨
界

　
前
節
ま
で
に
論
じ
て
き
た
︑
第
三
号
に
至
る
『
労
農
』
の
変
容
を
総
合
的
に

示
す
も
の
と
し
て
︑『
労
農
』
第
三
号
の
誌
面
に
お
い
て
編
集
方
針
等
を
告
知

す
る
記
述
を
参
照
し
よ
う
︒

﹇
1
　
編
集
方
針
﹈
民
族
的
コ
ー
ス
に
立
つ
民
主
革
命
の
行
動
理
論
探
求
／

行
動
主
義
文
化
運
動
の
前
衛
／
詩
魂
の
恢
復
に
よ
る
政
治
・
文
化
の
行
動

的
統
一
と
表
現
／
新
地
方
主
義
の
行
動
ヒ
ユ
ウ
マ
ニ
ズ
ム
的
創
造
／
戦
後

青
年
の
行
動
サ
ム
ボ
リ
ズ
ム
運
動
／
研
究
室
と
生
産
現
場
の
交
流
︑
地
方

報
告

﹇
2
　
編
集
網
の
確
立
﹈
各
地
方
の
情
報
・
意
見
・
作
品
を
活
発
に
交
流
／

読
者
と
の
共
同
編
集
・
通
信
員
の
拡
充
／
世
界
の
政
治
文
化
と
の
具
体
的

接
触
／
定
期
会
員
の
作
品
・
論
文
掲
載

﹇
3
　
頒
布
網
の
確
立
﹈
急
速
に
全
国
各
地
の
誌
友
拡
大
運
動
を
展
開
せ
よ
！

／
行
動
主
義
文
化
サ
ア
ク
ル
︑
労
働
組
合
︑
農
民
組
合
︑
生
活
協
同
組
合
︑

交
通
・
鉱
山
関
係
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
点
に
活
動
す
る
心
あ
る
能
動
分
子
に

訴
へ
よ
　
進
歩
的
経
営
者
も
技
術
者
も
立
て
／
一
人
の
誌
友
は
七
名
の
同

志
を
︑
新
時
代
の
建
築
家
出
で
よ
！
／
書
店
か
ら
の
読
者
は
定
期
会
員
へ
︑

支
局
の
設
置
へ
！

 

（﹁
我
等
の
「
労
農
」
を
強
化
せ
よ
‼
／
詩
精
神
を
奪
還
し
行
動
の
哲
学
を
創
造

せ
よ
！
／
新
し
き
夢
の
た
め
に
闘
へ
！
﹂『
労
農
』
第
一
巻
第
三
号
）

　
第
二
号
の
同
欄（

36
）

に
は
一
度
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
﹁
行
動
﹂
の
語
が
︑

こ
こ
で
は
︑
乱
用
と
い
っ
て
い
い
頻
度
で
用
い
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
民
主

革
命
実
現
の
た
め
の
具
体
的
指
導
理
論
の
探
求
﹂
と
あ
っ
た
部
分
は
﹁
民
主
革

命
の
行
動
理
論
探
求
﹂
と
改
め
ら
れ
︑﹁
地
方
的
な
る
も
の
︱
政
治
︱
文
化
の

重
要
性
　
認
識
﹂
と
い
う
曖
昧
さ
を
残
し
た
表
現
は
﹁
詩
魂
の
恢
復
に
よ
る
政

治
・
文
化
の
行
動
的
統
一
と
表
現
﹂
と
一
歩
踏
み
込
ん
だ
表
現
に
書
き
換
え
ら

れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
先
述
の
よ
う
に
﹁
前
衛
﹂
の
人
格
的
卓
越
性
を
担
保

す
る
も
の
と
設
定
さ
れ
た
﹁
行
動
﹂
概
念
に
よ
っ
て
︑﹁
政
治
﹂
と
﹁
文
化
﹂

と
双
方
の
具
体
的
な
分
別
を
揚
棄
し
︑﹁
詩
魂
﹂
と
い
う
抽
象
性
に
お
い
て
そ

れ
を
包
括
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
地
方
的
な
る
も
の
﹂
と
い

う
文
言
の
消
去
は
︑
そ
の
抽
象
化
の
企
図
に
よ
っ
て
︑﹁
地
方
﹂
の
具
体
的
な

内
実
を
探
求
す
る
志
向
性
も
棄
却
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
が
︑
こ
う
し

た
発
想
が
︑
戦
中
か
ら
続
く
類
型
を
継
承
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
も
既
に

論
じ
た
通
り
で
あ
る
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
﹁
地
方
的
な
る
も
の
﹂
を
め
ぐ
る
変
化
は
︑
完
全
な
転
向
︑

断
絶
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
先
に
触
れ
た
事
例
に
し
て
も
︑
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泉
崎
の
﹁
碑
﹂
を
評
す
る
に
際
し
て
（﹁
先
住
の
裔
﹂
と
い
う
民
族
的
な
他
者
性

を
示
唆
す
る
詩
句
は
無
視
し
つ
つ
）
詩
句
中
に
は
な
い
﹁
芋
を
嚙
ぢ
﹂
る
姿
を
付

け
加
え
て
﹁
東
北
﹂
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
付
与
す
る
第
二
号
の
﹁
編
集
後

記
﹂
と
︑
賢
治
﹁
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
﹂
に
﹁
前
衛
の
心
﹂
を
見
出
す
第
三
号
の
誌

面
と
の
間
に
︑
既
存
の
対
立
的
な
区
分
（
中
央
／
地
方
︑
大
衆
／
前
衛
）
を
援
用

し
た
有
徴
化
な
い
し
卓
越
化
と
し
て
の
﹁
地
方
﹂
表
象
と
い
う
共
通
性
を
認
め

る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒

　
た
だ
し
︑
第
三
号
に
至
っ
て
︑
そ
う
し
た
﹁
地
方
﹂
表
象
は
︑﹁
行
動
﹂
と

い
う
徹
底
し
て
非
実
体
的
な
理
念
と
結
び
つ
く
こ
と
で
︑
既
存
の
﹁
東
北
﹂
イ

メ
ー
ジ
に
よ
る
実
体
化
の
軛
く
び
き

を
逃
れ
︑
そ
の
恣
意
性
を
全
開
に
し
て
浮
遊
し
始

め
る
︒﹁
ニ
ユ
ウ
ギ
ニ
ヤ
の
海
で
﹂
戦
死
し
た
兵
士
が
﹁
前
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド

衛
﹂
と
し
て

﹁
政
治
ゼ
ネ
ス
ト
の
危
機
を
訴
へ
﹂
る
と
い
う
挿
話
を
含
む
佐
藤
自
身
の
詩
作

﹁
ア
ヴ
ァ
ン
　
ギ
ヤ
ル
ド
の
歌
︱
M
君
へ
お
く
る
手
紙
︱
﹂（『
労
農
』
第
一
巻
第

三
号
）
は
︑﹁
行
動
文
化
に
つ
い
て
︱
戦
後
青
年
行
動
サ
ム
ボ
リ
ズ
ム
宣
言
︱
﹂

と
と
も
に
︑『
労
農
』
第
三
号
が
到
達
し
た
地
点
を
示
し
て
い
る
︒

　︿
全
体
／
部
分
﹀
の
包
摂
関
係
を
用
い
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
と
し
て
の
﹁
地
方
﹂
の
表
象
は
︑
相
反
す
る
二
つ
の
要
素
を
常
に
含
み
こ

む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
一
つ
は
︑
独
立
し
た
部
分
と
し
て
の
個
性
を
示
す
特

異
性
な
い
し
個
別
性
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
全
体

に
含
ま
れ
る
こ
と
を
示
す
普
遍
性
な
い
し
共
通
性
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
先
に

触
れ
た
舩
山
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
占
領
期
﹁
東
北
﹂
表
象
言
説
は
︑
日
本

（
民
族
）
の
復
興
と
い
う
目
的
を
日
本
全
体
に
普
遍
的
に
共
有
さ
れ
る
共
通
性

と
し
て
設
定
し
た
上
で
︑
そ
の
実
現
の
た
め
に
優
位
な
要
素
を
他
の
地
方
と
比

べ
て
﹁
東
北
﹂
が
よ
り
多
く
保
持
し
て
い
る
︑
と
い
う
特
異
性
を
近
代
に
お
け

る
歴
史
的
経
験
に
即
し
て
言
挙
げ
し
︑
部
分
と
し
て
の
﹁
東
北
﹂
の
優
位
性
を

表
象
し
て
い
た
︒

　
河
西
英
通（

37
）

に
よ
れ
ば
︑
後
進
性
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
続
け
て
き
た
日

本
近
代
史
に
お
け
る
例
外
的
な
高
揚
期
を
迎
え
る
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
﹁
東

北
﹂
を
巡
る
言
説
は
︑
中
央
都
市
の
復
興
が
進
む
戦
後
に
至
っ
て
再
び
沈
静
化

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
道
行
き
は
︑︿
全
体
／
部
分
﹀
と
い
う
包

摂
構
造
に
支
え
ら
れ
る
﹁
地
方
﹂
表
象
が
逃
れ
得
な
い
隘
路
を
指
し
示
し
て
い

よ
う
︒
し
か
し
︑﹁
一
国
社
会
主
義
﹂
と
い
う
具
体
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
代

わ
り
に
﹁
行
動
文
化
﹂
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
と
結
び
つ
き
︑
経
験
的
な
﹁
地

方
﹂
か
ら
の
離
脱
を
志
向
し
た
『
労
農
』
第
三
号
に
お
い
て
は
︑
そ
う
し
た
相

互
補
完
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
溶
解
し
て
い
る
︒

　
占
領
期
地
方
文
化
運
動
と
し
て
の
『
労
農
』
に
今
な
お
省
み
ら
れ
る
べ
き
特

質
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑
政
治
的
文
脈
を
来
歴
に
持
つ
﹁
行
動
主

義
文
化
﹂
の
標
榜
の
中
に
︑﹁
地
方
﹂
と
し
て
の
﹁
東
北
﹂
表
象
に
対
す
る
批

評
性
を
浮
上
さ
せ
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
︒
一
面
に
お
い
て
戦
中
か
ら
続
く
類

型
的
な
言
説
の
反
復
と
い
う
側
面
も
持
つ
『
労
農
』
を
︑
戦
後
山
形
に
お
け
る

地
方
文
化
運
動
史
の
固
有
性
を
揚
言
し
よ
う
と
し
た
須
藤
が
そ
の
記
述
か
ら
消

去
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
際
に
生
じ
た
死
角
に
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よ
っ
て
︑
こ
う
し
た
﹁
地
方
﹂
表
象
の
構
造
に
対
す
る
批
判
も
ま
た
隠
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
︒

　
佐
藤
は
こ
の
後
︑
高
村
光
太
郎
宛（

38
）

に
﹁
小
松
清
氏
等
と
︑
行
動
い
た
し
ま
す
︒

／
何
も
彼
も
︑
承
知
の
上
で
︒
／
世
界
の
人
類
に
向
つ
て
︑
私
は
私
の
声
で
一

つ
の
叫
び
を
あ
げ
る
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
﹂
と
告
げ
て
米
沢
か
ら
離
れ
︑『
労
農
』

及
び
労
農
評
論
社
の
運
動
は
以
降
再
開
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒『
労
農
』

の
廃
刊
に
は
︑
用
紙
の
不
足
と
い
う
物
質
的
な
問
題
も
影
響
し
て
い
た
こ
と
は

事
実
で
あ
ろ
う
が
︑
加
え
て
︑
こ
う
し
た
経
験
的
な
﹁
地
方
﹂
の
個
別
性
か
ら

離
脱
し
よ
う
と
す
る
内
在
的
な
論
理
に
よ
っ
て
︑『
労
農
』
が
占
領
期
地
方
文

化
運
動
と
し
て
の
臨
界
に
到
達
し
た
︑
と
考
え
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
︒

付
記
：
本
論
文
は
科
学
研
究
費
助
成
共
同
研
究
﹁
占
領
期
ロ
ー
カ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
資

料
調
査
お
よ
び
総
合
的
考
察
﹂（
基
盤
研
究
（
B
）︑16 H

03386

︑
研
究
代
表
者
大
原
祐
治
）

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
ま
た
︑
資
料
調
査
と
そ
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
︑
市
立
米
沢
図
書

館
な
ら
び
に
森
英
介
ご
遺
族
佐
藤
知
由
氏
に
格
別
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
感
謝

す
る
︒

註（
1
）  

大
串
潤
児
﹁
戦
後
の
大
衆
文
化
﹂︑
吉
田
裕
編
『
日
本
の
時
代
史
26
　
戦
後
改
革
と
逆

コ
ー
ス
』
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
四
年
七
月
︒

（
2
）  

北
河
賢
三
『
戦
後
の
出
発
　
文
化
運
動
・
青
年
団
・
未
亡
人
』
青
木
書
店
︑

二
〇
〇
〇
年
十
一
月
︒

（
3
）  

も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
一
九
四
五
年
九
月
に
行
わ
れ
た
施
政
方
針
演
説
を
含
む
東
久
邇

宮
稔
彦
首
相
の
言
説
の
影
響
が
認
め
ら
れ
よ
う
︒

（
4
）  

須
藤
克
三
﹁
山
形
県
の
青
年
文
化
運
動
史
︱
︱
生
活
記
録
運
動
を
中
心
と
し
て
﹂︑
山

形
県
社
会
教
育
研
究
会
編
『
農
村
に
お
け
る
小
集
団
の
研
究
』
北
新
社
に
い
ぜ
き
印
刷

所
︑
一
九
五
八
年
三
月
︒

（
5
）  

藤
沢
太
郎
﹁
岩
根
沢
文
学
誌
稿
︱
︱
山
形
県
の
あ
る
詩
人
疎
開
地
に
お
け
る
文
学
的

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
と
展
開
﹂『
桜
美
林
論
考
　
人
文
研
究
』
第
三
号
︑
二
〇
一
二
年

三
月
︒

（
6
）  

野
口
哲
也
﹁
戦
後
詩
の
な
か
の
『
至
上
律
』﹂『
武
蔵
野
大
学
武
蔵
野
文
学
館
紀
要
』

第
六
号
︑
二
〇
一
六
年
三
月
︒

（
7
）  

﹁
動
か
ざ
る
大
地
に
剛
健
に
し
て
優
雅
な
る
文
化
の
殿
堂
を
建
設
せ
ん
と
︑
文
芸
評
論

家
山
岸
外
史
氏
を
委
員
長
と
す
る
米
沢
青
年
文
化
連
盟
は
︑
去
月
二
十
四
日
米
沢
工
専

講
堂
で
結
成
式
を
挙
行
し
﹂︑﹁
科
学
︑経
済
︑思
想
︑文
化
と
各
団
体
を
設
け
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
組
ん
で
大
い
に
青
年
の
文
化
啓
蒙
に
働
き
か
け
る
筈
﹂（『
米
沢
自
由
新
聞
』

一
九
四
六
年
三
月
十
一
日
）
と
華
々
し
い
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
山
岸
外
史
の
米
沢
に
お

け
る
地
方
文
化
運
動
は
︑
し
か
し
︑
三
年
後
の
『
米
沢
新
聞
』（
一
九
四
九
年
十
二
月

二
十
日
）
掲
載
の
﹁
文
化
団
体
〝
散
り
ぬ
る
を
〟﹂
で
は
﹁
有
象
無
象
の
文
化
団
体
と
称

す
る
の
が
出
現
し
た
が
い
ず
れ
も
花
火
線
香
的
な
光
彩
を
放
っ
た
の
み
﹂
で
︑﹁
終
戦
当

時
華
々
し
く
活
動
し
た
米
沢
青
年
文
化
連
盟
は
何
時
と
も
な
く
姿
を
消
し
﹂
た
と
振
り

返
ら
れ
る
の
み
で
︑
山
岸
の
そ
の
後
の
文
学
活
動
の
失
速
と
い
う
条
件
も
重
な
っ
て
︑

現
在
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
高
橋
秀
太
郎

﹁
山
岸
外
史
﹂（
日
本
近
代
文
学
会
東
北
支
部
編
『
東
北
近
代
文
学
事
典
』
勉
誠
出
版
︑

二
〇
一
三
年
六
月
）︑
拙
稿
﹁「
や
ま
が
た
再
発
見
」
63
　
山
岸
外
史
﹂（『
山
形
新
聞
』

二
〇
一
一
年
九
月
四
日
）
な
ど
参
照
︒

（
8
）  
須
藤
克
三
﹁
山
形
県
の
青
年
文
化
運
動
史
︱
︱
生
活
記
録
運
動
を
中
心
と
し
て
﹂（
前

掲
）︒

（
9
）  

須
藤
は
『
山
形
新
聞
』
の
経
営
権
及
び
編
集
権
を
め
ぐ
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
山
新
騒
動
﹂
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に
労
組
委
員
長
と
し
て
関
わ
り
︑
一
九
四
八
年
に
は
山
形
新
聞
社
を
退
職
︑
非
常
勤
嘱

託
と
な
っ
た
︒

（
10
）  

た
と
え
ば
︑
雑
誌
『
詩
学
』
一
九
七
〇
年
十
月
号
に
は
︑
親
交
の
あ
っ
た
松
浪
信
三

郎
に
よ
っ
て
︑
日
本
近
代
詩
史
を
代
表
す
る
﹁
異
端
の
詩
人
﹂
と
し
て
大
き
く
紹
介
さ

れ
て
い
る
︒

（
11
）  

真
壁
仁
﹁
森
英
介
﹂『
山
形
新
聞
』
一
九
六
一
年
十
一
月
六
日
～
十
二
月
四
日
（『
文

学
の
ふ
る
さ
と
山
形
』
郁
文
堂
書
店
︑
一
九
七
一
年
六
月
に
収
録
）︒

（
12
）  

一
九
五
九
年
の
参
議
院
地
方
区
補
欠
選
挙
に
社
会
党
候
補
者
と
し
て
出
馬
し
落
選
し

た
真
壁
も
︑
須
藤
と
同
じ
く
政
治
的
な
挫
折
を
味
わ
っ
て
い
る
︒

（
13
）  

松
浪
信
三
郎
﹁『
火
の
聖
女
』
の
森
英
介
﹂（『
詩
学
』
一
九
七
〇
年
十
二
月
号
）︑﹁
私

の
な
か
の
森
英
介
﹂（『
心
』一
九
八
〇
年
八
月
号
）は
︑佐
藤
が
自
ら
の
衣
服
に
マ
ル
ロ
ー

の
ネ
ー
ム
を
入
れ
て
い
た
り
︑
卒
業
論
文
執
筆
の
た
め
の
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
英
訳
本

の
訳
読
に
松
浪
を
付
き
合
わ
せ
た
り
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
︒
ま
た
︑ベ
ル
ジ
ャ
ー

エ
フ
英
訳
本
の
一
部
は
︑
後
に
佐
藤
か
ら
深
瀬
基
寛
へ
と
送
付
さ
れ
た
こ
と
が
︑

一
九
四
八
年
十
月
十
二
日
付
深
瀬
基
寛
宛
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
14
）  

そ
の
主
要
部
分
は
︑
詩
集
『
地
獄
の
歌
　
火
の
聖
女
』
再
版
（
北
洋
社
︑
一
九
五
〇

年
一
月
）
の
復
刻
（
火
の
会
︑
一
九
九
七
年
三
月
）
の
際
に
発
行
さ
れ
た
資
料
集
『
愛

と
漂
泊
と
受
難
の
詩
人
　
森
英
介
』（
火
の
会
︑
一
九
九
七
年
三
月
）
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
︒

（
15
）  

泉
崎
清
﹁
詩
集
「
火
の
聖
女
」
と
森
英
介
﹂（
米
沢
文
化
懇
話
会
『
米
沢
文
化
』
第
三

号
﹇
一
九
六
八
月
九
日
﹈
に
﹁
詩
集
　
火
の
聖
女
　
森
英
介
（
佐
藤
徹
）
に
つ
い
て
﹂

と
し
て
初
出
︑
参
照
は
前
掲
『
愛
と
漂
泊
と
受
難
の
詩
人
　
森
英
介
』
に
よ
る
）
は
︑

四
六
年
四
月
か
ら
四
七
年
三
月
ま
で
佐
藤
が
青
柳
宅
の
同
居
人
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を

示
す
米
の
配
給
通
帳
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
︒

（
16
）  

市
立
米
沢
図
書
館
蔵
の
本
号
に
は
表
表
紙
の
一
部
︑
執
筆
者
一
覧
︑
編
集
後
記
な
ど

に
︑
検
閲
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
墨
塗
り
修
訂
の
箇
所
が
あ
る
︒
こ
の
経
緯
に

つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
前
掲
の
真
壁
の
連
載
記
事
に
は
墨
塗
り
の
な
い
本
号
書

影
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
佐
藤
自
身
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ

る
︒

（
17
）  

賢
治
﹁
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
﹂
全
文
の
末
尾
に
は
﹁
こ
れ
は
　
永
遠
の
　
前
衛
の
こ
ゝ

ろ
！
﹂︑
ラ
ン
ボ
ー
『
地
獄
の
季
節
』
中
の
﹁
朝
﹂
の
一
節
の
後
に
は
﹁
ラ
ン
ボ
オ
の
　

「
朝
」
を
／
前
衛
は
　
常
に
　「
真
晝
」
に
告
知
す
る
！
﹂
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
︒

（
18
）  

第
二
号
巻
末
に
は
﹁
寄
付
金
及
会
費
　
自
七
月
一
日
至
八
月
五
日
﹂
が
示
さ
れ
る
︒

会
員
会
費
に
よ
る
﹁
基
金
﹂
が
﹁
一
千
三
百
円
﹂
な
の
に
対
し
︑
佐
藤
徹
本
人
︑
青
柳

六
一
郎
︑
そ
し
て
佐
藤
の
実
家
が
営
ん
だ
﹁
佐
治
産
業
株
式
会
社
﹂
な
ど
地
元
企
業
か

ら
集
め
ら
れ
た
寄
付
金
は
﹁
合
計
七
千
円
﹂
に
上
っ
て
い
る
︒

（
19
）  

こ
う
し
た
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
︑
第
三
号
﹁
編
集
後
記
﹂
に
は
﹁「
労
農
」

は
次
号
よ
り
隔
月
刊
と
し
月
刊
を
改
め
る
︒
用
紙
の
関
係
で
あ
る
﹂
と
紙
資
源
の
確
保

の
困
難
さ
に
触
れ
る
部
分
が
あ
り
︑
ま
た
一
九
四
八
年
十
月
十
二
日
付
深
瀬
基
寛
宛
書

簡
︑
一
九
五
一
年
三
月
三
十
日
付
高
橋
新
吉
来
簡
に
は
︑
後
年
に
至
る
ま
で
佐
藤
が
第

三
号
の
複
数
の
在
庫
を
抱
え
持
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
︒

（
20
）  

発
行
日
か
ら
は
前
後
関
係
が
微
妙
で
は
あ
る
が
︑『
民
族
と
社
会
主
義
』﹁
第
三
章
　

民
族
と
階
級
に
つ
い
て
﹂
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
箇
所
に
は
︑『
労
農
』
第
二
号
﹁
社

説
﹂
が
用
語
の
水
準
か
ら
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
の
想
定
も
可
能

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
引
用
は
『
佐
野
学
著
作
集
』
第
二
巻
（
佐
野
学
著
作
集
刊

行
会
︑
一
九
五
七
年
十
一
月
）
に
よ
る
︑
傍
線
は
筆
者
︒

 
 

　 

　
民
族
は
抽
象
的
存
在
で
な
い
︒
民
族
を
構
成
し
て
ゐ
る
要
素
を
知
る
こ
と
に
由

つ
て
民
族
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
を
知
り
得
る
︒（
四
︑
民
族
の
人
民
的
勤
労

者
的
特
質
）

 
 

　 
　
資
本
主
義
発
展
期
に
於
け
る
国
民
主
義
は
対
内
的
に
は
政
治
上
の
民
主
主
義
を
︑

対
外
的
に
は
市
場
の
拡
張
を
︑
目
標
と
し
︑
資
本
家
階
級
が
そ
の
実
現
の
担
当
者

だ
つ
た
︒
今
日
の
国
民
主
義
︱
進
歩
的
意
義
を
も
つ
所
の
︱
は
︑
資
本
主
義
が
衰

頽
し
︑
社
会
主
義
の
諸
条
件
の
熟
し
た
こ
と
と
照
応
し
て
︑
資
本
主
義
の
維
持
を
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目
ざ
す
も
の
で
な
く
︑
却
て
そ
れ
を
除
去
し
て
一
国
的
社
会
主
義
を
建
設
す
る
を

目
ざ
す
の
で
あ
り
︑
そ
の
担
当
者
は
︑
当
然
に
労
働
者
階
級
を
中
心
と
す
る
勤
労

者
大
衆
で
あ
る
︒（
八
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
国
民
主
義
）

（
21
）  

福
家
崇
洋
﹁
一
国
社
会
主
義
か
ら
民
主
社
会
主
義
へ
︱
︱
佐
野
学
・
鍋
山
貞
親
の
戦

時
と
戦
後
﹂『
文
明
構
造
論
　
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
現
代
文
明
論
講

座
文
明
構
造
論
分
野
論
集
』
二
〇
一
三
年
九
月
︒

（
22
）  

佐
野
学
『
天
皇
制
と
社
会
主
義
』
協
同
書
房
社
︑
一
九
四
六
年
二
月
︒
引
用
は
『
佐

野
学
著
作
集
』
第
二
巻
（
前
掲
）
に
よ
る
︒

（
23
）  

大
野
六
弥
『
激
動
の
ド
ラ
マ
︙
そ
の
証
言
︙
山
形
県
の
戦
後
秘
話
』（
高
陽
堂
書
店
︑

一
九
八
〇
年
十
一
月
）
は
︑
一
般
に
﹁
リ
ベ
ラ
ル
﹂
と
見
做
さ
れ
た
戦
後
の
山
形
政
界

に
お
い
て
五
〇
年
代
ま
で
石
原
シ
ン
パ
が
存
在
し
続
け
た
こ
と
を
当
事
者
と
し
て
証
言

し
て
い
る
︒ 

（
24
）  

大
河
内
と
舩
山
の
こ
の
会
合
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
︑
仁
科
悟
朗
﹁
満
州
国
の
建
設

者
︱
︱
石
原
莞
爾
・
浅
原
健
三
﹂（
思
想
の
科
学
研
究
会
編
『
共
同
研
究
　
転
向
5
　
戦

後
編
上
』
平
凡
社
︑
一
九
六
二
年
四
月
︑
引
用
は
東
洋
文
庫
版
︑
二
〇
一
三
年
二
月
）

注
（
69
）
に
︑﹁
た
と
え
ば
︹
一
九
四
〇
年
︺
七
月
の
︹
東
亜
学
生
連
盟
︺
合
宿
研
究
会

に
は
三
〇
名
の
連
盟
員
が
集
ま
り
︑
鶴
巻
温
泉
で
講
師
に
︑
舩
山
信
一
︑
大
河
内
一
男
︑

永
田
清
︑
田
中
直
吉
を
迎
え
て
い
る
﹂
と
い
う
指
摘
が
既
に
あ
る
︒

（
25
）  

吉
田
裕
﹁
戦
後
改
革
と
逆
コ
ー
ス
﹂（
吉
田
裕
編
『
日
本
の
時
代
史
26
　
戦
後
改
革
と

逆
コ
ー
ス
』
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
四
年
七
月
）
に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
︒

 
 

　 

　
東
久
邇
宮
と
石
原
の
思
想
に
重
な
り
あ
う
所
が
あ
る
こ
と
を
︑
当
時
か
ら
認
識

し
て
い
た
人
も
い
た
︒
大
熊
信
行
も
そ
の
一
人
で
︑﹁（
東
久
邇
宮
が
）
そ
の
考
へ

を
纏
め
ら
れ
る
に
つ
い
て
は
︑
予
め
多
方
面
の
意
見
を
聴
取
さ
れ
た
で
あ
ら
う
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
そ
し
て
石
原
中
将
が
私
見
を
開
陳
申
上
げ
た
有
力
な
一

人
で
あ
つ
た
ら
う
と
い
ふ
こ
と
も
想
像
し
て
い
い
し
︑
宮
殿
下
が
そ
れ
ら
を
大
い

に
参
考
と
さ
れ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
も
︑
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
と
考
へ
て
よ

か
ら
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

（
26
）  

『
佐
野
学
著
作
集
』
第
五
巻
︑
佐
野
学
著
作
集
刊
行
会
︑
一
九
五
八
年
六
月
︒

（
27
）  

ま
た
︑
東
亜
連
盟
協
会
の
初
代
会
長
を
務
め
戦
後
も
保
守
政
治
家
と
し
て
長
く
政
界

で
活
躍
し
た
木
村
武
雄
（
四
六
年
は
公
職
追
放
中
）
も
米
沢
出
身
で
あ
る
が
︑
佐
藤
と

の
交
流
の
有
無
は
定
か
で
は
な
い
︒

（
28
）  

須
藤
克
三
﹁
山
形
県
の
青
年
文
化
運
動
史
︱
︱
生
活
記
録
運
動
を
中
心
と
し
て
﹂（
前

掲
）︒

（
29
）  

こ
こ
に
言
わ
れ
る
﹁
画
家
﹂﹁
詩
人
﹂﹁
教
授
﹂
は
︑『
労
農
』
が
第
三
号
か
ら
﹁
編
集

顧
問
﹂
と
し
た
高
村
光
太
郎
と
大
河
内
一
男
と
を
暗
に
指
す
と
思
わ
れ
る
︒

（
30
）  

真
壁
仁
﹁
森
英
介
﹂（
前
掲
）︒

（
31
）  

『
労
農
』
の
活
動
を
終
え
た
一
九
四
八
年
︑
佐
藤
は
高
田
博
厚
宛
に
長
文
の
書
簡
を
二

通
送
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
示
さ
れ
る
日
本
共
産
党
に
対
す
る
批
判
は
︑
こ
う
し
た

﹁
行
動
文
化
﹂
の
発
想
の
延
長
上
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
批
判
自
体
は
︑
吉

本
隆
明
﹁
転
向
論
﹂（『
現
代
批
評
』
創
刊
号
︑
一
九
五
八
年
十
二
月
）
を
先
取
り
す
る

よ
う
な
内
容
を
含
む
が
︑
し
か
し
︑
佐
野
学
・
鍋
山
貞
親
に
向
け
ら
れ
た
吉
本
の
﹁
民

族
と
階
級
と
の
反
撥
か
︑
融
合
か
と
い
う
よ
う
な
見
当
外
れ
の
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
た

め
︑
思
想
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
批
判
も
ま
た
︑
お
そ
ら

く
そ
の
ま
ま
佐
藤
に
も
相
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

 
 

　 

　
例
へ
ば
︑
今
更
の
ご
と
く
民
族
の
事
を
い
ふ
代
々
木
の
闘
士
は
滑
稽
で
し
か
な

い
と
い
ふ
の
だ
︒
民
主
民
族
戦
線
︑
チ
ト
オ
の
悲
劇
と
呼
ば
れ
る
ユ
ゴ
共
産
党
の

出
来
事
を
耳
に
す
る
ま
で
も
な
く
︑
戦
争
の
追
ひ
つ
め
ら
れ
た
袋
小
路
の
中
で
︑

死
よ
り
も
強
い
背
理
に
対
決
し
︑
現
実
の
圧
力
と
戦
ひ
を
や
め
な
か
っ
た
目
に
見

え
な
い
知
識
人
達
を
も
一
束
に
か
ら
げ
て
フ
ァ
シ
ス
ト
呼
ば
は
り
し
反
動
と
き
め

つ
け
︑
内
容
と
し
て
の
社
会
主
義
︑
形
式
と
し
て
の
民
族
を
唱
へ
て
う
そ
ぶ
き
︑

満
州
事
変
以
来
の
歴
史
的
瞬
間
に
は
全
く
不
存
者
で
し
か
な
い
︒
合
法
舞
台
に
も

凡
そ
人
間
と
し
て
可
能
な
限
り
の
良
識
を
失
は
ず
無
数
の
抵
抗
が
行
は
れ
た
の
で

あ
る
︒
最
後
の
瞬
間
ま
で
︒
民
族
と
い
ひ
人
民
と
い
ふ
に
し
て
も
常
に
国
家
主
義

時
代
︑
民
主
主
義
時
代
を
問
は
ず
そ
れ
ら
を
通
し
て
二
つ
の
異
っ
た
立
場
か
ら
の
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進
歩
︑
保
守
の
二
重
の
立
場
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
り
︑
ひ
と
つ
の
歴

史
的
時
代
す
べ
て
が
噓
偽
で
あ
り
夢
で
あ
っ
た
と
信
ず
る
や
う
な
人
間
に
は
︑
今

日
の
民
主
時
代
す
べ
て
が
一
様
に
有
難
く
も
な
い
敵
と
誤
謬
の
反
動
期
と
し
て
映

ず
る
日
が
音
づ
れ
る
で
あ
ら
う
︒
歴
史
的
現
実
は
左
様
な
も
の
で
は
︑
断
じ
て
あ

る
ま
い
︑
国
外
に
遁
走
せ
し
も
の
︑
獄
中
に
独
坐
せ
し
者
︑
か
ゝ
る
例
外
者
の
み

が
闘
い
ぬ
い
た
の
だ
と
は
言
ひ
切
れ
ま
い
︑
英
雄
は
地
上
に
て
彼
の
隠
れ
た
る
営

み
を
つ
づ
け
て
ゐ
た
草
花
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒（
高
田
博
厚
宛
佐
藤
徹
書
簡
下

書
︹
Ⅰ
︺
一
九
四
六
年
八
月
末
日
付
︑
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
）

（
32
）  

日
本
教
養
組
合
連
盟
の
中
央
委
員
に
は
︑
大
河
内
一
男
や
羽
仁
説
子
ら
が
名
を
連
ね

て
い
る
︒

（
33
）  

拙
稿
﹁
横
尾
健
三
郎
﹂（
日
本
近
代
文
学
会
東
北
支
部
編
『
東
北
近
代
文
学
事
典
』
勉

誠
社
︑
二
〇
一
三
年
六
月
）
な
ど
参
照
︒

（
34
）  

前
掲
註
（
17
）
を
参
照
の
こ
と
︒

（
35
）  

真
壁
仁
﹁
森
英
介
﹂（
前
掲
）︒

（
36
）  

﹁
我
等
の
﹁
労
農
﹂
を
強
大
せ
よ
‼
／
新
し
き
夢
の
た
め
に
闘
へ
‼
﹂（『
労
農
』
第
一

巻
第
二
号
）
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

﹇
1
　
編
集
方
針
﹈
民
族
的
コ
ー
ス
に
立
つ
民
主
革
命
実
現
の
た
め
の
具
体
的
指
導
理

論
の
探
求
／
工
場
・
農
村
・
あ
ら
ゆ
る
生
産
点
に
於
け
る
指
導
層
／
心
あ
る
能
動

的
知
識
分
子
に
直
接
訴
へ
る
行
動
理
論
の
創
出
／
地
方
的
な
る
も
の
︱
政
治
︱
文

化
の
重
要
性
　
認
識

﹇
2
　
編
集
網
の
確
立
﹈
各
地
方
の
情
報
・
意
見
を
活
発
に
交
流
　
通
信
員
の
確
立
／

読
者
と
の
共
同
編
集
／
定
期
会
員
の
論
文
掲
載
・
相
互
研
究

﹇
3
　
頒
布
網
の
確
立
﹈
三
千
部
発
行
　
三
号
実
現
／
急
速
に
　
全
国
各
地
の
誌
友
拡

大
運
動
を
展
開
せ
よ
／
一
人
の
誌
友
は
七
名
の
同
志
を
‼
／
書
店
か
ら
の
読
者
は

　
定
期
予
約
会
員
へ
　
支
局
の
設
置
へ
‼

﹇
4
　
労
農
社
の
経
営
合
作
社
運
動
﹈
会
員
頒
布
制
の
確
立
／
読
者
の
共
同
経
営
の
実

現
へ
　
基
金
︑
二
万
円
を
急
速
に
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
／
寄
附
金
の
募
集
に
協
力

せ
よ
︒

（
37
）  

河
西
英
通
『
続
・
東
北
︱
︱
異
境
と
原
境
の
あ
い
だ
』
中
公
新
書
︑
二
〇
〇
七
年
三
月
︑

終
章
﹁「
深
日
本
」
と
し
て
の
東
北
﹂︒

（
38
）  

一
九
四
八
年
二
月
四
日
付
高
村
光
太
郎
宛
佐
藤
徹
書
簡
（
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
）︒
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本
格
的
論
議
へ
の
期
待

　
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ド
ッ
ド
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
シ
ニ
ア
・
レ
ク
チ
ャ
ラ
ー
）
に
よ

る
『
青
春
の
こ
と
ど
も
︱
︱
梶
井
基
次
郎
の
時
代
の
生
と
死
』（Stephen D

odd, 

T
he Youth of T

hings, Life and D
eath in the A

ge of K
ajii M

otojir ō, U
niversity of 

H
aw

ai‘i press , 2014

）
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
︒
四
章
か
ら
な
る
梶
井
基
次
郎
論

と
主
要
な
一
八
篇
の
翻
訳
を
併
収
し
た
も
の
で
あ
る
︒
B
5
判
二
八
六
頁
︒
う

ち
︑
論
文
部
分
が
三
章
︑
一
三
九
頁
分
を
占
め
る
︒

　
そ
の
序
で
ド
ッ
ド
が
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
梶
井
基
次
郎
（
一
九
〇
一
～

一
九
三
二
）
の
文
芸
は
︑
海
外
に
お
い
て
︑
日
本
現
代
文
学
の
専
門
家
を
別
に

す
れ
ば
︑
い
ま
だ
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
英
語
圏
で
は
︑﹁
檸
檬
﹂

（
一
九
二
五
）
の
翻
訳
は
何
人
も
の
人
び
と
に
よ
っ
て
何
度
も
な
さ
れ
︑
ロ
シ

ア
語
︑
中
国
語
に
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ー

ヌ
・
コ
ダ
マ
に
よ
る
全
篇
の
翻
訳
と
論
考
が
あ
る
︒
論
考
も
英
語
圏
で
は
︑
彼

自
身
の
も
の
を
除
い
て
も
︑
二
つ
の
博
士
（PhD

）
論
文
が
出
︑
そ
の
他
︑
中

国
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
に
も
梶
井
基
次
郎
研
究
に
取
り
組
む
人
が
出
て
き
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
︒

　
日
本
で
は
︑
そ
の
作
品
群
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
︑﹁
昭
和
の
古
典
﹂

と
呼
ば
れ
︑
多
く
の
文
学
青
年
の
憧
れ
の
筆
頭
だ
っ
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑

日
本
の
﹁
私
小
説
﹂
を
め
ぐ
る
論
議
は
︑
梶
井
基
次
郎
の
評
価
を
隠
れ
た
中
心

に
し
て
な
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
︒
だ
が
︑
一
九
八
〇
年
代
に
批

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ド
ッ
ド 

『
青
春
の
こ
と
ど
も
―
―
梶
井
基
次
郎
の
時
代
の
生
と
死
』
に
寄
せ
て

―
―
日
本
近
現
代
文
芸
文
化
史
研
究
の
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
の
た
め
に
―
―

鈴
木
貞
美
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評
が
梶
井
基
次
郎
の
想
像
力
を
対
象
に
す
る
方
向
に
定
ま
っ
て
一
段
落
し
︑
新

た
に
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
る（

1
）

︒

　
今
度
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ド
ッ
ド
の
著
書
（
以
下
︑
本
書
）
の
カ
ヴ
ァ
ー
に
︑

日
本
古
典
か
ら
近
代
文
芸
ま
で
広
い
見
識
を
も
つ
ダ
ー
ト
マ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
教

授
︑
デ
ニ
ス
・
ウ
ォ
シ
ュ
バ
ー
ン
が
推
薦
文
寄
せ
て
い
る
︒﹁
梶
井
は
︑
近
代

日
本
文
学
に
お
い
て
は
︑
最
も
素
晴
ら
し
い
ス
タ
イ
リ
ス
ト
の
ひ
と
り
﹂
と
は

じ
ま
っ
て
い
る
︒
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
︒
一
九
二
〇
年
代
に
同
人
雑
誌

や
︑
商
業
雑
誌
で
は
あ
る
が
原
稿
料
は
支
払
わ
な
い
半
商
業
雑
誌
に
︑
梶
井
基

次
郎
が
発
表
し
た
作
品
は
︑
み
な
︑
ご
く
短
い
︑
精
緻
に
構
成
さ
れ
た
散
文
作

品
で
あ
り
︑
細
部
に
注
意
を
払
わ
な
い
と
作
品
全
体
の
意
味
が
つ
か
め
な
い
も

の
が
多
い
︒
し
ば
し
ば
﹁
珠
玉
﹂
に
た
と
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
き
わ
め
て
革
新

的
な
短
篇
小
説
の
ス
タ
イ
ル
を
追
究
し
て
い
る
た
め
︑
決
し
て
滑
ら
か
な
日
本

語
で
は
な
い
︒
梶
井
基
次
郎
が
小
説
を
志
す
よ
う
に
な
っ
て
す
ぐ
に
影
響
を
受

け
た
谷
崎
潤
一
郎
や
宇
野
浩
二
︑
志
賀
直
哉
ら
の
文
体
と
比
べ
て
み
れ
ば
歴
然

と
し
て
い
る
︒

　
そ
の
新
し
い
文
体
へ
の
挑
戦
は
︑﹁
国
語
と
の
血
戦
﹂
を
標
榜
し
︑
昭
和
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
旗
手
と
見
な
さ
れ
て
き
た
横
光
利
一
と
も
十
分
︑
比
肩
し
う
る
︒

実
際
︑『
文
藝
春
秋
』
を
は
じ
め
︑
総
合
雑
誌
で
活
躍
す
る
横
光
利
一
を
基
次

郎
は
秘
か
に
ラ
イ
バ
ル
視
し
て
い
た
︒
が
︑
彼
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
同
人
雑

誌
か
半
商
業
雑
誌
（
市
販
さ
れ
る
が
原
稿
料
は
な
し
）
に
発
表
さ
れ
︑
最
後
の
作

品
に
な
っ
た
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂（
一
九
三
二
）
だ
け
が
総
合
雑
誌
『
中
央
公

論
』
か
ら
の
依
頼
に
応
え
て
︑
一
般
読
者
を
意
識
し
た
作
品
だ
っ
た
︒
昭
和
戦

前
期
ま
で
︑
総
合
雑
誌
に
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
一
人
前
の
作
家
と
し
て
扱
わ
れ

る
習
慣
で
あ
り
︑
梶
井
基
次
郎
は
︑
そ
の
名
が
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
知
ら

れ
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
︑
肺
結
核
で
逝
っ
た
︒

　
だ
が
︑
最
初
の
六
蜂
書
房
版
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
刊
行
（
一
九
三
四
）
を

き
っ
か
け
に
︑
萩
原
朔
太
郎
ら
第
一
線
の
文
学
者
た
ち
か
ら
最
高
級
の
賛
辞
が

寄
せ
ら
れ
︑
そ
の
作
品
群
は
︑
昭
和
戦
前
期
の
﹁
純
文
学
﹂
中
の
﹁
純
文
学
﹂︑

芸
術
的
純
度
の
高
い
も
の
と
目
さ
れ
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
小
説
に
実
に
多

種
多
様
な
影
を
投
げ
て
き
た
︒
そ
の
影
響
力
は
︑
昭
和
戦
前
期
に
活
躍
し
︑
戦

後
も
人
気
の
あ
っ
た
堀
辰
雄
や
太
宰
治
を
凌
い
で
い
た
︒
つ
ま
り
梶
井
基
次
郎

を
抜
き
に
︑
日
本
の
現
代
文
学
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
だ
が
︑
他
方
で

﹁
古
風
な
私
小
説
﹂（
丸
谷
才
一
）
と
す
る
評
価
も
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
︒
そ
れ

ゆ
え
︑
そ
れ
を
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
芸
の
一
角
に
位
置
づ
け
る
論
議
は
︑
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
諸
相
が
本
格
的
に
批
評
・
研
究
の
対
象
に
さ
れ
は
じ
め
た

一
九
八
〇
年
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

　
本
書
の
う
ち
︑
そ
の
論
考
部
分
は
︑
ド
ッ
ド
の
博
士
論
文
提
出
の
の
ち
︑
か

な
り
時
間
を
か
け
た
も
の
で
︑
欧
米
の
他
分
野
に
わ
た
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
理
論
を

縦
横
に
援
用
し
︑
梶
井
基
次
郎
の
作
風
を
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
と
し
て
論
じ
て
い

る
︒
彼
の
学
生
時
代
︑
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
日
本
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
は
横
光
利
一
た

だ
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
を
思
う
と
隔
世
の
感
が
あ

る
︒
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本
書
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
に
し
て
文
化

人
類
学
者
︑
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
の
一
言
が
置
か
れ
て
い
る
︒

　
人
び
と
は
︑
死
も
ま
た
青
春
の
こ
と
ど
も
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
事
実
を

無
視
し
よ
う
と
す
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
目
隠
し
さ
れ
て
お
り
︑
見
よ
う
と

し
な
い
の
だ
︑
生
が
盲
目
に
陥
る
こ
と
が
な
い
な
ら
︑
死
だ
け
が
新
鮮
な

輝
き
を
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
を
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
生
命
が
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
秩
序
を
保
つ
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
︑
生
命
は
不
安

定
で
平
衡
の
と
れ
な
い
も
の
以
外
の
も
の
で
は
な
い
と
見
な
す
こ
と
を
拒

否
す
る
︒
生
は
︑
爆
発
の
間
際
の
騒
ぎ
の
増
大
な
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
が
本
書
の
タ
イ
ト
ル
﹁
青
春
の
こ
と
ど
も
﹂
の
由
来
で
あ
る
︒
死
が
甘

美
な
叙
情
性
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
た
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
は
︑
と
う
に
終

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
︒

　
そ
し
て
︑
ド
ッ
ド
は
︑
そ
の
序
で
︑
結
核
が
猖
し
ょ
う

獗け
つ

を
極
め
た
梶
井
基
次
郎
の

時
代
の
生
と
死
に
焦
点
を
絞
り
︑
作
家
の
﹁
身
体
の
表
現
﹂
に
注
目
す
る
と
述

べ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
梶
井
基
次
郎
の
独
自
の
表
現
︑
そ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
も

象
徴
主
義
も
開
拓
さ
れ
た
と
い
う
︒
伝
記
的
に
は
作
家
中
心
︑
文
化
的
に
は
テ

ク
ス
ト
中
心
の
立
場
を
と
る
と
も
い
う
（
本
書
二
頁
）︒
そ
し
て
︑
結
核
︑
孤
独
︑

自
己
探
究
（self-exploration

）︑
自
己
の
断
片
化
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︑
象
徴
主
義
︑

政
治
意
識
︑
生
活
改
造
（com

m
odification of life

）︑
想
像
に
よ
る
新
し
い
現
実

の
鋳
造
（forging

）
な
ど
を
含
む
テ
ー
マ
は
︑
大
正
期
の
知
識
人
や
作
家
た
ち

の
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
梶
井
基
次
郎
の
文
芸
は
そ
れ
ら
を
一
新
す
る
よ
う
な
趣

き
を
も
つ
と
い
う
（
本
書
三
頁
）︒
欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
文
芸
論
︑

文
化
論
︑
社
会
思
想
︑
精
神
分
析
学
︑
社
会
史
な
ど
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
理
論

を
用
い
て
︑
梶
井
基
次
郎
の
作
品
群
を
論
じ
て
ゆ
く
︒﹁
私
小
説
﹂﹁
心
境
小

説
﹂
問
題
な
ど
に
も
ふ
れ
て
い
る
︒
こ
の
姿
勢
自
体
︑
こ
れ
ま
で
の
海
外
に
お

け
る
梶
井
基
次
郎
作
品
の
研
究
︑
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
芸
研
究
に
も
格
別
の

意
義
を
も
つ
も
の
と
思
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ド
ッ
ド
の
努
力
の
方
向
に
そ
っ
て
︑

そ
の
論
文
部
分
の
各
章
各
節
の
展
開
を
追
っ
て
論
旨
を
紹
介
し
︑
欧
米
と
日
本

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
芸
の
比
較
や
理
論
と
そ
の
適
用
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

　

批
評
の
方
法
に
つ
い
て

　
た
だ
︑
本
書
の
内
容
に
入
る
前
に
︑
予
め
述
べ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
が
あ
る
︒
ド
ッ
ド
は
︑
そ
の
序
が
︑
先
行
研
究
の
概
況
の
紹
介
に
入
っ
た

と
こ
ろ
で
︑
鈴
木
貞
美
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』（
作
品
社
︑
二
〇
〇
一
）
に
ふ

れ
︑﹁
今
日
ま
で
日
本
に
お
け
る
最
も
大
規
模
な
研
究
﹂﹁
膨
大
な
情
報
量
を
提

供
す
る
だ
け
で
な
く
︑
作
家
と
広
く
文
芸
の
傾
向
と
社
会
の
動
向
と
の
関
係
を

探
究
し
て
い
る
﹂
が
︑﹁
幅
広
く
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
も
の
の
︑

ど
こ
か
の
領
域
を
深
く
掘
り
下
げ
る
も
の
で
は
な
い
（it does not pursue any 
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particular area in great depth

）﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
実
際
︑
残
念
だ
が
︑

『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
を
便
利
な
﹁
情
報
﹂（inform

ation

）
源
と
し
て
利
用

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒

　
わ
た
し
の
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
は
︑
ド
ッ
ド
が
期
待
す
る
よ
う
な
身
体

表
現
や
死
生
観
な
ど
の
テ
ー
マ
を
そ
れ
と
し
て
掘
り
下
げ
る
論
文
ス
タ
イ
ル
で

は
な
い
︒
評
伝
形
式
で
作
家
の
境
涯
と
作
品
史
の
展
開
を
追
う
『
梶
井
基
次
郎

︱
︱
表
現
す
る
魂
』（
新
潮
社
︑
一
九
九
六
）
を
ベ
ー
ス
に
︑
そ
れ
ま
で
重
ね
て

き
た
議
論
の
要
点
を
補
注
と
注
に
補
い
︑
序
章
と
結
論
を
付
し
た
学
位
取
得
論

文
『
梶
井
基
次
郎
研
究
』（
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
︑ 

一
九
九
七
）

を
単
行
本
化
し
た
も
の
で
あ
る（

2
）

︒
大
部
の
書
物
で
あ
り
︑
論
脈
が
読
み
取
り
に

く
い
こ
と
も
あ
ろ
う
が
︑
ド
ッ
ド
の
﹁
深
く
掘
り
下
げ
て
い
な
い
﹂
と
い
う
判

断
は
︑
批
評
の
方
法
の
ち
が
い
に
よ
る
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒

　
ま
た
︑
本
書
の
参
考
文
献
欄
は
︑
二
〇
一
二
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
書
物
を

参
照
し
て
い
る
が
︑
わ
た
し
の
仕
事
は
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
の
ほ
か
に

﹁
梶
井
基
次
郎
論
の
要
所
﹂（『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
九
年
六
月
号
︑
至

文
堂
）
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
本
書
の
議
論
の
内
容
か
ら
も
︑
他
の
わ

た
し
の
論
考
を
読
ん
で
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
︒

　『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
近
代
文
学
研
究
の
主

流
で
あ
っ
た
︑
作
品
を
作
家
の
実
体
験
や
境
涯
︑
文
壇
の
人
間
関
係
な
ど
︑
要

す
る
に
﹁
生
身
の
作
家
﹂
に
還
元
す
る
悪
し
き
実
証
主
義
を
払
拭
し
︑
個
々
の

作
品
の
表
現
の
歴
史
性
の
解
明
と
作
家
の
作
品
史
を
辿
り
︑
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム

文
芸
の
一
角
に
位
置
づ
け
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
︑
日
本
文
芸
史
の
再
編
成
を

目
指
す
こ
と
︑
す
な
わ
ち
（
作
品
の
背
後
の
）
作
家
論
と
文
芸
史
の
再
編
と
を

相
互
に
図
る
仕
事
の
一
環
だ
っ
た（

3
）

︒

　
た
と
え
ば
梶
井
基
次
郎
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
ご
く
短
い
の
は
︑
彼
が
結
核

で
体
力
が
な
か
っ
た
ゆ
え
︑
と
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
︑
梶
井
が
川
端
康

成
の
﹁
掌
の
小
説
﹂
の
ひ
と
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
試
み
て
い
る
こ
と
な

ど
を
手
が
か
り
に
︑
当
時
の
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
コ
ン
ト
・
ブ
ー
ム
と
で

も
い
う
べ
き
現
象
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
理
由
を
考
察
し
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
梶
井
基
次
郎
と
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
以
降
（post-rom

anticism

）

の
文
芸
を
代
表
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
共
通
性
を
精
緻
に
論
じ
た
も
の
に
︑

寺
田
透
﹁
梶
井
基
次
郎
論
﹂︑
梶
井
基
次
郎
と
フ
ラ
ン
ス
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
と
の
共
通
性
を
見
事
に
指
摘
し
た
安
東
次
男
﹁
幻
視
者
の
文
学
﹂
が
あ
り
︑

と
も
に
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
18
　
中
島
敦
・
梶
井
基
次
郎
』（
角
川
書
店
︑

