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一
　
は
じ
め
に

　
法
隆
寺
金
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
﹁
銅
造
薬
師
如
来
坐
像
﹂
が
一
九
五
二
年

三
月
二
十
九
日
︑﹁
国
宝
﹂

（
1
）

に
指
定
さ
れ
た
︒
国
宝
の
一
部
と
し
て
の
光
背
銘

に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
﹁
国
史
上
最
も
著
明
で
あ
り
最
も
貴
重
な
金
石
文
で
あ

る
﹂

（
2
）

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館

（
編
）﹃
飛
鳥
・
白
鳳
の
在
銘
金
銅
仏
﹄

（
3
）

の
整
理
を
見
る
と
︑
大
写
し
の
写
真
と

と
も
に
︑
光
背
銘
の
テ
ク
ス
ト
に
1
か
ら
90
ま
で
の
番
号
が
付
け
て
あ
る
︒
Ｌ

Ｅ
Ｄ
照
明
が
設
置
さ
れ
て
金
網
の
外
か
ら
眺
め
易
く
な
っ
た
と
は
い
え
︑
金
堂

内
部
は
現
在
一
般
的
に
撮
影
禁
止
の
た
め
︑
銘
文
を
論
じ
る
際
に
は
こ
の
奈
文

研
が
整
備
し
た
ア
ル
バ
ム
を
基
本
的
な
一
次
資
料
と
し
て
珍
重
す
べ
き
で
あ
る
︒

法
隆
よ
り
論
文
末
へ
の
転
載
を
許
可
い
た
だ
い
た
︒

　
本
銘
の
文
体
に
つ
い
て
は
︑
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
諸
説
が
複
雑
多
岐

に
わ
た
る
諸
説
が
あ
る
︒
ま
ず
︑﹃
日
本
文
学
史
﹄
の
記
述
を
中
心
に
振
り

返
っ
て
み
よ
う
︒

　
三
上
参
次
（
他
著
）﹃
日
本
文
学
史
　
上
﹄

（
4
）

に
よ
る
と
︑﹁
法
隆
寺
（
略
）
薬

師
像
の
仏
背
の
銘
︑
釈
迦
仏
銅
像
の
銘
等
あ
れ
ど
も
︑
一
つ
と
し
て
漢
文
体
な

ら
ざ
る
は
な
し
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
最
初
の
文
学
史
に
お
い
て
︑

﹁
漢
文
体
﹂
だ
と
い
う
認
定
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
正
格
か
破
格
か
︑
詳
し
く
明

言
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
三
上
参
次
（
他
著
）﹃
刪
定
日
本
文
学
小
史
﹄

（
5
）

に
到
っ

て
︑
次
の
よ
う
な
叙
述
が
現
れ
た
︒

法
隆
寺
薬
師
仏
光
背
銘
新
論

頼ら
い

　
衍え
ん

宏こ
う
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我
が
国
人
の
漢
字
を
用
ふ
る
こ
と
も
︑
や
ゝ
自
由
に
な
り
し
か
ば
︑
之
を

も
つ
て
国
語
を
書
き
あ
ら
は
さ
ん
と
試
み
る
者
も
︑
漸
く
出
で
き
た
る
に

至
れ
り
︒
即
ち
推
古
天
皇
の
十
五
年
に
作
ら
れ
た
る
︑
法
隆
寺
金
堂
の
薬

師
仏
背
後
の
文
は
︑
実
に
左
の
ご
と
き
も
の
な
り
︒

　
そ
こ
に
新
た
に
訓
点
を
入
れ
て
︑
よ
り
日
本
語
色
の
強
い
漢
文
体
に
す
る
と

い
う
力
点
の
移
動
が
あ
っ
た
︒

　
武
島
又
次
郎
（
述
）﹃
日
本
文
学
史
﹄

（
6
）

は
︑﹁
一
見
漢
文
風
に
は
し
る
し
た
れ

ど
も
文
字
の
つ
ゞ
け
ざ
ま
︑
す
べ
て
国
文
脈
に
か
よ
ひ
わ
か
国
ぶ
り
に
読
ま
す

る
や
う
も
の
し
た
る
あ
と
あ
れ
ば
︑
こ
は
思
ふ
に
漢
字
を
借
り
て
わ
が
国
語
を

あ
ら
は
し
た
る
も
の
な
ら
む
﹂
と
し
て
い
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
外
見
上
は
漢
文

で
は
あ
る
が
実
質
上
は
日
本
語
だ
と
す
る
説
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑

白
川
静
﹃
漢
字
百
話
﹄

（
7
）

に
は
﹁
明
ら
か
に
訓
読
さ
れ
て
い
る
漢
文
体
の
文
で
あ

る
﹂︑﹁
漢
字
を
つ
ら
ね
た
文
で
あ
る
が
︑
治
の
字
の
位
置
や
︑
労
・
賜
の
訓
な

ど
︑
構
文
も
用
字
法
も
す
べ
て
国
語
で
あ
る
﹂
と
い
う
説
明
が
あ
る
︒﹁
漢
文

体
﹂
の
前
提
に
﹁
訓
読
﹂
が
あ
る
た
め
︑
実
質
上
日
本
語
な
の
だ
と
い
う
の
は

武
島
と
同
様
と
い
え
る
︒

　
萩
野
由
之
﹃
日
本
文
学
史
﹄

（
8
）

を
見
る
と
︑﹁
和
漢
混
交
躰
の
文
﹂
の
見
出
し

の
も
と
に
︑﹁
漢
文
と
も
つ
か
ず
︑
国
文
と
も
つ
か
ぬ
︑
一
種
の
混
交
躰
の
文

を
作
り
た
り
し
な
り
﹂
と
い
う
定
義
と
と
も
に
︑
本
銘
の
全
文
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
︒

　
こ
の
点
に
お
け
る
戦
後
の
文
学
史
の
矛
盾
は
︑
有
精
堂
編
集
部
（
編
）﹃
時

代
別
日
本
文
学
史
事
典
　
上
代
編
﹄
に
︑
次
の
よ
う
に
三
箇
所
に
要
約
し
て
記

さ
れ
て
い
る
︒

　
①
林
勉
﹁
文
字
と
表
記
﹂

（
9
）

の
指
摘
に
よ
る
と
︑﹁﹁
大お
ほ

御み

﹂﹁
賜
た
ま
ふ

﹂﹁
奉
ま
つ
る

﹂
の
敬

語
︑﹁
欲
﹂﹁
詔
﹂
の
語
序
や
位
置
な
ど
は
明
ら
か
に
漢
文
体
に
な
い
﹂
と
あ
る
︒

敬
語
（
接
頭
辞
と
補
助
動
詞
）
と
シ
ン
タ
ク
ス
を
指
標
に
し
つ
つ
武
島
の
説
を

深
化
さ
せ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
②
小
谷
博
泰
﹁
金
石
文
・
古
文
書
・
木
簡
﹂

（
10
）

は
前
掲
林
論
文
と
同
書
に
収
録

さ
れ
て
い
る
一
章
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
助
字
﹁
於
・
与
・
而
・
者
﹂
な
ど
を

日
本
語
の
助
詞
﹁
を
・
と
・
て
・
は
﹂
な
ど
に
当
て
て
︑
漢
文
な
ら
不
要
の
所

に
し
い
て
使
い
︑﹁
大
御
﹂﹁
賜
﹂﹁
坐
﹂
な
ど
を
日
本
語
の
敬
語
を
表
わ
す
の

に
使
う
な
ど
︑
い
わ
ゆ
る
和
化
漢
文
の
典
型
的
な
例
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う

説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
敬
語
な
ど
を
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
す
る
点
は
林
と
一
致

し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
毛
利
正
守
﹁
文
字
に
よ
る
文
学
﹂

（
11
）

も
﹁
敬け
い

護
〘
マ
マ
〙︹

譲
︺

語
の
使
用
や
語
序
の
和
習
化
が
著
し
い
﹂
と
し
つ
つ
﹁
和
化
漢
文
体
と
な
っ
て

い
る
﹂
と
し
て
い
る
︒﹁
和
化
漢
文
﹂
説
は
二
つ
の
文
学
史
に
記
さ
れ
て
い
る

た
め
︑
時
代
の
主
流
と
い
え
る
︒

　
③
波
戸
岡
旭
﹁
漢
詩
文
と
詩
学
・
詩
論
﹂

（
12
）

は
本
銘
を
﹁
名
文
と
称
す
べ
き
正

格
の
漢
文
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒

　
次
に
︑
金
石
文
研
究
の
第
一
人
者（

13
）

の
見
解
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
本
銘
に
つ
い
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て
︑
東
野
治
之（

14
）

は
﹁
文
章
は
宣
命
と
同
様
の
和
文
体
﹂
と
い
う
認
定
を
示
し
て

い
る
︒
戦
後
︑
優
勢
だ
っ
た
﹁
和
化
漢
文
体
﹂
説
よ
り
一
歩
進
め
︑
武
島
の

﹃
日
本
文
学
史
﹄
を
深
化
さ
せ
て
純
粋
な
﹁
和
文
体
﹂
を
見
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
本
銘
は
純
漢
文
で
読
み
解
こ
う
と
し
た
も
の
の
漢
文

で
は
な
い
と
す
る
結
果
が
得
ら
れ
た
︑
と
各
分
野
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
築
島
裕
﹃
国
語
学
要
説
﹄

（
15
）

の
﹁
こ
れ
は
ど
う

見
て
も
純
粋
の
漢
文
と
は
見
ら
れ
ず
︑
日
本
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
予
想

し
つ
ゝ
︑
表
記
し
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
﹂
と
い
う
説
明
が
早
期
の
一

例
と
い
え
る
︒
小
島
憲
之（

16
）

の
﹁
全
体
と
し
て
日
本
語
と
し
て
訓
ま
れ
る
こ
と
を

予
想
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
︑
中
国
人
か
ら
み
れ
ば
︑
異
様
な
文
体
を
も

つ
﹂
と
す
る
観
点
も
非
純
漢
文
路
線
を
強
固
な
も
の
に
し
て
い
る
︒
東
野
の

﹁
和
文
﹂

（
17
）

説
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
前
に
︑
語
学
と
文
学
研
究
の
大
家
か

ら
漢
文
に
あ
ら
ず
と
す
る
発
言
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
る
べ
き
後
ろ
楯
と
し

て
支
え
て
い
る
よ
う
に
見
て
取
れ
る
︒

　
こ
こ
に
至
る
と
︑
本
銘
の
文
体
は
﹁
和
化
漢
文
﹂

（
18
）

説
か
︑
金
石
文
研
究
の
権

威
者
の
﹁
和
文
﹂
説
か
︑
は
た
ま
た
別
種
の
﹁
漢
文
﹂
説
か
︑
俄
か
に
決
し
難

い
の
が
現
状
で
あ
る
︒

 

二
　
非
漢
文
体
の
疑
問
点

　
本
銘
の
文
体
を
議
論
す
る
際
に
優
先
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
な
の
は
︑

管
見
に
よ
る
と
春
日
政
治
﹃
仮
名
発
達
史
序
説
﹄

（
19
）

で
あ
ろ
う
︒
春
日
は
本
銘
の

﹁
和
化
し
た
点
﹂
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

一
︑
措
辞
法
の
異
な
る
こ
と
︒

二
︑
助
辞
（
助
詞
・
助
動
詞
・
活
用
語
尾
）
を
以
て
実
辞
を
連
ね
る
こ
と
︒

三
︑
敬
譲
語
の
多
い
こ
と
︒

　
そ
の
う
え
で
︑
次
の
よ
う
に
圏
点
を
付
け
て
い
る
︒

池
邊
大
宮
治
天
下
天
皇
︑
大
御
8

8

身
勞
賜8

時
︑
歲
次
丙
午
年
︑
召
於8

大
王
天

皇
與8

太
子
而8

︑
誓
願
賜8

︑
我
大
御
病
太
平
欲
坐
8

8

故
︑
將
造
寺
藥
師
像
作8

仕

奉
詔
8

8

︑
然
當
時
崩
賜8

︑
造
不
堪
者

8

8

8

︑
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
東

宮
聖
王
︑
大
命
受
賜
8

8

而
︑
歲
次
丁
卯
年
仕
奉8

　
そ
し
て
︑
春
日
政
治
は
﹁
上
代
文
体
の
研
究
﹂

（
20
）

で
以
下
の
よ
う
に
極
言
し
て

い
る
︒其

の
如
何
に
漢
文
に
な
い
語
序
︑
国
語
風
に
助
辞
（
漢
文
の
助
辞
の
ま
ゝ

で
は
あ
る
が
）
の
多
用
︑
更
に
敬
語
法
の
目
立
つ
て
ゐ
る
か
を
見
る
で
あ

ら
う
︒
漢
文
の
崩
壊
も
此
に
到
れ
ば
︑
国
語
風
に
読
む
に
容
易
と
な
る
の

で
あ
る
︒
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そ
の
和
化
三
点
説
を
受
け
止
め
て
︑
さ
ら
に
詳
述
し
た
の
は
徳
光
久
也
﹃
上

代
日
本
文
章
史
﹄

（
21
）

で
あ
る
︒
そ
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
お
く
︒（
圏

点
原
著
者
）

　
一
︑
措
辞
法
：
語
順
が
漢
文
流
で
な
く
国
語
流
の
と
こ
ろ
が
か
な
り
目

に
つ
く
︒
我
大
御
病
（﹁
太
﹂
欠
字
の
ま
ま
）
平
欲8

坐
故
の
欲8

字
の
位
地
〘
マ
マ
〙は
︑

我
欲8

︙
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
藥
師
像
作8

仕
奉
詔
8

8

の
作8

︑
奉8

︑
詔8

の
語
の
位
置
も
国
語
流
で
あ
つ
て
︑
漢
文
流
で
は
詔
奉
作
仕
藥
師
像
で
あ

る
︒
造
不
堪
者
も
不
堪
造
者
で
あ
り
︑
大
命
受
賜
而
は
受
賜
大
命
而
︑
仕

奉
は
奉
仕
と
な
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
つ
て
み
れ
ば
︑
漢
文
の
様
式

で
は
あ
る
が
︑
語
順
は
全
く
国
語
の
様
式
に
よ
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

　
二
︑
助
辞
：
召
於
大
王
天
皇
與
太
子
而
︙
︙
の
於
︑
與
︑
而
︑
造
不
堪

者
の
者
が
目
に
つ
く
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
も
漢
文
流
の
助
辞
の
用
法

を
踏
ま
え
た
国
語
風
の
応
用
で
︑
ヲ
︑
ト
︑
テ
︑
バ
の
意
味
に
用
い
よ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
三
︑
敬
譲
語
：
用
言
と
し
て
は
︑
勞
賜8

　
誓
願
賜8

　
大
〘
マ
マ
〙平
欲
坐8

故
　
作

仕
奉
8

8

　
崩
賜8

　
受
賜8

　
仕
奉
8

8

な
ど
で
あ
る
が
︑
賜
︑
坐
︑
仕
奉
な
ど
の
敬

語
を
︑
明
白
に
表
わ
し
た
こ
と
は
︑
漢
文
意
識
を
喪
失
し
た
も
の
と
も
見

ら
れ
る
か
ら
︑
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
︑
正
し
く
国
文
の
範
疇
内
の
も
の

で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒（
略
）
体
言
に
関
す
る
敬
語
は
︑
大
御
8

8

身
　
大
御
8

8

病
な
ど
が
国
語
的
表
現
を
伝
え
て
い
る
︒

　
徳
光
の
﹁
漢
文
意
識
を
喪
失
﹂
と
は
︑
春
日
の
﹁
漢
文
の
崩
壊
﹂
を
敷ふ

衍え
ん

し

た
結
果
だ
ろ
う
︒
他
方
︑
小
島
憲
之
﹁
金
石
文
の
文
学
﹂

（
22
）

の
﹁
国
語
的
な
部

分
﹂（
圏
点
）
の
認
識
と
比
べ
る
と
︑
か
な
り
齟そ

齬ご

が
生
じ
て
い
る
︒

池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
︑
大
御
身

8

8

8

労
賜8

時
︑
歳
次
丙
午
年
︑
召
於
大
王
天

皇
与
太
子
而
︑
誓
願
賜8

︑ 

我
大
御
病

8

8

8

太
平
欲8

坐8

故
︑
将
造
寺
薬
師
像
作8

仕

奉
詔
︑
然
当
時
崩
賜8

︑
造
不
堪
者
︑
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
東

宮
聖
王
大
命
受
賜8

而
︑
歳
次
丁
卯
年
仕
奉

 　
即
ち
︑﹁
於
﹂﹁
与
﹂﹁
而
﹂
と
い
う
助
辞
及
び
﹁
仕
奉
﹂﹁
造
不
堪
者
﹂
に
は

圏
点
が
な
く
︑﹁
漢
文
体
﹂
で
あ
る
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

　
春
日
説
を
訂
正
す
る
た
め
に
︑
小
島
の
部
分
的
漢
文
説
に
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
︒
小
島
は
﹁﹁
造つ
く
り不

レ
堪
あ
へ
ず

者
﹂
の
ご
と
き
漢
文
体
に
︑
以
上
の
国
語
体
を
交

え
て
い
る
︑
い
わ
ゆ
る
準
漢
文
体
（
和
漢
混
交
体
）﹂

（
23
）

と
い
う
捉
え
方
を
示
し

た
後
︑﹁
国
語
式
と
漢
文
式
と
を
混
用
す
る
﹂

（
24
）

と
強
調
し
︑
さ
ら
に
﹁
混
合
こ
そ

上
代
の
文
体
だ
﹂

（
25
）

と
見
定
め
て
い
る
︒
い
っ
た
い
そ
の
純
粋
度
は
ど
の
程
度
だ

ろ
う
か
︒
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
︑﹁
準
漢
文
の
体
と
し
て
最
も
古
き
も
の
な

り
﹂
と
い
う
﹁
準
漢
文
体
﹂
説（

26
）

や
︑﹁
造
仏
銘
は
時
代
を
通
じ
て
︑
多
少
の
破

格
を
含
み
な
が
ら
も
漢
文
的
な
傾
向
が
強
い
﹂

（
27
）

と
い
う
部
分
的
漢
文
説
な
ど
よ
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り
も
︑
波
戸
岡
旭
の
説
に
与く
み

し
た
う
え
で
︑
正
格
漢
文
を
も
っ
て
本
銘
を
捉
え

た
い
︒
当
然
な
が
ら
︑
春
日
以
来
の
三
大
和
化
問
題
を
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

そ
の
際
に
︑
中
国
の
造
像
記
︑
日
本
で
書
写
さ
れ
た
漢
訳
仏
典
や
将
来
さ
れ
た

漢
籍
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
︑
な
る
べ
く
先
行
し
た
文
書
を
洗
い
出
す
こ
と
が

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
︒
以
下
︑
非
漢
文
の
論
調
を
つ
と
め
て
排
斥
し
な
が
ら
︑

用
例
を
拾
っ
て
純
漢
文
で
あ
る
位
相
を
証
明
し
て
み
よ
う
︒

三
　
純
漢
文
体
で
捉
え
直
す

（
１
）
大
御

　﹁
大
御
﹂
を
非
漢
文
と
す
る
説
は
︑
広
く
唱
え
ら
れ
て
い
る
︒
戦
前
の
場
合
︑

東
伏
見
邦
英（

28
）

は
﹁﹁
大
御
身
﹂﹁
大
御
病
﹂﹁
大
命
﹂
の
様
な
敬
語
の
つ
い
た
名

詞
も
玉
体
・
聖
体
不
豫
・
聖
詔
と
い
ふ
様
な
漢
文
風
の
云
ひ
現
は
し
方
に
対
し

て
明
ら
か
で
あ
る
様
に
日
本
的
﹂
と
し
つ
つ
︑﹁
薬
師
の
銘
文
の
極
め
て
明
瞭

な
和
文
意
識
﹂
を
見
出
し
て
い
る
︒
戦
後
の
場
合
︑
山
口
佳
紀
﹁
日
本
語
の
文

体
︱
︱
日
本
語
文
体
史
に
関
す
る
五
条
﹂

（
29
）

は
﹁
大
御
8

8

身
﹂（
圏
点
原
著
者
）
に

つ
い
て
︑﹁
純
粋
の
漢
文
に
は
な
い
も
の
で
︑
日
本
語
と
し
て
の
表
現
で
あ

る
﹂
と
認
定
し
て
い
る
︒
毛
利
正
守（

30
）

も
﹁
み
ず
か
ら
の
言
葉
の
中
で
︑
み
ず
か

ら
の
病
気
に
﹁
大
御
﹂
と
付
け
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
自
敬
表
現
︑
み
ず
か
ら
を

敬
っ
て
記
す
表
現
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
も
の
も
中
国
に
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と

強
調
し
て
い
る
︒

　
そ
う
し
た
伝
統
の
あ
る
語
性
判
定
に
一
石
を
投
じ
た
の
は
︑
犬
飼
隆（

31
）

の
主
張

で
あ
る
︒
即
ち
︑﹁﹁
大
﹂
と
か
﹁
御
﹂
と
か
い
う
敬
語
は
中
国
語
に
も
あ
り
ま

す
︒
で
す
か
ら
︑
こ
れ
は
日
本
語
で
読
め
る
︑
訓
読
し
て
い
た
と
い
う
強
力
な

証
拠
に
は
な
り
ま
せ
ん
﹂
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
︒
合
理
的
な
懐
疑
で
は
あ

る
が
︑
論
拠
が
必
ず
し
も
示
さ
れ
得
た
と
は
限
ら
な
い
︒﹁
大
御
﹂
の
用
例
を

示
す
際
に
︑
商
代
の
青
銅
器
に
刻
さ
れ
た
三
字
﹁
大
御
獸
﹂

（
32
）

が
ま
ず
想
起
さ
れ

る
︒﹁
大
御
﹂
＋
一
字
名
詞
と
い
う
構
成
は
本
銘
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
︒
ま

た
︑
北
周
・
庾
信
﹁
周
大
将
軍
司
馬
裔
神
道
碑
﹂
の
場
合
︑﹁
乃
徵
爲
大
御
伯
︐

尋
轉
大
御
正
﹂

（
33
）

（
乃
ち
徴
し
て
大
御
伯
と
為
し
︑
尋つ

い
で
大
御
正
に
転
じ
）
と
あ
る
︒

大
御
伯
は
﹁
御
伯
中
大
夫
﹂
の
﹁
別
称
﹂

（
34
）

だ
が
︑
六
世
紀
の
天
子
の
側
近
に

﹁
大
御
○
﹂
が
複
数
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ち
な
み
に
︑﹃
庾
信
集
﹄
は
﹃
日
本

国
見
在
書
目
録
﹄

（
35
）

に
載
録
さ
れ
て
い
る
︒

　
や
が
て
︑
こ
の
語
構
成
は
天
子
そ
の
人
に
関
す
る
名
詞
に
も
冠
す
る
よ
う
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
六
四
九
年
に
崩
去
し
た
唐
太
宗
に
関
す
る
文
献

を
見
て
み
よ
う
︒

　
①
大
行
御
馬
輿
︐
從
官
侍
御
如
常
︒

（
36
）

（
大
行
︑
馬
輿
を
御
し
て
︑
従
官
侍
御
す

る
こ
と
常
の
如
し
）

　
②
大
御
與
從
侍
卿
如
常（

37
）

（
大
御
与
・
従
侍
卿
︑
常
の
如
し
）

　
①
の
﹁
輿
﹂
が
②
の
﹁
與
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
輿
︐
一
作
與
﹂

（
38
）

と
い
う
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異
本
関
係
を
勘
案
す
る
と
︑
両
者
は
相
通
じ
る
か
ら
で
あ
り
︑
唐
の
正
史
に
お

け
る
﹁
輿
﹂
が
よ
り
画
数
の
少
な
い
宋
の
類
書
に
お
け
る
﹁
與
﹂
へ
と
書
き
換

え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
①
の
﹁
大
行
御
馬
輿
﹂
に
つ
い
て
い
え
ば
新
旧
両
唐
書
に
も
現
れ
て
い
る
が
︑

元
来
の
意
味
は
﹁
皇
帝
が
乗
っ
て
い
る
馬
車
﹂

（
39
）

と
確
か
め
ら
れ
る
︒
こ
の
名
詞

句
は
﹃
太
平
御
覧
﹄（
九
八
三
年
成
立
）
に
収
録
さ
れ
る
際
に
︑﹁
大
行
御
馬

輿
從
官
侍

御
如
常
﹂

（
40
）

の
よ
う
な
組
文
字
化
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
が
︑
よ
り
重
要
な
の
は

﹁
大
御
與
﹂
と
い
う
三
字
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
省
略
形
で
あ
る
︒﹁
唐
︑
宋
類
書

が
古
籍
を
引
用
す
る
時
や
や
も
す
れ
ば
削
除
し
て
簡
潔
に
す
る
こ
と
あ
り
﹂

（
41
）

と

い
う
指
摘
を
参
照
す
る
と
︑
五
字
語
が
三
字
語
へ
と
濃
縮
す
る
の
も
類
書
界
の

流
儀
の
一
つ
と
い
え
る
︒
少
な
い
画
数
の
漢
字
へ
の
置
き
換
え
と
あ
い
ま
っ
て
︑

繁
を
簡
に
改
造
す
る
﹃
太
平
御
覧
﹄
の
方
針
が
浮
上
す
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
称

辞
﹂

（
42
）

の
﹁
大
﹂
と
接
頭
語
の
﹁
御
﹂
は
︑﹁
與
﹂（
輿
）
に
か
か
る
︒﹁
大
御
﹂

と
一
字
名
詞
か
ら
な
る
複
合
語
の
構
成
が
ひ
と
ま
ず
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

　
唐
の
﹁
大
御
與
﹂
は
逝
去
し
た
ば
か
り
の
皇
帝
に
属
す
る
乗
り
物
に
即
し
た

表
現
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
の
﹁
大
御
身
﹂﹁
大
御
病
﹂
は
先
帝
の

生
前
の
体
と
そ
の
状
態
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
︒
同
じ
天
子
関
連
用
語
で
あ
り
︑

し
か
も
修
飾
関
係
も
一
致
し
て
い
る
た
め
︑﹁
大
御
身
﹂﹁
大
御
病
﹂
は
日
本
語

で
し
か
読
め
な
い
︑
と
い
う
現
代
の
有
力
な
説
に
従
え
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
︒

類
書
が
示
し
た
略
語
の
方
法
さ
え
身
に
付
け
て
お
け
ば
︑
漢
語
の
ま
ま
で
読
み

解
こ
う
と
す
る
場
合
︑
さ
ほ
ど
理
解
に
苦
し
む
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

　
天
子
の
自
敬
表
現
に
関
し
て
補
足
す
る
と
︑
元
文
宗
の
詔
の
現
代
語
訳
の
一

節
に
﹁
朕
之
大
詔
命
﹂

（
43
）

（
朕
の
大
詔
命
）
と
あ
り
︑
清
高
宗
の
発
話
に
も
﹁
嗣

後
凡
遇
朕
御
名
之
處
︒
不
必
諱
﹂

（
44
）

（
嗣
後
凡お
よ

そ
朕
の
御
名
の
処
に
遇
は
ば
︑
必
ず

し
も
諱
ま
ず
）
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
皇
帝
自
身
の
発
言
に
限
っ
て
い
え
ば
︑

所
有
し
た
も
の
に
﹁
大
﹂
ま
た
は
﹁
御
﹂
と
い
う
接
頭
語
が
使
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
臣
下
の
立
場
か
ら
皇
帝
の
所
有
物
を
描
写
す
る
場
合
︑
宋
の
楊
万
里

﹁
過
広
済
圩
﹂

（
45
）

詩
に
﹁
箇
是
東
皇
大
御
園
﹂（
こ
れ
は
東
皇
の
大
御
園
）
と
い
う

一
句
が
あ
る
︒
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
十
六
世
紀
の
明
世
宗
が
在
位
中
︑

霊
台
公
に
旌
額
を
下
賜
し
た
記
載
︱
︱
﹁
我
靈
臺
公
得
恩
光
兩
大
御
書
奉
爲
世

澤
其
貴
顯
者
如
此
﹂

（
46
）

（
我
が
霊
台
公
︑
恩め
ぐ
み光
を
得
て
︑
両
大
御
書
世
そ
せ
ん
の
お
ん
け
い
沢
と
し
て

奉
り
︑
其
の
貴
顕
は
此
の
如
し
）
で
あ
る
︒
複
数
の
用
例
が
あ
る
た
め
︑
や
は
り

﹁
大
御
﹂
＋
一
字
名
詞
と
い
う
漢
語
の
造
語
法
が
あ
っ
た
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
︒

 （
２
）
勞
賜

 ﹁
勞
﹂
を
主
動
詞
︑﹁
賜
﹂
を
補
助
動
詞
と
す
る
の
は
当
代
の
有
力
説
で
あ
る
︒

前
者
に
関
し
て
は
︑﹁
天
皇
が
病
気
に
な
っ
た
こ
と
の
婉
曲
表
現
で
あ
ろ
う
﹂

（
47
）

と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒
自
動
詞
（
つ
か
れ
る
︑
の
意
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
後
者
に
至
っ
て
は
︑﹁
本
来
︑
中
国
語
で
は
﹁
目
上
の
者
か
ら
目
下

の
者
へ
何
か
を
与
え
る
﹂
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
こ
で

は
﹁
病
気
に
お
な
り
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
敬
語
の
補
助
動
詞
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
︑
日
本
語
の
用
法
で
す
︒
こ
う
い
う
も
の
も
日
本
語
と
し
て
読
ん
で
い
た
︑
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あ
る
い
は
少
な
く
と
も
漢
文
に
は
な
い
日
本
語
の
要
素
を
か
な
り
取
り
入
れ
て

い
た
証
拠
と
な
り
ま
す
﹂

（
48
）

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
漢
文
脈
に
お
け
る
こ
の
連
語
の
意
味
を
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
︒
漢
和
辞
典
に
も
﹁︻
労
賜
︼
ロ
ウ
シ

　
ね
ぎ
ら
い
賜
う
﹂

（
49
）

と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
二
字
熟
語
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑﹁
労
﹂
は
破
音
字
で
あ
る
た
め
︑

原
音
を
二
通
り
（láo

︑lào

）
具そ
な

え
て
い
て
︑
こ
の
場
合
は
去
声
で
あ
る
︒

　
漢
代
の
用
例
を
見
る
に
︑﹁
勞
賜
用
錢
萬
一
千
八
百
五
十
﹂

（
50
）

と
い
う
居
延
漢

簡
が
あ
る
︒
そ
う
し
た
簡
牘
群
に
つ
い
て
は
︑﹁
賞
・
賜
・
労
と
い
う
お
金
の

使
い
方
三
種
の
性
質
と
し
て
は
基
本
的
に
近
く
て
︑
功
労
ま
た
は
苦
労
が
あ
れ

ば
︑
賞
賜
が
あ
る
も
の
だ
︒
特
に
〝
労
賜
〟
と
い
う
二
字
の
連
用
は
︑
よ
く
問

題
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
﹂

（
51
）

と
正
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
︒

　
次
い
で
︑
魏
代
の
二
例
を
見
よ
う
︒
曹
植
﹁
孟
冬
篇
﹂
の
最
後
の
﹁
乱
﹂
を

見
る
に
﹁
明
詔
大
勞
賜
︐
大
官
供
有
無
﹂

（
52
）

（
明
詔
大
い
に
労
賜
し
︑
大
官
有
無
を

供
す
）
と
い
う
描
き
方
も
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
慰
問
︑
賞
賜
﹂
と
注
釈
さ
れ
る
通

り
だ
が
︑﹁
大
勞
賜
﹂
は
﹁
大
御
身
勞
賜
﹂
と
語
順
ま
で
共
通
し
て
い
る
︒
一

方
︑﹃
三
国
志
﹄

（
53
）

を
見
る
と
︑
明
帝
が
卑
弥
呼
に
送
っ
た
﹁
詔
﹂
の
一
節
に

﹁
汝
來
使
難
升
米
︑
牛
利
涉
遠
︐
道
路
勤
勞
︐
今
以
難
升
米
爲
率
善
中
郎
將
︐

牛
利
爲
率
善
校
尉
︐
假
銀
印
青
綬
︐
引
見
勞
賜
遣
還
﹂（
汝
が
来
使
難
升
米
・
牛

利
︑
遠
き
を
渉
り
︑
道
路
勤
労
す
︒
今
︑
難
升
米
を
以
っ
て
率
善
中
郎
将
と
為
し
︑

牛
利
を
率
善
校
尉
と
為
し
︑
銀
印
青
綬
を
仮
し
︑
引
見
労
賜
し
遣
わ
し
還
す
）

（
54
）

が
あ

る
︒
水
野
祐
﹃
評
釈
魏
志
倭
人
伝
﹄

（
55
）

に
︑﹁
明
帝
が
女
王
の
使
者
が
遠
路
謁
見
に

来
た
こ
と
を
多
と
し
︑
使
者
を
親
し
く
引
き
入
れ
て
謁
見
を
し
︑
ね
ぎ
ら
い
を

賜
わ
っ
た
上
で
帰
国
を
さ
せ
た
と
い
う
の
で
︑
女
王
に
使
節
の
取
扱
い
が
格
別

鄭
重
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
詔
で
あ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒

い
ず
れ
も
労
賜
者
で
あ
る
魏
帝
と
受
労
賜
者
で
あ
る
臣
下
と
の
間
に
授
受
関
係

が
見
て
取
れ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
元
代
の
劉
思
敬
伝（

56
）

を
見
る
に
︑﹁
帝
親
勞
賜
酒
﹂
と
い
う
一
節
が

あ
る
︒﹁
世
祖
親
自
慰
勞
︐
賞
賜
他
酒
﹂（
世
祖
自
ら
慰
労
し
︑
彼
に
酒
を
賞
賜

し
）
と
い
う
現
代
中
国
語
訳
を
参
照
す
る
と
︑﹁
帝
親
ら
酒
を
労
賜
す
﹂
と
読

み
下
す
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
帝
＋
親
＋
勞
賜
﹂
の
構
文
を
参
照
し
つ
つ
﹁
天
皇

＋
大
御
身
＋
勞
賜
﹂
を
再
び
吟
味
す
る
際
に
︑﹁
親
﹂
の
﹁
古
訓
﹂
の
一
つ

﹁
ミ
ヅ
カ
ラ
﹂

（
57
）

を
考
慮
に
入
れ
る
と
︑
当
面
の
銘
文
は
﹁
天
皇
大み
づ
か
ら

御
身
勞ら
う

賜し

す
﹂
と
い
う
訓よ

み
を
付
け
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
︒

　
中
国
の
天
子
が
﹁
勞
賜
﹂
を
繰
り
返
し
て
い
る
状
況
の
も
と
︑
卑
弥
呼
自
身

は
そ
の
冊
封
体
制
の
貰
い
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
古

層
が
あ
る
た
め
︑
い
ざ
六
～
七
世
紀
の
用
明
帝
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
描
写
す

る
場
合
︑
天
子
と
い
う
主
語
の
あ
と
に
こ
の
由
緒
の
あ
る
動
詞
を
配
置
し
て
一

句
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
︑
漢
文
体
の
伝
統
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
常
套
的
な
書

き
方
と
い
え
る
︒

　
な
お
︑﹁
召
於
﹂
に
関
し
て
は
︑﹁
和
臭
の
強
い
表
現
で
あ
る
﹂

（
58
）

と
す
る
和
臭

説
に
対
し
て
︑﹁
純
然
た
る
漢
文
の
形
式
﹂

（
59
）

と
す
る
純
漢
文
説
が
あ
る
︒﹁
沖
虛

經
曰
唐
召
於
舜
襌
以
天
下
﹂

（
60
）

（﹃
沖
虚
経
﹄
曰
く
：﹁
唐
︑
舜
を
召
し
て
︑
天
下
を
以
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て
禅
す
﹂）
と
い
う
一
節
を
重
視
す
れ
ば
︑
そ
う
し
た
﹁
帝
＋
召
於
＋
臣
﹂
と

い
う
句
法
は
︑
本
銘
の
﹁
用
明
帝
＋
召
於
＋
大
王
天
皇
与
太
子
﹂
と
一
致
し
て

い
る
︒
そ
の
た
め
︑
純
漢
文
説
に
従
う
べ
き
で
あ
る
︒

 （
３
）
誓
願
賜
我

　
室
町
時
代
の
﹁
誓
願
シ
賜
ハ
ク
﹂

（
61
）

と
い
う
訓
み
方
を
見
る
と
︑
主
動
詞
﹁
誓

願
シ
﹂
と
補
助
動
詞
の
﹁
賜
フ
﹂
と
の
構
成
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

漢
文
体
で
読
み
解
け
ば
動
詞
の
あ
と
に
﹁
賜
フ
﹂
を
付
け
る
の
は
矛
盾
と
な
っ

て
し
ま
う
︒
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
従
来
の
句
切
り
方
を
い
っ
た
ん
白
紙