一
九
五
九
）
に
併
収
し
て
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
論
考
に
橋
を
か
け
︑
梶
井
基
次

郎
の
作
品
群
を
日
本
の
現
代
文
学
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
わ
た
し
の
若
い
と
き

か
ら
の
課
題
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
一
九
二
〇
年
代
の
﹁
モ
ダ
ン
都
市
﹂
＝
都
市

大
衆
文
化
の
実
態
と
文
芸
文
化
の
諸
相
︑
と
り
わ
け
︑
エ
ロ
・
グ
ロ
と
ナ
ン
セ

ン
ス
と
の
関
係
︑
ま
た
西
欧
ヴ
ァ
イ
タ
リ
ズ
ム
思
潮
を
伝
統
思
想
で
受
け
取
り
︑

日
露
戦
争
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
盛
ん
に
な
る
日
本
に
独
自
の
生
命
主
義
思
潮

︱
︱
神
で
も
物
質
で
も
な
く
︑
普
遍
的
﹁
生
命
﹂
な
る
も
の
を
原
理
に
置
く
世

界
観
︱
︱
の
研
究
を
進
め
︑
梶
井
基
次
郎
を
と
り
ま
く
環
境
と
時
代
思
潮
と
の
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関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
た
の
が
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
だ
っ
た
︒
そ
の
努
力

の
方
向
は
︑
日
本
近
代
文
学
会
や
比
較
文
学
会
の
書
評
な
ど
で
も
了
解
さ
れ
て

い
た
と
思
う
︒

　
こ
の
わ
た
し
の
方
法
的
立
場
か
ら
は
︑
本
書
に
つ
い
て
︑
作
家
の
身
体
条
件

と
テ
ク
ス
ト
の
文
化
的
文
脈
︑
ま
た
デ
カ
ダ
ン
ス
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
ふ

た
つ
の
文
芸
思
潮
と
梶
井
基
次
郎
の
表
現
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
い
る
の

か
︑
そ
し
て
大
正
期
の
文
芸
か
ら
の
連
続
性
と
転
換
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
か
︑
に
関
心
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
︒

　
ド
ッ
ド
の
自
序
に
は
︑
一
九
三
〇
年
代
の
﹁
日
本
回
帰
﹂
に
よ
っ
て
日
本
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
は
終
焉
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
本
書
四
頁
）︒
だ
が
︑

今
日
︑
絵
画
・
彫
刻
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
︑
一
九
三
〇
年
代
に
む
し
ろ
最
盛
期
を

迎
え
る
こ
と
︑
文
芸
で
も
石
川
淳
︑
太
宰
治
︑
坂
口
安
吾
︑
久
生
十
蘭
ら
に

よ
っ
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
さ
ら
に
新
た
な
局
面
に
入
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑
わ
た
し
が
組
織
し
た
研
究
グ
ル
ー
プ
は
﹁
日
本
回
帰
﹂
と
呼
ば

れ
て
き
た
現
象
の
内
実
に
踏
み
込
み
︑
一
九
〇
〇
年
代
に
西
欧
象
徴
主
義
の
理

念
を
受
け
と
め
︑
芭
蕉
俳
諧
を
日
本
の
象
徴
主
義
と
見
て
礼
賛
す
る
流
れ
が
つ

く
ら
れ
︑
萩
原
朔
太
郎
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
西
欧
の
前
衛
詩
人
た
ち
が

日
本
の
俳
句
を
手
本
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
︑﹁
象
徴
の
本
質
﹂（
一
九
二
六
）

な
ど
で
︑
日
本
の
象
徴
美
学
こ
そ
世
界
に
冠
た
る
も
の
の
よ
う
に
唱
え
︑
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
で
は
一
九
三
五
年
を
頂
点
に
﹁
わ
び
︑
さ
び
︑
幽
玄
﹂
に
代
表
さ
れ

る
中
世
美
学
を
﹁
日
本
的
な
る
も
の
﹂
と
称
す
る
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
︑

そ
れ
が
戦
後
に
民
間
に
拡
が
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

4
）

︒
ま
た
わ
た
し
は
︑
そ

の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
欧
化
主
義
で
対
抗
し
よ
う
と
し
た
小
林
秀

雄
ら
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
が
︑﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
構
想
に
呑
み
込
ま

れ
て
ゆ
く
過
程
な
ど
も
論
じ
て
き
た（

5
）

︒

　
お
そ
ら
く
ド
ッ
ド
は
︑
他
方
で
︑
梶
井
基
次
郎
の
作
品
群
の
翻
訳
に
も
力
を

注
い
で
い
た
た
め
︑
日
本
近
現
代
の
文
芸
文
学
史
に
つ
い
て
は
︑
彼
が
若
い
と

き
に
勢
い
を
も
っ
て
い
た
日
本
で
の
議
論
の
枠
内
で
本
書
の
構
想
を
練
り
︑

一
九
九
〇
年
代
か
ら
今
日
ま
で
︑
日
本
の
文
芸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
論
議
は

大
き
く
ス
テ
ー
ジ
を
変
え
て
き
た
こ
と
を
つ
か
ん
で
い
な
い
︒
だ
が
︑
そ
れ
を

措
い
て
︑
こ
の
大
胆
な
挑
戦
を
わ
た
し
は
歓
迎
し
た
い
︒
ド
ッ
ド
の
広
い
視
野

に
立
つ
問
題
意
識
を
活
か
し
︑
今
後
の
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
に
資
す
る
議
論

を
展
開
し
た
い
︒
以
下
︑
見
出
し
は
本
書
の
章
お
よ
び
節
の
タ
イ
ト
ル
を
用
い

る
︒

　

第
一
章
　
力
を 

与
え
る
も
の
と
し
て
の
病 

︵1. Illness as E
npow

erm
ent

︶

　
第
一
章
は
︑
エ
ピ
グ
ラ
ム
に
︑
よ
く
知
ら
れ
た
芭
蕉
の
病
中
吟
︑

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
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を
置
い
て
い
る
︒
大
阪
出
身
で
︑
京
都
の
第
三
高
等
学
校
か
ら
東
京
帝
大
英
文

科
に
進
み
︑
退
学
し
て
︑
伊
豆
の
湯
个
島
に
逗
留
︑
ふ
た
た
び
上
京
し
た
が
︑

結
核
性
の
病
の
進
行
は
大
阪
で
の
病
臥
の
生
活
を
余
儀
な
く
し
︑
そ
し
て
満

三
一
歳
で
歿
し
た
梶
井
基
次
郎
の
境
涯
を
こ
の
句
に
象
徴
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ

う
︒

　
こ
の
章
は
︑
序
に
あ
た
る
部
分
で
︑
結
核
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
梶
井
基

次
郎
の
活
動
を
簡
潔
に
ま
と
め
︑
先
行
研
究
の
概
要
を
紹
介
し
た
の
ち
︑﹁
疎

隔
﹂（Q

uarantine

）︑﹁
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
﹂（B

audelaire

）︑﹁
闇
﹂（D

arkness

）
の

三
節
を
設
け
て
い
る
︒

疎
隔

　
こ
の
節
は
︑
近
代
国
家
に
よ
り
︑
兵
役
な
ど
を
通
し
て
身
体
管
理
が
行
わ
れ

は
じ
め
た
の
ち
︑
明
治
後
期
に
結
核
は
︑
島
崎
藤
村
『
破
戒
』（
一
九
〇
六
）

で
﹁
国
民
病
﹂
と
称
さ
れ
︑﹁
健
康
な
社
会
﹂
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
も
の
だ
っ

た
こ
と
︑
そ
の
主
人
公
︑
丑
松
が
テ
キ
サ
ス
に
逃
れ
る
結
末
を
示
し
︑
梶
井
基

次
郎
が
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
庶
民
の
あ
い
だ
で
患
者
が
﹁
隔
離
﹂
さ
れ
る
状

態
に
ふ
れ
て
い
る
条
く
だ
り

を
重
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
︒
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ

グ
『
隠
喩
と
し
て
の
病
』（Illness as M

etaphor, 1978

）
を
参
照
し
︑
結
核
は
芸

術
の
世
界
︑
と
く
に
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
に
は
美
化
さ
れ
た
が
︑
一
般
社
会
で
は
疎
ん

じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
︑
梶
井
基
次
郎
の
表
現
（represents

）
は
︑
そ
の

経
験
を
具
体
的
に
肉
付
け
し
︑﹁
冬
の
蠅
﹂（
一
九
二
八
）
を
例
に
あ
げ
て
︑
病

に
積
極
的
な
光
を
当
て
て
い
る
こ
と
に
特
別
な
意
義
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
社
会
か
ら
疎
隔
さ
れ
た
存
在
が
︑
そ
の
病
の
身
体
を
基
礎
に
置
い
た

表
現
の
輝
き
に
お
い
て
芸
術
的
復
権
を
果
た
し
︑
そ
れ
が
国
家
体
制
へ
の
批
判

に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
梶
井
基
次
郎
の
文
芸
を
評
価
す
る
︒
そ
の
の

ち
︑『
白
樺
』
派
な
ど
の
人
道
主
義
が
広
が
り
︑
結
核
に
対
す
る
同
情
が
起
こ

り
︑
自
己
反
省
的
な
文
学
が
進
行
し
︑
さ
ら
に
は
大
逆
事
件
と
絡
め
て
結
核
と

左
翼
政
治
思
想
と
が
結
び
つ
い
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
︑
梶
井
基
次
郎
の
無
政
府

主
義
的
心
情
や
晩
年
の
『
資
本
論
』
へ
の
関
心
に
も
言
及
︑
ま
た
一
九
二
〇
年

代
に
お
け
る
病
と
文
芸
を
広
く
見
渡
し
︑
梶
井
基
次
郎
へ
の
影
響
が
早
く
か
ら

指
摘
さ
れ
て
き
た
佐
藤
春
夫
『
田
園
の
憂
鬱
』（
一
九
一
八
）
に
お
け
る
神
経

衰
弱
を
あ
げ
︑
そ
れ
と
基
次
郎
の
病
鬱
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
︒

　
結
核
は
︑
今
日
で
も
伝
染
性
の
怖
い
病
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
︒
が
︑

抗
生
物
質
に
よ
る
治
療
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
は
︑
死
に
至
る
病
で
あ
り
︑
で
き

る
限
り
社
会
か
ら
隔
離
し
︑
養
生
に
励
む
し
か
な
い
も
の
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
結

核
患
者
と
被
差
別
部
落
民
を
社
会
的
に
疎
外
さ
れ
た
存
在
と
し
て
同
列
に
置
く

こ
と
に
は
︑
首
を
傾
げ
ざ
る
を
え
な
い
︒
日
本
に
お
い
て
近
代
国
民
国
家
建
設

が
進
み
︑
タ
テ
マ
エ
上
︑
国
民
の
法
の
下
で
の
平
等
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
以
降
も
︑
被
差
別
部
落
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
︒
し
ば
し
ば
イ
ン
ド
独
立
後
に
法
律
上
は
廃
止
さ
れ
た
カ
ー
ス
ト
の
外
に
置

か
れ
た
人
び
と
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
さ
れ
て
き
た
︒
つ
ま
り
︑
生
ま
れ
つ
き
の
身
分

に
よ
る
社
会
的
差
別
で
あ
る
︒
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そ
れ
に
比
し
て
結
核
は
︑
明
治
中
期
こ
ろ
感
染
症
へ
の
極
度
の
忌
避
感
が
拡

が
り
は
し
た
も
の
の
︑
階
層
︑
性
別
を
問
わ
ず
に
罹
患
し
︑
進
行
の
度
合
い
に

よ
り
社
会
の
受
け
容
れ
方
が
異
な
っ
て
い
た
︒
経
済
的
に
豊
か
な
人
び
と
ほ
ど

隔
離
さ
れ
た
環
境
で
︑
養
生
に
励
む
こ
と
が
で
き
た
の
が
実
態
で
あ
る
︒
政
府

も
対
策
を
進
め
︑
保
養
施
設
の
建
設
な
ど
進
め
た
が
︑
社
会
状
況
の
改
善
が
進

ん
だ
欧
米
の
先
進
国
と
比
べ
︑
罹
患
者
の
死
亡
率
の
低
下
は
三
︑ 

四
〇
年
遅
れ

て
い
た
と
さ
れ
る
︒

　
ド
ッ
ド
も
あ
げ
て
い
る
が
︑
日
本
の
文
芸
に
お
い
て
は
︑
徳
冨
蘆
花
『
不
如

帰
』（
一
八
九
九
）
が
よ
く
知
ら
れ
る
︒
結
核
に
罹
患
し
︑
悲
劇
に
見
舞
わ
れ

る
女
主
人
公
に
対
し
て
読
者
の
同
情
の
涙
を
誘
う
も
の
だ
っ
た
︒
い
わ
ば
人
情

に
訴
え
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
作
風
で
あ
る
︒
実
際
︑
男
女
と
も
に
重
度
の
結

核
患
者
と
結
婚
す
る
者
は
︑
ま
ず
い
な
か
っ
た
︒
宮
沢
賢
治
の
家
系
が
﹁
結
核

の
家
系
﹂
と
噂
さ
れ
た
よ
う
に
遺
伝
性
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
軽
度
で
あ
れ
ば
︑
社
会
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
︒﹁
天
刑
病
﹂
と
い
わ
れ
︑
遺
伝
性
の
妄
信
が
抜
け
ず
︑
と
く
に
第
二

次
世
界
大
戦
下
に
言
語
に
絶
す
る
迫
害
を
受
け
た
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
と
比
べ
て

も
︑
ち
が
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
︒

　
梶
井
基
次
郎
は
第
三
高
等
学
校
在
学
中
か
ら
肺
尖
カ
タ
ル
の
診
断
を
受
け
て

い
た
が
︑
東
京
帝
大
に
進
学
し
︑
伊
豆
・
湯
个
島
温
泉
に
養
生
の
地
を
求
め
た

の
も
一
時
の
避
難
の
つ
も
り
で
︑
英
語
の
教
師
に
な
ろ
う
か
と
考
え
た
こ
と
も

あ
っ
た
︒
病
が
重
く
な
り
︑
大
阪
へ
帰
っ
て
の
ち
︑
親
族
と
の
同
居
を
避
け
︑

人
家
の
密
集
地
帯
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
貸
家
を
借
り
た
︒
い
わ
ば
自
己
疎
隔
だ

が
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
が
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
は
︑
大
阪
の
庶
民
の
患
者

た
ち
が
隔
離
保
養
も
ま
ま
な
ら
ず
︑
迷
信
に
す
が
っ
て
次
々
に
倒
れ
て
ゆ
く
姿

で
あ
る
︒
ド
ッ
ド
は
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂

か
ら
隔
離
患
者
へ
の
言
及
を
引
い
て
︑
立
論
の
大
枠
に
す
る
︒
恣
意
的
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
︒

　
結
核
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
を
い
う
な
ら
︑
芸
術
家
に
神
聖
視
さ
れ
る
傾

向
に
着
目
し
︑
死
を
甘
美
な
情
感
で
包
む
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
派
生
し
た

結
核
患
者
天
才
説
が
大
正
期
に
は
一
定
程
度
︑
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
検
討
し

た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
基
次
郎
も
そ
れ
に
感
染
し
て
い
た
と
こ
ろ

が
あ
る
か
ら
だ
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
福
田
真
人
『
結
核
の
文
化
史
︱
︱
近
代
日

本
に
お
け
る
病
の
イ
メ
ー
ジ
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
五
）
が
扱
っ
て

い
た
︒
が
︑
初
期
社
会
主
義
文
芸
に
ふ
れ
ず
︑
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
で
は
堀

辰
雄
に
焦
点
を
あ
わ
せ
︑
梶
井
基
次
郎
も
宮
沢
賢
治
も
そ
れ
と
し
て
と
り
あ
げ

て
い
な
か
っ
た
と
記
憶
す
る（

6
）

︒
ド
ッ
ド
が
こ
の
書
物
を
参
照
し
て
い
な
い
の
は
︑

そ
の
せ
い
だ
ろ
う
︒

ボ
ー
ド
レ
ー
ル

　
こ
の
節
で
は
︑
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
︑
と
く
に
歿
後
に
刊
行
さ
れ

た
散
文
詩
集
『
パ
リ
の
憂
愁
』（Le Spleen de Paris, 1869

）
と
梶
井
基
次
郎
の
世

界
と
の
共
通
性
を
論
じ
て
い
る
︒
と
く
に
梶
井
が
湯
个
島
で
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
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ン
ズ
英
訳
『
パ
リ
の
憂
愁
』
か
ら
数
編
を
ノ
ー
ト
に
写
し
て
い
た
う
ち
の
﹁
悪

い
ガ
ラ
ス
屋
﹂（Le M

auvais V
itrier, 1862

）
と
﹁
檸
檬
﹂（
一
八
二
五
）
と
を
比

較
す
る
︒﹁
悪
い
ガ
ラ
ス
屋
﹂
は
︑
語
り
手
が
ガ
ラ
ス
売
り
に
悪
罵
を
投
げ
つ

け
た
あ
と
︑
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
最
上
階
か
ら
植
木
鉢
を
落
と
し
︑
ガ
ラ
ス
売
り

が
背
負
っ
た
ガ
ラ
ス
を
粉
々
に
し
︑﹁
美
し
き
か
な
人
生
﹂（La beau en vie!

）
と
︑

快
哉
を
叫
ん
で
終
わ
る
︒『
パ
リ
の
憂
愁
』
の
献
辞
を
参
照
し
て
い
え
ば
︑﹁
巨

大
な
都
市
へ
の
頻
繁
な
訪
問
と
︑
そ
こ
に
お
け
る
無
数
の
関
係
の
交
錯
に
よ
っ

て
起
こ
る
﹂﹁
倦
怠
と
夢
想
か
ら
迸
り
出
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹂
に
か
た
ち
を
与
え

る
意
図
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
梶
井
基
次
郎
は
︑
粉
々
に
な
っ
た

ガ
ラ
ス
を
色
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
記
憶
し
て
い
た
と
伊
藤
整
が
回
想
に
遺
し
て
い

る
こ
と
な
ど
紹
介
し
な
が
ら
︑
ド
ッ
ド
は
︑
憂
鬱
か
ら
起
こ
る
破
壊
衝
動
に
よ

る
﹁
悪
﹂
を
あ
げ
︑
ふ
た
つ
の
作
品
の
共
通
性
を
い
う
︒

　
問
題
に
す
べ
き
点
は
二
つ
あ
る
︒
そ
の
ひ
と
つ
は
︑
基
次
郎
が
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
に
親
炙
し
た
の
は
湯
个
島
に
お
い
て
で
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
に
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
受
容
の
影
は
な
い
こ
と
︒
も
う
ひ
と
つ
は
︑
一
九
世
紀
半
ば
の
パ
リ
と

一
九
二
〇
年
代
の
日
本
と
の
ち
が
い
で
あ
る
︒
ド
ッ
ド
自
身
︑
こ
の
考
察
が
歴

史
性
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
が
︑
鈴
木
不
二
雄
『
梶
井
基

次
郎
』（
有
精
堂
出
版
︑
一
九
八
五
）
な
ど
の
先
行
研
究
や
︑
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
つ
い
て
の
緒
論
考
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ

ラ
ー
『
自
我
の
源
泉
︱
︱
近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
』（Philosophical 

Papers vol.2: Sources of the Self: the M
aking of the M

odern Identity, H
arvard U

niversity 

Press, 1989

）
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
特
徴
と
し
て
︑
宗
教
的
超
越
性
に
代
わ
っ

て
﹁
芸
術
そ
れ
自
体
の
顕
現
（epiphany

）﹂
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
援
用
し
︑

歴
史
性
の
問
題
を
跨
ぎ
越
し
て
ゆ
く
︒

　
梶
井
基
次
郎
の
﹁
檸
檬
﹂
を
デ
カ
ダ
ン
ス
に
お
け
る
精
神
の
生
の
回
復
と
い

う
構
図
で
読
む
こ
と
は
︑
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
を
佐
藤
春
夫
『
田

園
の
憂
鬱
』（
定
本
版
一
九
一
九
）
の
退
廃
に
お
け
る
美
の
発
見
（﹁
汝
︑
薔
薇
病

め
り
﹂）
や
︑
佐
藤
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
と
芭
蕉
俳
諧
と
を
結
び
つ
け
て
論

じ
た
『﹁
風
流
﹂
論
』（
一
九
二
〇
）
を
指
摘
し
︑
関
連
づ
け
た
の
が
鈴
木
不
二

雄
の
論
考
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
梶
井
基
次
郎
が
『
田
園
の
憂
鬱
』
か
ら
つ
か
ん
だ

核
心
は
﹁
神
経
衰
弱
で
な
け
れ
ば
つ
か
め
な
い
美
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
む
し

ろ
︑﹁
檸
檬
﹂
の
草
稿
を
中
篇
の
習
作
﹁
瀬
山
の
話
﹂
に
ふ
く
ら
ま
せ
る
際
に

は
た
ら
い
た
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
梶
井
基
次
郎
は
︑
そ
の
部
分
を
切
り
捨
て
︑
当
時
︑
巷
に
あ
り

ふ
れ
て
い
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
の
一
個
の
レ
モ
ン
に
︑
至
上
の
価
値
を
感
じ

る
価
値
倒
錯
を
核
に
し
て
﹁
檸
檬
﹂
を
成
立
さ
せ
た
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
世

界
の
名
画
集
の
上
に
レ
モ
ン
を
載
せ
る
﹁
実
験
﹂
も
︑
レ
モ
ン
を
手
榴
弾
︱
︱

時
限
装
置
付
き
で
な
い
と
具
合
が
悪
い
だ
ろ
う
︱
︱
に
見
立
て
る
こ
と
も
あ
り

え
な
い（

7
）

︒

　
佐
藤
春
夫
『﹁
風
流
﹂
論
』
は
︑﹁
宇
宙
の
生
命
﹂
に
ふ
れ
る
感
興
を
﹁
あ

れ
﹂
と
呼
び
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
芭
蕉
を
︑
そ
の
感
興
を
う
た
っ
た
詩
人
で
あ

る
か
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も
勝
手
な
解
釈
に
す
ぎ
な
い
︒
梶
井
基
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次
郎
も
同
時
代
の
生
命
原
理
主
義
を
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
浴
び
た
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
い
が
︑
第
三
高
等
学
校
で
は
理
科
の
生
徒
で
あ
り
︑
機
械
論
的
生
命
観

に
親
し
ん
で
お
り
︑
普
遍
的
な
﹁
生
命
﹂
の
観
念
を
語
っ
た
こ
と
は
な
い
︒
梶

井
基
次
郎
の
世
界
を
生
命
主
義
に
引
き
寄
せ
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
は
︑
そ

の
歿
後
に
︑
そ
の
評
価
を
高
め
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
友
人
︑
三
好
達
治
だ
っ

た（
8
）

︒
　
そ
し
て
︑
こ
と
は
︑
二
〇
世
紀
前
半
の
都
市
大
衆
文
化
（urban m

ass culture

）

に
取
り
囲
ま
れ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
一
九
世
紀
後
半
の
都
市

の
﹁
群
衆
﹂（crow

d

）
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
の
先
駆

者
を
見
出
し
た
こ
と
︑
つ
ま
り
は
西
欧
後
期
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
=
デ
カ
ダ
ン

ス
と
二
〇
世
紀
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の
共
通
性
と
差
異
に
か
か
わ
る
︒
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
憂
愁
の
正
体
を
一
八
四
八
年
二
月
革
命
に
挫
折

し
た
の
ち
の
第
二
帝
政
下
の
秩
序
回
復
に
対
す
る
﹁
不
機
嫌
﹂（la rogne

）
と

指
摘
し
て
い
た（

9
）

︒
梶
井
基
次
郎
の
場
合
︑
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
を
受
け

た
階
級
闘
争
の
高
揚
と
屈
折
︑
体
制
の
秩
序
引
き
締
め
の
双
方
が
か
か
わ
る
︒

一
九
二
〇
年
に
日
本
が
国
際
連
盟
の
常
任
理
事
国
と
な
り
︑
労
働
組
合
運
動
の

高
揚
︑
普
通
選
挙
実
施
要
求
の
高
ま
り
を
受
け
︑
一
九
一
〇
年
の
大
逆
事
件
以

降
︑
抑
え
込
ん
で
き
た
社
会
主
義
思
想
へ
の
弾
圧
を
官
憲
が
一
定
程
度
緩
め
た
︒

一
九
二
〇
年
前
後
に
頂
点
を
迎
え
る
労
働
運
動
の
高
揚
の
な
か
で
︑
共
産
党
と

大
杉
栄
が
率
い
る
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
の
対
立
が
激
化
し
た
が
︑

基
次
郎
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
心
情
的
に
肩
入
れ
し
て
い
た
︒

　
そ
し
て
一
九
二
三
年
九
月
一
日
の
関
東
震
災
後
︑﹁
国
民
精
神
作
興
の
詔
書
﹂

が
出
︑
文
部
省
は
﹁
思
想
善
導
﹂
の
名
の
下
に
風
紀
の
取
り
締
ま
り
に
乗
り
出

し
︑
そ
れ
を
承う

け
て
三
高
の
校
長
が
︑
基
次
郎
ら
の
劇
研
と
同
志
社
女
子
専
門

学
校
と
の
共
演
に
よ
る
公
演
を
突
如
︑
中
止
に
追
い
込
ん
だ
︒
基
次
郎
は
︑
そ

れ
に
対
す
る
強
い
憤
り
を
か
な
り
の
ち
ま
で
記
し
て
い
る
︒﹁
檸
檬
﹂
の
底
に

あ
る
の
は
︑
作
家
の
個
人
史
の
水
準
で
い
え
ば
︑
祝
祭
喪
失
後
︑
鬱
屈
し
た
詩

人
の
﹁
不
機
嫌
﹂
ゆ
え
の
八
つ
当
た
り
的
行
為
で
は
な
く
︑
自
由
を
抑
え
ら
れ

た
﹁
憤
懣
﹂
を
想
像
の
な
か
で
爆
発
さ
せ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
序
章
で
は
︑
日
露
戦
争
後
の
﹁
憂
さ
晴
ら
し
﹂
の
系

譜
を
辿
り
︑
基
次
郎
の
五
官
の
感
覚
が
バ
ラ
バ
ラ
に
は
た
ら
く
こ
と
へ
の
関
心

や
錯
覚
を
歓
ぶ
精
神
を
都
市
大
衆
文
化
に
あ
ふ
れ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
趣
味
と
関
連

さ
せ
て
︑
価
値
倒
錯
が
価
値
観
総
体
の
破
砕
に
向
か
っ
た
も
の
と
論
じ
た
︒
む

ろ
ん
︑﹁
檸
檬
﹂
を
爆
弾
に
見
立
て
る
発
想
に
は
︑
ダ
ダ
︱
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
系

の
動
き
を
無
視
で
き
な
い
︒

　
そ
れ
ら
を
ド
ッ
ド
は
﹁
情
報
﹂
と
し
て
は
知
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
梶
井
基
次

郎
の
反
抗
心
は
︑
病
鬱
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
く
︑
心
情
的
な
反
社
会
的

な
破
壊
衝
動
に
傾
い
て
い
た
と
い
う
議
論
を
認
め
て
し
ま
う
と
︑
自
分
の
構
図

が
破
綻
を
き
た
す
と
感
じ
︑
無
視
し
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
﹁
檸
檬
﹂
の
語

り
手
は
︑
放
蕩
生
活
の
結
果
︑
生
じ
た
結
核
性
の
病
や
か
さ
ん
だ
借
金
な
ど
で

は
な
く
︑
胸
を
ふ
た
ぐ
﹁
不
吉
な
塊
﹂
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
と
い
っ
て
い
る
︒

そ
れ
を
無
視
し
て
病
鬱
に
絞
り
こ
ん
で
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
︒
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梶
井
基
次
郎
は
﹁
冬
の
日
﹂（
一
九
二
七
）
で
︑
自
分
の
体
の
疲
労
度
を
坂

道
の
傾
斜
を
は
か
る
﹁
水
準
器
﹂
に
た
と
え
る
な
ど
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
比
喩
を
用

い
て
い
る
︒
病
を
負
っ
た
身
体
意
識
が
梶
井
基
次
郎
の
表
現
の
大
き
な
特
徴
の

一
つ
を
な
す
︒
そ
れ
は
よ
い
︒
だ
が
︑
病
の
意
識
が
要
素
と
し
て
登
場
し
な
い

作
品
も
多
い
︒﹁
檸
檬
﹂
の
次
の
﹁
城
の
あ
る
町
に
て
﹂（
一
九
二
五
）
で
は
︑

病
の
意
識
の
表
白
は
な
い
︒
崖
を
滑
り
落
ち
る
と
き
の
身
体
意
識
の
緊
張
感
を

題
材
に
し
た
﹁
路
上
﹂（
一
九
二
五
）︑
音
楽
会
の
現
実
と
そ
こ
か
ら
遊
離
し
た

想
像
の
世
界
に
入
り
こ
ん
だ
意
識
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
焦
点
に
し
た
﹁
器
楽
的
幻

覚
﹂（
一
九
二
八
）︑
山
中
の
筧
か
ら
流
れ
る
水
音
に
惑
わ
さ
れ
る
感
覚
を
書
く

﹁
筧
の
話
﹂（
一
九
二
八
）
な
ど
︑
自
ら
の
病
の
影
を
消
し
て
い
る
作
品
も
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
日
本
の
多
く
の
批
評
は
作
品
を
作
家
に
還
元
し
︑
作
品
間
の
ち
が

い
を
無
視
し
て
き
た
︒
ド
ッ
ド
は
そ
れ
に
加
え
て
﹁
広
い
視
野
﹂
の
名
の
下
に
︑

鈴
木
不
二
雄
の
立
論
に
対
す
る
わ
た
し
の
批
判
に
は
目
を
つ
む
り
︑
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
都
市
の
フ
ラ
ヌ
ー
ル
（
散
歩
者
）
論
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
﹁
エ

ピ
フ
ァ
ニ
ー
﹂
論
な
ど
の
助
け
を
借
り
て
︑﹁
檸
檬
﹂
の
表
現
と
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
憂
愁
と
の
共
通
性
を
括
り
だ
す
︒

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
な
ど
二
〇
世
紀
モ
ダ

ニ
ズ
ム
に
お
け
る
祝
祭
的
な
表
現
を
扱
お
う
と
し
た
﹁
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
﹂
論
は
︑

モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
宗
教
的
な
超
越
性
の
顕
現
に
代
え
て
︑
芸
術
そ
の
も
の
の
顕
現

を
特
徴
と
す
る
と
い
う
︒
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
︒

　
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
は
ロ
ン
ド
ン
公
演
﹁
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

︱
︱
一
フ
ラ
ン
ス
詩
人
の
夢
﹂（R

ichard W
agner; R

everie d’ un poete Français, 

1885

）
で
﹁
詩
が
こ
の
世
に
君
臨
す
る
日
﹂
を
夢
見
る
と
語
っ
た
が
︑
そ
れ
は

﹁
天
の
ペ
ー
ジ
に
刻
ま
れ
た
寓
話
﹂（la Fable, ...... cell inscrite sur la page des 

C
ieux

）
を
︑
こ
の
地
上
に
﹁
神
秘
劇
﹂（M

ythtère

）
と
し
て
実
現
す
る
企
て

だ
っ
た
︒﹁
民
衆
の
な
か
で
眠
っ
て
い
る
あ
る
一
日
を
呼
び
お
こ
す
祭
典
︑
ほ

と
ん
ど
ひ
と
つ
の
宗
教
﹂（C

érém
onies d ’ un jour qui git au sein, inconscient, de 

la foule: presque un C
ult

）
と
も
述
べ
て
い
る（

10
）

︒
そ
し
て
︑
マ
ラ
ル
メ
が
夢
見
て

い
た
﹁
絶
対
的
書
物
﹂
は
︑
一
八
四
八
年
革
命
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
リ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
波
の
な
か
で
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
に
代
わ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
︒

彼
は
教
会
の
ミ
サ
を
模
し
た
儀
式
で
︑
バ
ラ
バ
ラ
に
し
た
詩
句
を
配
り
︑
そ
の

日
に
よ
っ
て
異
な
る
詩
が
誦
唱
さ
れ
る
形
式
の
イ
ベ
ン
ト
を
密
か
に
企
て
て
い

た
多
数
の
メ
モ
が
二
一
世
紀
初
頭
に
公
刊
さ
れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
『
マ
ラ
ル

メ
全
集
』
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
た
︒

　
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
︑
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
が
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
ら

パ
リ
の
詩
人
た
ち
と
の
交
友
を
通
じ
て
︑
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
文
芸
に
つ
い
て

ま
と
め
た 『
文
芸
に
お
け
る
象
徴
主
義
運
動
』 （T

he sym
bolist m

ovem
ent in literature, 

1899

）
は
︑
と
り
わ
け
マ
ラ
ル
メ
の
詩
を
高
く
か
か
げ
て
︑
そ
れ
ま
で
デ
カ
ダ

ン
ス
（decadence

）
の
喧
噪
の
な
か
に
紛
れ
て
い
た
象
徴
主
義
の
流
れ
を
掬
い

あ
げ
︑
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
主
義
芸
術
運
動
を
支
え
る
大
き
な
役
割

を
は
た
し
た
が
︑
そ
の
序
文
は
︑
象
徴
主
義
文
芸
を
﹁
一
種
の
宗
教
﹂（a kind 

of religion

）
と
呼
ん
で
結
ん
で
い
る
︒
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キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
理
性
を
︑
哲
学
の
領
域
で
絶
対
理
性
と
し
て
扱
う
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
の
学
徒
だ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
に
は
︑
ま
た
テ
イ
ラ
ー
を

引
用
す
る
ド
ッ
ド
に
は
︑
こ
の
こ
と
の
意
味
が
了
解
で
き
な
い
ら
し
い
︒
二
〇

世
紀
へ
の
転
換
期
に
興
っ
た
象
徴
主
義
芸
術
は
︑
芸
術
を
一
種
の
宗
教
と
み
な

し
︑
そ
の
意
味
で
の
芸
術
至
上
主
義
を
展
開
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
邪
教
の
よ
う

に
扱
っ
て
き
た
諸
民
族
宗
教
や
生
活
芸
術
︑
科
学
的
観
察
な
ど
を
も
包
み
込
む

大
き
な
運
動
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
ロ
ン
ド
ン
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
詩
人
た
ち

は
︱
︱
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
も
そ
の
一
人
に
数
え
て
よ
い
︱
︱
大
英
帝
国

か
ら
の
独
立
運
動
を
担
い
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
秘
教
的
な
詩
画
を
再

評
価
す
る
な
ど
非
キ
リ
ス
ト
教
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
を
礼
賛
し
て
ゆ
く
︒

ロ
ン
ド
ン
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
詩
人
た
ち
と
交
流
し
︑
故
郷
︑
ベ
ン
ガ
ル
に

帰
っ
た
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
秘
主
義
を
謳
い
あ

げ
る
詩
で
︑
一
九
一
三
年
︑
ア
ジ
ア
人
で
初
め
て
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
す

る
︒

　
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
は
︑
先
の
序
文
で
︑
ロ
マ
ン
主
義
の
文
芸
の
内
に
散

見
す
る
﹁
象
徴
﹂
表
現
を
意
識
的
に
用
い
る
文
芸
を
象
徴
主
義
と
定
義
し
た
が
︑

そ
の
際
︑“sym

bol ” 

の
語
源
が
ギ
リ
シ
ャ
語
で
割
符
を
意
味
し
た
︱
︱
意
味
と

形
象
が
一
対
一
的
に
対
応
す
る
︱
︱
こ
と
を
述
べ
︑
そ
し
て
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ

イ
ル
『
衣
装
哲
学
』（Sartor Resartus; T

he Life and O
pinions of H

err Teufelsdrockh, 

1836

）
第
三
章
よ
り
︑﹁
無
限
﹂（eternal

）
を
具
体
的
な
も
の
や
こ
と
に
形
象

化
す
る
こ
と
を
﹁
象
徴
﹂（sym

bol

）
と
呼
ぶ
条
を
引
用
し
て
い
る
︒
産
業
革
命

が
一
段
落
し
た
一
九
三
〇
年
代
︑
そ
の
価
値
観
に
反
対
す
る
立
場
を
鮮
明
に
し

た
カ
ー
ラ
イ
ル
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
離
れ
︑
精
神
の
生
の
エ
ナ
ジ
ー
（spiritual 

vital energy

）
を
原
理
に
立
て
︑
デ
カ
ル
ト
以
下
の
機
械
論
の
系
譜
を
非
難
し
た
︒

ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
も
﹁
真
の
生
命
﹂
を
原
理
に
立
て
︑
そ
の
系
譜
に
連
な
る

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
歴
史
研
究
』（Studies in the H

istory 

of the Renaissance, 1873

）
は
︑
そ
の
あ
と
が
き
で
︑
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
美
術
を
こ

の
地
上
に
お
け
る
﹁
成
功
﹂
と
謳
い
あ
げ
た
︒
控
え
目
だ
が
︑
文
字
通
り
の
芸

術
至
上
主
義
の
宣
言
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
近
代
で
は
﹁
真
・
善
・
美
﹂
の

﹁
美
﹂
の
領
域
を
引
き
受
け
て
き
た
は
ず
の
芸
術
が
︑
い
わ
ば
真
や
善
を
も
包

み
込
む
と
自
己
主
張
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
国
際
的
な
芸
術
概
念
の
大

き
な
転
換
を
度
外
視
し
て
︑
象
徴
主
義
も
そ
の
後
の
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
も
語
れ

な
い（

11
）

︒
そ
し
て
︑
日
本
で
も
︑﹁
宇
宙
の
生
命
﹂（universal Life

）
の
顕
現
と
し

て
雪
舟
ら
の
山
水
画
を
称
賛
す
る
岡
倉
天
心
『
東
洋
の
理
想
︱
︱
日
本
美
術
を

中
心
に
』（T

he Ideals of the East, w
ith special reference to the A

rt of Japan, 1903

）
な

ど
が
登
場
す
る
︒

　
そ
れ
と
は
別
に
︑
日
本
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容
史
を
辿
っ
て
み
る
な

ら
︑
当
然
に
も
永
井
荷
風
の
そ
れ
に
出
会
う
︒
荷
風
は
︑
東
京
に
残
る
江
戸
の

路
地
裏
の
情
緒
が
︑
と
り
わ
け
日
露
戦
争
後
に
進
行
し
た
都
市
改
造
の
波
に

よ
っ
て
失
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
『
日
和
下
駄
』（
一
九
一
七
）
で
憤
り
︑
嘆
い

て
い
る
︒
そ
れ
は
貧
乏
人
の
生
活
に
美
を
見
出
し
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
倣
っ
て

い
る
が
︑
三
味
線
の
音
色
が
流
れ
る
路
地
裏
の
情
緒
は
︑
楽
器
の
東
西
の
ち
が
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い
を
越
え
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
パ
リ
で
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
で

あ
る
︒
こ
こ
に
は
江
戸
時
代
か
ら
庶
民
文
化
が
花
開
い
た
日
本
の
都
市
文
化
と

そ
の
伝
統
意
識
の
特
殊
性
が
あ
る
︒

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
が
下
層
民
の
住
む
環
境
の
劣
悪
さ
を
リ

ア
ル
に
描
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
︒
荷
風
は
早
く
に
ゾ
ラ
の
作
風
に
な

ら
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
ゾ
ラ
の
生
涯
を
見
渡
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
︑
彼

の
短
い
評
伝
﹁
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
と
其
の
小
説
﹂（
一
九
〇
三
）
が
よ
く
語
っ

て
い
る
︒
そ
し
て
荷
風
が
路
地
裏
の
生
活
情
緒
に
関
心
を
集
め
た
の
は
︑
先
に

述
べ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
︱
ラ
ス
キ
ン
の
系
譜
に
つ
な
が
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス

の
﹁
生
活
の
芸
術
化
﹂﹁
芸
術
の
生
活
化
﹂
の
思
想
に
も
触
発
さ
れ
た
と
こ
ろ

が
あ
ろ
う
︒
荷
風
が
身
の
ま
わ
り
の
生
活
の
な
か
の
美
に
関
心
を
集
め
た
こ
と

は
︑
芸
者
︑
八
重
子
と
の
い
き
さ
つ
を
語
っ
た
エ
ッ
セ
イ
﹁
矢
は
ず
ぐ
さ
﹂

（
一
九
一
六
）
に
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
ラ
ス
キ
ン
の
弟
子
だ
っ
た
モ
リ
ス
の
思
想
は
︑
明
治
末
期
か
ら
紹
介
さ
れ
て

い
た
が
︑
彼
は
イ
ギ
リ
ス
で
初
め
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を
名
の
っ
た
の
で
︑

一
九
一
〇
年
の
大
逆
事
件
の
の
ち
︑
社
会
主
義
思
想
が
徹
底
し
て
抑
え
こ
ま
れ

る
と
︑
そ
の
名
を
見
な
く
な
る
︒
だ
が
︑
日
本
が
I
L
O
（
国
際
労
働
機
関
）

を
傘
下
に
抱
え
た
国
際
連
盟
の
常
任
理
事
国
に
な
っ
た
一
九
二
〇
年
を
前
後
し

て
︑
社
会
主
義
思
想
が
一
定
程
度
解
禁
さ
れ
︑
堺
利
彦
や
本
間
久
雄
に
よ
っ
て

紹
介
が
盛
ん
に
な
る
︒
や
が
て
︑
谷
崎
潤
一
郎
『
陰
翳
礼
讃
』（
一
九
三
三
）

が
古
代
か
ら
生
活
の
片
隅
に
ゆ
ら
め
い
て
き
た
蠟
燭
の
炎
が
醸
し
出
す
陰
影
を

伝
統
美
と
し
て
拾
い
出
す
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
文
芸
史
の
文
脈
を
辿
る

と
︑﹁
檸
檬
﹂
の
語
り
手
が
さ
び
れ
た
路
地
裏
の
光
景
に
惹
か
れ
︑
八
百
屋
の

店
先
に
美
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
に
も
︑
モ
リ
ス
の
影
が
射
し
て
い
た
こ
と
に
な

ろ
う
︒
あ
り
ふ
れ
た
生
活
の
な
か
の
美
が
無
限
の
力
を
発
揮
す
る
夢
想
は
︑
こ

の
文
脈
の
な
か
で
紡
が
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
作
品
世
界
は
︑
作
家
の
境
涯
に
規
定
さ
れ
つ
つ
︑
彼
自
身
の
意
図
か
ら
さ
え

相
対
的
に
自
立
し
て
展
開
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
は
︑
先
行
す
る
ジ
ャ
ン
ル

概
念
や
ス
タ
イ
ル
な
ど
か
ら
も
︑
芸
術
思
潮
︑
社
会
思
想
︑
そ
し
て
社
会
の
現

実
か
ら
も
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　
ド
ッ
ド
が
日
本
近
現
代
文
芸
を
欧
米
の
理
論
の
な
か
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と

の
意
義
は
大
き
い
︒
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
歴
史
を
超
え
た
ア
ナ

ク
ロ
ニ
ズ
ム
が
批
評
に
お
い
て
も
新
し
い
展
開
を
拓
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

だ
が
︑
ジ
ャ
ン
ル
や
文
化
を
超
え
て
理
論
を
適
用
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
工
夫

が
い
る
︒
国
際
的
普
遍
性
に
お
け
る
日
本
文
化
史
の
特
殊
性
に
踏
み
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
こ
そ
︑
欧
米
の
既
成
の
理
論
を
相
対
化
し
︑
よ
り
豊
か
な
も
の
に
鋳

な
お
す
こ
と
も
可
能
に
な
る
︒
作
業
を
続
け
よ
う
︒

闇　
こ
の
節
は
︑
芥
川
龍
之
介
が
服
毒
自
殺
す
る
直
前
に
友
人
宛
て
に
書
い
た
手

紙
の
な
か
で
﹁
自
然
の
美
し
い
の
は
僕
の
末
期
の
眼
に
映
る
か
ら
で
あ
る
﹂
と

述
べ
た
条
を
引
用
し
︑
川
端
康
成
が
そ
れ
を
修
行
僧
が
獲
得
し
よ
う
と
す
る
生
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死
を
越
え
た
境
地
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
し
て
︑
死
を
覚
悟
し
た
者
の
眼
に
映
る
景
色

に
つ
い
て
述
べ
た
エ
ッ
セ
イ
﹁
末
期
の
眼
﹂（
一
九
三
三
）
の
紹
介
か
ら
は
じ

ま
る
（
川
端
康
成
は
そ
れ
を
﹁
氷
の
や
う
に
澄
み
切
つ
た
﹂
と
形
容
し
て
い
る
が
︑

い
ま
︑
そ
の
当
否
も
︑
例
の
﹁
美
し
い
日
本
の
私
﹂
で
は
︑
禅
宗
僧
侶
の
和
歌
が
相

当
に
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
は
︑
こ
こ
で
は
論
外
に
置

く
）︒

　
そ
れ
と
対
比
し
て
ド
ッ
ド
は
︑﹁
冬
の
蠅
﹂
に
お
け
る
蠅
ど
も
の
死
や
︑﹁
闇

の
絵
巻
﹂（
一
九
三
〇
）
で
︑
闇
の
な
か
に
浮
か
び
出
て
︑
そ
し
て
消
え
て
ゆ

く
人
の
姿
︑
ま
た
﹁
あ
る
崖
上
の
感
情
﹂（
一
九
二
八
）
や
﹁
K
の
昇
天
﹂

（
一
九
二
六
）
に
お
け
る
自
己
像
幻
視
（
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
）
の
現
象
に
論
及
し
︑

そ
し
て
や
は
り
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
秩
序
へ
の
叛
逆
に
よ
る
精
神
の
生

の
回
復
が
︑
梶
井
基
次
郎
に
お
い
て
は
病
身
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
な
さ
れ
た
と

結
論
づ
け
る
︒
こ
こ
で
ド
ッ
ド
は
︑
ウ
イ
ー
ン
出
身
の
精
神
分
析
学
者
︑
オ
ッ

ト
ー
・
ラ
ン
ク
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
見
る
こ
と
を
死
の
予
兆
と
す
る
伝
説

を
踏
ま
え
て
︑
文
芸
に
書
か
れ
た
自
己
像
幻
視
を
︑
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
︑
死
へ

の
不
安
と
憧
れ
と
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
二
様
に
分
け
て
分
析
し
た
『
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
︱
︱
精
神
分
析
研
究
』（D

er D
oppelgänger. Eine psychoanalytische Studie, 

1925, 

有
内
嘉
宏
邦
訳
『
分
身
　
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
』
人
文
書
院
︑
一
九
八
八
）

を
参
照
し
て
︑
梶
井
基
次
郎
作
品
群
の
う
ち
の
そ
れ
を
論
じ
た
濱
川
勝
彦
『
梶

井
基
次
郎
論
』（
翰
林
書
房
︑
二
〇
〇
〇
）
を
援
用
し
て
い
る（

12
）

︒

　
だ
が
︑
精
神
分
析
の
理
論
は
患
者
の
深
層
心
理
に
立
ち
入
る
も
の
で
あ
る
︒

小
説
の
登
場
人
物
の
分
析
な
ど
に
は
有
効
な
こ
と
も
あ
ろ
う
︒
が
︑
文
芸
表
現

は
作
家
の
意
図
と
ズ
レ
ル
こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
る
に
せ
よ
︑
意
識
の
産
物
で

あ
る
︒
そ
の
分
析
を
抜
き
に
︑
深
層
意
識
の
理
論
に
ア
テ
ハ
マ
ル
作
品
だ
け
を

撰
び
出
し
て
論
じ
る
の
で
は
︑
作
品
史
も
文
芸
史
も
辿
れ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
わ

た
し
は
︑
習
作
﹁
奎
吉
﹂（
一
九
二
三
）
あ
た
り
か
ら
︑
語
り
手
に
お
け
る
内

面
と
外
面
の
落
差
の
意
識
︑
自
意
識
の
分
裂
の
表
現
を
辿
り
︑
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
実
際
の
表
現
︑
作
品
史
に
即

し
た
分
析
を
︑
の
ち
に
ド
ッ
ド
は
別
の
文
脈
で
﹁
情
報
﹂
と
し
て
利
用
す
る
が

（
後
述
す
る
）︑
自
分
の
行
論
の
枠
組
と
抵
触
す
る
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
は
︑

基
本
的
に
排
除
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

※ 

本
書
本
章
の
記
載
中
︑﹁
末
期
の
眼
﹂
は “saigo no m

e ” 

で
は
な
く
︑
ふ
つ
う
は

“m
atsugo no m

e ” 

と
読
み
習
わ
さ
れ
て
い
る
︒
濱
川
勝
彦
は “K

am
akaw

a ” 

で
は
な

く
︑“H

am
akaw

a ”

（
第
二
章
以
下
も
）︑
ま
た
注
23
︑“O

yake S ōichi ” 

は “ Ō
ya ” 

に

訂
正
さ
れ
た
い
︒

　

第
二
章
　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
終
焉
︵2. M

odernism
 and Its E

ndings

︶

　
第
二
章
は
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
教
授
で
︑
文
芸
批
評
家
の
フ
ラ
ン
ク
・

カ
ー
モ
ー
ド
『
終
り
の
意
識
︱
︱
虚
構
理
論
の
研
究
』（T

he Sense of an Ending : 

Studies in the T
heory of Fiction, 1967

）
か
ら
︑
次
の
一
節
を
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
置
く
︒

人
間
は
生
ま
れ
た
と
き
︑
詩
人
の
よ
う
に
﹁
中
世
﹂
に
走
り
寄
る
︒
死
ぬ
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と
き
に
も
︑
中
世
に
死
に
︑
ま
る
で
生
と
詩
に
意
味
を
与
え
る
よ
う
に
︑

そ
の
間
の
意
味
を
つ
く
る
︒
起
源
と
終
焉
を
虚
構
に
お
い
て
一
致
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
な
の
だ
︒

　
ド
ッ
ド
は
︑
欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
の
あ
れ
こ
れ
︑
日
本
の
近
代
化
に
つ
い

て
の
様
ざ
ま
な
議
論
を
紹
介
し
︑
前
田
愛
﹁
東
京
一
九
二
五
年
﹂（『
現
代
思
想
』

一
九
七
九
年
八
月
号
）
を
参
照
し
つ
つ
︑
梶
井
基
次
郎
と
横
光
利
一
の
表
現
の

問
題
に
ふ
れ
る
構
成
を
と
る
︒
こ
こ
で
ド
ッ
ド
が
紹
介
す
る
英
語
圏
の
多
岐
に

わ
た
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
に
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
わ
た
し
の
能
力
を
超
え
て
い

る
︒
だ
か
︑
何
を
﹁
近
代
﹂
の
指
標
に
す
る
に
せ
よ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化

の
過
程
よ
り
︑
東
ア
ジ
ア
東
端
の
島
国
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
複
雑
だ
っ
た
︒
前

近
代
の
社
会
状
態
が
著
し
く
異
な
る
た
め
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
は
︑
日
本
の
近
代
化
に
つ
い
て
︑
政
治
︑
経
済
＝
工
業
化
（
資
本
主

義
）︑
都
市
の
膨
張
（
農
村
共
同
体
の
再
編
）︑
精
神
文
化
の
四
つ
の
領
域
に
分
け
︑

欧
米
と
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
日
本
と
を
比
較
す
る
観
点
を
整
理
し
て
示
し
て
お
く
︒

ま
た
精
神
文
化
に
つ
い
て
︑
ド
ッ
ド
の
い
う
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
の
う
ち
に
は
︑

近
代
化
を
進
め
る
思
想
と
そ
れ
に
批
判
的
な
思
想
と
の
角
逐
が
は
ら
ま
れ
て
い

る
の
で
︑
そ
れ
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
︒

　
早
く
か
ら
都
市
文
化
が
展
開
し
た
東
ア
ジ
ア
で
は
︑
そ
れ
を
嫌
う
精
神
も
ま

た
︑
古
代
か
ら
連
綿
と
し
て
展
開
し
て
き
た
︒
中
世
に
自
治
的
な
都
市
が
展
開

し
は
じ
め
る
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
を
も
ち
な
が
ら
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本

に
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
︒
だ
が
︑
日
本
に
ハ
ン
ザ
同
盟
は
で
き
な
か
っ
た
︒

ド
ッ
ド
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
江
戸
時
代
に
は
都
市
の
膨
張
が
著
し
く
︑

一
八
世
紀
の
う
ち
に
江
戸
は
人
口
百
万
を
超
え
る
世
界
一
の
都
市
だ
っ
た
︒

　
日
本
で
は
︑
一
八
世
紀
へ
の
転
換
期
か
ら
︑
国
際
的
に
︑
ど
こ
よ
り
も
多
彩

な
民
衆
文
化
（popular culture

）
が
展
開
し
て
い
た
︒
徳
川
幕
府
は
︑
国
際
的

に
類
例
を
見
な
い
幕
藩
二
重
権
力
体
制
を
整
え
︑
五
街
道
や
河
川
の
交
通
網
の

整
備
︑
度
量
衡
の
統
一
︑
石
高
制
の
実
施
︑
統
一
貨
幣
の
発
行
な
ど
を
行
い
︑

代
々
の
将
軍
に
よ
っ
て
都
市
開
発
も
行
わ
れ
た
︒
徳
川
家
康
は
朱
子
学
を
幕
府

の
正
規
の
学
問
と
し
︑
儒
学
に
よ
る
﹁
士
農
工
商
﹂
の
職
分
（
家
業
に
よ
る
身

分
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
社
会
的
経
済
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ィ
が
形
成
さ
れ
︑
移
動
は
主
に
婚
姻