に
戻
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
誓
願
：〝
賜
我
～
〟﹂
と
い
う
文
型

で
把
握
し
て
み
た
い
︒

　
筆
者
の
提
案
を
支
え
る
一
環
と
し
て
︑
つ
と
に
小
松
英
雄
﹃
日
本
語
書
記
史

原
論
﹄

（
62
）

の
﹁
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
当
時
の
漢
字
文
に
使
用
さ
れ
た

﹁
誓
願
﹂
の
使
用
例
か
ら
帰
納
す
る
ほ
か
は
な
い
﹂
と
い
う
提
起
が
あ
っ
た
︒

も
し
調
査
に
着
手
す
る
場
合
︑
優
先
的
に
留
意
す
べ
き
な
の
は
︑
病
気
に
罹
っ

た
持
統
太
上
天
皇
の
た
め
に
転
読
を
命
ぜ
ら
れ
た
﹃
金
光
明
経
﹄

（
63
）

（
大
宝
二
年

十
二
月
乙
巳
条
）
で
あ
ろ
う
︒

　
も
と
も
と
法
隆
寺
金
堂
に
安
置
さ
れ
た
国
宝
﹁
玉
虫
厨
子
﹂
に
つ
い
て
は
︑

﹁
５
世
紀
に
曇
無
讖
（D

harm
arakṣ a

）
の
訳
し
た
﹃
金
光
明
経
﹄
の
捨
身
品
が
︑

説
話
の
内
容
も
詳
し
く
︑
図
様
の
上
か
ら
も
典
拠
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
﹂

（
64
）

と
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒
い
ま
︑
金
堂
の
仏
教
工
芸
者
に
と
っ
て
重

要
な
経
典
の
一
節
﹁
是
時
王
子
　
摩
訶
薩
埵
　
臨
捨
命
時
　
作
是
誓
願
　
願
我

舍
利
　
於
未
來
世
　
過
算
數
劫
　
常
爲
衆
生
　
而
作
佛
事
﹂

（
65
）

を
見
よ
う
︒
唐
・

道
世
（
編
）
松
岡
了
巌
（
校
）﹃
法
苑
珠
林
第
十
五
﹄

（
66
）

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る

た
め
︑
そ
の
訓
点
を
通
じ
て
﹁
是
の
時
︑
王
子
摩
訶
薩
埵
︑
命
を
捨
つ
る
時
に

臨
み
て
︑
是
の
誓
願
を
作
る
ら
く
：﹁
願
は
く
は
我
が
舎
利
︑
未
来
世
に
於
い

て
︑
算
数
の
劫
を
過
ぐ
る
ま
で
︑
常
に
衆
生
の
為
に
︑
仏
事
を
作
さ
ん
﹂﹂
と

い
う
読
み
下
し
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
留
意
し
た
い
の
は
︑﹁
誓
願
：〝
願
我
～
〟﹂

と
い
う
文
型
が
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
次
い
で
︑﹃
金
光
明
経
﹄

（
67
）

の
﹁
讃
仏
品
﹂
に
﹁
願
賜
我
身
　
常
得
見
佛
﹂
と
い
う
用
例
が
あ
る
︒
大
正
大

蔵
経
の
訓
点
を
参
照
す
れ
ば
︑﹁
願
は
く
は
我
身
に
常
に
仏
を
見
得
る
こ
と
を

賜
へ
﹂
と
い
う
読
み
下
し
文
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
重
要
な
の
は
︑

﹁
願
賜
我
＋
動
詞
句
﹂
と
い
う
文
型
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
本
銘
の
執
筆
者
は
︑
次
の
よ
う
に
構
想
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
先
帝

は
臣
下
の
た
め
に
﹁
勞
賜
﹂
の
職
務
を
執
行
し
た
あ
と
︑
自
然
の
成
り
行
き
で

仏
か
ら
何
ら
か
の
﹁
賜
物
﹂
を
ほ
し
が
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
誓
願
：

〝
︙
我
︙
〟﹂﹁
願
賜
我
﹂
の
常
套
文
型
を
薬
籠
中
の
物
と
し
て
活
か
し
つ
つ
︑

先
帝
の
願
意
︱
︱
我
が
病
に
太
平
を
賜
っ
て
ほ
し
く
て
︑
そ
れ
を
治
し
て
く
れ

る
仏
像
を
建
立
し
た
い
も
の
だ
︑
と
い
う
本
音
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
と
関
連
し
て
︑
本
銘
が
非
願
文
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
︒
ま
ず
︑
藪

田
嘉
一
郎（

68
）

の
﹁
一
片
の
縁
起
文
に
過
ぎ
な
い
﹂﹁
願
文
を
具
備
し
な
い
﹂
と
い

う
認
定
が
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
他
方
︑
津
本
了
学（

69
）

は
本
銘
に
お
け
る
﹁
我
﹂
か
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ら
﹁
仕
奉
﹂
ま
で
の
十
八
字
を
抽
出
し
て
︑﹁
薬
師
仏
像
の
造
立
に
依
つ
て
病

の
平
癒
を
祈
願
し
て
い
る
﹂
と
分
析
し
て
い
る
︒
津
本
の
﹁
祈
願
﹂
説
に
は
︑

す
で
に
願
文
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
筆
者
な
り
に
提
案
し
た
句
読
点
版
に

従
え
ば
︑﹁
誓
願
﹂
と
い
う
宣
告
の
後
に
﹁
賜
我
～
作
仕
奉
詔
﹂
の
二
十
字
か

ら
な
る
願
文
の
基
本
性
格
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
藪
田
説
に
従
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
︒

 （
４
）
欲
坐
故

　﹁
坐
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
尊
敬
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
補
助
動
詞
で
あ
る
﹂

（
70
）

と

﹁
敬
語
を
表
わ
す
だ
け
の
マ
ー
ク
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
﹂

（
71
） 

と
い
う
認
定
が
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
坐
﹂
を
漢
文
体
の
本
動
詞
で
捉
え
て
み
る

と
︑
こ
の
三
字
と
同
様
な
用
例
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
明
・
徳

清
（
述
）﹃
妙
法
蓮
華
経
撃
節
﹄

（
72
）

の
一
節
﹁
故
欲
坐
如
來
座
︐
方
能
頓
悟
此
法
﹂

（
故
に
如
来
座
に
坐
ら
ん
と
欲
し
て
︑
方
に
能
く
此
の
法
を
頓
悟
す
べ
し
）
が
検
出

で
き
る
︒﹁
故
欲
坐
﹂
と
﹁
欲
坐
故
﹂
と
は
語
順
に
小
異
が
あ
っ
て
も
意
味
は

同
じ
で
あ
る
︒

　
漢
文
の
一
般
的
な
書
き
方
と
し
て
は
﹁
故
欲
坐
﹂
を
並
べ
る
が
︑﹁
欲
坐

故
﹂
と
な
っ
た
の
も
理
由
が
あ
る
︒
梵
漢
の
語
法
研
究
の
成
果（

73
）

に
従
え
ば
︑

﹁
梵
語
の
中
の
名
詞 artha 

は
〝
目
的
〟
を
意
味
し
︑artha 

を
以
て
終
わ
る
不

変
化
複
合
辞
は
い
つ
も
動
作
行
為
の
目
的
を
表
す
︒
そ
う
し
た
語
法
の
意
義
は

漢
訳
本
に
お
い
て
〝
為
︙
︙
故
〟
あ
る
い
は
〝
欲
︙
︙
故
〟
の
構
造
で
対
訳
さ

れ
て
い
る
﹂
と
い
う
︒
特
に
﹁
欲
︙
︙
故
﹂
と
い
う
文
型
は
︑
本
銘
﹁
欲
坐

故
﹂
と
一
致
し
て
い
る
た
め
︑
こ
の
文
字
連
鎖
の
文
脈
を
研
究
す
る
際
に
︑
仏

典
抜
き
で
は
始
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
龍
樹
（
著
）
鳩
摩
羅
什
（
訳
）

﹃
大
智
度
論
﹄

（
74
）

巻
第
八
を
繙
ひ
も
と
く
と
︑
次
の
問
答
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒

問
曰
：
何
以
故
光
明
中
變
化
作
此
寶
華
？

答
曰
：
佛
欲
坐
故
︒

問
曰
：
諸
床
可
坐
︐
何
必
蓮
華
？

答
曰
：
床
爲
世
界
白
衣
坐
法
︒
又
以
蓮
華
軟
淨
︐
欲
現
神
力
︐
能
坐
其
上

令
不
壞
故
（
略
）

　
山
上
曹
源
（
訳
）﹃
国
訳
大
智
度
論
﹄

（
75
）

の
読
み
下
し
文
も
参
照
し
て
み
よ
う
︒

問
う
て
曰
く
︑
何
を
以
て
の
故
に
光
明
の
中
よ
り
︑
変
化
し
て
此
の
宝
華

を
作
す
や
︒

答
へ
て
曰
く
︑
仏
の
坐ざ

せ
ん
と
欲ほ
つ

し
た
ま
ふ
が
故ゆ
ゑ

な
り
︒

問
う
て
曰
く
︑
諸
の
床
に
坐
す
べ
し
︑
何
ぞ
必
ず
し
も
蓮
華
な
る
や
︒

答
へ
て
曰
く
︑
床
を
世
界
と
為
る
は
︑
白
衣
の
坐
法
な
り
︒
又
蓮
華
は
軟

か
く
浄
き
を
以
て
︑
神
力
を
現
さ
ん
と
欲
し
て
︑
能よ

く
其
の
上
に
坐
す
れ

ば
︑
壊
れ
ざ
ら
し
む
る
が
故
な
り
（
略
）
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俗
人
は
床
に
坐
る
の
に
対
し
て
︑
仏
は
蓮
華
の
美
点
を
見
出
し
た
う
え
で
そ

こ
に
坐
る
︑
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
﹁
仏
欲
坐
故
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
本
銘
の
願
主
で
あ
る
用
明
帝
は
︑
そ
の
問
答
に
共
鳴
を
覚
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
用
明
二
年
夏
四
月
乙
巳
朔
丙
午
条
に
よ
る
と
︑

﹁
是
日
︑
天
皇
得
病
︑
還
入
於
宮
︒
群
臣
侍
焉
︒
天
皇
詔
群
臣
曰
︑
朕
思
欲
帰

三
宝
︒
卿
等
議
之
﹂（
是
の
日
に
︑
天
皇
︑
得
病
ひ
た
ま
ひ
て
︑
宮
に
還
入
し
ま
す
︒

群
臣
侍
れ
り
︒
天
皇
︑
群
臣
に
詔
し
て
曰
は
く
︑﹁
朕
︑
三
宝
に
帰
ら
む
と
思
ふ
︒
卿

等
議
れ
﹂
と
の
た
ま
ふ
）

（
76
）

と
あ
る
よ
う
に
︑
病
身
を
抱
え
つ
つ
仏
・
法
・
僧
に
帰

依
す
る
意
向
を
群
臣
に
伝
え
て
い
る
︒
仏
教
の
新
規
信
者
と
し
て
︑﹁（
我
）
坐

せ
ん
と
欲
す
が
故
な
り
﹂
と
発
話
し
た
と
す
れ
ば
︑
坐
る
と
こ
ろ
は
仏
が
手
本

を
示
し
た
蓮
華
の
う
え
で
あ
っ
た
︑
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
推
論
を
支
え
る
拠
り
所
と
し
て
︑
敦
煌
の
絵
画
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
羅
華

慶
（
編
）﹃
敦
煌
石
窟
全
集
　
二
　
尊
像
画
巻
﹄

（
77
）

の
統
計
に
よ
る
と
︑﹁
敦
煌
尊

像
画
の
う
ち
︑
も
し
諸
仏
作
画
の
数
か
ら
見
れ
ば
︑
千
仏
を
除
い
た
ら
単
体
と

し
て
最
も
多
い
の
は
東
方
浄
瑠
璃
世
界
の
教
主
薬
師
琉
璃
如
来
︑
即
ち
よ
く
言

わ
れ
て
い
る
薬
師
仏
で
あ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
注
目
す
べ
き
は
︑

﹁
隋 

莫
3
0
5 

西
壁
北
側
﹂︑
即
ち
隋
代
の
莫
高
窟
に
お
け
る
﹁
藥
師
佛
結
跏

趺
坐
蓮
花
座
説
法
﹂（
薬
師
仏
︑
蓮
花
座
に
結け
っ

跏か

趺ふ

坐ざ

し
て
説
法
す
）
で
あ
る
︒

そ
う
し
た
薬
師
仏
画
像
を
寓
目
し
て
︑
極
東
の
列
島
の
最
高
統
治
者
で
あ
る
用

明
帝
が
入
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
の
﹁
坐
﹂
す
る
と
こ
ろ
は
薬

師
像
の
蓮
華
座
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

　
本
銘
の
﹁
将
造
寺
﹂
と
あ
る
の
は
︑
三
宝
の
拠
点
を
提
供
す
る
ば
か
り
で
な

く
︑
天
皇
の
坐
る
べ
き
蓮
華
の
成
長
空
間
を
も
確
保
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
︒
遺
憾
な
が
ら
︑
病
状
悪
化
の
せ
い
で
寺
の
完
成

を
待
た
ず
に
逝
去
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
生
前
の
発
心
が
丁
重
に
取
り
扱
わ
れ

た
形
跡
が
あ
る
︒
そ
れ
に
関
し
て
︑
金
堂
内
部
の
芸
術
作
品
を
四
点
ほ
ど
見
落

と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒

 図 1　蓮花座薬師仏説法図（孫志軍撮影、敦煌研究院提供）
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①
﹁
此
薬
師
像
の
大
座
の
蓮
弁
﹂

（
78
）

と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒
用
明
帝
の
遺
願
を

継
い
で
︑
そ
の
姿
を
写
し
た
仏
像
が
造
立
さ
れ
た
と
す
る
見
方
に
誤
謬
が
な
け

れ
ば
︑
結
果
的
に
︑
用
明
仏
が
文
字
通
り
蓮
華
の
台
に
坐
す
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
よ
う
な
意
匠
を
も
っ
て
す
れ
ば
︑﹁
欲
坐
故
﹂
の
宿
願
を
果
た
し
た
と
い

え
よ
う
︒

　
②
﹁
金
堂
薬
師
の
光
背
の
蓮
華
紋
﹂

（
79
）

と
い
う
観
察
結
果
が
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑

仏
像
の
光
背
に
蓮
華
の
メ
イ
ン
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
た
め
︑
こ
れ
は
①
の
蓮
華
座

と
一
貫
し
て
﹁
欲
坐
故
﹂
の
願
意
と
響
き
合
わ
せ
て
い
る
と
看
取
で
き
る
︒

　
③
﹁
法
隆
寺
金
堂
天
蓋
﹂
の
周
り
に
﹁
蓮
華
か
ら
忽
然
と
化
生
し
て
天
人
に

な
る
﹂

（
80
）

と
い
う
彫
刻
が
あ
る
︒
複
数
の
天
人
も
蓮
華
の
上
に
座
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
︒

　
④
法
隆
寺
金
堂
壁
画
六
号
壁
の
阿
弥
陀
如
来
に
つ
い
て
は
︑
阿
弥
陀
は
﹁
蓮

華
座
上
に
結
跏
趺
坐
す
る
﹂

（
81
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
平
面
芸
術

の
レ
ベ
ル
で
も
﹁
佛
欲
坐
故
﹂
の
大
図
像
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
つ
ま
り
︑
立
体
的
な
彫
刻
と
し
て
は
仏
像
の
前
台
が
蓮
華
座
を
形
作
り
︑
光

背
の
蓮
華
紋
が
そ
れ
と
呼
応
し
て
い
る
︒
壁
画
と
天
人
と
あ
い
ま
っ
て
︑﹁
欲

坐
故
﹂
の
伝
統
と
継
承
が
共
演
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
生
前
に
か
け
ら
れ
た

宿
願
が
︑
そ
の
よ
う
な
形
で
幾
重
に
も
追
想
さ
れ
︑
成
就
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
ま
で
思
い
及
べ
ば
︑
先
帝
の
御
霊
は
一
層
安
ら
か
に
な
れ
た
に
相
違

な
い
︒

 

（
５
）
将
造
寺
藥
師
像
作
仕
奉
詔

　
座
談
会
に
お
け
る
犬
飼
隆（

82
）

の
見
解
に
よ
る
と
︑﹁
国
語
学
﹂
の
領
域
は
本
銘

を
﹁
変
体
漢
文
﹂
と
す
る
﹁
証
拠
と
し
て
一
番
強
力
な
の
が
︑
三
行
目
の
下
の

方
に
あ
る
﹁
薬
師
像
作
﹂﹂
だ
と
い
う
︒
そ
の
直
前
に
く
る
﹁
造
寺
﹂
は
﹁
漢

文
の
よ
う
に
動
詞
が
前
に
あ
っ
て
︑
目
的
語
の
﹁
寺
﹂
が
後
ろ
に
﹂
あ
る
の
に

対
し
て
︑﹁
薬
師
像
作
﹂
は
﹁
目
的
語
が
先
に
あ
っ
て
︑
動
詞
が
後
に
﹂
来
る

と
い
う
用
字
法
が
認
め
ら
れ
︑
ゆ
え
に
︑﹁
銘
文
に
は
︑
中
国
風
・
日
本
風
両

方
の
語
順
が
含
ま
れ
て
い
る
﹂
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し

た
趣
旨
は
犬
飼
隆
﹃
木
簡
に
よ
る
日
本
語
書
記
史
﹄

（
83
）

に
継
承
さ
れ
た
う
え
で
︑

さ
ら
に
﹁
こ
れ
は
︑
書
き
手
の
脳
裏
に
﹁
て
ら
を
つ
く
り
︑
ヤ
ク
シ
ザ
ウ
を
つ

く
る
﹂
と
い
う
日
本
語
文
が
あ
り
︑
そ
れ
を
文
字
と
し
て
出
力
す
る
と
き
︑
あ

る
日
本
語
の
単
位
は
漢
文
の
語
順
と
一
致
す
る
字
順
で
書
き
︑
あ
る
単
位
は
日

本
語
の
語
序
に
従
っ
た
と
説
明
で
き
る
﹂
と
ま
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
︒

　
そ
の
論
調
に
対
し
て
︑
疑
念
を
挟
む
異
見
が
な
い
で
は
な
い
︒
小
谷
博
泰

﹁
文
章
史
か
ら
見
た
法
隆
寺
幡
銘
と
薬
師
像
光
背
銘
﹂

（
84
）

に
よ
る
と
︑﹁
主
語
を
天

皇
（
用
明
天
皇
）
と
し
て
統
一
す
れ
ば
︑﹁
寺
を
造
り
︑
薬
師
像
を
作
り
仕
へ

奉
ら
む
﹂
と
で
も
読
め
る
が
︑
漢
文
式
転
倒
表
記
の
中
に
和
文
式
の
語
順
で
表

記
さ
れ
た
文
を
内
包
す
る
よ
う
な
︑
奇
妙
な
表
記
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
い
う
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
語
順
そ
の
も
の
の
判
定
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
も

う
一
度
テ
ク
ス
ト
を
味
読
す
る
と
︑﹁
将
造
寺
藥
師
像
﹂
と
句
切
る
べ
き
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
三
例
を
見
よ
う
︒

　
①
梁
の
武
帝
と
達
摩
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
対
話
：﹁
武
帝
問
法
師
曰
︐﹁
朕

造
寺
度
人
︐
造
像
寫
經
︐
有
何
功
德
不
？
﹂
達
摩
答
︐﹁
無
功
德
﹂﹂

（
85
）

（
武
帝
︑

法
師
に
問
ひ
て
曰
く
︑﹁
朕
︑
寺
を
造
り
人
を
度
し
︑
像
を
造
り
写
経
し
て
︑
何
の
功

徳
あ
り
や
？
﹂
達
摩
︑﹁
功
徳
無
し
﹂
と
答
ふ
）

　
②
六
九
一
年
に
完
成
し
た
﹁
周
蔡
大
娘
造
像
記
﹂
の
一
節
：﹁
蔡
大
娘
生
存

日
︒
願
造
藥
師
像
一
龕
﹂

（
86
）

（
蔡
大
娘
生
存
日
︑
願
は
く
は
薬
師
像
一
龕
を
造
ら
ん
こ

と
を
）

　
③
﹁
唐
鄭
県
王
思
業
造
薬
師
観
音
像
記
﹂
の
一
節
：﹁
今
爲
亡
女
妙
法
︒
造

藥
師
像
一
區
︒
幷
觀
音
像
一
區
﹂

（
87
）

（
今
︑
亡
女
妙
法
の
為
に
薬
師
像
一
区
幷
び
に

観
音
像
一
区
を
造
る
）

　
即
ち
︑﹁
造
寺
﹂
と
﹁
造
像
﹂
と
い
う
動
詞
を
省
略
し
な
い
言
い
方
（
①
）

が
あ
れ
ば
︑
動
詞
の
﹁
造
﹂
が
同
時
に
二
つ
の
目
的
語
に
か
か
る
言
い
表
し
方

（
③
）
も
あ
る
︒
③
に
準
じ
て
︑
①
の
﹁
造
﹂
の
重
複
し
た
贅
語
を
削
れ
ば

﹁
造
寺
︑
像
﹂
と
な
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
お
ま
け
に
︑
②
に
お
け
る
動
詞
句

﹁
造
藥
師
像
﹂
が
あ
る
︒
具
体
的
な
仏
名
を
入
れ
る
と
﹁
造
寺
︑
藥
師
像
﹂
と

い
う
生
粋
の
純
漢
文
が
出
来
上
が
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
薬
師
像
造
像
記
の
文
型
を
参
考
に
し
て
考
え
直
す
と
︑
あ
っ
た
は
ず
の
接
続

詞
の
﹁
幷
﹂
が
本
銘
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
省
か
れ
て
簡
潔
化
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
看
取
で
き
︑
そ
の
機
能
を
中
黒
に
担
わ
せ
て
﹁
造
寺
・
藥
師
像
﹂
と
改
め
て

捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
で
は
︑﹁
作
﹂
の
目
的
語
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
詔
奉
作
仕
藥
師
像
﹂
と
い

う
徳
光
久
也（

88
）

の
﹁
漢
文
流
﹂
説
に
追
随
す
る
よ
り
も
︑
む
し
ろ
﹁
造
寺
﹂
が
示

す
よ
う
な
漢
文
の
正
統
的
な
語
順
に
則
っ
て
︑﹁
作
﹂
の
直
後
の
名
詞
を
検
討

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
際
︑
動
詞
の
﹁
仕
奉
﹂
は
次
項
で
論
ず
る

こ
と
と
し
て
︑
さ
し
ず
め
﹁
作
～
詔
﹂
の
語
法
に
限
定
し
て
調
査
し
た
い
︒

　
元
日
本
留
学
生
で
あ
っ
た
呉
稚
暉（

89
）

の
古
日
記
（
一
九
〇
一
年
十
月
四
日
）
を

見
る
と
︑
本
銘
の
区
切
り
方
︱
︱
﹁
池
邊
大
宮
治
天
下
天
皇
︐
大
御
身
勞
次
〘
マ
マ
〙時
︐

歲
次
丙
午
年
︑
召
于
大
王
天
皇
與
太
子
而
誓
：
願
賜
我
大
御
病
太
平
欲
坐
故
將

造
寺
藥
師
像
︐
作
仕
奉
詔
︒﹂
に
は
参
考
価
値
の
あ
る
部
分
が
な
い
で
も
な
い
︒

特
に
﹁
作
仕
奉
詔
﹂
前
後
の
句
読
点
は
極
め
て
正
確
だ
が
︑
遺
憾
な
が
ら
根
拠

が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
問
題
の
文
型
に
つ
い
て
は
唐
・
房
玄
齢
（
他
撰
）

﹃
晋
書
﹄

（
90
）

趙
王
倫
列
伝
の
一
節
﹁
矯
作
禪
讓
之
詔
﹂

（
91
）

（
禅
譲
の
詔
を
矯
め
作
る
）

が
あ
る
︒
そ
の
事
件
は
︑
張
大
威
﹃
司
馬
家
族
　
与
魔
鬼
簽
約
的
西
晋
﹄

（
92
）

に

よ
っ
て
﹁
一
面
讓
人
作
〝
禪
讓
〟
詔
書
﹂（
一
方
︑
他
人
に
〝
禅
譲
〟
の
詔
書
を

作
ら
せ
た
）
と
再
説
さ
れ
て
い
る
通
り
に
︑﹁
矯
﹂﹁
之
﹂
を
削
除
し
て
も
文
意

が
通
ず
る
の
で
あ
る
︒
要
は
︑
複
合
動
詞
と
虚
辞
を
少
し
略
す
れ
ば
﹁
作
禪
讓

詔
﹂
と
い
う
動
詞
句
の
骨
格
が
ま
す
ま
す
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒
厳
密
に
言

う
と
︑﹁
作
＋
二
字
語
の
動
詞
＋
詔
﹂
と
い
う
構
造
が
認
め
ら
れ
る
︒
本
銘
の

﹁
作
仕
奉
詔
﹂
は
︑﹃
晋
書
﹄
の
構
文
と
共
通
し
て
い
る
た
め
︑﹁
作
仕
奉
之

詔
﹂
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
︒

　
文
型
の
問
題
を
解
決
し
た
あ
と
︑
引
き
続
い
て
探
求
す
べ
き
な
の
は
話
型
の
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問
題
で
あ
ろ
う
︒
さ
し
あ
た
っ
て
︑
西
晋
・
安
法
欽
（
訳
）﹃
阿
育
王
伝
﹄

（
93
）

を

繙
け
ば
︑
阿
育
王
に
関
す
る
描
写
と
し
て
五
点
ほ
ど
が
注
目
に
値
す
る
︒

　
❶
﹁
仏
法
の
中
に
於
い
て
已
に
信
心
を
得
た
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
仏
道
に

入
っ
て
い
る
︒

　
❷
﹁
王
︑
病
に
遇
ひ
己
必
ず
亡
ず
と
知
り
て
涕
泣
し
て
楽
し
ま
ず
﹂
と
あ
る

よ
う
に
︑
病
死
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
状
況
に
直
面
す
る
︒

　
❸
﹁
正
に
我
が
将
来
生
ず
る
と
こ
ろ
心
自
在
を
得
て
速
や
か
に
聖
果
を
成
ぜ

ん
と
欲
願
す
﹂
と
い
っ
て
願
を
か
け
る
︒

　
❹
﹁
便
ち
詔
書
を
作
り
︑
歯
印
を
以
て
印
し
て
輔
相
羅
提
毱
提
に
付
与
す
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
作
詔
書
﹂
の
手
続
き
を
済
ま
せ
て
︑
こ
れ
を
輔
弼
者
に
手

渡
す
︒

　
❺
最
後
に
︑﹁
是
に
於
い
て
気
絶
え
遂
に
便
ち
命
終
り
ぬ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

帰
ら
ぬ
人
と
な
る
︒

　
本
銘
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
❶
に
つ
い
て
は
︑
既
述
し
た
﹁
欲
坐
（
蓮

華
）
故
﹂
と
い
う
意
欲
が
示
す
通
り
に
︑
仏
法
に
帰
依
す
る
王
の
動
向
が
読
み

取
れ
る
︒
❷
に
お
け
る
﹁
病
﹂
は
︑
本
銘
の
﹁
大
御
病
﹂
と
同
型
で
あ
る
︒
❸

の
﹁
願
我
﹂
と
い
う
願
の
か
け
方
は
︑
本
銘
の
﹁
誓
願
：〝
賜
我
～
〟﹂
と
語
順

ま
で
似
て
い
る
︒
❹
の
﹁
作
詔
書
﹂
も
︑
本
銘
の
﹁
作
仕
奉
詔
﹂
と
似
通
っ
て

い
る
︒
❺
に
至
っ
て
は
︑
本
銘
の
﹁
崩
﹂
と
い
う
結
末
と
も
合
致
す
る
の
で
あ

る
︒

　
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
︑
イ
ン
ド
の
名
君
が
病
気
に
か
か
っ
た
際
に
︑
仏
法

に
縋す
が

っ
て
願
意
を
盛
り
込
む
べ
く
﹁
詔
﹂
を
﹁
作
﹂
り
あ
げ
て
近
臣
に
頼
ん
だ

も
の
の
︑
他
界
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
も
う
一
度
本
銘
を
確
か
め
る
と
︑
用
明

帝
も
病
身
を
抱
え
た
際
に
︑
仏
法
の
力
を
借
り
て
平
癒
の
願
意
を
語
り
つ
つ
も
︑

仏
像
と
そ
れ
を
安
置
す
る
寺
に
関
す
る
﹁
詔
﹂
を
あ
え
て
﹁
作
﹂
る
余
裕
は
な

い
︒
血
の
繫
が
っ
た
近
親
に
語
り
伝
え
た
だ
け
で
︑
急
逝
し
て
し
ま
う
︒
晩
年

の
統
治
者
が
︑
病
を
得
た
ら
す
ぐ
に
仏
教
の
加
持
を
も
っ
て
死
の
恐
怖
を
回
避

す
る
取
り
組
み
は
大
い
に
共
通
し
て
い
る
︒
正
倉
院
文
書
（
七
四
八
年
）
に

﹁
阿
育
王
伝
七
巻
﹂

（
94
）

が
記
さ
れ
て
い
る
点
と
奈
良
薬
師
寺
の
仏
足
石
記
に
﹁
阿

育
王
﹂

（
95
）

が
書
か
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
︑
阿
育
王
の
故
事
は
奈
良
朝
の
仏
教

界
に
と
っ
て
重
要
な
素
養
の
一
つ
で
あ
る
︒
本
銘
の
執
筆
者
が
︑
阿
育
王
の
臨

終
の
場
面
に
お
け
る
﹁
作
詔
﹂
の
パ
タ
ー
ン
に
親
し
ん
で
い
る
う
ち
に
︑
こ
れ

を
用
明
帝
の
状
況
に
当
て
は
め
て
︑
自
然
に
﹁
作
○
○
詔
﹂
と
い
う
用
字
が
生

み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

 （
６
）
仕
奉

　
金
銅
仏
に
仕
奉
す
る
趣
旨
を
詔
に
盛
り
込
む
奈
良
朝
の
類
例
は
︑
一
つ
挙
げ

ら
れ
る
︒
聖
武
帝
が
牽
引
し
た
建
設
事
業
だ
が
︑
東
大
寺
の
盧
舍
那
仏
像
が
落

成
す
る
際
に
︑
読
み
上
げ
ら
れ
た
﹁
宣
命
第
十
二
詔
﹂

（
96
）

の
一
節
を
掲
げ
て
み
よ

う
︒

勅
︑
遣
左
大
臣
橘
宿
禰
諸
兄
︑
白
仏
︑
三
宝
乃
奴
止
仕
奉
流
天
皇
羅我

命
盧
舎
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那
像
能
大
前
仁
奏
賜
部止

奏
久
︑

　
そ
の
﹁
詔
﹂
中
に
﹁
仕
奉
﹂
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
天
皇
の
仏
教
の
念
願
が

叶
っ
た
と
い
う
関
係
性
が
一
致
す
る
た
め
︑
本
銘
の
﹁
仕
奉
詔
﹂
と
ほ
ぼ
同
様

な
用
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

　
そ
れ
よ
り
厄
介
な
問
題
は
︑
む
し
ろ
﹁
仕
奉
﹂
の
語
性
い
か
ん
に
よ
っ
て
文

意
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
︑
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
古
賀
京
子
﹁
続
日
本
紀
宣
命
の

用
字
法
﹂

（
97
）

に
よ
る
と
︑﹁
仕
奉
の
よ
う
な
和
文
式
の
表
記
が
存
在
す
る
﹂
と
い

う
和
文
説
が
あ
る
︒
そ
れ
と
対
立
し
て
︑
既
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
仕
奉
﹂
を
国

語
的
な
部
分
に
該
当
し
な
い
と
す
る
小
島
説
が
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
馬
駿

﹃
日
本
上
代
文
学
〝
和
習
〟
問
題
研
究
﹄

（
98
）

が
示
し
た
﹃
古
事
記
﹄
の
﹁
純
正
漢

文
﹂
の
一
節
に
﹁
共
與
天
地
︐
無
退
仕
奉
﹂
と
あ
る
︒
い
う
な
れ
ば
︑
和
漢
同

形
語
で
あ
ろ
う
か
︒
確
か
に
宣
命
の
小
書
体
に
﹁
仕
奉
流
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

動
詞
に
語
尾
が
付
け
て
あ
る
の
で
︑﹁
和
文
﹂
説
の
正
確
性
が
自
ず
か
ら
保
証

さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
銘
に
は
そ
う
し
た
語
尾
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
︑

訓
で
し
か
読
め
な
い
と
決
め
込
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
よ
り
注

目
す
べ
き
な
の
は
純
漢
文
説
だ
が
︑
残
念
な
が
ら
根
拠
が
先
達
に
よ
っ
て
明
記

さ
れ
て
い
な
い
︒

　
瀬
間
正
之
﹁
上
代
日
本
敬
語
表
記
の
諸
相
︱
︱
﹁
見
﹂﹁
賜
﹂﹁
奉
仕
﹂﹁
仕

奉
﹂﹂

（
99
）

と
い
う
論
文
に
示
唆
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
仕
奉
﹂
に
つ
い

て
﹁
七
世
紀
末
以
降
常
用
の
表
記
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
︑﹃
日
本

書
紀
﹄
の
用
例
か
ら
推
せ
ば
︑
半
島
系
渡
来
人
の
開
発
し
た
表
記
で
あ
る
可
能

性
﹂
と
い
う
指
摘
に
至
っ
て
は
一
考
を
要
す
る
だ
ろ
う
︒

　
管
見
に
よ
る
と
︑﹁
仕
奉
﹂
の
古
例
は
唐
・
智
雲
（
述
）﹃
妙
經
文
句
私
志

記
﹄

（
100
）

の
一
節
﹁
天
王
仕
奉
佛
所
悅
可
孰
謂
不
然
﹂（
天
王
が
仕
奉
し
︑
仏
の
悦
可

す
る
所
な
り
︑
孰
か
然
ら
ず
と
謂
ふ
や
）
に
現
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
二
十
世

紀
に
下
る
と
︑
郁
達
夫
﹁
芸
術
与
国
家
﹂

（
101
）

に
お
け
る
﹁
要
求
我
們
的
尊
敬
和
仕

奉
﹂（
我
々
の
尊
敬
と
仕
奉
を
要
求
す
る
）
か
ら
一
例
が
検
出
で
き
︑﹁
仕
奉
：
現

通
用
為
〝
侍
奉
〟
﹂

（
102
）

（
仕
奉
：
現
に
〝
侍
奉
〟
と
通
用
す
る
）
と
い
う
注
も
付
せ

ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
国
発
の
二
字
漢
語
と
い
え
よ
う
︒﹁
仕
奉
﹂

の
意
味
合
い
に
関
し
て
は
︑﹁
造
レ
仏
立
レ
寺
之
詞
﹂

（
103
）

と
い
う
僧
松
持
の
説
が
知

ら
れ
る
が
︑
い
さ
さ
か
結
果
論
め
い
て
い
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
通

用
語
で
あ
る
﹁
侍
奉
﹂
を
調
べ
る
と
︑﹁
謂
虔
誠
地
致
力
於
︒（
略
）
亦
謂
信

仰
﹂

（
104
）（

敬
虔
で
誠
実
に
力
を
尽
く
す
︑
ま
た
信
仰
す
る
と
も
い
う
）
と
い
う
派
生
的

な
用
法
が
あ
る
︒
そ
れ
に
準
じ
て
︑﹁
作
仕
奉
詔
﹂
は
﹁
敬
虔
に
信
仰
す
る
と

い
う
詔
を
作
れ
﹂
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
一
方
︑﹁
事
奉
﹂
に
関
し
て
は
︑
瀬
間
論
文（

105
）

が
晋
・
干
宝
の
志
怪
小
説
集

﹃
捜
神
記
﹄

（
106
）

に
お
け
る
﹁
頗
有
神
驗
︒
一
邑
共
事
奉
︒﹂（
頗
る
神
験
有
り
て
一
邑

共
に
事
へ
奉
る
）
を
取
り
上
げ
た
う
え
で
︑﹁
漢
籍
に
も
用
例
を
持
つ
﹂
と
し

て
い
る
︒
た
だ
︑
見
過
ご
せ
な
い
の
は
﹁
仕
奉
﹂
と
の
同
義
性
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹃
詩
経
﹄
の
一
節
﹁
武
王
豈
不
仕
﹂（
武
王
豈
仕
へ
ざ
ら
ん
）

（
107
）

に
つ
い
て
︑﹁
仕
︐
事
﹂

（
108
）

と
い
う
前
漢
・
毛
亨
ら
の
伝
が
あ
り
︑
言
い
換
え
れ
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ば
﹁
仕
通
事
﹂（
仕
︑
事
に
通
ず
る
）
と
い
う
﹁
通
仮
﹂

（
109
）

の
関
係
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
︒

　
な
お
︑
瀬
間
論
文（

110
）

は
﹃
阿
弥
陀
経
疏
﹄﹃
大
乗
法
苑
義
林
章
﹄
を
検
討
し
た

う
え
で
︑﹁
唯
一
例
の
﹁
奉
仕
﹂
は
︑﹁
奉
事
﹂
の
誤
写
の
可
能
性
も
残
さ
れ

る
﹂
と
推
断
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
早
計
に
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
︒
も
う
一
度

そ
う
し
た
窺
基
関
連
図
書
を
繙
け
ば
︑
次
の
通
り
に
な
る
︒

　
①
劉
宋
・
畺
良
耶
舎
（
訳
）﹃
仏
説
観
無
量
寿
仏
経
﹄

（
111
）

：﹁
欲
生
彼
國
者
︒
當

修
三
福
︒
一
者
孝
養
父
母
︒
奉
事
師
長
﹂（
彼
国
に
生
れ
む
と
欲
せ
ば
︑
当
に
三

福
を
修
む
べ
し
︒
一
は
父
母
を
孝
養
し
︑
師
長
に
奉
事
す
）

　
②
唐
・
窺
基
﹃
阿
弥
陀
経
疏
﹄

（
112
）

：﹁
若
觀
經
云
︒
當
修
三
行
︒
一
孝
養
父
母
奉

仕
師
長
﹂（﹃
観
経
﹄
に
云
ふ
が
若
し
︒
当
に
三
行
を
修
む
べ
し
︒
一
は
父
母
を
孝
養

し
師
長
に
奉
仕
す
）

　
③
唐
・
窺
基
﹃
大
乗
法
苑
義
林
章
﹄：﹁
觀
無
量
壽
經
廣
説
諸
觀
生
淨
土
因
︒

乃
至
孝
養
父
母
︒
奉
事
師
長
︒
十
念
成
就
︒
皆
淨
土
因
﹂

（
113
）（﹃

観
無
量
寿
経
﹄
広
く

諸
観
の
浄
土
に
生
れ
る
因
を
説
く
︒
乃
至
父
母
を
孝
養
し
︑
師
長
に
奉
事
し
︑
十
念

成
就
す
︒
皆
浄
土
の
因
な
り
）

　
引
用
の
関
係
を
整
理
す
る
と
︑
七
世
紀
の
窺
基
は
③
を
撰
し
た
際
に
︑
五
世

紀
の
①
の
﹁
事
﹂
に
関
す
る
八
字
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑

浄
土
三
部
経
の
一
つ
で
あ
る
﹃
阿
弥
陀
経
﹄
の
た
め
に
②
と
し
て
注
釈
を
施
す

際
に
は
︑
浄
土
三
部
経
の
一
つ
で
あ
る
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
と
明
記
し
つ
つ
も

﹁
事
﹂
の
代
わ
り
に
画
数
の
少
な
い
﹁
仕
﹂
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
結
局
︑

七
世
紀
の
窺
基
が
注
解
を
付
け
る
際
に
︑﹃
詩
経
﹄
古
注
の
訓
詁
知
識
が
脳
裏

に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑﹁
事
﹂
を
﹁
仕
﹂
で
代
用
す
る
理
由
は
充
分

で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
七
六
八
年
の
﹁
造
東
大
寺
司
牒
　
奉
写
一
切
経
司
　
合

疏
廿
巻
﹂
の
う
ち
︑﹁
阿
弥
陁
経
疏
一
巻
﹂

（
114
）

が
入
っ
て
い
る
︒
も
し
奈
良
末
期

の
写
経
担
当
者
が
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
の
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
両
者
の
食
い

違
い
に
気
が
付
い
て
お
り
︑
な
お
か
つ
﹃
詩
経
﹄
古
注
の
基
盤
に
ま
で
思
い
が

及
ん
で
い
る
な
ら
︑
窺
基
の
置
き
換
え
は
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
く
︑
か

え
っ
て
微
笑
ま
し
い
改
訳
の
創
意
工
夫
と
感
心
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
窺
基
の
言
い
換
え
方
は
決
し
て
孤
例
で
は
な
い
︒
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
の
一

節
﹁
奉
事
﹂
に
つ
い
て
︑
笹
山
晴
生
﹁
古
代
の
鉄
剣
銘
﹂

（
115
）

が
﹁
奉
仕
﹂
と
い
う

解
説
を
施
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
︑
起
点
言
語
の
﹁
奉
事
﹂
を
目
標
言
語
の
﹁
奉

仕
﹂
へ
と
取
り
替
え
た
窺
基
の
や
り
方
に
は
何
ら
不
思
議
は
な
い
︒
も
う
少
し

当
該
剣
銘
の
漢
字
の
使
用
状
況
を
調
査
す
る
と
︑﹁
降
魔
変
文
﹂

（
116
）

と
の
間
に
テ

ク
ス
ト
相
互
関
連
性
を
ま
ず
四
点
指
摘
し
た
い
︒

　
❶
銘
文
の
﹁
其
児
名
乎

居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
﹂
は
︑
変
文
の
﹁
逆
臣
須

達
爲
頭
首
﹂
と
同
じ
﹁
臣
～
為
～
首
﹂
の
構
文
を
持
っ
て
い
る
︒

　
❷
銘
文
の
﹁
奉
事
来
至
今
﹂
は
︑
変
文
の
﹁
奉
使
來
至
此
間
﹂
と
同
じ
﹁
奉

～
来
至
﹂
の
句
構
造
を
持
っ
て
い
る
︒

　
❸
銘
文
の
﹁
百
練
利
刀
﹂
は
︑
変
文
の
﹁
黃
金
百
練
﹂
と
同
じ
金
属
の
﹁
百
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練
﹂
で
あ
る
︒

　
❹
銘
文
の
﹁
吾
奉
事
根
原
﹂
は
︑
変
文
の
﹁
吾
今
深
心
渴
仰
︐
願
說
根
原
﹂

と
同
じ
﹁
吾
～
根
原
﹂
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
︒

　
そ
れ
に
加
え
て
︑
銘
文
の
﹁
乎

居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事
﹂
に
お
け
る

﹁
臣
～
奉
事
﹂
と
︑
変
文
の
﹁
卑
臣
奉
仕
玉
階
﹂
に
お
け
る
﹁
臣
奉
仕
﹂
の
措

辞
と
し
て
は
僅
差
が
あ
る
が
︑﹁
卑
臣
奉
仕
（
事
）
玉
階
﹂

（
117
）

と
い
う
校
注
成
果

に
従
え
ば
︑
変
文
に
も
﹁
臣
奉
事
﹂
の
構
造
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
敦
煌
に

お
け
る
降
魔
変
画
巻
を
丹
念
に
調
べ
た
秋
山
光
和（

118
）

に
よ
る
と
︑
変
文
に
お
け
る

﹁
開
元
天
寶
聖
文
神
武
應
道
皇
帝
陛
下
﹂
に
鑑
み
て
︑
変
文
が
成
立
し
た
の
は

七
四
八
～
九
年
と
さ
れ
て
お
り
︑
画
巻
の
最
古
の
一
例
は
﹁
六
世
紀
あ
る
い
は

五
世
紀
末
に
ま
で
遡
る
﹂
と
い
う
︒
一
方
︑﹁
口
述
か
ら
文
字
に
な
っ
た
た
め
︑

﹁
変
文
﹂
と
称
さ
れ
た
﹂

（
119
）

と
い
う
定
義
を
吟
味
す
る
と
︑
五
世
紀
末
頃
よ
り
す

で
に
画
巻
に
基
づ
い
て
口
語
に
よ
る
解
説
が
施
さ
れ
て
い
た
が
八
世
紀
中
葉
に

な
っ
て
は
じ
め
て
練
れ
た
﹁
降
魔
変
文
﹂
が
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
五
～
八
世
紀
に
あ
っ
た
は
ず
の
降
魔
変
の
口
語
資
料
が
鉄
剣
銘

製
作
者
に
不
可
欠
な
漢
文
の
素
養
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

　
張
巍
﹃
中
古
漢
語
同
素
逆
序
詞
演
変
研
究
﹄

（
120
）

に
よ
る
と
︑﹁
同
素
逆
序
詞
﹂

と
は
﹁
詞
を
構
成
す
る
語
素
が
互
い
に
逆
の
同
素
詞
で
あ
り
︑
か
つ
主
に
双
音

の
複
合
詞
を
さ
す
﹂
と
い
う
︒
同
書
の
﹁
中
古
漢
語
同
素
逆
序
詞
詞
表
﹂
を
見

る
と
︑﹁
奉
遵
︱
︱
遵
奉
﹂﹁
進
仕
︱
︱
仕
進
﹂
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
に
従
え
ば
︑﹁
奉
仕
︱
︱
仕
奉
﹂
と
い
う
逆
順
の
同
義
関
係
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
︒

（
７
）
當
時
崩
賜
造
不
堪
者

　
訓
点
本
を
見
る
と
︑﹁
崩シ
︱

賜下
支﹂ （
121
）（

崩
シ
タ
マ
ヒ
キ
）
と
﹁
崩
リ
賜
ヒ
テ
﹂

（
122
）

と

あ
っ
て
︑
連
続
し
た
二
字
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
動
詞
﹁
崩
﹂
の
後
に
尊
敬
を
表
す
補
助
動
詞
﹁
賜
﹂
を
添
え
る
用
法
に
つ
い

て
︑
最
も
詳
し
く
考
察
し
た
の
が
小
松
英
雄
で
あ
る
︒
小
松
の
旧
論
は
︑

﹁﹁
崩
﹂
は
天
皇
の
死
亡
を
意
味
す
る
の
で
︑
や
は
り
︑﹁
賜
﹂
は
可
択
的
で
あ

る
︒
こ
の
よ
う
な
動
詞
の
場
合
︑﹁
賜
﹂
が
付
い
て
も
付
か
な
く
て
も
文
脈
の

理
解
に
は
影
響
が
な
い
﹂

（
123
）

と
し
て
い
る
︒
小
松
の
補
説
に
よ
る
と
︑
付
か
な
く

て
も
い
い
理
由
は
﹁
死
亡
し
た
の
は
天
皇
で
あ
り
︑
敬
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
︑
ふ
つ
う
に
考
え
る
な
ら
﹁
賜
﹂
を
添
え
る
必
要
は
な
い
﹂

（
124
）

か
ら
で
あ
り
︑

付
い
て
も
い
い
と
い
う
理
由
は
﹁
天
皇
の
死
は
衝
撃
的
な
悲
し
い
出
来
事
で
あ

る
か
ら
︑
さ
ら
に
﹁
賜
﹂
を
添
え
て
丁
重
に
表
現
し
た
（
略
）
動
作
主
が
二
重

に
標
示
さ
れ
て
も
︑
伝
達
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
は
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

こ
れ
は
特
別
の
場
合
の
特
別
の
表
現
で
あ
る
﹂
か
ら
と
い
う
︒

　
そ
の
説
に
対
し
て
抱
く
素
朴
な
疑
問
だ
が
︑
本
銘
の
﹁
治
天
下
﹂
の
二
例
と

も
天
皇
が
動
作
主
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ど
う
し
て
﹁
所
治
賜
天
下
﹂

（
天
の
下
を
　
治
め
賜
へ
る
）

（
125
）

と
い
う
歌
の
よ
う
に
﹁
賜
﹂
を
添
え
な
い
の
だ
ろ

う
か
︒
お
そ
ら
く
小
松
説
は
﹁
古
い
時
期
に
記
さ
れ
た
︑
そ
う
い
う
稚
拙
な
文

章
で
あ
る
と
し
た
ら
︑
用
字
や
表
現
は
整
っ
て
い
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
か
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ら
﹂

（
126
）

と
答
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
た
と
え
本
銘
の
﹁
崩
賜
﹂
の
﹁
賜
﹂
を
二
重

敬
語
と
す
る
説
が
成
立
す
る
に
し
て
も
︑﹁
二
重
構
造
の
過
剰
敬
語
に
な
っ
て

い
る
か
ら
︑
や
や
不
適
格
な
文
と
な
る
﹂

（
127
）

と
い
う
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
批
判
に
ど
の

よ
う
に
反
論
す
べ
き
だ
ろ
う
か
︒
要
す
る
に
︑﹁
賜
﹂
が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た

り
す
る
非
整
合
性
は
︑
和
文
脈
を
も
っ
て
本
銘
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
際
に
解

決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
︒

　
純
漢
文
の
側
か
ら
は
﹁
當
時
湯
既
崩
︐
太
丁
未
立
而
死
﹂

（
128
）

（
当
時
湯
既
に
崩
じ

て
︑
太
丁
未
だ
に
立
て
ら
れ
ず
し
て
死
ぬ
）
と
い
う
一
例
を
検
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
崩
賜
﹂
の
間
に
入
れ
る
べ
き
な
の
は
決
し
て
ハ
イ
フ

ン
で
は
な
い
︒
そ
の
代
わ
り
︑﹁
當
時
崩
︒﹂
と
い
う
ふ
う
に
句
点
を
打
ち
さ
え

す
れ
ば
文
意
は
不
足
し
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

　
で
は
︑﹁
賜
造
不
堪
者
﹂
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
︒
本
銘
の

﹁
者
﹂
の
用
法
に
つ
い
て
は
︑
瀬
間
正
之
﹁
上
代
に
於
け
る
﹁
者
﹂
字
の
用
法

︱
︱
助
辞
用
法
か
ら
助
詞
表
記
へ
﹂

（
129
）

が
﹁
確
定
条
件
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も

の
﹂
と
分
類
し
︑﹁﹁
の
で
︑
か
ら
﹂
と
訳
せ
（
略
）
漢
籍
に
類
例
を
見
な
い
﹂

と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
犬
飼
隆（

130
）

も
﹁
こ
の
﹁
者
﹂
の
字
が
︑
中
国
語
の
用
法

か
ら
離
れ
て
︑
日
本
語
の
接
続
助
詞
の
﹁
ば
﹂
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
で
ご
ざ

い
ま
す
︒
こ
う
い
う
こ
と
が
証
拠
と
し
て
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
変
体
漢

文
で
︑
漢
文
風
に
見
え
て
も
実
は
日
本
語
と
し
て
読
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
﹂
と
主
張
し
て
い
る
︒

　
そ
れ
と
対
立
し
て
︑﹁
造
不
堪
者
﹂
を
﹁
漢
文
体
﹂

（
131
）

と
す
る
小
島
説
を
想
起

し
た
い
︒
残
念
な
が
ら
︑
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
仏
典
側
の
注
釈
を
見
る
に
︑
七
五
一
年
の
写
経
資
料
と
し
て
記
さ
れ
る
﹁
阿

毗
達
磨
大
毗
婆
沙
論
二
百
巻
﹂

（
132
）

を
重
視
し
て
︑
五
百
大
阿
羅
漢
（
他
著
）
唐
・

玄
奘
（
訳
）﹃
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
﹄

（
133
）

を
調
べ
る
と
︑﹁
若
此
堪
立
沙
門
果
者

卽
便
立
之
︒
若
不
堪
者
便
不
建
立
﹂（
若
し
此
れ
沙
門
果
を
立
て
堪
へ
れ
ば
た
だ

ち
に
之
を
立
て
る
︒
若
し
堪
へ
ざ
れ
ば
便
ち
建
立
せ
ぬ
）
と
い
う
一
節
が
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
沙
門
果
は
﹁
沙
門
で
あ
る
こ
と
の
目
に
見
え
る
結
果
﹂

（
134
）

と
定
義
付

け
ら
れ
て
い
る
︒

　
漢
文
の
作
例
を
見
る
と
︑﹁
不
堪
者
﹂
三
字
の
連
用
と
し
て
は
︑﹁
有
必
不
堪

者
七
︑
甚
不
可
者
二
﹂（
必
ず
堪
へ
ざ
る
者も
の

七
︑
甚
だ
不
可
な
る
者
二
有
り
）
と

い
う
嵇
康
﹁
与
山
巨
源
絶
交
書
﹂

（
135
）

が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
の
﹁
堪
え
ら
れ
な
い
こ

と
が
七
つ
︑
到
底
世
に
容
認
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
﹂
と

い
う
通
釈
も
参
考
に
な
る
︒
純
漢
文
の
立
場
か
ら
捕
捉
す
る
際
に
︑
こ
の
﹃
文

選
﹄
の
古
例
に
準
じ
て
︑
読
み
下
し
文
の
段
階
で
は
﹁
者も
の

﹂
と
訓
む
が
︑
現
代

語
訳
の
段
階
で
は
﹁
こ
と
﹂
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
︒

　
管
見
に
よ
る
と
︑
本
銘
の
動
詞
句
に
極
め
て
類
似
し
た
用
例
が
二
つ
指
摘
で

き
る
︒
一
つ
目
は
︑
一
五
〇
九
年
の
監
察
御
史
が
官
吏
を
弾
劾
す
べ
く
︑
武
器

の
﹁
成
造
不
堪
﹂（
成つ
く
り造
堪
へ
ず
）
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て

明
武
宗
は
﹁
造
作
不
完
︑
不
堪
并
被
盗
者
︐
俱
免
提
依
擬
追
銀
﹂

（
136
）

（
造つ
く
り作
完お
は

ら

ざ
る
︑
堪
へ
ざ
る
な
ら
び
に
盗
ま
る
る
者
︑
俱
に
と
ら
へ
を
免
じ
て
擬
に
依
り
て
銀

を
追
へ
）
と
い
う
判
決
を
言
い
渡
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
﹁
造
～
不
堪
～
者
﹂
と
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い
う
構
成
が
見
ら
れ
る
︒
二
つ
目
は
︑
一
六
四
七
年
の
清
の
陳
有
明
（
撰
）

﹁
織
造
経
制
記
﹂

（
137
）

で
あ
る
︒
そ
の
一
節
﹁
一
立
賞
罰
．
夫
勸
懲
明
則
人
心
鼓
．

本
部
不
時
親
自
下
局
．
逐
機
查
驗
．
織
挽
精
美
者
．
立
賞
銀
牌
一
面
．
造
作
不

堪
者
．
責
治
示
懲
﹂（
一
　
賞
罰
を
立
て
る
べ
し
︒
夫
れ
勧
懲
明
ら
か
に
せ
ば
則
ち

人
心
を
鼓
す
る
︒
本
部
折
に
つ
け
自
ら
局
に
下
り
︑
機
を
逐
う
て
し
ら
べ
る
︒
織
挽

精
美
の
者
に
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
銀
牌
一
面
を
賞
す
︒
造つ

く
り作
堪
へ
ざ
る
者
を
責
め
た
だ

し
て
懲
を
示
す
）
で
あ
る
︒
そ
こ
に
も
﹁
造
～
不
堪
者
﹂
と
い
う
形
態
が
見
ら

れ
る
︒
文
脈
上
︑﹁
者
﹂
は
人
を
指
す
が
︑
一
句
は
﹁
よ
く
造
れ
る
人
に
褒
美

を
︑
と
て
も
造
れ
ぬ
人
に
罰
を
与
え
よ
﹂
と
把
握
で
き
る
︒

　
本
銘
の
﹁
然
當
時
崩
賜
造
不
堪
者
﹂
と
い
う
文
字
連
鎖
に
つ
い
て
︑﹁
賜
﹂

は
﹁
剰
余
に
な
る
﹂

（
138
）

と
小
松
が
説
い
て
い
る
︒
も
う
一
度
前
後
の
か
か
り
方
を

考
え
る
と
︑﹁
不
堪
﹂
の
前
に
二
字
動
詞
が
あ
る
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
る
こ

と
に
気
付
く
だ
ろ
う
︒
先
帝
の
願
意
を
述
べ
る
本
銘
の
二
十
字
を
再
読
す
る
と
︑

﹁
賜
我
大
御
病
太
平
﹂
と
﹁
将
造
寺
藥
師
像
﹂
と
あ
る
通
り
︑
平
癒
の
恩
﹁
賜
﹂

と
寺
仏
の
﹁
造
﹂
営
が
そ
の
二
大
心
配
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
の
順
序
が
元

の
ま
ま
﹁
不
堪
者
﹂
の
前
に
入
る
と
す
れ
ば
︑
先
帝
の
念
願
が
崩
御
の
せ
い
で

実
現
で
き
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
状
況
説
明
に
こ
の
上
も
な
く
相
応
し
い
だ
ろ
う
︒

要
す
る
に
︑
本
銘
願
文
に
お
け
る
二
大
願
望
が
﹁
賜
造
﹂
の
二
字
に
凝
縮
さ
れ

て
い
る
た
め
︑﹁
賜
・
造
﹂
と
把
握
し
た
ほ
う
が
ベ
タ
ー
で
あ
る
︒

 （
８
）
大
命
受
賜

　
こ
の
四
つ
の
文
字
連
鎖
に
つ
い
て
︑﹁﹁
大
命
受
賜
而
﹂
の
﹁
受
賜
而
﹂
は
承

り
て
で
あ
つ
て
大
命
を
拝
受
し
て
と
い
ふ
様
な
今
日
新
聞
に
よ
く
見
ら
れ
る
様

な
文
章
よ
り
も
遥
か
に
日
本
的
で
あ
る
﹂

（
139
）

と
い
う
東
伏
見
邦
英
の
指
摘
が
知
ら

れ
る
︒
た
し
か
に
宣
命
第
一
詔
に
﹁
大
命
乎
受
賜
利
﹂

（
140
）

と
い
っ
た
用
例
が
あ
り
︑

本
銘
と
四
字
ほ
ど
共
有
し
て
い
る
た
め
︑
日
本
語
で
訓
ま
れ
て
い
る
と
す
る
主

張
を
理
解
で
き
な
く
も
な
い
︒
し
か
し
︑
本
銘
に
は
宣
命
小
書
体
が
な
い
た
め
︑

無
理
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
た
と
え
助
詞
の
﹁
乎
﹂
が
な
く
て
も
と
に
か
く

訓
み
添
え
を
施
し
て
ま
で
和
文
を
成
り
立
た
せ
た
い
と
い
う
よ
う
な
説
に
反
論

を
加
え
る
際
に
︑
純
漢
文
の
側
か
ら
更
な
る
論
証
の
手
続
き
が
欠
か
せ
な
い
︒

　
ま
ず
︑﹁
大
命
﹂
は
も
と
も
と
漢
語
で
あ
る
︒﹃
周
礼
﹄

（
141
）

の
一
節
﹁
王
之
大

命
﹂（
王
の
大
命
）
に
関
し
て
︑﹁
天
子
之
命
﹂

（
142
）

（
天
子
の
命
）
と
辞
書
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
︒
天
子
が
臣
下
に
命
じ
る
場
面
は
︑
本
銘
の
用

法
と
同
様
と
い
え
る
︒

　﹁
受
賜
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
た
ま
も
の
を
受
け
る
﹂（
諸
橋
轍
次
﹃
大
漢
和
辞
典

巻
二
﹄

（
143
）

）
と
い
う
説
明
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
受
﹂
を
動
詞
︑﹁
賜
﹂
を
名
詞
と
す
る

捉
え
方
が
看
取
で
き
る
︒﹁
受
け
る
﹂
と
﹁
賜
わ
る
﹂
か
ら
な
る
複
合
し
た
二

字
動
詞
の
﹁
受
賜
﹂
は
ま
だ
収
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
︒
そ
の
た
め
に
︑
二

例
ほ
ど
用
例
を
拾
っ
て
み
よ
う
︒

　
①
居
延
の
簡
牘
に
﹁
︙
︙
□
□
哉
︐
忽
受
賜
□
帛
絮
︐
金
銀
青
□
︐
爲
矛
鉞
︑

金
輪
︐
大
廄
名
馬
﹂

（
144
）

と
い
う
一
節
が
あ
る
︒
判
読
困
難
な
文
字
が
混
じ
っ
て
い
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る
も
の
の
︑
前
後
の
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
︑
副
詞
﹁
忽
﹂（
た
ち
ま
ち
）
の

後
に
﹁
受
賜
﹂
と
い
う
二
字
動
詞
が
来
て
︑
そ
の
直
後
に
目
的
語
﹁
□
帛
絮
﹂

と
な
る
名
詞
が
来
る
と
す
る
構
文
を
窺
わ
せ
る
︒

　
②
元
︑
明
の
変
わ
り
目
に
活
躍
し
た
十
四
世
紀
の
張
士
誠
だ
が
︑﹁
士
誠
聞

廉
夫
至
︐
甚
喜
︐
即
命
飲
以
受
賜
之
酒
﹂

（
145
）

（
士
誠
︑
廉
夫
が
至
り
ぬ
と
聞
き
︑
甚

だ
喜
ぶ
︒
即
ち
受
賜
の
酒
を
以
て
飲
め
と
命
ず
る
）
と
い
う
記
載
が
あ
る
︒﹁
受

賜
之
酒
﹂
は
﹁
受
け
賜
わ
っ
た
酒
﹂
ま
た
は
﹁
受
賜
し
た
酒
﹂
と
も
訓
読
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒

　
上
述
し
た
二
例
と
も
Ｖ
＋
Ｖ
と
い
う
語
構
成
の
も
と
複
合
動
詞
﹁
受
賜
﹂
が

す
で
に
市
民
権
を
得
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
少
な
く
と
も
一
例
く
ら
い

は
漢
和
辞
典
に
登
録
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
次
い
で
︑﹁
大
命
﹂
と
﹁
受
賜
﹂
両
者
の
共
起
関
係
に
つ
い
て
は
︑
唐
・
孔

頴
達
に
よ
る
﹃
毛
詩
正
義
﹄

（
146
）

の
一
節
︱
︱
﹁
爰
及
成
王
封
建
之
辝
︐
魯
公
受
賜

之
命
﹂

（
147
）

（
爰
に
及
び
て
成
王
封
建
の
辞
︑
魯
公
受
賜
の
命
）
が
想
起
で
き
る
︒
周

の
天
子
の
た
め
に
﹁
大
﹂
を
入
れ
て
み
る
と
︑
臣
下
の
魯
公
に
﹁
受
賜
之
大

命
﹂
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
ら
ば
︑
授
受
関
係
と
い
い
︑
言
葉
遣
い
と

い
い
︑
本
銘
の
﹁
大
命
受
賜
﹂
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

　
漢
籍
に
は
完
全
に
一
致
し
た
四
字
熟
語
の
用
例
が
確
認
で
き
て
い
な
い
が
︑

類
語
関
係
を
取
り
入
れ
る
と
︑﹁
受
賜
大
命
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
帯
び
る
言

い
方
が
﹃
詩
経
﹄
の
注
疏
に
現
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
︒

　
次
に
避
け
て
通
れ
な
い
の
は
︑
シ
ン
タ
ク
ス
倒
置
の
問
題
で
あ
る
︒
西
宮
一

民（
148
）

が
本
銘
に
つ
い
て
︑﹁
変
体
漢
文
体
﹂
と
定
義
付
け
た
う
え
︑﹁
欲
坐
﹂﹁
藥

師
像
作
仕
奉
﹂﹁
造
不
堪
﹂﹁
大
命
受
賜
﹂
の
四
箇
所
に
傍
線
を
引
い
て
﹁
語
順

の
破
格
を
示
す
﹂
と
し
て
い
る
︒
既
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
欲
坐
﹂﹁
造
不
堪
﹂
に

関
し
て
は
海
彼
の
用
例
を
参
照
し
た
り
︑﹁
藥
師
像
作
仕
奉
﹂
に
関
し
て
は
句

切
り
方
を
調
整
し
た
り
す
れ
ば
︑
概
し
て
正
格
の
漢
文
に
な
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

残
さ
れ
る
の
は
︑﹁
大
命
受
賜
﹂
の
み
で
あ
る
︒

　
一
般
的
な
﹁
Ｖ
＋
Ｎ
﹂
と
倒
置
す
る
﹁
Ｎ
＋
Ｖ
﹂
と
の
間
は
︑
全
く
同
一
視

し
て
よ
い
の
か
︑
あ
る
い
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
僅
差
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ

を
究
明
す
る
場
合
︑
書
儀
研
究
の
成
果
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
程
顕
生
（
他

編
）﹃
文
言
尺
牘
示
範
﹄

（
149
）

の
手
本
を
掲
げ
て
み
よ
う
︒

　
❶
﹇
奉
讀
大
示
︐
向
往
尤
深
﹈
讀
著
您
的
來
信
︐
對
您
的
向
往
又
進
一
步
地

加
深
了
︒

　
❷
﹇
大
示
拜
讀
︐
心
折
殊
深
﹈
您
的
訓
示
已
經
恭
敬
地
讀
了
︐
我
由
衷
地
︑

深
深
地
佩
服
您
︒

　
即
ち
︑﹁
Ｖ
＋
Ｎ
﹂
の
構
造
を
持
つ
❶
の
場
合
︑﹁
お
手
紙
を
読
ん
で
い
て
﹂

と
い
う
意
味
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
Ｎ
＋
Ｖ
﹂
の
構
造
を
持
つ
❷
の
場
合
︑﹁
ご
訓

示
を
す
で
に
恭
し
く
拝
読
致
し
ま
し
た
﹂
と
読
み
取
れ
る
︒
❷
の
﹁
大
示
﹂
＋

﹁
拝
読
﹂
の
構
造
と
共
有
す
る
本
銘
の
﹁
大
命
﹂﹁
受
賜
﹂
は
︑
そ
れ
に
準
じ
て
︑
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﹁
大
命
を
す
で
に
受
賜
し
た
﹂
と
捉
え
直
し
た
ほ
う
が
漢
文
の
語
感
が
ず
れ
ず

に
済
む
だ
ろ
う
︒

　
本
銘
に
お
け
る
﹁
詔
﹂﹁
大
命
﹂
は
と
も
に
先
帝
の
命
令
だ
が
︑
も
う
一
度

前
後
の
文
脈
を
読
め
ば
︑﹁
詔
﹂
が
ま
だ
文
書
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
﹁
當
時
﹂︑

﹁
崩
﹂
じ
て
し
ま
っ
た
た
め
︑
正
式
の
詔
書
が
残
ら
な
か
っ
た
︒
然
る
に
︑﹁
受

賜
﹂
し
た
口
頭
の
﹁
大
命
﹂
が
ま
ざ
ま
ざ
と
耳
に
残
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を

何
と
か
し
よ
う
と
い
う
の
が
﹁
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
東
宮
聖
王
﹂

ら
の
積
年
の
宿
題
と
な
っ
て
い
た
︒﹁
詔
﹂
か
ら
﹁
大
命
﹂
へ
と
用
字
を
置
き

換
え
ら
れ
た
の
は
︑
文
書
を
作
成
す
る
手
を
下
す
余
裕
が
な
い
ほ
ど
崩
御
の
迅

速
さ
を
想
像
さ
せ
る
︒

（
９
）
押
韻
状
況

　
東
野
治
之
﹁
七
世
紀
以
前
の
金
石
文
﹂

（
150
）

に
よ
る
と
︑﹁
い
わ
ゆ
る
推
古
朝
遺

文
に
代
表
さ
れ
る
七
世
紀
半
ば
ま
で
の
史
料
（
略
）
に
関
し
て
は
︑
史
料
価
値

を
め
ぐ
っ
て
種
々
の
議
論
が
あ
り
︑
全
面
的
な
再
検
討
が
望
ま
れ
る
﹂
と
い
う
︒

同
じ
法
隆
寺
金
堂
に
宝
蔵
さ
れ
て
い
る
本
銘
も
当
然
な
が
ら
︑﹁
再
検
討
﹂
す

べ
き
射
程
に
入
る
︒
研
鑽
す
る
際
に
︑
東
野
治
之（

151
）

の
指
針
が
示
唆
に
富
む
だ
ろ

う
︒﹁
そ
の
銘
文
が
純
漢
文
体
で
綴
ら
れ
て
い
る
か
︑
和
文
を
基
本
と
し
て
い

る
か
は
︑
釈
読
す
る
上
に
最
も
重
大
な
要
素
﹂
と
し
て
文
体
の
相
違
を
峻
別
し

つ
つ
︑﹁
純
漢
文
体
の
場
合
は
︑
特
有
の
対
句
構
成
や
押
韻
︑
典
故
な
ど
に
留

意
す
る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
念
を
押
し
て
い
る
︒
本
銘
に
つ
い
て
︑
東
野（

152
）

は
﹁
四

字
句
︑
六
字
句
の
ま
と
ま
り
は
勿
論
︑
一
行
の
字
数
の
統
一
も
全
く
顧
慮
さ
れ

て
い
な
い
﹂
と
い
う
点
を
重
視
し
た
う
え
で
﹁
和
文
体
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒

但
し
︑
東
野
も
﹁
た
だ
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
文
体
や
用
語
が
︑
す
べ
て
和

風
の
も
の
と
割
り
き
れ
る
か
ど
う
か
は
確
証
が
な
く
︑
あ
る
い
は
中
国
の
俗

語
・
俗
文
や
朝
鮮
の
語
法
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
﹂
と

一
旦
留
保
し
て
い
る
︒
東
野
治
之
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
像
の
光
背
銘
と
天
寿
国

繍
帳
の
銘
文
﹂

（
153
）

に
至
っ
て
﹁
薬
師
像
の
銘
と
同
様
︑
和
文
体
で
現
れ
る
﹂
と
し

て
︑
本
銘
の
和
文
体
説
が
こ
れ
で
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
文

体
の
位
相
を
正
し
く
見
極
め
る
た
め
に
は
︑
東
野
が
開
示
し
た
﹁
押
韻
﹂
の
有

無
に
即
し
て
の
検
証
作
業
こ
そ
目
下
の
急
務
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
隋
・
陸
法
言
﹃
切
韻
﹄（
六
〇
一
年
成
立
）
の
ほ
う
か
ら
韻
目
を
把
握
せ
ね

ば
な
ら
な
い
︒
原
本
﹃
切
韻
﹄
は
零
本
し
か
な
い
が
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄

（
154
）

に
載
録
さ
れ
て
い
る
王
仁
煦
﹃
切
韻
﹄
を
重
視
し
て
︑
完
本
王
韻
（
王
仁
煦

﹃
刊
謬
補
缺
切
韻
﹄）

（
155
）

を
調
べ
る
と
︑
銘
文
の
韻
目
が
表
１
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
︒

　
句
読
点
の
打
ち
方
に
つ
い
て
は
︑﹁
上
代
漢
文
﹂
の
場
合
︑
小
島
憲
之
﹁
上

代
散
文
の
訓
読
と
文
体
と
を
め
ぐ
る
問
題
︱
︱
句
読
点
の
場
合
﹂

（
156
）

が
重
要
な
提

言
を
し
て
い
る
︒﹁
そ
れ
が
一
般
の
中
国
散
文
の
よ
う
に
声リ
ズ
ム調

を
ね
ら
っ
て
書

か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
︑
そ
の
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
句
読
点
は
打
つ
べ
き
で
あ
ろ

う
﹂
と
い
う
︒
そ
の
指
摘
を
吟
味
す
る
と
︑
韻
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
正
し
く
句

切
れ
な
い
恐
れ
が
あ
る
と
再
認
識
で
き
る
︒
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法
隆
寺
金
堂
の
銘
文
に
つ
い
て
は
︑
竹
内
理
三
（
編
）﹃
寧
楽
遺
文
﹄

（
157
）

の
提

供
し
た
間
違
っ
た
句
読
版
﹁
上
宮
法
皇
枕
病
︑
弗
悆
于
食
︑
王
后
仍
以
勞
疾
︑

並
著
於
床
︙
︙
﹂
を
批
判
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
小
島
憲
之（