に
よ
る
）
も
明
確
に
な
る
︒
だ
が
︑
武
士
層
の
消
費
の
拡
大
に
伴
い
︑
米
問
屋

や
金
融
業
が
貨
幣
経
済
を
握
り
︑
幕
府
の
経
済
政
策
は
破
綻
し
︑
財
政
難
に
直

面
し
た
︒
一
八
世
紀
前
半
︑
八
代
将
軍
︑
吉
宗
に
よ
る
享
保
の
改
革
は
︑
幕
府

の
権
威
を
高
め
る
と
と
も
に
︑
商
業
を
積
極
的
に
認
め
︑
土
地
の
売
買
を
許
可

し
︑
税
を
科
し
︑
全
国
市
場
の
展
開
を
促
し
た
︒
中
国
・
明
代
に
古
代
の
詩
文

に
帰
る
こ
と
を
唱
え
て
起
こ
っ
た
古
文
辞
派
の
精
神
を
受
け
取
り
︑
独
自
の
古

文
辞
学
を
拓
い
た
荻
生
徂
徠
の
進
言
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

　
徂
徠
は
︑
為
政
者
を
聖
人
と
崇
め
る
の
と
引
き
換
え
の
よ
う
に
し
て
︑『
論

語
徴
』（
元
文
三
年
︑
一
七
三
七
こ
ろ
）
で
『
論
語
』
里
仁
篇
の
﹁
君
子
は
義
に

喩さ
と

り
︑
小
人
は
利
に
喩
る
﹂
を
読
み
替
え
︑﹁
利
﹂
の
追
及
を
人
情
の
マ
コ
ト

と
認
め
︑
貨
幣
の
流
通
を
﹁
徳
﹂
と
し
て
称
え
る
な
ど
︑
朱
子
学
に
よ
る
経
済



スティーヴン・ドッド『青春のことども――梶井基次郎の時代の生と死』に寄せて

187

倫
理
を
根
本
か
ら
覆
す
思
想
を
展
開
し
て
い
た（

13
）

︒
上
方
と
江
戸
と
を
ふ
た
つ
の

中
心
に
す
る
全
国
市
場
経
済
は
隆
盛
を
極
め
︑﹁
江
戸
で
は
金
が
あ
れ
は
︑
な

ん
で
も
自
由
に
で
き
る
﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
ま
で
な
っ
て
い
っ
た
︒
民
間
の

思
想
家
︑
石
田
梅
岩
も
︑
神
・
儒
・
仏
の
三
教
の
根
本
は
同
じ
と
い
う
説
に

の
っ
と
り
︑
武
士
も
町
人
も
徳
の
実
践
に
お
い
て
は
対
等
と
説
い
て
い
た
︒
そ

の
石
門
心
学
は
︑
老
中
︑
田
沼
意お
き
つ
ぐ次
の
と
き
︑
賄
賂
が
横
行
し
た
の
ち
︑
幕
府

や
諸
藩
の
後
ろ
盾
を
得
て
︑
全
国
に
ひ
ろ
が
っ
た
︒
こ
う
し
て
利
の
追
求
の

﹁
自
由
﹂
と
と
も
に
﹁
平
等
﹂
の
観
念
も
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た（

14
）

︒
民
衆
の
リ
テ

ラ
シ
ー
は
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
向
上
し
︑
木
版
に
よ
る
和
漢
の
書
物
が
巷
ち
ま
た

に

あ
ふ
れ
た
︒
統
一
規
範
は
な
く
︑
形
態
も
流
動
的
で
雑
多
を
極
め
た
︒

　
だ
が
︑
そ
れ
ら
の
動
き
は
国
民
国
家
形
成
に
も
資
本
主
義
経
済
に
も
展
開
し

な
か
っ
た
︒
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
日
本
に
お
け
る
国
民
国
家
建
設
は
黒
船

シ
ョ
ッ
ク
が
引
き
金
に
な
っ
た
︒
一
八
七
一
～
七
二
年
に
か
け
て
明
治
維
新
政

府
が
国
民
皆
兵
制
を
敷
く
に
際
し
て
﹁
四
民
平
等
﹂
を
う
た
い
︑﹁
立
身
出
世
﹂

を
目
指
す
人
び
と
が
大
都
市
へ
集
中
し
た
︒
工
業
化
の
波
は
︑
日
清
戦
争

（
一
八
九
四
～
九
五
）
を
契
機
に
軽
工
業
か
ら
起
こ
り
︑
一
九
〇
一
年
︑
官
営
八

幡
製
鉄
所
の
操
業
開
始
な
ど
重
化
学
工
業
化
は
政
府
主
導
で
行
わ
れ
︑
電
力
に

よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
の
波
を
承う

け
て
︑
一
九
三
〇
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
日
本

の
産
業
構
造
は
短
期
間
で
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
組
み
換
え
ら
れ
て
ゆ
く
︒
日

清
・
日
露
戦
争
と
そ
れ
以
降
に
つ
づ
く
重
税
に
よ
り
︑
農
村
で
は
小
作
農
が
増

大
︑
都
の
工
場
地
帯
に
労
働
者
と
な
っ
て
流
入
し
︑
一
九
二
〇
年
に
は
戸
主
別

の
統
計
で
労
働
者
人
口
が
小
作
農
を
上
ま
わ
る
（
第
一
回
国
勢
調
査
）︒
そ
し
て

第
一
次
世
界
大
戦
期
後
の
不
況
に
よ
り
資
本
集
中
が
進
み
（
寡
占
化
）︑
フ
ォ
ー

ド
・
シ
ス
テ
ム
も
導
入
さ
れ
︑
大
量
生
産
／
大
量
宣
伝
／
大
量
消
費
の
歯
車
が

ま
わ
り
は
じ
め
︑
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
形
成
さ
れ
︑
都
市
大
衆
文
化
（urban 

m
ass culture

）
が
幕
を
開
け
る
︒

　
こ
の
過
程
で
︑
都
市
の
貧
困
層
の
形
成
や
鉱
工
業
労
働
者
に
よ
る
階
級
闘
争

（﹁
社
会
問
題
﹂）
が
激
化
し
︑
農
村
で
は
地
域
共
同
体
の
再
編
を
促
し
︑
ま
た
国

際
的
＝
国
内
的
に
激
し
い
競
争
社
会
の
到
来
に
直
面
し
た
青
年
層
が
価
値
観
の

混
乱
に
見
舞
わ
れ
た
（﹁
人
生
問
題
﹂）︒
日
清
・
日
露
の
戦
争
を
通
じ
て
山
林
伐

採
が
進
み
︑
足
尾
銅
山
の
廃
棄
物
に
よ
る
大
気
と
河
川
の
汚
染
が
周
辺
や
中
流

域
の
被
害
を
も
た
ら
し
︑
環
境
問
題
も
起
こ
っ
た
︒
政
府
は
﹁
大
逆
事
件
﹂
に

よ
り
︑
社
会
主
義
を
抑
え
込
ん
だ
が
︑
生
命
の
危
機
の
到
来
に
生
存
権
（
基
本

的
人
権
）
を
か
け
た
労
働
者
と
農
民
の
闘
争
は
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　
信
用
第
一
に
暖
簾
を
守
る
商
法
に
対
し
て
︑
激
し
い
競
争
社
会
が
到
来
し
︑

農
村
地
主
＝
農
村
事
業
家
層
を
い
う
旧
中
間
層
に
対
し
て
︑
月
給
を
収
入
源
と

す
る
新
中
産
階
級
も
形
成
さ
れ
︑
若
年
層
の
リ
テ
ラ
シ
ー
も
飛
躍
的
に
向
上
し

た
︒
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
は
︑
都
市
の
大
気
や
水
の
汚
染

が
進
み
︑
近
郊
に
新
中
間
層
の
住
居
地
域
を
拡
大
さ
せ
︑
田
園
都
市
の
建
設
も

盛
ん
に
な
っ
て
ゆ
く
︒

　
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
～
〇
五
）
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
産
業
革
命
が
生
ん

だ
功
利
主
義
に
対
す
る
批
判
が
渦
巻
い
た
が
︑
大
逆
事
件
の
の
ち
︑
社
会
主
義
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思
想
が
弾
圧
さ
れ
た
こ
と
も
手
伝
い
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ナ
ジ
ー
な
い
し

は
ヴ
ァ
イ
タ
ル
・
エ
ナ
ジ
ー
を
原
理
に
お
く
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
︑
ジ
ョ

ン
・
ラ
ス
キ
ン
の
系
譜
や
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
・
エ
マ
ー
ソ
ン
︑
デ
イ
ヴ
ッ

ド
・
ソ
ロ
ー
ら
の
思
想
︑
ま
た
イ
エ
ス
の
福
音
を
生
命
の
覚
醒
の
教
え
と
解
釈

す
る
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
の
人
生
観
や
芸
術
論
︑
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ィ
ル
ヘ

ル
ム
・
ニ
ー
チ
ェ
︑
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
ら
の
思
想
が
流
行
し
た
︒
そ
れ
ら

を
神
・
儒
・
仏
・
道
の
伝
統
観
念
で
受
け
取
り
な
が
ら
︑
さ
ま
ざ
ま
な
傾
き
を

も
つ
日
本
の
生
命
原
理
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
思
潮
が
哲
学
や
思
想
︑
文
芸
に

渦
巻
い
た
︒
こ
の
潮
流
は
︑
一
九
二
〇
年
代
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
諸
派
の
台
頭

に
よ
っ
て
下
火
に
な
る
が
︑
日
中
戦
争
期
に
は
︑
天
皇
と
い
う
﹁
現
人
神
﹂
を

戴
く
日
本
こ
そ
が
あ
た
か
も
﹁
宇
宙
大
生
命
﹂
を
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
︑

そ
れ
こ
そ
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
で
も
い
う
べ
き
言
論
が
活
発
化
し

た
︒

　
も
し
︑
日
本
の
都
市
文
化
の
な
か
に
体
制
に
対
す
る
激
し
い
反
逆
を
見
よ
う

と
す
る
な
ら
︑
ま
ず
一
八
世
紀
後
半
︑
四よ
も
の方

赤あ
か

良ら

（
大
田
南
畝
）
ら
の
天
明
狂

歌
な
ど
に
着
目
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
明
治
期
以
降
の
体
制
批
判
に
つ
い
て
は
︑
言

論
の
検
閲
制
度
と
検
閲
基
準
の
変
化
を
抜
き
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

ド
ッ
ド
は
︑
大
正
期
に
お
い
て
は
政
治
に
直
接
口
出
し
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
︑

一
九
二
〇
年
代
後
半
ま
で
抑
え
こ
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
が

（
本
書
三
一
頁
）︑
参
照
し
た
文
献
が
偏
り
す
ぎ
て
い
よ
う
︒
大
逆
事
件
以
降
︑

﹁
不
敬
罪
﹂
の
名
の
下
に
︑
社
会
主
義
系
の
思
想
は
徹
底
的
に
抑
え
こ
ま
れ
た

が
︑
新
興
宗
教
・
大
本
は
︑
天
皇
親
政
に
よ
る
世
直
し
を
唱
え
て
大
勢
力
に

な
っ
た
の
ち
︑
一
九
二
一
年
に
弾
圧
さ
れ
た
︒
政
党
政
治
の
実
現
や
普
通
選
挙

法
実
施
を
求
め
る
言
論
は
盛
ん
に
な
り
（
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）︑
ま
た
そ
れ
を

下
支
え
し
た
﹁
生
存
権
﹂
を
め
ぐ
る
言
論
闘
争
も
盛
ん
だ
っ
た
︒
と
く
に

一
九
二
〇
年
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
は
︑
自
伝
的
小
説
に
も
賀
川
豊
彦
の
『
死

線
を
越
え
て
』（
改
造
社
︑
一
九
二
〇
）
が
出
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
ド
ッ
ド
は
︑
日
本
の
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
文
芸
を
論
じ
る
際
に
︑
前

田
愛
﹁
東
京
一
九
二
五
年
﹂
よ
り
︑
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
）
が
横
光
利
一

ら
モ
ダ
ニ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
一
節
を
引

用
し
︑
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
（
本
書
三
九
頁

（
15
）

）︒
こ
の
前
田
愛
の
見
解
は
︑
近

代
化
＝
西
洋
化
図
式
に
立
つ
磯
田
光
一
『
鹿
鳴
館
の
系
譜
』（
文
藝
春
秋
︑

一
九
八
三
）
な
ど
と
と
も
に
︑
関
東
大
震
後
の
東
京
の
復
興
を
指
標
に
し
て

﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
を
論
じ
る
風
潮
を
盛
ん
に
し
た
︒
だ
が
︑
横
光
利
一
が
講
演

﹁
転
換
期
の
文
学
﹂（
一
九
三
九
）
で
︑
第
一
次
大
戦
に
見
舞
わ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
新
し
い
文
芸
の
動
き
が
巻
き
お
こ
っ
た
こ
と
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
し
︑
日
本
に

お
い
て
︑
そ
れ
に
匹
敵
す
る
事
件
は
関
東
大
震
災
だ
っ
た
と
述
べ
︑﹁
新
感
覚

派
﹂
の
登
場
に
画
期
的
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
た
恣
意
的
な
言
辞
に
引
き
ず
ら

れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
の
ち
に
見
る
よ
う
に
︑
横
光
利
一
の
﹁
新
感
覚

派
﹂
宣
言
と
も
い
う
べ
き
﹁
感
覚
活
動
︱
︱
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す

る
非
難
へ
の
逆
説
﹂（『
文
藝
時
代
』
一
九
二
五
年
二
月
号
︑
の
ち
﹁
新
感
覚
論
﹂）
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は
︑
震
災
シ
ョ
ッ
ク
と
は
無
関
係
に
前
代
の
表
現
か
ら
の
転
換
を
主
張
し
て
い

る
︒

　
横
光
利
一
ら
『
文
藝
時
代
』
の
創
刊
同
人
た
ち
が
隠
喩
を
多
用
す
る
新
奇
な

表
現
が
着
目
さ
れ
︑﹁
新
感
覚
派
﹂
の
名
称
が
与
え
ら
れ
た
の
は
︑
フ
ラ
ン
ス

の
詩
人
︑
ポ
ー
ル
・
モ
ー
ラ
ン
の
小
説
『
夜
ひ
ら
く
』（O

uvert la nuit, 1922

）

の
堀
口
大
學
訳
（
一
九
二
四
年
七
月
）
に
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
そ
の
翻

訳
文
体
に
つ
い
て
︑
た
と
え
ば
佐
藤
春
夫
﹁
夜
ひ
ら
く
を
薦
む｣

（
一
九
二
四

年
十
月
）
は
﹁
新
傾
向
俳
句
が
長
く
つ
づ
く
よ
う
な
も
の
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

一
九
一
〇
年
代
の
半
ば
に
無
季
自
由
律
俳
句
を
提
唱
し
た
荻
原
井
泉
水
が
句
誌

『
層
雲
』
を
率
い
て
盛
ん
に
し
た
︑
飛
躍
に
富
ん
だ
隠
喩
を
用
い
る
俳
風
の
こ

と
で
あ
る
︒

　
関
東
大
震
災
を
区
切
り
に
︑
日
本
の
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
を
論
じ
る
説
の
横
行

に
対
し
て
︑
海
野
弘
『
モ
ダ
ン
都
市
東
京
︱
︱
日
本
の
一
九
二
〇
年
代
』（
中

央
公
論
社
︑
一
九
八
三
）
は
︑
美
術
の
動
き
を
も
勘
案
し
︑﹁
モ
ダ
ン
都
市
文
学
﹂

を
︑
一
九
二
〇
年
を
起
点
に
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
︒
そ
れ
を
承
け
て
わ

た
し
は
︑
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
は
︑
都
市
大
衆
文
化
期
が
幕
を
開
け
た
時
期

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
︑
遡
っ
て
︑
日
露
戦
争
後
の
東
京
の
変

貌
と
そ
れ
に
対
す
る
憧
れ
や
恐
れ
と
お
の
の
き
が
交
錯
す
る
表
現
主
義
や
未
来

派
の
ス
タ
イ
ル
を
と
る
一
九
一
〇
年
代
の
詩
の
数
か
ず
を
海
野
弘
︑
川
本
三
郎

と
共
編
の
平
凡
社
版
﹁
モ
ダ
ン
都
市
文
学
﹂
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
巻
『
都
市
の
詩

集
』（
一
九
九
一
）
に
収
録
し
た
︒
ま
た
『
生
命
観
の
探
究
︱
︱
重
層
す
る
危

機
の
な
か
で
』（
作
品
社
︑
二
〇
〇
七
）
な
ど
で
︑
日
本
で
は
︑
二
〇
世
紀
へ
の

転
換
期
︑
日
露
戦
争
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
生
命
の
危
機
が
叫
ば
れ
︑
生
命
本

位
の
思
潮
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
に
伴
い
︑
普
遍
的
な
﹁
生
命
﹂
な
る

も
の
を
世
界
原
理
に
置
く
思
潮
が
台
頭
し
︑
広
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︑
す
な
わ
ち

印
象
主
義
︱
象
徴
主
義
が
ア
ー
リ
イ
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
諸
派
に
分
岐
し
︑
乱
反
射

し
な
が
ら
︑
一
九
二
〇
年
代
の
狭
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
展
開
す
る
様
子
を
明
ら

か
に
し
て
き
た（

16
）

︒

　
社
会
史
の
分
野
で
は
︑
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
新
た
な
消
費
文
化
が
展
開

し
は
じ
め
た
こ
と
を
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ミ
ル
・
佐
藤
︑T

he N
ew

 Japanese W
om

an: 

M
odernity, M

edia, and W
om

en in Interw
ar Japan

（A
sia-Pacific, 2003

）
が
明
ら

か
に
し
︑
英
語
圏
で
注
目
さ
れ
た
︒『
主
婦
の
友
』
な
ど
の
婦
人
雑
誌
の
記
事

や
通
販
欄
を
丁
寧
に
分
析
し
︑
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
は
近
郊
の
主
婦
や
女
工
た
ち

に
も
憧
れ
の
存
在
だ
っ
た
こ
と
な
ど
︑
消
費
文
化
の
さ
ま
を
探
っ
た
労
作
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑
日
本
の
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
論
は
︑
一
九
九
〇
年
代
に
は
新
た
な

ス
テ
ー
ジ
に
入
っ
て
い
た
︒
そ
の
認
識
は
欧
米
で
も
拡
が
り
つ
つ
あ
っ
た
︒

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
・
タ
イ
ラ
ー
編
の
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
︑M

O
D

A
N

IZ
U

M
U

; M
odernist Fiction Japan 1913–1938

（U
nnivercity of H

aw
ai‘i press, 2008

）
の
年
代
設
定
に
も
︑
そ
れ
は
明
ら
か
だ
ろ

う
︒
日
本
語
を
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
し
た “M

O
D

A
N

IZ
U

M
U

” 

を
用
い
て
い
る
の

は
︑
そ
の
日
本
的
独
自
性
を
勘
案
し
て
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
ド
イ
ツ
の
文
芸
批
評
家
︑
ハ
ン
ス
・
ロ
バ
ー
ト
・
ヤ
ウ
ス
『
挑
発
と
し
て
の
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文
学
史
』（Literary H

istory as a C
hallenge to Literary T

heory, 1967

）
が
提
起
し
た

よ
う
に
︑
欧
米
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
構
造
主
義
・
記
号
論
の
盛

行
が
文
学
史
へ
の
関
心
を
薄
れ
さ
せ
た
︒
ヤ
ウ
ス
は
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー

ザ
ー
の
提
唱
す
る
受
容
美
学
に
よ
っ
て
文
芸
の
歴
史
性
の
復
権
を
図
っ
た
︒
受

容
美
学
の
問
題
は
結
局
の
と
こ
ろ
︑
作
品
の
評
価
史
に
帰
着
す
る
と
思
う
が
︑

文
芸
批
評
に
も
そ
れ
を
支
え
る
方
法
と
価
値
観
が
あ
り
︑
そ
の
歴
史
が
あ
る
︒

ド
ッ
ド
は
国
際
的
学
際
的
に
オ
ー
プ
ン
な
議
論
を
心
が
け
て
い
る
の
に
︑
若
い

頃
︑
頭
に
刷
り
込
ま
れ
た
議
論
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
︒

歴
史
、
ト
ラ
ウ
マ
、
記
憶

　
こ
の
節
で
ド
ッ
ド
は
︑
歴
史
学
者
︑
ヘ
イ
デ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
が
歴
史
と
文
学

の
テ
ク
ス
ト
の
相
違
に
注
意
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
︑

梶
井
基
次
郎
の
虚
構
作
品
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
歴
史
的
表
現
（representation 

of history

）
を
扱
う
に
際
に
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
﹁
危
機
と
変
化
の
意
味
は
︑

そ
の
歴
史
の
一
時
点
と
自
意
識
と
の
関
連
に
帰
着
す
る
﹂
と
い
い
（
本
書
四
一

頁
）︑
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
『
資
本
主
義
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト
・
モ

ダ
ニ
ズ
ム
』（C

apitalism
, M

odernism
 and Postm

odernism
, V

erso, 1991

）
か
ら
﹁
モ

ダ
ニ
ズ
ム
﹂（
近
代
の
心
性
）
は
︑
次
の
こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
う
一
節
を
引
い

て
い
る
︒

直
接
的
で
暴
力
的
な
衝
撃
に
見
舞
わ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
︑（
人
の
意

識
に
は
）
歴
史
の
緊
迫
性
と
そ
の
否
認
と
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
同
時
に
訪

れ
る
︒
す
べ
て
の
先
行
す
る
進
歩
（developm

ent

）
よ
り
も
有
利
な
点
に

立
っ
て
い
る
と
感
じ
る
な
ら
︑
そ
れ
ら
は
﹁
伝
統
﹂
と
い
う
屑
籠
に
投
げ

入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
直
接
経
験
（im

m
ediately experience

）
に

お
い
て
じ
れ
っ
た
さ
を
伴
う
茫
漠
た
る
感
じ
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
︑

特
別
な
力
と
緊
迫
を
も
っ
て
当
を
失
っ
て
動
い
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
見

舞
わ
れ
る
︒

　
ド
ッ
ド
は
︑
こ
の
﹁
理
論
﹂
を
︑
京
都
を
舞
台
に
し
た
﹁
檸
檬
﹂
に
お
け
る

自
己
意
識
に
ア
テ
ハ
メ
︑
梶
井
は
京
都
の
歴
史
的
建
造
物
を
﹁
屑
入
れ
﹂
に
投

げ
捨
て
︑
広
い
視
野
に
立
っ
て
見
る
な
ら
︑
他
方
で
︑﹁
新
し
く
発
見
さ
れ
た

「
伝
統
的
な
」
風
景
﹂（new

ly discovered “traditional ” landscape

）
を
付
け
加
え

て
い
る
と
い
う
︒

　
ヘ
イ
デ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
︑
歴
史
家
が
﹁
歴
史
的
事
実
﹂
を
虚
構
的
に
再
構

成
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
歴
史
の
メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
に
立
つ

こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
メ
タ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
︑﹁
歴
史
の
歴
史
﹂

が
成
り
立
つ
の
は
︑
物
語
と
歴
史
の
未
分
化
な
時
代
は
も
と
よ
り
︑
実
証
主
義

の
時
期
に
入
っ
て
も
︑
レ
オ
ポ
ル
ド
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ケ
が
モ
ラ
リ
ッ
シ
ェ
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
歴
史
の
原
動
力
と
考
え
︑
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
歴
史
の

法
則
的
発
展
を
唱
え
る
な
ど
︑
歴
史
観
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
働
く
︒
そ
れ

ゆ
え
︑
既
成
の
歴
史
観
を
批
判
し
︑
蓋
然
性
や
客
観
的
妥
当
性
の
有
無
や
程
度
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を
チ
ェ
ッ
ク
し
︑
よ
り
厳
密
な
﹁
歴
史
﹂
を
再
構
成
す
る
方
向
が
追
究
さ
れ
る
︒

文
学
研
究
の
場
合
に
は
︑
歴
史
の
た
だ
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
虚
構
の
テ
ク

ス
ト
が
テ
ク
ス
ト
の
生
産
者
の
歴
史
意
識
や
歴
史
認
識
か
ら
も
相
対
的
に
独
自

の
軌
跡
を
描
い
て
展
開
す
る
こ
と
︑
ま
た
研
究
者
自
身
が
文
芸
・
文
化
史
（
学
）

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
文
芸
・
文
化
史
の
展
開
と
と
も
に
︑
分
析
概
念
や
ス
キ
ー
ム
の
歴
史
性
を

同
時
に
問
い
直
す
作
業
が
必
須
に
な
る
︒

　
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
歴
史
意
識
論
は
︑
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
一
節
に
限
っ
て
い

え
ば
︑﹁
モ
ダ
ニ
ス
ト
﹂
の
歴
史
観
を
進
歩
発
展
史
観
に
限
定
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
は
し
な
い
か
︒
こ
こ
に
い
う
﹁
直
接
経
験
﹂
は
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
い
う “pure experience ” 

す
な
わ
ち
︑“non-reflective consciousness ” 

を
歴
史
に
対
す
る
自
己
意
識
に
転
用
し
た
も
の
ら
し
い
︒
自
分
は
激
し
く
狂
っ

た
進
行
を
し
て
い
る
歴
史
の
た
だ
な
か
に
い
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
︒
だ
が
︑

そ
れ
と
と
も
に
︑
ひ
と
が
同
時
に
覚
え
る
歴
史
認
識
は
︑
は
た
し
て
現
在
を

﹁
伝
統
﹂
の
屑
入
れ
の
な
か
に
送
り
こ
む
だ
け
だ
ろ
う
か
︒
歴
史
に
対
す
る
直

観
的
な
否
認
の
な
か
に
︑﹁
こ
れ
は
進
歩
で
は
な
く
頽
落
で
あ
る
﹂
と
い
う
認

識
は
ふ
く
ま
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
進
歩
史
観
を
も
っ
て
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
の
指

標
に
す
る
と
︑
産
業
革
命
が
一
段
落
し
た
一
九
三
〇
年
前
後
︑
人
々
の
手
足
も

教
会
の
組
織
も
み
な
機
械
（m

achine

）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
批
判
し
た
ト
マ

ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
の
﹁
時
の
徴
﹂（“Signs of the T

im
es”, 1829

）
や
︑
そ
の
系
譜

を
ひ
く
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
ら
の
思
想
は
︑
い
わ
ば
反︲

近
代
主
義
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒
第
二
帝
政
下
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
価
値
観
の
急
激
な
回
復
に
対
し
て
︑

一
八
四
八
年
革
命
の
興
奮
を
﹁
伝
統
﹂
に
送
り
こ
む
こ
と
な
し
に
︑﹁
悪
﹂
を

も
っ
て
叛
逆
し
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
近
代
主
義
者
と
は
い
え
な
く
な
ろ
う
︒

　
ド
ッ
ド
の
い
う
﹁
新
し
く
発
見
さ
れ
た
「
伝
統
的
な
風
景
」﹂
と
は
︑
何
を

指
し
て
い
る
の
か
︒﹁
檸
檬
﹂
に
描
か
れ
た
︑
京
都
寺
町
通
り
の
伝
統
的
な
町

屋
の
並
び
の
一
角
に
あ
る
八
百
屋
の
店
先
が
光
度
を
上
げ
た
東
芝
の
電
灯
に
照

ら
し
だ
さ
れ
て
い
る
光
景
を
︑
梶
井
は
そ
の
時
点
で
﹁
新
し
い
伝
統
﹂
と
し
て

見
出
し
た
の
か
︒
そ
れ
と
も
︑
丸
善
と
い
う
洋
品
屋
︑
な
い
し
は
映
画
館
の

キ
ッ
チ
ュ
な
絵
看
板
が
︑
や
が
て
は
京
都
の
新
し
い
﹁
伝
統
﹂
に
な
る
と
意
識

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
こ
こ
で
ド
ッ
ト
は
梶
井
基
次
郎
と
競
い
あ
う
よ
う
に
﹁
伝
統
的
な
風
景
﹂
を

発
見
し
た
同
時
代
者
と
し
て
和
辻
哲
郎
の
名
を
あ
げ
て
い
る
︒
和
辻
は
︑
ニ
ー

チ
ェ
の
『
音
楽
の
精
神
か
ら
の
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
誕
生
』（D

ie G
eburt der Tra-

gödie aus dem
 G

eiste der M
usik, 1872

）
に
い
う
﹁
デ
ィ
オ
ニ
ー
ソ
ス
的
情
念
﹂
に

価
値
を
与
え
る
一
種
の
﹁
古
代
回
帰
﹂
の
考
え
に
触
発
さ
れ
︑
仏
像
彫
刻
の
伝

統
の
底
に
日
本
民
族
の
情
念
の
迸
ほ
と
ば
しり

を
﹁
発
見
﹂
し
た
︒
そ
れ
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
で
『
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
・
レ
ヴ
ュ
ウ
』
に
集
う
イ
ー
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ

ボ
ー
ム
ら
歴
史
学
者
た
ち
が
名
づ
け
た
﹁
伝
統
の
発
明
﹂
で
あ
り
︑
よ
り
精
確

に
は
﹁
伝
統
の
再
組
織
化
﹂
な
い
し
﹁
伝
統
の
再
解
釈
﹂
で
あ
る
︒
梶
井
基
次

郎
は
︑
そ
の
意
味
で
の
﹁
新
し
い
伝
統
の
発
明
﹂
な
ど
︑
ど
の
作
品
で
も
行
っ

て
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
新
し
い
伝
統
意
識
に
対
し
て
批
判
的
な
﹁
筧
の
話
﹂
と
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い
う
作
品
を
残
し
て
い
る
（
後
述
）︒

　
そ
の
あ
と
︑
本
書
は
︑
今
日
の
日
本
に
お
け
る
恐
山
の
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
に

つ
い
て
の
文
化
人
類
学
者
の
報
告
な
ど
引
き
な
が
ら
︑
過
去
と
現
在
と
の
複
合

や
組
み
合
わ
せ
な
ど
の
相
互
関
連
に
つ
い
て
説
く
こ
と
の
困
難
性
に
言
及
し
︑

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』（U

lysses, 1922

）
が
ギ
リ
シ
ャ
神

話
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
枠
組
み
に
用
い
て
い
る
こ
と
を
︑
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
主

義
に
対
す
る
ト
ラ
ウ
マ
が
﹁
第
二
の
事
件
﹂
と
し
て
遅
れ
て
現
れ
た
例
と
論
じ

る
文
芸
批
評
を
参
照
し
︑
明
治
維
新
を
近
代
日
本
の
起
点
と
し
て
考
え
る
な
ら
︑

そ
の
ど
ん
な
徴
し
る
し

か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
山
を
舞
台
に
と
っ
た
超
自
然
的
な
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
を
繰
り
ひ
ろ
げ
る
泉
鏡
花
『
高
野
聖
』（
一
九
〇
〇
）
を
﹁
第
二
の

事
件
﹂
と
述
べ
る
（
本
書
四
三
頁
）︒

　
一
国
の
文
化
現
象
の
解
釈
に
︑
一
人
の
人
間
の
心
理
を
扱
う
精
神
病
理
学
の

理
論
を
ア
テ
ハ
メ
ル
こ
と
は
︑
文
化
生
命
体
論
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

た
と
え
ば
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
邪
教
と
し
て
扱
う
民
族
宗
教
を
メ
ル
ヘ
ン
の
よ
う

に
書
い
た
一
九
世
紀
末
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
『
沈

鐘
』（D

ie versunkene G
locke, 1897

）
な
ど
も
︑
み
な
近
代
化
の
衝
撃
へ
の
ト
ラ

ウ
マ
の
表
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
︒
ま
た
︑
た
と
え
ば
フ
ラ

ン
ス
の
ロ
マ
ン
派
詩
人
︑
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
の
『
オ
ー
レ
リ

ア
︑
あ
る
い
は
夢
と
人
生
』（A

urélia ou le rêve et la vie, 1855

）
中
に
イ
シ
ス
の

神
話
な
ど
が
現
れ
る
こ
と
は
︑
さ
し
ず
め
︑
一
七
九
八
年
か
ら
一
八
〇
一
年
に

か
け
て
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
の
﹁
ト
ラ
ウ
マ
﹂
の
現
れ
と
な
ろ
う
︒

だ
が
︑
ネ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
が
そ
れ
を
精
神
病
院
の
な
か
の
狂
人
の
妄
想
と
し
て
書

い
て
い
る
の
は
︑
な
ぜ
︑
だ
ろ
う
か
︒
ネ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
が
自
ら
の
精
神
の
病
理

の
進
行
た
だ
な
か
で
︑
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
施
設
を
設
定
し
て
い
る
の
は
︑

一
八
四
八
年
革
命
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ

ン
と
考
え
る
方
が
説
得
力
を
も
と
う
︒
ジ
ョ
イ
ス
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
場
合

も
︑
先
に
ふ
れ
た
同
時
代
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
運
動
の
波
の
高
ま
り
に
同
調

し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
だ
︒
ド
ッ
ド
は
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
危
機

意
識
の
問
題
は
︑
歴
史
の
一
時
点
と
自
意
識
と
の
関
連
に
帰
着
す
る
と
述
べ
て

い
た
で
は
な
い
か
︒

　
鏡
花
『
高
野
聖
』（
一
九
〇
〇
）
に
つ
い
て
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
続
く
奥
地

探
索
の
紀
行
随
筆
の
流
れ
が
二
〇
世
紀
へ
の
転
換
期
に
は
文
芸
家
の
山
岳
紀
行

文
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
を
陶
淵

明
の
田
園
趣
味
で
受
け
止
め
た
宮
崎
湖
処
子
が
故
郷
へ
の
紀
行
随
筆
『
帰
省
』

（
一
八
九
〇
）
で
山
奥
に
桃
源
郷
を
求
め
︑
同
じ
年
︑
小
説
で
は
幸
田
露
伴
『
縁

外
縁
』（
の
ち
『
対
髑
髏
』）
が
書
か
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
も
︑
文
芸
・
文
化
史

を
疎
か
に
し
て
は
な
る
ま
い
︒

　
そ
の
あ
と
本
書
は
梶
井
基
次
郎
﹁
泥
濘
﹂
に
お
い
て
関
東
大
震
災
後
︑
復
興

期
の
東
京
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
︑﹁
過
古
﹂（
一
九
二
六
）
に
お
け
る
記

憶
の
断
片
化
や
過
去
の
経
験
の
記
憶
が
突
然
の
蘇
る
こ
と
に
驚
き
︑
自
分
自
身

を
時
間
の
旅
人
と
見
な
し
︑﹁
旅
情
﹂
を
感
じ
る
と
い
う
一
節
を
引
い
て
︑
芭

蕉
が
『
奥
の
細
道
』
序
に
い
う
﹁
月
日
は
百
代
の
過
客
﹂
と
結
び
つ
け
る
︒
だ
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が
︑
芭
蕉
の
い
う
﹁
月
日
は
百
代
の
過
客
﹂
は
︑
時
間
の
経
緯
そ
の
も
の
を
旅

人
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
︑
時
間
を
旅
す
る
者
の
意
味
で
は
な
い（

17
）

︒

　
さ
ら
に
は
﹁
過
古
﹂
の
後
半
部
︑
生
の
明
滅
と
い
う
観
想
を
具
象
化
し
た
記

述
を
実
存
主
義
の
よ
う
に
論
じ
︑
闇
の
な
か
か
ら
突
然
現
れ
︑
語
り
手
の
足
元

を
光
で
照
ら
し
︑
語
り
手
を
脅
か
す
轟
音
を
あ
げ
る
汽
車
の
登
場
を
﹁
幽
霊
列

車
﹂
の
登
場
の
よ
う
に
読
み
︑
そ
れ
を
関
東
大
震
災
の
ト
ラ
ウ
マ
の
現
れ
と
論

じ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
客
車
︑
食
堂
車
︑
寝
台
車
を
連
結
し
た
汽
車
を
書
く
条

に
は
︑
人
間
の
生
存
の
ベ
ー
ス
が
書
か
れ
て
い
る
と
読
む
︒
そ
し
て
︑
明
る
さ

に
満
ち
︑
暖
か
く
︑
座
り
心
地
の
良
い
椅
子
を
並
べ
た
列
車
の
様
子
に
言
い
知

れ
ぬ
感
傷
を
覚
え
て
︑
語
り
手
が
両
親
の
も
と
に
帰
ろ
う
と
決
意
す
る
最
後
を
︑

作
家
本
人
の
病
の
進
行
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
（
本
書
四
八
～
四
九
頁
）︒

　
梶
井
基
次
郎
が
個
々
人
の
命
を
明
滅
す
る
も
の
と
見
る
の
は
︑
神
か
ら
見
放

さ
れ
た
実
存
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
自
然
科

学
に
よ
っ
て
︑
生
を
一
回
的
現
象
と
見
れ
ば
容
易
に
結
ば
れ
る
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ

う
︒
梶
井
基
次
郎
と
同
時
代
に
︑宮
沢
賢
治
は
詩
集
『
春
と
修
羅
』（
一
九
二
四
）

の
序
詩
で
︑
や
は
り
個
々
の
生
の
明
滅
を
語
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
仏
教
的
無

常
観
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
と
を
結
び
つ
け
︑
人
々
の
生
存
の
底
に
﹁
有
機
交

流
電
気
﹂
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
独
創
的
な
ア
イ
デ
ア
で
あ
る（

18
）

︒
そ

し
て
︑
賢
治
は
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
も
瞬
時
の
閃
光
の
よ
う
な
も
の
と
考
え

て
い
る
︒

　﹁
過
古
﹂
の
最
後
︑
両
親
の
も
と
に
帰
ろ
う
と
い
う
決
意
は
︑
明
る
く
暖
か

そ
う
な
車
窓
の
な
か
は
歓
語
に
満
ち
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
︑
東
京
で
一

人
暮
ら
し
し
︑
家
族
の
団だ
ん
ら
ん欒
か
ら
疎
隔
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
傷
に
胸
が
押
し

つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
読
む
の
が
自
然
だ
ろ
う
︒
病
者
で
な
く
と
も
抱
く

凡
庸
な
感
傷
に
す
ぎ
ま
い
︒
こ
の
最
後
の
場
面
に
つ
い
て
は
︑
中
谷
孝
雄
『
梶

井
基
次
郎
』（
筑
摩
叢
書
︑
一
九
六
九
）
が
一
九
世
紀
末
ベ
ル
ギ
ー
の
詩
人
︑
小

説
家
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ロ
ー
デ
ン
バ
ッ
ク
の
短
編
小
説
の
一
場
面
を
借
り
た
も

の
と
断
言
し
て
い
る（

19
）

︒
そ
し
て
︑
こ
の
作
品
に
結
核
の
影
は
現
れ
な
い
︒

不
可
知
な
も
の
︵unknow

able

︶
の
語
り

　
こ
の
節
は
︑
フ
ラ
ン
ク
・
カ
ー
モ
ー
ド
『
終
わ
り
の
意
味
︱
︱
文
学
理
論
の

研
究
』（T

he sense of an Ending; Studies in the T
heory of Fiction, O

xford U
niversity 

Press, 1967

）
が
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
の
終
末
論
︑
創
世
記
に
始
ま
り
︑
黙
示
録

に
終
わ
る
構
成
が
西
洋
の
語
り
の
形
の
伝
統
に
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
日
本
文
学

に
お
い
て
も
︑
仏
教
の
繰
り
返
し
の
パ
タ
ー
ン
と
と
も
に
︑
そ
れ
が
見
ら
れ
る

と
指
摘
し
た
こ
と
を
承
け
て
︑
梶
井
の
語
り
の
パ
タ
ー
ン
が
彼
の
病
に
よ
り
︑

起
源
と
終
焉
の
形
を
と
る
こ
と
を
論
じ
て
ゆ
く
︒
カ
ー
モ
ー
ド
は
二
〇
世
紀
前

期
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
モ
ダ
ニ
ス
ト
に
も
︑
一
種
の
危
機
意
識
︑
人
生
に
は
必
ず

終
わ
り
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
感
覚
が
浸
透
し
て
い
る

こ
と
（
キ
リ
ス
ト
教
が
説
く
死
後
の
魂
が
﹁
永
遠
の
生
命
の
川
﹂
に
入
る
と
い
う
信

仰
を
信
じ
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
）︑
一
九
世
紀
の
﹁
世
紀
末
﹂
の

観
念
と
政
治
党
派
や
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
ら
に
よ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
︑
ま
た
デ
カ
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ダ
ン
ス
が
芸
術
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
っ
た
こ
と
が
は
た
ら
き
︑
終
末
論
的
な
調

子
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
︒
そ
れ
を
承
け
て
︑
ド
ッ
ド
は
︑
日
本
に
お

い
て
は
︑
二
〇
年
遅
れ
て
一
九
二
〇
年
代
の
そ
れ
に
デ
カ
ダ
ン
ス
の
傾
向
が
見

ら
れ
る
と
い
い
︑
佐
藤
春
夫
と
芥
川
龍
之
介
晩
年
の
作
風
を
あ
げ
る
︒
こ
れ
は
︑

一
九
七
〇
年
代
の
日
本
で
︑
一
九
一
〇
年
代
の
北
原
白
秋
の
詩
風
や
谷
崎
潤
一

郎
の
小
説
群
な
ど
を
指
標
に
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
の
文
芸
思
潮
の
高
揚
を
﹁
日
本
の

世
紀
末
﹂
と
呼
ん
だ
風
潮
を
さ
ら
に
遅
ら
せ
た
よ
う
な
見
解
で
あ
る
︒
関
東
大

震
災
を
区
切
り
に
置
く
文
芸
史
観
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒

　
カ
ー
モ
ー
ド
の
い
う
終
末
観
は
︑
二
〇
世
紀
前
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
の

ち
に
レ
ー
ニ
ン
の
い
う
﹁
帝
国
主
義
戦
争
﹂
の
予
感
が
渦
巻
き
は
じ
め
た
こ
と
︑

第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
～
一
八
）
後
に
は
︑
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
・
ア
ル
ノ
ル

ト
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
『
西
洋
の
没
落
』（D

er U
ntergang 

des Abendlandes, 1918, 22

）
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
︒
カ
ー
モ
ー
ド
が
日
本
の

叙
述
の
形
式
に
︑
聖
書
の
創
世
記
の
よ
う
な
か
た
ち
が
見
え
る
と
い
う
の
は
︑

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
が
日
本
流
の
天
地
創
造
の
神
話
を
も
っ
て
い
る

こ
と
に
由
来
し
よ
う
が
︑
多
く
は
歴
史
叙
述
の
こ
と
で
は
な
い
か
︒
た
と
え
ば

『
平
家
物
語
』
が
平
家
の
滅
亡
で
終
わ
る
の
は
︑
仏
教
の
僧
侶
が
歴
史
叙
述
を
︑

滅
ん
だ
平
家
の
武
士
た
ち
の
鎮
魂
の
た
め
の
物
語
に
仕
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ

る
︒

　
近
代
日
本
は
︑
日
露
戦
争
で
か
な
り
の
打
撃
を
う
け
た
が
︑
か
ろ
う
じ
て
勝

ち
︑
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
・
フ
ァ
イ
ブ
く
ら
い
に
の
し
あ
が
っ
た
の

で
︑
近
代
文
明
批
判
が
さ
ら
に
高
揚
し
た
︒
が
︑
終
末
論
は
流
行
し
な
か
っ
た
︒

そ
の
の
ち
︑
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
書
物
が
︑
ア
ジ
ア
主
義
の
興
隆
の
引
き
金
の

ひ
と
つ
と
し
て
は
た
ら
い
た（

20
）

︒
日
本
で
終
末
論
が
流
行
す
る
の
は
︑
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
福
田
恆
存
に
よ
っ
て
D
・
H
・
ロ
レ
ン
ス
『
黙
示

録
』（A

pocalypse, 1929

）
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
り
し
た
︒
が
︑
こ
れ
に
は
原
水

爆
が
呼
び
起
こ
す
危
機
感
の
国
際
的
拡
が
り
が
伴
っ
て
い
た
︒

　
大
正
期
す
な
わ
ち
﹁
日
本
の
世
紀
末
﹂
史
観
は
︑
今
日
で
は
完
全
に
転
換
し

て
い
る
と
思
う
︒
二
〇
世
紀
へ
の
転
換
期
か
ら
︑
外
界
か
ら
受
け
取
る
﹁
感

覚
﹂
や
﹁
意
識
﹂
こ
そ
が
認
識
の
も
と
で
あ
る
と
い
う
印
象
主
義
の
考
え
が
ひ

ろ
が
り
︑
高
村
光
太
郎
﹁
緑
色
の
太
陽
﹂（
一
九
一
〇
）
な
ど
に
よ
っ
て
流
布

し
た
︒
日
露
戦
争
後
に
︑
生
命
の
危
機
の
到
来
と
と
も
に
︑
近
代
文
明
批
判
が

さ
ら
に
拡
が
り
︑
感
覚
や
情
緒
へ
の
惑
溺
が
礼
賛
さ
れ
た
︒
谷
崎
潤
一
郎
が

﹁
刺
青
﹂（
一
九
一
〇
）
の
冒
頭
に
︑
な
ぜ
︑﹁
愚
か
と
い
う
貴
い
徳
﹂
を
謳
っ

て
い
た
の
か
︑
な
ど
に
考
え
を
巡
ら
し
て
み
れ
ば
す
ぐ
に
了
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
デ
カ
ダ
ン
ス
の
情
緒
享
楽
の
表
現
に
対
し
て
国
家
道
徳
の
番
人
は
﹁
遊
蕩
文

学
﹂
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
断
罪
し
た
が
︑
西
田
幾
多
郎
や
和
辻
哲
郎
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
普
遍
的
な
﹁
生
命
﹂
な
る
も
の
を
原
理
に
お
く
生
命
主
義

思
潮
が
︑
北
原
白
秋
や
萩
原
朔
太
郎
ら
の
象
徴
詩
や
斎
藤
茂
吉
の
短
歌
︑
荻
原

井
泉
水
の
新
興
俳
句
︑
佐
藤
春
夫
や
室
生
犀
星
ら
の
小
説
の
底
に
も
流
れ
て
お

り
︑
普
遍
的
生
命
と
い
う
抽
象
概
念
を
具
体
物
に
置
き
換
え
る
象
徴
表
現
と
論

じ
ら
れ
て
い
た
︒
感
覚
や
情
緒
へ
の
耽
溺
に
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
様
︑
デ
カ
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ダ
ン
ス
に
よ
る
秩
序
に
対
す
る
叛
逆
と
︑
象
徴
主
義
か
ら
ア
ー
リ
イ
・
モ
ダ
ニ

ズ
ム
諸
派
へ
︑
さ
ら
に
は
一
九
二
〇
年
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
展
開
し
て
ゆ
く
流
れ

と
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
ド
ッ
ド
は
︑
川
端
康
成
と
横
光
利
一
の
﹁
新
感
覚
﹂
論
を
比
較
検
討

し
︑
川
端
の
そ
れ
を
精
神
一
元
論
︑
横
光
の
そ
れ
を
主
客
対
立
と
論
じ
て
い
る

（
本
書
五
三
～
五
四
頁
）︒
川
端
康
成
は
︑
生
命
一
元
論
を
仏
教
的
観
念
論
（
イ

デ
ア
リ
ズ
ム
）
に
寄
せ
て
理
解
し
︑
主
客
一
如
の
認
識
論
な
い
し
世
界
観
を
論

じ
て
い
た
︒
ド
ッ
ド
の
指
摘
は
あ
た
っ
て
い
よ
う
（
た
だ
し
︑
川
端
康
成
の
仏

教
観
は
︑
そ
の
後
︑
変
転
を
重
ね
る

（
21
）

）︒

　
横
光
利
一
﹁
新
感
覚
﹂
論
に
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
︑
自
分
の
い
う
﹁
感
覚
﹂

の
表
徴
と
は
﹁
自
然
の
外
相
を
剝
奪
し
︑
物
自
体
に
躍
り
込
む
主
観
の
直
感
的

触
発
物
﹂
だ
と
い
う
︒
奇
妙
な
言
い
ま
わ
し
も
手
伝
っ
て
︑
こ
の
部
分
が
注

目
さ
れ
て
き
た
が
︑
た
と
え
ば
斎
藤
茂
吉
﹁
短
歌
に
お
け
る
写
生
一
家
言
﹂

（
一
九
二
〇
）
に
い
う
﹁
実
相
に
観
入
し
て
自
然
・
自
己
一
元
の
生
を
写
す
︒

そ
れ
が
短
歌
上
の
写
生
で
あ
る
﹂
と
同
じ
こ
と
だ
︒
実
際
︑
横
光
は
﹁
こ
れ
だ

け
で
は
少
し
突
飛
な
説
明
で
︑
ま
だ
何
ら
新
し
き
感
覚
の
そ
の
新
し
さ
に
は
触

れ
て
い
な
い
﹂
と
い
い
︑
旧
来
の
﹁
感
覚
﹂
の
表
徴
は
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
つ

か
ま
え
た
直
感
の
内
容
を
直
に
示
す
も
の
だ
っ
た
が
︑﹁
新
感
覚
﹂
の
表
徴
は
︑

対
象
と
一
体
と
な
っ
た
状
態
で
得
ら
れ
る
認
識
の
断
片
を
知
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
だ
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
未
来
派
が
時
間
の
︑
立
体

派
が
空
間
の
︑
ダ
ダ
や
表
現
主
義
が
認
識
の
観
念
を
解
体
し
︑
新
た
な
表
現
形

式
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
﹁
新
感
覚
﹂
と
呼
び
︑
自
分
は
い
ま
﹁
構
成
派
の

智
的
感
覚
に
興
味
が
動
き
出
し
て
い
る
﹂
と
も
い
う
︒
鑑
賞
の
対
象
（
物
）
を

造
形
す
る
と
い
う
意
味
で
︑﹁
象
徴
派
﹂
と
言
い
換
え
て
い
る
︒
横
光
は
川
端

と
異
な
り
︑
表
現
の
客
体
性
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
︒
横
光
な
り
に
西
欧
の

い
わ
ゆ
る
前
衛
芸
術
を
総
括
す
る
観
点
で
あ
り
︑
作
品
の
構
成
法
が
眼
目
で
あ

る（
22
）

︒
　
ド
ッ
ド
は
︑
そ
の
の
ち
︑
梶
井
基
次
郎
の
﹁
闇
の
絵
巻
﹂
や
﹁
器
楽
的
幻

覚
﹂
に
つ
い
て
︑
イ
メ
ー
ジ
の
生
動
と
凝
固
に
着
目
す
る
︒
そ
れ
は
よ
い
が
︑

日
本
文
学
に
見
ら
れ
る
起
源
と
終
焉
の
構
図
に
対
応
さ
せ
る
の
は
構
図
の
方
が

大
き
過
ぎ
よ
う
︒
わ
た
し
は
感
覚
の
惑
乱
の
問
題
と
考
え
た
い
︒
ド
ッ
ド
は
さ

ら
に
︑
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
学
説
や
ロ
ナ
ル
ド
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
ら

が
欧
米
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
と
死
の
問
題
が
超
越

論
に
傾
い
て
ゆ
く
傾
向
を
論
じ
た
こ
と
を
援
用
し
︑
梶
井
基
次
郎
の
作
品
の
時

空
に
生
と
死
の
両
極
が
同
時
に
存
在
す
る
と
い
い
︑
そ
れ
を
不
可
知
の
も
の
の

象
徴
的
表
現
の
よ
う
に
論
じ
て
ゆ
く
（
本
書
六
〇
頁
）︒

　
生
と
死
な
ど
両
極
の
概
念
を
同
時
に
抱
え
込
む
時
空
は
︑
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン

派
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ら
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
イ
ロ
ニ
イ

の
構
図
で
あ
る
︒
だ
が
︑
日
本
で
も
阿
部
知
二
が
そ
れ
に
似
た
象
徴
主
義
理
解

を
示
し
て
い
る（

23
）

︒
象
徴
主
義
は
︑“universal life ” “vital energy ” 

な
ど
︑
普
遍

的
な
﹁
生
命
﹂
観
念
を
具
体
物
で
提
示
す
る
こ
と
が
国
際
的
に
も
そ
の
根
幹
を

な
し
て
い
た
︒
が
︑
気
分
情
調
を
醸
し
出
す
こ
と
を
狙
う
表
現
や
音
韻
の
効
果
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を
狙
う
意
図
が
交
錯
す
る
た
め
︑
よ
く
整
理
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

24
）

︒
そ
の
混
乱

は
︑
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
︒

　
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
象
徴
秩
序
の
組
み

換
え
の
問
題
は
︑
実
に
重
要
だ
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
不
可
知
な
も
の
と
す

る
概
念
操
作
は
︑
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
に
基
礎
が
あ
り
︑
一
九
世
紀
に
は
ハ
ー

バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ト
マ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
の
そ
れ
が
ひ
ろ
が
っ
た
︒

超
越
論
的
立
場
は
︑
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
と
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
・
エ
マ
ー

ソ
ン
に
代
表
さ
れ
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
ヴ
ァ
イ
タ
ル
・
エ
ナ
ジ
ー
を
信
奉
す

る
︒
形
而
上
の
存
在
を
﹁
見
え
な
い
も
の
﹂（unseen

）
と
は
す
る
が
︑﹁
不
可

知
な
も
の
﹂
と
は
い
わ
な
い（

25
）

︒
ド
ッ
ド
に
概
念
上
の
混
乱
が
あ
る
よ
う
だ
︒

過
ぎ
に
し
日

　
こ
の
節
は
﹁
冬
の
日
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
そ
れ
を
書
い
た
と
き
の
梶
井
基
次
郎

の
生
活
と
作
品
の
内
容
も
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
冒
頭
の
隠
喩
を
駆
使
し

た
﹁
絶
望
し
た
風
景
﹂︑
路
面
電
車
の
走
る
銀
座
の
街
路
で
覚
え
る
﹁
滅め
っ
け
い形

﹂︑

す
な
わ
ち
景
色
が
崩
壊
す
る
感
覚
︑
ま
た
︑
か
つ
て
の
日
︑
郊
外
で
覚
え
た
穏

や
か
な
光
景
の
甘
美
な
回
想
を
織
り
込
み
︑
風
景
が
明
る
さ
を
取
り
戻
す
ま
で

を
書
く
構
想
が
中
断
し
た
こ
と
な
ど
に
も
ふ
れ
て
ゆ
く
（
本
書
六
〇
頁
～
）︒

﹁
絶
望
し
た
風
景
﹂
は
︑
語
り
手
の
心
境
を
映
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
病
状
の

進
行
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
く
︑
当
時
︑﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
﹂
と
﹁
大
衆

文
学
﹂
の
興
隆
に
圧お

さ
れ
て
︑
一
部
の
作
家
た
ち
の
あ
い
だ
に
﹁
絶
望
﹂
し
た

心
境
を
語
る
作
風
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
︑
梶
井
基
次
郎
は
そ
れ
を
﹁
行
き

詰
っ
た
心
境
に
お
け
る
強
さ
﹂
に
よ
っ
て
打
ち
破
る
方
途
を
求
め
て
い
た
こ
と

は
︑
ド
ッ
ド
も
認
識
し
て
い
る
︒

　﹁
冬
の
日
﹂
冒
頭
の
隠
喩
を
駆
使
し
た
﹁
絶
望
し
た
風
景
﹂
の
描
写
は
︑﹁
あ

る
心
の
風
景
﹂（
一
九
二
六
）
に
お
け
る
﹁
視
る
こ
と
︑
そ
れ
は
も
う
何
か
な

の
だ
︒
自
分
の
魂
の
一
部
分
あ
る
い
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移
る
こ
と
な
の

だ
﹂
を
実
際
の
描
写
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
︑
対
象
に
自
分
の
感
情
を

投
影
す
る
感
情
移
入
美
学
の
応
用
で
あ
り
︑
歪
ん
だ
感
情
を
画
面
に
造
形
す
る

表
現
主
義
の
一
種
と
考
え
て
よ
い
︒﹁
檸
檬
﹂
の
草
稿
で
は
︑
八
百
屋
の
店
先

で
明
る
い
電
灯
に
照
ら
さ
れ
た
果
物
の
色
彩
の
流
れ
に
﹁
表
現
主
義
﹂
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
た
︒

　
感
情
移
入
論
の
受
容
に
つ
い
て
は
︑
今
日
か
な
り
詳
し
く
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る（

26
）

︒
ま
ず
︑
理
性
を
原
理
に
置
い
て
展
開
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
︑
と
り

わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
︑﹁
宇
宙
の
意
志
﹂
を
原
理
に
掲
げ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
と
の
統
合
を
は
か
り
︑
無
意
識
領
域
の
普
遍
性
を
論
じ
た

エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
が
『
美
の
哲
学
』（D

ie Philosophie 

des Schönen, 1887

）
の
第
一
巻
﹁
美
の
概
念
﹂
で
美
学
に
対
象
か
ら
受
け
る
﹁
印

象
﹂
に
は
︑
受
け
身
的
な
も
の
と
投
影
的
な
も
の
の
二
種
が
あ
る
こ
と
を
論
じ

て
い
た
︒
森
鷗
外
に
そ
の
翻
訳
が
あ
る
︒
こ
れ
は
感
情
移
入
美
学
以
前
の
問
題

で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
『
美
学
』（Ä

sthetik, 1903–1906

）

の
阿
部
次
郎
ら
に
よ
る
紹
介
が
展
開
す
る
︒
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　﹁
冬
の
日
﹂
に
登
場
す
る
﹁
滅
形
﹂︑
遠
近
感
を
失
っ
た
風
景
も
錯
視
的
印
象

に
よ
る
表
現
主
義
の
一
種
と
み
て
よ
い
︒
だ
が
︑
ド
ッ
ド
は
そ
れ
を
柄
谷
行
人

『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
講
談
社
︑
一
九
八
〇
）
の
﹁
風
景
の
成
立
﹂
を
参

照
し
︑
文
芸
上
で
は
国
木
田
独
歩
が
創
始
し
た
一
点
透
視
図
法
の
バ
ー
ス
ベ
ク

テ
ィ
ヴ
か
ら
の
離
脱
と
語
る
（
本
書
六
七
頁
）︒
東
ア
ジ
ア
に
は
古
代
か
ら
俯
瞰

図
法
と
陰
影
に
よ
る
遠
近
描
写
法
が
あ
り
︑
眺
望
の
遠
近
の
構
図
は
漢
詩
文
に

も
和
歌
や
物
語
︑
散
文
に
も
い
く
ら
で
も
見
ら
れ
る
︒
日
本
の
場
合
︑
江
戸
中

期
か
ら
円
山
応
挙
の
一
統
が
消
失
点
一
つ
の
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
を
併
用
し
て

い
た
こ
と
は
明
治
期
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
︒
葛
飾
北
斎
の
浮
世
絵
に
は
︑

数
点
の
消
失
点
を
設
け
る
な
ど
し
て
遊
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
今

日
︑
欧
米
圏
の
日
本
美
術
史
家
に
は
常
識
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
建
造

物
や
街
路
の
描
写
法
と
し
て
発
達
し
た
消
失
点
一
つ
の
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
を

﹁
近
代
的
風
景
﹂
の
指
標
に
す
る
こ
と
自
体
が
描
写
史
の
見
渡
し
を
狂
わ
せ
る

の
で
あ
る（

27
）

︒
柄
谷
行
人
は
︑
そ
れ
と
同
時
に
﹁
内
面
﹂
が
成
立
し
た
か
の
よ
う

に
い
う
︒
だ
が
︑
国
木
田
独
歩
『
武
蔵
野
』（
一
九
〇
一
）
は
逆
に
﹁
主
我
の

角
﹂
が
折
れ
て
︑
万
象
に
﹁
同
情
﹂
す
る
心
境
を
書
い
て
い
る
︒
そ
し
て
い
わ

ば
一
切
の
﹁
内
面
﹂
を
消
し
て
︑﹁
自
然
の
生
命
﹂
と
ふ
れ
あ
う
五
官
の
感
覚

の
表
現
を
開
拓
し
た
の
だ
っ
た
︒
柄
谷
行
人
は
︑
新
し
い
見
渡
し
を
拓
こ
う
と

し
た
が
︑
そ
の
起
源
を
隠
す
論
議
に
加
担
し
て
し
ま
っ
て
い
た
︒

　

第
三
章
　
美
し
き
も
の
︵3. T

hings of B
eauty

︶

　
こ
の
章
は
︑
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
の
詩
集
『
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ン
』（Endym

ion, 

1818

）
の
よ
く
知
ら
れ
た
巻
頭
詩
﹁
美
し
き
も
の
は
永
遠
の
歓
び
﹂（‘A

 thing 

of beauty ’

）
を
エ
ピ
グ
ラ
ム
に
置
い
て
︑
梶
井
基
次
郎
の
世
界
に
つ
い
て
の
美

学
な
い
し
芸
術
論
を
展
開
す
る
︒
ド
ッ
ド
は
ま
ず
︑
ア
ラ
ン
・
タ
ン
ズ
マ
ン

『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
美
学
』（T

he A
esthecs of Japanese Fascism

, 2009

）
を
参
照

し
て
︑
保
田
與
重
郎
の
生
と
死
の
美
学
と
梶
井
基
次
郎
に
は
共
通
性
が
あ
る
こ

と
を
い
い
︑
西
欧
近
代
美
学
史
の
概
要
を
紹
介
し
た
の
ち
︑
今
日
の
美
学
︑
芸

術
論
が
広
く
社
会
的
文
化
的
状
況
と
関
連
さ
せ
て
論
ず
べ
き
方
向
に
進
ん
で
い

る
こ
と
を
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑
美
の
永
遠
性
を
う
た
う
キ
ー
ツ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ

シ
ズ
ム
と
比
較
し
︑
梶
井
基
次
郎
が
日
常
の
些
細
な
こ
と
に
美
を
見
出
す
と
こ

ろ
に
向
か
っ
た
こ
と
に
特
徴
を
見
︑
そ
れ
を
社
会
的
政
治
的
関
心
の
増
大
と
関

連
づ
け
て
ゆ
く
（
本
書
七
三
～
七
五
頁
）︒
だ
が
︑
保
田
與
重
郎
の
伝
統
主
義
と

梶
井
基
次
郎
と
は
逆
を
向
い
て
い
た
︒
そ
れ
を
除
け
ば
︑
大
き
な
展
開
と
し
て

は
︑
異
論
は
な
い
︒

　
そ
の
途
中
︑
ド
ッ
ド
は
﹁
冬
の
蠅
﹂
よ
り
︑
日
光
浴
に
精
神
の
弛
緩
を
歓
ぶ

心
を
脱
し
︑
精
神
の
緊
張
を
求
め
て
酷
寒
の
闇
の
な
か
を
︑
身
体
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
歩
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
書
い
た
一
節
を
﹁
歩
け
︑
歩
け
︑
へ
た
ば
る
ま

で
歩
け
﹂
ま
で
引
き
︑
そ
れ
を
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
用
語
を
用
い
て
一
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種
の
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
と
い
い
︑﹁
雄
大
な
自
然
﹂（sublim

e nature

）
が
梶
井
を

鼓
舞
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
は
︑
太
陽
の
恵
み
を
拒
否
す
る
主

人
公
＝
語
り
手
の
姿
勢
と
の
関
連
が
説
か
れ
て
い
な
い
︒﹁
へ
た
ば
る
ま
で
歩

け
﹂
は
︑
自
分
で
自
分
を
﹁
歩
き
殺
し
て
し
ま
え
﹂
と
続
く
︒
こ
れ
こ
そ
︑

﹁
冬
の
蠅
﹂
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
だ
と
わ
た
し
は
読
ん
で
き
た
︒
身
体
の
生
を

犠
牲
に
し
て
も
精
神
の
生
を
求
め
る
態
度
で
あ
る
︒
こ
れ
と
梶
井
基
次
郎
が
自

分
の
命
を
削
る
よ
う
に
し
て
短
篇
小
説
の
世
界
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
い
っ
た
こ
と

と
は
無
縁
で
は
な
い
︒
芸
術
至
上
主
義
の
浸
透
を
考
え
て
よ
い
︒

　
だ
が
︑
生
命
原
理
主
義
の
流
れ
が
︑
佐
藤
春
夫
﹁「
風
流
」
論
﹂
や
萩
原
朔

太
郎
﹁
象
徴
の
本
質
﹂
に
よ
り
︑
芭
蕉
俳
諧
こ
そ
︑
そ
の
流
れ
を
代
表
す
る
も

の
︑
世
界
に
冠
た
る
日
本
の
象
徴
主
義
文
芸
と
い
う
声
が
高
ま
っ
て
ゆ
き
︑

﹁
わ
び
﹂﹁
さ
び
﹂﹁
幽
玄
﹂
が
﹁
日
本
的
な
る
も
の
﹂
と
い
う
合
唱
が

一
九
三
〇
年
代
の
芸
術
論
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
︑
梶
井
基
次
郎

は
﹁
筧
の
話
﹂
で
︑
山
中
に
聞
こ
え
る
か
そ
け
き
水
音
に
惹
か
れ
る
自
ら
の
意

識
を
書
き
な
が
ら
︑
そ
の
よ
う
な
精
神
の
傾
き
を
生
む
基
盤
を
﹁
退
屈
﹂
に
見

極
め
た
︒
梶
井
基
次
郎
は
自
身
の
心
性
を
題
材
に
し
て
︑
い
ち
早
く
文
化
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
流
れ
に
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る（

28
）

︒
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
イ

ロ
ニ
ー
を
得
意
と
し
た
保
田
與
重
郎
は
︑﹁
大
東
亜
戦
争
﹂
の
初
期
の
戦
況
を
︑

﹁
日
本
精
神
﹂
な
る
も
の
が
ア
ジ
ア
へ
︑
そ
し
て
世
界
に
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
現

実
と
考
え
︑
そ
の
現
実
を
ま
る
で
自
分
の
理
想
の
芸
術
の
よ
う
に
鑑
賞
す
る
芸

術
至
上
主
義
の
倒
錯
に
陥
っ
て
い
っ
た（

29
）

︒
梶
井
基
次
郎
と
保
田
與
重
郎
は
︑

ま
っ
た
く
対
蹠
的
な
立
場
に
あ
っ
た
︒
彼
ら
の
類
同
性
を
い
う
図
式
を
一
考
さ

れ
た
い
︒

事
物
の
美
学

　
ド
ッ
ド
は
︑
梶
井
基
次
郎
の
美
学
は
作
中
の
事
物
の
物
質
性
と
か
か
わ
り
が

あ
る
こ
と
︑
こ
れ
を
語
彙
の
静
よ
り
動
を
求
め
る
も
の
と
述
べ
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

社
会
の
初
期
か
ら
文
化
的
生
産
物
を
自
動
的
な
も
の
と
見
な
す
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ

ム
が
あ
る
と
い
う
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
説
を
あ
げ
︑
梶
井
の
表
現
が
そ

れ
に
抗
う
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
︒
ま
ず
﹁
檸
檬
﹂
で
︑
夜
の
八
百
屋

の
店
先
を
照
ら
す
電
灯
の
光
の
眩ま
ぶ

し
さ
に
つ
い
て
︑
そ
の
こ
ろ
電
灯
の
光
度
が

急
速
に
上
が
っ
た
こ
と
に
加
え
て
︑
電
灯
の
卵
型
と
レ
モ
ン
の
形
と
の
共
通
性

を
読
み
取
り
︑
梶
井
基
次
郎
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
の
信
奉
と
結
び
つ
け
て

語
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
と
対
照
的
な
一
面
と
し
て
︑﹁
あ
る
心
の
風
景
﹂
か
ら
娼

婦
を
買
う
場
面
を
あ
げ
︑
常
に
欲
し
て
い
る
﹁
女
﹂
の
全
体
性
を
感
じ
ら
れ
な

い
興
覚
め
な
気
分
を
︑
女
の
腕
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
︑
す
な
わ
ち
事
物
の

よ
う
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
（
本

書
七
五
頁
～
）︒

　
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
い
つ
で
も
ど
こ
に
で
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
だ
が
︑

﹁
檸
檬
﹂
の
な
か
で
︑
光
度
を
あ
げ
た
電
灯
の
形
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
街
頭

の
裸
電
球
の
眩
し
さ
は
眼
球
を
物
理
的
に
破
壊
す
る
よ
う
な
比
喩
で
語
ら
れ
て

い
る
︒
そ
の
眩
し
さ
の
形
容
は
︑
闇
の
な
か
に
浮
か
び
出
る
八
百
屋
の
店
先
の
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鮮
や
か
な
印
象
に
対
応
し
︑
そ
の
最
初
の
強
拍
が
最
後
の
歪
ん
だ
強
い
刺し

戟げ
き

と

対
応
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
ら
は
作
品
の
核
心
を
な

す
レ
モ
ン
か
ら
受
け
た
快
い
刺
戟
の
語
り
方
と
は
対
照
的
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
爆

弾
は
︑
や
は
り
手
榴
弾
の
形
か
ら
の
連
想
で
あ
り
︑
片
方
が
す
ぼ
み
気
味
の
卵

型
の
電
球
と
結
び
つ
け
る
の
は
無
理
だ
と
思
う
︒
広
い
文
脈
に
お
い
て
様
ざ
ま

な
読
み
方
の
可
能
性
を
探
る
の
は
よ
い
が
︑
実
際
の
作
品
の
し
く
み
と
論
脈
に

あ
た
る
も
の
を
破
壊
し
て
は
な
る
ま
い
︒

　﹁
あ
る
心
の
風
景
﹂
に
お
け
る
女
の
全
体
性
と
腕
の
形
容
は
︑
語
り
手
の
抱

く
﹁
女
﹂
の
観
念
と
実
物
の
落
差
を
示
し
て
お
り
︑﹁
檸
檬
﹂
と
い
う
単
な
る

事
物
が
感
覚
を
と
お
し
て
夢
想
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
の
と
表
裏
す
る
︒
そ
の
着

眼
は
よ
い
︒
が
︑
対
象
の
パ
ー
ツ
化
を
す
な
わ
ち
オ
ブ
ジ
ェ
（
物
象
）
化
と
見

な
す
の
は
俗
論
で
あ
る
︒
女
の
腕
の
触
感
が
感
じ
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
︑
語
り
手

が
﹁
女
﹂
全
体
の
観
念
に
溺
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
︒
谷
崎
潤
一
郎
は
『
痴
人

の
愛
』（
一
九
二
四
～
二
五
）
の
な
か
で
︑
女
性
の
身
体
の
パ
ー
ツ
の
写
真
は
全

体
の
裸
身
を
想
像
さ
せ
る
か
ら
興
奮
す
る
と
譲
二
に
語
ら
せ
て
い
る（

30
）

︒

　
次
に
ド
ッ
ド
は
︑
日
本
で
は
関
東
大
震
災
後
に
資
本
主
義
が
本
格
化
す
る
と

い
う
説
に
依
拠
し
て
︑
そ
れ
以
前
の
文
化
へ
の
梶
井
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
語
り
︑

﹁
檸
檬
﹂
に
お
け
る
丸
善
の
意
味
を
芥
川
龍
之
介
﹁
或
る
阿
呆
の
一
生
﹂

（
一
九
二
七
）
な
ど
の
そ
れ
と
比
較
し
て
い
る
（
本
書
七
七
頁
～
）︒
資
本
主
義
が

社
会
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
な
っ
た
の
は
日
清
・
日
露
戦
争
後
か
ら
で
︑

一
九
二
〇
年
代
に
は
資
本
の
寡
占
化
が
進
み
︑
一
九
三
〇
年
に
は
重
化
学
工
業

の
生
産
高
が
軽
工
業
を
越
え
る
︒
前
近
代
社
会
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
高
ま
っ

た
の
は
日
露
戦
争
後
の
﹁
元
禄
流
行
﹂
か
ら
の
こ
と
︒
こ
の
あ
た
り
の
文
化
現

象
に
理
解
が
届
い
て
い
な
い
の
は
︑
ド
ッ
ド
だ
け
で
は
な
い
︒
そ
し
て
関
東
大

震
災
後
に
も
︑
西
洋
の
高
級
趣
味
の
小
物
や
書
物
の
窓
口
と
い
う
丸
善
の
意
味

が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
檸
檬
﹂
の
語
り
手
に
と
っ
て
丸
善
の
意
味
が

変
貌
す
る
の
は
︑
あ
く
ま
で
︑
あ
り
ふ
れ
た
レ
モ
ン
に
無
上
の
価
値
を
感
じ
た

こ
と
が
決
定
的
だ
っ
た
︒

　
そ
の
次
に
ド
ッ
ド
は
︑
日
常
的
な
経
験
の
感
覚
を
越
え
る
美
的
感
覚
を
も
た

ら
し
た
例
と
し
て
︑
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
ー
ム
ソ
ン
が
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の

原
色
の
使
用
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（
本
書
八
一
頁
）︒

　
ゴ
ッ
ホ
の
原
色
の
使
用
は
︑
今
日
で
は
彼
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
発
現
の
ひ
と

つ
と
論
じ
ら
れ
て
い
よ
う
︒
む
し
ろ
︑
日
本
で
は
︑
そ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た

葛
飾
北
斎
の
浮
世
絵
の
再
発
見
に
結
び
つ
い
た
︒
蕪
村
の
﹁
菜
の
花
や
月
は
東

に
日
は
西
に
﹂
の
句
も
︑
俳
諧
が
俗
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
菜
種

油
を
と
る
菜
の
花
畑
を
う
た
っ
た
も
の
だ
っ
た
︒
こ
れ
ら
前
近
代
都
市
の
民
衆

文
化
が
モ
リ
ス
の
唱
え
た
﹁
生
活
の
芸
術
化
﹂﹁
芸
術
の
生
活
化
﹂
の
受
容
を

容
易
に
し
た
︒
こ
こ
に
文
化
史
上
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
ド
ッ
ド
は
︑﹁
あ
る
心
の
風
景
﹂
で
︑
主
人
公
が
﹁
朝
鮮
の
鈴
﹂

の
音
を
聴
い
て
病
が
癒
さ
れ
て
ゆ
く
と
想
う
場
面
を
あ
げ
︑
美
し
い
音
色
の
感

受
も
ま
た
病
と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
の
例
証
に
し
て
い
る
︒
ド
ッ
ド
は
︑

﹁
朝
鮮
の
鈴
﹂
が
植
民
地
の
民
芸
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を



200

示
し
た
論
文
を
紹
介
し
て
も
い
る
（
本
書
八
一
頁
）︒
鋭
い
指
摘
で
あ
り
︑
時
代

背
景
と
し
て
は
︑
柳
宗
悦
ら
の
民
芸
運
動
が
台
湾
︑
朝
鮮
の
民
芸
へ
の
趣
向
も

ひ
ろ
げ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
︒

　
梶
井
が
音
に
敏
感
だ
っ
た
こ
と
は
︑
つ
と
に
い
わ
れ
た
き
た
︒
語
り
手
は
︑

鈴
の
か
そ
け
き
音
色
が
闇
の
な
か
で
︑
無
限
の
彼
方
ま
で
鳴
り
渡
っ
て
ゆ
く
よ

う
に
感
じ
︑
永
遠
に
鳴
り
つ
づ
け
る
よ
う
に
聴
い
て
い
る
︒
こ
の
空
間
的
無
限

性
の
時
間
的
永
遠
性
へ
の
転
換
は
︑
だ
が
︑﹁
健
常
﹂
な
人
に
も
起
き
や
す
い

錯
覚
の
部
類
に
属
す
る
と
思
う
が
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

事
物
の
か
た
ち

　
こ
の
節
で
は
︑
萩
原
朔
太
郎
が
梶
井
基
次
郎
の
歿
後
に
か
れ
こ
そ
﹁
本
質
的

な
文
学
者
﹂
と
絶
賛
し
た
こ
と
︑
吉
田
健
一
﹁
梶
井
基
次
郎
﹂（
一
九
五
九
︑
原

題
﹁
梶
井
基
次
郎
と
近
代
の
倦
怠
﹂）
が
梶
井
基
次
郎
を
日
本
の
近
代
文
学
の
創

始
者
と
説
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
︑
梶
井
基
次
郎
と
象
徴
主
義
美
学
と
の
関
係

を
論
じ
て
ゆ
く
︒
吉
田
健
一
は
﹁
近
代
文
学
﹂
の
指
標
を
倦
怠
の
表
現
に
見
︑

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
︑
日
本
で
は
中
原
中
也
と
梶
井
基
次
郎
と
を
あ
げ
る
︒
だ
が
︑

倦
怠
と
そ
れ
を
破
る
希
求
の
表
現
は
日
露
戦
争
後
か
ら
見
ら
れ
る
︒
石
川
啄
木

『
渋
民
日
記
』
一
九
〇
六
年
三
月
十
九
日
の
条
に
は
︑﹁
生
の
倦
怠
疲
労
﹂
の
語

の
流
行
が
ロ
シ
ア
文
学
の
﹁
余
計
者
﹂
意
識
の
受
容
と
関
連
す
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る（

31
）

︒

　
ド
ッ
ド
は
︑
象
徴
主
義
に
つ
い
て
は
︑
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
が
︑
独

自
の
詩
的
言
語
に
よ
り
︑
世
界
の
再
現
と
は
ま
る
で
無
関
係
な
彼
自
身
の
こ
と

ば
の
世
界
を
創
出
し
た
こ
と
が
︑
の
ち
の
前
衛
詩
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
を
指
標
に
し
て
い
る
（
本
書
八
四
頁
）︒
再
現
型
で
は
な
い
幻
想
世
界

の
言
語
に
よ
る
創
造
な
ら
︑
ロ
マ
ン
主
義
に
も
満
ち
て
い
る
︒
ア
ン
ド
レ
・
ブ

ル
ト
ン
は
︑
そ
れ
ら
を
拾
い
集
め
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
一
種
の
見
本
帖
と

も
い
う
べ
き
『
秘
法
十
七
番
』（A

rcane 17, 1943

）
を
編
ん
だ
︒
で
は
︑
な
ぜ
︑

そ
れ
が
象
徴
主
義
と
呼
ば
れ
る
の
か
︒

　
象
徴
表
現
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
も
古
代
か
ら
︑
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
も
の

に
象
徴
さ
せ
る
技
法
は
あ
っ
た
︒
が
︑﹁
象
徴
﹂
は
明
治
期
に
中
江
兆
民
が
新

た
に
造
語
し
た “sym

bol ” 

の
訳
語
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
西
洋
に
お
け
る
象

徴
は
︑
バ
ラ
を
﹁
愛
﹂
の
象
徴
と
す
る
よ
う
に
︑
形
而
上
的
な
も
の
を
見
え
る

も
の
に
一
対
一
的
に
具
体
化
し
て
示
す
技
法
だ
か
ら
で
あ
る
︒
東
洋
の
場
合
は
︑

一
対
一
的
対
応
が
分
節
化
せ
ず
︑
臨
機
応
変
に
な
さ
れ
る
の
で
︑﹁
寓
﹂（
和
語
︑

こ
と
よ
せ
）
と
さ
れ
︑
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
相
当
す
る
概
念
し
か
な
か
っ
た
︒
そ
し

て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
芸
術
界
に
お
い
て
︑
ロ
マ
ン
主
義
に
立
と
う
が
︑
写

実
主
義
に
立
と
う
が
︑
象
徴
は
原
始
的
な
偶
像
の
よ
う
に
価
値
の
低
い
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
価
値
を
マ
ラ
ル
メ
と
シ
モ
ン
ズ
が
逆
転
し
た
こ
と
は

先
に
述
べ
て
お
い
た（

32
）

︒
エ
リ
フ
ァ
ス
・
レ
ヴ
ィ
と
い
う
オ
カ
ル
テ
ィ
ス
ト
（
な

い
し
異
端
キ
リ
ス
ト
教
）
に
導
か
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
万
物
照
応
の
異
次
元

の
時
空
を
書
い
た
﹁
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
﹂（correspondence

）
の
詩
が
象
徴
派

を
導
い
た
一
契
機
と
さ
れ
る
︒
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
詩
の
世
界
が
象
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徴
主
義
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
の
は
︑
象
徴
詩
が
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
る
︒

　
梶
井
基
次
郎
の
表
現
に
は
︑
季
節
を
動
く
も
の
︑
城
を
動
か
な
い
も
の
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
対
比
し
︑
ま
た
母
音
の
そ
れ
ぞ
れ
に
色
を
あ
て
る
ラ
ン
ボ
ー
の

詩
の
象
徴
技
法
は
見
ら
れ
な
い
し
︑
超
自
然
的
な
イ
デ
ア
の
幻
影
と
も
無
縁
で

あ
る
︒
梶
井
は
︑
草
稿
﹁
瀬
山
の
話
﹂
を
捨
て
た
と
き
︑
そ
れ
を
捨
て
た
︒
梶

井
が
﹁
檸
檬
﹂
に
お
け
る
レ
モ
ン
と
出
会
い
の
印
象
を
︑
感
覚
や
意
識
の
断
片

に
よ
り
再
構
成
し
た
の
は
︑
た
と
え
ば
マ
ラ
ル
メ
の
詩
﹁
パ
イ
プ
﹂
が
描
写
で

は
な
い
こ
と
ば
の
時
空
を
開
い
て
い
る
こ
と
と
類
比
す
る
と
了
解
し
や
す
い
だ

ろ
う
︒

　
ド
ッ
ド
は
芥
川
龍
之
介
の
晩
年
の
﹁
或
る
阿
呆
の
一
生
﹂
に
お
け
る
瞬
間
の

美
や
﹁
歯
車
﹂（
一
九
二
七
）
の
神
経
錯
乱
の
幻
想
と
は
区
別
し
て
︑
梶
井
基
次

郎
と
『
詩
と
詩
論
』
グ
ル
ー
プ
と
の
共
通
性
を
論
じ
る
︒
そ
れ
は
よ
い
︒
だ
が
︑

春
山
行
夫
の
﹁
知
的
形
式
主
義
﹂
は
指
標
に
な
ら
な
い
︒﹁
檸
檬
﹂
の
タ
イ
ト

ル
の
よ
う
に
︑
活
字
の
形
象
を
意
識
的
に
用
い
る
傾
向
は
ギ
ョ
ー
ム
・
ア
ポ
リ

ネ
ー
ル
『
カ
リ
グ
ラ
ム
』（C

alligram
m

es, 1918

）
か
ら
受
け
た
影
響
が
大
き
く
︑

佐
藤
春
夫
『
田
園
の
憂
鬱
』
に
も
雨
だ
れ
を
﹁
︙
︙
︙
︙
﹂
で
示
す
と
こ
ろ
が

あ
る
︒
梶
井
の
場
合
に
は
加
え
て
︑
習
作
﹁
太
郎
と
街
﹂
に
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
統
覚
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
感
覚
の
惑
乱
を
歓
ん
で
い
る
︒
梶
井

が
盟
友
と
頼
ん
で
い
た
北
川
冬
彦
の
初
期
の
錯
覚
を
歓
ぶ
詩
風
と
の
共
通
性
が

大
き
い
︒
北
川
冬
彦
が
左
翼
に
接
近
し
た
時
期
の
詩
集
『
戦
争
』（
一
九
二
九
）

に
つ
い
て
の
梶
井
基
次
郎
の
書
評
を
参
照
す
べ
き
だ
ろ
う（

33
）

︒

　
三
高
時
代
に
梶
井
基
次
郎
は
西
田
幾
多
郎
の
芸
術
論
﹁
美
の
本
質
﹂

（
一
九
二
〇
）
に
学
ん
で
い
た
︒
西
田
は
そ
こ
で
︑
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創

造
的
進
化
』（L’évolution crèatrice, 1907

）
を
参
照
し
て
︑﹁
純
粋
経
験
﹂
を
再
構

成
し
て
作
品
に
物
質
的
に
対
象
化
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
︒
こ
れ
を
参
照
し

た
ゆ
え
に
︑
理
科
の
学
生
だ
っ
た
梶
井
基
次
郎
が
作
品
を
作
家
と
読
者
と
の
物

質
的
媒
介
物
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
実
際
︑
レ
モ
ン
と
の
出

会
い
の
感
激
を
︑
感
覚
断
片
を
再
構
成
し
て
示
し
た
︒

　
西
田
幾
多
郎
﹁
美
の
本
質
﹂
は
︑
英
語
圏
で
い
う
後
期
印
象
派
の
絵
画
や

マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
ン
ガ
ー
の
象
徴
主
義
絵
画
に
ふ
れ
て
い
る
が
︑
ド
ッ
ド
は
︑

西
田
が
ふ
れ
て
い
な
い
︑
非
現
実
的
な
時
空
を
具
象
的
に
描
い
て
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
ク
リ
ン
ガ
ー
の
エ
ッ
チ
ン
グ
︑
と
く

に
﹁
手
袋
﹂（
一
八
八
一
～
一
八
九
三
）
シ
リ
ー
ズ
に
言
及
し
︑
そ
れ
を
梶
井
基

次
郎
﹁
愛
撫
﹂（
一
九
三
〇
）
に
み
ら
れ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︑
と
く
に
猫
の
手

の
化
粧
道
具
と
関
連
さ
せ
︑
生
と
死
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
論
じ
て
ゆ
く
（
本
書

八
九
頁
）︒
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
生
と
死
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
の
関
連
な
ら
︑

そ
れ
こ
そ
バ
タ
イ
ユ
に
せ
よ
︑
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
メ
ー
ル
に
せ
よ
︑
い
く
ら
で
も

戯
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
江
戸
川
乱
歩
に
も
女
体
の
パ
ー
ツ
で
触
覚
の

美
を
書
こ
う
と
し
た
作
品
が
あ
る
︒
わ
た
し
は
成
功
し
て
い
る
と
思
わ
な
い
が（

34
）

︒

こ
こ
は
︑﹁
あ
る
崖
上
の
感
情
﹂
な
ど
か
ら
の
作
風
の
変
化
を
い
う
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
り
︑
気
軽
な
エ
ッ
セ
イ
風
の
﹁
愛
撫
﹂
の
文
体
は
︑
大
正
期
の
ユ
ー
モ
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ア
と
ペ
ー
ソ
ス
か
ら
ナ
ン
セ
ン
ス
・
コ
ン
ト
に
進
ん
だ
時
代
を
映
し
て
い
よ
う
︒

﹁
桜
の
樹
の
下
に
は
﹂（
一
九
二
八
）
と
と
も
に
生
死
の
観
念
と
戯
れ
る
意
識
の

産
物
と
見
た
い
︒

　
梶
井
基
次
郎
の
一
人
称
視
点
の
語
り
は
︑
志
賀
直
哉
が
た
と
え
ば
﹁
城
の
崎

に
て
﹂（
一
九
一
七
）
で
︑
三
つ
の
小
動
物
の
死
骸
や
死
に
ゆ
く
場
面
に
ふ
れ

た
感
想
を
再
構
成
し
︑﹁
生
死
一
如
﹂
の
観
想
に
具
体
的
な
か
た
ち
を
与
え
る

方
法
に
近
似
し
て
ゆ
く
︒
彼
自
身
︑
志
賀
直
哉
流
の
﹁
心
境
小
説
﹂
を
芸
術
の

向
か
う
べ
き
方
向
と
考
え
て
も
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
一
九
二
〇
年
代
の
﹁
私
小

説
﹂
と
随
筆
的
形
態
の
﹁
心
境
小
説
﹂
を
め
ぐ
る
論
議
を
『
梶
井
基
次
郎
の
世

界
』
で
は
整
理
し
て
お
い
た（

35
）

︒

　
な
お
︑
ド
ッ
ド
は
︑
そ
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
︑﹁
随
想
﹂
を “m

iscellaneous ” 

と
英
訳
し
て
い
る
（
本
書
九
一
頁
）︒﹁
随
想
﹂
は “essay ” 
の
訳
語
と
し
て
明
治

期
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
語
で
あ
り
︑
先
に
あ
げ
た
永
井
荷
風
﹁
矢
は
ず
ぐ

さ
﹂
は
︑
日
本
に
お
け
る
私
小
説
の
淵
源
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
︑
主
人
公
を
造

形
せ
ず
に
自
分
の
身
辺
の
出
来
事
を
書
く
こ
と
に “essay ” 

の
訳
語
と
し
て
﹁
随

筆
﹂
を
あ
て
て
い
る
︒“m

iscellaneous ” 

は
﹁
雑
文
﹂
の
訳
語
に
用
い
る
べ
き

だ
ろ
う
︒
一
九
二
〇
年
代
に
は
︑
双
方
を
あ
わ
せ
て
﹁
随
筆
﹂
の
語
が
一
般
化

す
る（

36
）

︒

政
治
的
こ
と
ど
も

　
ド
ッ
ド
は
︑
こ
の
節
で
は
︑﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
﹂
の
動
向
と
そ
れ
に
対

す
る
梶
井
基
次
郎
の
思
想
を
追
っ
て
い
る
（﹁
雪
後
﹂
の
主
人
公
﹁
行
一
﹂
を 

“G
yoichi ” 

と
し
て
い
る
が
︑“K

ōichi ”

︒
本
書
九
七
頁
）︒

　
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
政
治
的
思
想
の
変
化
の
分
析
は
︑
わ
た
し
の
そ
れ
と

大
差
な
い
が
︑
北
川
冬
彦
の
﹁
左
傾
﹂
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
再
度
︑

明
記
し
て
お
き
た
い
︒
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
日
本
の
文
芸
文
化

は
︑
社
会
主
義
運
動
に
関
心
を
注
が
な
い
と
理
解
が
届
か
な
い
が
︑
日
本
の
マ

ル
ク
ス
主
義
運
動
は
︑
日
本
共
産
党
と
山
川
均
が
率
い
る
労
農
派
の
ふ
た
つ
の

セ
ク
ト
が
対
立
し
つ
つ
領
導
し
︑
合
法
組
織
と
し
て
は
労
働
者
・
農
民
の
組
合

運
動
を
主
体
と
す
る
日
本
労
農
党
や
社
会
大
衆
党
な
ど
が
離
合
集
散
を
繰
り
返

し
て
い
た
︒
文
芸
理
論
に
お
い
て
も
︑
組
織
も
機
関
紙
も
離
合
集
散
が
激
し
く
︑

共
産
党
と
は
袂
た
も
と

を
分
か
っ
た
青
野
季
吉
ら
の
動
き
︑
学
芸
全
般
に
お
い
て
は
︑

西
田
幾
多
郎
の
影
響
を
承
け
た
三
木
清
︑
戸
坂
潤
ら
の
思
想
も
等
閑
視
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
︒

　
さ
ら
に
は
﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
﹂
と
﹁
時
代
小
説
﹂（
講
談
を
基
礎
に
し
て

い
る
が
︑
虚
構
性
の
強
い
西
洋
の
歴
史
小
説
の
影
響
を
受
け
て
︑
日
本
に
特
殊
に
発

展
し
た
娯
楽
的
要
素
の
強
い
歴
史
小
説
）
と
﹁
探
偵
小
説
﹂
か
ら
な
る
﹁
大
衆
文

学
﹂
運
動
（
一
九
三
五
年
こ
ろ
︑
当
代
風
俗
小
説
も
組
み
込
み
︑
ジ
ャ
ン
ル
概
念
と

な
っ
た
）
と
の
関
係
も
複
雑
で
﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
﹂
運
動
内
部
に
お
け
る

芸
術
大
衆
化
論
な
ど
が
絡
む
︒﹁
K
の
昇
天
﹂
が
ミ
ス
テ
リ
ー
の
形
を
借
り
て

い
る
こ
と
な
ど
︑
梶
井
基
次
郎
の
作
風
と
﹁
探
偵
小
説
﹂
の
関
係
も
無
視
で
き

な
い
︒
そ
し
て
︑﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
﹂
の
う
ち
に
も
︑
た
と
え
ば
共
産
主
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義
同
盟
戦
旗
派
と
は
距
離
を
と
っ
た
葉
山
嘉
樹
の
﹁
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手

紙
﹂（
一
九
二
六
）
の
よ
う
に
︑
肉
体
労
働
者
の
生
命
力
の
搾
取
と
い
う
資
本

主
義
の
仕
組
み
を
見
事
に
具
象
化
し
た
︑
一
種
の
象
徴
主
義
の
作
品
が
あ
る
こ

と
も
︑
い
っ
て
お
き
た
い
︒

第
四
章
　
変
化
す
る
主
体
︵4. Subject of C

hange

︶

　
こ
の
章
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
に
は
︑
西
田
幾
多
郎
の
問
い
が
引
か
れ
て
い
る
︒

﹁
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
自
分
と
は
何
か
？
　
自
分
が
生
ま
れ
︑
そ
こ
で
は
た
ら
き
︑

そ
こ
で
死
ん
で
ゆ
く
実
在
世
界
と
は
何
か
？
﹂

　
そ
し
て
︑
梶
井
基
次
郎
の
一
九
二
二
年
の
ノ
ー
ト
か
ら
﹁
自
分
は
自
我
と
い

う
も
の
を
知
っ
て
い
る
﹂
と
は
じ
ま
る
一
節
を
引
き
︑
鈴
木
貞
美
が
白
樺
派
的

自
我
は
︑
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
信
念
に
よ
っ
て
内
容
が
変
化
す
る
空
虚
な
自

我
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
︑
近
代
的
自
我
意
識
を
め
ぐ
る
議
論
に

ふ
れ
な
が
ら
︑
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
病
を
負
っ
た
鋭
敏
な
身
体
意
識
を
焦
点

に
す
る
議
論
の
正
当
性
を
述
べ
て
ゆ
く
︒

　
だ
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
身
体
﹂
と
は
何
を
指
し
て
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒
梶
井
基

次
郎
の
作
品
群
に
は
︑
病
ゆ
え
の
身
体
生
理
へ
の
敏
感
さ
を
示
す
も
の
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
︒
直
接
︑
自
身
の
病
と
か
か
わ
ら
な
い
空
腹
感
や
性
欲
な
ど
へ
の
言

及
も
あ
る
︒
だ
が
︑﹁
檸
檬
﹂
前
後
か
ら
梶
井
基
次
郎
に
は
︑
外
界
か
ら
受
け

る
視
・
聴
・
嗅
・
味
・
触
の
五
官
の
感
覚
︑
そ
の
状
態
を
意
識
的
に
扱
う
態
度

が
顕
著
な
の
で
あ
る
︒﹁
城
の
あ
る
町
に
て
﹂﹁
雪
後
﹂（
一
九
二
六
）﹁
器
楽
的

幻
覚
﹂﹁
筧
の
話
﹂﹁
交
尾
﹂（
一
九
三
一
）
な
ど
に
︑
語
り
手
自
身
の
五
官
の

感
覚
と
は
区
別
さ
れ
る
身
体
感
覚
や
身
体
意
識
の
表
現
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
そ

れ
ら
の
底
に
も
梶
井
基
次
郎
と
い
う
作
家
本
人
の
病
の
意
識
を
読
み
取
ろ
う
と

す
る
の
は
︑
ド
ッ
ド
が
日
本
で
の
身
体
論
の
盛
行
に
触
発
さ
れ
た
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒

　
日
本
に
お
け
る
身
体
論
の
流
行
は
︑
市
川
浩
『
精
神
と
し
て
の
身
体
』（
勁

草
書
房
︑一
九
七
五
）
が
引
き
金
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
市
川
浩
の
提
案
は
︑

西
欧
の
哲
学
を
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
に
発
す
る
心
身
二
元
論
と
考
え
︑
そ
れ
に
東

ア
ジ
ア
の
心
身
一
元
論
な
い
し
相
関
論
を
対
置
す
る
傾
き
を
多
分
に
も
っ
て
お

り
︑
そ
の
傾
向
は
今
日
で
も
続
い
て
い
る
︒
だ
が
︑
実
の
と
こ
ろ
︑
デ
カ
ル
ト

は
二
元
論
的
な
概
念
操
作
に
よ
っ
て
心
身
の
相
関
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

り
︑
二
元
論
に
せ
よ
︑
相
関
論
に
せ
よ
︑
考
察
主
体
の
概
念
操
作
の
問
題
と
し

て
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
わ
た
し
は
提
案
し
て
い
る
︒
そ
の
と
き
︑
デ
カ
ル
ト
は

身
体
を
自
動
機
械
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
が
︑
は
っ
き
り
身
体
機
械
論
の
立
場
を

と
っ
た
の
は
︑
一
八
世
紀
の
ラ
・
メ
ト
リ
で
あ
る
︒
彼
は
死
後
も
神
経
が
働
く

こ
と
を
そ
の
論
拠
に
︑
神
経
が
な
け
れ
ば
﹁
神
﹂
も
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
い

る
︒
い
わ
ば
自
己
運
動
す
る
物
質
を
想
定
す
る
唯
物
論
の
立
場
で
あ
る
︒
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
こ
の
問
題
は
︑
そ
の
後
の
展
開
を
含
め
て
︑
神
の
存
在
を
前

提
に
す
る
か
ど
う
か
︑
つ
ま
り
は
宗
教
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い（

37
）

︒
身

体
論
と
は
基
本
的
に
身
体
観
を
め
ぐ
る
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
︒
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神
の
問
題
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
も
︑
身
体
活
動
や
行
為
に
つ
い
て
は
︑
そ
の

主
体
に
よ
っ
て
意
識
化
さ
れ
る
が
︑
身
体
そ
の
も
の
は
意
識
化
で
き
な
い
︒
以

下
︑
意
識
は
錯
覚
も
ふ
く
め
て
の
話
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
ド
ッ
ド
の
用
語
法

に
従
い
︑
漠
然
と
﹁
身
体
意
識
﹂
の
語
を
用
い
て
き
た
が
︑
い
ま
︑
体
内
の
何

ら
か
の
生
理
的
な
は
た
ら
き
を
神
経
の
刺
戟
を
通
し
て
脳
が
キ
ャ
ッ
チ
し
︑
意

識
に
の
ぼ
っ
た
も
の
を
身
体
意
識
と
呼
ぶ
と
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
個
々
の
部
位

の
快
不
快
や
痛
み
︑
筋
肉
の
緊
張
な
ど
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
︒
だ
が
︑
身
体
活
動
は
不
随
意
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
燃
焼
や
代
謝
な
ど
を
含
め
︑

原
理
的
に
外
界
へ
の
は
た
ら
き
か
け
で
あ
る
以
上
︑
生
理
的
反
応
も
外
界
か
ら

の
刺
戟
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
︒
外
界
か
ら
の
刺
戟
は
︑
五
官

が
そ
れ
ぞ
れ
に
バ
ラ
バ
ラ
の
器
官
に
よ
っ
て
受
け
取
る
た
め
︑
視
・
聴
・
嗅
・

味
・
触
の
五
つ
に
分
別
で
き
る
が
︑
そ
れ
ら
を
統
覚
す
る
自
我
に
と
っ
て
︑
身

体
は
神
経
を
通
し
て
脳
に
刺
戟
を
送
っ
て
く
る
送
り
手
で
あ
り
︑
そ
れ
な
く
し

て
は
自
ら
が
あ
り
え
な
い
土
台
と
し
て
意
識
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
︒
そ
れ
が

二
〇
世
紀
へ
の
転
換
期
の
﹁
意
識
の
哲
学
﹂（
の
ち
に
現
象
学
）
が
教
え
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

38
）

︒

　
そ
し
て
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
︑
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
が
『
性
の
歴
史 

第
Ⅰ
部
　
知
へ
の
意
志
』（La volonté de savoir,  

H
istoire de la sexualité, V

olum
e 1 , 1976

）
で
︑
公
衆
衛
生
や
人
口
政
策
な
ど
人
間

の
生
命
の
管
理
に
国
家
権
力
が
介
入
し
は
じ
め
た
こ
と
を
指
し
て
﹁
バ
イ
オ
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
︑
よ
り
総
合
的
で
根
本
的
な
問
題
設
定
を

な
し
て
い
た
︒
今
日
で
は
遺
伝
子
の
操
作
や
管
理
の
問
題
に
な
っ
て
い
る（

39
）

︒

語
ら
れ
る
夢
の
身
体

　
こ
の
節
で
は
︑
志
賀
直
哉
の
語
り
と
比
較
し
な
が
ら
︑
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ

イ
ー
ド
﹁
コ
ン
ラ
ッ
ド
︱
︱
語
り
の
提
示
﹂（“C

onrad: T
he Presentation of 

N
arative,” 1974

）
を
参
照
し
︑
梶
井
基
次
郎
の
湯
个
島
滞
在
は
︑
第
一
次
世
界

大
戦
後
の
国
際
社
会
で
体
験
を
重
ね
︑
そ
の
時
代
を
生
き
る
知
識
人
の
主
体
性

を
模
索
し
た
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
と
似
た
﹁
主
体
性
を
探
索
す
る
旅
人
﹂
の

様
相
が
あ
る
と
い
う
（
本
書
一
一
八
頁
）︒

　
こ
こ
で
も
︑
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
か
な
り
の
飛
躍
を
感
じ
る
が
︑
梶
井
の
湯
个
島

滞
在
に
新
た
な
主
体
性
の
模
索
を
読
む
こ
と
は
興
味
深
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
先
に

述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
筧
の
話
﹂
の
語
り
手
は
幽
玄
に
惹
か
れ
る
自
ら
の
心
性
を

書
き
な
が
ら
︑
そ
の
基
礎
に
は
﹁
退
屈
﹂
が
あ
る
と
自
分
の
存
在
を
突
き
放
し

て
見
る
立
場
︑﹁
日
本
的
な
る
の
も
の
﹂
の
合
唱
に
向
か
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の

傾
斜
を
批
判
す
る
立
場
を
獲
得
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
だ
が
︑
ド
ッ
ド
は
︑
こ
れ
を
跨
ぎ
越
し
︑
性
を
め
ぐ
る
見
る︲

見
ら
れ
る
関

係
の
心
理
の
ド
ラ
マ
︑﹁
あ
る
崖
上
の
感
情
﹂
の
最
後
︑
登
場
人
物
の
一
人
が

病
院
の
窓
か
ら
覗
き
見
る
光
景
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
人
び
と
が
エ
ト
ル
リ
ア
の

壺
な
ど
に
描
い
た
エ
ロ
ス
と
死
と
が
戯
れ
る
場
面
を
想
起
し
︑﹁
あ
る
意
力
の

あ
る
無
常
感
﹂
を
覚
え
る
場
面
に
生
と
死
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
い
い
︑
ま
た
し

て
も
明
治
維
新
の
近
代
化
や
関
東
大
震
災
︑
ま
た
作
家
本
人
の
経
験
し
た
近
親
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者
の
死
の
ト
ラ
ウ
マ
を
読
ん
で
し
ま
う
︒

　
こ
の
登
場
人
物
は
︑
ま
ぎ
れ
も
な
く
︑
生
と
死
の
双
方
を
見
渡
す
位
置
に

立
っ
て
い
る
︒
が
︑
こ
の
セ
リ
フ
に
は
︑
梶
井
基
次
郎
が
若
き
日
に
ア
ル

ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
﹁
宇
宙
の
意
志
﹂
の
身
体
へ
の
現

れ
︑﹁
生
の
盲
目
的
意
志
﹂
を
変
奏
し
︑
ノ
ー
ト
に
﹁
性
欲
は
宇
宙
の
意
志
﹂

と
書
い
た
こ
と
が
映
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か（

40
）

︒
生
物
学
的
な
知
識
と
そ
の
暗

喩
の
問
題
と
し
て
考
え
た
い
︒

差
異
の
引
き
裂
き

　
こ
こ
で
は
﹁
路
上
﹂（
一
九
二
五
）
に
お
け
る
自
我
の
分
裂
が
と
り
あ
げ
ら
れ
︑

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
︒『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
で
は
︑

短
篇
﹁
路
上
﹂
は
︑
崖
を
滑
っ
て
い
る
と
き
の
精
神
の
緊
張
と
︑
滑
り
下
り
て

日
常
に
帰
っ
た
と
き
の
意
識
の
落
差
を
焦
点
に
し
て
い
る
こ
と
︑
し
か
し
︑
そ

れ
が
他
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
一
時
の
記
憶
に
留
ま
る
だ
け
で
何
の

意
味
も
も
た
な
い
ゆ
え
﹁
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
﹂
気
持
を
語
り
手
の
な
か

に
生
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
の
自
己
相
対
化
が
先
述
し
た
﹁
筧
の

話
﹂
を
生
む
の
で
あ
る
︒
ド
ッ
ド
は
︑
こ
の
分
析
に
ふ
れ
て
は
い
る
が
︑
そ
の

間
に
横
た
わ
る
意
識
の
落
差
に
つ
い
て
の
議
論
は
受
け
入
れ
な
い
︒
あ
く
ま
で

そ
れ
を
跨
ぎ
こ
し
た
病
を
負
っ
た
身
体
意
識
な
る
も
の
に
還
元
し
つ
づ
け
る
か

ら
で
あ
る
︒

あ
る
第
三
者
の
位
置

　
こ
の
節
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
理
論
に
︑
赤
ん
坊
が
母
親
と
一

体
化
し
て
い
た
意
識
か
ら
病
の
経
験
な
ど
に
よ
り
自
我
が
分
離
す
る
過
程
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
︑
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
）
に

お
け
る
﹁
純
粋
経
験
﹂
論
と
梶
井
の
身
体
知
覚
に
基
づ
く
主
体
の
提
示
と
の
共

通
性
を
い
う
（
本
書
一
二
九
頁
）︒
こ
こ
に
も
短
絡
が
重
な
っ
て
い
る
︒

　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
『
心
理
学
原
理
』（T

he Principles of Psychology, 

1890

）
で
︑
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
意
識
の
連
続
性
を
い
い
︑
反
省
的
に
そ
の

記
憶
の
断
片
を
取
り
出
し
て
も
︑
意
識
を
把
握
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
い
︑

意
識
の
流
れ
の
底
に
あ
る
も
の
を
﹁
生
命
﹂
と
論
じ
た
︒
ド
ッ
ド
の
あ
げ
て
い

る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
論
文
は
︑
そ
の
﹁
生
命
﹂
の
内
容
を
生
理
的
感
覚
と
結
び
つ

け
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
意
識
が
外
部
に
せ
よ
︑
内
部
に
せ

よ
︑
対
象
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
自
己
に
帰
る
こ
と
の
な
い
状
態
を
︑
純
粋
経
験

（
非
反
省
的
意
識
）
と
呼
び
︑
論
文
﹁
純
粋
経
験
の
世
界
﹂（“A

 W
orld of Pure 

E
xperience,” 1905

）
で
は
︑
そ
の
対
象
は
外
界
の
景
物
か
ら
受
け
る
印
象
や
そ

の
連
想
︑
回
想
な
ど
隣
接
す
る
意
識
に
流
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
論
じ
た
︒
西
田
幾