158
）

の
残
し
た
業
績
を

見
習
い
た
い
︒﹁
四
字
句
﹂
の
形
式
を
切
り
口
に
し
た
小
島
の
分
析
に
よ
る
と
︑

﹁
上
宮
法
皇
︑
枕
病
弗
悆
︒
干
食
王
后
︑
仍
以
勞
疾
︑
並
著
於
床
︙
︙
﹂
と
打

ち
直
す
べ
し
と
し
て
お
り
︑
冴
え
た
読
み
を
見
せ
て
い
る
︒
本
銘
の
句
読
を
再

検
討
す
る
際
に
︑
小
島
の
研
究
姿
勢
に
共
鳴
を
覚
え
た
筆
者
は
︑﹁
等
韻
家
に

よ
っ
て
﹃
広
韻
﹄
の
韻
部
が
十
六
の
韻
摂
に
帰
納
さ
れ
て
い
る
が
︑
元
来
﹃
切

韻
﹄
の
系
統
と
も
一
致
し
て
い
る
︒
十
六
摂
は
中
古
韻
母
大
系
を
代
表
し
う
る

も
の
で
あ
る
﹂

（
159
）

と
い
う
指
摘
と
︑﹁
韻
図
家
の
分
析
に
よ
り
︑﹃
切
韻
﹄
は
ま
ず

十
六
摂
に
分
け
ら
れ
﹂

（
160
）

と
い
う
指
摘
を
併
せ
て
傾
聴
し
た
い
︒
そ
れ
に
し
た

が
っ
て
︑﹁
止
摂
﹂（
支
︑
紙
︑
寘
︑
脂
︑
旨
︑
至
︑
之
︑
止
︑
志
︑
微
︑
尾
︑
未

と
い
う
十
二
の
韻
目
を
統
括
し
て
い
る
）

（
161
）

だ
け
に
注
目
し
て
み
よ
う
︒
そ
の
銘
字

に
傍
点
と
句
読
点
を
適
宜
に
付
け
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

池0

邊
大
宮
治0

天
下
天
皇
大
御
身
勞
賜0

︒
時0

歳

次0

丙
午
年
︐
召
於
大
王
天
皇
与
太
子0

︐
而0

誓
願
：﹁
賜0

我
大

御
病
太
平
︐
欲
坐
故
︐
将
造
寺
︑
藥
師0

像
︐
作
仕0

奉
詔
！
﹂
然
︐

當
時0

崩
︒
賜0

・
造
不
堪
者
︐
小
治
田
大
宮
治0

天
下
大
王
天

皇
及
東
宮
聖
王
大
命
受
賜0

︐
而0

歳
次0

丁
卯
年
仕0

奉
︒

銘 四声 韻目 唐・王仁煦（撰）
『刊謬補缺切韻』五巻（頁）

丁 平 青 134
下 去 禡 173
大 去 泰 163
子 上 止 143
小 上 小 150
不 上 有 155
与 上 語 143
午 上 姥 144
及 入 緝 192
天 平 先 122
太 去 泰 163
王 平 陽 131
丙 上 梗 153
仕 上 止 143
卯 上 巧 150
召 去 笑 171
平 平 庚 132
田 平 先 122
寺 去 志 160
年 平 先 122
次 去 至 160
池 平 支 109
而 平 之 110
作 入 鐸 193
坐 去 箇 173
我 上 哿 151
身 平 眞 118
受 上 有 155

命 去 敬 175
奉 上 腫 140
於 平 魚 112
東 平 東 105
治 去 至 160
者 上 馬 152
故 去 暮 162
皇 平 唐 131
宮 平 東 105
師 平 脂 109
時 平 之 110
病 去 敬 175
将 平 陽 130
崩 平 登 138
御 去 御 161
欲 入 燭 180
造 去 號 172
勞 去 號 172
堪 平 覃 129
然 平 仙 123
詔 去 笑 171
歳 去 祭 164
當 平 唐 131
聖 去 勁 175
像 上 養 153
誓 去 祭 165
賜 去 寘 159
藥 入 藥 192
邊 平 先 123
願 去 願 168

表 1　韻目
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　﹁
時
﹂﹁
子
﹂
が
同
時
に
韻
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
﹃
詩
経
﹄
の
実
例（

162
）

が

あ
る
︒
そ
れ
に
準
じ
て
︑﹁
時0

︙
︙

 

子0

﹂ 

あ
た
り
か
ら
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
る
︒

﹁
治
﹂﹁
賜
﹂﹁
子
﹂
が
同
時
に
韻
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
杜
牧
﹁
感
懐

詩
﹂
の
実
例（

163
）

も
あ
る
︒
そ
れ
に
準
じ
て
︑
少
な
く
と
も
﹁
︙
︙
勞
賜0

︙
︙
太

子0

﹂
あ
た
り
に
も
リ
ズ
ム
感
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
う
し
た
止
摂
感
覚
に
基
づ
い

て
﹁
池0

﹂﹁
時0

﹂﹁
而0

﹂﹁
賜0

我
﹂﹁
賜0

・
造
﹂﹁
而0

﹂
を
読
み
上
げ
る
と
︑
同
じ

く
句
頭
に
来
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑﹁
勞
賜0

﹂﹁
太
子0

﹂﹁
受
賜0

﹂
は
同
じ

く
句
尾
に
来
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
︒
要
す
る
に
︑
止
摂
の
九
銘
字
（
池0

邊

︙
︙
勞
賜0

︒
時0

︙
︙
太
子0

︑
而0

︙
︙
：﹁
賜0

我
︙
︙
﹂
︙
︙
︒
賜0

・
造
︙
︙
受
賜0

︑
而0

︙
︙
︒）
は
文
章
の
区
切
り
目
の
首
尾
を
は
っ
き
り
と
示
す
役
割
を
果
た
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
︒﹁
韻
律
声
調
を
尊
重
し
た
文
章
を
﹁
漢
文
﹂
と
名
付
け
る
﹂

（
164
）

と
い
う
定
義
を
想
起
す
れ
ば
︑
ぜ
ひ
と
も
純
漢
文
体
で
読
ま
れ
た
い
と
い
う
作

文
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

　
な
お
︑﹁
銘
﹂
の
押
韻
の
作
法
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
非
定
型
が
や
や
も
す
る

と
無
韻
の
も
の
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
馬
銀

琴
﹃
両
周
詩
史
﹄

（
165
）

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
紀
元
前
の
金
文
の
韻
語
を
見
る
と
︑﹁
韻
︑

散
相
間
的
語
体
﹂（
韻
文
と
散
文
が
交
互
に
な
っ
た
語
体
）
と
い
う
や
り
方
が
あ

り
︑
た
と
え
ば
大
盂
鼎
の
﹁
嗣
文
乍
邦
︐
闢
厥
慝
︐
匍
有
四
方
﹂（
文
を
嗣
ぎ

て
邦
を
作
り
︑
そ
の
徳
を
闢
き
︑
四
方
を
撫
有
せ
り
）

（
166
）

の
場
合
︑﹁
邦
︙
︙
方
﹂
式

の
押
韻
法
が
認
め
ら
れ
る
︒
ゆ
え
に
︑
非
定
型
の
本
銘
に
韻
字
が
埋
め
ら
れ
て

い
る
の
は
︑
中
国
古
代
金
文
を
受
容
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　
押
韻
の
状
況
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
︑
頭
韻
と
脚
韻
が
奏
で
出
す
交
響
性
を

見
過
ご
せ
ま
い
︒
冒
頭
の
﹁
池0

︙
︙
賜0

﹂︑
二
句
目
の
﹁
時0

︙
︙
子0

﹂
と
い
う

ふ
う
に
意
識
的
に
読
み
上
げ
て
い
け
ば
︑
頭
・
脚
両
韻
を
踏
ん
で
い
る
音
楽
性

に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒

 

　
非
定
型
の
先
例
を
挙
げ
る
場
合
︑﹃
老
子
﹄
の
一
節
﹁
故
强
良
（
梁
）
者
︑

不
得
其
死
︒
我
將
以
爲
學
父
﹂（
故
に
︑
強
梁
な
る
者
は
︑
其
の
死
を
得
ず
︒
我

将
に
以
て
学
父
為
ら
ん
と
す
）

（
167
）

が
想
起
さ
れ
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
故
︙
︙
父
﹂
が

﹁
首
尾
韻
﹂

（
168
）

を
成
し
て
い
る
︑
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
︒
漢
字
圏
内
に
い

る
執
筆
者
は
純
漢
文
を
活
か
し
て
い
た
た
め
︑
漢
籍
固
有
の
韻
律
感
覚
を
最
大

限
に
追
求
し
よ
う
と
し
て
原
稿
作
成
に
着
手
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
︑
冒
頭
漢
字
の
﹁
池
﹂
に
因
ん
だ
止
摂
の
頻
用
と
︑

そ
れ
と
交
響
す
べ
く
頭
韻
・
脚
韻
が
繰
り
返
さ
れ
る
リ
ズ
ム
︑
と
い
う
二
大
構

造
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
よ
う
な
観
点
で
銘
文
を
検
討
し
た
研

究
は
皆
無
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
上
代
金
石
文
の
文
体
を
め
ぐ
る
判
断
基
準
は
︑

込
み
入
っ
た
日
本
語
史
の
問
題
と
絡
ん
で
い
る
が
︑
こ
の
考
察
結
果
を
も
っ
て

す
れ
ば
︑﹁
で
す
か
ら
︑
中
国
人
に
は
︑
読
め
ま
せ
ん
︒
日
本
人
に
向
け
て
日

本
語
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
で
す
﹂

（
169
）

と
い
う
意
見
に
︑
大
陸
の
中
国
人
な
ら

ぬ
台
湾
人
の
筆
者
の
目
か
ら
す
れ
ば
︑
も
は
や
従
え
な
く
な
る
の
は
︑
贅
言
を

費
や
す
ま
で
も
な
い
︒
か
え
っ
て
︑
純
漢
文
体
説
を
改
め
て
支
持
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
︑
次
の
よ
う
な
訓
釈
の
試
案
を
纏ま
と

め
る
こ
と
が
で
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き
た
︒池

辺
大
宮
治
天
下
天
皇
大み

づ

か
御
身
ら
労
賜
せ
り
︒
時
は
歳
次
丙
午
年
︑
大
王

天
皇
と
太
子
を
召
し
︑
而
し
て
﹁
我
が
大
御
病
に
太
平
を
賜
へ
︑
坐
せ
ん

と
欲
す
が
故
な
り
︒
将
に
寺
・
薬
師
像
を
造
ら
ん
と
す
︒
仕
奉
の
詔
を
作

れ
！
﹂
と
誓
願
せ
り
︒
然
る
に
︑
当ま
さ

に
そ
の
時
崩
じ
ぬ
︒
賜
ひ
・
造
り
堪

へ
ざ
る
者
は
︑
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
び
東
宮
聖
王
ら
大
命
を

す
で
に
受
賜
せ
し
か
ら
に
は
︑
而
し
て
歳
次
丁
卯
年
に
仕
奉
せ
り
︒

 

四
　
本
銘
の
成
立
年
代
と
執
筆
者

　﹁
成
立
時
期
に
問
題
の
あ
る
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
光
背
銘
﹂

（
170
）

に
つ
い
て

は
︑
諸
説
が
あ
っ
て
ま
だ
定
説
が
得
ら
れ
て
い
な
い
︒
銘
文
の
一
節
に
﹁
丁
卯

年
﹂
が
あ
る
た
め
︑
従
来
﹁
推
古
天
皇
十
五
（
西
暦
六
〇
七
）
年
で
あ
る
と
す

る
点
に
つ
い
て
は
︑﹃
古
京
遺
文
﹄
を
は
じ
め
と
し
て
︑
何
人
も
こ
れ
に
疑
問

を
持
た
な
か
つ
た
﹂

（
171
）

と
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
福
山
敏
男
﹁
法
隆
寺
の
金

石
文
に
関
す
る
二
︑三
の
問
題
﹂

（
172
）

を
皮
切
り
に
新
説
が
次
々
と
唱
え
ら
れ
て
い

る
︒

　
福
山
は
﹁
天
皇
﹂
と
い
う
用
語
に
着
目
し
て
︑﹁
天
智
天
皇
五
年
の
も
の
と

推
定
さ
れ
る
野
中
寺
蔵
弥
勒
像
の
台
座
銘
に
﹁
中
宮
天
皇

0

0

﹂
と
あ
る
﹂（
傍
点

原
著
者
）
点
を
重
視
し
︑
本
銘
は
﹁
推
古
朝
よ
り
も
降
つ
た
時
代
に
書
か
れ
た

と
見
る
方
が
穏
当
で
は
あ
る
ま
い
か
﹂
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
う

え
︑
具
体
的
に
﹁
こ
の
銘
文
は
恐
ら
く
天
武
朝
の
後
半
以
降
︑
天
平
以
前
に
於

い
て
坂
田
寺
の
縁
起
を
模
し
て
法
隆
寺
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
﹂
と

推
定
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
六
八
〇
～
七
二
九
年
が
そ
の
成
立
期
間
だ
と

言
い
換
え
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
根
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
︑
六
六
七
年
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ

る
野
中
寺
蔵
弥
勒
像
に
︑
近
年
疑
義
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
︒
東
野
治
之
﹁
野

中
寺
弥
勒
像
台
座
銘
の
再
検
討
﹂

（
173
）

に
よ
っ
て
︑﹁
銘
文
が
新
た
に
撰
文
さ
れ
た

と
す
る
と
︑
そ
の
時
期
は
野
中
寺
像
が
︑
学
界
や
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
比
較
的
近
い
時
点
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
﹂
と
す
る
新
説
が
提
起
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
福
山
説
の
物
証
そ
の
も
の
の

信
憑
性
が
弱
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
︑﹁
天
皇
﹂
号
採
用
の
観
点
か
ら
︑

福
山
説
を
補
強
す
る
論
考
が
現
れ
た
︒
渡
辺
茂
﹁
古
代
君
主
の
称
号
に
関
す
る

二
・
三
の
試
論
﹂

（
174
）

は
︑﹃
旧
唐
書
﹄

（
175
）

の
一
節
﹁
皇
帝
稱
天
皇
︐
皇
后
稱
天
后
﹂

（
皇
帝
︑
天
皇
と
称
し
︑
皇
后
︑
天
后
と
称
す
）
に
着
眼
し
て
︑﹁
中
国
に
お
い
て
︑

政
治
上
の
君
主
に
﹁
天
皇
﹂
号
を
用
い
た
の
は
唐
の
高
宗
の
上
元
元
年

（
六
七
四
）
で
﹂﹁
天
武
天
皇
の
崩
後
に
お
い
て
︑
天
武
の
偉
業
を
し
の
ぶ
あ
ま

り
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
帝
﹂
号
に
か
え
て
︑
当
時
唐
で
呼
称
さ
れ
は
じ
め
た
﹁
天

皇
﹂
号
を
以
て
尊
称
す
る
よ
う
に
し
た
の
は
︑
持
統
天
皇
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
﹂
と
推
測
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
東
野
治
之
に
よ
る
と
︑﹁
天
皇
号
の
採
用
は

六
七
五
年
以
後
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
﹂

（
176
）

と
い
う
分
析
も
あ
る
︒
要
す
る
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に
︑
中
国
の
天
皇
号
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
時
潮
に
応
じ
て
︑
天
武
︱

持
統

の
叔
父
︱

姪
の
関
係
で
︑
か
つ
夫
婦
の
統
治
下
に
そ
れ
を
導
入
し
た
七
世
紀
後

半
以
降
︑
本
銘
の
執
筆
者
が
六
～
七
世
紀
の
日
本
﹁
大
王
﹂
を
描
写
す
る
際
に
︑

一
斉
に
後
世
の
﹁
天
皇
﹂
号
に
書
き
換
え
る
経
緯
が
あ
っ
た
︑
と
整
理
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
︑
小
谷
博
泰（

177
）

は
福
山
説
の
﹁
あ
や
ふ
や
な
根
拠
を
ま
こ
と
ら

し
く
並
べ
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
︑
な
い
し
は
予
見

さ
れ
た
結
論
へ
と
強
引
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
論
理
の
展
開
に
は
︑

当
惑
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
非
難
す
る
︒
そ
の
手
法
へ
の
批
判
を
経
て
︑

本
銘
は
﹁
推
古
朝
頃
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
﹂
と
結
論
付
け
て
い
る
︒

　
一
方
︑
大
山
誠
一
﹁﹁
聖
徳
太
子
﹂
研
究
の
再
検
討
（
上
）﹂

（
178
）

は
﹁
結
論
と
し

て
︑
銘
文
の
成
立
時
期
は
︑
上
限
が
天
皇
号
を
採
用
し
た
持
統
朝
︑
下
限
は

﹃
法
隆
寺
資
財
帳
﹄
に
見
え
る
か
ら
天
平
十
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹂
と
い

う
修
正
案
を
出
し
て
い
る
︒
持
統
女
帝
の
在
位
は
六
八
六
～
六
九
七
年
だ
か
ら
︑

六
八
六
～
七
四
七
年
と
言
い
換
え
ら
れ
る
︒

　
代
表
的
な
諸
説
を
検
討
し
て
み
た
が
︑
率
先
し
て
﹁
天
皇
﹂
号
を
指
標
に
し

て
掘
り
下
げ
た
福
山
説
の
研
究
手
法
が
切
り
拓
い
た
先
見
性
に
敬
服
せ
ざ
る
を

え
な
い
︒
た
だ
七
世
紀
後
半
以
降
の
成
立
と
す
る
観
点
に
は
早
過
ぎ
る
恐
れ
が

あ
り
︑
ま
だ
精
確
さ
を
欠
い
て
い
る
こ
と
も
否
め
ま
い
︒
用
字
状
況
を
検
討
す

る
際
に
︑
個
別
の
二
字
熟
語
は
重
要
で
は
あ
る
が
︑
構
造
的
な
修
辞
法
の
視
点

こ
そ
︑
か
え
っ
て
よ
り
有
効
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
漢
詩
文
の
二

大
修
辞
格
を
通
じ
て
︑
従
来
全
然
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
本
銘
が
紡
ぎ
出
し
た
言

葉
の
綾
の
一
端
を
究
明
し
て
み
よ
う
︒

　
本
銘
の
図
版
に
基
づ
い
て
文
字
の
分
布
状
況
を
検
討
す
る
研
究
史
の
な
か
で
︑

逸
早
く
示
唆
を
与
え
た
の
が
藪
田
嘉
一
郎
﹃
日
本
上
代
金
石
叢
考
﹄

（
179
）

で
あ
ろ
う
︒

﹁
五
行
︒
第
一
行
十
六
字
︒
第
二
行
と
第
四
行
は
行
に
十
九
字
︒
第
三
行
と
第

五
行
は
行
に
十
八
字
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
方
向
を
深
化

さ
せ
た
の
が
︑
小
松
英
雄
の
二
大
論
考
で
あ
る
︒
小
松
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
仏

造
像
銘
札
記
﹂

（
180
）

は
︑
新
た
に
計
算
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑﹁
各
行
一
八
字
に
均
分

す
れ
ば
格
子
状
の
配
列
に
な
る
﹂
は
ず
だ
が
︑﹁
均
一
的
配
分
に
優
先
す
る
な

ん
ら
か
の
原
理
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
﹂
と
想
定
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
小
松

英
雄
﹃
日
本
語
書
記
史
原
論
﹄

（
181
）

は
︑﹁
第
二
行
以
下
は
︑
交
互
に
十
九
字
／

十
八
字
に
な
っ
て
い
る
か
ら
︑
明
ら
か
に
計
算
さ
れ
た
配
分
で
あ
る
﹂
と
明
快

に
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
綿
密
な
計
算
の
も
と
に
総
字
数
が
決
定
さ
れ
︑

ま
た
︑
各
行
の
字
数
も
慎
重
に
再
配
分
さ
れ
た
﹂
と
と
も
に
︑﹁
文
字
の
大
き

さ
が
語
句
の
重
み
に
比
例
し
て
い
る
﹂
と
い
う
到
達
点
を
見
せ
て
い
る
︒

　
一
行
の
総
字
数
か
ら
切
口
を
発
見
し
︑
シ
ン
プ
ル
と
は
い
え
興
味
深
い
結
論

に
漕
ぎ
着
け
た
小
松
の
手
法
は
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
や
や
視
点

を
換
え
て
全
体
的
な
文
字
の
出
現
頻
度
に
即
し
て
把
握
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
︒

こ
こ
で
統
計
し
直
し
た
と
こ
ろ
︑
一
回
し
か
用
い
ら
れ
な
い
文
字
を
除
け
ば
︑

下
表
の
通
り
と
な
る
︒
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本
銘
の
最
後
の
一
字
﹁
奉
﹂
に
つ
い
て
︑
小
松
は
﹁
先
行
す
る
各
行
の
末
尾

の
文
字
﹁
歳
﹂﹁
大
﹂﹁
然
﹂﹁
天
﹂
と
︑
ほ
ぼ
水
平
に
近
い
位
置
に
あ
り
︑
余

白
が
な
い
﹂

（
182
）

と
指
摘
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
図
版
を
下
方
よ
り
仔
細
に
観
察

す
る
と
︑
二
行
目
の
﹁
大
﹂
と
四
行
目
の
﹁
天
﹂
だ
け
は
ほ
ぼ
同
じ
余
白
を
残

し
て
お
り
︑
一
行
の
字
数
が
多
い
割
に
縮
ま
り
方
が
目
立
っ
て
い
る
︒
そ
の
う

え
︑
本
銘
の
﹁﹁
天0

﹂
や
﹁
大0

﹂
が
左
に
傾
く
特
徴
が
あ
り
ま
す
﹂（
傍
点
原
著

者
）

（
183
）

と
い
う
書
き
癖
も
認
め
ら
れ
る
︒
異
な
る
字
数
五
十
八
字
の
う
ち
︑
こ
の

二
字
は
一
︑二
位
を
争
う
︑
い
う
な
れ
ば
執
筆
者
の
愛
字
意
識
を
言
外
に
滲
ま

せ
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
わ
ざ
が
看
取
で
き
る
︒
か
り
に
機
械
的
に
各
行
十
八
の
格

子
状
に
並
べ
直
せ
ば
︑
行
末
に
来
る
べ
き
な
の
は
丙
・
御
・
當
・
天
・
奉
と

な
っ
て
お
り
︑
愛
字
の
所
在
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
鐫
刻
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
行
が
長
か
っ
た
り
短
か
っ
た
り
設
定
さ
れ
た
の
は
︑
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
︒

　
次
に
気
に
な
る
の
は
︑
一
般
的
に
作
文
は
同
語
反
復
を
避
け
る
べ
き
だ
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
︑
本
銘
の
﹁
大
﹂﹁
天
﹂
に
限
っ
て
い
え
ば
︑
ど
う
し
て
あ

え
て
十
二
回
ほ
ど
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
最
上
位
と
な
っ
た
二
字

だ
け
が
︑
何
ら
か
の
理
由
で
特
権
的
に
書
き
込
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ

れ
を
解
明
す
る
た
め
に
︑
王
維
﹁
送
梓
州
李
使
君
﹂（
梓
州
の
李
使
君
を
送
る
）

の
前
半
に
現
れ
た
修
辞
法
を
通
じ
て
考
察
し
よ
う
︒

萬
壑
樹
參
天
︐
千
山
響
杜
鵑
︒
山
中
一
夜
雨
︐
樹
杪
百
重
泉
︒（
万
壑が
く

　

樹
　
天
に
参ま

じ

わ
り
／
千
山
　
杜と

鵑け
ん

響
く
／
山
中
　
一
夜
の
雨
／
樹
杪し
ょ
う︹
筆
者
訂

正
：
び
ょ
う
︺　
百
重

ち
ょ
う
の
泉
）

（
184
）

　
日
本
の
注
釈
書
を
見
れ
ば
︑﹁
山
字
︑
樹
字
を
錯
綜
し
て
用
い
て
い
る
﹂

（
185
）

と

す
る
目
加
田
誠
の
評
価
と
︑﹁
山
二
字
あ
る
は
病
な
り
﹂

（
186
）

と
し
て
避
板
法
に
基

づ
い
た
釈
清
潭
の
批
判
が
あ
る
︒
後
者
に
従
え
ば
︑
表
2
に
挙
げ
た
十
八
字
は

す
べ
て
重
病
に
か
か
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
よ
う
な
初
級
的
な
失
策
を
本
銘
の
原

作
者
が
演
じ
る
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
︒
よ
っ
て
︑
前
者
の
方
向
か
ら
探
究
す
べ

き
で
あ
る
︒

　
錢
鍾
書（

187
）

の
指
摘
に
よ
る
と
︑﹁〝
丫
叉
法
〟（chiasm

us

）﹂（
キ
ア
ス
ム
ス
︑
交

錯
配
列
法
）
に
こ
そ
﹁
錯
綜
流
動
﹂
の
効
果
が
あ
り
︑﹃
史
記
﹄
に
お
け
る
散

文
や
﹃
玉
台
新
詠
﹄
に
お
け
る
韻
文
な
ど
と
と
も
に
︑
当
面
の
﹁
送
梓
州
李
使

君
﹂
も
代
表
的
な
実
例
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
極
意
に
つ
い
て
は
︑

順位 銘文 頻度
1 大 7
2 天 5
3 賜 4
4 宮 3
4 治 3
4 皇 3
4 王 3
5 下 2
5 御 2
5 時 2
5 歳 2
5 次 2
5 年 2
5 太 2
5 而 2
5 造 2
5 仕 2
5 奉 2

表 2　用字ランキング
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蔡
田
明（

188
）

に
よ
っ
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
︒
即
ち
︑﹁
交
錯
配
列
法
は
文
字
を
〝
錯

綜
〟
さ
せ
︑
行
文
を
〝
流
動
〟
さ
せ
る
﹂
と
し
つ
つ
︑﹁
Ａ
︱
︱
Ｂ
︱
︱
Ｂ

︱
︱
Ａ
﹂
と
い
う
図
式
で
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
送
梓
州
李
使
君
﹂
の
﹁
樹
︱
︱

山
︱
︱
山
︱
︱
樹
﹂
構
造
は
こ
の
第
一
特
徴
に
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ

れ
に
対
し
て
︑
本
銘
の
一
行
目
を
観
察
す
る
と
︑﹁
大
︱
︱
天
︱
︱
天
︱
︱

大
﹂
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
明
ら
か
に
交
錯
配
列
法
の
第
一
特
徴
に
符
合
す
る
︒

同
法
の
第
二
特
徴
と
し
て
﹁A

B
A

（C
hiastic

）﹂
（
189
）

ま
た
は
﹁
ａ
︱
ｘ
︱
ａ
﹂

（
190
）

と
い

う
指
摘
が
あ
り
︑
第
三
特
徴
と
し
て
﹁C

hiasm
us

（A
B

A
B

A

）﹂
（
191
）

と
い
う
説
明

が
知
ら
れ
る
︒
本
銘
の
二
行
目
を
吟
味
す
る
と
︑﹁
大
︱
︱
天
︱
︱
大
﹂
と
い

う
順
序
が
あ
る
︒
最
後
の
二
行
だ
け
を
眺
め
る
と
︑﹁
大
︱
︱
天
︱
︱
大
︱
︱

天
︱
︱
大
﹂
の
並
べ
方
が
見
え
る
︒
総
じ
て
四
回
交
錯
配
列
法
・
三
回
交
錯
配

列
法
・
五
回
交
錯
配
列
法
と
い
う
﹁
錯
綜
﹂
の
諸
相
が
十
二
回
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
の
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
銘（

192
）

に
お
け
る

﹁
飛
鳥
清
御
原
大
宮
治
天
下
天
皇
﹂
と
同
じ
く
︑
本
銘
も
某
大
宮
の
号
と
﹁
治

天
下
天
皇
﹂
を
繰
り
返
し
て
い
る
︒
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
︑
例
え
ば
第
一
行
の

場
合
︑﹁
大
↓
天
↓
天
﹂
と
い
う
骨
格
が
確
保
で
き
︑
そ
の
後
に
﹁
大
御
身
﹂

を
加
え
る
と
交
錯
配
列
法
の
第
一
特
徴
が
よ
り
簡
単
に
出
来
上
が
っ
た
と
推
測

で
き
る
︒

　
然
ら
ば
︑
そ
う
し
た
構
造
の
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
︒
ま
ず
︑﹃
詩
経
﹄

（
193
）

の

﹁
鳳
皇
鳴
矣
　
于
彼
高
岡
　
梧
桐
生
矣
　
于
彼
朝
陽
　
菶
菶
萋
萋
　
雝
雝
喈

喈
﹂（
鳳
皇
鳴
く
　
于こ
こ

に
彼か

の
高か
う
か
う岡
に
　
梧
桐
生
ず
　
于
に
彼
の
朝て
う
や
う陽
に
　
菶ほ
う

菶ほ
う

萋せ
い

萋せ
い

た
り
　
雝よ
う

雝よ
う

喈か
い

喈か
い

た
り
）
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
薛
夢
得
﹃
写
作
技
巧
手
冊
﹄

（
194
）

に

よ
る
と
︑﹁
詩
人
は
交
錯
配
列
法
を
運
用
し
な
が
ら
構
想
・
考
慮
し
て
い
る
︒

〝
菶
菶
〟
を
梧
桐
に
近
接
さ
せ
︑〝
雝
雝
〟
を
鳳
凰
と
照
応
さ
せ
る
︒
こ
の
よ
う

に
し
て
︑
こ
の
詩
の
構
造
に
〝
円
〟
の
特
色
を
際
立
た
せ
て
い
る
﹂
と
い
う
︒

た
し
か
に
鳳
凰
↓
梧
桐
↓
菶
菶
（
茂
盛
の
意
）
↓
雝
雝
（
鳳
凰
の
鳴
き
声
を
形
容

す
る
）
と
い
う
ふ
う
に
抜
き
出
し
て
理
解
す
れ
ば
︑
円
の
構
造
が
認
め
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹃
論
語
﹄
と
い
っ
た
古
文
を
取
り
上
げ
た
王
世
鈺
﹁〝
丫
叉
法
〟
探
究
﹂

（
195
）

に
よ
る
と
︑﹁
而
し
てA

B
B́

Á

式
は
幾
何
学
の
正
式
な
円
形
に
あ
ら
ず
と
い
え

ど
も
︑
し
か
し
首
尾
は
呼
応
し
︑
中
間
は
相
連
な
り
︑
構
造
は
自
然
に
し
て
唐

突
な
ら
ず
︑
即
ち
円
の
義
を
含
み
︑
こ
の
構
造
の
使
用
は
正
に
円
を
追
求
す
る

意
図
を
実
現
し
て
い
る
と
い
え
る
﹂
と
い
う
指
摘
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
言
葉
レ

ベ
ル
のA

B
B́

Á

に
円
構
造
が
あ
る
以
上
︑
同
字
で
織
り
成
す
第
一
特
徴
の

﹁
A
B
B
A
﹂
と
第
二
特
徴
の
﹁
A
B
A
﹂
と
第
三
特
徴
の
﹁
A
B
A
B
A
﹂

に
も
各
々
円
の
構
造
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒

　
再
び
本
銘
の
主
旋
律
と
な
る
﹁
大
﹂﹁
天
﹂
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
分
析
し
て

み
よ
う
︒
江
正
傑（

196
）

に
よ
る
と
︑
甲
骨
文
の
﹁
大
﹂
は

と
い
う
形
に
な
っ
て

い
る
が
︑
そ
の
頭
上
に
太
陽
を
表
す
指
事
の
符
号
（
一
輪
の
丸
：

）
を
加

え
る
と
︑

（
天
）
に
な
る
︑
と
い
う
︒
○
の
有
無
で
区
別
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
甲
骨
文
の

（
天
）
で
刻
ま
れ
た
金
石
文
の
一
例
と
し
て
︑
初
唐

の
﹁
総
章
三
年
﹂（
六
七
〇
年
）

（
197
）

に
成
立
し
た
碧
落
碑
が
想
起
で
き
る
︒
そ
の
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示
唆
深
い
○
ま
た
は
を 

用
い
て
﹁
大
﹂
と
﹁
天
﹂
と
の
輪
を
そ
れ
ぞ
れ
描
い

て
み
る
と
下
図
の
よ
う
に
な
る
︒

　
仮
に
愛
字
以
外
を
無
視
す
れ
ば
︑
主
旋
律
が
形
作
っ
て
い
る
の
は
主
に
三
つ

の
図
案
で
あ
る
︒

　
ど
う
訓
む
べ
き
か
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
日
本
語
話
者
よ
り
も
︑
漢

字
文
化
圏
内
の
人
々
は
︑
同
形
の
と
こ
ろ
だ
け
に
丸
を
描
き
易
く
な
る
だ
ろ
う
︒

図
３
Ａ
の
﹁
天
﹂
と
図
４
Ａ
の
﹁
大
﹂
を
と
も
に
凹
ん
だ
点
と
見
な
せ
ば
︑
図

３
Ａ
か
ら
２
Ａ
へ
︑
さ
ら
に
図
４
Ａ
へ
と
見
届
け
る
と
︑
漣
さ
ざ
な
みが

立
つ
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
逆
に
︑
図
４
Ａ
か
ら
図
２
Ａ
へ
︑
さ
ら
に
図
３
Ａ
へ
と
見

届
け
る
と
︑
渦
巻
い
て
い
る
躍
動
感
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

図
２
Ａ
と
図
４
Ａ
に
複
数
の
同
心
円
が
連
な
っ
て
い
る
︒

　
文
字
の
レ
ベ
ル
で
渦
・
漣
・
同
心
円
が
現
れ
る
の
は
︑
決
し
て
孤
立
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
︒
薬
師
如
来
の
裳
懸
座
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
衣
紋
と
呼
応

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
中
国
仏
像
の
場
合
︑﹁
北
魏
の
金
銅
仏
が

纒
っ
た
着
衣
の
裾
が
鋭
く
か
つ
波
状
的
に
翻
る
容
態
﹂

（
198
）

と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
武
則
天
の
顔
を
象
か
た
ど
っ
た
と
い
う
︑
龍
門
石
窟
の
盧
舎
那
仏
に
つ
い
て
は

﹁
一
輪
一
輪
の
同
心
円
式
の
衣
紋
﹂

（
199
）

が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑

 図 2　四回交錯配列法

 図 3　三回交錯配列法

 図 4　五回交錯配列法

 図 2 A

 図 3 A

 図 4 A
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日
本
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
法
隆
寺
金
堂
に
即
し
て
い
え
ば
︑﹁
六
号
壁

如
来
像
の
裳
裾
も
蓮
華
座
の
上
に
そ
れ
自
体
で
生
動
的
な
渦
文
を
連
続
さ
せ
て

い
る
﹂

（
200
）

と
注
視
さ
れ
て
お
り
︑
釈
迦
三
尊
像
本
尊
へ
視
線
を
移
し
て
も
﹁
大
き

く
波
打
っ
た
衣
文
は
深
く
刻
ま
れ
シ
ャ
ー
プ
で
あ
り
﹂

（
201
）

と
報
告
さ
れ
て
い
る
︒

一
方
︑
八
九
六
年
の
制
作
の
棲
霞
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
に
つ
い
て
﹁
衣
文
線
が
つ

く
る
同
心
円
状
の
構
図
の
み
が
目
立
ち
﹂

（
202
）

と
い
う
説
明
が
あ
る
︒
大
陸
の
造
仏

様
式
が
列
島
に
伝
わ
っ
て
き
た
際
に
︑
衣
紋
を
水
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
見
立

て
て
作
り
上
げ
て
ゆ
く
審
美
眼
が
着
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
薬
師
如
来
像
を
観
察
す
る
と
︑
光
背
の
﹁
蓮
華
唐
草
文
帯
内
を
波
状

に
う
ね
る
蓮
茎
﹂

（
203
）

や
﹁
水
波
文
で
︑
下
框
お
よ
び
台
脚
部
天
板
の
上
面
に
認
め

ら
れ
る
︒
四
隅
に
渦
巻
を
お
き
︑
四
辺
に
水
波
の
拡
が
っ
て
ゆ
く
さ
ま
を
あ
ら

わ
す
﹂

（
204
）

な
ど
の
如
き
意
匠
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
入
念
に
左

手
の
下
に
お
け
る
衣
紋
を
凝
視
す
る
と
楕
円
の
同
心
円
も
認
め
ら
れ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
文
字
と
彫
刻
と
の
間
に
共
鳴
関
係
を
な
し
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
に
︑

願
主
で
あ
る
先
帝
の
冒
頭
文
字
﹁
池
﹂
に
基
づ
い
て
彫
刻
芸
術
の
共
演
が
立
体

的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

　
な
お
︑
光
背
の
表
面
に
円
と
字
が
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
類
例
と
し
て
想
起

で
き
る
の
は
九
州
の
石
仏
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
臼
杵
の
九
躯
の
阿
弥
陀
に
焦
点

を
当
て
る
と
︑﹁
中
尊
の
光
背
は
︑
大
き
な
舟
形
光
背
の
中
に
円
光
を
容
れ
︑

舟
形
光
と
円
光
と
の
内
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
朱
ま
た
は
墨
を
も
つ
て
円
圏
を
描
き
︑

そ
の
中
に
梵
字
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
﹂

（
205
）

と
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
円
内

に
文
字
を
埋
め
る
よ
う
な
や
り
方
は
︑﹁
禅
宗
で
︑
人
の
心
に
本
来
備
わ
っ
て

い
る
さ
と
り
を
示
す
た
め
に
︑
象
徴
と
し
て
描
く
円
︒
円
の
な
か
に
文
字
や
記

号
を
か
い
て
︑
心
の
働
き
や
︑
さ
と
り
の
階
程
を
表
わ
す
こ
と
も
あ
る
﹂

（
206
）

概
念

に
該
当
す
る
︒
そ
れ
と
異
な
っ
て
︑
本
銘
は
同
字
を
目
印
に
し
て
描
く
べ
き
円

に
暗
示
を
与
え
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒

　
二
つ
目
の
修
辞
法
に
関
し
て
は
︑
何
度
か
抄
写
し
て
い
る
う
ち
に
︑
筆
者
は

あ
る
現
象
に
気
が
付
い
た
︒
そ
の
文
字
の
相
対
位
置
の
順
序
が
あ
る
法
則
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
仮
に
Ａ
～
Ｇ
及
び
ａ
～
ｇ
を