多
郎
『
善
の
研
究
』
は
︑
そ
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
雑
誌
論
文
を
参
照
し
︑
だ
が
︑

そ
の
﹁
純
粋
経
験
﹂
を
し
ば
し
ば
崖
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
と
き
の
意
識
（
崖

と
一
体
化
し
て
い
る
と
説
く
）
に
た
と
え
︑
赤
ん
坊
の
母
親
と
の
一
体
感
や
芸

術
家
が
一
心
不
乱
に
創
作
し
て
い
る
と
き
の
意
識
（
作
品
と
一
体
化
と
説
く
）

な
ど
と
︑
禅
に
お
け
る
悟
り
の
境
地
（
自
己
意
識
を
消
し
去
り
︑
す
な
わ
ち
自
我
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の
底
を
流
れ
る
﹁
永
遠
の
真
生
命
＝
神
﹂
と
一
体
化
す
る
境
地
と
説
く
）
と
を
﹁
一

即
多
﹂
の
論
理
に
よ
り
︑
本
質
的
に
同
一
な
も
の
と
説
い
た
︒
つ
ま
り
︑
西
田

幾
多
郎
の
﹁
純
粋
経
験
﹂
と
は
︑
身
体
意
識
を
含
め
︑
自
己
意
識
の
消
失
の
状

態
全
般
を
い
う
も
の
だ
っ
た（

41
）

︒
だ
が
︑﹁
宇
宙
大
生
命
﹂﹁
自
然
の
生
命
﹂
な
ど

普
遍
的
な
﹁
生
命
﹂
の
観
念
を
梶
井
基
次
郎
は
語
っ
た
こ
と
は
な
い
︒

　
こ
の
節
に
は
︑
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ニ
ア
ン
が
阿
部
次
郎
ら
大
正
教
養
主
義

を
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
を
引
き
︑
梶
井
基
次
郎
は
︑
そ
の
外
に
い
た
よ
う
に
い
う

条
が
あ
る
（
本
書
一
三
二
頁
）︒
日
露
戦
争
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
新
旧
の
人
格

形
成
（self-cultivation

）
の
思
想
が
飛
び
交
い
つ
づ
け
て
い
た
︒
そ
の
な
か
で
︑

阿
部
次
郎
『
三
太
郎
の
日
記
』（
第
一
︑ 

一
九
一
四
）
は
︑﹁
修
養
日
記
﹂
の
ハ

イ
カ
ラ
版
と
し
て
︑
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
情
念
の
噴
出
に
ヒ

ン
ト
を
得
て
︑﹁
内
面
直
写
﹂
と
称
し
︑
回
想
で
は
な
く
︑
あ
て
ど
な
い
精
神

の
彷ほ
う

徨こ
う

を
書
く
新
た
な
芸
術
表
現
と
し
て
提
案
さ
れ
︑
創
作
と
随
筆
と
の
区
別

を
つ
け
な
い
志
賀
直
哉
の
﹁
心
境
小
説
﹂
と
と
も
に
︑
小
説
と
エ
ッ
セ
イ
を
限

り
な
く
接
近
さ
せ
る
方
向
に
日
本
の
文
芸
を
導
い
た
︒
絶
え
ず
自
己
反
省
し
︑

あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ
う
精
神
の
﹁
彷
徨
﹂
は
︑
長
く
戦
前
期
の
知
的
青
年
た
ち

の
あ
い
だ
の
隠
れ
た
流
行
語
だ
っ
た
︒
梶
井
基
次
郎
も
習
作
の
タ
イ
ト
ル
に
用

い
て
い
た（

42
）

︒

　
そ
し
て
ド
ッ
ド
は
︑﹁
交
尾
﹂
の
語
り
に
つ
い
て
述
べ
て
︑
こ
の
節
を
閉
じ

る
（
本
書
一
三
三
頁
～
）︒
結
核
で
人
が
死
に
ゆ
く
町
︑
大
阪
の
夜
に
︑﹁
私
﹂
は
︑

二
匹
の
白
猫
の
交
尾
を
見
る
︒
彼
ら
も
︑
そ
の
交
尾
を
邪
魔
す
る
夜
警
も
︑
そ

の
一
部
始
終
を
物
干
し
台
か
ら
見
お
ろ
し
て
い
た
﹁
私
﹂
に
は
気
づ
か
な
い
︒

湯
个
島
の
川
瀬
で
︑
カ
ジ
カ
蛙
の
交
尾
を
見
た
﹁
私
﹂
は
︑
最
後
に
彼
ら
の
求

愛
の
声
の
合
唱
の
な
か
に
主
体
を
没
し
去
る
︒
こ
の
ふ
た
つ
の
対
照
的
な﹁
私
﹂

に
読
者
を
導
く
着
目
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
う
︒
と
も
に
節
題
の
い
う
﹁
あ
る

第
三
者
﹂
な
の
だ
ろ
う
︒

　
そ
し
て
ド
ッ
ド
は
︑
カ
ジ
カ
蛙
の
求
愛
の
声
か
ら
語
り
手
が
両
棲
類
の
発
生

を
想
い
︑
人
類
発
生
以
前
の
太
古
か
ら
の
生
命
の
営
み
に
想
像
を
ひ
ろ
げ
る
文

章
と
︑﹁
闇
の
絵
巻
﹂
の
語
り
手
が
︑
伊
豆
の
黒
い
尾
根
が
﹁
お
い
︒
い
つ
ま

で
俺
達
は
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
﹂
と
会
話
を
交
わ
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
想
う
文
章
と
を
重
ね
︑
語
り
手
の
想
像
力
の
及
ぶ
時
空
の

広
さ
に
読
者
の
注
意
を
向
け
る
︒
こ
の
着
眼
も
よ
い
︒
前
者
は
理
科
の
知
識
に

よ
る
も
の
で
︑
カ
ジ
カ
蛙
の
鳴
き
か
わ
す
声
に
生
物
の
本
能
の
悠
久
の
営
み
を

想
い
︑
感
無
量
に
な
る
こ
と
を
語
り
手
は
﹁
聞
く
者
の
心
を
震
わ
せ
︑
胸
を
わ

く
わ
く
さ
せ
︑
つ
い
に
は
涙
を
催
さ
せ
る
よ
う
な
種
類
の
音
楽
﹂
と
形
容
す
る
︒

後
者
は
︑
東
ア
ジ
ア
で
は
古
く
か
ら
あ
る
山
岳
な
ど
天
然
の
擬
人
化
表
現
で
︑

ユ
ー
モ
ア
を
漂
わ
せ
る
梶
井
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
︑
し
ば
し
ば
童
話
め
い
た
と
称

さ
れ
て
き
た
︒
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
劇
作
家
︑
モ
ー
リ
ス
・
メ
ー
テ

ル
ラ
ン
ク
の
戯
曲
な
ど
を
受
容
し
︑
日
本
の
童
話
か
ら
教
訓
臭
が
抜
け
︑
様
変

わ
り
し
て
ゆ
く
時
代
で
あ
る（

43
）

︒

　
と
こ
ろ
が
︑
ド
ッ
ド
は
︑
前
者
の
涙
を
﹁
感
情
の
流
す
涙
で
は
な
い
﹂
と
い

い
︑
古
い
尾
根
が
流
し
た
涙
と
読
み
︑﹁
交
尾
﹂
の
川
原
に
流
れ
る
川
に
な
っ
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て
流
れ
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
カ
ジ
カ
蛙
の
雄
が
雌
を
求
め
て
近
寄
る
鳴
き
声
と

子
供
が
母
親
を
見
つ
け
て
駆
け
寄
る
泣
き
声
と
を
重
ね
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
︑

﹁
泥
濘
﹂
の
語
り
手
が
︑
母
親
が
自
分
を
叱
る
と
き
に
︑
た
だ
名
前
だ
け
呼
ぶ

声
を
想
起
す
る
場
面
を
呼
び
出
し
て
重
ね
る
︒
そ
の
場
面
は
︑
母
親
の
叱
る

﹁
圭
吉
﹂
の
一
言
で
︑
彼
女
の
悲
し
み
が
わ
か
る
と
い
い
︑
語
り
手
が
何
度
も

﹁
圭
吉
﹂
と
口
に
し
︑
呼
ぶ
自
分
と
呼
ば
れ
る
自
分
と
が
分
裂
す
る
意
識
の
惑

乱
を
書
い
た
条
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
一
挙
に
重
ね
あ
わ
せ
て
し
ま
う
の
は
︑
レ

ト
リ
ッ
ク
に
敏
感
な
読
者
が
同
一
作
家
の
作
品
の
あ
い
だ
を
飛
び
回
り
︑
放
恣

な
連
想
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
︒
そ
れ
は
︑
梶
井
基
次
郎
の
個
々
の
作

品
の
し
く
み
や
方
法
︑
表
現
を
支
え
る
意
識
の
考
察
を
度
外
視
し
︑
作
品
か
ら

手
持
ち
の
﹁
理
論
﹂
に
あ
て
は
ま
る
要
素
や
部
分
を
抽
出
し
︑
そ
れ
ら
を
短
絡

的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
﹁
創
造
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
﹂
に
置
く
本
書
の
議

論
の
運
び
と
よ
く
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
想
わ
れ
る
︒

終
わ
り
に

　
広
く
国
際
的
視
野
に
立
ち
︑
諸
領
域
に
お
よ
ぶ
理
論
を
参
照
し
︑
梶
井
基
次

郎
の
文
芸
を
大
胆
︑
縦
横
に
論
じ
る
本
書
は
︑
重
要
な
課
題
へ
の
挑
戦
や
鋭
い

指
摘
に
満
ち
︑
わ
れ
わ
れ
を
英
語
圏
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
諸
研
究
の
前
に

導
い
て
く
れ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
東
西
と
そ
の
歴
史
を
相
対
化
し
︑

理
論
の
歴
史
性
と
そ
の
適
用
の
仕
方
を
問
い
︑
文
芸
作
品
の
批
評
の
方
法
を
検

討
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
︑
今
後
の
課
題
も
い
く
つ
か
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
︒『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
が
︑
い
か
な
る
追
究
の
途
上
で
な
さ
れ
た

も
の
か
を
振
り
返
り
︑
今
日
の
研
究
段
階
を
確
認
す
る
よ
い
機
会
に
も
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
促
し
に
出
会
う
機
会
は
め
っ
た
に
な
い
︒『
青
春
の
こ
と
ど
も

︱
︱
梶
井
基
次
郎
の
時
代
の
生
と
死
』
の
著
者
︑
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ド
ッ
ド
に

感
謝
し
た
い
︒
国
際
的
な
自
由
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
て
こ
そ
︑
研
究
の
前
進

が
は
か
ら
れ
る
と
思
う
︒
わ
た
し
に
読
み
間
違
い
や
考
え
違
い
な
ど
あ
れ
ば
指

摘
し
て
ほ
し
い
︒
研
究
を
前
進
さ
せ
る
た
め
の
議
論
な
ら
︑
誰
の
も
の
で
も
︑

ま
た
︑
い
つ
で
も
応
じ
る
つ
も
り
で
い
る
︒

　
な
お
︑
本
書
の
論
考
部
分
の
最
後
に
は
︑“from

 context to text ” 

と
題
す
る

節
が
設
け
ら
れ
︑
翻
訳
部
へ
と
橋
わ
た
し
し
て
い
る
が
︑
翻
訳
部
に
つ
い
て
は
︑

検
討
す
る
暇
が
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
︒
い
ず
れ
適
任
者
の
手
で

な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
︒

註（
1
）  

梶
井
基
次
郎
評
価
史
は
︑ 

鈴
木
貞
美 

『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』 （
作
品
社
︑ 

二
〇
〇
一
）

序
章
に
ま
と
め
て
あ
る
︒
そ
の
後
︑
評
伝
が
数
冊
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
︑
検
討
す
べ
き

新
た
な
評
価
を
加
え
て
い
る
も
の
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
︒

（
2
）  

『
梶
井
基
次
郎
︱
︱
表
現
す
る
魂
』 （
新
潮
社
︑ 

一
九
九
六
）
と
『
梶
井
基
次
郎
の
世

界
』
と
の
あ
い
だ
に
は
︑『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
全
三
巻
（
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
九
︱

二
〇
〇
〇
︑
編
集
協
力
︑
解
題
）
別
巻
一
（
鈴
木
編
）
の
編
集
作
業
を
挟
ん
で
い
る
︒

（
3
）  

こ
の
戦
略
的
な
方
法
は
︑
わ
た
し
が
梶
井
基
次
郎
に
つ
い
て
最
初
に
上
梓
し
た
『
転
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位
す
る
魂
︱
︱
梶
井
基
次
郎
』（
社
会
思
想
社
︑現
代
教
養
文
庫
︑一
九
七
七
）
以
来
と
っ

て
き
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
努
力
の
方
向
は
︑
江
戸
川
乱
歩
︑
石
川
淳
︑
堀
辰
雄
ら
に

せ
よ
︑
最
近
の
『
宮
沢
賢
治
︱
︱
氾
濫
す
る
生
命
』（
左
右
社
︑
二
〇
一
五
）︑『
鴨
長
明

︱
︱
自
由
の
こ
こ
ろ
』（
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
一
六
）
に
到
る
ま
で
変
わ
ら
な
い
︒
中
世

の
鴨
長
明
『
方
丈
記
』
に
つ
い
て
も
︑
今
日
ま
で
の
評
価
史
の
概
略
を
追
っ
て
い
る
︒

（
4
）  

岩
井
茂
樹
と
共
編
『
わ
び
︑
さ
び
︑
幽
玄
︱
︱
﹁
日
本
的
な
る
も
の
﹂
へ
の
道
程
』

（
二
〇
〇
六
︑
水
声
社
）
を
参
照
︒

（
5
）  

鈴
木
貞
美
『﹃
文
藝
春
秋
﹄
の
戦
争
︱
︱
戦
前
期
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
帰
趨
』（
筑
摩
選
書
︑

二
〇
一
六
︑
以
下
『
文
春
の
戦
争
』）
を
参
照
︒

（
6
）  

鈴
木
貞
美
に
よ
る
書
評
（『
比
較
文
学
』
三
九
巻
︑
一
九
九
七
）
を
参
照
︒

（
7
）  

こ
の
構
図
を
は
ず
す
と
種
々
の
誤
読
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
『
近
代
文
学
作

品
論
集
成
12
　
梶
井
基
次
郎
﹃
檸
檬
﹄
作
品
論
集
』（
ク
レ
ス
出
版
︑
二
〇
〇
二
）
の
鈴

木
貞
美
﹁
解
説
﹂
を
参
照
︒
太
宰
春
台
『
経
済
録
』（
一
七
二
九
）︑海
保
青
陵
『
稽
古
談
』

に
承
け
つ
が
れ
る
︒

（
8
）  

鈴
木
貞
美
﹁
三
好
達
治
︑モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
戦
争
詩
へ
︱
︱
吉
本
隆
明
『
抒
情
の
論
理
』

を
批
判
す
る
﹂（『
四
季
派
学
会
論
集
』
一
五
集
︑
二
〇
一
〇
）
を
参
照
︒

（
9
）  

Le Paris Second Im
peria chez B

audelaire, in C
haelrs B

audelaire, «Petite B
ibliothéque, 

Payot», É
dition Payet R

ivages, p.30

︒
な
お
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
は
︑
ま

た
テ
オ
ド
ー
ル
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ア
ド
ル
ノ
=
ヴ
ィ
ー
ゼ
ン
グ
ル
ン
の
そ
れ
も
︑

二
〇
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
︑
大
衆
文
化
（m

ass culture

）
と
の
交
錯
を
勘
案

す
る
こ
と
な
く
︑
あ
く
ま
で
高
級
文
化
（high culture

）
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
が

大
き
な
問
題
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
︑
ア
ン
ド
レ
・
ブ

ル
ト
ン
ら
は
一
九
一
〇
年
代
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
﹁
原
始
芸
術
﹂
を
礼
賛
す
る
波
を
受
け

て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
し
︑
ま
た
シ
ョ
ウ
ウ
イ
ン
ド
ウ
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
手

掛
る
な
ど
し
て
い
た
︒

（
10
）  

Œ
vres com

plètes de Stéphane M
allarm

é, Texte établis et annoté par H
enri M

ondor et 

G
. Jean-A

ubry, «B
ibliothèque de la Pléiade», É

dition G
allim

ard, 1945, pp. 542, 545, 

648

︒

（
11
）  

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
︒

以
下
『
探
究
』）︑
お
よ
び
同
『
近
代
の
超
克
︱
︱
そ
の
戦
前
︑
戦
中
︑
戦
後
』（
作
品
社
︑

二
〇
一
五
︑
以
下
『
超
克
』）
第
一
章
を
参
照
︒

（
12
）  

濱
川
勝
彦
の
議
論
に
つ
い
て
は
︑
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
日
本
の
他
の
作
家
に
見

ら
れ
る
分
身
視
と
比
較
し
︑
作
品
の
ス
タ
イ
ル
と
分
離
し
て
精
神
現
象
だ
け
を
取
り
出

す
こ
と
を
批
判
し
た
鈴
木
貞
美
『
モ
ダ
ン
都
市
の
表
現
︱
︱
自
己･

幻
想･

女
性
』（
白

地
社
︑
一
九
九
一
）
を
参
照
︒『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
に
も
織
り
込
ん
で
あ
る
︒

（
13
）  

曽
暁
霞
『
日
本
に
お
け
る
近
代
経
済
倫
理
思
想
の
形
成
︱
︱
荻
生
徂
徠
か
ら
渋
沢
栄

一
ま
で
』 （
中
国
広
東
外
国
語
大
学
日
本
学
研
究
学
院
博
士
学
位
取
得
論
文
︑ 

二
〇
一
四
）

第
三
章
を
参
照
︒

（
14
）  

鈴
木
貞
美
『
自
由
の
壁
』（
集
英
社
新
書
︑
二
〇
〇
五
）
を
参
照
︒
こ
の
商
業
の
発
展

を
日
本
の
独
自
の
近
代
化
過
程
と
論
じ
た
の
は
︱
︱
ド
ッ
ド
は
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ニ

ア
ン
の
論
考
を
あ
げ
て
い
る
が
︱
︱
︑
一
九
六
一
年
か
ら
六
八
年
ま
で
駐
日
ア
メ
リ
カ

大
使
を
務
め
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
オ
ー
ル
ド
フ
ァ
ザ
ー
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
と
そ
の
一
統
の

日
本
研
究
者
た
ち
だ
っ
た
︒
し
ば
し
ば
︑
荻
生
徂
徠
の
政
治
思
想
を
西
欧
絶
対
主
義
と

ア
ナ
ロ
ジ
ー
す
る
な
ど
し
た
丸
山
眞
男
の
戦
時
下
の
仕
事
︑『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』

（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
五
二
／
改
訂
版
八
三
年
）
が
参
照
さ
れ
て
い
る
︒
丸
山
の
内

在
的
近
代
化
論
は
︑蘭
学
受
容
を
掘
り
起
こ
し
た
三
枝
博
音
の
『
日
本
の
思
想
文
化
』（
第

一
書
房
︑
一
九
三
七
）
な
ど
に
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
︑
三

枝
博
音
と
丸
山
眞
男
が
近
代
化
＝
西
欧
化
図
式
に
よ
る
議
論
を
先
導
し
た
︒

（
15
）  

ド
ッ
ド
は
︑
他
の
箇
所
で
も
前
田
愛 

『
都
市
空
間
の
文
学
』 （
筑
摩
書
房
︑ 

一
九
八
二
）

を
批
判
抜
き
に
引
用
し
て
い
る
︒
前
田
愛
は
い
わ
ば
地
理
（
一
種
の
物
質
文
化
）
還
元

主
義
に
陥
っ
て
お
り
︑
た
と
え
ば
横
光
利
一
『
上
海
』（
改
造
社
︑
一
九
三
一
）
に
つ
い

て
︑
作
品
の
題
材
と
な
っ
た
事
件
と
そ
の
舞
台
の
都
市
の
地
理
と
に
作
品
内
で
は
時
間
︑

空
間
と
も
に
縮
尺
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
は
無
頓
着
に
考
察
を
進
め
て
い
る
し
︑
作

品
の
最
後
で
娼
婦
た
ち
が
人
間
の
顔
を
取
り
戻
す
こ
と
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
︒
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こ
の
方
法
で
は
︑
軽
井
沢
を
舞
台
に
︑
地
理
感
覚
の
狂
い
を
も
ふ
く
め
て
書
い
た
堀
辰

雄
﹁
美
し
い
村
﹂（
野
田
書
房
︑
一
九
三
四
）
な
ど
ま
っ
た
く
手
に
お
え
な
く
な
っ
て
い

る
︒
意
識
の
あ
る
が
ま
ま
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
主
要
な
手
法
の
一

つ
を
つ
か
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
鈴
木
貞
美
『
日
本
文
学
の
論
じ
方
︱
︱
体
系
的

研
究
法
』（
世
界
思
想
社
︑
二
〇
一
四
）
を
参
照
︒

（
16
）  

こ
の
構
図
は
︑
ア
ル
ベ
ー
ル
=
マ
リ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
象
徴
主
義
の
文
芸
』（La 

Littérature sym
boliste, collection « Q

ue Sais-Je ? », PU
F, 1942. 

清
水
茂
︑
窪
田
般
弥
訳

『
象
徴
主
義
︱
︱
マ
ラ
ル
メ
か
ら
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
ま
で
』
白
水
社
︑
文
庫
ク
セ

ジ
ュ
）
や
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
美
術
館
企
画
展
『
失
楽
園
︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

象
徴
主
義
』（T

he Exhibition Lost Paradise: Sym
bolist Europe, M

ontreal M
useum

 of Fine 

A
rts, 1995

）
を
参
照
す
れ
ば
︑
容
易
に
得
ら
れ
る
︒
こ
の
構
図
に
よ
る
文
芸
史
は
鈴
木

貞
美
『
入
門
　
日
本
近
現
代
文
芸
史
』（
平
凡
社
新
書
︑
二
〇
一
三
︑
以
下
『
入
門
』）

に
ま
と
め
て
あ
る
︒

（
17
）  

明
治
末
か
ら
の
﹁
旅
情
﹂
の
流
行
に
つ
い
て
︑
そ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
転
換
に
つ
い

て
は
︑
鈴
木
貞
美
﹁
郷
土
色
と
一
人
称
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
︱
︱
抒
情
の
一
九
〇
〇
年
代
か
ら

一
九
三
〇
年
代
﹂（“R

hetoric and R
egion; Local D

eterm
ination of Literary E

xpressin,” 

PA
JLS, vol.14, ed. R

ichard Torrance, A
utum

n 2013

）
を
参
照
︒

（
18
）  

鈴
木
貞
美
『
宮
沢
賢
治
︱
︱
氾
濫
す
る
生
命
』
左
右
社
︑
二
〇
一
五
︑ 

三
〇
九
頁
～

を
参
照
︒

（
19
）  

『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
二
九
六
頁
を
参
照
︒

（
20
）  

『
文
春
の
戦
争
』
を
参
照
︒

（
21
）  

『
文
春
の
戦
争
』
第
三
章
3
節
な
ど
参
照
︒

（
22
）  

『
入
門
』
第
三
章
一
節
6
を
参
照
︒

（
23
）  

『
超
克
』
一
〇
二
頁
を
参
照
︒

（
24
）  

『
超
克
』
第
一
章
一
節
4
︑『
入
門
』
第
二
章
二
節
7
︑
8
︑
9
を
参
照
︒

（
25
）  

『
探
究
』
第
三
章
な
ど
を
参
照
︒

（
26
）  

権
藤
愛
順
﹁
明
治
期
に
お
け
る
感
情
移
入
美
学
の
受
容
と
展
開
︱
︱
『
新
自
然
主
義
』

か
ら
象
徴
主
義
ま
で
﹂（『
日
本
研
究
』
四
三
集
︑
二
〇
一
一
）
な
ど
参
照
︒
ハ
ル
ト
マ

ン
は
︑
他
者
に
対
す
る
感
情
の
は
た
ら
き
を
︑
相
手
か
ら
受
け
身
的
に
畏
怖
の
印
象
を

覚
え
る
場
合
と
︑
対
象
に
感
情
移
入
し
て
乗
り
移
る
場
合
と
に
分
け
て
お
り
︑
鷗
外
が

後
者
を
﹁
同
化
﹂
と
訳
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
︑
独
歩
『
武
蔵
野
』
中
﹁
忘
れ

え
ぬ
人
々
﹂
に
︑
そ
の
意
味
で
の
﹁
同
化
﹂
が
見
出
せ
る
︒『
武
蔵
野
』
中
﹁
小
春
﹂
で

は
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
句
か
ら
﹁
万
物
の
生
命
﹂（life of things

）
と

い
う
語
が
引
か
れ
て
お
り
︑
同
時
期
の
徳
富
蘆
花
や
島
崎
藤
村
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン

『
近
代
画
家
論
』（M

odern Painters, 1843–60

）
受
容
と
も
か
ら
ん
で
︑
い
わ
ゆ
る
自
然

美
の
表
現
や
﹁
自
然
愛
﹂
の
観
念
に
つ
い
て
︑
全
面
的
な
見
直
し
に
つ
な
が
る
大
き
な

課
題
で
あ
る
︒

（
27
）  

柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
の
﹁
風
景
の
成
立
﹂
の
章
は
︑
当
時
︑
国
際

的
に
流
行
し
て
い
た
﹁
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
﹂
論
に
便
乗
し
て
︑
中
村
光
夫
流
の
﹁
ロ

マ
ン
主
義
﹂
対
﹁
自
然
主
義
﹂
図
式
か
ら
の
脱
却
を
は
か
る
べ
き
こ
と
を
い
い
な
が
ら
︑

中
村
光
男
と
同
様
︑
国
木
田
独
歩
の
表
現
の
実
際
に
踏
み
込
ま
ず
に
︑
対
象
的
自
然
の

客
観
的
認
識
の
よ
う
に
論
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
︑
二
〇
世
紀

へ
の
転
換
期
に
民
族
宗
教
と
自
然
科
学
を
も
包
み
込
む
芸
術
至
上
主
義
︑
普
遍
的
﹁
生

命
﹂
の
象
徴
表
現
と
い
う
観
念
が
形
成
さ
れ
︑
芸
術
概
念
に
組
み
換
え
が
起
こ
っ
た
こ

と
を
つ
か
ん
で
い
な
い
た
め
で
あ
る
︒
柄
谷
は
そ
の
定
本
版
（
二
〇
〇
八
）
で
︑
手
直

し
を
は
か
っ
た
が
︑
解
決
に
至
っ
て
い
な
い
︒

 
 

わ
た
し
は
書
評
﹁
起
源
論
の
陥
穽
︱
︱
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
批
判
﹂

（『
文
藝
』
一
九
九
一
年
夏
号
）
で
︑
独
歩
の
表
現
に
お
け
る
主
体︲

客
体
関
係
の
見
直

し
な
ど
を
提
起
し
︑
以
降
︑﹁
日
本
文
学
﹂
概
念
の
形
成
と
展
開
︑﹁
自
然
主
義
﹂﹁
象
徴

主
義
﹂
な
ど
文
芸
思
潮
と
文
芸
史
の
見
取
り
図
の
転
換
お
よ
び
明
治
期
言
文
一
致
神
話

の
解
体
（
日
本
の
知
識
層
は
古
代
か
ら
バ
イ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
）
に
取
り
組
み
（『
入
門
』

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
）︑『
超
克
』
で
は
︑ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
『
科
学
革
命
の
構
造
』（T

he 

Structure of Scientific Revolutions, 1962

）
を
め
ぐ
る
論
議
を
ま
と
め
︑ク
ー
ン
流
の
﹁
パ

ラ
ダ
イ
ム
﹂
は
多
義
的
に
す
ぎ
る
の
で
︑
概
念
編
制
（
構
成
）
史
と
研
究
教
育
制
度
史
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と
に
問
題
を
分
け
て
研
究
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
て
い
る
︒

（
28
）  
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
第
八
章
五
節
を
参
照
︒

（
29
）  
『
文
春
の
戦
争
』
二
三
四
～
二
四
〇
頁
を
参
照
︒

（
30
）  

鈴
木
貞
美
﹁
江
戸
川
乱
歩
︑
眼
の
戦
慄
︱
︱
小
説
表
現
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

め
ぐ
っ
て
﹂（『
日
本
研
究
』
四
二
集
︑
二
〇
一
〇
）
を
参
照
︒

（
31
）  

鈴
木
貞
美
『
日
記
で
読
む
日
本
文
化
史
』
平
凡
社
新
書
︑
二
〇
一
六
︑ 

二
三
九
～

二
四
一
頁
を
参
照
︒

（
32
）  

『
超
克
』
第
一
章
一
節
4
を
参
照
︒

（
33
）  

『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』
五
〇
六
～
五
〇
八
頁
を
参
照
︒

（
34
）  

鈴
木
﹁
江
戸
川
乱
歩
︑眼
の
戦
慄
︱
︱
小
説
表
現
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
め
ぐ
っ

て
﹂（
前
掲
書
）
を
参
照
︒

（
35
）  

関
連
し
て
︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
︑
鈴
木
登
美
﹁
ジ
ャ
ン
ル
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
文
学
史

記
述
︱
︱
『
女
流
日
記
文
学
』
の
構
築
を
中
心
に
﹂（
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
︑
鈴
木
登
美
編

『
創
造
さ
れ
た
古
典
︱
︱
カ
ノ
ン
形
成
・
国
民
国
家
・
日
本
文
学
』 

新
曜
社
︑ 

一
九
九
九
）

が
︑﹁
日
記
文
学
﹂
の
語
が
土
居
光
知
『
文
学
序
説
』（
一
九
二
二
）
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
︑

池
田
亀
鑑
『
平
安
女
流
日
記
文
学
』（
一
九
二
八
）
に
よ
っ
て
﹁
作
者
の
心
境
の
漂
白
﹂﹁
自

照
文
学
﹂
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
過
程
を
指
摘
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
︒﹁
日
記

文
学
﹂
な
る
概
念
は
﹁
私
小
説
﹂
と
随
筆
形
式
の
﹁
心
境
小
説
﹂
の
盛
行
を
背
景
と
し

て
発
明
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
︒
平
安
朝
期
に
歌
日
記
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
し

て
男
女
を
問
わ
ず
︑
紀
行
文
や
物
語
︑
回
想
記
な
ど
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
中
間
形
態
が
生

み
出
さ
れ
て
い
た
も
の
を
一
括
す
る
新
概
念
で
︑
指
標
次
第
で
流
動
す
る
も
の
だ
っ
た
︒

そ
し
て
︑
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
一
九
三
五
年
に
︑
舟
橋
聖
一
に
よ
っ
て
﹁
私
小
説
伝
統
﹂

な
る
も
の
が
発
明
さ
れ
た
︒
堀
辰
雄
が
﹁
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
﹂（
一
九
三
七
）
に
向
か
う

き
っ
か
け
に
も
な
り
︑ま
た
玉
井
幸
助
が
独
自
の
概
念
に
立
ち
︑大
著
『
日
記
文
学
概
論
』

（
一
九
四
四
）
を
ま
と
め
た
こ
と
︑
さ
ら
に
は
﹁
随
筆
﹂
が
︑
そ
の
下
に
い
く
つ
も
の
下

部
分
類
を
も
つ﹁
雑
文
﹂の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑吉
川
弘
文
館『
日

本
随
筆
大
成
』（
一
九
二
九
）
な
ど
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
ま
で
︑
一
挙
に
明
ら
か
に

し
え
た
︒
鈴
木
貞
美
『
日
記
と
随
筆
︱
︱
ジ
ャ
ン
ル
概
念
の
日
本
史
』（
臨
川
書
店
︑

二
〇
一
六
）
な
ど
を
参
照
︒

（
36
）  

鈴
木
貞
美
『﹁
日
記
﹂
と
﹁
随
筆
﹂』
お
よ
び
『
日
記
で
読
む
日
本
文
化
史
』（
と
も
に

前
掲
書
）
を
参
照
︒
ま
た
ド
ッ
ド
は
﹁
私
小
説
﹂
を “shish ōsetsu ” 

と
呼
ん
で
い
る
が
︑

梶
井
基
次
郎
の
時
期
に
は “w

atakusi sh ōsetu ” 

が
普
通
で
︑“shish ōsetsu ” 

は
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

（
37
）  

『
探
究
』
第
二
章
を
参
照
︒

（
38
）  

鈴
木
貞
美
﹁
自
然
環
境
と
心
=
身
問
題
の
た
め
に
︱
︱
概
念
操
作
研
究
の
勧
め
﹂（
伊

東
貴
之
編
『﹁
心
身
／
身
心
﹂
と
環
境
の
哲
学
︱
︱
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
思
想
を
媒
介
に
考

え
る
』
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
六
）
を
参
照
︒

（
39
）  

『
探
究
』
序
章
を
参
照
︒

（
40
）  

エ
ネ
ル
ギ
ー
一
元
論
に
つ
い
て
は
『
超
克
』
を
参
照
︒

（
41
）  

西
田
幾
多
郎
は
︑
そ
れ
を
起
点
に
︑
独
自
の
﹁
場
所
﹂
的
弁
証
法
や
﹁
絶
対
矛
盾
の

同
一
性
﹂
を
説
い
た
︒
簡
単
に
い
え
ば
︑
生
と
死
は
個
体
に
お
い
て
は
絶
対
矛
盾
の
関

係
に
あ
る
が
︑
個
体
の
死
は
他
の
生
命
を
養
う
の
で
﹁
大
き
な
生
命
﹂
に
お
い
て
は
同

一
と
い
う
論
理
で
あ
る
︒『
探
究
』
第
六
章
を
参
照
︒

（
42
）  

﹁
修
養
日
記
﹂
お
よ
び
『
三
太
郎
の
日
記
』
と
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は
『
日
記
で

読
む
日
本
文
化
史
』
第
五
章
を
参
照
︒

（
43
）  

『
宮
沢
賢
治
︱
︱
氾
濫
す
る
生
命
』
を
参
照
︒



211　『日本研究』 No. 56（2017）

　
近
代
国
家
に
お
い
て
は
︑
民
主
主
義
的
政
治
体
制
は
も
と
よ
り
全
体
主
義

体
制
で
あ
っ
て
も
︑
人
び
と
を
む
き
出
し
の
力
で
強
制
す
る
こ
と
に
は
限
界

が
あ
る
か
ら
︑﹁
自
発
的
な
﹂
同
意
を
基
礎
と
す
る
協
力
を
得
る
工
夫
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
際
に
重
要
な
要
素
と
な
る
の
は
︑
人
び
と
に
ど
の

よ
う
な
情
報
を
与
え
る
か
で
あ
ろ
う
︒
い
か
な
る
情
報
に
ど
れ
だ
け
接
し
て

い
る
か
に
よ
っ
て
︑
人
の
意
識
と
行
動
は
か
な
り
の
程
度
決
定
さ
れ
る
︒
だ

か
ら
国
家
権
力
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
と
し
て
重
視
す
る

し
︑
と
く
に
民
主
主
義
体
制
に
あ
っ
て
は
︑
メ
デ
ィ
ア
は
第
四
の
権
力
と
し

て
立
法
︑
司
法
︑
行
政
の
行
動
を
監
視
す
る
︒
報
道
の
自
由
と
健
全
な
民
主

主
義
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
一
方
で
︑
統
治
と
国
民
の
知
る
権
利
の

追
求
は
不
断
の
緊
張
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
情
報
の
管
理
と
運
用
は
︑
国
家
の
対
外
政
策
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
を

占
め
る
（
こ
の
場
合
の
﹁
情
報
﹂
に
はintelligence

とinform
ation

の
両
方
が
含

ま
れ
る
）︒
他
国
の
国
民
を
標
的
に
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
諜
報
）
活
動
が
展

開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
生
々
し
い
現
実
は
︑
ロ
シ
ア
政
府
機
関
に
よ
る
米
国

民
主
党
本
部
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
と
メ
ー
ル

の
流
出
が
︑
二
〇
一
六
年
米
国
大
統
領
選
挙
に
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て

い
る
事
件
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
外
交
問
題
を
引
き

起
こ
し
か
ね
な
い
︑
こ
う
し
た
手
段
に
訴
え
る
こ
と
は
極
端
な
事
例
で
あ
る

と
し
て
も
︑
自
国
に
対
す
る
好
意
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
が
自
国
に
と
っ
て

有
利
な
国
際
環
境
を
創
出
す
る
と
期
待
し
て
︑
あ
る
い
は
自
国
に
不
利
な
状

況
が
生
ま
れ
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
︑
各
国
は
活
発
に
広
報
外
交
を
展

書 
評赤

見
友
子

『 

総
力
戦
体
制
下
の
日
本
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー 

―
―
外
交
政
策
に
お
け
る
情
報
局
と
同
盟
通
信
　
一
九
三
四
―
四
五
年
』

Tom
oko A

kam
i, Soft Pow

er of Japan’s Total W
ar State: T

he B
oard of Inform

ation and 
D

ōm
ei N

ew
s A

gency in Foreign Policy, 1934–45.  
D

ordrecht, the N
etherlands: R

epublic of Letters, 2014.

楠
　
綾
子
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開
す
る
︒
本
書
で
た
び
た
び
引
用
さ
れ
る
カ
ー
（E

. H
. C

arr

）
の
古
典
的
名

著
『
危
機
の
二
十
年
』（
一
九
三
九
年
︒
原
彬
久
訳
︑
岩
波
文
庫
︑
二
〇
一
一
年
）

が
示
唆
し
た
よ
う
に
︑
国
家
が
こ
の
よ
う
に
﹁
意
見
を
支
配
す
る
力
﹂
を
対

外
政
策
の
手
段
と
し
て
組
織
的
に
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
に

入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
︒
第
一
次
世
界
大
戦
は
猛
烈
な
宣
伝
合
戦
と
な
り
︑

大
戦
以
降
は
宣
伝
に
乗
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
世
界
中
に
拡
散
し
た
︒

　
本
書
は
︑
カ
ー
が
同
時
代
史
的
に
描
い
た
こ
の
国
際
政
治
上
の
現
象
が
︑

日
本
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
表
出
し
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
︒

一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
︑
日
本
が
対
中
政
策
を
は
じ

め
対
外
政
策
の
正
統
性
を
宣
伝
す
る
た
め
に
い
か
な
る
活
動
を
展
開
し
た
の

か
は
︑
た
と
え
ば
国
際
文
化
振
興
会
を
中
心
に
日
本
の
対
外
文
化
政
策
を
検

討
し
た
芝
崎
厚
士
『
近
代
日
本
と
国
際
文
化
交
流
︱
︱
国
際
文
化
振
興
会
の

創
設
と
展
開
』（
有
信
堂
高
文
社
︑
一
九
九
九
年
）
や
︑
日
系
ア
メ
リ
カ
人
が
対

米
宣
伝
に
果
た
し
た
役
割
を
論
じ
た
藤
岡
由
佳
（Yuka Fujioka, “T

he T
hought 

W
ar: Public D

iplom
acy by Japan’s Im

m
igrants in the U

nited States,” in M
asato 

K
im

ura an
d T

osh M
in

ohara, eds., Tum
ultuous D

ecade: E
m

pire, Society and 

D
iplom

acy in 1930s Japan, U
niversity of Toronto Press, 2013

）
な
ど
の
研
究
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
本
書
は
︑
朝
鮮
︑
台
湾
︑

樺
太
を
含
む
全
国
の
新
聞
社
︑
日
本
放
送
協
会
︑
朝
鮮
放
送
協
会
に
ニ
ュ
ー

ス
を
配
信
し
た
同
盟
通
信
社
の
役
割
に
焦
点
を
当
て
る
︒
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て

国
際
社
会
に
伝
え
ら
れ
る
情
報
は
︑
国
際
世
論
の
動
向
を
左
右
す
る
︒
ま
た

自
国
に
好
意
的
な
国
際
世
論
を
醸
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
︑
権
力
は
情
報

を
統
制
し
︑
伝
え
る
べ
き
情
報
を
取
捨
選
択
し
て
﹁
ニ
ュ
ー
ス
﹂
に
加
工
さ

せ
よ
う
と
す
る
︒
本
書
に
通
底
す
る
の
は
そ
う
し
た
営
み
へ
の
関
心
で
あ
り
︑

著
者
が
二
〇
一
二
年
に
出
版
し
たJapan’s N

ew
s Propaganda and Reuters’ N

ew
s 

Em
pire in N

ortheast A
sia, 1870–1934

（R
e public of Letters, 2012

）
の
続
編
と

し
て
読
ま
れ
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

　
本
書
の
特
徴
は
︑
二
つ
の
概
念
を
組
み
合
わ
せ
て
同
盟
通
信
の
活
動
を
検

討
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
︒
ひ
と
つ
は
﹁
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
﹂

で
あ
る
︒
国
際
政
治
学
者
の
ナ
イ
（Joseph S. N

ye, Jr.

）
が
︑
強
制
ま
た
は
誘

引
に
よ
っ
て
他
者
の
行
動
を
変
化
さ
せ
る
﹁
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
﹂
︱
︱
も
っ
ぱ

ら
軍
事
力
と
経
済
力
と
い
う
形
で
行
使
さ
れ
る
︱
︱
に
対
し
て
︑
文
化
や
価

値
の
魅
力
︑
政
策
課
題
を
設
定
す
る
力
な
ど
を
通
じ
て
他
者
の
選
好
を
形
成

す
る
能
力
と
定
義
し
た
概
念
（N

ye, Soft Pow
er: T

he M
eans to Success in W

orld 

Politics, N
ew

 York: Public A
ffairs, 2004

）
を
応
用
し
︑
本
書
は
国
際
世
論
の
動

向
に
影
響
を
与
え
る
ニ
ュ
ー
ス
を
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
源
泉
と
み
な
す
︒
そ
し

て
︑
日
本
の
外
交
政
策
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
い
つ
︑
な
ぜ
︑
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
と

し
て
の
ニ
ュ
ー
ス
を
外
交
政
策
に
お
い
て
重
要
な
も
の
と
み
な
す
よ
う
に

な
っ
た
の
か
︑
こ
の
パ
ワ
ー
を
行
使
す
る
た
め
の
制
度
を
い
か
に
構
築
し
た

の
か
を
考
え
る
の
で
あ
る
（p. 1

）︒

　
も
う
ひ
と
つ
は
﹁
総
力
戦
体
制
﹂
で
あ
る
︒
佐
藤
卓
己
『
情
報
統
制
︱
︱

鈴
木
庫
三
と
教
育
の
国
防
国
家
』（
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
四
年
）
や
吉
田
則



書評

213

昭
『
戦
時
統
制
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱
1
9
4
0
年
代
メ
デ
ィ
ア
史
』（
昭

和
堂
︑
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
日
本
に
お
け
る
総
力
戦
体

制
の
形
成
過
程
の
一
局
面
と
し
て
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を

分
析
す
る
こ
と
は
︑
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ

ど
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
メ
デ
ィ
ア
研
究
で
は
国
内
の
思
想
統
制

に
主
た
る
関
心
が
あ
る
の
に
対
し
て
︑
本
書
は
海
外
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ス
・

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
︱
︱
情
報
源
と
し
て
︑
ま
た
は
情
報
の
配
信
手
段
と
し
て
の

ニ
ュ
ー
ス
を
用
い
た
︑
国
家
が
指
揮
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
︱
︱
に
従
事
す
る

機
関
を
主
た
る
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
（pp. 3–4

）︒
さ
ら
に
日
本
政
府
・

軍
が
総
力
戦
体
制
構
築
の
一
環
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
お
よ
び
文
化
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
政
策
を
実
施
し
︑
そ
の
た
め
の
制
度
を
整
備
す
る
う
え
で
︑
外
交
政
策
が

大
き
く
考
慮
さ
れ
た
と
論
ず
る
（p. 18

）︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
国
際
政
治
に
お

け
る
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
重
要
性
へ
の
感
度
の
高
さ
が
︑
総
力
戦
体
制
と
い
う

理
想
の
追
求
に
反
映
さ
れ
た
と
い
う
議
論
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
︒
十
章
で
構

成
さ
れ
る
本
文
で
は
︑
政
策
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
な
ぜ
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
利
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
か
︑
軍
事
力
や
経
済
力
と
の
関
連
で
ど

の
よ
う
に
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑
そ
し
て
い
か
な
る

制
度
を
創
設
し
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒

　
以
下
︑
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
お
き
た
い
︒
第
一
章
で
は
︑
満
州
事
変

を
契
機
と
し
て
陸
軍
を
中
心
に
総
力
戦
体
制
の
建
設
運
動
が
活
発
化
す
る
な

か
で
︑
斎
藤
実
ま
こ
と

内
閣
が
海
外
で
の
ニ
ュ
ー
ス
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
め
ぐ
る
省

庁
間
調
整
（
情
報
委
員
会
）
と
通
信
社
の
統
合
に
着
手
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒

第
二
章
は
同
盟
通
信
社
（
一
九
三
六
年
一
月
）
と
内
閣
情
報
委
員
会
（
一
九
三
六

年
七
月
）
の
創
設
過
程
を
検
討
し
て
い
る
︒
省
庁
間
調
整
の
結
果
と
し
て
誕

生
し
た
内
閣
情
報
委
員
会
は
︑
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
行
使
を
調
整
し
さ
ら
に
強

化
す
る
と
い
う
国
家
の
試
み
で
あ
り
︑
そ
の
優
先
順
位
は
外
交
政
策
に
あ
っ

た
と
筆
者
は
論
ず
る
︒
た
だ
こ
の
新
設
の
機
関
は
︑
実
際
に
は
他
の
情
報
機

関
に
対
す
る
指
揮
権
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
調
整
機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒

同
盟
通
信
は
︑
補
助
金
を
通
じ
て
形
式
的
に
は
首
相
に
直
属
す
る
機
関
で

あ
っ
た
も
の
の
︑
同
社
に
対
す
る
統
制
権
は
外
務
省
が
保
持
し
て
い
た

（pp. 83–84

）︒

　
情
報
機
関
の
さ
ら
な
る
集
権
化
過
程
は
第
三
章
で
分
析
さ
れ
る
︒
日
中
戦

争
以
降
の
日
本
外
交
の
重
要
な
局
面
の
︑
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
関
与
し
た
の

が
近
衛
文
麿
で
あ
る
が
︑
彼
は
彼
な
り
の
総
力
戦
体
制
像
に
基
づ
い
て
政
府

の
政
策
形
成
能
力
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
︑
国
内
政
治
︑
国
際
政

治
に
お
け
る
世
論
の
役
割
を
認
識
し
︑
ニ
ュ
ー
ス
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
文
化

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
通
じ
て
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
活
用
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た

（p. 97

）︒
日
中
戦
争
の
勃
発
か
ら
ま
も
な
い
一
九
三
七
年
九
月
︑
内
務
省
な

ど
の
反
対
を
抑
え
て
内
閣
情
報
委
員
会
は
内
閣
情
報
部
へ
と
再
編
さ
れ
︑
十

月
に
は
国
家
総
動
員
と
総
合
国
策
企
画
の
機
能
を
も
つ
企
画
院
が
発
足
す
る
︒

国
民
精
神
総
動
員
運
動
が
始
ま
っ
た
の
も
一
九
三
七
年
九
月
で
あ
っ
た
︒
総

力
戦
体
制
の
構
築
を
め
ざ
す
点
で
近
衛
と
陸
軍
は
認
識
を
共
有
し
て
い
た
も
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の
の
︑
や
が
て
戦
争
へ
の
文
民
の
関
与
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
表

面
化
す
る
（pp. 85–86

）︒
両
者
の
妥
協
の
産
物
が
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
の

創
設
で
あ
っ
た
（
一
九
三
七
年
十
一
月
）︒
し
か
し
︑
大
本
営
の
報
道
部
は
内

閣
の
管
轄
外
と
さ
れ
た
か
ら
︑
情
報
機
能
の
完
全
な
集
権
化
は
や
は
り
実
現

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（p. 115

）︒
第
四
章
で
は
日
中
戦
争
初
期
の
内
閣
情

報
部
の
政
策
と
大
本
営
な
ど
諸
機
関
と
の
関
係
︑
同
盟
通
信
の
役
割
が
考
察

さ
れ
る
︒
内
閣
情
報
部
は
陸
海
軍
や
外
務
省
と
相
互
の
任
務
を
調
整
し
つ
つ

（p. 141

）︑
海
外
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ス
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
視
野
を
拡
大
す
る

と
と
も
に
︑
国
内
で
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
文
化
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
吸
収
し
て

活
動
を
展
開
し
た
︒

　
南
京
陥
落
以
後
︑
日
本
軍
が
支
配
を
拡
大
す
る
中
国
各
地
で
展
開
さ
れ
た

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
を
検
討
す
る
の
が
第
五
章
で
あ
る
︒
占
領
地
の
各
軍
司

令
部
や
内
閣
情
報
部
︑
外
務
省
は
︑
ニ
ュ
ー
ス
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
文
化
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
戦
争
遂
行
の
文
脈
か
ら
広
域
的
で
体
系
的
な
枠
組
み
に
組
み

込
み
︑
公
的
︑
非
公
的
に
か
か
わ
ら
ず
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
に
関
与
す
る
機

関
を
国
家
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
に
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り
広
範

で
首
尾
一
貫
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
遂
行
を
め
ざ
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
日
本

に
お
い
て
も
︑
国
内
外
の
世
論
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
新
し
い

政
府
機
関
あ
る
い
は
非
政
府
機
関
が
出
現
す
る
︑
と
い
う
状
態
が
発
生
し
た

の
で
あ
る
（pp. 144–46

）︒
国
際
世
論
形
成
の
中
心
を
狙
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
日
本
文
化
会
館
が
設
立
さ
れ
た
（
一
九
三
八
年
五
月
）
の
も
︑
そ
う
し
た

一
連
の
動
き
の
中
で
捉
え
ら
れ
よ
う
（pp. 167–70

）︒
一
方
︑
同
盟
通
信
は
︑

政
府
・
軍
の
諸
機
関
の
下
で
復
興
お
よ
び
建
設
工
作
︑
経
済
発
展
︑
文
化
工

作
を
支
援
す
る
た
め
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
や
情
報
活
動
に
従
事
し
た

（p. 153

）︒
占
領
地
の
司
令
部
に
よ
る
︑
傀
儡
政
権
の
支
配
下
に
あ
る
通
信
社

を
利
用
し
た
親
日
的
な
中
国
語
ニ
ュ
ー
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
支
援

し
た
の
も
同
盟
通
信
社
で
あ
る
（p. 192

）︒
こ
う
し
て
一
九
三
八
年
後
半
に
は
︑

﹁
広
報
外
交
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
原
型
が
日
本
に
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
う

（p. 192

）︒ 

　
第
六
章
で
は
情
報
局
が
登
場
す
る
︒
内
閣
情
報
部
を
発
展
的
に
改
組
し
た

こ
の
機
関
は
︑
ひ
き
つ
づ
き
海
外
で
の
ニ
ュ
ー
ス
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
文
化

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
重
視
し
︑
文
民
機
関
の
海
外
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
作
戦
を
指
導

す
る
と
と
も
に
︑
と
く
に
外
交
問
題
に
関
す
る
情
報
を
収
集
︑
分
析
す
る
こ

と
を
任
務
と
し
た
︒
同
盟
通
信
は
正
式
に
内
閣
情
報
局
の
管
理
下
に
置
か
れ
︑

そ
の
活
動
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
（pp. 230–31

）︒
日
中
戦
争
の
国
際
化
と

ド
イ
ツ
︑
イ
タ
リ
ア
へ
の
接
近
が
日
本
の
さ
ら
な
る
国
際
的
孤
立
を
招
く
な

か
で
︑
日
本
の
戦
略
目
標
は
中
国
を
超
え
て
東
南
ア
ジ
ア
に
拡
大
し
︑
そ
れ

と
と
も
に
﹁
大
東
亜
﹂
地
域
に
支
配
的
な
ニ
ュ
ー
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
す
る
と
い
う
目
標
も
膨
ら
ん
で
い
っ
た
︒

　
第
七
章
が
描
く
の
は
︑
北
部
仏
印
進
駐
（
一
九
四
〇
年
九
月
）︑
南
部
仏
印

進
駐
（
一
九
四
一
年
七
月
）
を
背
景
に
︑
同
盟
通
信
が
ロ
イ
タ
ー
な
ど
海
外
の

主
要
通
信
社
を
駆
逐
し
て
︑
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
﹁
ニ
ュ
ー
ス
帝
国
﹂
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を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
（pp. 233–34

）︒
け
れ
ど

も
︑
ロ
イ
タ
ー
の
﹁
ニ
ュ
ー
ス
帝
国
﹂
が
大
英
帝
国
と
商
業
契
約
を
基
盤
と

し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
︑
同
盟
通
信
の
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
日
本
の
軍
事
進

攻
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
軍
事
占
領
に
依
存
し
て
い
た
（p. 270

）︒

　 

第
八
章
で
は
︑
同
盟
ニ
ュ
ー
ス
帝
国
が
地
域
の
人
び
と
や
世
界
に
向
け
て

い
か
な
る
情
報
や
知
識
を
作
り
出
し
た
の
か
（p. 271

）︑
い
か
な
る
﹁
南
洋
﹂

イ
メ
ー
ジ
を
日
本
人
に
伝
え
た
か
（pp. 287–91

）
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒

一
九
四
三
年
ま
で
に
︑
同
盟
通
信
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
正
確
か