付
け
て
お
こ
う
︒

池
邊
大

Ａ
宮
治
天
下
天Ｂ皇
大Ｃ

御
身
勞
賜Ｄ

︒
時
歳Ｅ次
丙
午
年Ｆ

︐
召
於
大
王
天
皇

与
太
子
︐
而
誓
願
：﹁
賜
我
大
御
病
太
平
︐
欲
坐
故
︐
将
造
寺
︑
藥
師
像
︐

作
仕Ｇ奉
詔
！
﹂

然
︐
當
時
崩
︒
賜
・
造
不
堪
者
︐
小
治
田
大

ａ
宮
治
天
下
大
王
天ｂ皇
及
東
宮

聖
王
大ｃ

命
受
賜ｄ

︐
而
歳ｅ次
丁
卯
年ｆ

仕ｇ奉
︒（
傍
線
筆
者
）

　﹁
然
﹂
字
以
前
を
第
一
段
落
と
区
切
り
︑
そ
れ
以
降
を
第
二
段
落
と
す
れ
ば
︑

第
一
段
落
に
お
け
る
七
箇
所
の
登
場
順
番
が
︑
そ
の
ま
ま
み
ご
と
に
第
二
段
落

に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
段
落
に
お
け
る
﹁
作
仕
奉
詔
﹂
は
︑
ま

だ
口
頭
命
令
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
第
二
段
落
に
お
け

る
﹁
仕
奉
﹂
は
竣
工
に
達
し
て
い
る
︒
先
帝
が
歩
ん
だ
道
の
り
を
︑
推
古
天
皇
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と
聖
徳
太
子
は
一
歩
も
疎
か
に
せ
ず
忠
実
に
追
随
し
て
ゆ
く
と

い
う
姿
勢
を
遠
回
し
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
し
冒
頭
字

の
﹁
池
﹂
を
重
視
し
て
︑
如
上
の
文
字
配
列
の
技
巧
を
波
紋
と

見
な
せ
ば
︑
Ａ
～
Ｇ
は
前
波
と
な
り
︑
ａ
～
ｇ
は
後
波
と
な
る

だ
ろ
う
︒

　
そ
う
し
た
十
四
箇
所
の
波
浪
が
︑
衣
紋
の
﹁
波
﹂
と
と
も
に

﹁
池
辺
﹂
天
皇
に
捧
げ
る
モ
ノ
と
し
て
献
上
さ
れ
た
ら
︑
極
め

て
意
味
深
長
で
あ
る
︒
そ
れ
を
支
え
る
修
辞
法
を
洗
い
出
す
際

に
︑
宗
廷
虎
（
他
著
）﹃
中
国
集
句
史
﹄

（
207
）

を
参
照
す
る
必
要
が

あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
古
人
或
い
は
前
人
の
成
句
を
集
引

す
る
方
法
を
運
用
し
て
詩
篇
を
書
け
ば
集
句
詩
で
あ
る
︒
こ
の

方
法
は
〝
集
句
〟
法
で
あ
る
﹂
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ

し
て
︑
魯
哀
公
の
﹁
誄
孔
子
﹂
が
集
句
の
最
古
の
作
と
い
う
︒

た
だ
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
伝
統
的
な
〝
集
句
〟
と

は
や
や
趣
を
異
に
し
た
発
展
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
薨
じ
た
魏
王

曹
操
の
た
め
に
後
漢
の
献
帝
が
以
下
の
よ
う
な
詔（

208
）

を
渙
発
し
た

こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
け
て
み
よ
う
︒

誄
孔
子
：
旻
天⎝

Ａ
⎠不

弔
︒
不
憖

⎝
Ｂ
⎠

遺
一
老
︑
俾
屏
余⎝

Ｃ
⎠一人

以
在
位
︒
煢
煢
余

在⎝
Ｄ
⎠

疚
︒
嗚
呼
︑
哀
哉

⎝
Ｅ
⎠

尼
父
︒
無
自
律
︒（
旻び
ん
て
ん天
弔あ
は
れま
ず
︒
憗し
ば

ら
く
一
老
を
遺

し
︑
余
一
人
を
屏お

ほ

ひ
て
以
て
位
に
在
ら
し
め
ず
︒
煢け
い
け
い煢
と
し
て
余
︑
疚
や
ま
ひ
に
在
り
︒

嗚
呼
︑
哀
し
い
か
な
尼
父
︒
自
ら
律
す
る
と
こ
ろ
無
し
）

（
209
）

漢
献
帝
の
詔
：
魏
太
子
丕
：﹁（
前
略
）
天⎝

ａ
⎠不

憖
⎝
ｂ
⎠

遺
一
老
︐
永
保
余⎝

ｃ
⎠一人

︐

早
世
潛
神
︐
哀
悼
傷
切
︒
丕
奕
世
宣
明
︐
宜
秉
文
武
︐
紹
熙
前
緒
︒
今
使

使
持
節
御
史
大
夫
華
歆
奉
策
詔
授
丕
丞
相
印
綬
︑
魏
王
璽
紱
︐
領
冀
州
牧
︒

方
今
外
有
遺
虜
︐
遐
夷
未
賓
︐
旗
鼓
猶
在

⎝
ｄ
⎠

邊
境
︐
干
戈
不
得
韜
刃
︐
斯
乃

播
揚
洪
烈
︐
立
功
垂
名
之
秋
也
︒
豈
得
脩
諒
闇
之
禮
︐
究
曾
︑
閔
之
志

哉⎝
ｅ
⎠？

（
下
略
）﹂（
魏
太
子
丕
：﹁（
前
略
）
天
一
老
を
遺
し
て
︑
永
く
余
一
人

を
保ま

も

る
を
憖ね
が

は
ず
︑
早
世
神し
ん

潜せ
ん

せ
し
こ
と
︑
哀
悼
傷
切
な
り
︒
丕
よ
︑
奕え
き

世せ
い

す

と
も
こ
こ
に
宣
明
す
︑
文
武
を
秉と

つ
て
︑
前
緒
を
紹つ

ぎ
熙ひ
ろ

む
べ
し
︒
今
︑
持
節

た
る
御
史
大
夫
華
歆
に
策
詔
を
奉
じ
さ
せ
︑
丕
に
丞
相
の
印
綬
︑
魏
王
の
璽じ

紱ふ
つ

を
授
け
︑
冀
州
牧
を
領
せ
し
む
︒
今
に
方い
た

る
も
外
に
は
遺
虜
有
り
︑
遐か

夷い

未
だ

つ
き
し
た
が
は
ず
︑
旗
鼓
猶
辺
境
に
在
り
︑
干
戈
刃
を
韜お

さ

め
得
ず
︑
斯
れ
乃
ち

洪こ
う
れ
つ烈
を
播は

揚よ
う

し
︑
功
を
立
て
名
を
垂
る
秋と
き

な
り
︒
豈
に
諒
闇
の
礼
を
脩
め
︑

曾
・
閔
の
志
を
究
め
ん
こ
と
を
得
ん
哉や

（
下
略
）﹂）

（
210
）

（
傍
線
筆
者
）

　
誄
孔
子
に
お
け
る
（
Ａ
）
～
（
Ｅ
）
と
い
う
順
序
が
︑
献
帝
の
（
ａ
）
～

（
ｅ
）
の
構
文
の
な
か
で
忠
実
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
誄
を
見
る
と
︑
二

字
・
三
字
・
四
字
の
み
な
ら
ず
︑
僅
か
一
字
（
Ｄ
）（
Ｅ
）
だ
け
で
も
よ
い
か

ら
献
帝
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
先
行
テ
ク
ス
ト
を
集
め
て
引

く
場
合
︑
い
ず
れ
も
前
後
の
相
対
的
な
文
字
順
序
を
重
視
す
る
よ
う
な
姿
勢
を

見
せ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
一
字
を
︿
集
字
﹀
と
︑
二
字
以
上
の
文
字
列
を

図 5　前波と後波　
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︿
集
詞
﹀
な
い
し
︿
集
句
﹀
と
定
義
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
︒

　
本
銘
の
執
筆
者
が
先
帝
の
誓
願
を
述
べ
て
お
い
て
か
ら
︑
推
古
女
帝
ら
の
満

願
を
書
き
綴
る
際
に
︿
集
﹀
の
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
な

ぜ
な
ら
︑
文
字
数
と
し
て
は
図
5
に
お
け
る
Ａ
～
Ｇ
と
ａ
～
ｇ
と
い
う
︿
集
﹀

関
連
の
十
四
字
分
は
︑
献
帝
に
よ
る
詔
の
十
一
字
分
に
匹
敵
す
る
︒︿
集
字
﹀

に
即
し
て
い
え
ば
︑
大ｃ

︑
賜ｄ

︑
年ｆ

と
い
う
三
箇
所
に
現
れ
て
い
る
が
︑
献
帝
の

二
箇
所
（
在

（
ｄ
）

︑
哉

（
ｅ
））

を
更
に
強
化
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑︿
集

字
﹀
の
技
巧
を
抜
き
に
し
て
は
本
銘
の
成
立
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
い
ざ
天
皇
の

崩
御
と
次
の
世
代
が
ど
の
よ
う
に
先
帝
を
偲し
の

ぶ
の
か
と
い
う
前
後
関
係
の
骨
組

み
を
纏
め
る
際
に
︑
先
行
し
た
死
者
（
素
王
と
さ
れ
る
孔
子
︑
魏
王
）
の
た
め

の
散
文
に
用
い
ら
れ
た
修
辞
技
巧
を
甦
ら
せ
た
も
の
と
推
断
で
き
る
︒

　
本
銘
の
執
筆
者
を
見
極
め
る
た
め
に
は
︑
管
見
に
よ
る
と
﹃
万
葉
集
﹄
巻
二

を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
︒
岡
田
喜
久
男（

211
）

の
論
文
を
読
む
と
︑
次
の
二
首
が
注
目

に
値
す
る
︒

　

1
4
1
磐
白
乃

8

8

8

　8

浜
松
之

8

8

8

枝8

乎
　
引
結
8

8

　
真
幸
有
者
　
亦8

還
見8

武

　

1
4
3
磐
代
乃

8

8

8

　
崖
之
松
枝

8

8

8

8

　
　
将
結
8

8

　
人
者
反
而
　
復8

将
見8

鴨

（
圏
点
原
著
者
）

　
岡
田
に
よ
れ
ば
︑﹁
圏
点
を
付
し
た
部
分
が
︑
あ
き
ら
か
に
踏
ま
え
た
歌
い

方
に
な
っ
て
い
る
︒
後
人
追
和
の
歌
が
前
歌
に
縛
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
に

し
て
も
︑
こ
れ
は
明
か
に
似
せ
て

0

0

0

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
﹂（
傍
点
原
著
者
）

と
い
う
︒
し
か
し
︑
言
葉
で
は
な
く
︑
も
う
少
し
漢
字
そ
の
も
の
の
絶
対
的
お

よ
び
相
対
的
な
位
置
関
係
を
重
視
し
た
い
︒
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
け
直
す
と
︑

以
下
の
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒

 

有
間
皇
子
自
傷
結
松
枝
歌

1
4
1
磐Ａ

白
乃Ｂ

　
濱
松Ｃ

之
枝Ｄ

乎
　
引
結Ｅ

　
真
幸
有
者Ｆ

　
亦
還
見Ｇ

武（
212
）（

磐
代

の
　
浜
松
が
枝
を
　
ひ
き
結
び
　
ま
幸
く
あ
ら
ば
　
ま
た
か
へ
り
見
む
）

（
213
）

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
見
結
松
哀
咽
歌

1
4
3
磐ａ

代
乃ｂ

　
崖
之
松ｃ

枝ｄ

　
将
結ｅ

　
人
者ｆ

反
而
　
復
将
見ｇ

鴨
（
磐
代
の

　
崖
の
松
が
枝
　
結
び
け
む
　
人
は
か
へ
り
て
　
ま
た
見
け
む
か
も
）

　
1
4
1
番
歌
に
お
け
る
Ａ
～
Ｇ
の
順
序
が
1
4
3
番
歌
の
ａ
～
ｇ
と
い

う
順
序
で
誤
り
が
な
く
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
題
詞
か
ら
す
れ
ば
︑
落
命
し
た
有

間
皇
子
の
た
め
に
︑
意
吉
麻
呂
が
わ
ざ
わ
ざ
事
件
が
発
生
し
た
遺
跡
を
訪
れ
て

心
を
痛
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
脱
稿
す
る
前
に
︑
漢
文
学
の
一
つ
の
伝
統

と
し
て
︑
死
王
の
た
め
に
作
っ
た
哀
悼
の
文
類
に
︿
集
字
﹀
が
用
い
ら
れ
て
い

る
点
が
意
識
に
の
ぼ
っ
た
場
合
︑
作
者
の
脳
裏
に
そ
の
技
巧
を
七
箇
所
へ
と
遍

在
さ
せ
る
方
針
が
固
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
︒

　
本
銘
の
執
筆
者
は
︑
後
漢
の
皇
帝
が
残
し
た
︿
集
﹀
の
詔
書
に
詳
し
い
人
物

に
疑
い
な
い
︒
原
稿
作
成
の
た
め
に
依
頼
さ
れ
た
人
物
と
し
て
︑
ま
ず
﹁
漢
の
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帝
室
の
後
裔
と
す
る
﹁
東

や
ま
と
の
あ
や

漢
﹂（
ル
ビ
は
引
用
者
）
氏
の
一
支
族
で
あ
る
﹁
長
﹂

氏
﹂

（
214
）

と
い
う
家
系
か
ら
出
た
長な
が
の
お意

吉き

麻ま

呂ろ

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の

理
由
は
以
下
の
二
点
に
あ
る
︒

　
①
︿
集
字
﹀
の
技
法
に
長
け
て
い
る
こ
と
︒
前
述
の
通
り
︑
皇
子
に
捧
げ
る

べ
く
七
箇
所
︿
集
字
﹀
し
た
と
い
う
特
徴
的
な
修
辞
法
を
導
入
し
た
︒
の
み
な

ら
ず
︑﹃
万
葉
集
﹄
3
8
2
7
番
歌
﹁
一
二
之
目
　
耳
不
有Ａ

　
五
六Ｂ

三
　
四
佐Ｃ

倍
有ａ

来
　
雙
六ｂ

乃
佐ｃ

叡
﹂(

一
二
の
目
　
の
み
に
は
あ
ら
ず
　
五
六
三
　
四
さ
へ
あ

り
け
り
　
双
六
の
采)

を
見
て
も
︑﹁
有
↓
六
↓
佐
﹂
の
三
字
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
︒
一
首
内
部
に
お
け
る
前
後
相
互
の
︿
集
字
﹀
関
係
も
認
め
ら
れ
る
︒

　
②
交
錯
配
列
法
に
堪
能
な
こ
と
︒﹃
万
葉
集
﹄
57
番
歌
﹁
引
馬
野
尓Ａ

　
仁
保Ｂ

布
榛
原
　
入
乱
　
衣
尓Ａ

保Ｂ

波
勢
　
多
鼻
能
知
師
尓Ａ

﹂（
引
馬
野
に
　
に
ほ
ふ
榛
原

　
入
り
乱
ひ
　
衣
に
ほ
は
せ
　
旅
の
し
る
し
に
）
を
見
る
と
︑
五
回
交
錯
配
列
法

が
認
め
ら
れ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
2
3
8
番
歌
﹁
大
宮
之Ａ

　
内
二
手
所
聞
　
網Ｂ

引

為
跡
　
網Ｂ

子
調
流
　
海
人
之Ａ

呼
聲
﹂（
大
宮
の
　
内
ま
で
聞
こ
ゆ
　
網
引
き
す
と

　
網
子
と
と
の
ふ
る
　
海
人
の
呼
び
声
）
を
眺
め
て
も
︑
四
回
交
錯
配
列
法
が
観

取
で
き
る
︒

　︿
集
字
﹀
と
交
錯
配
列
法
を
兼
有
す
る
と
い
う
条
件
で
調
べ
た
結
果
︑
意
吉

麻
呂
が
浮
上
し
て
き
た
︒
換
言
す
れ
ば
︑
同
様
な
執
筆
方
法
が
認
め
ら
れ
る
か

ら
に
は
︑
本
銘
は
意
吉
麻
呂
に
よ
る
意
匠
の
結
晶
で
あ
ろ
う
︒
2
3
8
番
歌

が
六
九
九
年
︑
1
4
3
番
歌
が
七
〇
一
年
︑
57
番
歌
が
七
〇
二
年
に
製
作
し

た（
215
）

と
い
う
わ
け
だ
か
ら
︑
二
大
修
辞
法
が
相
ま
っ
て
完
全
に
成
熟
し
た
の
は
︑

七
〇
二
年
以
降
に
な
る
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
彼
は
六
四
二
年
誕
生
で
あ
り
︑

七
一
八
年
ま
で
は
存
命
中（

216
）

と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
銘
の
成
立

の
幅
は
七
〇
二
～
七
一
八
年
の
間
に
狭
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
︒

　
図
2
の
二
箇
所
と
図
3
の
二
箇
所
と
図
4
の
三
箇
所
お
よ
び
図
5
の
十
四
箇

所
は
︑
す
べ
て
﹁
池
﹂
に
因
ん
で
演
出
さ
れ
た
同
心
円
・
渦
・
波
な
ど
の
連
続

で
あ
る
︒
合
計
す
る
と
全
部
で
二
十
一
箇
所
と
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
無
意

味
な
数
字
で
は
あ
る
ま
い
︒
そ
も
そ
も
本
銘
に
は
︑
発
願
年
が
﹁
丙
午
﹂
で
あ

り
︑
完
成
年
が
﹁
丁
卯
﹂
と
あ
る
︒
そ
の
期
間
に
つ
い
て
︑﹁
二
十
年
前
﹂

（
217
）

ま

た
は
﹁
経
廿
二
年
﹂

（
218
）

と
認
識
す
る
よ
り
も
︑﹁
崩
後
二
十
一
年
﹂

（
219
）

と
い
う
精
確

な
数
え
方
に
従
う
べ
き
で
あ
る
︒
二
十
一
年
ほ
ど
長
引
い
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑

﹁
二
十
一
年
忌
﹂

（
220
）

に
関
連
付
け
て
造
営
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
西

田
長
男
﹁
日
本
書
紀
の
仏
教
伝
来
の
記
事
﹂

（
221
）

に
よ
る
と
︑﹁
用
明
天
皇
紀
︑
二

年
の
条
の
崇
仏
・
排
仏
二
派
の
拮
抗
の
記
事
が
歴
史
的
事
実
で
あ
つ
た
の
を
い

ふ
も
の
で
あ
る
ま
い
か
︒
即
ち
当
時
に
あ
つ
て
は
排
仏
派
の
勢
力
未
だ
強
く
造

寺
・
造
仏
の
挙
の
容
易
に
行
は
れ
難
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
へ
ら

れ
な
い
で
あ
ら
う
か
﹂
と
い
う
推
測
が
あ
る
︒
少
な
く
と
も
仏
像
の
造
立
が
崇

仏
派
の
最
終
的
な
勝
利
を
収
め
た
段
階
に
︑
二
十
一
年
と
緊
密
に
呼
応
す
る
よ

う
に
︑
本
銘
の
執
筆
者
が
字
配
り
の
レ
ベ
ル
で
ち
ょ
う
ど
二
十
一
箇
所
の
伏
線

を
敷
く
べ
く
︑
心
血
を
注
い
で
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
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五
　
お
わ
り
に

　
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
所
収
の
漢
籍
や
漢
訳

仏
典
・
金
石
文
・
漢
簡
な
ど
か
ら
問
題
句
の
用
例
を
拾
っ
て
み
た
︒
出
所
の
年

代
を
付
け
加
え
て
︑
次
の
よ
う
に
一
覧
表
に
纏
め
た
︒

　﹁
故
﹂
と
い
う
﹁
仏
教
漢
文
﹂

（
222
）

の
部
分
が
あ
っ
て
も
︑
基
本
的
に
正
格
漢
文

の
性
格
が
浮
上
し
た
︒
筆
者
な
り
に
訓
釈
の
試
案
を
作
成
し
た
が
︑
大
方
の
叱

正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
︒

　
次
に
︑
本
銘
に
お
い
て
止
摂
の
韻
字
が
や
や
も
す
る
と
句
首
と
句
尾
に
多
く

現
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
︒
冒
頭
の
﹁
池
﹂
に
繋
が
り
を
持
つ
韻
字
を

多
用
す
る
傾
向
と
︑
同
一
セ
ン
テ
ン
ス
に
お
け
る
首
尾
の
二
字
が
と
も
に
連
続

的
に
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
こ
の
補
助
線
を
通
じ
て
︑

正
格
漢
文
説
を
い
よ
い
よ
復
権
さ
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︑
と
い
う
結
論

に
到
達
し
た
︒

　
最
後
に
︑
二
つ
の
修
辞
格
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
︒
一
つ
目
は
︑﹁
大
﹂

﹁
天
﹂
と
い
う
二
字
が
執
筆
者
の
愛
字
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
︒
そ
の
十
二

回
ほ
ど
繰
り
返
し
て
い
る
主
旋
律
は
︑
唐
詩
の
修
辞
法
を
通
し
て
検
討
し
た
︒

本
銘
第
一
行
で
は
︑
王
維
の
名
詩
の
A
B
B
A
と
い
う
交
錯
配
列
法
の
構
造

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
二
行
で
は
A
B
A
と
い
う
交
錯
配
列

法
が
強
化
さ
れ
て
い
る
︒
更
に
掉
尾
の
二
行
で
も
A
B
A
B
A
交
錯
配
列
法

が
深
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
十
二
回
の
錯
綜
は
︑
交
錯
配
列
法
に
基
づ
い

て
発
展
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
︒
二
つ
目
は
︑
前
半

の
﹁
大
宮
治
天
下
﹂﹁
天
皇
﹂﹁
大
﹂﹁
賜
﹂﹁
歳
次
﹂﹁
年
﹂﹁
仕
奉
﹂
の
七
箇
所

が
後
半
で
そ
の
ま
ま
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
に
気
付
い
た
︒
魯
哀
公

の
﹁
誄
孔
子
﹂
と
い
う
〝
集
句
〟
の
濫ら
ん

觴
し
ょ
う

作
を
踏
ま
え
て
創
作
さ
れ
た
後
漢

の
献
帝
の
詔
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
︑
原
作
の
字
配
り
の
順
番
を
追
い
か
け
る
よ

漢籍の用例

問題の漢字列

『日本国見在書目録』所

収書に実例又は類例（括

弧）あり

それ以外の書物に実例又

は類例（括弧）あり

（１）大御 ６世紀：大御伯、大御正 紀元前：大御獸、10 世紀：

大御與など
（２）勞賜 ３世紀：勞賜 漢代：勞賜、13 世紀：勞

賜
（３）誓願賜我 （５世紀：誓願：“ 願我～ ”、

願賜我身）
（４）欲坐故 ５世紀：欲坐故
（５）将造寺藥師像作仕奉詔（７世紀：矯作禪譲之詔）７世紀：造藥師像
（６）仕奉 （４世紀：事奉） 唐代：仕奉

（５世紀：奉事。７世紀：

奉仕）
（７）當時崩賜造不堪者 ６世紀：有必不堪者七 （宋代：當時湯既崩）

（16 世紀：造作不完、不

堪并被盗者。17 世紀：造

作不堪者）
（８）大命受賜 紀元前：大命 （漢代：忽受賜□帛絮）

（７世紀：受賜之命）

表 3　用例の年代別一覧
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う
な
︿
集
句
﹀
と
と
も
に
︿
集
字
﹀
と
い
う
技
巧
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
薬

師
銘
が
あ
る
意
図
の
も
と
に
撰
文
さ
れ
︑
追
刻
さ
れ
た
後
世
の
造
作
で
あ
る
﹂

（
223
）

と
す
る
な
ら
ば
︑
追
刻
に
お
い
て
︿
集
﹀
の
修
辞
法
と
交
錯
配
列
法
を
自
在
に

運
用
で
き
る
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
が
そ
の
任
に
堪
え
る
宮
廷
歌
人
と
し
て
撰
文
を

依
頼
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒
そ
う
し
た
想
定
に
差
し
支
え
が
な
け
れ
ば
︑
本
銘

は
八
世
紀
初
期
に
脱
稿
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
要
す
る
に
︑
駆
使
さ
れ

て
い
た
修
辞
法
を
重
視
す
れ
ば
︑
福
山
説
を
下
方
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
︒

　
以
上
︑
字
義
・
字
音
・
修
辞
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
総
合
的
に
検
証
し
て

み
る
と
︑
本
銘
は
八
世
紀
第
一
四
半
期
に
ほ
ぼ
純
漢
文
体
で
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
か
め
ら
れ
る
︒

後
注
：
日
本
の
読
者
を
想
定
し
て
︑
本
論
を
執
筆
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
で
き
る
だ
け
日
本

通
用
の
漢
字
で
示
し
た
︒
た
だ
し
︑
原
文
尊
重
主
義
を
貫
く
必
要
も
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

用
例
を
引
用
す
る
際
に
︑﹁
　
﹂
を
つ
け
た
う
え
︑
繁
体
字
で
原
文
を
示
し
︑
日
本
通
用
の

漢
字
で
読
み
下
し
文
を
示
し
た
︒
論
点
を
引
用
す
る
際
に
は
︑
す
べ
て
日
本
通
用
の
漢
字

を
使
い
︑
か
な
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
通
し
た
︒
ま
た
︑
返
り
点
の
代
わ
り
に
︑
読
み
下

し
文
を
添
え
た
︒
な
お
︑
特
に
重
要
な
と
こ
ろ
に
限
っ
て
ル
ビ
を
付
し
た
︒
本
稿
は
真
理

大
学
﹁
外
国
語
文
教
学
与
跨
文
化
研
究
﹂
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
六
年
五
月

七
日
）
と
大
葉
大
学
応
用
日
語
学
系
学
術
研
討
会
（
二
〇
一
七
年
四
月
二
十
九
日
）
で
の

口
頭
発
表
︑
並
び
に
国
文
学
研
究
資
料
館
﹁
第
40
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
﹂

（
二
〇
一
六
年
十
一
月
二
十
日
）
と
輔
仁
大
学
日
本
語
文
学
系
暨
台
湾
日
本
語
文
学
会
国
際

学
術
研
討
会
﹁
日
本
語
文
学
研
究
と
社
会
と
の
連
携
﹂（
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
七
日
）
で

の
ポ
ス
タ
ー
発
表
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
台
湾
行
政
院
科
技
部
補
助
専
題
研
究

計
画
（M

O
ST105 -2410 -H

-130 -037 -

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
︒

注（
1
）
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.htm

l

）︒

二
〇
一
八
年
六
月
二
十
五
日
現
在
︒

（
2
）
小
酒
井
儀
三
﹁
法
隆
寺
金
堂
所
在
銘
文
私
攷
﹂（﹁
夢
殿
﹂
一
九
三
五
年
六
月
︑

一
二
三
頁
）︒

（
3
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
（
編
）﹃
飛
鳥
・
白
鳳
の
在
銘
金
銅
仏
﹄

（
一
九
七
九
︑
京
都
：
同
朋
舎
︑
四
一
～
四
八
頁
）︒

（
4
）
三
上
参
次
（
他
著
）﹃
日
本
文
学
史
　

上
﹄（
一
八
九
〇
︑
東
京
：
金
港
堂
︑
六
五
頁
）︒

（
5
）
三
上
参
次
（
他
著
）﹃
刪
定
日
本
文
学
小
史
﹄（
一
九
〇
二
︑
東
京
：
金
港
堂
︑
五
頁
）︒

（
6
）
武
島
又
次
郎
（
述
）﹃
日
本
文
学
史
﹄（
一
九
〇
七
︑
東
京
：
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑

三
八
頁
）︒

（
7
）
白
川
静
﹃
漢
字
百
話
﹄（
二
〇
〇
二
︑
東
京
：
中
央
公
論
新
社
︑
二
四
五
・
三
二
二

頁
）︒

（
8
）
萩
野
由
之
﹃
日
本
文
学
史
﹄（
一
九
一
五
︑
東
京
：
修
学
堂
︑
一
一
頁
）︒

（
9
）
有
精
堂
編
集
部
（
編
）﹃
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
　
上
代
編
﹄（
一
九
八
七
︑
東
京
：

有
精
堂
︑
一
五
七
頁
）
所
収
︒

（
10
）
注
9
所
収
︑
一
六
二
～
三
頁
︒

（
11
）
中
西
進
（
編
）﹃
日
本
文
学
新
史
　

古
代
１
﹄（
一
九
九
〇
︑
東
京
：
至
文
堂
︑
二
八
一

頁
）
所
収
︒
な
お
︑
中
西
進
（
編
）﹃
日
本
文
学
新
史
　

古
代
Ⅰ
﹄（﹁
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
　
別
冊
﹂
一
九
八
五
年
十
月
︑
一
六
四
頁
）
と
い
う
初
出
形
態
に
従
っ
て
誤
り
を
訂

正
し
た
︒

（
12
）
注
9
所
収
︑
四
九
五
頁
︒
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（
13
）
﹁
朝
日
新
聞
﹂
二
〇
一
〇
年
十
一
月
二
日
︒
記
者
成
川
彩
﹁
金
石
文
や
木
簡
読
み
解
き 

伝
え
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー 

紫
綬
褒
章 

奈
良
大
教
授
・
東
野
治
之
さ
ん
﹂︒

（
14
）
石
田
尚
豊
（
編
）﹃
聖
徳
太
子
事
典
﹄（
一
九
九
七
︑
東
京
：
柏
書
房
︑
四
八
四
頁
）
所
収

﹁
聖
徳
太
子
関
係
銘
文
史
料
﹂︒

（
15
）
築
島
裕
﹃
国
語
学
要
説
﹄（
一
九
五
九
︑
東
京
：
創
元
社
︑
二
三
三
頁
）︒

（
16
）
﹃
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
　
上
︱
︱
序
論
と
し
て
の
上
代
文
学
﹄（
一
九
六
八
︑
東

京
：
塙
書
房
︑
七
四
頁
）︒
小
川
伸
之
﹁
法
隆
寺
金
堂
本
尊
に
つ
い
て
﹂（﹁
史
学
﹂

一
九
七
〇
年
五
月
︑
一
〇
七
頁
）
に
も
︑﹁
一
見
︑
そ
の
文
体
な
ど
は
か
な
り
異
っ
た
印

象
を
受
け
る
け
れ
ど
も
︑
な
か
な
か
立
派
な
出
来
ば
え
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

（
17
）
西
宮
一
民
﹃
日
本
上
代
の
文
章
と
表
記
﹄（
一
九
七
〇
︑
東
京
：
風
間
書
房
︑
二
三

頁
）
に
﹁
和
文
体
︙
︙
日
本
語
で
し
か
読
め
な
い
文
体
﹂
と
い
う
定
義
が
あ
る
︒

（
18
）
﹁
語
順
・
敬
語
・
助
辞
の
三
方
面
に
お
い
て
和
臭
が
見
ら
れ
る
和
化
漢
文
体
﹂
と
い
う

定
義
（
徳
光
久
也
﹁
漢
字
専
用
時
代
の
文
体
︱
︱
上
代
日
本
文
学
史
の
研
究
か
ら
﹂（﹁
文

学
論
藻
﹂
一
九
六
〇
年
六
月
︑
三
頁
））
も
知
ら
れ
る
︒

（
19
）
春
日
政
治
﹃
仮
名
発
達
史
序
説
﹄（
一
九
三
三
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
四
七
・
一
〇
頁
）︒

（
20
）
和
田
利
彦
（
編
）﹃
上
代
日
本
文
学
講
座
　

第
三
巻
　

特
殊
研
究
篇
（
下
）﹄（
一
九
三
四
︑

東
京
：
春
陽
堂
︑
一
三
一
頁
）
所
収
︒

（
21
）
一
九
六
四
︑
東
京
：
南
雲
堂
桜
楓
社
︑
一
一
八
～
一
一
九
頁
︒

（
22
）
児
玉
幸
多
（
編
）﹃
図
説
日
本
文
化
史
大
系
　

第
二
巻
　

飛
鳥
時
代
﹄（
一
九
五
七
︑
東

京
：
小
学
館
︑
二
二
九
頁
）
所
収
︒

（
23
）
注
22
︒

（
24
）
小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　

上
︱
︱
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学

的
考
察
﹄（
一
九
六
二
︑
東
京
：
塙
書
房
︑
二
二
九
頁
）︒

（
25
）
小
島
憲
之
（
他
参
加
）﹁
座
談
会
日
本
の
歴
史
㈢
〝
古
代
国
家
の
成
立
〟
を
め
ぐ
っ
て

（
上
）﹂（﹁
日
本
歴
史
﹂
一
九
六
六
年
八
月
︑
一
一
頁
）︒

（
26
）
岡
田
正
之
﹃
近
江
奈
良
朝
の
漢
文
学
﹄（
一
九
四
六
︑
奈
良
：
養
徳
社
︑
三
三
頁
）︒

（
27
）
乾
善
彦
﹁
書
評
・
小
谷
博
泰
著
﹃
木
簡
・
金
石
文
と
記
紀
の
研
究
﹄﹂（﹁
万
葉
﹂

二
〇
〇
七
年
十
二
月
︑
四
八
頁
）︒

（
28
）
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
史
学
科
（
編
）﹃
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
学
論
文
集
﹄

（
一
九
四
一
︑
京
都
：
内
外
出
版
印
刷
︑
二
三
六
・
二
三
七
頁
）
所
収
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬

師
如
来
像
管
見
﹂︒

（
29
）
山
口
佳
紀
（
編
）﹃
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
　

五
　

日
本
語
の
文
法
・
文
体
（
下
）﹄

（
一
九
八
九
︑
東
京
：
明
治
書
院
︑
八
頁
）
所
収
︒

（
30
）
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
（
編
）﹃
聖
武
天
皇
の
時
代
﹄（
二
〇
一
三
︑
高
岡
：
高
岡
市
民

文
化
振
興
事
業
団
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
︑
一
三
二
頁
）
所
収
﹁
聖
武
天
皇
の
時
代
に
み

る
文
章
の
特
色
︱
︱
文
体
の
面
か
ら
﹂︒

（
31
）
平
川
南
（
編
）﹃
古
代
日
本
の
文
字
世
界
﹄（
二
〇
〇
〇
︑
東
京
：
大
修
館
︑
一
三
〇

頁
）
所
収
︒

（
32
）
皮
明
庥
﹃
武
漢
史
稿
﹄（
一
九
九
二
︑
北
京
：
中
国
文
史
︑
二
一
頁
）︒

（
33
）
北
周
・
庾
信
（
撰
）
清
・
倪
璠
（
注
）
許
逸
民
（
校
点
）﹃
庾
子
山
集
注
﹄（
一
九
八
〇
︑

北
京
：
中
華
書
局
︑
七
九
八
頁
）︒

（
34
）
龔
延
明
﹃
中
国
歴
代
職
官
別
名
大
辞
典
﹄（
二
〇
〇
六
︑
上
海
：
上
海
辞
書
︑
五
二
頁
）︒

（
35
）
小
長
谷
恵
吉
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
解
説
稿
﹄（
一
九
三
六
︑
国
立
：
く
に
た
ち
本
の

会
︑
二
〇
頁
）︒

（
36
）
黄
永
年
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　
旧
唐
書
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

五
一
頁
）︒

（
37
）
宋
・
李
昉
（
他
奉
勅
撰
）﹃
太
平
御
覧
﹄（
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
八
九
四
︑

一
九
八
六
︑
台
北
：
台
湾
商
務
︑
一
五
九
頁
）︒

（
38
）
宋
・
洪
興
祖
（
撰
）
白
化
文
（
他
点
校
）﹃
楚
辞
補
注
﹄（
一
九
八
三
︑
北
京
：
中
華

書
局
︑
二
七
三
頁
）︒

（
39
）
黄
永
年
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　

新
唐
書
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

三
八
頁
）
原
文
：﹁
皇
帝
所
乘
馬
車
﹂︒

（
40
）
宋
・
李
昉
（
他
奉
勅
撰
）
清
・
阮
元
（
校
）﹃
太
平
御
覧
﹄（
一
八
一
八
︑
歙
：
鮑
崇
城
︑

一
〇
九
巻
︑
九
ｂ
頁
）︒
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（
41
）
鄭
松
炎
﹃
六
朝
怪
談
　