つ
迅
速
に
情
報
を
供
給
す
る
体
制
を
築
き
上
げ
た
︒
一
方
︑
連
合
国
は
︑
自

力
で
情
報
を
入
手
す
る
手
段
を
失
い
同
盟
通
信
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
も
の
の
︑
同
盟
通
信
の
配
信
す
る
ニ
ュ
ー
ス
を
基
本
的
に
は
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
と
認
識
し
て
ほ
と
ん
ど
信
用
し
な
か
っ
た
︒
た
だ
国
内
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い

て
は
︑
日
本
の
国
内
情
勢
の
分
析
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
（pp. 299–300

）︒

実
際
︑
同
盟
通
信
の
配
信
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
︑
ま
っ
た
く
の
で
っ
ち
あ
げ
で

は
な
か
っ
た
に
せ
よ
検
閲
を
経
た
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
っ
た
（p. 296

）
こ
と
は
間

違
い
な
く
︑
戦
争
遂
行
に
資
す
る
た
め
に
﹁
真
実
の
一
つ
の
側
面
﹂
を
強
調

し
︑
誇
張
し
︑
ま
た
は
薄
め
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
東

南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
過
酷
な
占
領
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
実
を
暴
く
こ
と
に

な
り
︑
現
地
の
人
び
と
の
占
領
へ
の
協
力
を
得
る
と
い
う
目
的
を
損
な
う
結

果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（p. 303

）︒

　
第
九
章
で
は
再
び
情
報
局
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
情
報
局
が
国
内

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
専
念
す
る
の
は
本
土
決
戦
が
不
可
避
と
み
ら
れ
た
戦
争
末

期
の
こ
と
で
あ
り
︑
戦
争
終
結
に
至
る
ま
で
︑
そ
の
優
先
順
位
は
海
外
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
や
情
報
活
動
に
あ
っ
た
と
い
う
（pp. 306–307

）︒
東
条
内
閣
は
太

平
洋
戦
線
に
お
け
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
︒
連
合
国

軍
兵
士
の
厭
戦
気
分
を
煽
る
こ
と
を
狙
っ
た
放
送
︑
米
国
の
黒
人
の
被
差
別

感
情
を
刺
激
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
番
組
︑
さ
ら
に
は
南
方
の
現
地
住
民
と

日
本
人
と
の
交
流
を
宣
伝
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
︑
N
H
K
の
海
外
放

送
を
通
じ
て
流
さ
れ
た
︒﹁
東
京
ロ
ー
ズ
﹂
の
存
在
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

黒
人
兵
の
捕
虜
も
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
放
送
部
隊
の
一
員
と
し
て
訓
練
さ
れ
た
︒

火
野
葦
平
や
石
川
達
三
な
ど
の
作
家
も
協
力
し
た
（pp. 314–15

）︒
他
方
で
︑

中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
占
領
地
の
資
源
を
動
員
す
る
必
要
は
戦
況
の
悪
化
と

と
も
に
ま
す
ま
す
強
ま
り
︑
日
本
は
地
域
の
反
欧
米
感
情
に
訴
え
日
本
の
戦

争
へ
の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
に
﹁
ア
ジ
ア
の
解
放
﹂
と
い
う
旗
印
を
利
用

す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
総
じ
て
日
本
の
展
開
し
た
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
は
首
尾
一
貫
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
欠
如
し
て
い
た
た
め
に
効
果
は
薄

か
っ
た
︒
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
自
体
が
︑
日
本
の
戦
争
遂
行
を
支
え
る
た
め

に
資
源
を
動
員
す
る
手
段
と
い
う
色
彩
が
強
か
っ
た
か
ら
︑
そ
の
実
体
が
な

か
っ
た
こ
と
は
結
果
と
し
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
失
敗
へ
と
つ
な
が
っ
た
︑
と

著
者
は
総
括
し
て
い
る
（pp. 344–345

）︒
一
九
四
五
年
八
月
︑
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
の
受
諾
と
い
う
形
で
日
本
が
降
伏
し
連
合
国
軍
に
よ
る
占
領
が
始
ま
る
と
︑

同
盟
通
信
は
海
外
で
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
や
情
報
収
集
を
停
止
さ
れ
︑
十
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月
末
に
自
発
的
に
解
体
す
る
道
を
選
ん
だ
︒
連
合
国
軍
に
と
っ
て
は
無
用
の

存
在
と
な
っ
た
情
報
局
が
解
体
さ
れ
た
の
は
︑
こ
の
年
十
二
月
の
こ
と
で

あ
っ
た
（
第
十
章
）︒

　
特
定
の
国
家
︑
あ
る
い
は
国
際
社
会
を
構
成
す
る
人
び
と
の
認
識
枠
組
み

に
働
き
か
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
文
化
外
交
や
広
報
外
交
は
︑
主
体
も
対

象
も
手
段
（
ま
た
は
媒
体
）
も
多
種
多
様
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
媒
体
別
も
し

く
は
交
流
主
体
別
の
活
動
の
分
析
に
研
究
が
特
化
す
る
傾
向
は
あ
る
も
の
の
︑

近
代
日
本
の
文
化
・
広
報
外
交
の
個
別
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
︑
冒
頭

で
一
部
を
紹
介
し
た
よ
う
に
着
実
に
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
︒
同
盟
通
信
社
を
含
む
通
信
社
に
つ
い
て
も
︑
同
社
の
膨
大
な
史
料
が

利
用
可
能
と
な
り
︑
と
く
に
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
分
野
で
そ
の
広
範
な
活
動
の

検
証
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
本
書
の
出
版
と
同
じ
二
〇
一
四
年
に
は
︑
東
ア
ジ
ア

の
メ
デ
ィ
ア
戦
全
体
を
俯
瞰
し
つ
つ
︑
同
盟
通
信
社
の
記
者
た
ち
に
焦
点
を
当
て
て

同
社
の
設
立
と
発
展
︑
崩
壊
に
至
る
過
程
を
描
い
た
鳥
居
英
晴
『
国
策
通
信
社
﹁
同

盟
﹂
の
興
亡
︱
︱
通
信
記
者
と
戦
争
』﹇
花
伝
社
﹈
が
出
版
さ
れ
て
い
る
）︒
他
方

で
総
力
戦
体
制
に
関
す
る
研
究
は
︑
制
度
と
理
念
に
つ
い
て
は
歴
史
的
意
義

づ
け
を
め
ぐ
る
論
争
と
並
行
し
つ
つ
実
証
的
に
か
な
り
の
程
度
明
ら
か
に
さ

れ
て
お
り
︑
近
年
の
関
心
は
︑
制
度
構
築
の
結
果
と
し
て
い
か
な
る
現
象
が

生
じ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
移
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
ど
ち
ら
の
分
野
に
お
い
て
も
本
書
が
と
く
に
新
し
い
知
見
を
提
供
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

　
む
し
ろ
本
書
の
意
義
は
︑
広
報
外
交
と
総
力
戦
体
制
の
研
究
蓄
積
を
結
び

つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
同
盟
通
信
社
を
中
心
と
す
る
ニ
ュ
ー
ス
・
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
の
展
開
と
ニ
ュ
ー
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
が
︑
総
力
戦
体
制
の

構
築
の
一
局
面
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
︒
こ
の
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
︑
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
日
本
は
ソ

フ
ト
パ
ワ
ー
の
は
た
ら
き
に
敏
感
で
︑
け
っ
し
て
国
際
規
範
や
国
際
世
論
を

無
視
し
て
孤
立
へ
と
突
き
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
（pp. 2, 21

）
と
の
主
張
も

説
得
力
を
も
つ
︒
ま
た
︑
ロ
イ
タ
ー
に
依
存
し
な
い
︑﹁
公
正
な
﹂
国
際

ニ
ュ
ー
ス
の
受
信
と
﹁
日
本
の
観
点
﹂
に
基
づ
く
ニ
ュ
ー
ス
の
収
集
・
配
信
︑

そ
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
は
日
本
の
悲
願
で
あ
っ
た
（p. 90

）
と
い

う
指
摘
は
︑
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
日
本
の
外
交
︑
軍
事
行
動
が
大
英
帝
国

の
解
体
を
企
図
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
よ
う
で

興
味
深
い
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
て
苦
労
し
て
作
り
上
げ
た
同
盟
ニ
ュ
ー
ス
帝

国
の
配
信
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
︑
欧
米
メ
デ
ィ
ア
か
ら
み
れ
ば
お
よ
そ
正
確
な

﹁
ニ
ュ
ー
ス
﹂﹁
情
報
﹂
で
は
な
く
︑﹁
国
家
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
と
し
て
片
づ
け

ら
れ
た
と
い
う
悲
劇
的
な
（
あ
る
い
は
喜
劇
的
な
）
事
実
は
︑﹁
国
策
通
信
社
﹂

の
脆
弱
さ
と
限
界
を
端
的
に
表
す
と
同
時
に
︑
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
が
﹁
パ
ワ
ー
﹂

と
し
て
有
効
に
機
能
し
得
る
条
件
を
照
射
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　﹁
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
﹂
を
議
論
の
ひ
と
つ
の
軸
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑

こ
の
点
を
追
求
し
て
議
論
を
深
め
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

本
文
中
に
は
︑
南
京
大
虐
殺
の
よ
う
な
事
件
を
念
頭
に
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
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た
と
え
う
ま
く
展
開
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
国
家
の
実
際
の
行
動

に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
影
響
力
は
も
ち
得
な
い
し
︑
軍
事
行
動

が
と
も
な
う
暴
力
や
破
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
を
こ
と
ば
が
消
し
去
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
が
み
ら
れ
る
（p. 141

）︒
敷ふ

衍え
ん

す
る
な
ら
ば
︑

国
家
に
よ
る
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
行
使
︑
本
書
に
即
し
て
い
え
ば
ニ
ュ
ー
ス
・

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
お
よ
び
文
化
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
展
開
は
︑
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
の

行
使
に
代
替
す
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
（p. 118

）
と
い
う
議
論
に
な
る
で

あ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
う
し
た
考
察
が
断
片
的
に
と
ど
ま
る
う
え
に
︑
本
文
の

内
容
か
ら
や
や
遊
離
し
て
い
る
印
象
が
否
め
な
い
︒
そ
れ
は
︑
本
書
が
情
報

機
関
の
制
度
構
築
の
過
程
を
詳
述
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
く
反
面
︑
あ
る
事

象
に
つ
い
て
同
盟
通
信
が
ど
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
を
配
信
し
た
の
か
︑
そ
れ

ら
が
占
領
地
の
人
び
と
に
︑
あ
る
い
は
日
本
国
民
に
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
た

の
か
︑
総
じ
て
具
体
例
に
乏
し
い
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
本
書
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
の
は
︑
た
い
へ
ん
な
労
力
を
費
や
し
て
機
構

改
革
が
た
び
た
び
行
わ
れ
た
に
も
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
近
代
日
本
で
は
最
後

ま
で
情
報
機
関
が
集
権
的
な
権
力
を
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
︒
近
代
日
本
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
極
度
の
分
権
性
と
︑
ひ
と
た
び
作
ら

れ
た
制
度
の
強
靭
性
︱
︱
た
と
え
そ
の
不
合
理
性
が
多
く
の
人
に
認
識
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
の
変
革
は
困
難
を
き
わ
め
る
︱
︱
に
︑
多
く
の
人
は

慄
然
と
す
る
に
違
い
な
い
︒
他
方
で
本
書
は
︑
明
治
憲
法
に
発
す
る
制
度
的

限
界
を
克
服
す
べ
く
︑
情
報
分
野
に
お
い
て
内
閣
︑
外
務
省
︑
陸
海
軍
が
懸

命
に
調
整
し
て
海
外
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
姿
も
描
き
出
し

て
い
る
︒
人
や
集
団
の
行
動
を
規
定
す
る
要
素
と
し
て
の
制
度
の
分
析
が
力

強
い
だ
け
に
︑
同
盟
通
信
を
中
心
と
す
る
ニ
ュ
ー
ス
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
実

態
に
つ
い
て
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
︒

そ
も
そ
も
文
化
外
交
︑
広
報
外
交
研
究
の
最
大
の
問
題
は
︑
政
策
の
形
成
と

実
施
の
過
程
は
か
な
り
の
程
度
実
証
で
き
た
と
し
て
も
︑
い
か
な
る
結
果
が

生
じ
た
の
か
︑
政
策
の
効
果
を
測
定
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
に

あ
る
︒
だ
か
ら
︑
と
り
わ
け
文
化
外
交
︑
広
報
外
交
の
客
体
と
な
っ
た
人
び

と
や
諸
集
団
が
い
か
な
る
認
識
を
も
っ
た
の
か
は
︑
丁
寧
に
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
人
が
﹁
ニ
ュ
ー
ス
﹂
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
情
勢
を
判
断
し
︑
ど
の
よ
う
な
行
動
を
決

断
し
た
の
か
は
︑
あ
る
程
度
追
跡
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の

作
業
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
広
報
外
交
研
究
の
限
界
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
で

き
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
し
︑﹁
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
﹂
と
い
う
︑
分
析
概

念
と
し
て
は
使
い
づ
ら
い
概
念
を
︑
議
論
を
組
み
立
て
る
要
素
と
し
て
導
入

す
る
意
味
も
大
き
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
シ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
教
授
の
著
者
カ
リ
チ
マ
ン
は
︑

﹁
近
代
の
超
克
﹂
座
談
会
か
ら
竹
内
好
を
経
て
柄
谷
行
人
や
酒
井
直
樹
に
い
た

る
ま
で
︑
戦
中
か
ら
現
代
に
い
た
る
思
想
史
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
が
︑
近

年
︑
精
力
的
に
安
部
公
房
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒
二
〇
一
二
年
に
﹁
安
部
公

房
の
『
他
人
の
顔
』
に
お
け
る
戦
争
の
記
憶
と
人
種
問
題
﹂（『Q

uadrante

』

一
四
号
）
を
日
本
語
で
発
表
し
た
の
を
は
じ
め
︑
翌
年
に
は
安
部
公
房
の
『
内

な
る
辺
境
』
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
編
集
で
翻
訳
し
︑
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
S
・
キ
ー

に
よ
る
『
噓
か
ら
で
た
ま
こ
と
︱
︱
安
部
公
房
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
お
け
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
︑
発
見
︑
そ
し
て
再
帰
性
』
の
書
評
も

発
表
し
た
︒
そ
し
て
昨
年
の
本
書
に
続
き
︑
ま
も
な
く
安
部
公
房
の
『
け
も

の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
』
の
翻
訳
も
刊
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
ま
ず
︑
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
序
章
で
は
︑
疎
外
を
扱
っ
た

日
本
の
作
家
︑
と
い
う
英
語
圏
で
の
安
部
公
房
の
イ
メ
ー
ジ
を
︑
そ
の
作
品

に
お
け
る
時
間
︑
書
く
こ
と
︑
そ
し
て
共
同
体
の
認
識
を
検
討
す
る
こ
と
で

変
え
る
︑
と
い
う
目
的
を
述
べ
る
︒
安
部
に
と
っ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
認
識
は
︑
移
動
と
定
着
の
関
係
を
再
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
化
さ

れ
る
と
し
︑
移
動
を
本
来
的
な
も
の
と
す
る
安
部
の
立
場
を
示
す
︒

一
九
四
六
年
の
詩
﹁
時
間
と
空
間
﹂
に
循
環
的
時
間
か
ら
非
循
環
的
時
間
へ

の
出
発
を
読
み
︑
一
九
六
二
年
の
エ
ッ
セ
イ
﹁「
今
日
」
を
さ
ぐ
る
執
念
﹂
に

現
在
の
統
一
性
や
完
全
性
を
お
び
や
か
し
︑
く
り
か
え
し
崩
壊
さ
せ
る
も
の

と
し
て
の
未
来
と
の
関
係
を
見
出
す
︒
そ
し
て
︑
一
九
六
七
年
の
座
談
会

﹁「
燃
え
つ
き
た
地
図
」
を
め
ぐ
っ
て
﹂
で
の
共
同
体
へ
の
欲
望
を
喚
起
す
る

書 

評リ
チ
ャ
ー
ド
・
F
・
カ
リ
チ
マ
ン

『 
国
家
を
超
え
て
―
―
安
部
公
房
の
作
品
に
お
け
る
時
間
、
書
く
こ
と
、

そ
し
て
共
同
体
』

R
ichard F. C

alichm
an, B

eyond N
ation: T

im
e, W

riting, and C
om

m
unity in the W

ork of 
Abe K ōb ō. Stanford: Stanford U

niversity Press, 2016.

鳥
羽
耕
史
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郷
愁
へ
の
攻
撃
を
︑
一
九
六
九
年
の
講
演
﹁
続
・
内
な
る
辺
境
﹂
で
の
﹁
亡

国
の
芸
術
﹂
に
関
す
る
議
論
に
つ
な
げ
︑
安
部
に
と
っ
て
芸
術
は
国
民
国
家
︑

お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
形
の
国
家
へ
の
帰
属
意
識
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
と
す
る
︒

　﹁
一
　
砂
に
刻
ま
れ
た
し
る
し
た
ち
︱
︱
『
砂
の
女
』
に
つ
い
て
﹂
で
は
︑

広
く
称
賛
さ
れ
た
一
九
六
二
年
の
小
説
に
つ
い
て
︑
書
く
こ
と
が
人
間
主
体

に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
を
超
え
て
︑
一
九
四
四
年
の
エ
ッ

セ
イ
﹁
詩
と
詩
人
（
意
識
と
無
意
識
）﹂
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
に
影
響

を
受
け
た
議
論
を
参
照
し
つ
つ
︑
存
在
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
考
察
す
る
︒

書
く
こ
と
に
は
過
去
︑
現
在
︑
未
来
が
奇
妙
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
お
り
︑
こ

の
小
説
に
お
い
て
は
形
態
と
流
動
の
間
の
緊
張
関
係
と
か
か
わ
っ
て
く
る
と

い
う
︒
形
態
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
提
供
す
る
の
に
対
し
︑
流
動
は
ま
っ

た
く
無
関
係
な
も
の
ど
う
し
の
相
互
関
係
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
を
暴
露
す
る
︒
こ
の
緊
張
関
係
は

主
人
公
と
〝
砂
の
女
〟
と
の
性
交
だ
け
で
な
く
︑
砂
自
体
に
関
す
る
考
察
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
︒
安
部
の
テ
ク
ス
ト
は
文
学
と
哲
学
の
幅
広
い
関
係
へ
と

開
く
こ
と
で
理
解
で
き
る
︑
と
い
う
の
が
カ
リ
チ
マ
ン
の
主
張
で
あ
る
︒
ロ

ド
ル
フ
・
ガ
シ
ェ
︑
デ
リ
ダ
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
︑
ラ
ク
ー
=
ラ
バ
ル
ト
︑
ジ
ャ

ン
=
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
の
仕
事
が
参
照
さ
れ
る

の
み
な
ら
ず
︑
安
部
の
テ
ク
ス
ト
自
体
も
精
緻
に
読
解
さ
れ
る
︒

　﹁
二
　
攪
乱
の
時
間
︱
︱
「
内
な
る
辺
境
」
に
つ
い
て
﹂
で
は
︑
一
九
六
八

年
と
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
と
講
演
に
あ
ら
わ
れ
た
時
間
と
空
間
の

関
係
を
探
究
す
る
︒
安
部
が
一
方
で
時
間
を
空
間
の
介
入
に
さ
き
だ
つ
純
粋

な
運
動
と
捉
え
つ
つ
︑
他
方
で
は
時
間
と
空
間
が
根
本
的
に
相
関
す
る
も
の

だ
と
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
カ
リ
チ
マ
ン
は
前
者
を
不
可
能
だ
と
し

て
︑
後
者
の
考
え
方
で
存
在
を
分
析
す
る
︒
安
部
に
よ
る
他
者
性
の
概
念
は

空
間
だ
け
で
な
く
時
間
を
も
含
み
込
ん
だ
運
動
の
一
般
化
を
し
て
い
る
が
︑

そ
れ
は
国
民
国
家
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
形
の
領
有
に
抵
抗
す
る
も
の
と
し
て
の

彼
の
ユ
ダ
ヤ
人
認
識
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
︒
そ
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
概
念
の
持

つ
問
題
を
も
指
摘
し
な
が
ら
︑
カ
リ
チ
マ
ン
は
︑
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
核
心
で
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
論
理
に
対
す
る
安
部

の
異
議
申
し
立
て
の
強
力
さ
を
示
す
︒

　﹁
三
　『
他
人
の
顔
』
に
お
け
る
共
同
体
の
魅
惑
﹂
で
は
︑
一
九
六
四
年
の

小
説
を
︑
共
同
体
概
念
に
焦
点
を
あ
て
て
読
解
す
る
︒
伝
統
的
に
共
同
体
は

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
差
異
を
対
立
す
る
も
の
と
み
な
す
が
︑
そ
れ
を
不
満

と
す
る
安
部
は
︑
共
同
体
の
編
成
を
偶
然
性
に
基
礎
を
お
い
た
も
の
と
み
な

そ
う
と
す
る
︒
カ
リ
チ
マ
ン
は
︑
安
部
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
登
場
人
物
を
ど

の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
る
か
に
光
を
あ
て
︑
経
験
論
的
に
で
は
な
く
構
造

的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
論
じ
る
︒
共
同
体
の

形
成
に
は
そ
の
陰
画
と
し
て
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
創
造
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
安
部
が
こ
の
小
説
の
な
か
で
在
日
朝
鮮
人
や

ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
の
黒
人
を
扱
っ
た
こ
と
が
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
人
種

主
義
の
共
謀
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
い
う
︒
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　﹁
四
　
介
入
︱
︱
安
部
公
房
の
﹂
で
は
︑
合
州
国
の
日
本
研
究
に
お
け
る
安

部
の
読
ま
れ
方
を
探
究
す
る
た
め
に
︑
介
入
の
概
念
を
う
ち
だ
す
︒
日
本
文

学
の
作
家
と
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
︑
国
家
へ
の
所
属
の
論
理
に
対
す
る

安
部
の
攻
撃
が
否
認
さ
れ
て
き
た
矛
盾
に
カ
リ
チ
マ
ン
は
注
目
し
︑
日
本
研

究
の
制
度
が
︑
ど
の
よ
う
に
国
民
国
家
と
個
々
の
主
体
と
の
結
び
つ
き
を
緊

密
に
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
固
に
し
て
き
た
か
を
示
す
︒
彼
は
ド
ナ
ル

ド
・
キ
ー
ン
や
ジ
ョ
ン
・
W
・
ト
リ
ー
ト
と
い
っ
た
学
者
に
よ
る
安
部
の
解

釈
を
た
ど
り
︑
文
化
主
義
︑
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
︑
そ
し
て
人
種
主
義
と
と

も
に
あ
る
︑
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
普
遍
的
な
も
の
で
な
く
固
有
の

も
の
に
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
見
出
す
︒
介
入
の
概
念
が
︑
客
体
の
構
築
に

お
い
て
本
来
は
主
体
と
客
体
の
相
互
関
係
で
あ
っ
た
も
の
を
含
ん
で
い
た
こ

と
を
示
し
︑
日
本
と
い
う
客
体
に
対
す
る
制
度
的
な
働
き
か
け
が
︑
安
部
の

テ
ク
ス
ト
が
つ
ね
に
混
乱
さ
せ
よ
う
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
論
理
に

基
礎
を
お
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
安
部
に
と
っ
て
︑
論
理
は
時

間
の
な
か
に
刻
ま
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒

安
部
の
思
想
は
研
究
対
象
の
地
位
に
引
き
下
げ
ら
れ
得
な
い
も
の
で
︑
そ
の

反
対
に
︑
方
法
論
の
レ
ベ
ル
で
彼
の
著
作
を
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
︒

　
終
章
で
は
︑
一
九
六
四
年
の
短
編
﹁
時
の
崖
﹂
に
生
の
時
間
に
内
包
さ
れ

た
死
を
読
み
取
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
︑
安
部
の
思
想
は
︑
既
成
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
概
念
へ
の
脅
威
と
い
う
レ
ベ
ル
で
︑
最
も
生
産
的
に
捉
え
ら
れ
る

と
す
る
︒
彼
の
日
常
の
現
実
へ
の
関
わ
り
は
介
入
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
︑
安
部
に
と
っ
て
介
入
の
な
い
現
実
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
︒
そ

し
て
同
年
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
目
撃
者
』
か
ら
︑
現
実
と
見
え
て
い
る
も
の

は
事
前
決
定
の
効
果
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
洞
察
︑

外
部
の
現
実
は
純
粋
に
外
部
の
も
の
で
は
な
く
︑
主
体
の
媒
介
の
レ
ベ
ル
で

構
成
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
︑
と
い
う
認
識
を
見
出
す
︒
ま
た
︑
再
び

『
砂
の
女
』
を
参
照
し
つ
つ
︑
時
間
が
経
過
し
て
も
変
わ
ら
ず
に
あ
り
続
け
る

自
己
概
念
の
拒
絶
や
︑
国
家
共
同
体
の
拒
絶
を
読
み
と
る
︒
そ
し
て
︑﹁
彼

ら
﹂
と
い
う
客
体
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
︑
主
体
の
﹁
我
々
﹂
が

膨
大
な
情
報
を
集
め
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
地
域
研
究
の
制
度
の
有
害
性
を

指
摘
し
︑
安
部
を
読
む
こ
と
が
こ
の
認
識
論
的
な
罠
の
自
覚
と
︑
客
体
と
制

度
を
違
っ
た
か
た
ち
で
見
る
こ
と
に
役
立
つ
と
述
べ
る
︒

　
こ
の
概
要
だ
け
で
わ
か
る
よ
う
に
︑
本
書
は
す
ぐ
れ
た
安
部
公
房
論
で
あ

る
だ
け
で
な
く
︑
安
部
の
テ
ク
ス
ト
自
体
を
理
論
と
し
て
用
い
て
日
本
研
究

の
制
度
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
ひ
ら
い
た
も
の
だ
︒
そ
の
意
味
で
︑
こ
れ

は
先
に
挙
げ
た
﹁
内
な
る
辺
境
﹂
の
序
章
で
あ
り
︑
鳥
羽
耕
史
編
『
安
部
公

房
︱
︱
メ
デ
ィ
ア
の
越
境
者
』（
森
話
社
︑
二
〇
一
三
年
）
に
も
収
録
し
た
カ

リ
チ
マ
ン
の
﹁
社
会
理
論
と
し
て
の
安
部
公
房
﹂
の
続
編
と
し
て
︑
そ
こ
で

思
い
描
か
れ
た
可
能
性
を
存
分
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
︒
四
章
に
お
け
る
キ
ー
ン
と
ト
リ
ー
ト
へ
の
批
判
は
か
な
り
痛
烈

な
も
の
だ
が
︑
こ
れ
を
単
な
る
個
人
攻
撃
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
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北
米
の
日
本
研
究
︑
ひ
い
て
は
酒
井
直
樹
の
い
う
﹁
西
洋
／
そ
の
他
（the 

W
est and the R

est

）﹂
の
﹁
西
洋
﹂
の
立
場
か
ら
﹁
そ
の
他
﹂
を
研
究
す
る
も

の
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
学
問
全
般
へ
の
批
判
に
な
っ
て
い
る
の
だ
︒

　
こ
の
批
判
を
︑
日
本
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で

き
る
だ
ろ
う
か
︒
国
学
の
伝
統
に
発
し
︑
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
と
も

に
歩
ん
だ
国
文
学
研
究
の
制
度
は
︑
欧
米
諸
国
の
国
民
文
学
に
並
ぶ
も
の
と

し
て
の
国
文
学
の
確
立
を
使
命
と
し
て
き
た
︒
こ
こ
で
は
︑
先
の
批
判
が
客

体
と
し
て
の
固
有
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
を
︑
主
体
と
し
て
の
固
有
性
の

議
論
に
変
え
れ
ば
応
用
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
カ
リ
チ
マ
ン
も
指
摘
す

る
よ
う
に
︑
自
ら
は
日
本
文
学
研
究
の
制
度
に
安
住
し
な
が
ら
︑
文
学
作
品

の
内
容
に
か
か
わ
る
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
﹂
を
展
開
す
る
︑
と
い
う
の

は
日
米
双
方
で
の
流
行
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
に
無
関
係
だ
と
言

い
き
れ
る
研
究
者
は
多
く
な
い
だ
ろ
う
︒
文
学
部
の
日
本
文
学
研
究
に
関
わ

る
コ
ー
ス
に
所
属
す
る
研
究
者
や
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究

者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
は
や
り
の
国
際
系
・
領
域
横
断
系
の
学
部
や
組
織

に
所
属
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
も
︑
自
ら
に
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
の
は
ず

で
あ
る
︒
特
に
︑
日
米
と
も
に
い
わ
ゆ
る
﹁
実
学
﹂
や
自
然
科
学
優
先
で
人

文
学
が
軽
視
さ
れ
る
情
勢
下
で
は
︑
一
方
で
研
究
領
域
の
必
要
性
や
重
要
性

を
指
摘
し
つ
つ
︑
他
方
で
自
ら
も
荷
担
し
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
自
覚

し
批
判
す
る
︑
と
い
う
両
面
作
戦
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　
た
だ
し
︑
安
部
公
房
に
つ
い
て
は
事
情
が
も
う
少
し
複
雑
に
な
っ
て
く
る
︒

私
小
説
が
支
配
的
だ
っ
た
日
本
文
壇
に
お
け
る
異
端
で
あ
り
︑
カ
フ
カ
に
影

響
を
受
け
︑
多
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
﹁
国
際
的
作
家
﹂
と
い
う
日
本
で
の
定

型
的
な
評
価
に
対
し
︑
そ
れ
に
あ
る
程
度
同
意
し
な
が
ら
も
能
や
狂
言
な
ど

の
日
本
文
学
の
伝
統
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
キ
ー
ン
ら
の
評
価
は
大
き
く

異
な
る
か
ら
だ
︒
さ
ら
に
近
年
︑
彼
の
旧
満
州
で
の
生
い
立
ち
や
引
き
揚
げ

の
経
験
に
注
目
し
な
が
ら
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
文
脈
で
読
み
解
く
試
み

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
欧
米
と
の
関
わ
り
に
偏
っ
た
従
来
の
﹁
国
際
的

作
家
﹂
と
は
違
う
意
味
で
の
国
際
性
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
︒
従
来
の

﹁
国
際
的
作
家
﹂
評
価
は
し
ば
し
ば
﹁
日
本
の
誇
る
﹂
と
い
う
語
り
に
回
収
さ

れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
︑
先
に
も
述
べ
た
制
度
内
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の

罠
に
さ
え
陥
ら
な
け
れ
ば
︑
新
し
い
方
向
に
は
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　
と
も
あ
れ
︑
カ
リ
チ
マ
ン
の
開
い
た
哲
学
的
読
解
の
地
平
は
︑
安
部
公
房

研
究
︑
お
よ
び
人
文
学
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
達
成
で
あ
る
︒
国
籍
・
所

在
地
を
問
わ
ず
こ
う
し
た
研
究
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
の
﹁
我
々
﹂
は
︑
自

ら
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
本
書
を
読
み
︑
応
答
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
︒
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堕
胎
や
間
引
き
は
長
ら
く
海
外
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
︒
と
り
わ
け
歴
史

人
口
学
／
経
済
史
の
分
野
で
は
直
接
的
に
熱
い
視
線
が
向
け
ら
れ
て
き
た
︒

そ
し
て
不
思
議
な
こ
と
に
︑
否
︑
む
し
ろ
当
然
の
帰
結
と
し
て
か
︑
海
外
の

研
究
者
は
間
引
き
（
出
生
制
限
）
の
意
義
や
頻
度
の
高
さ
を
強
調
し
︑
日
本
の

研
究
者
は
頻
度
の
低
さ
を
強
調
し
て
き
た
︒

　
一
九
七
〇
年
代
︑
Ｔ
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
（Sm

ith 1977

）
や
S
・
ハ
ン
レ
ー
と

Ｋ
・
ヤ
マ
ム
ラ
（H

anley and Yam
am

ura 1977

）
は
︑
間
引
き
を
強
調
し
︑
速

水
融
（
一
九
九
二
）
は
︑
小
作
層
で
は
出
生
制
限
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑

自
作
農
で
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
︑
間
引
き
が
部
分
的
だ
っ
た
こ
と
を
強
調

し
た（

1
）

︒
研
究
が
進
み
︑
資
料
や
手
法
が
整
っ
て
き
て
か
ら
も
︑（
部
分
的
に
は

間
引
き
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
）
徳
川
期
の
農
村
は
自
然
出
生
力
を
基
本
と

す
る
と
言
わ
れ
て
き
た
（
友
部
　
一
九
九
一
）︒

　
二
〇
〇
〇
年
を
過
ぎ
る
と
︑
東
北
を
対
象
と
す
る
研
究
が
増
え
︑
少
な
く

0

0

0

と
も
東
北
地
方
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

男
女
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
出
生
制
限
が
あ
っ
た
と
結
論

づ
け
ら
れ
た
（Tsuya and K

urosu 2010

）︒
さ
ら
に
評
者
の
分
析
で
も
︑
間
引

き
の
頻
度
に
は
時
代
差
が
あ
り
︑
幕
末
に
低
下
し
て
き
た
こ
と
が
見
え
て
き

た
（
平
井
　
二
〇
〇
八
）︒

　
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
﹁
中
央
日
本（

2
）

﹂
を
中
心
に
日
本
が
議
論
さ
れ
て
い

た
が
︑
そ
の
後
︑（
中
央
日
本
と
は
人
口
・
家
族
パ
タ
ン
が
明
ら
か
に
こ
と
な
る
）

東
北
日
本
に
注
目
が
移
る
こ
と
で
出
生
制
限
へ
の
評
価
も
変
わ
っ
て
き
た
︒

　
こ
の
流
れ
の
な
か
で
登
場
し
た
の
が
︑
本
書M

A
B

IK
I

で
あ
る
︒
本
書
は
︑

若
手
日
本
史
研
究
者
の
フ
ァ
ビ
ア
ン
・
ド
リ
ク
ス
ラ
が
︑
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

書 

評フ
ァ
ビ
ア
ン
・
ド
リ
ク
ス
ラ

『 
間
引
き
―
―
東
日
本
に
お
け
る
嬰
児
殺
し
と
人
口
増
加
　 

 
一
六
六
〇
―
一
九
五
〇
』

Fabian D
rixler, M

abiki: Infanticide and Population G
row

th in Eastern Japan,  
1660–1950. B

erkeley: U
niversity of C

alifornia Press, 2013.

平
井
晶
子
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に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
も
と
に
著
し
た
︑
ま
さ
に
力
作
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
一
冊
で
あ
る
︒
副
題
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
地
域
を
東
日
本
に
︑
時
代

を
一
六
六
〇
年
か
ら
一
九
五
〇
年
ま
で
と
設
定
す
る
本
書
は
︑
独
自
の
射
程

か
ら
間
引
き
を
捉
え
直
す
︒
地
域
を
東
日
本
に
限
定
し
た
の
は
︑
従
来
の
研

究
か
ら
合
理
的
に
導
き
出
せ
る
判
断
で
あ
り
容
易
に
納
得
が
で
き
る
︒
し
か

し
︑
対
象
時
期
を
徳
川
期
で
は
な
く
︑
十
七
世
紀
か
ら
戦
後
の
改
正
優
生
保

護
法
の
施
行
ま
で
︑
す
な
わ
ち
戦
後
の
中
絶
合
法
化
ま
で
と
し
た
点
に
は
驚

か
さ
れ
た
︒
徳
川
期
だ
け
で
も
手
に
余
る
と
感
じ
る
評
者
は
︑
中
絶
合
法
化

ま
で
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
﹁
語
れ
な
い
﹂
著
者
の
問
題
設
定
の
大
き
さ

に
感
服
し
た
︒

　
さ
っ
そ
く
内
容
を
見
て
み
よ
う
︒
本
書
は
︑
序
論
と
結
論
の
間
に
︑
十
七

～
十
八
世
紀
を
扱
う
第
Ⅰ
部
︑
十
九
～
二
十
世
紀
を
扱
う
第
Ⅱ
部
が
あ
り
︑

そ
の
後
︑
七
つ
の
付
論
と
膨
大
な
参
考
文
献
が
続
く
︒

序
論
　
　
拮
抗
す
る
世
界
観
と
人
口
革
命
（
第
一
章
）

第
Ⅰ
部
　 

低
出
生
率
を
生
み
だ
す
文
化
　
一
六
六
〇
︱
一
七
九
〇
（
第

二
章
か
ら
第
七
章
）

第
Ⅱ
部
　 

再
生
産
の
再
定
義
︱
︱
ゆ
っ
く
り
減
退
す
る
嬰
児
殺
し

一
七
九
〇
︱
一
九
五
〇
（
第
八
章
か
ら
第
十
三
章
）

結
論
　
　
結
論
（
第
十
四
章
）

　
本
書
の
理
論
的
課
題
は
︑
三
百
年
の
長
期
的
視
点
か
ら
︑
人
口
転
換
理
論
︑

す
な
わ
ち
近
代
化
に
よ
り
社
会
は
高
出
生
率
か
ら
低
出
生
率
へ
変
化
す
る
と

い
う
理
論
の
再
検
討
に
あ
る
︒
東
北
地
方
の
出
生
率
は
︑
徳
川
期
に
は
日
本

で
も
っ
と
も
低
い
が
︑
一
九
二
〇
年
代
に
は
日
本
で
も
っ
と
も
高
く
な
る
︒

す
な
わ
ち
︑
近
代
化
の
な
か
で
出
生
率
が
三
・
〇
か
ら
六
・
〇
へ
大
幅
に
上

昇
し
た
こ
と
に
な
る
︒
本
書
は
︑
こ
の
出
生
率
を
左
右
さ
せ
た
間
引
き
（
嬰

児
殺
し
）
の
実
態
・
間
引
き
へ
の
ま
な
ざ
し
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
︒

　
そ
の
た
め
に
︑
一
方
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
て
出
生
率
を
求
め
る

な
ど
︑
高
度
な
人
口
統
計
技
法
を
使
う
︒
他
方
︑
嬰
児
殺
し
に
ま
つ
わ
る
言

説
や
祖
先
祭
祀
の
あ
り
方
な
ど
︑
間
引
き
を
求
め
る
文
化
︑
間
引
き
を
忌
避

す
る
文
化
を
広
く
考
察
す
る
︒
い
わ
ゆ
る
量
と
質
の
﹁
共
演
﹂
で
あ
る
︒
先

に
示
し
た
よ
う
に
︑
従
来
の
手
法
で
は
間
引
き
の
実
態
（
そ
の
頻
度
）
を
明
ら

か
に
す
る
の
は
難
し
い
︒
出
生
性
比
を
求
め
る
こ
と
で
間
引
き
が
一
般
的
か

ど
う
か
︑
男
児
選
好
が
強
い
の
か
︑
男
女
の
バ
ラ
ン
ス
重
視
な
の
か
は
分
か

る
︒
し
か
し
︑
出
生
性
比
で
は
生
ま
れ
る
は
ず
の
子
ど
も
の
何
割
が
間
引
か

れ
た
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒

　
著
者
は
︑
徳
川
期
に
つ
い
て
は
︑
既
存
の
歴
史
人
口
学
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
︑

膨
大
な
量
の
戸
口
資
料
を
加
え
て
約
七
八
万
人
分
（
人
年
に
し
て
五
五
〇
万
人

年
分
）
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
構
築
し
（table A

1, p. 259

）︑
そ

こ
か
ら
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ
な
い
︑
間
引
き
の
頻
度
や
出
生
率
（
生
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き
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
子
ど
も
数
）
を
推
計
し
た
︒
近
代
に
つ
い
て
は
︑
お
も

に
死
産
統
計
を
用
い
て
同
様
の
推
計
を
お
こ
な
っ
た
︒

　
そ
し
て
合
計
出
生
率
は
︑
一
六
五
〇
年
の
六
・
五
か
ら
徐
々
に
低
下
し
︑

一
七
九
〇
年
に
は
三
・
〇
ま
で
落
ち
込
む
が
︑
そ
こ
か
ら
ゆ
っ
く
り
上
昇
し

一
九
二
〇
年
に
は
六
弱
へ
︑
そ
の
後
再
び
減
少
し
一
九
五
〇
年
に
は
四
程
度

と
な
る
こ
と
を
示
す
（fig. 1, p. 10

）︒
一
六
六
〇
年
か
ら
一
九
五
〇
年
ま
で
の

三
百
年
間
の
出
生
率
が
一
枚
の
図
に
納
め
ら
れ
︑
十
八
世
紀
末
が
底
で
︑

二
十
世
紀
初
頭
が
天
井
と
な
る
﹁
減
少
︱
増
加
︱
減
少
﹂
と
い
う
ゆ
る
や
か

な
波
が
描
か
れ
た
︒
そ
の
波
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
の
が
︑
間
引
き
で
あ

り
︑
十
八
世
紀
半
ば
に
は
︑
生
ま
れ
る
子
ど
も
の
三
〇
％
が
︑
十
八
世
紀
後

半
の
も
っ
と
も
多
い
と
き
で
は
四
〇
％
か
ら
五
〇
％
が
間
引
か
れ
た
と
推
計

し
て
い
る
（fig. 11 &

 12, pp. 114–115

）︒
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
驚
き
の

数
字
で
あ
る
︒

　
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
詳
細
に
つ
い
て
は
付
論
を
読
ん
で
も
情
報
が
完
全

で
は
な
く
︑
そ
の
妥
当
性
を
十
分
に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
近

代
の
死
産
統
計
に
つ
い
て
も
︑
資
料
自
体
が
ど
の
程
度
信
頼
で
き
る
の
か
︑

ど
の
よ
う
な
利
用
が
間
引
き
分
析
に
妥
当
な
の
か
︑
人
口
学
者
の
共
通
理
解

は
得
ら
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
本
書
の
分
析
手
法
や
資
料
批
判
は
必
ず

し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
︒
し
か
し
︑
徳
川
期
に
つ
い
て
は
五
五
〇
万
人
年

の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
︑
近
代
に
つ
い
て
は
大
量
の
死
産
統
計
を
用
い
た
今
ま

で
に
な
い
規
模
の
分
析
で
あ
る
︒
個
々
の
数
字
の
信
頼
性
に
つ
い
て
は
今
後

の
検
証
を
待
つ
と
し
て
も
︑
現
時
点
で
は
﹁
大
き
な
見
取
り
図
が
得
ら
れ
た
﹂

と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
勝
手
な
推
察
で
あ
る
が
︑
だ
れ
も
し
た
こ
と
の
な
い
﹁
大
胆
な
﹂
資
料
の

使
い
方
を
し
た
た
め
に
︑
著
者
自
身
も
︑
こ
こ
に
出
て
き
た
数
字
に
は
当
初

一
〇
〇
％
の
信
頼
を
持
ち
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
﹁
不
安
﹂
ゆ

え
に
︑
膨
大
な
量
の
文
献
探
索
︑
大
量
の
言
説
分
析
を
お
こ
な
い
︑
量
と
質

の
﹁
共
演
﹂
を
試
み
た
の
で
は
な
い
か
︒
蛸
壺
と
な
っ
て
久
し
い
現
代
の
学

術
環
境
の
な
か
︑
た
っ
た
一
人
で
﹁
学
際
的
﹂
研
究
を
や
り
き
っ
た
著
者
に

喝
采
を
送
り
た
い
︒

註（
1
）  

本
論
文
の
初
出
は
一
九
七
〇
年
代
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
一
部
改
変
さ
れ
た

一
九
九
二
年
の
文
献
を
使
っ
た
︒

（
2
）  

 

速
水
融
は
人
口
・
家
族
指
標
を
も
と
に
日
本
を
三
つ
の
地
域
に
分
類
す
る
︒﹁
東
北

型
﹂﹁
中
央
日
本
型
﹂﹁
西
南
日
本
型
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
用
い
る
﹁
中
央
日
本
﹂
は

こ
の
三
類
型
の
ひ
と
つ
を
指
す
︒
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　『
古
事
記
』
の
英
訳
と
い
え
ば
︑
バ
ジ
ル
・
H
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（B

asil H
. 

C
ham

berlain, trans., T
he K

ojiki: Records of A
ncient M

atter, 1883

）
と
ド
ナ
ル
ド
・

L
・
フ
ィ
リ
ッ
ピ
（D

onald L. Philippi, trans. K
ojiki, 1968

）
が
双
璧
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
前
者
は
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』

に
代
表
さ
れ
る
国
学
的
研
究
の
良
き
理
解
者
（
お
よ
び
良
き
批
判
者
）
と
し
て
︑

後
者
は
比
較
神
話
学
や
戦
後
の
『
古
事
記
』
研
究
の
良
き
理
解
者
と
し
て
︑

今
な
お
参
照
に
値
す
る
︒

　
し
か
し
︑『
古
事
記
』
研
究
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
を
画
期
と
し

て
大
き
く
展
開
し
た
︒
そ
れ
ま
で
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
等
の
古
代
の

文
献
に
見
ら
れ
る
神
話
・
歴
史
（
系
譜
や
物
語
）
の
原
型
が
い
か
な
る
も
の
で
︑

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
現
在
見
ら
れ
る
か
た
ち
に
発
展
・
成
立
し
た
か
を
問
う

こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
︑
西
郷
信
綱
氏
ら
が
端
緒
を
開
い

た
作
品
論
的
研
究
は
﹁
古
事
記
を
内
的
構
造
を
有
す
る
一
つ
の
作
品
と
し
て

取
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
根
源
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る（

1
）

﹂
も
の

で
あ
っ
た
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑『
古
事
記
』
全
体
を
貫
く
世
界
観
あ
る
い
は
論

理
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
︑
そ
の
論
理
の
も
と
で
神
話
や
歴
史
的
物

語
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
究
明
を
目
指
す
立
場

だ
と
い
え
よ
う
︒

　
八
〇
年
代
以
降
に
『
古
事
記
』
の
作
品
論
的
研
究
を
厳
密
に
推
し
進
め
た

の
が
神
野
志
隆
光
氏
で
あ
る
︒『
古
事
記
の
世
界
観
』（
吉
川
弘
文
館
）
を
は
じ

め
と
す
る
一
連
の
研
究
は
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
︑
作
品
論
的
理
解
と

い
う
立
脚
点
に
基
づ
い
て
『
古
事
記
』
全
体
を
読
み
通
し
た
新
編
日
本
古
典

書 

評ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ヘ
ル
ト
訳

『
古
事
記
』

G
ustav H

eldt, trans., T
he K

ojiki: A
n A

ccount of A
ncient M

atters.  
N

ew
 York: C

olum
bia U

niversity Press, 2014.

福
田
武
史
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文
学
全
集 『
古
事
記
』（
小
学
館
︒
山
口
佳
紀
氏
と
の
共
著
︒
以
下
︑ 

新
編
全
集
本
）

は
二
十
世
紀
末
に
お
け
る
そ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
︒『
古
事
記
』

成
立
以
前
や
『
古
事
記
』
の
外
側
に
あ
っ
た
﹁
口
承
﹂
の
世
界
を
想
像
す
る

こ
と
︑
あ
る
い
は
︑『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
別
の
神
話
・
歴
史
テ
ク
ス
ト
が
語

る
文
脈
を
持
ち
こ
ん
で
解
釈
す
る
こ
と
を
極
力
排
し
て
『
古
事
記
』
そ
の
も

の
の
理
解
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
︒
現
在
の
日
本
に
お
け
る
『
古
事
記
』
研

究
は
こ
の
新
編
全
集
本
を
出
発
点
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒

　
こ
の
た
び
の
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ヘ
ル
ト
氏
の
英
訳
本
は
そ
の
翻
訳
を
新
編

全
集
本
に
依
拠
し
た
（
序
文
：p. xxv

）
と
明
言
し
て
い
た
た
め
に
︑
本
書
が

フ
ィ
リ
ッ
ピ
訳
以
降
の
欠
を
補
い
︑
現
在
の
『
古
事
記
』
研
究
の
水
準
を
英

語
圏
の
読
者
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
期
待
し
て
い
た
︒
し
か

し
︑
実
際
に
は
そ
の
期
待
に
十
分
に
応
え
た
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
︒
理

由
は
明
確
で
あ
る
︒
注
釈
が
一
切
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

　
前
述
し
た
通
り
︑
作
品
論
的
研
究
と
い
う
の
は
︑
個
々
の
神
話
的
・
歴
史

的
物
語
が
『
古
事
記
』
全
体
の
世
界
観
・
論
理
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
全
体

が
部
分
に
遍
在
す
る
こ
と
を
片
時
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
﹂（
西
郷
信
綱
『
古

事
記
注
釈

（
2
）

』）
と
い
う
態
度
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
個
々
の
物
語
が
全
体
の

な
か
で
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
説
明
は
必
要
不
可
欠
な

も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
な
け
れ
ば
作
品
論
的
理
解
を
示
し
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
た
と
え
ば 『
古
事
記
』 

冒
頭
の ﹁
天
地
初
発
之
時
︑ 

於
高
天
原
成
神
名
︙
︙
﹂

の
部
分
を
本
書
は
︑“W

hen heaven and earth first appeared, the nam
es of 

the spirits w
ho cam

e about in the high plains of heaven are these:”

（p. 7

）

と
訳
す
︒﹁
発
﹂
を
﹁
現
わ
れ
た
﹂（appeared

）
と
す
る
の
は
新
編
全
集
本
の

理
解
に
も
と
づ
く
わ
け
だ
が
︑
こ
の
冒
頭
部
の
表
現
に
つ
い
て
新
編
全
集
本

は
頭
注
で
︑

﹁
天
地
初
発
之
時
﹂
と
い
う
書
き
出
し
は
︑『
記
』
序
文
や
『
書
紀
』
が

中
国
の
陰
陽
論
に
基
づ
い
て
天
地
の
始
ま
り
を
述
べ
る
の
と
は
異
な
る
︒

た
と
え
ば
︑『
書
紀
』
神
代
上
の
冒
頭
が
︑
混
沌
か
ら
陰
陽
分
れ
て
天
地

と
な
る
と
い
う
の
に
対
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
天
地
と
な
っ
た
か
に

は
触
れ
る
こ
と
な
く
︑
た
だ
︑
天
と
地
と
が
始
ま
っ
た
時
に
︑
と
だ
け

い
う
の
が
︑
こ
の
書
き
出
し
で
あ
る
︒
天
地
の
始
ま
り
そ
の
も
の
は
述

べ
ず
︑
そ
の
始
ま
り
の
時
に
高
天
原
に
神
々
が
現
れ
た
こ
と
か
ら
述
べ

る
の
で
あ
る（

3
）

︒

と
詳
細
に
述
べ
︑
ま
た
︑

﹁
初
発
﹂
は
天
地
と
し
て
始
り
動
き
だ
し
た
こ
と
を
い
う
︒
漢
籍
の
陰
陽

論
的
創
世
表
現
を
避
け
て
選
ば
れ
た
︒
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と
指
摘
す
る
︒
こ
の
こ
と
を
注
釈
も
な
く
こ
と
ば
を
英
語
に
置
き
換
え
た
だ

け
で
読
者
に
的
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
こ
の
よ
う
に
無
条
件
に
成
立
し
た
天
と
地
の
な
か
で
︑
天
に
神

が
誕
生
し
︑
地
は
﹁
多
陀
用
弊
流
﹂（
た
だ
よ
へ
る
）
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が

『
古
事
記
』
全
体
の
世
界
観
・
論
理
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
新
編
全
集
本
で

は
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
か
ら
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
至
る
神
が
出
現
し
︑

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
︑
こ
れ
ら
天
神
の
命
を
受
け
て
地
に
降
っ
て
︑

﹁
た
だ
よ
へ
る
﹂
だ
け
の
︑
つ
ま
り
世
界
以
前
の
状
態
の
そ
れ
を
世
界
と

し
て
作
り
上
げ
る
︒﹁
国
﹂（
地
上
世
界
）
の
側
は
︑
そ
の
内
部
か
ら
世
界

と
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
高
天
原
の
働

き
に
よ
っ
て
初
め
て
世
界
た
り
う
る
︒
そ
の
世
界
生
成
が
『
古
事
記
』

上
巻
の
主
題
な
の
で
あ
る
︒
高
天
原
の
神
の
出
現
に
つ
い
て
初
め
に
述

べ
る
こ
と
は
︑
天
の
世
界
を
語
る
た
め
で
は
な
く
︑
地
上
世
界
が
︑
高

天
原
の
も
と
に
成
り
立
つ
こ
と
︱
︱
天
の
世
界
・
高
天
原
が
成
り
立
た

せ
る
地
上
世
界
・
葦
原
中
国
︱
︱
を
語
る
た
め
な
の
で
あ
る（

4
）

︒

　
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
作
り
︑
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の

国
作
り
︑
そ
し
て
天
神
の
命
を
受
け
て
ニ
ニ
ギ
が
降
臨
し
て
地
上
世
界
の
主

と
な
る
と
い
う
一
連
の
物
語
が
︑
地
上
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
高
天
原
と
い

う
一
貫
し
た
論
理
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
（
注
釈
を
通
じ
て
そ
れ
を
確
認
し
て

い
く
）
わ
け
だ
が
︑
こ
の
解
説
が
読
者
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
翻
訳
を
新
編

全
集
本
に
依
拠
し
た
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
な
お
︑ 

本
書
に
注
釈
は
な
い
が
︑ 

そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
巻
末
に 

﹁
用

語
集
﹂（glossary

）
が
付
さ
れ
︑
普
通
名
詞
お
よ
び
固
有
名
詞
（
人
名
・
地
名
）

に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
も
不
十
分
な
も
の
が
目
に
つ
く
︒

た
と
え
ば
﹁
高
天
原
﹂（H

igh Plains of H
eaven

）
に
つ
い
て
は
﹁
大
和
王
朝
の

先
祖
の
神
々
が
住
ん
で
い
た
空
の
国
︒
そ
の
広
大
な
空
間
は
中
央
ア
ジ
ア
の

ト
ル
コ
系
文
化
に
元
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
﹂（T

he land in the sky w
here the 

Yam
ato dynasty ’s ancestral spirits resided. Its vast open spaces possibly harken back 

to the Turkish cultures of C
entral A

sia.

）（p. 251 （
5
）

）
と
解
説
す
る
が
︑
上
述
し
た

よ
う
な
高
天
原
と
地
上
世
界
の
関
係
性
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
大
き
な
問
題

が
あ
り
︑
ト
ル
コ
文
化
云
々
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
ら
ず
も
が
な
だ
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
︒

　
ま
た
︑『
古
事
記
』
の
﹁
黄
泉
国
﹂
をthe U

nderw
orld

（
地
下
）
と
訳
す
の

は
新
編
全
集
本
か
ら
す
れ
ば
明
白
な
誤
訳
で
あ
り
︑
用
語
集
の
解
説
で
﹁『
根

之
堅
州
国
』
と
も
呼
ば
れ
る
﹂（A

lso called “the land that lies beneath the hard 

earth ’s roots ” (ne-no-kata-su-kuni) . . .

）（p. 268

）
と
す
る
の
は
新
編
全
集
本
の

解
釈
と
は
全
く
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
新
編
全
集
本
は

﹁
な
お
︑
黄
泉
国
の
在
り
か
に
つ
い
て
︑
地
下
と
す
る
説
が
有
力
だ
が
︑
そ
の

よ
う
な
徴
証
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
葦
原
中
国
と
同
じ
地
上
の
側
の
世
界
で
あ
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り
︑
そ
の
世
界
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
葦
原
中
国
は
成
り
立
つ（

6
）

﹂
と
し
︑

イ
ザ
ナ
キ
が
﹁
黄
泉
比
良
坂
之
坂
本
﹂
に
至
っ
た
場
面
の
頭
注
で
﹁『
ひ
ら

坂
』
を
下
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を
い
う
の
で
あ
り
︑
黄
泉
国
が
地
下
に
あ
る
と

は
い
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
葦
原
中
国
は
坂
を
下
っ
た
こ
ち
ら
に
︑

黄
泉
国
は
坂
の
向
こ
う
に
あ
る
の
で
あ
り
︑
同
じ
地
上
の
世
界
と
受
け
取
ら

れ
る（

7
）

﹂
と
指
摘
し
︑
黄
泉
国
を
地
下
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
︒

　
従
来
︑
黄
泉
国
を
地
下
と
す
る
こ
と
で
︑
天
上
・
地
上
・
地
下
と
い
う
︑

世
界
各
地
の
神
話
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
三
層
構
造
の
世
界
を
『
古
事
記
』

も
ま
た
語
っ
て
い
る
と
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
︑
神
野
志
氏
は
先
に
見

た
よ
う
に
︑
天
と
地
と
い
う
二
層
（
二
元
）
構
造
の
世
界
だ
と
捉
え
る
わ
け

で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
れ
は
単
に
部
分
的
な
文
脈
の
理
解
が
異
な
る
と
い
う

こ
と
で
済
む
問
題
で
は
な
く
︑
世
界
観
と
い
う
『
古
事
記
』
全
体
の
理
解
に

か
か
わ
る
問
題
な
の
で
あ
っ
た
︒
新
編
全
集
本
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
当
然

の
こ
と
な
が
ら
﹁
根
之
堅
州
国
﹂
も
地
下
で
は
あ
り
え
な
い
（﹁『
堅
州
』
は
表

記
通
り
堅
い
州
（
中
州
）
と
い
う
意
︒「
根
」
を
地
下
の
意
と
す
る
説
に
は
従
い
が

た
い
︒
地
下
だ
と
す
る
と
州
の
説
明
が
つ
か
な
い

（
8
）

﹂）︒
そ
も
そ
も
︑
新
編
全
集
本

は
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
は
﹁
世
界
と
し
て
の
呼
称
が
違
う
の
で
あ
り
︑
そ

れ
は
別
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る（

9
）

﹂
と
し
て
︑
同
一
の
世
界
だ
と
は

認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

　
た
し
か
に
︑
本
書
の
序
文
で
は
︑﹁
特
に
難
解
な
箇
所
が
投
げ
か
け
る
疑
問

点
﹂
に
つ
い
て
は
︑『
時
代
別
国
語
大
辞
典 

上
代
編
』︑
尾
畑
喜
一
郎
編
『
古

事
記
事
典
』︑
荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
校
注
訳
『
古
事
記 

上
代
歌
謡
』︑
そ
し

て
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
等
を
参
照
し
た
と
断
っ
て
は
い
る
（p. xxv

）︒

新
編
全
集
本
が
示
し
た
文
脈
理
解
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
り
う
る
︒
し
か
し
︑

テ
ク
ス
ト
の
根
幹
に
か
か
わ
る
部
分
に
関
し
て
何
も
言
明
せ
ず
に
解
釈
を
変

更
し
て
訳
す
の
は
学
問
的
に
真
摯
な
態
度
と
は
い
え
ず
︑
無
用
の
混
乱
と
誤

解
を
招
く
で
あ
ろ
う
︒
実
は
︑
ほ
か
に
も
新
編
全
集
本
の
提
示
し
た
有
力
な

解
釈
を
採
用
し
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
が
（
た
と
え
ば
︑
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子

と
の
歌
の
や
り
と
り
の
場
面
な
ど
）︑
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
一
つ
を
と
り
あ
げ
る

こ
と
は
し
な
い
︒
新
編
全
集
本
と
常
に
読
み
比
べ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
本

書
の
読
者
に
注
意
し
て
お
く
︒

註（
1
）  

西
郷
信
綱
﹁
古
事
記
研
究
史
の
反
省
︱
︱
一
つ
の
報
告
﹂（『
古
事
記
研
究
』
未
来
社
︑

一
九
七
三
年
︒
初
出
︑
一
九
六
六
年
）︑
二
八
六
頁
︒

（
2
）  

『
古
事
記
注
釈 

第
一
巻
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
︒
初
刊
︑

一
九
七
五
年
）︑
二
七
頁
︒

（
3
）  

『
古
事
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
）︑
二
八
頁
︒

（
4
）  

同
書
︑
四
一
〇
頁
︒

（
5
）  

日
本
語
訳
は
評
者
に
よ
る
︒
ち
な
み
に
︑本
書
は
﹁
高
天
原
﹂
を “Taka-m

a-ga-hara ” 
と
よ
む
が
︑『
古
事
記
』
の
訓
注
に
即
せ
ば
﹁
た
か
あ
ま
の
は
ら
﹂
と
よ
む
の
が
正
し
い
︒

（
6
）  
前
掲
『
古
事
記
』︑
四
四
頁
︒

（
7
）  

同
書
︑
四
六
頁
︒

（
8
）  

同
書
︑
五
五
頁
︒

（
9
）  

同
書
︑
五
四
頁
︒



『日本研究』 No. 56（2017）　230

　
美
術
作
品
が
政
治
的
身
振
り
で
あ
る
と
き
︑
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

書
く
べ
き
か
︒
美
術
家
の
手
法
や
技
術
を
用
い
て
演
じ
ら
れ
る
政
治
的
行
為

に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
書
く
べ
き
か
︒
本
書
は
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
し
︑

長
年
に
わ
た
る
入
念
な
調
査
を
も
と
に
︑
刺
激
的
な
新
し
い
研
究
の
あ
り
方

を
提
案
す
る
︒

　
こ
こ
数
年
︑
と
り
わ
け
北
米
に
お
い
て
進
ん
で
い
る
日
本
現
代
美
術
の
研

究
者
の
論
考
に
は
︑ 

ブ
ル
ー
ス
・
ベ
ヤ
ー
ド
︑ 

ミ
リ
ア
ム
・
サ
ー
ス
︑ 

古
畑
百

合
子
︑ 

富
井
玲
子
に
よ
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
︑ 

ま
た
︑ 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
︑

グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
美
術
館
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）︑
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
美
術
館
の
展

覧
会
カ
タ
ロ
グ
や
関
連
出
版
物
な
ど
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
書
は
タ
イ
ト
ル

に
﹁
ア
ー
ト
﹂
と
あ
る
も
の
の
︑
そ
れ
を
単
純
に
﹁
美
術
史
﹂
と
解
釈
す
る

と
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
︒
本
書
は
︑ 

美
術
史
の
書
で
あ
る
と
同
時
に
︑ 

政
治

革
命
と
文
化
史
の
考
察
で
も
あ
る
か
ら
だ
︒
取
り
扱
う
課
題
が
多
岐
に
わ
た

る
分
︑
芸
術
の
通
史
は
対
象
外
で
あ
り
︑
美
術
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
本

書
の
視
野
は
ル
ー
ツ
が
絵
画
︑
彫
刻
︑
音
楽
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
前
衛
芸
術
︑

す
な
わ
ち
︑
の
ち
に
﹁
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ア
ー
ト
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
映
画
︑
舞
踊
︑
演
劇
︑
写
真
な
ど

も
本
書
で
は
分
析
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
主
題
の
︿radical 

avant-garde

﹀
は
年
代
順
の
美
術
史
の
な
か
の
出
来
事
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
い
︒

こ
の
た
め
︑
一
九
六
〇
年
代
日
本
の
美
術
史
全
般
の
知
識
を
求
め
て
こ
の
本

を
参
照
し
た
読
者
が
︑
物
足
り
な
い
と
感
じ
た
と
し
て
も
当
然
な
の
で
あ
る
︒

　
だ
が
︑
精
選
さ
れ
た
前
衛
の
物
語
を
描
く
こ
と
で
一
九
六
〇
年
代
日
本
の

書 

評ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ロ
ッ
テ
ィ

『
貨
幣
、
電
車
、
ギ
ロ
チ
ン
―
―
一
九
六
〇
年
代
日
本
の
芸
術
と
革
命
』

W
illiam

 M
arotti, M

oney, Trains, and G
uillotines: A

rt and Revolution in 1960s Japan.  
D

urham
: D

uke U
niversity Press, 2013.

金
田
美
紀
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美
術
活
動
を
再
考
す
る
姿
勢
は
︑
本
書
の
著
し
い
特
色
と
言
え
る
︒
文
化

史
・
歴
史
学
の
専
門
家
と
し
て
分
析
す
る
マ
ロ
ッ
テ
ィ
の
議
論
は
︑
一
般
的

な
﹁
ア
ー
ト
﹂
と
い
う
枠
組
み
が
︑
本
書
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
る
諸
実
践
の

革
命
的
性
質
を
論
ず
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
な
ぜ
な

ら
︑
完
成
し
た
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
を
主
な
対
象
と
す
る
既
存
の
美
術
史
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
美
術
と
社
会
的
プ
ラ
ク
シ
ス
の
強
く
結
ば
れ
た
関
係
を
分

析
す
る
に
は
︑
根
本
的
に
不
向
き
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
著
者
は
︑

前
衛
芸
術
家
の
赤
瀬
川
原
平
の
活
動
を
は
じ
め
︑
実
践
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
や
政
治
的
行
為
を
中
核
と
す
る
芸
術
の
分
析
を
通
し
て
︑﹁
テ
ク
ス
ト
﹂
や

﹁
作
品
﹂
を
研
究
の
原
理
的
対
象
と
す
る
問
題
意
識
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
︑

歴
史
学
を
軸
と
し
た
美
術
の
物
語
を
紹
介
す
る
︒

　
本
書
は
︑
戦
前
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
芸
術
活
動
と
戦
後
民
主
主
義
︑

天
皇
制
︑
メ
デ
ィ
ア
を
軸
と
し
た
社
会
運
動
や
言
論
活
動
と
の
つ
な
が
り
を

紹
介
し
︑
一
九
六
〇
年
代
の
前
衛
派
が
過
去
の
歴
史
の
動
き
に
根
付
い
て
い

る
と
同
時
に
︑
そ
れ
が
六
〇
年
代
の
革
命
的
な
政
治
思
想
や
活
動
の
源
と

な
っ
た
様
子
が
描
か
れ
る
︒
歴
史
学
的
に
は
﹁
評
価
の
低
か
っ
た
一
九
六
〇

年
代
日
本
の
前
衛
派
を
︑
そ
の
時
代
の
も
っ
と
も
予
見
的
で
強
力
な
批
判
の

声
と
し
て
暴
き
出
す
こ
と
で
︑（
狭
義
の
）
文
化
と
政
治
を
分
け
隔
て
よ
う
と

す
る
視
点
に
反
し
て
﹂（p. 315

）
マ
ロ
ッ
テ
ィ
は
議
論
を
進
め
る
︒

　
加
え
て
︑
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
芸
術
作
品
の
背
景
の
み
で
は
な
く
︑

作
品
を
構
成
す
る
重
大
な
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
︑
作
品
は
作
家
の
政
治
的

意
図
を
﹁
反
映
﹂
す
る
の
み
で
な
く
︑
直
接
的
な
政
治
行
動
そ
の
も
の
で
あ

る
と
す
る
︒﹁
芸
術
﹂
概
念
の
考
察
は
単
な
る
美
学
的
理
論
上
の
問
題
を
超
え
︑

そ
の
定
義
の
重
大
性
は
芸
術
家
の
生
活
︑
そ
し
て
芸
術
家
お
よ
び
一
般
市
民

の
政
治
参
加
の
権
利
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
と
す
る
︒
著
者
は
︑
赤
瀬
川
原

平
が
千
円
札
を
拡
大
印
刷
し
た
り
︑
手
描
き
で
複
製
し
た
り
し
た
作
品
を
公

表
し
た
後
︑
予
期
せ
ぬ
通
貨
及
証
券
模
造
取
締
法
違
反
に
問
わ
れ
裁
判
と

な
っ
た
事
件
を
例
に
挙
げ
︑﹁
赤
瀬
川
の
活
動
を
︿
美
術
﹀
と
い
う
既
存
の
社

会
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
強
引
に
隔
離
す
る
こ
と
は
︑
芸
術
活
動
の
革
命
的
な

可
能
性
を
狭
め
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
（p. 75

）︒

　
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
貨
幣
︑
電
車
︑
ギ
ロ
チ
ン
と
い
う
挑
発
的
な
言
葉
は
︑

い
ず
れ
も
本
書
で
検
討
さ
れ
る
重
要
な
芸
術
作
品
に
由
来
す
る
︒﹁
貨
幣
﹂
は

一
九
六
四
年
か
ら
一
九
六
九
年
の
間
︑
赤
瀬
川
原
平
を
心
身
と
も
に
疲
弊
さ

せ
た
長
年
の
裁
判
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
千
円
札
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
作

品
群
を
示
す
︒﹁
電
車
﹂
は
中
西
夏
之
︑
高
松
次
郎
︑
川か
わ

仁に

宏
ら
に
よ
っ
て
実

行
さ
れ
た
︑
通
勤
電
車
の
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
空
間
に
芸
術
行
為
を
突
入
さ

せ
た
﹁
山
手
線
円
環
行
動
﹂
を
指
す
︒﹁
ギ
ロ
チ
ン
﹂
は
︑
皇
居
前
に
巨
大
な

ギ
ロ
チ
ン
を
立
て
る
こ
と
で
戦
後
も
な
お
続
く
天
皇
制
に
抗
議
す
る
美
術
家
・

評
論
家
の
今
泉
文
章
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
プ
ラ
ン
を
指
す
︒
な
お
︑

こ
れ
は
計
画
と
し
て
は
公
表
さ
れ
た
が
︑
出
来
事
と
し
て
の
実
現
に
は
及
ば

な
い
試
み
の
ま
ま
終
わ
っ
た
︒

　
本
書
は
三
部
に
分
け
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
短
い
序
章
に
続
い
て
二
︑ 

三
章
の
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構
成
と
な
っ
て
い
る
︒

　
第
一
部
は
赤
瀬
川
原
平
の
千
円
札
を
モ
デ
ル
に
し
た
印
刷
物
と
そ
の
公
表

が
巻
き
起
こ
し
た
︑
カ
フ
カ
の
物
語
の
よ
う
な
裁
判
を
検
討
し
て
い
る
︒
そ

こ
で
は
︑
芸
術
行
為
と
猥
褻
の
境
界
線
が
い
か
に
し
て
日
常
の
現
状
を
覆
す

犯
罪
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
経
緯
や
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
﹁
ポ
リ
ス
﹂（la police

）
と
政
治
（la politique

）
の
対
立
図

式
と
戦
後
社
会
に
お
け
る
天
皇
制
の
関
係
な
ど
︑
複
数
の
関
連
し
た
問
題
が

歴
史
学
と
理
論
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
理
論
を

採
用
す
る
こ
と
で
︑
赤
瀬
川
ら
の
仕
事
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
美
学
の
政
治
学
︑

そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
︑
国
家
を
超
え
た
言
論
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
︒
こ
こ

で
紹
介
さ
れ
る
赤
瀬
川
の
活
動
と
日
本
の
法
シ
ス
テ
ム
と
の
対
立
が
や
が
て

大
規
模
な
芸
術
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
と
発
展
す
る
様
子
は
︑
本
書
の
三
部
を
ま

と
め
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒

　
第
二
部
で
は
︑
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
六
三
年
の
間
に
開
催
さ
れ
た
読
売

新
聞
社
主
催
の
無
審
査
・
無
償
・
自
由
出
品
制
の
展
覧
会
﹁
読
売
ア
ン
デ
パ

ン
ダ
ン
展
﹂
が
紹
介
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
読
売
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
が
芸

術
の
革
命
的
要
素
を
追
求
す
る
美
術
家
の
溜
ま
り
場
と
な
っ
た
様
子
が
描
か

れ
る
︒
第
二
部
前
半
は
読
売
新
聞
社
の
社
史
を
紹
介
し
︑
前
衛
芸
術
を
支
え

る
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
の
声
と
し
て
の
新
し
い
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
築
き
︑
新
聞
社
の
威
信
を
高
め
る
こ
と
を
狙
っ
た
政
治

的
機
会
で
も
あ
っ
た
と
記
述
す
る
︒
二
部
後
半
で
は
︑
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展

に
出
品
さ
れ
た
作
品
が
検
討
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
風か
ざ
く
ら倉
匠し
ょ
う︑
中
西
夏
之
︑

刀
根
康
尚
︑
ま
た
前
衛
芸
術
集
団
﹁
ゼ
ロ
次
元
﹂
の
メ
ン
バ
ー
ら
が
芸
術
行

為
を
通
し
て
日
常
の
中
に
隠
さ
れ
た
抑
圧
を
明
る
み
に
出
し
︑
無
意
識
な
日

常
の
慣
例
を
根
本
的
に
異
化
す
る
こ
と
で
︑
政
治
転
換
の
場
面
を
創
作
し
た

と
論
じ
ら
れ
る
︒

　
第
三
部
で
は
︑
赤
瀬
川
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
芸
術
と
革
命
の
言
説
が

検
討
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
再
び
赤
瀬
川
の
裁
判
が
︑
日
常
と
現
実
と
前
衛

美
術
の
関
係
を
分
析
す
る
際
の
中
心
と
な
る
︒
高
松
次
郎
や
中
西
夏
之
ら
が

﹁
現
実
の
秩
序
の
状
況
﹂
を
問
い
た
だ
す
に
あ
た
っ
て
︑
赤
瀬
川
の
﹁
資
本
主

義
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
論
と
提
携
し
た
点
に
︑
と
り
わ
け
照
準
が
合
わ
せ
ら
れ
る
︒

﹁
通
貨
﹂
を
同
時
に
﹁
も
の
﹂
と
し
て
扱
っ
た
赤
瀬
川
の
理
論
は
︑
国
家
が
犯

罪
と
芸
術
と
通
貨
の
境
界
を
警
備
（police)

し
︑
ま
た
︑﹁
芸
術
﹂
や
﹁
通
貨
﹂

の
一
般
的
な
解
釈
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
平
穏
な
日
常
生
活
の
空
間

と
事
物
ま
で
を
も
統
制
す
る
あ
り
さ
ま
を
明
か
す
︒

　
こ
の
ほ
か
︑
注
記
し
て
お
き
た
い
本
書
の
特
徴
に
図
版
と
年
表
が
あ
る
︒

一
二
五
点
に
達
す
る
図
版
の
う
ち
︑
一
九
点
は
美
し
い
カ
ラ
ー
図
版
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
本
文
を
補
足
し
︑
読
者
に
と
っ
て
大
変
参
考
に
な
る
︒
さ
ら
に
年

表
は
︑
歴
史
的
に
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
お
よ
び
本
書
の
テ
ー
マ
と
関
連
す
る
法

制
史
上
の
出
来
事
︑
ま
た
同
時
代
の
現
代
美
術
の
発
展
を
並
べ
て
表
記
す
る
︒

こ
の
年
表
を
本
文
の
前
に
挿
入
す
る
こ
と
で
︑
本
文
中
の
通
史
の
解
説
は
抑

え
ら
れ
︑
効
果
的
に
特
定
の
イ
ベ
ン
ト
と
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
に
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な
っ
て
い
る
︒

　
本
書
に
は
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
名
前
が
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
が
︑

こ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
の
美
術
界
の
事
情
で
も
あ
る
︒
現
在
で
こ
そ
オ
ノ
・

ヨ
ー
コ
︑
草
間
彌や
よ
い生
︑
久
保
田
茂
子
︑
塩
見
允み

え

こ
枝
子
な
ど
︑
一
九
六
〇
年
代

以
降
に
成
果
を
残
し
た
前
衛
芸
術
家
と
し
て
注
目
を
浴
び
る
女
性
美
術
家
が

数
名
い
る
が
︑
本
書
が
扱
う
赤
瀬
川
ら
の
前
衛
派
の
集
団
に
女
性
の
中
心
メ

ン
バ
ー
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
作
品
の

素
材
と
し
て
︑
女
性
の
身
体
は
十
分
に
登
場
す
る
︒
そ
こ
で
︑
日
常
の
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
に
対
す
る
マ
ロ
ッ
テ
ィ
の
卓
越
し
た
議
論
は
︑
国
家
権
力
の
発
動

の
場
で
あ
る
日
常
が
︑
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
か
を
考

察
に
加
え
る
こ
と
で
︑
さ
ら
に
有
意
義
な
討
議
と
な
っ
た
よ
う
に
思
う
︒
本

書
が
検
討
す
る
作
品
の
う
ち
︑
肉
体
が
中
核
と
な
る
も
の
で
は
︑
赤
瀬
川
に

よ
る
︑
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
内
に
あ
る
身
体
の
不
気
味
さ
を
熟
考
す
る
﹁
あ

い
ま
い
な
海
﹂
シ
リ
ー
ズ
や
︑
肉
体
を
連
想
さ
せ
る
オ
ブ
ジ
ェ
﹁
ヴ
ァ
ギ
ナ

の
シ
ー
ツ
（
二
番
目
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
）﹂︑
ま
た
男
性
器
の
増
殖
が
モ
チ
ー
フ

と
し
て
現
れ
る
工
藤
哲
巳
の
い
く
つ
か
の
作
品
や
︑
糸
井
貫
二
の
︑
裸
体
が

日
常
空
間
に
剝
き
だ
さ
れ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の

作
品
で
は
︑
身
体
が
芸
術
と
権
力
の
闘
争
の
現
場
を
象
徴
す
る
︒
し
か
し
一

方
︑
風
倉
匠
や
糸
井
貫
二
の
挑
戦
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
︑
工
藤
哲
巳
の
体

や
分
離
し
た
男
根
の
群
れ
と
し
て
現
れ
る
男
性
作
家
の
肉
体
性
は
︑
自
由
に

意
味
や
形
を
選
択
し
︑
変
形
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒
他
方
︑
女
性
の
身

体
は
主
と
し
て
︑（
男
性
）
作
家
の
幻
想
や
社
会
へ
の
不
満
を
投
げ
出
す
対
象

と
な
り
︑
受
動
的
か
つ
（
男
性
か
ら
見
て
）
他
者
の
身
体
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
土
台
に
過
ぎ
な
い
あ
り
様
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
今
後
の
研
究
者
に
引

き
続
き
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
︒

　
本
書
は
標
準
化
さ
れ
た
芸
術
︑
政
治
︑
そ
し
て
日
常
の
概
念
の
境
界
を
問

い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
政
治
と
芸
術
を
同
時
に
考
察
す
る
た
め
の
モ
デ
ル

を
提
供
す
る
重
要
な
研
究
で
あ
る
︒
こ
こ
数
年
増
え
続
け
る
戦
後
日
本
の
前

衛
美
術
を
め
ぐ
る
研
究
文
献
の
な
か
で
も
必
読
の
一
冊
で
あ
ろ
う
︒
作
品
の

入
念
な
分
析
と
そ
の
美
術
史
お
よ
び
戦
後
文
化
史
に
お
け
る
重
要
性
の
検
討

が
綿
密
で
あ
る
た
め
︑
時
に
は
専
門
家
以
外
に
は
理
解
す
る
の
が
困
難
と
感

じ
る
箇
所
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
著
者
の
明
快
な
説
明
に
よ
っ
て
︑

一
般
読
者
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
論
考
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
美
術
史
︑

文
化
史
︑
社
会
政
治
︑
戦
後
日
本
の
文
化
史
と
美
術
史
の
研
究
者
の
他
に
︑

ビ
ジ
ュ
ア
ル
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
︑
映
画
研
究
︑
そ
し
て
音
楽
︑
舞
踏
︑
演
劇

の
舞
台
芸
術
に
興
味
の
あ
る
学
者
も
含
め
︑
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
歓
迎
さ

れ
る
論
考
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
歴
史
学
と
し
て
は
︑
一
九
六
〇
年
代
の
芸
術

活
動
と
政
治
活
動
が
日
常
生
活
の
リ
ズ
ム
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
︑
当
時
の
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
左
翼
言
説
と
結
び
つ
け
て
検
討
す
る
本
書
の
姿
勢
は
︑

今
後
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
参
考
と
な
る
は
ず
だ
︒

　
　
＊ 

本
稿
はM

onum
enta N

ipponica 70, no.1

（2015

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ

ク
ス
ト
の
翻
訳
で
あ
る
︒
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社
会
︑
文
化
︑
宗
教
︑
政
治
︑
文
学
の
複
雑
な
モ
ザ
イ
ク
の
入
り
組
む
日

本
を
対
象
に
︑
歴
史
的
な
広
が
り
や
豊
か
な
奥
行
き
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な

く
︑
こ
の
国
の
キ
リ
ス
ト
教
を
概
観
で
き
る
入
門
書
を
︑
と
り
わ
け
英
語
で

書
く
こ
と
が
︑
ど
う
し
た
ら
可
能
だ
ろ
う
か
︒
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
明

示
的
あ
る
い
は
暗
示
的
に
︑
そ
う
し
た
本
が
書
け
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
よ
う

な
概
説
書
が
学
術
的
信
頼
性
と
誠
実
さ
を
も
っ
て
︑﹁
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
﹂
の
み

な
ら
ず
外
部
研
究
者
の
興
味
に
も
訴
え
る
こ
と
が
︑
ど
う
す
れ
ば
可
能
だ
ろ

う
か
︒
全
四
巻
か
ら
な
る
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を

め
ぐ
る
こ
う
し
た
重
要
問
題
や
疑
問
に
説
得
力
を
も
っ
て
答
え
て
く
れ
る
︒

統
括
編
集
者
の
マ
ー
ク
・
R
・
マ
リ
ン
ズ
教
授
は
現
在
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
︑

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
の
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
で
あ
る
︒
教
授
は
自
身
が

﹁
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
﹂
の
狭
間
に
生
き
た
経
験
を
通
じ
て
︑

ま
た
︑
こ
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
テ
ー
マ
を
﹁
聖
典
や
教
会
制
度
を

超
え
た
多
次
元
的
な
現
象
﹂（p. 3

　
以
下
︑
全
巻
通
し
た
頁
番
号
で
示
す
）
と

と
ら
え
て
︑
こ
の
編
纂
事
業
に
取
り
組
ん
だ
︒
本
作
に
と
り
か
か
る
以
前
︑

教
授
は
四
国
学
院
大
学
︑
明
治
学
院
大
学
︑
上
智
大
学
で
教
え
た
ほ
か
︑
上

智
大
学
が
発
行
す
る
英
語
の
日
本
研
究
専
門
誌
『
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
・
ニ
ッ
ポ

ニ
カ
（M

onum
enta N

ipponica

）』
の
編
集
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
︒

　
四
巻
に
わ
た
る
こ
の
膨
大
な
仕
事
の
特
徴
を
語
る
一
つ
の
方
法
は
︑
こ
れ

を
十
六
世
紀
︑
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
の
鹿
児
島
上
陸
と
と
も
に
始

ま
っ
た
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
交
わ
さ
れ
る
歴
史
の
会
話
︑
今
な
お

続
き
︑
こ
れ
か
ら
も
続
く
で
あ
ろ
う
会
話
と
と
ら
え
る
こ
と
だ
︒
こ
の
会
話

書 

評マ
ー
ク
・
R
・
マ
リ
ン
ズ
編

『
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
―
―
解
釈
・
分
析
・
批
判
論
集
』

M
ark R

. M
ullins, ed., C

ritical Readings on C
hristianity in Japan, 4 vols. 

Leiden: B
rill, 2015.

松
岡
史
孝
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は
豊
か
に
し
て
複
雑
︑
時
と
し
て
異
論
や
矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
も
︑
個
々
人

の
営
為
︑
努
力
を
超
え
て
共
有
さ
れ
る
一
筋
の
糸
の
存
在
を
物
語
っ
て
く
れ

る
︒
読
者
が
単
に
受
動
的
な
見
物
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
能
動
的
な
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
こ
の
会
話
に
加
わ
る
な
ら
ば
︑
い
ま
だ
完
結
に
至
ら
ぬ
色
鮮

や
か
な
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
織
り
上
げ
る
作
業
に
貢
献
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
の

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
こ
と
を
良
く
知
る
読
者
は
︑
本
作
を
通
じ
て
日
本
の
キ
リ

ス
ト
教
に
関
す
る
視
野
を
さ
ら
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑

良
く
知
る
が
ゆ
え
に
と
も
す
れ
ば
陥
り
が
ち
な
視
野
狭
窄
の
限
界
を
打
ち
破

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
外
部
者
と
し
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
史
を
研
究

し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
︑
体
感
と
し
て
馴
染
み
な
が
ら
も
︑
は
っ
き

り
特
定
で
き
な
い
暗
黙
の
了
解
じ
み
た
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
対
し
て
︑

本
作
は
違
和
感
を
も
っ
て
立
ち
は
だ
か
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
い
ず
れ
で

あ
っ
て
も
︑
本
作
は
生
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
の
刺
激

的
な
入
門
書
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　
本
作
は
最
近
の
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
︑
ま
ず
近
世
日
本
の
キ
リ
ス

ト
教
を
時
系
列
的
に
追
い
︑
次
い
で
大
日
本
帝
国
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
を
扱

う
︒
第
三
巻
と
第
四
巻
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
近
代
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
的
︑

社
会
的
諸
相
﹂︑﹁
戦
後
期
お
よ
び
現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
﹂
と
︑
テ
ー
マ

が
絞
ら
れ
る
︒
構
成
は
概
ね
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
進
展
に
沿
っ
て
は
い
る

も
の
の
︑
解
釈
に
関
わ
る
叙
述
が
論
文
ご
と
に
相
互
関
連
し
な
が
ら
全
巻
い

た
る
と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
関
心

事
に
従
っ
て
︑
あ
ち
こ
ち
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
テ
ー
マ
︑
解
釈
︑
洞
察
を
ク

ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
よ
い
︒
例
え
ば
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
世
紀
﹂
と
題
さ
れ

た
セ
ク
シ
ョ
ン
（
第
一
巻
）
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
︒

⃝ 

キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
当
時
の
複
雑
な
歴
史
環
境
︑
と
り

わ
け
国
家
建
設
の
政
治
学
に
対
す
る
仏
教
の
役
割
︑
国
際
情
勢
の
知
識
︑

通
商
な
ど
︒
キ
リ
ス
ト
教
史
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
絡
み
あ
う
こ
れ
ら
の

要
素
は
︑
新
し
い
国
家
の
出
現
に
つ
い
て
の
考
察
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

必
要
が
あ
る
︒

⃝ 

キ
リ
ス
ト
教
の
導
入
と
日
本
の
国
際
化
は
相
関
し
て
い
る
︒

⃝ 

日
本
の
社
会
や
文
化
を
﹁
泥
沼
﹂
に
な
ぞ
ら
え
た
遠
藤
周
作
へ
の
反
論

は
重
要
︒

⃝ ﹁
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
﹂
は
﹁
敬
虔
な
﹂
信
徒
集
団
で
あ
る
と
い
う
︑
一
般

に
膾か
い

炙し
ゃ

し
た
従
来
の
定
説
に
論
駁
す
る
こ
と
で
︑
文
脈
に
即
し
た
解
釈

が
可
能
で
あ
る
︒

⃝ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
宣
教
活
動
の
底
流
に
あ
る
人
種
主
義
的
︑
植
民

地
主
義
的
意
味
合
い
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
導
入
と
布
教
に
対
し
て
日
本

政
府
が
と
っ
た
人
種
主
義
的
で
強
圧
的
な
対
応
と
併
置
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
︒

こ
う
し
た
問
題
を
︑﹁「
隠
れ
」
共
同
体
の
組
織
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
の
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関
係
﹂（p. 48

）
や
﹁
土
着
化
（
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
と
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
は
ざ
ま
で
︱
︱
現
代
の
日
本
社
会
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教

の
状
況
﹂（p. 49

）
な
ど
の
論
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑﹁
隠
れ
キ
リ
シ
タ

ン
﹂
と
い
う
も
の
が
非
常
に
理
解
し
や
す
く
な
る
︒
と
く
に
重
要
な
の
は
︑

﹁︹
現
代
の
﹁
隠
れ
﹂
共
同
体
内
で
︺
洗
礼
が
生
き
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑「
隠

れ
」
信
仰
の
少
な
く
と
も
一
面
は
︑
祖
先
た
ち
が
行
な
っ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ

ク
の
秘
蹟
か
ら
直
接
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
﹂

（pp. 1170–71

）
が
︑﹁
そ
の
洗
礼
の
伝
統
は
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
入
信
で
は
な
く
︑

「
隠
れ
」
信
仰
へ
の
入
信
の
印
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂（p. 1171

）
と

い
う
考
察
だ
︒
こ
れ
ぞ
ま
さ
に
﹁
土
着
化
﹂
で
は
な
い
か
︒

　
同
様
の
考
え
方
か
ら
︑
こ
の
大
作
の
一
つ
一
つ
の
論
文
の
持
つ
重
み
と
深

み
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
関
連
す
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
他
の
論
文
に

立
ち
戻
り
︑
多
元
的
に
認
識
す
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
︒
例
え
ば
第
三
巻
第

六
部
の
﹁
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
国
家
﹂
お
よ
び
第

七
部
﹁
占
領
期
の
展
開
﹂
所
収
の
諸
論
文
を
読
む
と
き
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
と
日

本
の
伝
統
と
の
出
会
い
や
︑
大
日
本
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
を
扱
っ
た
既
出
部

分
を
読
み
返
し
て
み
る
と
︑
理
解
は
大
い
に
進
む
だ
ろ
う
︒﹁
暗
い
谷
間
の
彼

方
に
︱
︱
一
九
三
九
年
の
宗
教
団
体
法
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
側
の
反
応
を

再
解
釈
す
る
﹂
の
著
者
は
︑﹁
キ
リ
ス
ト
教
側
は
す
で
に
︑
こ
の
国
で

一
九
三
〇
年
代
初
め
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
政
治
的
変
化
と
︑
大
幅
に
折
り
合

う
つ
も
り
で
い
た
﹂（p. 953

）
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
論
文
を
第
一
巻
所
収

の
も
う
一
つ
の
論
文
﹁
信
仰
を
守
る
︱
︱
幕
藩
体
制
に
よ
る
十
七
世
紀
日
本

の
宗
教
政
策
﹂
と
読
み
比
べ
て
︑
よ
り
大
き
な
歴
史
的
文
脈
に
位
置
づ
け
て

み
る
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
教
会
と
日
本
国
家
の
関
係
が
形
成
さ
れ
た
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
過
程
が
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
本
作
で
扱
わ
れ
る
他
の

テ
ー
マ
に
も
通
じ
る
︒

　
マ
リ
ン
ズ
教
授
は
︑
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
欠
落

し
て
き
た
女
性
の
存
在
に
つ
い
て
と
く
に
留
意
し
て
お
り
︑
本
作
で
は
（
と

く
に
近
年
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
十
六
世
紀
の

細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
の
よ
う
に
有
名
な
人
物
の
ほ
か
に
︑
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
が
重
要
な
詩
人
で
思
想
家
の
只
野
真
葛
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
真
葛

が
キ
リ
ス
ト
教
を
植
民
地
化
の
道
具
と
考
え
て
批
判
的
だ
っ
た
と
同
時
に
︑

そ
の
貢
献
も
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
同
様
に
︑
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
そ
の
全
体
像
を
知
る

た
め
に
は
︑
本
作
の
他
の
論
文
を
参
照
す
る
こ
と
が
必
要
だ
︒
第
一
巻
所
収

の
﹁
近
世
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
尼
僧
た
ち
﹂
を
読
む
と
︑
第
三
巻
所
収
の

﹁
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
男
女
関
係
﹂︑﹁
売
春
撲
滅
へ
の
聖
戦
﹂︑﹁
田
村
直
臣

の
『
日
本
の
花
嫁
』﹂
な
ど
が
よ
り
良
く
理
解
で
き
る
︒
こ
れ
ら
す
べ
て
の
論

考
を
通
じ
て
︑﹁
男
女
間
の
社
会
的
相
互
作
用
を
見
つ
め
︑
実
践
す
る
機
会
﹂

（p. 690
）
に
キ
リ
ス
ト
教
が
貢
献
し
︑
家
庭
は
﹁
近
代
日
本
の
新
し
い
国
民

国
家
の
基
礎
﹂（p. 831

）
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
第
四
巻
所
収
の
﹁
日
本

の
キ
リ
ス
ト
教
と
女
性
﹂
と
い
う
論
文
は
︑
女
性
の
役
割
と
キ
リ
ス
ト
教
を
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め
ぐ
る
歴
史
の
会
話
を
締
め
く
く
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

　
第
二
次
大
戦
後
︑
論
争
を
重
ね
つ
つ
も
急
激
な
変
化
の
途
を
た
ど
っ
た
キ

リ
ス
ト
教
の
こ
と
は
多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
だ
が
︑﹁
土
着
化
と
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
い
だ
で
﹂
と
﹁
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
世
俗
化
理
論
﹂

と
い
う
二
つ
の
論
考
に
は
啓
発
さ
れ
る
︒
前
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
︑
後

者
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
日
本
基
督
教
団
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒

い
ず
れ
の
場
合
も
︑
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
変
貌
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
の
は
文
化
的
要
素
と
人
口
統
計
的
要
因
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
注
目
す

べ
き
は
こ
の
二
つ
の
教
会
の
違
い
で
あ
る
︒
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
﹁
多
く
の

面
で
現
地
の
文
脈
に
適
応
し
︑
今
日
で
は
明
ら
か
に
日
本
社
会
に
対
し
て
寛

大
で
寛
容
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
﹂（p. 1185

）
の
に
対
し
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
教
会
の
方
は
か
な
り
複
雑
だ
︒﹁
一
つ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
的
権
威
と

の
関
係
︑
も
う
一
つ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
政
治
の
関
係
﹂（p 1125
）
が
︑

一
九
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
の
日
本
基
督
教
団
に
亀
裂
と
対
抗
力
学
と
を
も

た
ら
し
た
︒
こ
の
論
文
は
戦
後
の
教
団
の
状
況
を
﹁
世
俗
化
﹂
の
限
定
的
表

現
に
帰
し
て
い
る
が
︑﹁
世
俗
化
は
宗
教
利
権
の
衰
退
な
の
か
再
編
な
の
か
﹂

（p. 1128

）
と
い
う
論
者
の
問
い
に
回
答
は
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒

　
こ
の
包
括
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
全
巻
読
ん
で
い
て
気
づ
く
の
は
︑

所
収
論
文
の
質
に
ム
ラ
が
あ
る
こ
と
だ
︒
そ
れ
は
︑
こ
れ
ら
の
論
文
が
す
べ

て
他
の
出
版
物
に
い
っ
た
ん
掲
載
さ
れ
︑
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
に
後

か
ら
選
び
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
も
う
一
つ
気
づ
く

の
は
︑
す
べ
て
の
論
文
が
果
し
て
最
初
か
ら
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
︑

そ
れ
と
も
ま
ず
日
本
語
で
書
か
れ
︑
後
か
ら
英
訳
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
の
か

と
い
う
点
だ
︒
ま
た
つ
け
加
え
る
な
ら
︑
寄
稿
者
紹
介
が
あ
れ
ば
な
お
良

か
っ
た
と
思
う
︒

　
本
作
が
と
り
わ
け
ユ
ニ
ー
ク
で
説
得
力
を
持
つ
の
は
︑
第
四
巻
が
キ
リ
ス

ト
教
の
信
仰
と
文
学
と
い
う
テ
ー
マ
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
点
だ
︒
こ
の

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
部
分
は
信
仰
と
文
学
を
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
と
り
あ
げ

る
ば
か
り
か
︑
ま
る
で
礼
拝
の
最
終
儀
式
の
ご
と
く
全
巻
を
一
体
感
で
包
み

こ
み
︑
読
者
は
キ
リ
ス
ト
教
が
現
代
日
本
人
の
暮
ら
し
の
中
で
い
か
に
体
現

さ
れ
て
い
る
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
点
に
つ
き
︑
あ
る
一
人

の
著
者
は
最
も
肝
心
な
こ
と
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
た
︒

︙
︙
聖
な
る
も
の
を
探
り
あ
て
る
に
は
︑
そ
れ
を
魂
の
最
も
奥
ま
っ
た

闇
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
光
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
︑
そ
し
て
文
学
を

創
造
す
る
者
は
﹁
人
の
内
な
る
生
き
た
混
沌
﹂
に
目
を
凝
ら
し
︑
そ
れ

を
﹁
生
き
た
人
間
﹂
の
創
造
の
定
式
と
す
る
べ
き
で
あ
る
︙
︙
（p. 1360

）

　
こ
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
︑
本
書
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
学
術

的
理
解
を
超
え
︑
き
わ
め
て
﹁
神
学
的
﹂
な
言
辞
で
読
者
の
心
に
語
り
か
け

て
く
る
︒
信
仰
は
理
解
を
求
め
る
と
は
︑
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
ろ
う
︒

 

（
翻
訳
：
朝
倉
和
子
　
翻
訳
家
﹇
S
W
E
T
所
属
﹈）
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M
・
R
・
マ
リ
ン
ズ
（
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
）
と
中
野
晃
一
（
上
智
大
学
）

に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
本
書
は
︑
二
〇
一
三
年
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
日
本

研
究
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
﹁
一
九
九
五
年
と
二
〇
一
一
年
の
社
会
的
危
機

と
災
害
へ
の
日
本
の
反
応
﹂
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
基
に
し
た
論
集
で
あ
る
︒
つ

ま
り
︑
こ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
災
害
と
危
機
へ
の
対
応
が
具
体
的
に
意

味
す
る
も
の
は
︑
一
九
九
五
年
の
二
重
の
災
害
︱
︱
阪
神
淡
路
大
震
災
と
オ

ウ
ム
真
理
教
団
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
︱
︱
と
二
〇
一
一
年
の
三
重
の

災
害
︱
︱
東
日
本
大
震
災
で
の
地
震
と
津
波
と
福
島
原
発
の
炉
心
溶
融
︱
︱

の
間
で
︑
日
本
社
会
に
何
が
起
き
た
か
︑
そ
れ
ら
の
事
件
に
人
々
は
ど
の
よ

う
に
向
き
合
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒

　
二
〇
一
一
年
の
場
合
︑
三
つ
の
出
来
事
は
密
接
に
関
連
し
︑
自
然
災
害
の

部
分
と
予
防
可
能
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
人
災
の
部
分
と
は
分
か
ち
が
た
く

入
り
組
ん
で
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
一
九
九
五
年
に
起
き
た
二
つ
の
出
来

事
の
間
に
は
時
間
的
近
接
性
以
外
に
直
接
の
因
果
関
係
は
な
い
︒
そ
の
意
味

で
は
︑
地
震
（
と
津
波
）︑
原
発
事
故
︑
宗
教
カ
ル
ト
に
よ
る
テ
ロ
を
た
ん
に

並
べ
て
論
じ
る
の
は
︑
一
見
す
る
と
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
た
め
の
ご

都
合
主
義
と
も
思
え
る
だ
ろ
う
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
は
︑
多
様
な
危
機

と
災
害
に
向
き
合
っ
た
社
会
の
側
の
対
応
の
類
似
性
に
着
目
し
︑
そ
こ
に
社

会
体
制
の
全
般
的
な
危
機
と
同
時
に
﹁
日
本
を
復
活
さ
せ
︑
再
活
性
化
し
︑

再
建
す
る
機
会
﹂（p. 3

）
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
で
︑

多
様
な
分
野
を
出
自
と
す
る
研
究
者
の
論
考
を
ま
と
め
上
げ
つ
つ
現
代
日
本

の
一
側
面
を
ク
リ
ア
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒

書 

評マ
ー
ク
・
R
・
マ
リ
ン
ズ
︑
中
野
晃
一
編

『 
現
代
日
本
の
災
害
と
社
会
的
危
機
―
―
政
治
的
、
宗
教
的
、 

社
会
文
化
的
反
応
』

M
ark R

. M
ullins and K

oichi N
akano, eds., D

isasters and Social C
risis in C

ontem
porary 

Japan: Political, Religious, and Sociocultural Responses.  
B

asingstoke, U
K

: Palgrave M
acm

illan, 2016.

美
馬
達
哉



書評

239　

　
本
書
は
政
治
的
反
応
︑
宗
教
的
反
応
︑
社
会
的
反
応
︑
文
化
的
反
応
の
四

つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
お
り
︑
と
く
に
筆
者
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
の

は
宗
教
的
反
応
の
考
察
で
あ
る
（ch. 5: N

eonationalism
, Politics, and R

eligion 

in Post-disaster Japan, by M
. R

. M
ullins

）︒
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
起
こ
し
た

オ
ウ
ム
真
理
教
団
へ
の
対
策
と
し
て
﹁
宗
教
法
人
法
﹂
が
す
ぐ
さ
ま
改
正
さ

れ
︑
四
年
後
の
一
九
九
九
年
に
は
テ
ロ
行
為
を
対
象
と
し
た
﹁
団
体
規
制
法

（
オ
ウ
ム
新
法
）﹂
が
作
ら
れ
た
︒
こ
の
こ
と
を
マ
リ
ン
ズ
は
︑﹁
信
教
の
自
由
﹂

と
い
う
西
洋
近
代
社
会
の
基
本
的
価
値
観
か
ら
︑
国
家
が
宗
教
を
管
理
し
て

民
衆
を
反
社
会
的
な
宗
教
か
ら
守
る
と
い
う
伝
統
的
価
値
観
へ
の
移
行
と
し

て
解
釈
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
後
者
が
意
味
す
る
の
は
戦
前
で
の
天
皇
制

と
国
家
神
道
を
軸
と
し
た
宗
教
の
国
家
管
理
の
こ
と
で
あ
る
︒
同
時
期
で
の

﹁
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
作
る
会
﹂（
一
九
九
六
）
や
﹁
日
本
会
議
﹂（
一
九
九
七
）

の
登
場
も
ま
た
︿
ポ
ス
ト
一
九
九
五
﹀
と
い
う
文
脈
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
カ
ル
ト
と
い
う
語
が
︑
か
つ
て
の
﹁
淫
祠
邪
教
﹂
や
﹁
新
興
宗
教
﹂

に
代
わ
っ
て
︑﹁
ア
ブ
ナ
イ
﹂
宗
教
教
団
を
意
味
す
る
単
語
と
し
て
一
般
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
同
時
期
で
あ
る
と
い
う
︒
重
要
な
点
は
︑
こ
の

時
期
に
国
家
か
ら
宗
教
へ
の
締
め
付
け
が
一
方
的
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑

宗
教
に
対
し
て
否
定
的
な
社
会
的
反
応
へ
の
対
抗
と
し
て
︑
多
く
の
宗
教
教

団
が
災
害
時
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
救
済
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
積
極
的

に
取
り
組
み
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
だ
︒
そ
れ
は
︑
従
来
か
ら

社
会
活
動
に
関
わ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
系
教
団
だ
け
で
な
く
︑

天
理
教
団
や
仏
教
系
教
団
も
含
ん
で
い
る
（ch. 6: M

obilizing G
ratitude: 

C
ontextualizing Tenrikyo’s R

esponse after the G
reat E

ast Japan E
arthquake, by B

. 

A
m

bros; ch.  7: B
uddhist R

esponses to the 3.11 D
isasters in Japan, by T. G

raf

）︒

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
︑
東
日
本
大
震
災
で
は
N
P
O
法
人
な
ど
の

市
民
社
会
の
活
動
が
行
政
の
手
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
救
援
や
復
興
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
阪
神
淡
路
大
震
災
の
際
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
（﹁
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年
﹂）
か
ら
の
連
続
︑
す
な
わ
ち
市
民
社

会
の
成
熟
と
し
て
の
み
従
来
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
こ

に
︑
国
家
と
宗
教
間
の
複
雑
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
読
み
込
む
視
点
は
︑
市
民

社
会
な
る
も
の
の
多
様
性
や
多
義
性
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
︒

　
市
民
社
会
に
含
ま
れ
て
い
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
に
着
目
す
る
議
論
は
︑
ほ

か
の
い
く
つ
か
の
章
に
も
共
通
し
て
い
る
︒
阪
神
淡
路
大
震
災
を
例
に
エ
ス

ニ
ッ
ク
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
を
考
察
し
た
第
八
章

（K
obe 1995: C

risis, V
olunteering, and A

ctive C
itizenship in Japan, by S. A

venell

）

で
は
︑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
そ
の
も
の
が
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
統
治
性
に
よ
っ
て

仕
組
ま
れ
た
動
員
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懐
疑
的
視
点
が
提
出
さ
れ

て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
財
政
再
建
に
よ
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
劣
化
と
い

う
状
況
の
も
と
で
︑﹁
神
戸
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
︑
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
国

家
の
不
足
し
た
部
分
を
補
完
で
き
る
独
立
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
国
内
で
育

成
し
よ
う
と
し
た
国
家
官
僚
に
よ
る
長
期
戦
略
の
成
果
だ
っ
た
﹂（p. 204

）

の
か
も
し
れ
な
い
︒
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ま
た
︑
原
発
事
故
後
の
放
射
能
汚
染
に
対
抗
す
る
母
親
た
ち
の
社
会
運
動

を
扱
っ
た
第
十
章
（B

abysteps Tow
ards A

dvocacy: M
others against R

adiation, by 

Ph. H
oldgrün and B

. H
olthus

）
で
は
︑
母
親
と
し
て
の
女
性
が
家
庭
に
留
ま
っ

て
家
族
を
守
る
と
い
う
伝
統
的
・
保
守
的
価
値
観
が
︑
放
射
能
汚
染
に
対
抗

し
た
り
原
発
再
稼
働
に
反
対
し
た
り
す
る
（
あ
る
種
の
進
歩
的
な
）
社
会
運
動

の
基
盤
と
な
る
逆
説
的
プ
ロ
セ
ス
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
母
親
た

ち
の
社
会
運
動
は
︑
必
ず
し
も
大
き
な
政
治
目
標
を
掲
げ
て
集
会
や
デ
モ
に

参
加
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
（
政

策
提
言
）
の
不
在
は
︑
社
会
運
動
論
か
ら
は
動
員
の
弱
さ
と
い
う
弱
点
と
見

な
さ
れ
る
が
︑
育
児
と
同
様
に
﹁
小
さ
な
一
歩
（babysteps

）
か
ら
ゆ
っ
く
り

始
め
る
﹂
と
い
う
持
続
性
の
強
さ
で
も
あ
り
得
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

　
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
間
に
︑
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
ソ
ー
シ
ャ

ル
メ
デ
イ
ア
（Social N

etw
ork Service: SN

S

）
は
広
く
普
及
し
て
メ
デ
ィ
ア
環

境
を
塗
り
替
え
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
情
報
通
信
革
命
そ
の
も
の
は
災
害
や

危
機
と
直
接
に
関
係
し
な
い
︒
だ
が
︑
災
害
や
危
機
に
対
す
る
社
会
的
反
応

の
あ
り
方
を
大
き
く
変
容
さ
せ
た
︒
そ
の
点
を
扱
っ
た
第
九
章
（C

risis and 

O
pportunity: Social M

edia in K
ōbe, T

ōhoku, and Tokyo, by D
. H

. Slater, L
. 