另
類
解
読
︽
幽
明
録
︾﹄（
二
〇
一
二
︑
北
京
：
中
央
広
播
電
視

大
学
出
版
社
︑
五
六
頁
）
原
文
：﹁
唐
︑
宋
類
書
引
用
古
籍
時
往
往
都
有
刪
節
﹂︒

（
42
）
吉
野
政
治
﹁
語
に
あ
ら
わ
れ
た
発
想
の
相
違
に
よ
る
和
習
︱
︱
上
代
に
お
け
る
﹁
御
﹂

と
い
う
字
の
敬
語
接
頭
辞
用
法
に
つ
い
て
﹂（﹁
同
志
社
国
文
学
﹂
一
九
八
〇
年
一
月
︑

六
二
頁
）︒

（
43
）
柏
樺
（
編
）﹃
慶
祝
王
鍾
翰
教
授
八
十
五
暨
韋
慶
遠
教
授
七
十
華
誕
学
術
論
文
合
集
﹄

（
一
九
九
九
︑
合
肥
：
黄
山
書
社
︑
五
九
四
頁
）
所
収
周
潤
年
﹁
歴
代
噶
瑪
巴
活
仏
与
中

央
政
府
的
関
係
﹂︒

（
44
）
中
華
書
局
（
編
）﹃
清
実
録 

第
九
冊 
高
宗
純
皇
帝
実
録
㈠
﹄（
一
九
八
五
︑
北
京
：
中

華
書
局
︑
一
八
四
頁
）︒

（
45
）
宋
・
楊
万
里
﹃
楊
万
里
詩
文
集
　

上
﹄（
二
〇
〇
六
︑
南
昌
：
江
西
人
民
︑
六
〇
四
頁
）︒

（
46
）
清
・
廖
志
灝
（
撰
）﹃
燕
日
堂
録
﹄（
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
集
部
一
三
三
︑
二
〇
〇
〇
︑

北
京
：
北
京
出
版
社
︑
一
一
一
頁
）
所
収
︒

（
47
）
小
松
英
雄
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
仏
造
像
銘
札
記
﹂（﹁
愛
文
﹂
一
九
九
三
年
一
月
︑
三

頁
）︒

（
48
）
犬
飼
隆
の
主
張
︑
注
31
︑
一
三
〇
～
一
頁
︒

（
49
）
諸
橋
轍
次
（
他
著
）﹃
広
漢
和
辞
典
　

上
巻
﹄（
一
九
八
一
︑
東
京
：
大
修
館
︑
三
九
五

頁
）︒

（
50
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
（
編
）﹃
居
延
漢
簡 

甲
乙
編 

下
﹄（
一
九
八
〇
︑
北

京
：
中
華
書
局
︑
一
六
頁
）︒

（
51
）
馬
飛
海
（
編
）﹃
中
華
銭
幣
論
叢
﹄（
一
九
九
六
︑
上
海
：
上
海
書
店
︑
三
〇
頁
）
原

文
：﹁
我
們
看
到
賞
︑
賜
︑
労
三
種
用
銭
方
式
的
性
質
基
本
相
近
︐
有
了
功
労
或
苦
労
︐

就
会
有
賞
賜
︐
特
別
〝
労
賜
〟
二
字
連
用
︐
很
能
説
明
問
題
﹂︒

（
52
）
曹
海
東
（
注
）﹃
新
訳
曹
子
建
集
﹄（
二
〇
〇
三
︑
台
北
：
三
民
︑
二
七
八
～
九
頁
）﹃
魏

曹
植
集
﹄
は
前
掲
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
注
35
︑
二
〇
頁
）
に
載
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
53
）
許
嘉
璐
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　

三
国
志
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

五
四
八
頁
）︒

（
54
）
和
田
清
（
他
編
訳
）﹃
魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
宋
書
倭
国
伝
・
隋
書
倭
国
伝
﹄

（
一
九
五
一
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
五
〇
頁
）︒

（
55
）
一
九
八
七
︑
東
京
：
雄
山
閣
︑
四
九
四
頁
︒

（
56
）
李
修
生
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　

元
史
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

二
八
三
二
頁
）︒

（
57
）
白
川
静
﹃
字
通
﹄（
一
九
九
六
︑
東
京
：
平
凡
社
︑
八
六
七
頁
）︒

（
58
）
松
村
明
﹃
国
語
史
概
説
﹄（
一
九
七
二
︑
東
京
：
秀
英
︑
六
八
頁
）︒

（
59
）
緒
方
惟
精
﹃
日
本
漢
文
学
史
講
義
﹄（
一
九
六
一
︑
東
京
：
評
論
社
︑
一
六
頁
）︒

（
60
）
寇
才
質
（
撰
）﹃
道
徳
真
経
四
子
古
道
集
解
﹄（
無
求
備
斎
老
子
集
成
初
編
三
九
︑

一
九
六
五
︑
台
北
：
芸
文
︑
五
ｂ
頁
）︒

（
61
）
聖
誉
﹃
聖
誉
鈔
﹄（
高
楠
順
次
郎
（
他
編
）﹃
聖
徳
太
子
御
伝
叢
書
﹄（
一
九
四
二
︑
東

京
：
金
尾
文
淵
堂
︑
四
六
〇
頁
））
所
収
︒

（
62
）
小
松
英
雄
﹃
日
本
語
書
記
史
原
論
﹄（
一
九
九
八
︑
東
京
：
笠
間
書
院
︑
二
三
二
頁
）︒

（
63
）
青
木
和
夫
（
他
校
注
）﹃
続
日
本
紀
　

一
﹄（
一
九
八
九
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
六
二
頁
）︒

（
64
）
浅
野
清
（
他
著
）﹃
奈
良
の
寺
　
法
隆
寺
一
﹄（
一
九
七
九
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
四

頁
）
所
収
秋
山
光
和
﹁
玉
虫
廚
子
・
橘
夫
人
廚
子
の
絵
画
﹂︒

（
65
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
十
六
冊
　

経
集
部
三
﹄（
一
九
八
三
修

訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
五
六
頁
）
所
収
︒

（
66
）
一
八
八
九
︑
東
京
：
法
苑
珠
林
出
版
所
︑
二
〇
ｂ
頁
︒

（
67
）
注
65
所
収
︑
三
五
七
頁
︒

（
68
）
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
・
釈
迦
像
光
背
の
銘
文
に
つ
い
て
﹂（﹁
仏
教
芸
術
﹂
一
九
五
〇
年

五
月
︑
七
〇
～
七
一
頁
）︒

（
69
）
﹁
本
邦
上
代
仏
教
の
一
形
態
︱
︱
法
隆
寺
金
堂
薬
師
仏
像
銘
文
偽
作
説
批
判
﹂（﹁
龍
谷

大
学
論
集
﹂
一
九
四
九
年
十
二
月
︑
六
〇
頁
）︒

（
70
）
上
代
文
献
を
読
む
会
（
編
）﹃
古
京
遺
文
注
釈
﹄（
一
九
八
九
︑
東
京
：
桜
楓
社
︑

一
八
頁
）︒

（
71
）
乾
善
彦
﹁
古
代
造
仏
銘
寸
考
﹂（﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
二
〇
〇
一
年
十
一
月
︑
二
九
頁
）︒
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（
72
）
大
日
本
続
蔵
経
第
一
輯
第
四
十
九
套
第
五
冊
︑
一
九
〇
八
︑
京
都
：
蔵
経
書
院
︑

三
九
四
ａ
頁
所
収
︒

（
73
）
王
継
紅
﹃
基
於
梵
漢
対
勘
的
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
語
法
研
究
﹄（
二
〇
一
四
︑
上
海
：
中

西
書
局
︑
一
八
三
頁
）
原
文
：﹁
梵
語
中
的
名
詞artha

意
為
〝
目
的
〟︐
以artha

結
尾

的
不
変
状
複
合
詞
常
常
表
示
動
作
行
為
的
目
的
︒
這
種
語
法
意
義
在
漢
訳
本
中
是
由

〝
為
︙
︙
故
〟
或
〝
欲
︙
︙
故
〟
結
構
来
対
訳
的
﹂︒

（
74
）
二
〇
一
四
︑
北
京
：
宗
教
文
化
︑
一
五
七
頁
︒
ち
な
み
に
︑
七
三
六
年
の
文
書
に

﹁
大
智
度
論
一
百
巻
﹂（
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
（
編
）﹃
大
日
本
古
文
書

七
﹄（
一
九
〇
七
︑
東
京
：
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
︑
八
五
頁
））
が
記

録
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
上
代
人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
漢
訳
仏
典
の
一
つ
で
あ
る
︒

（
75
）
国
民
文
庫
刊
行
会
（
編
）﹃
国
訳
大
蔵
経
　

論
部
　

第
一
巻
﹄（
一
九
二
七
再
版
︑
東
京
：

国
民
文
庫
刊
行
会
︑
二
八
三
頁
）
所
収
︒

（
76
）
小
島
憲
之
（
他
校
注
・
訳
）﹃
日
本
書
紀
　

二
﹄（
一
九
九
六
︑
東
京
：
小
学
館
︑

五
〇
四
～
五
頁
）︒

（
77
）
二
〇
〇
二
︑
香
港
：
商
務
印
書
館
︑
六
一
・
六
四
頁
︒
原
文
：﹁
敦
煌
尊
像
画
中
︐
如

果
従
諸
仏
絵
製
的
数
量
上
看
︐
除
千
仏
外
︐
単
体
像
最
多
的
是
東
方
浄
琉
璃
世
界
的
教

主
薬
師
琉
璃
如
来
︐
即
常
説
的
薬
師
仏
﹂︒

（
78
）
会
津
八
一
﹃
法
隆
寺
・
法
起
寺
・
法
輪
寺
建
立
年
代
の
研
究
　

一
﹄（
一
九
三
三
︑
東

京
：
東
洋
文
庫
︑
一
八
六
頁
）︒

（
79
）
注
78
︑
二
二
六
頁
︒

（
80
）
長
谷
川
誠
﹁
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
の
荘
厳
意
匠
に
つ
い
て
﹂（﹁
駒
沢
女
子
大
学

研
究
紀
要
﹂
一
九
九
四
年
十
月
︑
八
六
頁
）︒

（
81
）
浅
野
清
（
他
著
）﹃
奈
良
の
寺
　

法
隆
寺
一
﹄（
一
九
七
九
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
六
頁
）

所
収
柳
澤
孝
﹁
金
堂
の
壁
画
﹂︒

（
82
）
注
31
所
収
︑
一
二
八
頁
︒

（
83
）
二
〇
〇
五
︑
東
京
：
笠
間
書
院
︑
一
一
七
～
八
頁
︒

（
84
）
西
條
勉
（
編
）﹃
書
く
こ
と
の
文
学
﹄（
二
〇
〇
一
︑
東
京
：
笠
間
書
院
︑
四
四
頁
）

所
収
︒

（
85
）
唐
・
釈
神
会
（
著
）
胡
適
（
校
）﹃
神
会
和
尚
遺
集
﹄（
一
九
六
八
︑
台
北
：
胡
適
紀

念
館
︑
二
六
一
～
二
頁
）
所
収
﹁
菩
提
達
磨
南
宗
定
是
非
論
﹂︒

（
86
）
水
野
清
一
（
他
著
）﹃
龍
門
石
窟
の
研
究
：
河
南
洛
陽
﹄（
一
九
四
一
︑
東
京
：
座
右

宝
刊
行
会
︑
二
六
四
頁
）︒

（
87
）
注
86
︑
二
六
五
頁
︒

（
88
）
注
21
︑
一
一
八
頁
︒

（
89
）
﹃
呉
稚
暉
全
集 

巻
十 

日
記 

書
信 

筆
記
　

二
﹄（
二
〇
一
三
︑
北
京
：
九
州
︑
二
四
頁
）︒

（
90
）
注
35
︑
八
頁
︒

（
91
）
許
嘉
璐
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　

晋
書
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

一
三
三
八
頁
）︒

（
92
）
二
〇
一
三
︑
北
京
：
現
代
︑
一
六
六
頁
︒

（
93
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
五
十
冊
　

史
伝
部
二
﹄（
一
九
八
三
修

訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
一
一
〇
～
一
頁
）
所
収
︒
原
文
：﹁
於
佛
法
中
已
得
信
心
﹂﹁
王

遇
病
知
己
必
亡
涕
泣
不
樂
﹂﹁
正
欲
願
我
將
來
生
處
心
得
自
在
速
成
聖
果
﹂﹁
便
作
詔
書

以
齒
印
印
付
與
輔
相
羅
提
毱
提
﹂﹁
於
是
氣
絕
遂
便
命
終
﹂︒

（
94
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
（
編
）﹃
大
日
本
古
文
書
編
年
之
二
十
四(

補
遺
一)

﹄

（
一
九
七
〇
︑
東
京
：
東
京
大
学
出
版
会
︑
五
三
三
頁
）︒

（
95
）
注
70
︑
一
六
五
頁
︒

（
96
）
青
木
和
夫
（
他
校
注
）﹃
続
日
本
紀
　
三
﹄（
一
九
九
二
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
六
四

～
六
五
頁
）︒

（
97
）
﹁
香
椎
潟
﹂
一
九
七
五
年
十
月
︑
七
頁
︒

（
98
）
二
〇
一
二
︑
北
京
：
北
京
大
学
出
版
社
︑
五
九
三
頁
︒

（
99
）
﹁
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
﹂
二
〇
一
五
年
三
月
︑
一
四
六
頁
︒

（
100
）
清
・
宗
仰
上
人
（
編
）﹃
頻
伽
大
蔵
経
　
第
一
二
五
冊
﹄（
二
〇
〇
〇
︑
北
京
：
九
洲

図
書
︑
五
四
六
頁
）
所
収
︒
な
お
︑
元
興
寺
の
律
師
が
九
一
四
年
に
提
出
し
た
章
疏
目

録
の
な
か
に
︑
智
雲
（
述
）﹃
法
華
文
句
私
志
記
十
五
巻
﹄（
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
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料
編
纂
掛
（
編
）﹃
大
日
本
史
料
第
一
編
之
四
﹄（
一
九
二
六
︑
東
京
：
東
京
帝
国
大
学

文
学
部
史
料
編
纂
掛
︑
六
六
一
頁
））
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

（
101
）
﹁
創
造
週
報
﹂
一
九
二
三
年
六
月
二
十
三
日
︑
一
頁
︒

（
102
）
郁
達
夫
﹃
中
国
人
的
出
路
﹄（
二
〇
一
三
︑
西
安
：
陝
西
人
民
︑
二
一
頁
）︒

（
103
）
狩
谷
望
之
（
編
）﹃
古
京
遺
文
﹄（
一
八
九
三
︑
東
京
：
随
筆
集
誌
︑
七
頁
）︒

（
104
）
羅
竹
風
（
編
）﹃
漢
語
大
詞
典
第
一
巻
﹄（
一
九
九
〇
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

一
三
一
四
頁
）︒

（
105
）
注
99
︑
一
四
九
頁
︒

（
106
）
注
35
︑
一
〇
頁
︒

（
107
）
石
川
忠
久
﹃
詩
経
　

下
﹄（
二
〇
〇
〇
︑
東
京
：
明
治
書
院
︑
一
二
一
頁
）︒

（
108
）
漢
・
毛
公
（
伝
）
唐
・
孔
穎
達
（
他
正
義
）
周
何
（
分
段
標
点
）﹃
毛
詩
正
義
﹄

（
二
〇
〇
一
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
一
六
〇
八
頁
）︒

（
109
）
周
盈
科
（
編
）﹃
通
仮
字
手
冊
﹄（
一
九
八
八
︑
南
昌
：
江
西
教
育
︑
三
三
頁
）︒

（
110
）
注
99
︑
一
五
五
～
六
頁
︒

（
111
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
十
二
冊
　

宝
積
部
下
　

涅
槃
部
全
﹄

（
一
九
八
三
修
訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
四
一
頁
）
所
収
︒

（
112
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
三
十
七
冊
　

経
疏
部
五
﹄（
一
九
八
三

修
訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
二
六
頁
）
所
収
︒

（
113
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
四
十
五
冊
　

諸
宗
部
二
﹄（
一
九
八
三

修
訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
七
一
頁
）
所
収
︒

（
114
）
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
（
編
）﹃
大
日
本
古
文
書
　

巻
之
十
七
﹄

（
一
九
二
七
︑
東
京
：
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
︑
一
三
八
頁
）︒

（
115
）
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
（
編
）﹃
国
史
大
辞
典
　

第
九
巻
﹄（
一
九
八
八
︑
東
京
：
吉

川
弘
文
館
︑
九
〇
八
：
九
〇
九
頁
）︒

（
116
）
潘
重
規
﹃
敦
煌
変
文
集
新
書
﹄（
一
九
八
三
︑
台
北
：
中
国
文
化
大
学
中
文
研
究
所
︑

六
二
三
・
六
一
一
・
六
二
六
・
六
一
一
・
六
一
五
頁
）︒

（
117
）
黃
征
（
他
校
注
）﹃
敦
煌
変
文
校
注
﹄（
一
九
九
七
︑
北
京
：
中
華
書
局
︑
五
五
六
頁
）︒

（
118
）
﹁
敦
煌
本
降
魔
変
（
牢
度
叉
闘
聖
変
）
画
巻
に
つ
い
て
﹂（﹁
美
術
研
究
﹂
一
九
五
七
年

三
月
︑
五
三
・
六
五
頁
）︒

（
119
）
楊
家
駱
（
編
著
）﹃
小
説
与
講
唱
文
学
㈠
﹄（
一
九
五
三
︑
台
北
：
世
界
書
局
︑
七
頁
）

原
文
：﹁
因
其
由
口
述
変
為
文
字
︐
故
称
﹁
変
文
﹂﹂︒

（
120
）
二
〇
一
〇
︑
上
海
：
上
海
古
籍
︑
一
・
三
〇
三
・
三
〇
七
頁
︒
原
文
﹁
同
素
逆
序

詞
﹂：﹁
構
詞
語
素
序
位
互
逆
的
同
素
詞
︐
且
以
双
音
複
合
詞
為
主
﹂︒

（
121
）
顕
真
（
撰
）﹃
顕
真
自
筆
古
今
目
録
抄
︱
︱
聖
徳
太
子
伝
私
記
　

上
巻
﹄（
一
九
三
四
︑

東
京
：
荻
野
仲
三
郎
）︒
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（http://dl.ndl.

go.jp/info:ndljp/pid/1186784

）
所
収
︑
六
八
コ
マ
︒

（
122
）
狩
谷
棭
斎
（
著
）
長
田
権
次
郎
（
校
訂
）﹃
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
﹄（
一
九
一
〇
︑
東

京
：
裳
華
房
︑
九
ａ
頁
）︒

（
123
）
注
47
︑
五
頁
︒

（
124
）
注
62
︑
二
六
〇
～
一
頁
︒

（
125
）
神
野
志
隆
光
（
他
校
注
・
訳
）﹃
古
事
記
﹄（
一
九
九
七
︑
東
京
：
小
学
館
︑
三
五
六

～
七
頁
）︒

（
126
）
注
62
︑
二
五
七
～
八
頁
︒

（
127
）
矢
田
裕
士
﹁
敬
語
の
誤
用
法
と
過
剰
敬
語
の
一
考
察
﹂（﹁
英
語
英
文
学
研
究
﹂

一
九
九
六
年
十
月
︑
一
〇
二
頁
）︒

（
128
）
宋
・
程
顥
（
他
撰
）﹃
四
庫
家
蔵 

二
程
語
録
集
﹄（
二
〇
〇
四
︑
済
南
：
山
東
画
報
︑

二
四
〇
頁
）︒

（
129
）
前
田
富
祺
（
編
）﹃
国
語
文
字
史
の
研
究
　

二
﹄（
一
九
九
四
︑
大
阪
：
和
泉
書
院
︑

三
五
頁
）
所
収
︒

（
130
）
注
31
所
収
︑
一
二
九
頁
︒

（
131
）
注
22
︒

（
132
）
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
（
編
）﹃
大
日
本
古
文
書
巻
之
十
二
﹄

（
一
九
一
八
︑
東
京
：
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
︑
一
五
七
頁
）︒

（
133
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
二
十
七
冊
　

毘
曇
部
二
﹄（
一
九
八
三
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修
訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
三
八
頁
）
所
収
︒

（
134
）
畑
昌
利
﹁Pali

﹁
沙
門
果
経
﹂
と
阿
闍
世
王
﹂（﹁
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
﹂
二
〇
一
〇

年
十
二
月
︑
四
頁
）︒

（
135
）
梁
・
蕭
統
（
撰
）
竹
田
晃
（
著
）﹃
文
選
　

文
章
篇
　

中
﹄（
一
九
九
八
︑
東
京
：
明
治

書
院
︑
二
九
七
～
八
頁
）︒

（
136
）
李
国
祥
（
他
編
）﹃
明
実
録
類
纂 

河
北
天
津
巻
﹄（
一
九
九
五
︑
武
漢
：
武
漢
︑
五
三
六
頁
）︒

（
137
）
江
蘇
省
博
物
館
（
編
）﹃
江
蘇
省
明
清
以
来
碑
刻
資
料
選
集
﹄（
一
九
五
九
︑
北
京
：

生
活·

読
書·

新
知
三
聯
書
店
︑
三
頁
）
所
収
︒

（
138
）
注
62
︑
二
六
〇
頁
︒

（
139
）
注
28
所
収
︑
二
三
六
頁
︒

（
140
）
注
63
︑
四
頁
︒

（
141
）
漢
・
鄭
元
（
注
）
唐
・
賈
公
彦
（
疏
）
邱
徳
修
（
分
段
標
点
）﹃
周
礼
注
疏
﹄（
二
〇
〇
一
︑

台
北
：
新
文
豊
︑
一
三
三
一
頁
）︒﹃
周
礼
疏
﹄
は
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
注
35
︑
三

頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
142
）
羅
竹
風
（
編
）﹃
漢
語
大
詞
典
第
　

二
巻
﹄（
一
九
八
八
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑
一
三
四
九

頁
）︒

（
143
）
一
九
五
九
︑
東
京
：
大
修
館
︑
七
〇
七
頁
︒

（
144
）
中
国
簡
牘
集
成
編
輯
委
員
会
（
編
）﹃
中
国
簡
牘
集
成 

標
注
本 

第
九
冊 
甘
肅
省 

内
蒙

古
自
治
区
巻 

居
延
新
簡
一
﹄（
二
〇
〇
一
︑
蘭
州
：
敦
煌
文
芸
︑
二
四
〇
頁
）︒

（
145
）
賈
継
用
﹃
元
明
之
際
江
南
詩
人
研
究
﹄（
二
〇
一
三
︑
済
南
：
斉
魯
書
社
︑
一
五
頁
）︒

（
146
）
注
35
︑
三
頁
︒

（
147
）
注
108
︑
二
一
三
五
頁
︒

（
148
）
注
17
︑
三
三
頁
︒

（
149
）
一
九
九
四
︑
済
南
：
斉
魯
書
社
︑
三
七
五
頁
︒

（
150
）
上
原
真
人
（
他
編
）﹃
列
島
の
古
代
史
︱
︱
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
　

六
　

言
語
と
文
字
﹄

（
二
〇
〇
六
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
五
六
頁
）
所
収
︒

（
151
）
﹃
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
﹄（
二
〇
〇
四
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
三
頁
）︒

（
152
）
注
151
︑
四
・
二
一
頁
︒

（
153
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
（
編
）﹃
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集 

第
十
六
﹄

（
二
〇
一
三
︑
東
京
：
八
木
書
店
︑
一
六
六
頁
）︒

（
154
）
注
35
︑
六
頁
︒

（
155
）
続
修
四
庫
全
書
編
纂
委
員
会
（
編
）﹃
続
修
四
庫
全
書
　

経
部 

小
学
類
二
五
〇
﹄

（
一
九
九
五
︑
上
海
：
上
海
古
籍
）
所
収
︒

（
156
）
﹁
文
学
﹂
一
九
六
八
年
七
月
︑
一
五
頁
︒

（
157
）
一
九
六
二
訂
正
版
︑
東
京
：
東
京
堂
︑
九
六
二
頁
︒

（
158
）
﹃
万
葉
以
前
　

上
代
び
と
の
表
現
﹄（
一
九
八
六
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
一
七
頁
）︒

（
159
）
方
孝
嶽
﹃
漢
語
語
音
史
概
要
﹄（
一
九
七
九
︑
香
港
：
商
務
印
書
館
香
港
分
館
︑
七
九

頁
）
原
文
：﹁
等
韻
家
把
︽
広
韻
︾
的
韻
部
帰
納
為
十
六
箇
韻
摂
︐
対
於
原
来
︽
切
韻
︾

的
系
統
也
是
符
合
的
︒
十
六
摂
就
可
以
代
表
中
古
韻
母
大
系
﹂︒

（
160
）
黄
典
誠
﹃
黄
典
誠
語
言
学
論
文
集
﹄（
二
〇
〇
三
︑
厦
門
：
厦
門
大
学
出
版
社
︑
三
四

頁
）
原
文
：﹁
経
過
韻
図
家
的
分
析
︐︽
切
韻
︾
首
先
分
為
十
六
摂
﹂︒

（
161
）
注
159
︑
八
六
～
八
七
頁
︒

（
162
）
向
熹
﹃
簡
明
漢
語
史
（
上
）﹄（
一
九
九
三
︑
北
京
：
高
等
教
育
︑
六
六
～
六
七
頁
）

原
文
：﹁
以
下
一
些
詩
的
韻
脚
是
﹂﹁︽
既
酔
︾
五
章
：
時
︑
子
﹂︒

（
163
）
居
思
信
﹁
是
〝
濁
上
変
去
〟
還
是
〝
上
去
通
押
〟
︱
︱
与
池
曦
朝
︑
張
伝
曾
二
同
志

商
榷
﹂（﹁
語
言
学
通
訊
﹂
一
九
八
二
年
第
四
期
︑
四
六
頁
）
原
文
：﹁
杜
牧
︽
感
懐
詩
︾

以
〝
季
︑
意
︑
地
︑
治
︑
髄
︑
尾
︑
起
︑
市
︑
否
︑
弭
︑
魏
︑
事
︑
里
︑
徵
︑
擬
︑
尾
︑
賜
︑

雉
︑
已
︑
委
︑
恥
︑
鬼
︑
戲
︑
寄
︑
惴
︑
器
︑
利
︑
弛
︑
悴
︑
費
︑
靡
︑
子
〟
為
韻
（
略
）﹂︒

（
164
）
小
島
憲
之
﹃
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
　

中
（
上
）
︱
︱
弘
仁
期
の
文
学
を
中
心
と
し

て
﹄（
一
九
七
三
︑
東
京
：
塙
書
房
︑
七
七
八
頁
）︒

（
165
）
二
〇
〇
六
︑
北
京
：
社
会
科
学
文
献
︑
一
八
九
頁
︒

（
166
）
華
鍾
彦
（
編
）﹃
中
國
歴
史
文
選
﹄（
二
〇
一
一
︑
瀋
陽
：
遼
寧
人
民
︑
一
一
頁
）︒

（
167
）
斎
藤
晌
﹃
老
子
﹄（
一
九
七
九
︑
東
京
：
集
英
社
︑
一
四
五
頁
）︒

（
168
）
李
水
海
﹃
帛
書
老
子
校
箋
訳
評
　

上
﹄（
二
〇
一
四
︑
西
安
：
陜
西
人
民
︑
七
二
頁
）
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原
文
：﹁
故
︑
父
韻
︒
此
也
是
首
尾
韻
﹂︒

（
169
）
山
口
仲
美
﹃
日
本
語
の
歴
史
﹄（
二
〇
〇
六
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
四
七
頁
）︒

（
170
）
乾
善
彦
﹁
日
本
に
お
け
る
新
出
資
料
の
増
加
と
既
存
資
料
の
見
直
し

︱
新
出
資
料

か
ら
見
え
て
く
る
も
の
﹂（﹁
上
代
文
学
﹂
二
〇
一
一
年
四
月
︑
二
〇
頁
）︒

（
171
）
堀
井
純
二
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
造
像
銘
考
﹂（﹁
芸
林
﹂
一
九
七
四
年
十
二
月
︑

二
四
三
頁
）︒

（
172
）
﹁
夢
殿
﹂
一
九
三
五
年
六
月
︑
四
九
・
五
十
・
五
七
頁
︒

（
173
）
﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
︑
一
〇
頁
︒

（
174
）
﹁
史
流
﹂
一
九
六
七
年
二
月
︑
一
八
・
九
・
一
〇
頁
︒

（
175
）
注
36
︑
七
八
頁
︒

（
176
）
注
151
︑
三
五
七
頁
︒

（
177
）
注
84
所
収
︑
四
二
～
四
三
頁
︒

（
178
）
﹁
弘
前
大
学
国
史
研
究
﹂
一
九
九
六
年
三
月
︑
一
一
頁
︒

（
179
）
一
九
四
九
︑
京
都
：
河
原
書
店
︑
一
九
一
頁
︒

（
180
）
注
47
︑
六
頁
︒

（
181
）
注
62
︑
二
六
六
・
二
六
九
頁
︒

（
182
）
注
62
︑
二
六
五
頁
︒

（
183
）
上
原
和
﹃
法
隆
寺
を
歩
く
﹄（
二
〇
〇
九
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
一
一
九
頁
）︒

（
184
）
蘅
塘
退
士
（
編
）
目
加
田
誠
（
訳
注
）﹃
唐
詩
三
百
首
　

二
﹄（
一
九
七
五
︑
東
京
：
平

凡
社
︑
七
六
頁
）︒

（
185
）
注
184
︑
七
七
～
七
八
頁
︒

（
186
）
釈
清
潭
（
註
解
）﹃
淵
明
・
王
維
全
詩
集
﹄（
一
九
七
八
︑
東
京
：
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑

三
二
八
頁
）︒

（
187
）
﹃
管
錐
編
﹄（
一
九
七
九
︑
北
京
：
中
華
書
局
︑
八
五
八
～
九
頁
）︒

（
188
）
﹃︽
管
錐
編
︾
述
説
﹄（
一
九
九
一
︑
北
京
：
中
国
友
誼
︑
四
三
八
頁
）
原
文
：﹁
丫
叉

句
法
作
用
是
譲
文
字
〝
錯
綜
〟︐
行
文
〝
流
動
〟﹂

（
189
）

W
ilfred G

. E
. W

atson, Traditional Techniques in C
lassical H

ebrew
 Verse (Sheffield: 

Sheffield A
cadem

ic Press, 1994), p. 340.

（
190
）

W
ang Shiyu 

（
王
世
鈺
）,  “C

hiastic Structure in T
he R

im
e of the A

ncient M
ariner” 

(M
.A

. thesis, Fudan U
niversity, Shanghai, 2010), p. 4.

（
191
）

Lucius H
artm

ann, D
ie grosse R

ede des T
im

aios, ein B
eispiel w

ahrer R
hetorik? (B

asel: 

Schw
abe V

erlag, 2017), p. 472.

（
192
）
注
70
︑
三
七
四
頁
︒

（
193
）
注
107
︑
一
七
六
頁
︒

（
194
）
一
九
八
九
︑
北
京
：
中
国
婦
女
︑
一
二
一
頁
︒
原
文
：﹁
詩
人
運
用
了
丫
叉
句
法
構
思

謀
篇
︐
以
〝
菶
菶
〟
近
接
梧
桐
︐
而
以
〝
雝
雝
〟
遥
応
鳳
凰
︐
這
様
便
使
此
詩
的
結
構

顕
出
〝
円
〟
之
特
色
﹂︒

（
195
）
復
旦
大
学
外
文
学
院
（
編
）﹃
復
旦
外
国
語
言
文
学
論
叢 

研
究
生
専
刊
﹄（
二
〇
一
〇
︑

上
海
：
復
旦
大
学
出
版
社
︑
一
二
九
頁
）
原
文
：﹁
而
Ａ
Ｂ
 Ｂ́ 

 Ａ́
式
雖
不
是
幾
何
式
的
規

矩
円
形
︐
但
首
尾
呼
応
︐
中
間
相
連
︐
結
構
自
然
不
突
兀
︐
即
含
円
之
義
︐
対
此
結
構

的
使
用
正
可
以
実
現
追
求
円
的
意
図
﹂︒

（
196
）
﹃︽
学
記
︾
的
教
育
理
想
国
︱
︱
看
︽
学
記
︾
教
我
們
如
何
読
経
﹄（
二
〇
一
四
︑
北
京
：

人
民
︑
八
〇
頁
）
原
文
：﹁
甲
骨
文

在
〝
大
〟（
人
）

的
頭
上
加
一
円
圏
指
事

符
号

︐
応
該
表
示
太
陽
﹂︒

（
197
）
趙
超
﹃
石
刻
古
文
字
識
読
﹄（
二
〇
〇
六
︑
北
京
：
文
物
︑
一
〇
四
～
五
頁
）︒

（
198
）
石
川
満
寿
江
﹁
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
の
謎
（
一
）：
衣
文
を
主
と
し
て
﹂（﹁
大
学
紀

要
　

第
二
分
冊
　

家
政
系
編
﹂
一
九
八
四
年
三
月
︑
三
一
四
頁
）︒

（
199
）
徐
潜
（
編
）﹃
中
国
著
名
石
窟
﹄（
二
〇
一
四
︑
長
春
：
吉
林
文
史
︑
一
〇
三
頁
）
原
文
：

﹁
一
圏
圏
同
心
円
式
的
衣
紋
﹂︒

（
200
）
山
名
伸
生
﹁
日
本
彫
刻
史
に
お
け
る
古
典
的
様
式
の
成
立
﹂（﹁
研
究
紀
要
﹂

一
九
八
四
年
三
月
︑
二
三
頁
）︒

（
201
）
吉
田
進
一
﹁
奈
良
・
法
隆
寺
﹂（﹁
九
州
龍
谷
短
期
大
学
紀
要
﹂
一
九
九
三
年
三
月
︑

一
三
七
頁
）︒

（
202
）
清
水
善
三
﹁
日
本
彫
刻
史
に
お
け
る
転
換
期
の
様
相
：
物
理
的
量
と
視
覚
的
量
（
量
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感
）
の
あ
い
だ
﹂（﹁
研
究
紀
要
﹂
一
九
八
八
年
三
月
︑
九
頁
）︒

（
203
）
町
田
甲
一
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
像
の
擬
古
作
た
る
こ
と
を
論
ず
﹂（﹁
国
華
﹂

一
九
七
二
年
十
月
︑
一
六
頁
）︒

（
204
）
奈
良
六
大
寺
大
観
刊
行
会
（
編
）﹃
奈
良
六
大
寺
大
観
　
第
二
巻
　
法
隆
寺
二
﹄

（
一
九
九
九
補
訂
版
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
三
五
頁
）
所
収
︒
浜
田
隆
﹁
薬
師
如
来
坐
像

（
金
堂
）
台
座
﹂︒

（
205
）
谷
口
鉄
雄
（
他
著
）﹃
日
本
の
石
仏
﹄（
一
九
五
八
︑
東
京
：
朝
日
新
聞
社
︑
一
〇
三
頁
）︒

（
206
）
日
本
大
辞
典
刊
行
会
（
編
）﹃
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
三
巻
﹄（
一
九
七
三
︑
東
京
：

小
学
館
︑
二
八
二
頁
）︒

（
207
）
二
〇
〇
九
︑
済
南
：
山
東
文
芸
︑
二
・
八
～
九
頁
︒
原
文
：﹁
運
用
集
引
古
人
或
前
人

成
句
的
方
法
来
撰
写
詩
篇
者
便
是
集
句
詩
︐
而
這
種
方
法
便
是
〝
集
句
〟
法
﹂︒

（
208
）
晋
・
陳
寿
（
撰
）
南
朝
宋
・
裴
松
之
（
注
）﹃
三
国
志
﹄（
一
九
七
九
︑
台
北
：
鼎
文
︑

五
七
～
五
八
頁
）
裴
注
引
袁
宏
﹃
漢
紀
﹄︒

（
209
）
鎌
田
正
﹃
春
秋
左
氏
伝
　
四
﹄（
一
九
八
一
︑
東
京
：
明
治
書
院
︑
一
八
四
三
頁
）︒

（
210
）
葛
飾
戴
斗
（
画
）﹃
絵
本
通
俗
三
国
志 

五
編 

巻
之
九
﹄（
江
戸
時
代
︑
大
阪
：
岡
田
茂

兵
衛
︑
二
八
ｂ
頁
）
を
適
宜
参
照
し
た
︒

（
211
）
﹁
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
論
㈠
﹂（﹁
日
本
文
学
研
究
﹂
一
九
八
五
年
十
一
月
︑
四
頁
）︒

（
212
）
鶴
久
（
他
編
）﹃
万
葉
集
﹄（
一
九
九
三
重
版
︑
東
京
：
お
う
ふ
う
︑
七
一
・
四
九
七

・
五
七
・
八
九
頁
）︒

（
213
）
鶴
久
﹃
訳
文
万
葉
集
﹄（
一
九
九
三
︑
東
京
：
お
う
ふ
う
︑
三
二
・
四
一
四
・
一
八
・
四
七
頁
）︒

（
214
）
川
上
富
吉
﹁
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
伝
考
﹂（﹁
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
﹂
一
九
七
一

年
三
月
︑
一
〇
頁
）︒

（
215
）
土
屋
文
明
﹃
万
葉
集
年
表
　

第
二
版
﹄（
一
九
八
〇
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
五
四
・
六
八
・
七
二

頁
）︒

（
216
）
注
214
︑
一
三
・
一
一
頁
︒
原
文
：﹁
そ
の
出
生
は
皇
極
元
年
（
６
４
２
）﹂﹁
養
老
二
年

頃
ま
で
意
吉
麻
呂
は
生
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
﹂︒

（
217
）
フ
ラ
ン
ク 

ベ
ル
ナ
ー
ル
（
著
）
仏
蘭
久
淳
子
（
訳
）﹁
法
隆
寺
金
堂
西
の
間
阿
弥
陀

三
尊
像
に
つ
い
て
の
考
察
﹂（﹁
日
本
研
究
﹂
一
九
九
八
年
九
月
︑
二
一
九
頁
）︒

（
218
）
高
楠
順
次
郎
（
他
編
）﹃
聖
徳
太
子
御
伝
叢
書
﹄（
一
九
四
二
︑
東
京
：
金
尾
文
淵
堂
︑

一
一
三
頁
）
所
収
顕
真
（
撰
）﹃
聖
徳
太
子
伝
私
記
﹄︒

（
219
）
注
70
︑
二
一
頁
︒

（
220
）
神
宮
司
庁
﹃
古
事
類
苑
　

礼
式
部
　

第
二
冊
﹄（
一
九
〇
〇
︑
出
版
地
不
明
：
神
宮
司
庁
︑

一
四
〇
五
頁
）︒

（
221
）
﹁
大
倉
山
論
集
﹂
一
九
五
二
年
六
月
︑
一
七
九
頁
︒

（
222
）
金
文
京
﹃
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
︱
︱
訓
読
の
文
化
圏
﹄（
二
〇
一
〇
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑

二
〇
二
頁
）︒

（
223
）
大
西
修
也
﹁
再
建
法
隆
寺
と
薬
師
銘
成
立
の
過
程
﹂（﹁
仏
教
芸
術
﹂
一
九
八
〇
年

十
一
月
︑
三
七
頁
）︒
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 ◆法隆寺金堂薬師如来坐像（『飛鳥・
白鳳の在銘金銅仏』注３，一三四頁よ
り転載）

 ◆同光背鉻文（同上注３、一三五頁より転載）
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序 

　
中
世
後
期
初
頭
の
能
役
者
で
あ
る
世
阿
弥
（
一
三
六
四
︱
一
四
三
六
以
降
）

が
編
纂
し
た
能
楽
伝
書
﹃
風ふ
う

姿し

花か

伝で
ん

﹄
は
︑
年
来
稽
古
・
物
学
・
問
答
・
神

儀
・
奥
義
の
五
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
本
稿
の
テ
ー
マ
と
す
る

神
儀
篇
（
以
下
書
名
を
冠
せ
ず
﹁
神
儀
篇
﹂
と
略
称
す
る
）
は
︑
そ
の
提
示
す
る

話
題
の
面
か
ら
言
え
ば
︑
猿
楽
の
神
代
・
仏
在
所
の
起
源
か
ら
日
本
古
代
に
お

け
る
来
歴
︑
世
阿
弥
当
時
の
近
畿
各
地
に
お
け
る
主
な
猿
楽
の
座
の
構
成
・
所

属
に
至
る
ま
で
を
説
い
た
伝
書
で
あ
る
︒
同
篇
の
性
格
は
︑
能
役
者
の
藝
や
催

し
の
在
り
か
た
を
説
い
た
同
書
の
他
篇
︑
及
び
同
書
と
成
立
の
う
え
で
密
接
な

関
係
に
あ
る
﹃
花
伝
﹄
花
修
篇
・
別
紙
口
伝（

1
）

と
は
趣
が
異
な
る
と
と
ら
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
︒
た
と
え
ば
能
勢
朝
次
氏
は
︑﹁
猿
楽
者
流
の
家
に
伝
は
る
伝

説
の
記
述
﹂
で
あ
り
﹁
能
楽
論
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
は
な
い
﹂
と
述
べ（

2
）

︑
表
章

氏
は
︑﹁
独
立
し
た
猿
楽
縁
起
説
﹂
で
あ
り
︑
内
容
も
文
体
も
他
篇
と
は
異
質

で
あ
る
と
概
説
す
る（

3
）

︒
こ
の
よ
う
に
︑
神
儀
篇
は
猿
楽
（
ま
た
は
大
和
猿
楽
）

の
﹁
伝
説
﹂﹁
縁
起
説
﹂﹁
猿
楽
史
﹂
を
記
述
し
た
伝
書
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

き
た（

4
）

︒
従
来
の
神
儀
篇
を
活
用
し
た
研
究
も
︑
そ
こ
に
綴
り
合
わ
せ
ら
れ
た
猿

楽
の
由
緒
来
歴
説（

5
）

の
個
々
の
内
容
に
注
目
し
︑
そ
こ
か
ら
能
楽
や
関
連
藝
能
の

史
実
︑
説
話
の
伝
承
史
を
推
測
す
る
藝
能
史
研
究
・
説
話
史
研
究
︑
も
し
く
は

民
俗
学
的
研
究
の
資
料
と
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
き
た（

6
）

︒

　
し
か
し
︑
神
儀
篇
の
性
格
を
見
き
わ
め
る
基
礎
と
な
る
は
ず
の
同
篇
の
文
献

『
風
姿
花
伝
』
神
儀
篇
の
成
立
経
緯
と
著
述
の
意
図

―
―
「
申
楽
」
命
名
説
を
軸
と
し
て

重
田
み
ち
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学
的
研
究
は
︑
著
者
が
世
阿
弥
自
身
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
た
論（

7
）

や
︑
成
立
に

関
す
る
推
測（

8
）

が
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
︑
い
ま
だ
に
十
分
と
は
言
え
な
い
︒
こ

れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
由
緒
来
歴
説
の
な
か
に
は
明
ら
か
に
世
阿
弥

周
辺
の
猿
楽
関
連
伝
承
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
一
方
︑
記
紀
や

﹃
賢
愚
経
﹄
所
収
説
話
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄﹁
辨
散
楽
﹂
等
に
由
来
す
る
と
す
る
説

が
あ
り（

9
）

︑
そ
れ
ら
の
学
識
を
有
す
る
知
識
人
が
世
阿
弥
に
協
力
し
た
の
で
は
な

い
か
と
の
表
章
氏
の
推
測
が
示
さ
れ
て
い
る（

10
）

︒
こ
の
表
氏
説
は
︑
換
言
す
れ
ば
︑

同
篇
著
述
の
際
に
知
識
人
の
力
を
借
り
て
﹁
伝
承
﹂
の
創
作
や
既
成
の
説
の
意

図
的
変
形
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
神
儀
篇

は
猿
楽
の
既
成
の
伝
承
を
素
朴
に
叙
述
し
た
だ
け
の
伝
書
か
ど
う
か
と
い
う
︑

同
篇
の
性
格
把
握
を
左
右
す
る
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
り
︑
右
に
述
べ
た

藝
能
史
・
説
話
史
等
諸
研
究
に
際
し
て
の
資
料
的
位
置
付
け
に
も
か
か
わ
る
こ

と
と
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
新
た
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
︑
表
氏
自
身
と
く
に
言
及
し
て
お
ら
ず
︑
ま
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
︑

知
識
人
の
関
与
の
当
否
や
古
典
籍
の
内
容
が
取
り
込
ま
れ
た
経
緯
に
関
す
る

個
々
の
具
体
的
な
考
証
も
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
表
氏
は
神
儀
篇
の
成
立

を
応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
以
後
の
可
能
性
が
強
い
と
述
べ
な
が
ら
も（

11
）

︑

﹁
断
定
﹂
せ
ず
︑﹁
遠
慮
し
た
結
論
﹂
と
し
て
そ
の
積
極
的
な
主
張
を
躊
ち
ゅ
う
躇ち
ょ
し
て

い
る
が（

12
）

︑
そ
れ
は
︑
後
述
す
る
直
接
の
理
由
以
外
に
︑
成
立
の
問
題
と
連
鎖
す

る
右
の
よ
う
な
同
篇
の
著
者
や
性
格
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
証
が
十
分
で
は
な

か
っ
た
こ
と
も
遠
因
し
て
い
る（

13
）

︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
︑

あ
ら
た
め
て
具
体
的
な
考
証
・
考
察
を
行
う
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
表
氏
の
推
測
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
を
含
め
︑
神
儀
篇
の

著
者
︑
成
立
時
期
︑
由
緒
来
歴
説
の
性
格
等
︑
こ
れ
ら
の
問
題
の
一
端
を
取
り

上
げ
て
論
じ
た
い
︒
な
お
︑
こ
の
よ
う
な
本
稿
の
性
質
上
︑
関
連
す
る
複
数
の

表
氏
説
に
多
々
言
及
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
︒

　
ま
た
そ
れ
に
あ
た
り
︑
神
儀
篇
第
三
条
に
見
え
る
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
と
い
う

べ
き
説
に
︑
と
く
に
注
目
し
た
い
︒
こ
の
説
は
︑
上
宮
太
子
が
こ
の
藝
能
を

﹁
さ
る
が
く
﹂
と
命
名
し
︑
そ
れ
は
﹁
申
楽
﹂
と
表
記
す
べ
き
で
あ
る
（
一
般

的
な
﹁
猿
楽
﹂
の
表
記
は
本
来
的
で
は
な
い
）
と
説
く
も
の
で
あ
る
︒
猿
楽
（﹁
申

楽
﹂）
の
由
緒
来
歴
を
何
ら
か
の
観
点
か
ら
叙
述
す
る
神
儀
篇
に
お
い
て
︑
こ

の
説
が
全
体
の
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
︒
ま
た
︑
上

述
し
た
表
章
氏
に
よ
る
神
儀
篇
の
著
述
に
知
識
人
の
協
力
が
あ
っ
た
と
の
推
測

に
あ
た
っ
て
眼
目
と
な
っ
た
説
で
も
あ
り
︑
上
記
の
問
題
を
考
え
る
際
に
︑
重

要
な
鍵
を
握
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
も
考
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
で
は

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
全
体
の
軸
と
し
て
︑
神
儀
篇
の
成
立
や
こ
の
説
自
体
の
典

拠
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
従
来
神
儀
篇
の
性
格
は
﹁
伝
説
﹂﹁
縁
起
説
﹂

﹁
猿
楽
史
﹂
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
そ
れ
を
世
阿
弥
の
思
想

が
あ
ら
わ
れ
た
著
述
と
し
て
読
む
試
み
は
︑
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

同
篇
の
著
者
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
︑
そ
れ
を
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の

一
篇
に
位
置
付
け
た
の
が
世
阿
弥
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
︒
し
か
も
神
儀
篇
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の
著
述
目
的
と
し
て
︑
猿
楽
（﹁
申
楽
﹂）
へ
の
比
較
的
素
朴
な
矜
き
ょ
う

恃じ

や
神
聖
視

の
た
め
に
︑
そ
の
由
緒
来
歴
説
を
ま
と
め
て
叙
述
し
た
と
す
る
見
か
た
が
仮
に

当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
性
格
は
︑﹃
花
伝
﹄﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
他
篇
に
見

出
さ
れ
る
新
奇
性
や
独
自
の
発
想
と
は
相
当
に
か
け
離
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
の
点
に
注
意
す
る
な
ら
ば
︑
世
阿
弥
が
関
与
し
た
一
篇

と
し
て
︑
神
儀
篇
の
性
格
そ
の
も
の
を
一
か
ら
見
直
す
余
地
が
生
じ
よ
う
︒
し

た
が
っ
て
本
稿
で
は
︑
神
儀
篇
に
一
篇
を
貫
く
ど
の
よ
う
な
意
図
が
は
た
ら
い

て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
同
篇
の
由
緒
来
歴
を
示
す

個
々
の
説
が
︑
何
の
た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
に
相
互
に
並
び
︑
結

び
つ
け
ら
れ
︑
最
終
的
に
は
何
を
説
く
こ
と
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
︑

文
脈
の
読
解
を
試
み
た
い
︒
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
︑
神
儀
篇
を
世
阿
弥
独
自

の
論
や
主
張
と
し
て
︑
す
な
わ
ち
字
義
ど
お
り
の
藝
道
論
︑
能
楽
論
と
し
て
と

ら
え
る
可
能
性
が
な
い
か
を
考
え
︑
そ
の
著
述
の
意
図
や
﹃
風
姿
花
伝
﹄
に
お

け
る
役
割
の
問
題
に
つ
い
て
も
再
考
し
た
い
︒

　
な
お
︑
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
手
順
と
し
て
︑
本
稿
前
半
で
は
神
儀
篇
の

成
立
時
期
や
そ
の
著
者
︑
説
の
形
成
に
つ
い
て
考
証
・
推
測
を
行
い
（
第
一
節

︱
第
四
節
）︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
後
半
に
同
篇
の
主
旨
や
能
楽
論
・
藝
道
論

と
し
て
の
意
味
︑
著
述
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
第
五
節
︱
第
七
節
）︒

一
　
神
儀
篇
の
成
立
時
期
―
―
「
申
楽
」
表
記
は
応
永
二
十
五
年
以
後
か

　
神
儀
篇
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
︑
具
体
的
に
論
じ
た
唯
一
の
説
と
言
っ
て
よ

い
の
は
︑
序
に
触
れ
た
︑
表
章
氏
に
よ
る
応
永
二
十
五
年
以
後
に
著
述
さ
れ
た

可
能
性
の
指
摘
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ
こ
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
表
氏
は
︑
そ
の
結

論
を
断
定
せ
ず
躊
躇
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
本
節
で
は
︑
こ
の
表
氏
説
を
検

討
し
︑
そ
の
指
摘
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
い
︒

　
こ
の
表
氏
説
の
根
拠
は
︑
序
に
述
べ
た
第
三
条
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
︑
す
な

わ
ち
次
の
一
節
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
（
以
下
こ
の
説
を
そ
の
よ
う
に
称
す

る
）︒　

上
宮
太
子
︑
天
下
す
こ
し
さ
は
り
あ
り
し
時
︑
神
代
・
仏
在
所
の
吉
例

に
任
て
︑
六
十
六
番
の
物
ま
ね
を
彼
河
勝
に
お
ほ
せ
て
︑
お
な
じ
く

六
十
六
番
の
面
を
御
作
に
て
︑
即
河
勝
に
あ
た
へ
た
ま
ふ
︒
橘
の
大
裏
し

し
ん
殿
に
て
こ
れ
を
懃
ず
︒
天
下
お
さ
ま
り
︑
国
し
づ
か
な
り
︒︹
第
三

条
第
四
段
︺

　
上
宮
太
子
︑
末
代
の
為
︑
神
楽
な
り
し
を
︑﹁
神
﹂
と
い
ふ
字
の
片
を

の
け
て
︑
つ
く
り
を
の
こ
し
給
ふ
︒
こ
れ
︑
日
よ
み
の
﹁
申
﹂
な
る
が
ゆ

え
に
︑﹁
申
楽
﹂
と
名
付
︒
則
︑
た
の
し
み
を
申
に
よ
り
て
な
り
︒
又
は

神
楽
を
わ
く
れ
ば
な
り
︒

（
14
）

︹
第
三
条
第
五
段
︺
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上
宮
太
子
が
秦
河
勝
に
演
じ
さ
せ
た
六
十
六
番
の
物
ま
ね
を
︑﹁
神
﹂
字
の
旁
つ
く
り

を
採
っ
て
﹁
申
楽
﹂（
さ
る
が
く
）
と
命
名
し
た
こ
と
を
述
べ
る
右
の
説
は
︑

猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
に
由
来
す
る
と
説
く
第
一
条
の
神
代
起
源
説（

15
）

を
承う

け
た
藝
能

の
名
称
由
来
説
で
あ
る
︒
序
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
説
の
特
徴
は
﹁
さ
る
が

く
﹂
を
﹁
申
楽
﹂
と
表
記
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
り
︑
世
阿
弥
以
前
の

文
献
に
は
︑
こ
の
類
の
説
や
﹁
申
楽
﹂
と
表
記
す
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
こ

と
か
ら
︑
世
阿
弥
周
辺
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
説
と
考
え
ら
れ
る
︒
表
氏
は
︑

世
阿
弥
が
一
般
の
﹁
猿
楽
﹂
表
記
と
異
な
る
こ
の
説
を
主
張
し
始
め
た
の
が
い

つ
頃
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
︑
約
二
十
種
の
世
阿
弥
伝
書
す
べ
て
を
対
象
に
︑

﹁
さ
る
が
く
﹂
の
用
例
の
表
記
を
精
査
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
応
永
二
十
年

代
後
半
以
降
に
完
成
し
た
と
表
氏
が
推
定
す
る
現
存
本
﹃
風
姿
花
伝
﹄

（
16
）

に
は

﹁
申
楽
﹂
表
記
の
例
が
多
く
︑
な
か
で
も
神
儀
篇
で
は
全
用
例
が
そ
れ
に
該
当

す
る
の
に
対
し
︑
応
永
二
十
五
年
ま
で
に
相
伝
し
た
と
見
て
よ
い
伝
書
の
用
例

は
す
べ
て
仮
名
書
き
で
あ
り
﹁
申
楽
﹂
表
記
へ
の
関
心
が
う
か
が
わ
れ
な
い
こ

と
か
ら
︑
表
氏
は
︑
神
儀
篇
の
著
述
が
︑
応
永
二
十
五
年
以
後
に
行
わ
れ
た
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒

　
そ
れ
に
対
し
︑
表
氏
が
こ
の
結
論
の
断
定
を
控
え
た
直
接
の
理
由
は
︑
第
一

に
︑﹃
花
鏡
﹄
現
存
本
の
う
ち
応
永
二
十
五
年
以
前
に
世
阿
弥
が
著
述
し
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
条
々
に
も
﹁
申
楽
﹂
と
表
記
し
た
例
が
見
え
る
こ
と
︑
第
二

に
﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
以
後
の
著
述
で
あ
る
﹃
拾
玉
得
花
﹄﹃
習
道
書
﹄
の
用

例
に
は
﹁
申
楽
﹂
表
記
が
案
外
少
な
く
仮
名
書
き
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
仮
名
書

き
の
用
例
が
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
以
前
を
示
す
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
の
懸
念
を

生
じ
た
こ
と
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
考
え
る
に
︑
第
一
に
つ
い
て
は
︑
著
述
時
期

は
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
も
︑﹃
花
鏡
﹄
現
存
本
が
実
際
に
書
写
さ
れ
た
の
は
︑

そ
の
奥
書
が
記
さ
れ
た
応
永
三
十
一
年
頃
で
あ
り
︑
同
二
十
五
年
よ
り
も
は
る

か
に
後
年
で
あ
る
︒
ま
た
第
二
に
つ
い
て
は
︑﹃
拾
玉
得
花
﹄﹃
習
道
書
﹄
に
は

仮
名
表
記
も
見
ら
れ
る
が
︑﹁
申
楽
﹂
表
記
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑

こ
れ
ら
の
現
象
は
先
の
表
氏
の
調
査
結
果
と
と
く
に
矛
盾
し
な
い
︒
そ
れ
に
対

し
︑
上
述
し
た
よ
う
に
︑
応
永
二
十
五
年
ま
で
に
書
写
し
た
伝
書
と
現
存
本

﹃
風
姿
花
伝
﹄
と
の
表
記
と
の
差
は
︑﹁
申
楽
﹂
表
記
へ
の
意
識
の
有
無
を
歴
然

と
示
し
て
い
よ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
が
考
案
さ
れ
神
儀
篇
の

一
部
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
の
は
︑
応
永
二
十
五
年
以
後
と
見
て
差
し
支
え
な
い

と
考
え
る
︒

　
こ
の
こ
と
は
︑
現
存
す
る
神
儀
篇
全
体
の
成
立
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
︒

つ
ま
り
︑
表
氏
が
躊
躇
し
た
説
を
以
上
の
よ
う
に
検
討
す
れ
ば
︑
同
篇
全
体
の

成
立
時
期
も
︑
同
じ
く
応
永
二
十
五
年
以
後
と
推
定
さ
れ
る
︒
一
方
︑
神
儀
篇

を
含
む
﹃
風
姿
花
伝
﹄
全
体
の
完
成
時
期
に
つ
い
て
表
氏
は
︑
同
書
書
名
に
見

え
る
﹁
風
姿
﹂
の
語
が
︑
他
の
世
阿
弥
伝
書
で
は
﹃
至
花
道
﹄（
応
永
二
十
七

年
六
月
奥
書
）
の
頃
よ
り
現
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
︑
応
永
二
十
七
年
頃

を
そ
の
上
限
で
あ
る
と
考
え
︑
同
年
か
ら
応
永
三
十
年
頃
を
︑
同
書
と
と
も
に

神
儀
篇
の
成
立
時
期
で
も
あ
る
と
︑
や
は
り
断
定
を
躊
躇
し
な
が
ら
も
ひ
と
ま
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ず
の
推
定
を
し
て
い
る（

17
）

︒
し
か
し
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
時
期
に
つ
い
て
︑
筆

者
は
右
表
氏
説
と
異
な
り
︑
応
永
二
十
七
年
六
月
（﹃
至
花
道
﹄
相
伝
期
）
以
前

で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る（

18
）

︒﹃
至
花
道
﹄
を
含
め
︑
そ
の
頃
か
ら
の
世
阿
弥

伝
書
に
字
音
語
造
語
を
多
用
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
︑﹃
風
姿
花

伝
﹄
に
は
世
阿
弥
自
身
が
後
補
し
た
箇
所
を
含
め
て
そ
の
特
徴
が
な
い
こ
と
が
︑

そ
の
理
由
で
あ
る
︒﹁
風
姿
﹂
の
語
に
つ
い
て
も
︑
ま
ず
完
成
期
の
﹃
風
姿
花

伝
﹄
に
用
い
ら
れ
︑
そ
の
後
﹃
至
花
道
﹄
等
に
も
用
い
ら
れ
た
と
見
れ
ば
不
自

然
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
今
な
お
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
推
定
し
て
お
り
︑

し
た
が
っ
て
︑
神
儀
篇
の
成
立
時
期
︑
及
び
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
形
成
時
期
の
推

定
範
囲
は
︑
表
氏
説
と
異
な
り
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
期
と
と
も
に
︑
応
永

二
十
五
年
以
後
一
︑二
年
の
間
に
絞
ら
れ
る
と
考
え
る
︒

二
　
神
儀
篇
の
著
者
の
問
題
（
一
）

―
―
「
申
楽
」
命
名
説
の
典
拠
と
学
識
的
背
景

　
神
儀
篇
の
成
立
時
期
の
問
題
と
並
ん
で
︑
そ
の
成
立
の
経
緯
に
関
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
︑
同
篇
が
世
阿
弥
自
身
の
著
述
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
︒
吉
田
東
伍
（
一
八
六
四
︱
一
九
一
八
）
は
︑
同
篇
は
世
阿
弥
の
他
の

著
作
と
内
容
や
執
筆
態
度
に
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
世
阿
弥
に
仮
託
し
た
後
代

の
偽
書
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

19
）

︒
そ
れ
に
対
し
表
章
氏
は
︑
そ
の
世
阿
弥
ら
し

く
な
い
荒
唐
無
稽
な
内
容
の
背
景
に
︑
序
に
述
べ
た
よ
う
に
学
識
が
う
か
が
わ

れ
る
こ
と
に
注
目
し
︑
神
儀
篇
の
文
章
は
純
粋
な
世
阿
弥
の
著
作
で
は
な
く
︑

世
阿
弥
が
何
ら
か
の
知
識
人
に
委
嘱
し
て
編
ん
で
も
ら
っ
た
猿
楽
由
緒
説
に
︑

大
和
猿
楽
円
満
井
座
の
伝
承
を
少
々
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る（

20
）

︒

表
氏
は
同
時
に
︑
同
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
に
つ
い
て
︑
そ
の
附
会
の
巧
妙
さ

や
︑﹁
申
楽
﹂
の
意
味
を
﹁
楽
し
み
を
申
﹂
な
ど
と
述
べ
る
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン

ス
が
︑
世
阿
弥
の
文
章
と
は
異
質
で
あ
り
︑
別
人
物
の
発
想
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
い
る
︒
こ
れ
も
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
と
首
肯
さ
れ
る
︒
本
節
で
は
こ
の

よ
う
に
著
者
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
に
引
き
続
き
注
目

し
︑
そ
こ
に
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
何
ら
か
の
学
識
が
見
出
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
証
す
る
︒

　
こ
れ
に
関
し
て
着
目
し
た
い
の
は
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
が
漢
字
一
字
を
偏
と

旁
に
分
け
る
発
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
説
を
な
す
に

は
︑
漢
字
の
素
養
︑
と
く
に
﹁
神
﹂
字
の
構
成
に
関
す
る
知
識
が
必
要
で
あ
り
︑

世
阿
弥
一
人
で
発
想
し
え
た
と
は
考
え
が
た
い（

21
）

︒
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
こ

の
説
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
う
る
の
は
︑
中
国
後
漢
の
許
慎
（
生
没
年
未
詳
）
が

撰
述
し
た
最
古
の
字
書
﹃
説
文
解
字
﹄
の
︑
次
に
引
用
す
る
巻
一
﹁
神
﹂
字
条

で
あ
ろ
う
︒

神
　
天
神
︒
引
出
萬
物
者
也
︒
從
示
︑
申
聲
︒

﹇
訓
読
﹈
神
︒
天
神
︒
萬
物
を
引
出
す
る
者
な
り
︒﹁
示
﹂
に
從
ふ
︑

﹁
申し
ん

﹂
の
聲
︒

（
22
）
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﹁
天
神
︒
引
出
萬
物
者
也
﹂
は
﹁
神
﹂
字
の
意
味
を
表
し
て
お
り
︑
続
く
﹁
從

示
︑
申
聲
﹂
は
︑﹃
説
文
解
字
﹄
に
お
け
る
形
声
文
字
の
説
解
の
体
例
に
則
り
︑

意
符
﹁
示
﹂
と
声
符
﹁
申
﹂
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
形
声
文
字
を
意
符

と
声
符
と
に
分
け
て
示
す
字
書
及
び
辞
書
類
は
︑
す
べ
て
﹃
説
文
解
字
﹄
の
体

例
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
神
儀
篇
の
﹁
神
﹂
字
か
ら
﹁
申
﹂
字
を
引

き
出
す
発
想
は
︑﹃
説
文
解
字
﹄
の
右
の
説
解
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
︒
ま
た
こ
の
説
解
と
と
も
に
︑
中
国
南
唐
の
徐
鍇
（
九
二
〇
︱
九
七
四
）
に

よ
る
同
書
注
釈
﹃
説
文
解
字
繫
伝
﹄
の
次
の
文
に
も
注
意
さ
れ
る
︒

臣
鍇
曰
︑
申
即
引
也
︒
疑
多
聲
字
︒
天
主
降
氣
以
感
萬
物
︑
故
言
引
出
萬

物
也
︒

﹇
訓
読
﹈
臣
鍇
曰
く
︑
申
は
即
ち
引
な
り
︒
疑
ふ
ら
く
は
聲
の
字
多
し
︒

天
主
氣
を
降
し
以
て
萬
物
を
感
ぜ
し
む
︒
故
に
萬
物
を
引
出
す
と
言
ふ
な

り
︒

右
に
は
﹁
申
﹂
の
意
味
が
﹁
引
也
﹂
と
示
さ
れ
て
い
る
（﹁
申
即
引
也
﹂）︒
上

述
し
た
説
解
に
つ
い
て
﹁
故
言
引
出
萬
物
也
﹂
と
言
う
の
も
︑﹁
神
﹂
字
の
意

味
に
﹁
申
﹂
の
意
味
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
た
か
ら
で
あ
り
︑
徐
鍇
は

﹁
神
﹂
字
を
形
声
文
字
で
は
な
く
会
意
文
字
と
解
し
て
い
た（

23
）

︒
徐
鍇
の
﹃
繫

伝
﹄
が
こ
の
よ
う
に
﹁
神
﹂
字
の
声
符
﹁
申
﹂
の
意
味
を
〝
引
き
出
す
〟
の
意

で
あ
る
と
述
べ
る
点
は
︑
神
儀
篇
が
﹁
す
な
は
ち
︑
楽
し
み
を
申
に
よ
り
て
な

り
﹂
と
︑
や
は
り
﹁
申
﹂
の
意
味
に
言
及
す
る
こ
と
と
通
ず
る（

24
）

︒
よ
っ
て
︑

﹃
説
文
解
字
﹄
と
と
も
に
そ
の
注
釈
﹃
説
文
解
字
繫
伝
﹄
も
︑
神
儀
篇
の
﹁
申

楽
﹂
命
名
説
の
発
想
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒

　﹃
説
文
解
字
﹄﹁
神
﹂
字
説
は
︑
日
本
中
世
の
文
献
に
も
︑
そ
の
引
用
や
そ
れ

を
用
い
た
説
が
複
数
見
出
さ
れ
る
︒
世
阿
弥
周
辺
で
参
照
さ
れ
た
﹃
説
文
解

字
﹄
本
文
と
し
て
は
︑
同
書
及
び
﹃
繫
伝
﹄
を
含
む
同
書
注
釈
を
摘
録
し
た

﹃
古
今
韻
会
挙
要
﹄
の
五
山
版
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
刊
本
が
知
ら
れ
る（

25
）

︒

ま
た
﹃
説
文
解
字
﹄﹁
神
﹂
字
条
を
引
用
し
た
例
と
し
て
︑
世
阿
弥
と
交
流
の

あ
っ
た
岐き

陽よ
う

方ほ
う

秀し
ゅ
う（

第
六
節
に
言
及
）
に
よ
る
﹃
碧
巌
録
﹄
注
釈
﹃
碧
巌
録
不

二
鈔
﹄
や
︑
一い
ち

条
じ
ょ
う

兼か
ね

良よ
し

の
﹃
日
本
書
紀
﹄
神
代
巻
注
釈
﹃
日
本
書
紀
纂
疏
﹄

等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

26
）

︒
し
か
も
日
本
中
世
の
文
献
に
は
︑
右
の
﹃
説
文

解
字
﹄﹁
神
﹂
字
条
の
説
を
用
い
た
︑
猿
に
関
す
る
附
会
説
も
見
出
さ
れ
る
︒

関
屋
俊
彦
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
中
期
の
天
台
山
王
神
道
書
﹃
耀
天

記
﹄

（
27
）

の
次
の
文
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒

昔
の
黄
帝
ハ
︙
︙
其
臣
下
ニ
テ
蒼
頡
大
臣
ト
聞
シ
人
ハ
︙
︙
黄
帝
ノ
勅
ヲ

ウ
ケ
給
テ
︑
文
字
ハ
造
出
タ
リ
ト
聞
エ
侍
レ
バ
︙
︙
神
ト
申
文
字
ヲ
バ

0

0

0

0

0

0

0

︑

サ
ル
ニ
シ
メ
ス
ト
ツ
ク
ル
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
サ
ル
ト
申
文
字
ニ
ハ
日
ヨ
シ
ノ
サ
ル
ヲ
用

ヰ
︑
シ
メ
ス
ト
申
ス
文
字
ニ
ハ
示
現
ノ
示
ヲ
用
ル
ナ
ル
ベ
シ
︒
其
示
文
字

ヲ
篇
ニ
シ
テ
神
ノ
字
ヲ
作
タ
レ
バ
︑
神
ノ
文
字
ヲ
バ
申
ニ
示
ト
申
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
サ
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レ
バ
神
ト
申
ス
文
字
ハ
︑
山
王
ト
申
サ
ン
ズ
ル
神
ニ
︙
︙
サ
ル
ニ
ス
ガ

︹
タ
︺
ヲ
示
シ
給
ハ
ン
ズ
レ
バ
︑
其
由
ヲ
文
字
ニ
作
リ
顕
サ
ン
ト
テ
︑
蒼

頡
大
臣
将
来
カ
ヾ
ミ
テ
︑
山
王
ノ
御
事
ヲ
造
タ
ル
文
字
也
︒

（
28
）

右
は
中
国
の
文
字
発
祥
説
に
基
づ
く
説
で
も
あ
り
︑
漢
字
を
構
成
要
素
に
分
割

す
る
発
想
が
や
は
り
﹃
説
文
解
字
﹄
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
ま

た
︑
こ
れ
は
同
書
﹁
神
﹂
字
の
説
解
を
日
吉
山
王
神
道
の
神
猿
に
附
会
し
た
説

で
あ
る
が
︑
猿
へ
の
附
会
説
は
︑
世
阿
弥
と
同
時
代
の
天
台
僧
良
遍
の
応
永

二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
二
月
の
講
説
を
記
述
し
た
﹃
日
本
書
紀
巻
第
一
聞

書
﹄
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

神
代
上
文
︒
此
巻
ニ
ハ
︑
天
神
七
代
ノ
事
ヲ
注
ス
︒
仍
︑
神
代
上
ト
云
也
︒

凡0

︑
神
ト
者

0

0

0

︑
申
ニ
示
ト
書
ケ
リ

0

0

0

0

0

0

0

︒
申
ト
ハ

0

0

0

︑
一
心
也

0

0

0

︑
六
窓
獮
猴
ノ
義

0

0

0

0

0

0

︑

可
思
之

0

0

0

︒
︙
︙
一
心
ノ
神
ハ
︑
万
徳
ヲ
具
足
シ
︑
宛
然
ノ
本
有
也
ト
云
意

也
︒

（
29
）

右
で
は
﹁
神
﹂
字
の
要
素
﹁
申
﹂
か
ら
猿
を
連
想
さ
せ
︑
禅
に
伝
わ
っ
た
六
窓

獮
猴

0

0

の
譬
喩（

30
）

か
ら
﹁
一
心
﹂
概
念
を
導
き
出
し
︑
神
道
の
神
の
本
性
と
結
び
つ

け
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
世
阿
弥
活
動
期
前
後
を
含
ん
だ
日
本
中
世
の
文
献

に
は
﹃
説
文
解
字
﹄
の
﹁
神
﹂
字
に
基
づ
く
説
が
散
見
さ
れ
︑
な
か
に
は

﹁
申
﹂
字
の
和
訓
に
猿
を
結
び
つ
け
た
附
会
説
が
含
ま
れ
る
︒
神
儀
篇
の
﹁
申

楽
﹂
命
名
説
が
︑
学
識
の
場
と
い
う
視
点
か
ら
い
ず
れ
の
説
に
近
い
か
な
ど
︑

こ
れ
ら
の
説
と
の
関
係
は
い
ま
措
く
が
︑
そ
れ
が
中
国
の
字
書
の
学
識
に
基
づ

く
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
旁
で
あ
る
﹁
申
﹂
の
和
訓
に
猿
を

結
び
つ
け
る
発
想
は
︑﹃
耀
天
記
﹄﹃
日
本
書
紀
巻
第
一
聞
書
﹄
の
類
の
附
会
説

（
た
だ
し
こ
れ
ら
の
説
そ
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
）
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
︑
そ
れ
ら
の
な
か
に
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
神
代
巻
注
釈
と
し

て
の
神
道
説
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
︑
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹃
説
文
解
字
﹄
の
﹁
神
﹂
字
の
説
解
を
﹁
猿
﹂
と
結
び
つ
け

た
附
会
説
は
鎌
倉
期
に
す
で
に
見
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑

世
阿
弥
が
﹁
申
楽
﹂
表
記
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
応
永
二
十
五
年

（
一
四
一
八
）
以
後
で
あ
り
︑
猿
楽
を
﹁
申
楽
﹂
と
書
い
た
そ
れ
以
前
の
文
献

も
見
出
せ
な
い
︒
識
字
率
が
低
か
っ
た
は
ず
の
世
阿
弥
以
前
の
猿
楽
の
役
者
が
︑

字
書
の
教
養
を
要
す
る
説
を
伝
え
て
い
た
必
然
性
も
見
出
し
に
く
い
︒
こ
れ
ら

を
総
合
す
れ
ば
︑
神
儀
篇
の
種
々
の
由
緒
説
の
な
か
で
少
な
く
と
も
﹁
申
楽
﹂

命
名
説
は
︑
一
知
識
人
が
世
阿
弥
に
協
力
し
て
考
案
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
お
そ

ら
く
は
執
筆
も
行
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒

三
　
神
儀
篇
の
著
者
の
問
題
（
二
）

―
―
文
体
及
び
太
子
の
呼
称
に
着
目
し
て

　
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
は
知
識
人
の
学
識
に
よ
っ
て
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な
っ
た
と
言
え
る
が
︑
表
章
氏
は
︑
神
儀
篇
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
世
阿
弥
以
外