K
indstrand, and K

. N
ishim

ura

）
で
は
︑
S
N
S
が
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
水
平
的

な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
︑
危
機
や
災
害
の
際
に
体
制
側
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た

情
報
し
か
提
供
し
な
い
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
比
べ
て
︑
正
し
い
情
報
を
伝
達
す

る
の
に
有
益
な
場
合
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
議
論
は
残
念
な
が

ら
楽
観
的
過
ぎ
た
こ
と
が
二
〇
一
七
年
現
在
に
は
明
ら
か
だ
︒
米
国
で
の
ト

ラ
ン
プ
体
制
を
見
る
限
り
︑
S
N
S
は
垂
直
で
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
デ
マ
ゴ

ギ
ー
伝
達
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
い
る
︒

　
さ
て
︑
編
者
ら
は
序
章
で
︑﹁
災
害
と
説
明
責
任
と
国
家
の
未
来
の
方
向
性

を
理
解
す
る
た
め
の
「
支
配
的
な
語
り
（m

aster narratives

）」
が
「
ト
ッ
プ
ダ

ウ
ン
」
と
「
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
」
の
二
つ
で
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
﹂
と
総
括
し

て
い
る
（p. 17

）︒
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
評
者
が
注
目
し
た
い
の
は
︑
二

つ
の
せ
め
ぎ
合
う
﹁
支
配
的
な
語
り
﹂
の
ど
ち
ら
か
ら
も
逃
れ
去
る
多
様
で

無
数
の
集
団
的
な
言
表
行
為
（enunciations

）
の
分
子
状
の
ざ
わ
め
き
が
い
く

つ
か
の
論
文
に
示
さ
れ
て
い
る
点
だ
︒
そ
れ
は
︑
多
様
な
分
野
の
研
究
者
を

一
堂
に
会
し
た
共
同
研
究
だ
け
が
生
産
で
き
る
貴
重
な
成
果
で
あ
る
︒
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﹁
名
所
﹂
か
ら
﹁
聖
所
﹂
へ
―
―
近
代
日
本
の
死
ネ
ク
ロ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

政
治
に
つ
い
て

　
毎
年
一
月
二
十
七
日
は
︑
国
際
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
日
と
し
て
世
界
的
に

記
憶
さ
れ
て
い
る
︒
二
〇
〇
五
年
十
一
月
一
日
に
採
択
さ
れ
た
国
際
連
合
総

会
決
議60 /7

に
よ
っ
て
︑
一
月
二
十
七
日
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
犠
牲
者
を
想

起
す
る
国
際
デ
ー
と
な
り
︑
以
降
︑
世
界
の
各
地
で
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
犠
牲
者

を
偲
ぶ
行
事
が
催
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
お
よ
そ
百
三
十
年
前
︑
一
八
七
四
年

の
お
な
じ
日
に
は
︑
の
ち
の
一
八
七
九
年
に
靖
国
神
社
と
改
称
さ
れ
る
東
京

招
魂
社
を
明
治
天
皇
が
訪
れ
︑
初
め
て
そ
の
本
殿
へ
親
拝
し
て
い
る
（p. 46

）︒

天
皇
が
東
京
招
魂
社
に
親
拝
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
同
社
が
﹁
国
の
た
め
に
戦

い
︑
命
を
落
と
し
た
魂
が
永
遠
に
安
ら
ぐ
場
所
﹂（p. 48

）
な
の
だ
と
い
う
︑

軍
部
の
主
張
が
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
っ
た
く
の
偶
然
で
あ
る

に
せ
よ
︑
一
月
二
十
七
日
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
で
異
な
っ
た
︑
正
反

対
で
す
ら
あ
る
や
り
か
た
で
死
者
を
偲
ぶ
日
と
な
っ
た
の
は
興
味
深
い
︒

　
靖
国
神
社
は
︑
日
本
の
社
会
的
記
憶
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
た

ど
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
質
問
で
︑
実
に
多
く

の
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
竹
中
晶
子
氏
著
の
本
書
か
ら

は
︑
こ
の
質
問
へ
の
最
も
説
得
力
の
あ
る
回
答
の
ひ
と
つ
が
得
ら
れ
る
︒
氏

は
︑
東
京
招
魂
社
か
ら
靖
国
神
社
へ
の
変
化
と
パ
ラ
レ
ル
に
対
応
さ
せ
る
か

た
ち
で
︑﹁
名
所
﹂
か
ら
﹁
聖
所
﹂
へ
の
変
遷
を
見
出
し
て
い
く
︒
こ
の
変
化

に
よ
っ
て
︑
よ
ろ
こ
び
を
具
現
化
す
る
楽
し
い
場
所
が
︑
悲
嘆
と
哀
悼
を
制

度
化
す
る
聖
地
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
夏
目
漱
石
の
小

説
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
登
場
す
る
幼
い
姉
妹
が
︑
招
魂
社
で
結
婚
式
を

書 
評竹

中
晶
子

『
靖
国
神
社
―
―
歴
史
・
記
憶
・
終
わ
ら
な
い
日
本
の
戦
後
』

A
kiko Takenaka, Yasukuni Shrine: H

istory, M
em

ory, and Japan’s U
nending Postw

ar. 
H

onolulu: U
niversity of H

aw
ai ‘i Press, 2015.

林
　
志
弦
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挙
げ
た
い
︑
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
目
を
留
め
る
︒
こ
の
文
学
的
な
断
片
か

ら
︑
氏
は
大
き
な
疑
問
に
行
き
当
た
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
靖
国
神
社
は
初
期
の

東
京
の
住
民
に
と
っ
て
︑
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
平
凡

な
日
本
人
に
と
っ
て
︹
︙
︙
︺
靖
国
神
社
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
︑
今
日

多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
？
﹂（p. 52

）
と
︒

　
靖
国
神
社
の
歴
史
を
た
ど
る
竹
中
氏
の
足
ど
り
に
つ
れ
て
︑
死
ネ
ク
ロ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

政
治
の
秘

密
が
水
面
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
死
者
を
祀
り
上
げ
る
こ

と
を
つ
う
じ
た
︑
国
民
︑
祖
国
︑
君
主
︑
政
府
︑
民
族
︑
人
種
︙
︙
等
々
と

い
っ
た
政
治
的
存
在
の
聖
化
で
あ
る
︒
東
京
招
魂
社
が
靖
国
神
社
へ
と
改
称

さ
れ
た
一
八
七
九
年
六
月
四
日
は
︑
明
治
維
新
政
府
が
近
代
国
民
国
家
の
死

政
治
の
導
入
を
始
め
た
日
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
︒
死
政
治
が
次
第
に
複

雑
化
し
︑
発
展
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
︑
ま
ず
は
日
露
戦
争
後
︑
国
家
の

た
め
に
偉
大
な
功
績
を
遺
し
た
戦
没
者
を
指
す
場
合
に
か
ぎ
り
︑﹁
英
霊
﹂
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
靖
国
神
社
で
の
公
式
行

事
で
は
﹁
追
悼
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
顕
彰
﹂
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
日

本
の
死
政
治
は
期
待
さ
れ
た
以
上
の
成
功
を
収
め
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
イ

タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
代
表
す
る
論
客
︑
エ
ン
リ
コ
・
コ
ラ
デ
ィ
ー
ニ
は
︑

﹁
日
本
の
神
は
日
本
で
あ
る
﹂
と
︑
祖
国
を
生
き
神
に
仕
立
て
あ
げ
た
そ
れ
を

讃
え
た
︒
国
家
的
に
是
認
さ
れ
た
戦
没
者
追
悼
施
設
と
い
う
﹁
靖
国
問
題
﹂

だ
が
︑
戦
没
者
や
帰
ら
ぬ
兵
士
た
ち
に
捧
げ
ら
れ
た
そ
の
他
の
政
治
的
宗
教

の
場
と
︑
さ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

　﹁
靖
国
問
題
﹂
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
み
る
と
︑
東
京
招
魂
社
の

初
期
の
歴
史
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
思
い
描
く
よ
う
な
靖
国
神
社
の
聖
な
る
歴
史

を
裏
切
る
も
の
で
あ
る
︒
商
人
や
大
道
芸
人
が
親
し
ん
で
い
た
床
見
世
や
屋

台
が
規
制
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
た
の
ち
︑
彼
ら
が
移
っ
て
き
た
規
制
の
緩
い

場
所
の
ひ
と
つ
が
︑
靖
国
だ
っ
た
︒
靖
国
と
い
う
場
が
な
ぜ
︑
そ
し
て
ど
の

よ
う
に
﹁
江
戸
風
の
大
衆
娯
楽
に
居
場
所
を
与
え
つ
づ
け
︹
︙
︙
︺
祭
り
や

呼
び
物
を
つ
う
じ
て
東
京
の
大
衆
文
化
の
な
か
に
確
固
た
る
地
位
を
築
い
た
﹂

（p. 66

）
の
か
︑
そ
の
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
︒﹁
靖
国
サ
ー
カ
ス
﹂
と
い
う
言

葉
は
︑
聖
な
る
﹁
靖
国
神
社
﹂
に
対
し
て
不
敬
で
あ
る
か
の
よ
う
に
響
く
か

も
し
れ
な
い
が
︑﹁
サ
ア
カ
ス
の
馬
﹂（
安
岡
章
太
郎
︑
一
九
五
五
年
）
や
﹁
招

魂
祭
一
景
﹂（
川
端
康
成
︑
一
九
二
一
年
）
と
い
っ
た
文
学
作
品
か
ら
は
︑
靖

国
で
開
催
さ
れ
て
い
た
サ
ー
カ
ス
興
行
へ
の
文
学
的
関
心
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
︒
靖
国
に
親
し
ん
で
育
っ
た
高
野
広
八
（
一
八
二
二
︱
九
〇
）
と
蘆

原
英
了
（
一
九
〇
七
︱
八
一
）
は
︑
日
本
の
サ
ー
カ
ス
の
歴
史
に
重
要
な
足
跡

を
残
し
た
︒
祀
ら
れ
た
魂
を
慰
め
る
た
め
に
相
撲
や
花
火
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

娯
楽
が
催
さ
れ
た
の
は
︑
江
戸
の
伝
統
を
継
承
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
︒

　
東
京
に
お
け
る
靖
国
神
社
の
存
在
に
転
換
点
を
も
た
ら
し
た
の
は
︑
日
清
・

日
露
戦
争
で
あ
っ
た
︒
著
者
に
よ
る
と
︑
一
八
九
四
年
に
は
遊
就
館
の
来
館

者
が
ほ
ぼ
七
倍
に
増
え
︑
両
戦
争
期
中
に
は
奉
納
金
も
大
幅
な
増
加
を
み
せ

た
と
い
う
︒
サ
ー
カ
ス
や
娯
楽
で
賑
わ
う
名
所
だ
っ
た
靖
国
神
社
は
︑
次
第
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に
︑
戦
没
者
の
儀
礼
の
た
め
の
聖
な
る
場
所
へ
と
様
変
わ
り
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
︒
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
︱
一
八
九
五
）
で
亡
く
な
っ
た
貧
し
い
家
庭

の
息
子
の
た
め
に
手
の
込
ん
だ
葬
儀
が
営
ま
れ
た
と
き
︑
市
井
の
人
々
は
冷

や
や
か
な
目
で
そ
れ
を
眺
め
て
い
た
も
の
だ
が
︑
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
︱

一
九
〇
五
）
で
死
亡
し
た
別
の
貧
し
い
家
庭
の
息
子
に
つ
い
て
は
︑﹁
九
段

（
靖
国
神
社
）
で
神
に
な
る
﹂
と
︑
打
っ
て
変
わ
っ
て
羨
ま
し
げ
に
囁
き
あ
う

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
︒
死
亡
し
た
兵
士
を
聖
化
す
る
﹁
英
霊
﹂
や
﹁
顕

彰
﹂
と
い
っ
た
言
葉
が
日
露
戦
争
の
直
後
に
使
わ
れ
始
め
た
こ
と
は
︑
日
本

に
政
治
的
宗
教
が
出
現
し
た
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
靖
国
が
﹁
名
所
﹂
で
も
あ
り
﹁
聖
所
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
場
の

作
り
手
の
意
図
と
利
用
者
の
意
図
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在

し
た
﹂（p. 64

）
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
靖
国
神
社
は
︑
国
の
礎
と
な
っ
た

人
び
と
を
祀
る
国
家
的
な
軍
事
記
念
施
設
で
あ
っ
た
一
方
で
︑
祭
り
の
参
加

者
や
日
常
の
訪
問
者
に
と
っ
て
は
︑
楽
し
い
遊
び
場
と
し
て
あ
っ
た
︒
靖
国

が
育
ん
で
き
た
記
憶
文
化
は
︑
国
家
的
な
記
憶
の
創
造
と
日
々
の
記
憶
の
消

費
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
を
は
ら
む
も
の
だ
っ
た
が
︑
日
露
戦
争
以
降
︑﹁
名

所
﹂
と
し
て
の
顔
が
﹁
聖
所
﹂
と
し
て
の
顔
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
︒
こ
こ
に
い
た
っ
て
︑﹁
英
霊
﹂
は
﹁
戦
没
者
﹂
の
同
義
語
と
な
り
︑

や
が
て
︑
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
や
悲
劇
︑
戦
死
以
上
の
価
値
を
体
現
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
︒
そ
れ
は
︑
言
葉
や
メ
タ
フ
ァ
ー
の
変
化
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
︒

戦
没
者
が
﹁
英
霊
﹂
─
─
日
本
の
た
め
に
命
を
犠
牲
に
し
た
神
─
─
と
し
て

い
っ
た
ん
靖
国
に
祀
ら
れ
る
と
︑
そ
の
戦
没
者
を
罪
に
問
う
こ
と
が
も
は
や

で
き
な
く
な
る
の
だ
︒
竹
中
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒﹁
こ
の
論
理
に

し
た
が
う
と
︑
日
本
の
戦
争
責
任
を
認
め
る
の
は
不
可
能
と
な
る
︒
と
い
う

の
も
︑
そ
う
な
る
と
「
英
霊
」
が
生
前
に
犯
し
た
罪
を
認
め
る
必
要
が
生
じ
︑

そ
れ
は
一
点
の
曇
り
も
な
く
栄
誉
あ
る
存
在
と
し
て
の
「
英
霊
」
を
傷
つ
け
︑

無
価
値
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
﹂（p. 93

）︒
こ
の
論
理
に
お
い
て
は
︑

た
と
え
A
級
戦
犯
で
あ
っ
て
も
合
祀
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
魂
が
清
め
ら
れ
る

た
め
︑
戦
争
犯
罪
が
無
罪
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

　
名
所
か
ら
聖
所
へ
︑
そ
し
て
戦
没
者
か
ら
英
霊
へ
と
い
う
修
辞
的
な
変
化

に
こ
そ
︑
靖
国
問
題
の
行
為
遂
行
的
な
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

国
家
が
戦
没
者
を
追
悼
す
る
た
め
に
︑
家
族
を
集
合
的
主
体
に
置
き
換
え
た

こ
と
を
反
映
し
て
い
る
︒
急
激
な
都
市
化
や
工
業
化
が
︑
伝
統
的
な
家
族
構

造
と
親
子
の
絆
を
脱
構
築
し
︑
集
合
的
記
憶
を
作
り
出
す
国
家
の
影
響
力
を

加
速
し
た
︒
抽
象
的
な
集
団
と
し
て
の
国
家
は
︑
嘆
き
や
悲
し
み
が
名
誉
と

感
謝
の
感
情
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
﹁
感
情
の
錬
金
術
﹂
の
︑
う
っ
て
つ
け

の
実
験
室
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
お
国
の
た
め
の
栄
誉
あ
る
死
﹂
と
い
っ
た
フ

レ
ー
ズ
の
助
け
を
借
り
て
︑
感
情
の
錬
金
術
は
︑
耐
え
が
た
い
悲
し
み
を
よ

ろ
こ
び
に
変
え
る
魔
術
的
な
力
を
み
せ
た
︒
靖
国
に
お
け
る
よ
ろ
こ
び
の
制

度
化
と
記
憶
の
国
有
化
を
理
解
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
の
が
︑
こ
の
感
情
の

錬
金
術
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
︑
竹
中
氏
は
高
橋
哲
哉
氏
の

『
靖
国
問
題
』（
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
〇
五
年
）
お
よ
び
『
国
家
と
犠
牲
』
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（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
五
年
）
に
お
け
る
議
論
に
同
意
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
︒

　
し
か
し
︑
竹
中
氏
は
ま
た
べ
つ
の
物
語
を
紹
介
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
な

い
︒
そ
れ
は
︑
ラ
ジ
オ
の
生
放
送
で
キ
ャ
ス
タ
ー
を
務
め
た
N
H
K
の
ベ
テ

ラ
ン
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
回
想
で
あ
る
︒
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
回

顧
す
る
︒﹁
両
側
の
参
道
に
並
ん
だ
遺
族
の
中
か
ら
『
人
殺
し
』『
わ
が
子
を

返
せ
』
と
い
う
悲
痛
な
叫
び
声
が
起
き
る
ん
で
す
よ
︒
憲
兵
も
遺
族
と
い
う

こ
と
で
︑
手
を
ほ
ど
こ
す
す
べ
が
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
ち
ら
は
︑
そ
の
声
が

マ
イ
ク
に
入
っ
た
ら
大
変
で
す
か
ら
ね
︒
苦
労
し
ま
し
た
よ
﹂（p. 127 （

1
）

）︒
異

議
を
唱
え
る
声
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
ら
は
消
し
去
ら

れ
︑
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
の
だ
っ
た
︒
戦
時
中
の
招
魂
祭
の
参
加
者
た
ち
か

ら
は
︑
拍
手
や
歓
声
だ
け
で
は
な
く
︑
泣
き
声
も
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ

う
し
た
遺
族
の
感
情
は
単
一
で
は
な
く
︑
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
︒
遺
さ
れ
た

家
族
が
︑
誇
り
と
寂
し
さ
︑
よ
ろ
こ
び
と
悲
し
み
と
い
っ
た
感
情
の
あ
い
だ

で
揺
れ
動
く
こ
と
は
︑
抑
え
よ
う
が
な
か
っ
た
︒
竹
中
氏
は
︑
戦
時
中
の
国

家
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
お
な
じ
み
の
戦
争
の
集
団
的
記
憶
と
は
相
容
れ
な
い
︑

数
多
く
の
異
議
申
し
立
て
の
声
や
落
書
き
︑
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
紹
介
す
る
︒

﹁
一
億
一
心
﹂
と
い
う
戦
時
中
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
コ
イ
ン
の
片
面
で
し
か
な
い
︒

竹
中
氏
の
批
判
が
︑
高
橋
哲
哉
氏
に
代
表
さ
れ
る
良
心
的
知
識
人
の
靖
国
神

社
批
判
と
袂
た
も
と

を
分
か
つ
の
は
︑
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
︒
皮
肉
な
こ
と
だ

が
︑
靖
国
問
題
に
つ
い
て
の
批
判
的
議
論
の
多
く
が
︑
日
本
の
戦
時
中
の
国

家
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
︑
異
議
を
唱
え
る
声
が
消
去
さ
れ
沈
黙
さ
せ
ら
れ
た
公

式
記
録
を
そ
の
論
拠
と
し
て
い
る
の
だ
︒

　
竹
中
氏
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
の
は
︑
靖
国
還
元
主
義
に
対
し
て
で
あ

る
︒
彼
女
は
﹁
還
元
主
義
﹂
と
い
う
用
語
を
明
示
的
に
使
っ
て
は
い
な
い
が
︑

靖
国
還
元
主
義
は
︑﹁
戦
時
中
の
日
本
に
み
ら
れ
た
複
雑
な
歴
史
や
記
憶
を
︑

曖
昧
な
ひ
と
つ
の
「
靖
国
」
に
還
元
し
︑
物
理
的
な
存
在
と
し
て
の
神
社
に

介
入
す
る
（
ま
た
は
国
家
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
る
）
こ
と
で
︑
ア
ジ
ア
太

平
洋
戦
争
の
す
べ
て
の
問
題
を
解
決
で
き
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
﹂

（p. 6

）
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
戦
争
責
任
の
転
嫁
︑
す
な
わ
ち
︑
人
間
で
は
な

く
生
命
を
持
た
な
い
物
理
的
な
建
造
物
に
責
任
を
押
し
つ
け
る
こ
と
へ
と
つ

な
が
っ
た
の
だ
︒
靖
国
神
社
は
︑
無
垢
な
人
び
と
を
騙だ
ま

し
て
国
家
戦
へ
参
加

さ
せ
る
た
め
の
洗
脳
機
関
だ
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑

﹁
複
雑
な
過
去
の
で
き
ご
と
を
単
純
で
便
利
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
還
元
し
︑
す
べ

て
の
責
任
を
靖
国
神
社
に
押
し
つ
け
た
﹂（p. 13

）︒
し
か
し
︑
人
を
殺
す
の

は
建
造
物
で
は
な
く
︑
人
な
の
だ
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
靖
国
還
元
主
義
は

日
本
人
一
般
を
戦
争
責
任
か
ら
逃
れ
さ
せ
︑
無
垢
な
犠
牲
者
に
仕
立
て
あ
げ

て
い
る
︒
不
愉
快
な
こ
と
に
︑
日
本
人
は
権
威
主
義
的
な
封
建
的
慣
習
の
奴

隷
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
と
す
る
G
H
Q
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
的
な
日
本

人
観
と
︑
靖
国
還
元
主
義
と
は
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
︒

　
と
は
い
え
︑
そ
の
一
方
で
竹
中
氏
は
︑
靖
国
神
社
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢

を
崩
し
て
は
い
な
い
︒
た
と
え
ば
彼
女
は
︑﹁
追
悼
す
る
自
由
﹂︑
つ
ま
り
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﹁
望
ま
れ
な
い
団
体
が
追
悼
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
の
を
遺
族
が
防
ぐ
権

利
﹂（p. 136
）
を
説
く
︒
そ
し
て
︑
靖
国
神
社
が
戦
没
者
を
祀
る
許
可
を
遺

族
に
求
め
て
も
お
ら
ず
︑
ま
た
︑
遺
族
か
ら
そ
の
許
可
を
得
て
も
い
な
い
こ

と
が
改
め
て
示
さ
れ
る
︒
そ
の
代
わ
り
に
︑
靖
国
神
社
は
戦
没
者
遺
族
年
金

の
受
給
者
の
リ
ス
ト
を
厚
生
省
に
要
請
し
︑
そ
の
情
報
を
使
っ
て
︑
遺
族
に

無
許
可
で
戦
没
者
を
祀
っ
た
の
だ
︒
軍
国
主
義
を
美
化
す
る
靖
国
へ
の
合
祀

に
反
対
す
る
竹
中
氏
だ
が
︑
個
人
的
な
追
悼
の
権
利
は
擁
護
す
る
立
場
を

と
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒
靖
国
合
祀
に
反
対
し
て
裁
判
で
係
争
中
の
韓
国
や
台

湾
や
沖
縄
の
原
告
の
人
び
と
に
と
っ
て
︑
戦
没
者
の
追
悼
は
個
人
的
な
行
為

で
あ
る
︒
竹
中
氏
は
︑
良
心
的
知
識
人
に
よ
る
靖
国
批
判
の
矛
盾
を
指
摘
し
︑

靖
国
還
元
主
義
が
﹁
国
家
の
戦
時
中
の
行
動
の
責
任
を
負
い
た
が
ら
な
い
日

本
人
の
傾
向
を
正
当
化
す
る
﹂
も
の
だ
と
す
る
︒
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の

代
理
権
を
奪
わ
れ
︑
被
害
者
に
さ
れ
た
彼
ら
に
は
︑
権
力
の
悪
用
の
責
任
を

負
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
︒

　
靖
国
神
社
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
︑
竹
中
氏
は
︑
歴
史
に
お
け
る
行
為

体
を
ふ
た
た
び
舞
台
へ
登
場
さ
せ
る
︒
竹
中
氏
の
靖
国
批
判
が
高
橋
哲
哉
氏

の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
︑﹁
下
か
ら
の
歴
史
﹂
に
﹁
日
常
生
活
の
歴

史
﹂
と
い
う
彩
り
が
添
え
ら
れ
た
点
に
あ
る
︒
高
橋
哲
哉
氏
に
よ
る
批
判
が
︑

フ
ー
コ
ー
の
規
律
の
系
譜
学
や
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
い
う
﹁
暴
力
装
置
﹂

の
よ
う
に
︑
人
び
と
の
心
の
な
か
に
浸
透
し
て
く
る
も
の
と
響
き
あ
っ
た
の

だ
と
す
れ
ば
︑
竹
中
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
靖
国
の
規
律
を
回
避
す
る
人
び

と
の
姿
を
︑
曲
が
り
く
ね
っ
た
セ
ル
ト
ー
の
反
規
律
を
仄ほ
の

め
か
し
つ
つ
捉
え

よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
︑
二
者
択
一
の
問
題

で
は
な
い
︒
ふ
た
つ
の
解
釈
の
あ
い
だ
の
重
心
を
ど
う
ず
ら
す
か
に
よ
っ
て
︑

戦
後
の
記
憶
空
間
や
過
去
と
の
つ
き
あ
い
か
た
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る

の
だ
︒
私
に
と
っ
て
︑
竹
中
氏
の
著
書
を
読
む
こ
と
は
大
き
な
よ
ろ
こ
び
で

あ
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
今
で
は
な
ぜ
自
分
が
高
橋
哲
哉
氏
の
『
靖
国
問
題
』

を
読
ん
で
︑
そ
の
鋭
い
靖
国
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
釈
然
と
し
な
い
思
い

を
抱
い
た
か
を
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒
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 There are, it is true, problems in the limitations of the author’s application of theory and his 
overview of Japanese culture, arising perhaps from his excessive attempts to be creative, but the 
problems faced are not those of Dodd alone. The historical limitations of Japanese literary criticism 
until the 1980s, are at work here too.
 This paper is an attempt to examine the methods of literary criticism, and to pioneer a new 
stage in the study of Japanese modernism in order to give real meaning to the ambitious challenge 
Dodd has undertaken.

Keywords :  Kajii Motojirō, Japanese modernism, Japanese symbolist movement, critical method
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論文要旨・SUMMARIES

 Rōnō chose to depart from the experiential region and called for action-based culture, 
criticizing “regions” as represented by the term Tōhoku. Here we can observe how the discourse on 
“regions” ultimately enters the impasse of identity politics based on the whole/parts dichotomy.

Keywords :  Allied Occupation era, local culture movement, action-based culture, new regionalism, 
representation of Tōhoku, Satō Tetsu (Mori Eisuke), Sano Manabu, East-Asia League 
Movement (Tōa Renmei Undō)

〈研究論文〉

スティーヴン・ドッド『青春のことども――梶井基次郎
の時代の生と死』に寄せて
――日本近現代文芸文化史研究の新たなステージのために

 鈴 木 貞 美

　スティーヴン・ドッド『青春のことども――梶井基次郎の時代の生と死』（ハワイ大学プレ

ス、2014）は、国際的な展望に立ち、梶井基次郎の世界を高く評価する論考と、ほとんどの
作品の翻訳を収めた英語による初めての書物である。その論考部分は、欧米の諸分野の理論
を援用し、国際的学際的な視野に立ち、日本のモダニズムをめぐる重大な課題を提起し、鋭
い指摘に満ちている。創造的であろうとするあまり、理論の適用限界や文芸文化史の見渡し
に問題が見受けられるが、それは決してドッド一人が抱える問題ではない。とくに 1980 年
代までの日本の文芸批評の歴史的限界がはたらいている。本稿は、ドッドの広い視野に立つ
挑戦を真に意義あるものにするために、文芸批評の方法を検討し、日本モダニズム研究に新
しいステージを拓く試みである。

【梶井基次郎、日本のモダニズム、象徴主義文芸運動、批評の方法】

On Stephen Dodd, The Youth of Things: Life and Death in the Age of 
Kajii Motojirō:  
For the New Stage of Studies on Japanese Modernism

SUZUKI Sadami

Stephen Dodd’s The Youth of Things: Life and Death in the Age of Kajii Motojirō (University of 
Hawai‘i Press, 2014) is the first extensive work in English about Kajii’s modernist world informed 
by an international perspective; it also includes translations of almost all of his works. Drawing on 
theory from various fields of Western scholarship and adopting an international and 
interdisciplinary stance, Dodd’s study points out the immense challenges faced by Japanese 
modernism, offering many incisive insights.
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るのは、そのころ労農前衛党を結成した佐野学であるが、執筆者の顔ぶれや佐藤による社説、
編集後記などを仔細に検討するならば、その誌面には昭和研究会、国民運動研究会、石原莞
爾に率いられた東亜連盟運動などからの影響を確認できる。
　しかし、最終号となった第 3 号において、政治運動を牽引する「前衛」像のヒロイズムに
焦点化する「行動主義」を標榜することで、『労農』は大きくその方向性を転換する。政治
過程への具体的な参画を運動の目標から外した第 3 号の誌面には、政治的論説と文学テクス
トとを「行動」という抽象的な理念によって結びつけようとする方針が明確に打ち出される。
その方針転換の結果として掲げられた「新地方主義」は、「セクト的な郷土趣味」の閉鎖性
を糾弾し、普遍性を持った「世界的な意義」を地方文化運動に追求するものとなっている。
　経験的な「地方」からの離脱を志向した『労農』は、「行動文化」の標榜の中に、〈地方〉
としての「東北」表象に対する批評性を浮上させた。そこには、〈全体／部分〉という区分
を用いたアイデンティティポリティクスの隘路へと帰着せざるを得ない「地方」を巡る語り
の臨界を看取し得る。

【占領期、地方文化運動、「行動文化」、「新地方主義」、東北表象　佐藤徹
てつ

（森英介）、佐野学、
東亜連盟運動】

A Study of the Rōnō Journal:  
Reexamining the Occupation-Era Yamagata Local Culture Movement

MORIOKA Takashi

This article is an attempt to present some aspects of the local culture movement (chihō bunka undō) 
that arose during the postwar Allied Occupation era (1945–1952) through an examination of the 
journal Rōnō published in Yamagata in 1946. In discussing Occupation-era local culture 
movements in Yamagata, the dominant tendency has been to focus on non-political movements, 
underestimating the significance of politically oriented movements. Such ex post facto 
manipulation, however, creates blind spots. One example can be found in the fact that the Rōnō 
journal has been considered only in connection with the early phase of the career of the poet Mori 
Eisuke (1917–1951), who died young.
 The Rōnō started as a journal of political opinion, with Satō Tetsu—later called Mori 
Eisuke—as its editor and founder, making full use of existing discursive resources. In its second 
issue, the socialist Sano Manabu, who had just organized the Labor-Farmer Avant-garde party, 
took center stage, but a closer look at the list of writers and other features of the issue, including 
Satō’s editorial and his afterword, reveals that the issue was clearly influenced by the Shōwa 
Kenkyūkai, the Kokumin Undō Kenkyūkai, the Tōa Renmei Undō, amongst others.
 In its third and last issue, Rōnō underwent a radical change in orientation, advocating 
activism and focusing on avant-garde heroism as a driving force in political movements. This last 
issue, which ceased to regard specific participation in the political process as an objective of the 
movement, clearly enunciated the intent to connect political discourse and literary texts by means 
of the abstract ideal of “action.” The slogan of a “new regionalism” advocated as a result of this shift 
of policy denounced the closed nature of sectarian localism and sought to incorporate universal, 
global significance into local culture movement.
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論文要旨・SUMMARIES

Ideal Images of Womanhood for Female Chinese Students Studying in 
Japan: Focused on Translated Articles of Magazine Zhongguo xinnujie 
zazhi

PIAO Xuemei

In February 1907, a Chinese-language magazine titled Zhongguo xinnujie zazhi was founded by a 
group of Chinese women students studying in Japan. This study analyzes the purpose of their 
magazine and its content, in particular the translations of Japanese writings and of Japanese 
translations of writings in other languages. The analysis shows that the model of the ideal the 
Chinese women chose was not Japanese, but American and European, namely the ideal women 
were leaders in the emancipation of women in that period. 
 The purpose of female Chinese students who founded the magazine, is to develop Chinese 
women into female citizens. Finding that Japanese women of the time were not politically 
emancipated, they aimed to promote images for Chinese women with equal rights and obligations 
on a par with men as citizens of a modern nation state. Therefore, in the process of translating 
from Japanese sources, they often intentionally omitted some passages that referred to specifically 
Japanese gender roles of women in the family. Furthermore, all the biographies of European 
women were translated by the Japanese translator, however, the Chinese translators only selected a 
part of the biographies from the Japanese translated version. They often introduced practical and 
achievable models for Chinese women educated to a basic level.

Keywords :  late Qing dynasty, Female Chinese students studying in Japan, Zhongguo xinnujie zazhi (Jp. 
Chūgoku shinjokai zasshi), female citizens, Nuzi shijie (Jp. Joshi sekai), Chinese translations from 
Japanese, emancipation of women, influence of Japan, ryōsai kenbo (good wife, wise mother), 
ideal image of woman

〈研究論文〉

雑誌『労農』研究
――占領期山形における地方文化運動の再検討のために

森 岡 卓 司

　本稿は、1946 年に山形で発行された雑誌『労農』の検討を通じて、占領期における地方
文化運動の一側面について明らかにしようと試みる。
　山形における占領期の地方文化運動について、非政治的な運動に焦点をさだめ、政治運動
的な要素を持ったものについてはその意義を低く評価する語りが現在においても支配的だ
が、そうした事後的な操作には一定の死角が存在する。1946 年に米沢を拠点として発行さ
れた雑誌『労農』が、夭逝の詩人森英介の「前史」としてのみ捉えられてきたことも、その
一例とみなすことができる。
　後に森英介と名乗った佐藤徹が編集発行人となった『労農』は、既存の言説資源を大いに
活用した政治的論説誌として出発した。第 2 号の誌面において最も中心的な扱いを受けてい
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 The main findings of the study are as follows. It is evident that in addition to introducing 
active methods expected to have therapeutic effects such as having patients play instruments 
themselves, Sugamo Hospital also conducted passive music therapy through listening to music. I 
have also demonstrated that the psychiatric care and ideas about music therapy put into practice in 
France and Germany where Dr. Kure had studied were an important part of the intellectual 
background for the music therapy that he recommended. At the same time, it is apparent that the 
instruments and music employed at Sugamo Hospital were those rooted in the cultural soil of that 
time and based on patients’ preferences. The study has also confirmed that the music therapies 
implemented as part of psychiatric care did have positive direct and indirect effects on the patients; 
and furthermore that they were not conducted solely on the initiative of Dr. Kure; rather he sought 
the acknowledgement of the entire hospital beginning with the doctors and nurses working there.

Keywords :  music therapy, Kure Shūzō, Sugamo Hospital, Matsuzawa Hospital, occupational therapy, 
recreation therapy, modern psychiatric care

〈研究論文〉

在日中国人女子留学生の理想的女性像
――『中国新女界雑誌』の翻訳記事を中心に

朴 　 雪 梅

　1907 年 2 月、東京の中国人女子留学生たちによって『中国新女界雑誌』（中文）が創刊さ
れた。本稿は、主にこの雑誌の発刊意図とそこに掲載された翻訳記事を中心に分析し、同誌
の中国人女子留学生たちが求めた理想的女性のモデルが同時代の日本人女性ではなく、女性
解放の先頭に立って活躍する欧米人女性であったことを論証した。
　編輯兼発行人である燕斌をはじめ、当時の中国人女子留学生たちがこの雑誌を創刊した目
的は、中国人女性たちを「女国民」へと育成することであった。そのため彼女たちは、政治
上においてまだ独立した人格を持たず、女性解放の萌芽的段階にあった日本の女子教育／女
性論をモデルとせず、西欧諸国の最新の女子教育／女性論を選び、中国の女性たちに紹介し
たのである。さらに、清朝政府の女子教育開始に対応して、日本の女子教育に関する数多く
の教科科目を翻訳する際にも、彼女たちはその中に顕著であった「女は内」という性役割分
業思想、家庭内での奉仕を通じて間接的に国家に貢献する「良妻賢母」思想についての記事
をすべて削除した。また、欧米女性の立身伝を翻訳するに当たり、日本の翻訳書から数名を
選んで重訳したが、その選択基準も、一定の識字教育を施せば当時の中国でも登場し得るよ
うな現実に即したモデルが多かった。

【清末、在日中国人女子留学生、『中国新女界雑誌』、女国民、『女子世界』、翻訳記事、女性
解放、日本の影響、良妻賢母、理想的女性像】
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紹介に終始することなく、実際に体系的、及び長期的に行った呉の音楽療法は重要な位置を
占める。
　したがって本論文では、呉の音楽療法の実態と、その思想的背景を解明することを研究目
的とし、一、新聞記事にみる東京府巣鴨病院での音楽療法実践内容、二、呉秀三における精
神医学理論の形成的背景、三、「作業療法」における「音楽弾奏」としての能動的音楽療法、
四、「遺散療法」における「慰楽」としての受動的音楽療法、五、巣鴨（松沢）病院におけ
る大正期以降の音楽療法、といった順で稿を進め、既に刊行されている資料のみならず、「日
本精神医学資料館」所蔵の病院側未刊行資料も対象として分析を行った。
　その結果、巣鴨病院においては、「作業療法」の一環として患者自らが楽器演奏を行うこ
とで治療的効果を見込むといった能動的音楽療法が導入されると同時に、「遺散療法」の一
環として患者が音楽を聞くことによって効果を見込む受動的音楽療法も行われていたことが
明らかとなった。また、呉が推奨した音楽療法の思想的背景には、呉の留学先であったドイ
ツやフランスで行われていた精神医療あるいは音楽療法思想が大きく関連していることも判
明した。その一方、巣鴨病院の音楽療法実践に用いられた楽器や演目に関しては、患者の嗜
好に基づき、当時の文化土壌に根付いた音楽が推奨されていたことも明らかとなった。そし
て、これらの音楽療法が、精神療法の一環として患者に直接的・間接的な効果をもたらした
こと、さらに、音楽療法が呉の独断で行われていたのではなく、医師や看護人も含め、病院
組織全体で認識が図られていたことも解明された。

【音楽療法、呉秀三、巣鴨病院、松沢病院、作業療法、遺散療法、近代精神医療】

Kure Shūzō’s Music Therapy and Its Intellectual Background
MITSUHIRA Yūki

In the Meiji period, psychiatrist and chief physician at the Tokyo Metropolitan Sugamo Hospital, 
Kure Shūzō (1865–1932) began to experiment with music therapy on psychiatric patients, and 
continued thereafter to practice the therapy for a long time. Documents about the therapy are 
available mainly at the Japan Psychiatric Care Museum annexed to the Tokyo Metropolitan 
Matsuzawa Hospital (successor to the Sugamo Hospital), but particulars about how the therapy 
was practiced have not received attention from researchers. Dr. Kure’s novel music therapy, which 
was not based on a preoccupation with the introduction of past theories but was rather practiced 
systematically and over a long period of time, holds an important place in the history of music 
therapy in Japan.
 The present study seeks to explain the practice of Kure music therapy and also clarify its 
intellectual background. The discussion covers the following topics: 1. Dr. Kure’s music therapy at 
Tokyo Metropolitan Sugamo Hospital as reported in newspapers. 2. Dr. Kure’s background in 
psychiatric medicine theory. 3. Active music therapy, utilizing “the playing of music” as an 
occupational therapy exercise. 4. Passive music therapy, as a form of recreation therapy for 
“amusement and pleasure.” 5. Music therapies at the Sugamo and Matsuzawa hospitals since the 
Taisho period. This study includes analysis not only of published materials, but also of as yet 
unpublished documents held by the Japan Psychiatric Care Museum.
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demonstrate the transformation, I consider the ways Inoue Tetsujirō and his student Takase 
Takejirō understood Yōmeigaku.
 Scholars like Maruyama Masao have recognized modernist elements in the thought of the 
Japanese Confucianists who opposed Neo-Confucianist orthodoxy, like Ogyū Sorai. Here I present 
a different perspective on the relationship between modernity in Japan and Confucianism by 
examining Yōmeigaku in the Meiji era. The prototype of modern Japan cannot be found in 
Yōmeigaku; rather, Yōmeigaku changed with the times from Bakumatsu through to the modern 
period.
 It is understood that Inoue interpreted Yōmeigaku in “nationalistic” mode. Nationalism for 
him was an intellectual endeavor that supported the socio-political system centering around the 
emperor, and he believed that Yōmeigaku would sustain an understanding of public morality. His 
position derived from his belief that Christianity would disturb the minds of the people. His 
understanding of Yōmeigaku, which emphasized achieving the spiritual unity of the nation, shared 
much with the critical concerns of Mitogaku. However, his views were not derived from Mitogaku, 
but from students of Yōmeigaku concerned about the fate of the nation in the late Tokugawa 
period. And Inoue, who aspired to establish order in the nation, was consequently a critic of the 
Ōshio Rebellion.
 Another aspect of the development of Yōmeigaku in Japan was its acceptance as a means of 
self-cultivation. Takase Takejirō’s assertions are noteworthy in that respect. He claimed that 
Yōmeigaku was an effective means of cultivating the mind and declared that individuals who 
achieved such cultivation should work for the betterment of society. Although he followed Inoue’s 
ideas in many respects, he did not accept his views without question. Takase recognized Ōshio 
Heihachirō’s actions as meaningful for the welfare of society. In the context of the ideological 
emphasis on practicality from the Bakumatsu period onward, Takase added new meaning to 
Yōmeigaku. He later became a contributor to imperialism. 
 Modern Japanese Yōmeigaku was transformed in the context of its age. Inoue emphasized 
the spiritual unity of the people, but Takase actively argued for the social significance of self-
cultivation in Yōmeigaku

Keywords :  Meiji era, Yōmeigaku learning, Inoue Tetsujirō, Takase Takejirō, Mitogaku, Fujita Tōko, 
Aizawa Seishisai, Ōshio Heihachirō, national morality, cultivation

〈研究論文〉

呉秀三の音楽療法とその思想的背景
光 平 有 希

　精神科医の呉秀三（1865―1932）は、近代精神医療の普及に取り組む中、明治期において
既に、自身が医長を勤める東京府巣鴨病院で音楽療法の試行を開始した。呉の音楽療法実践
に関しては、巣鴨病院の後身にあたる東京都立松沢病院併設の「日本精神医学資料館」を中
心に、当時の状況を窺い知ることのできる資料が現存しているものの、これまでその実態が
明らかにされることはなかった。しかしながら、日本の音楽療法史上において、従来の理論
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〈研究論文〉

井上哲次郎と高瀬武次郎の陽明学
――近代日本の陽明学における水戸学と大塩平八郎

山 村 　 奨

　本論文は、日本の明治期に陽明学を研究した人物が、同時代や大塩の乱のことを視野に入
れつつ、陽明学を変容させたことを明らかにする。そのために、井上哲次郎と教え子の高瀬
武次郎の陽明学理解を考察する。
　日本における儒学思想は、丸山眞男が説いた反朱子学としての徂徠学などが、近代性を内
包していたと理解されてきた。一方で、明治期における陽明学を考察することで、それと異
なる視角から、日本近代と儒教思想との関わりを示すことができる。明治期に陽明学は変容
した。すなわち、陽明学に近代日本の原型がある訳ではなく、幕末期から近代にかけて、時
代にあわせて変わっていった。
　井上哲次郎は、陽明学を「国家主義的」に解釈したとされる。井上にとっての国家主義と
は、天皇を中心とする体制を護持しようとする立場である。井上は陽明学を、国民道徳の理
解に援用できると考えた。その態度は、キリスト教が国民の精神を乱すことに反発していた
ことに由来する。国内の精神的統一を重視した井上の陽明学理解は、水戸学の問題意識と共
通する。しかし井上の陽明学観は水戸学に影響を受けた訳ではなく、幕末期に国事に関心を
向けた陽明学者の伝統を受け継ぐ。また井上は、体制の秩序を志向していたために、大塩平
八郎の暴挙には否定的であった。
　一方で日本での陽明学の展開は、個人の精神修養として受け入れられた面を持つ。その点
で、高瀬武次郎の主張は注目に値する。高瀬は陽明学が精神を修養するのに有効であり、同
時に精神を陶冶した個人が社会に資するべきことを主張した。また井上の理解を踏襲しつつ
も、必ずしも井上の見解に与しなかった。高瀬は、大塩の行動に社会福祉的な意義も認めて
いる。高瀬は幕末以来の実践重視の思想の中で、陽明学に新たな意味を付与した。その高瀬
は、後に帝国主義に与した。
　近代日本の陽明学は、時代状況の中で変容した。井上は国民の精神的な統一を重視したが、
高瀬は陽明学による修養の社会的な意義を積極的に説いた。

【明治、陽明学、井上哲次郎、高瀬武次郎、水戸学、藤田東湖、会沢正志斎、大塩平八郎、
国民道徳、修養】

The Yōmeigaku Learning of Inoue Tetsujirō and Takase Takejirō:  
Mitogaku and Ōshio Heihachirō in Modern Yōmei Studies

YAMAMURA Shō

The purpose of this paper is to reveal how Meiji-era scholars of Yōmeigaku transformed its 
teachings, taking into consideration their own times and the ideas behind the Ōshio Rebellion. To 
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かにする。
　観阿の四十歳の行状として注目すべきことに、不昧のほか、佐原鞠

きく

塢
う

（1762―1831）とも
交流していたことが確認できた。そこで三者の交流から壮年期の行状を明らかにする。
　本稿では、従来不明であった生家山田屋と青年期、壮年期の観阿の行状を明らかにする。
さらにこれらの行状が後年、観阿の江戸での活躍にどのような影響するのかについても論じ
ることとする。

【山田屋太郎兵衛、佐原鞠塢、両替商、仙台藩、伊達吉村、伊達重村、松平不昧、溝口翠濤、
出家、生家】

Yoshimura Kan’a and Yamadaya Tarobee
MIYATAKE Yoshiyuki

Yoshimura Kan’a (1765–1848), a merchant connoisseur of the tea ceremony active in the late Edo 
period, took the tonsure at age thirty-four and built himself a hermitage, named Hakusui-an, in 
Asakusa and lived there for the rest of his life. He took the tonsure presumably partly due to his 
hunger for seclusion and partly due to the state of bankruptcy that threatened his parental home. 
An account of his life at the age of forty describes Kan’a as being associated with Matsudaira 
Harusato (also known as Matsudaira Fumai; 1751–1818), 7th lord of Matsue domain. Little is 
known from previous studies, however, about Kan’a’s parental home and what exactly led to his 
taking the tonsure, or of his association with Fumai.
 According to the Giga shōzō narabi ni ryakuden by Mizoguchi Naoaki (also known as 
Mizoguchi Suitō; 1799–1858), 10th lord of Shibata domain Kan-a’s parental home was the 
Yamadaya, a money exchanger and supplier of funds to the Date family, lords of Sendai domain. 
The Giga shōzō is in the collection of the Historiographical Institute of the University of Tokyo.
 Relations between Sendai domain and the Yamadaya have already been dealt with in detail 
by local historian Sasa Hisashi. According to Sasa, the fortunes of the Sendai-based Yamadaya 
declined as its head Yamadaya Tarōbē provided financial support to construction projects 
undertaken by Sendai and Hiroshima domains in 1767 (Meiwa 4). For lack of historical 
documentation, however, Sasa failed to connect the Yamadaya with Kan’a. The present article 
shows how the Yamadaya contributed to the construction projects, based on a document titled 
“Issatsu no koto” in the collection of the Komonjo-shitsu of the Faculty of Letters, Keio University.
 What is notable in the account of Kan’a at forty is that he was associated not only with 
Fumai but also with the botanist Sahara Kikuu (1762–1831), a fact which sheds considerable new 
light on Kan’a’s activities at the prime of his life.
 This study describes the Yamadaya house and Kan’a’s life from his youth to his forties, of 
which little has been known till now. It also discusses how his activities during those times 
influenced his later activities in Edo.

Keywords :  Yamadaya Tarobee, Sahara Kikuu, money exchanger, Sendai domain, Date Yoshimura, Date 
Shigemura, Matsudaira Fumai, Mizoguchi Suitō, tonsure, parental home
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the manner in which myth interpretation creates new histories. In other words, it is an endeavor 
which is removed from historical ideas constructed by modernism, and revises the concepts of 
myth and history from the perspective that it is precisely the process of interpreting and creating 
myth that leads to the construction of new histories.
 This view is influenced by Isomae Jun’ichi’s approach to the history of exegesis in seeking to 
answer the question how the Kojiki and Nihon shoki myths were interpreted. However, 
mythological exegesis history goes one step further, actively drawing on Saitō Hideki’s ideas on the 
interpretation of mythology and history, and focusing on how mythological exegesis shapes 
historical narrative.
 Furthermore, in order to open up doors for further research and validate the effectiveness of 
this point of view, I have chosen to focus on the metamorphosis of the deities of Mt. Fuji, as 
opposed to the Kojiki and Nihon shoki or even the “medieval Nihon shoki” and “pre-modern Kojiki” 
that have formed the basis of previous research.
 In the cult of Mt. Fuji, the transformation of the deity of the mountain from “Asama no 
kami” to “Sengen Daibosatsu” and from “Konohanasakuyahime” to “Amenominakanushi” shows 
us a fresh mythological world not observed within the frameworks of previous research on Japanese 
mythology.

Keywords :  History of mythological exegesis, [historical narrative], chūsei Nihongi, medieval mythology, 
myths, Sengen Daibosatsu, Dainichi Nyorai, Konohanasakuyahime, Sengen Dainichikami, 
Amenominakanushi

〈研究論文〉

吉村観阿と山田屋太郎兵衛
宮 武 慶 之

　江戸時代後期に活躍した町人数寄者である吉村観
かん

阿
あ

（1765―1848）は三十四歳の時出家し、
その後は浅草に白醉庵という庵を結んで過ごした。観阿の出家については、遁世の念が強かっ
たことに加え、生家が破産の危機に瀕したためとされる。また四十歳の行状で判明している
ことは松江藩七代藩主松平治

はる

郷
さと

（不
ふ

昧
まい

／ 1751―1818）に遇されたことである。しかしながら
従来の研究では観阿の生家と出家に至るまでの経緯、不昧に遇された理由については明らか
にされていない。
　現在、東京大学史料編纂が所蔵する新発田藩十代藩主溝口直

なお

諒
あき

（翠
すい

濤
とう

／ 1799―1858）自筆
の『戯画肖像並略伝』から、観阿の生家は仙台藩伊達家の用金調達であった山田屋と判明す
る。
　仙台藩と山田屋との関係については、すでに郷土史家の佐々久が論じていた。佐々によれ
ば山田屋の当主太郎兵衛が家財を傾けることとなるのは明和四年（1767）の仙台藩と広島藩
が請負った工事で、財政面で貢献からであると指摘している。しかしながら資料の不足より
山田屋と観阿を結びつけることができていなかった。そこで本稿では山田屋が工事でどのよ
うな貢献したのかについて、慶應義塾大学文学部古文書室が所蔵する「一礼之事」から明ら
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 （【　】内はキーワード）

〈研究論文〉

神話解釈史から見る富士山の祭神変貌論
――その歴史叙述を中心として

権 　 東 祐

　本稿は、富士山が信仰の場とされながらも、各々異なる祭神が形成され、変貌してきたこ
とを〈神話解釈史〉という視座から考察することを目的とする。
　〈神話解釈史〉とは、「中世日本紀」や「中世神話論」を継承しつつも、従来の「古代神話」
のように架空の時代を形成しそれに固定することを否定し、神話解釈がどのように新たな歴
史を創造してきたかを考えるものである。とくに、「近代主義」によって構築された歴史観
念を離れ、神話を解釈・創造する過程こそが新たな歴史を作るという視点から神話と歴史の
概念を改める作業である。
　このような発想は、磯前順一の主張した「記紀神話」は「どう読まれたか」という「記紀
解釈史」と類似している。しかし、磯前は神話が歴史上でどのように解釈されてきたかを考
える「神話の解釈史」にとどまっている。対して、神話解釈がどのように歴史を叙述してき
たかを考える「神話解釈の歴史」の発想は、斎藤英喜によって提示されており、本稿はそれ
を積極的に継承しつつ、〈神話解釈史〉という方法の可能性をより広げていきたい。
　そこで、本稿では従来の神話研究者が主に『古事記』や『日本書紀』を中心とする神話研
究を展開してきたこと、また、神話解釈への関心も「中世の『日本書紀』」と「近世の『古
事記』」に集中してきたことに対し、それとは異質的な「富士信仰」を中心としてその祭神
の変貌を考えてみた。
　「浅間の神」から「浅間大菩薩」そして「コノハナサクヤヒメ」を経て「天御中主神」に
展開していく富士信仰における神格変貌は、従来の日本神話研究の枠組からは読み取れな
かった新鮮な神話世界の一面を見せてくれるだろう。
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The Metamorphosis of Mt. Fuji kami as Seen from the History of 
Mythological Exegesis: On Historical Narrative

KWON Dong-woo

This paper seeks to pave the way for a new perspective on Japanese mythology, examining the 
emergence of different deities around the sacred site of Mt. Fuji and their transformations from 
the viewpoint of the history of mythological exegesis.
 “Mythological exegesis history” draws on chūsei Nihongi and medieval mythology theories, 
but rejects the creation of fictional periods, as was the case with classical myth; instead it considers 
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