の
人
物
の
手
に
な
る
文
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
神
儀
篇
の

﹁
短
文
主
体
の
き
び
き
び
し
た
﹂﹃
風
姿
花
伝
﹄
他
篇
と
は
異
な
る
文
体
を
︑
世

阿
弥
以
外
の
人
物
の
手
に
な
る
と
述
べ
て
い
る（

31
）

︒
ま
た
︑
世
阿
弥
が
太
子
に
言

及
す
る
場
合
﹁
聖
徳
太
子
﹂
と
称
す
る
が
︑
神
儀
篇
に
﹁
上
宮
太
子
﹂
の
呼
称

が
五
例
見
え
る
の
は
︑
世
阿
弥
と
は
別
人
物
の
手
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
も
指

摘
し
て
い
る
︒
表
氏
の
こ
れ
ら
の
指
摘
は
︑
た
し
か
に
神
儀
篇
の
著
者
の
問
題

に
関
し
て
示
唆
を
与
え
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
表
氏
が
言
及
す
る
右
の
文
体
が

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
な
す
学
識
を
有
す
る
知
識
人
の
そ
れ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

と
言
え
る
か
ど
う
か
は
︑
実
際
に
そ
れ
に
該
当
す
る
文
を
具
体
的
に
吟
味
し
︑

文
体
と
し
て
の
特
徴
を
正
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う
︒
ま
た
︑

﹁
上
宮
太
子
﹂
の
用
例
に
つ
い
て
も
︑
神
儀
篇
の
ど
こ
に
見
え
て
お
り
︑
そ
れ

が
右
の
文
体
と
相
関
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
し

た
が
っ
て
︑
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
個
々
の
文
に
即
し
て
検
証
・
考

察
す
る
た
め
に
︑
神
儀
篇
各
条
の
性
質
の
違
い
に
留
意
し
︑
第
三
条
と
そ
れ
以

外
の
条
々
に
分
け
て
考
え
た
い
︒
ま
ず
第
三
条
に
注
目
す
る
の
は
︑
後
述
す
る

よ
う
に
︑
神
儀
篇
全
体
が
表
氏
が
注
目
し
た
文
体
で
貫
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
な
か
で
︑
第
三
条
に
は
︑
と
り
わ
け
表
氏
が
指
摘
し
た
神
儀
篇
の
文
体
面

の
特
徴
が
際
立
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
ま
た
こ
れ
ら
の
検
証
・
考
察
と
同
時

に
︑
逆
に
︑
ど
の
文
が
世
阿
弥
自
身
の
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も

推
測
し
た
い
︒

　
ま
ず
︑
第
三
条
の
第
一
段
・
第
二
段
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

一
︑
日
本
国
に
お
い
て
は
︑
欽
明
天
皇
の
御
宇
に
︑
大
和
泊
瀬
の
河
に
興
〘
洪
〙

水
の
を
り
ふ
し
︑
河
上
よ
り
一
の
つ
ぼ
な
が
れ
く
だ
る
︒
三
輪
の
杉
の
鳥

居
の
ほ
と
り
に
て
︑
雲
客
此
つ
ぼ
を
と
る
︒
な
か
に
み
ど
り
子
あ
り
︒
か

た
ち
に
う
わ
に
し
て
玉
の
ご
と
し
︒︹
第
三
条
第
一
段
︺

　
是
︑
ふ
り
人
な
る
が
ゆ
え
に
︑
大
裏
に
奏
聞
す
︒
其
夜
御
門
の
御
夢
に

み
ど
り
子
の
い
は
く
︑﹁
我
は
こ
れ
︑
大
国
秦
の
始
皇
の
さ
い
た
ん
な
り
︒

日
域
に
き
ゑ
ん
あ
り
て
今
現
在
す
﹂
と
云
︒︹
同
第
二
段
︺

右
の
文
に
お
い
て
︑
表
氏
が
述
べ
た
特
徴
と
と
も
に
﹁
ご
と
し
﹂︑﹁
い
は
く

︙
︙
と
云
﹂
等
の
語
句
を
含
む
点
は
︑
そ
れ
が
漢
文
訓
読
的
文
体
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
文
体
的
特
徴
は
︑
続
く
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
（
同
条
第
四

段
・
第
五
段
︑
第
一
節
に
引
用
）
に
も
該
当
し
︑
必
ず
し
も
短
文
で
は
な
い
が
︑

同
条
の
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る（

32
）

︒
と
く
に
﹁
天
下
お
さ
ま
り
︑
国
し
づ
か
な

り
﹂（
第
四
段
）
等
の
対
表
現
︑
ま
た
﹁
則
︑
た
の
し
み
を
︙
︙
﹂（
第
五
段
）︑

﹁
則
︑
神
と
崇
め
て
﹂（
第
六
段
）︑﹁
守
屋
は
う
せ
ぬ
︑
と
云
々
﹂
の
﹁
則
﹂

﹁
云
々
﹂
等
︑
漢
文
訓
読
体
に
多
用
さ
れ
る
表
現
が
見
え
る
と
と
も
に
︑﹁
申

楽
﹂
命
名
説
が
﹃
説
文
解
字
﹄
の
知
識
に
基
づ
く
こ
と
と
併
せ
て
︑
第
三
条
全

体
が
漢
文
に
習
熟
し
た
世
阿
弥
の
協
力
者
の
知
識
人
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と

考
え
れ
ば
了
解
し
や
す
い
︒
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ま
た
︑
表
氏
が
世
阿
弥
と
は
別
人
物
の
手
に
な
る
と
指
摘
し
た
﹁
上
宮
太

子
﹂
の
呼
称
は
︑
そ
の
用
例
五
例
の
う
ち
四
例
が
︑
右
に
述
べ
た
第
三
条
に
見

え
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
（
第
三
条
以
外
の
例
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
続

く
第
四
条
の
冒
頭
の
文
に
見
え
る
一
例
だ
け
で
あ
る
）︒
と
り
わ
け
そ
の
二
例
は

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
に
見
え
（﹁
上
宮
太
子

0

0

0

0

︑
天
下
す
こ
し
さ
は
り
あ
り
し
時
︙
︙
﹂︑

﹁
上
宮
太
子

0

0

0

0

︑
末
代
の
為
︑
神
楽
な
り
し
を
︙
︙
﹂）︑
そ
の
知
識
人
が
﹁
上
宮
太

子
﹂
の
呼
称
を
用
い
た
こ
と
を
証
す
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
ま
た
他
の
二
例
は
︑

そ
れ
に
続
く
部
分
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

　
彼
河
勝
︑
欽
明
・
敏
達
・
用
明
・
崇
峻
・
推
古
・
上
宮
太
子

0

0

0

0

に
つ
か
へ

た
て
ま
つ
り
︑
こ
の
藝
を
ば
子
孫
に
つ
た
へ
︑
化
人
跡
を
と
め
ぬ
に
よ
り

て
︑
摂
津
国
難
波
の
浦
よ
り
︑
う
つ
ほ
船
に
の
り
て
︑
風
に
ま
か
せ
て
西

海
に
出
づ
︒
播
磨
国
坂
越
の
浦
に
つ
く
︒
浦
人
舟
を
あ
げ
て
見
れ
ば
︑
形

人
間
に
か
は
れ
り
︒
諸
人
に
つ
き
た
ゝ
り
て
き
ず
い
を
な
す
︒
則
︑
神
と

崇
め
て
︑
国
豊
也
︒﹁
お
う
き
に
あ
る
ゝ
﹂
と
か
き
て
︑
大
荒
大
明
神
と

名
付
く
︒
今
の
代
に
霊
験
あ
ら
た
な
り
︒
本
地
毘
沙
門
天
王
に
て
ま
し
ま

す
︒︹
第
三
条
第
六
段
︺

　
上0

宮
太
子

0

0

0

︑
守
屋
の
逆
臣
を
た
い
ら
げ
給
し
時
も
︑
か
の
河
勝
が
神
通

方
便
の
手
に
か
ゝ
り
て
守
屋
は
う
せ
ぬ
︑
と
云
々
︒︹
第
三
条
第
七
段
︺

こ
れ
ら
は
大
和
猿
楽
や
そ
の
周
辺
の
伝
承
と
解
さ
れ
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知

識
人
が
考
案
し
た
話
と
は
考
え
が
た
い
が
︑
そ
こ
で
太
子
を
﹁
上
宮
太
子
﹂
と

呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
第
三
条
の
前
の
文
と
併
せ
て
︑
こ
れ
ら
の
文
章
を
執

筆
し
た
の
が
そ
の
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う（

33
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
第
三
条
に
は
︑
漢
籍
の
学
識
と
併
せ
て
漢
文
訓
読
体
的
文
体

が
見
出
さ
れ
︑﹁
上
宮
太
子
﹂
の
呼
称
が
そ
こ
に
集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
︑

こ
れ
ら
が
す
べ
て
︑
世
阿
弥
で
は
な
く
そ
の
協
力
者
に
よ
る
著
述
の
特
徴
で
あ

る
と
と
も
に
︑
そ
の
人
物
が
知
識
人
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
と
考
え
る
︒

　
ま
た
文
体
面
で
は
︑
第
一
条
・
第
二
条
に
も
注
意
し
た
い
︒
第
一
条
冒
頭
に

は
﹁
神
代
の
は
じ
ま
り
と
云
は

0

0

0

︑
天
照
太
神
︑
天
の
岩
戸
に
こ
も
り
給
ひ
し
時

0

0

0

0

0

0

0

︑

天
下
と
こ
や
み
に
成
り
し
に

0

0

0

0

︙
︙
﹂
と
あ
り
︑
第
二
条
冒
頭
に
は
﹁
仏
在
所
に0

は0

︑
し
ゆ
だ
つ
長
者
︑
祇
薗
精
舎
を
た
て
ゝ
供
養
の
時

0

0

0

0

︑
釈
迦
如
来
︑
御
説
法

あ
り
し
に

0

0

0

0

︙
︙
﹂
と
あ
っ
て
︑
両
者
の
構
文
は
近
似
し
て
い
る
︒
し
か
も
両
者

と
も
右
の
文
に
続
い
て
由
緒
説
が
具
体
的
に
示
さ
れ
︑
さ
ら
に
両
者
の
末
尾
に

は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
其
時
の
御
あ
そ
び
︑
申
楽
の
は
じ
め

0

0

0

0

0

0

と
︑
云
々
﹂︑﹁
そ
れ
よ
り
︑

天
竺
に
此
道
は
初
る

0

0

0

0

0

也
﹂
と
あ
り
締
め
括
り
の
表
現
が
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
︑

両
条
は
相
互
に
対
を
な
す
と
も
言
う
べ
き
︑
技
巧
の
勝
っ
た
文
体
で
あ
る
と
言

え
る
︒
第
一
条
に
﹁
︙
︙
と
︑
云
々

0

0

﹂
の
表
現
が
見
え
る
こ
と
と
併
せ
て
︑
こ

れ
ら
は
漢
文
体
的
特
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
執

筆
者
は
︑
世
阿
弥
で
は
な
く
知
識
人
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒

　
た
だ
し
こ
の
両
条
は
︑
内
容
的
に
︑
知
識
人
の
考
案
に
よ
っ
た
と
す
る
に
は

疑
問
が
残
る
︒
表
氏
が
神
儀
篇
の
学
識
の
あ
ら
わ
れ
と
述
べ
た
記
紀
や
﹃
賢
愚
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経
﹄
に
基
づ
く
脚
色
は
︑
原
拠
の
指
摘
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が（

34
）

︑
第

一
条
の
天
岩
戸
説
話
は
︑
記
紀
の
記
述
に
合
わ
な
い
い
わ
ゆ
る
﹁
中
世
日
本

紀
﹂﹁
中
世
神
話
﹂
に
属
し（

35
）

︑
少
な
く
と
も
当
時
最
高
の
知
識
人
が
考
案
し
た

話
で
は
あ
る
ま
い
︒
第
二
条
の
天
竺
起
源
説
も
︑﹃
賢
愚
経
﹄
の
説
話
内
容
が

大
幅
に
変
形
さ
れ
て
お
り（

36
）

︑﹁
後
戸
﹂
の
語
を
伴
う
仏
教
説
話
で
あ
る
こ
と
か

ら
も（

37
）

︑
天
台
宗
寺
院
常
行
堂
の
藝
能
に
関
す
る
由
緒
説
の
一
類
で
あ
ろ
う
︒
し

た
が
っ
て
こ
の
両
条
の
説
話
は
︑
大
和
猿
楽
に
縁
の
深
い
寺
社
に
伝
わ
っ
た
天

岩
戸
説
話
や
藝
能
の
由
緒
説
の
写
し
ま
た
は
翻
案
で
あ
り（

38
）

︑
第
三
条
の
﹁
申

楽
﹂
命
名
説
以
外
の
文
と
同
様
に
︑
世
阿
弥
が
提
供
し
た
既
成
の
説
を
用
い
て
︑

知
識
人
が
文
章
に
ま
と
め
た
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
第
三
条
の
﹁
申
楽
﹂
命

名
説
が
両
条
の
説
話
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
の
も
︑
そ
の
人
物
が
世
阿
弥
か
ら

あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ら
の
説
の
情
報
を
得
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
神
儀
篇
に
は
漢
文
訓
読
体
的
な
整
っ
た
文
体
が
見
ら
れ
る
が
︑

同
篇
の
全
体
が
そ
の
よ
う
な
文
体
で
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え

ば
︑
次
の
第
四
条
第
一
段
の
文
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒

一
︑
平
の
都
に
し
て
は
︑
村
上
天
皇
の
御
宇
に
︑
昔ａ

の
上
宮
太
子
の
御
筆

の
申
楽
延
年
の
記
を
叡
覧
な
る
に
︑
先ｂ

︑
神
代
・
仏
在
所
の
は
じ
ま
り
︑

月ｃ

氏
・
晨
旦
・
日
域
に
伝
る
き
や
う
げ
ん
き
ぎ
よ
を
も
て
︑
讃
仏
転
法
輪

の
因
縁
を
ま
も
り
︑
魔
縁
を
退
ぞ
け
︑
福
祐
を
ま
ね
く
︒
申ｄ

楽
舞
を
奏
す

れ
ば
︑
国
お
だ
や
か
に
︑
民
し
づ
か
に
︑
寿
命
長
遠
也
と
︑
太
子
の
御
筆

あ
ら
た
な
る
に
よ
て
︑
村
上
天
皇
︑
申
楽
を
も
て
天
下
の
御
祈
禱
可た

る

為べ
し

と

て
︑
そｅ

の
比
︑
彼
河
勝
よ
り
此
申
楽
の
藝
を
伝
る
子
孫
︑
秦
氏
安
な
り
︑

六
十
六
番
申
楽
を
紫
宸
殿
に
て
仕
︒
其ｆ

比
︑
紀
の
ご
の
守
と
申
人
︑
才
智

の
人
な
り
け
り
︒
是
は
か
の
氏
安
が
妹
む
こ
也
︒
こ
れ
を
も
あ
ひ
と
も
な

い
て
申
楽
を
す
︒

こ
の
な
か
で
︑
先
に
知
識
人
の
考
案
に
よ
る
と
推
測
し
た
傍
線
部
ａ
・
ｄ
は
︑

由
緒
・
縁
起
類
の
叙
述
と
し
て
明
快
で
あ
り
︑
そ
の
間
の
傍
線
部
ｃ
も
︑
上
記

ｄ
と
と
も
に
対
（
ま
た
は
三
句
対
）
表
現
を
用
い
た
漢
文
訓
読
体
的
な
特
徴
を

有
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
直
前
の
﹁
先
︑
神
代
・
仏
在
所
の
は
じ
ま
り
﹂（
点

線
部
ｂ
）
は
︑
神
儀
篇
第
一
条
の
神
代
起
源
説
と
第
二
条
の
天
竺
起
源
説
を
指

し
て
い
る
ら
し
く
︑
そ
れ
ら
が
﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
と

言
わ
ん
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
︑
直
後
と
自
然
に
つ
な
が
ら
ず
︑
文
の

体
裁
が
整
っ
て
お
ら
ず
︑
ど
こ
か
ら
が
引
用
で
あ
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
る
（
架

空
の
書
物
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
問
わ
な
い
）︒
後
文
の
︑
村
上
天
皇
が
国
家
の
祈

禱
の
た
め
秦
氏
安
と
紀
権
守
に
猿
楽
を
勤
め
さ
せ
た
と
の
説
明
部
分
（
点
線
部

ｅ
・
ｆ
）
も
︑
挿
入
文
が
繰
り
返
さ
れ
︑
説
明
が
入
り
組
ん
で
い
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
知
識
人
の
筆
を
思
わ
せ
る
漢
文
訓
読
的
な
文
体
と
そ
う
で
な
い
文
体
と

が
混
在
し
て
い
る
の
が
右
引
用
文
で
あ
り
︑
全
体
を
そ
の
知
識
人
が
一
人
で
著

述
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

　
そ
の
な
か
で
︑
先
述
し
た
神
儀
篇
に
お
け
る
﹁
上
宮
太
子
﹂
の
残
り
の
一
例
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が
︑
右
の
ａ
部
分
に
見
え
て
い
る
︒﹁
上
宮
太
子
の
御
筆
の
申
楽
延
年
の
記
﹂

は
︑
同
篇
以
前
に
こ
れ
に
言
及
し
た
資
料
が
な
く
︑
太
子
仮
託
の
架
空
の
書
物

と
見
ら
れ
て
い
る（

39
）

︒
こ
れ
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
上
宮
太
子
﹂
の
呼
称

が
﹁
申
楽
﹂
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
︑
知
識
人
が
考
案
し
た
﹁
申
楽
﹂

命
名
説
と
共
通
し
︑
し
か
も
そ
の
仮
託
・
架
空
で
あ
る
点
も
︑
同
説
の
附
会
・

捏
造
的
な
性
質
に
通
ず
る
こ
と
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
に
記

述
が
あ
る
と
い
う
﹁
申
楽
﹂
の
国
土
安
穏
・
寿
命
長
遠
の
効
用
（﹁
国
お
だ
や

か
に
︑
民
し
づ
か
に
︑
寿
命
長
遠
也
﹂）
が
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
に
も
示
さ
れ
て
い

る
（﹁
天
下
お
さ
ま
り
︑
国
し
づ
か
な
り
﹂
前
掲
）︒
こ
の
よ
う
に
両
者
に
共
通
点

が
多
い
こ
と
は
︑
こ
の
﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
な
る
書
物
の
説
が
︑﹁
申
楽
﹂
命

名
説
と
同
じ
く
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
の
考
案
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か（

40
）

︒

　
こ
れ
ら
か
ら
推
測
す
れ
ば
︑
そ
の
知
識
人
は
︑〝
太
子
の
﹃
申
楽
延
年
の

記
﹄
に
︑
大
陸
の
除
魔
招
福
の
藝
能
に
由
来
し
国
土
安
穏
・
寿
命
長
遠
の
効
用

が
あ
る
と
い
う
﹁
申
楽
﹂
を
︑
村
上
天
皇
が
天
下
の
祈
禱
の
た
め
秦
氏
安
に
命

じ
て
勤
め
さ
せ
た
〟
と
の
素
案
を
執
筆
し
た
が（

41
）

︑
世
阿
弥
が
そ
こ
に
大
和
猿
楽

の
既
成
の
伝
承
︑
す
な
わ
ち
神
代
・
天
竺
起
源
説
を
﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
と
結

び
つ
け
る
文
言
や
︑
秦
氏
安
や
そ
の
妹
聟
の
紀
権
守
が
猿
楽
の
藝
系
に
あ
る
と

の
説
明
（
右
引
用
文
点
線
部
ｂ
・
ｅ
・
ｆ
）
を
書
き
足
し
た
た
め
に
︑
第
四
条

の
先
の
文
は
異
な
る
文
体
が
混
在
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
な
お
︑
第
四
条
の
第
二
段
の
執
筆
者
は
両
人
の
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
が
た
く
︑

第
三
段
は
円
満
井
座
内
部
の
話
題
で
あ
り
︑
太
子
を
﹁
聖
徳
太
子
﹂
と
呼
ん
で

い
る
か
ら
︑
執
筆
者
は
世
阿
弥
で
あ
ろ
う（

42
）

︒

　
さ
ら
に
︑
第
五
条
に
は
次
の
よ
う
に
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
語
が
見
え
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
︒

一
︑
当
代
に
お
い
て
︑
南
都
興
福
寺
の
維
摩
会
に
︑
講
堂
に
て
法
味
を
お

こ
な
い
給
を
り
ふ
し
︑
食
堂
に
て
舞
延
年
あ
り
︒
外
道
を
や
わ
ら
げ
︑
魔

縁
を
し
づ
む
︒
そ
の
間
に
︑
食
堂
前
に
て
彼
御
経
を
講
給
︒
す
な
は
ち
祇

園
正
舎
の
吉
例
也
︒︹
第
五
条
第
一
段
︺

　
然0

ば0

︑
大
和
国
春
日
興
福
寺
神
事
お
こ
な
ひ
と
は
︑
二
月
二
日
︑
同
五

日
︑
宮
寺
に
お
い
て
︑
四
座
の
申
楽
︑
一
年
中
の
御
神
事
初
也
︒
天
下
泰

平
の
御
祈
禱
也
︒︹
第
五
条
第
二
段
︺

表
章
氏
は
︑
神
儀
篇
に
は
世
阿
弥
が
多
用
す
る
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
用
例
が
な
い

と
述
べ
︑
そ
れ
を
同
篇
全
体
を
編
ん
だ
の
が
世
阿
弥
と
は
別
人
物
で
あ
る
と
推

測
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
が（

43
）

︑
実
際
に
は
神
儀
篇
に
は
右
の
よ
う
に

﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
用
例
が
見
え
る
︒
し
か
も
︑
右
の
﹁
し
か
れ
ば
﹂
は
︑
そ
の

用
法
に
も
注
意
さ
れ
る
︒
表
氏
は
︑
世
阿
弥
の
藝
論
の
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
用
例

に
は
︑
通
常
の
用
法
の
よ
う
に
〝
だ
か
ら
〟〝
で
あ
る
か
ら
〟〝
ゆ
え
に
〟
な
ど

と
訳
す
こ
と
が
で
き
な
い
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

44
）

︒
右
の
例
を
検
討

す
る
と
︑
興
福
寺
の
維
摩
会
に
延
年
が
あ
る
た
め
に
二
月
の
神
事
猿
楽
が
あ
る
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と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く（

45
）

︑
こ
の
﹁
然
ば
﹂
も
︑
世
阿
弥
独
特
の
や
や
変

則
的
な
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
右
の
第
二
段
は
世
阿
弥
自
身

が
執
筆
し
た
可
能
性
が
高
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
︒
た
だ
し
右
第
一
段
は
︑
そ

の
漢
文
訓
読
体
に
近
い
文
体
の
特
徴
か
ら
も
︑
知
識
人
が
執
筆
し
た
の
で
は
な

い
か
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
表
氏
が
世
阿
弥
と
別
人
物
の
手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
か
ら
注
目
し
た
神
儀
篇
に
特
徴
的
な
文
体
と
は
︑
漢
文
訓
読
体
的
な

整
っ
た
文
体
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ（

46
）

︑
そ
の
こ
と
は
︑
そ
の
別
人
物
が
漢
文

に
習
熟
し
た
知
識
人
で
あ
り
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
考
案
し
た
人
物
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
神
儀
篇
の
著
述
に
あ
た
っ
て
︑
世
阿
弥
が
︑

同
人
に
協
力
し
た
知
識
人
の
着
想
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
筆
力
も
借
り
た
こ
と
は

疑
い
な
い
︒
と
く
に
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
は
︑
そ
の
全
体
が
ほ
ぼ
そ
の
人

物
の
執
筆
の
跡
を
留
め
て
い
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
第
四
条
・
第
五
条
に
つ

い
て
は
︑
知
識
人
の
素
案
に
世
阿
弥
が
書
き
足
し
を
行
っ
た
た
め
に
︑
入
り
組

ん
だ
説
明
や
構
文
の
不
整
合
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
第
三

条
・
第
四
条
に
見
え
る
﹁
上
宮
太
子
﹂
も
︑
そ
の
知
識
人
に
よ
る
呼
称
で
あ
り
︑

そ
の
前
後
が
そ
の
人
物
に
よ
る
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
な
お
︑
近
畿

の
各
猿
楽
の
座
と
参
勤
先
を
記
し
た
第
六
条
は
︑
世
阿
弥
が
書
き
加
え
た
と
見

て
よ
か
ろ
う
︒
こ
れ
を
要
す
れ
ば
︑
神
儀
篇
の
素
案
を
執
筆
し
た
の
は
漢
文
・

漢
籍
に
秀
で
た
知
識
人
で
あ
り
︑
た
だ
し
最
終
的
に
世
阿
弥
が
そ
れ
を
ま
と
め

直
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
本
節
の
最
後
に
︑
神
儀
篇
の
ど
の
部
分
が
知
識

人
の
手
に
よ
っ
て
お
り
︑
ど
こ
が
世
阿
弥
自
身
に
よ
る
ま
と
め
直
し
で
あ
る
か

に
つ
い
て
︑
筆
者
の
推
定
を
ま
と
め
て
お
く
︒
微
細
な
点
に
つ
い
て
は
な
お
検

討
を
要
す
る
が
︑
大
筋
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
る
︒

　
第
一
条
・
第
二
条
︱
︱
知
識
人
の
著
述
︒
た
だ
し
両
条
の
天
岩
戸
説
話
及
び

天
竺
起
源
説
は
︑
天
台
宗
寺
院
常
行
堂
等
︑
大
和
猿
楽
に
縁
の
深
い
寺
社
に
伝

わ
っ
た
由
緒
説
の
写
し
ま
た
は
翻
案
︒

　
第
三
条
︱
︱
知
識
人
の
著
述
︒
第
三
段
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
も
そ
の
知
識
人

の
考
案
に
よ
る
︒
他
の
段
の
秦
河
勝
説
は
大
和
猿
楽
や
そ
の
周
辺
の
伝
承
の
写

し
ま
た
は
翻
案
︒

　
第
四
条
︱
︱
知
識
人
の
素
案
に
世
阿
弥
が
手
を
加
え
て
い
る
︒
第
一
段
は
世

阿
弥
の
加
筆
が
入
り
交
じ
る
︒
第
二
段
の
執
筆
者
は
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
が
た

い
︒
第
三
段
は
全
体
が
世
阿
弥
の
加
筆
︒

　
第
五
条
︱
︱
第
一
段
は
知
識
人
の
著
述
︒
第
二
段
は
世
阿
弥
の
加
筆
︒

　
第
六
条
︱
︱
全
体
が
世
阿
弥
の
執
筆
︒

四
　
第
三
条
の
主
題
と
形
成

―
―
猿
楽
始
祖
の
秦
河
勝
と
仮
面
藝
能
猿
楽
創
始
者
の
太
子

　
前
節
に
見
た
よ
う
に
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
の
文
章
が
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
の
形
で
跡
を
留
め
た
と
考
え
ら
れ
る
神
儀
篇
第
三
条
は
︑
と
り
わ
け
種
々
の

説
が
綴
り
合
わ
せ
ら
れ
た
条
と
見
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑
そ
の
人
物
は
同
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条
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
︑
全
体
と
し
て
何
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　
第
三
条
は
︑
大
和
猿
楽
が
始
祖
と
す
る
秦
河
勝
の
伝
説
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る（

47
）

︒
そ
の
面
か
ら
同
条
の
構
成
を
見
る
と
︑
第
一
段
か
ら
第
三
段
ま
で
の
河

勝
出
自
説
（
Ａ
）︑
第
四
段
・
第
五
段
の
上
宮
太
子
指
揮
下
に
お
け
る
藝
能
勤

仕
説
（
河
勝
藝
能
者
説
・﹁
申
楽
﹂
命
名
説
＝
Ｂ
）︑
第
六
段
の
河
勝
荒
神
説

（
Ｃ
）
が
揃
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
伝
説
の
ひ
と
と
お
り
の
顚
末
が
整
い
︑

そ
れ
に
第
七
段
の
守
屋
平
定
譚
（
Ｄ
）
が
附
載
さ
れ
る
（
Ａ
・
Ｃ
・
Ｄ
本
文
は

第
三
節
に
引
用
︑
Ｂ
は
第
一
節
に
引
用
）︒

　
こ
れ
ら
を
素
材
面
か
ら
見
る
と
︑
河
勝
出
自
譚
（
Ａ
）
で
は
︑
河
勝
が
大
和

泊
瀬
の
河
に
漂
着
し
た
秦
始
皇
の
再
誕
の
降
人
で
あ
り
︑
宮
中
で
育
ち
︑
大
臣

と
な
っ
て
秦
姓
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
既
成
の
伝
承
と
見
ら
れ

る
が
︑
欽
明
朝
を
舞
台
と
す
る
点
は
︑
推
古
朝
の
上
宮
太
子
統
治
時
代
を
記
す

第
四
段
以
下
の
説
と
は
素
材
が
別
個
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（

48
）

︒
次
に
︑

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
（
河
勝
藝
能
勤
仕
説
︑
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
再
々
述
べ
た
が
︑
太

子
御
作
の
面
を
用
い
た
と
す
る
点
は
︑
先
祖
秦
氏
安
よ
り
伝
来
し
た
﹁
聖
徳
太

子
の
御
作
の
鬼
面
﹂
が
あ
る
と
す
る
︑
大
和
猿
楽
円
満
井
座
の
伝
え
に
着
想
し

た
も
の
で
あ
ろ
う（

49
）

︒
六
十
六
と
い
う
藝
の
番
数
︑﹁
橘
の
内
裏
紫
宸
殿
﹂
と
い

う
上
演
の
場
所
名
は
︑
秦
氏
の
伝
承
や
大
和
猿
楽
の
藝
態
を
反
映
し
て
い
る（

50
）

︒

続
く
河
勝
荒
神
説
（
Ｃ
）
は
︑
本
地
垂
迹
思
想
を
基
盤
と
し
て
︑
河
勝
が
﹁
申

楽
﹂
を
子
孫
に
伝
え
た
後
︑
流
離
し
て
播
磨
国
坂
越
浦
で
奇
瑞
を
な
し
︑
大
荒

大
明
神
（
本
地
毘
沙
門
天
王
）
と
し
て
崇
め
ら
れ
︑
当
地
を
豊
か
に
し
た
と
叙

述
す
る
︒
同
明
神
は
︑
伊
藤
正
義
氏
の
推
測
の
と
お
り
秦
氏
祖
神
の
居
住
区
域

に
お
け
る
勧
請
神
で
あ
り
︑
服
部
幸
雄
氏
の
指
摘
の
と
お
り
︑
大
和
の
円
満
井

座
系
猿
楽
が
崇
め
る
宿
神
と
同
一
で
あ
ろ
う（

51
）

︒
同
条
末
尾
に
附
載
さ
れ
る
守
屋

平
定
譚
（
Ｄ
）
も
河
勝
の
超
人
的
事
蹟
で
あ
り
︑
大
和
猿
楽
に
お
け
る
一
伝
承

と
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
第
三
条
は
全
体
と
し
て
︑
世
阿
弥
が
称
し
た
秦
氏（

52
）

の
先
祖
と
称
さ
れ
る
河
勝
の
︑
常
人
と
は
異
な
る
伝
説
的
経
歴
や
猿
楽
（﹁
申

楽
﹂）
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
来
各
々
別
個
の
説
と
し
て
存

在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
が
種
々
の
説

を
統
合
し
て
構
成
し
︑
首
尾
が
整
っ
た
秦
河
勝
伝
説
一
箇
条
に
仕
上
げ
た
の
で

あ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
同
条
の
内
容
の
基
調
は
大
和
猿
楽
の
始
祖
と
し
て
の
神
格
化
さ

れ
た
河
勝
像
を
説
く
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
が
︑
そ
の
な
か
で
第
二
節
に
お
い

て
知
識
人
が
考
案
し
た
と
推
測
し
た
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
（
上
記
Ｂ
）
だ
け
は
︑

そ
の
描
き
か
た
が
他
と
い
さ
さ
か
異
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
注
意
す
べ
き
は
︑

こ
こ
で
は
河
勝
で
は
な
く
︑
太
子
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る（

53
）

︒
太
子
が
河

勝
伝
説
に
登
場
す
る
こ
と
自
体
は
不
自
然
で
は
な
い
が（

54
）

︑
こ
の
説
が
河
勝
の
藝

能
と
の
関
連
性
を
説
い
て
猿
楽
の
祖
神
で
あ
る
こ
と
を
直
接
示
す
︑
一
連
の
伝

説
の
眼
目
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
こ
で
神
格
に
近
い
あ
つ
か
い
を
受
け

て
い
る
の
は
︑
藝
能
の
催
し
を
発
案
し
六
十
六
番
の
面
を
制
作
し
た
太
子
で
あ

る
︒
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
は
︑
太
子
の
藝
能
に
よ
る
統
治
を
主
題
と
し
︑

河
勝
で
は
な
く
﹁
上
宮
太
子
﹂
と
﹁
申
楽
﹂
に
重
点
を
置
い
て
︑﹁
申
楽
﹂
命
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名
説
を
創
作
し
た
と
見
ら
れ
る
︒

　
そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
こ
こ
で
は
大
和
猿
楽
の
伝
承
の
基
調
か
ら
離
れ
て
太
子
が

主
役
と
さ
れ
た
の
か
︒
そ
れ
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
︑
太
子
の
﹁
申
楽
﹂
命

名
が
︑﹁
申
楽
﹂（
猿
楽
）
と
い
う
藝
能
の
創
始
に
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
で
あ
る
︒

神
儀
篇
第
一
条
・
第
二
条
で
は
猿
楽
の
起
源
が
神
代
や
仏
在
所
に
あ
る
と
説
く

が（
55
）

︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
序
文
に
﹁
申
楽
延
年
の
こ
と
わ
ざ
︑
其
源
を
尋
ぬ
る
に
︑

或
は
仏
在
所
よ
り
を
こ
り
︑
或
は
神
代
よ
り
伝
る
と
い
へ
ど
も
︑
時
う
つ
り

0

0

0

0

︑

代
へ
だ
ゝ
り
ぬ
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
其
風
を
ま
な
ぶ
ち
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
お
よ
び
が
た
し

0

0

0

0

0

0

﹂
と
述
べ
る

よ
う
に
︑
こ
の
二
箇
条
は
︑
太
古
の
起
源
説
と
し
て
冒
頭
を
飾
る
権
威
と
し
て

の
意
味
は
あ
る
に
せ
よ
︑
そ
れ
ら
を
世
阿
弥
が
自
身
の
継
承
し
た
猿
楽
に
直
結

す
る
と
認
め
る
に
は
︑
具
体
性
や
現
実
性
が
希
薄
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て

世
阿
弥
が
実
質
的
に
自
身
の
藝
系
と
認
め
え
た
条
件
は
︑
第
一
に
秦
氏
の
血
統

0

0

0

0

0

に
よ
る
こ
と
︑
第
二
に
仮
面

0

0

藝
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
︑
そ
う

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
第
四
条
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
円
満
井
座
伝
来
の
鬼0

面0

の
作
者
と
伝
え
ら
れ
た
太
子
が
︑
仮
面
制
作
の
み
な
ら
ず
藝
能
の
命
名
を

行
っ
た
猿
楽
の
実
質
的
創
始
者
と
し
て
︑
大
和
猿
楽
の
始
祖
と
さ
れ
た
河
勝
の

伝
説
の
合
間
に
描
き
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
以
上
を
総
合
す
れ
ば
︑
世
阿
弥
と
面
識
の
あ
っ
た
一
知
識
人
は
︑
お
そ
ら
く

応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
前
後
に
︑
秦
氏
の
種
々
の
伝
承
を
統
合
し
首
尾

が
整
っ
た
秦
河
勝
伝
説
を
編
み
︑
円
満
井
座
の
太
子
御
作
の
面
の
伝
承
に
基
づ

い
て
創
作
し
た
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
︑
秦
氏
が
伝
え
る
仮
面

藝
能
と
し
て
の
大
和
猿
楽
の
創
始
説
と
言
う
べ
き
︑
第
三
条
の
内
容
を
仕
上
げ

た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
な
お
こ
こ
で
︑
か
つ
て
よ
り
議
論
さ
れ
て
き
た
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
異
本
で
あ

る
四
篇
本
系
本
文
の
成
立
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
く（

56
）

︒
こ
の
問

題
で
い
ま
注
意
す
べ
き
は
︑
現
在
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
主
要
伝
本
と
し
て
用
い
ら

れ
る
五
篇
本
系
諸
本
（
本
稿
も
原
則
的
に
こ
の
本
文
に
依
拠
す
る
）
で
は
﹁
神
儀

云
﹂
と
す
る
神
儀
篇
の
見
出
し
を
︑
四
篇
本
系
諸
本
で
は
﹁
聞
書
云
﹂
と
作
る

こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
が
原
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
本
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
︑
表
章

氏
や
伊
藤
正
義
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る（

57
）

︒
し
か
し
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
世
阿
弥
に
協
力
し
た
知
識
人
の
創
作
を
含
む
同
篇
の
実

質
は
︑
当
初
か
ら
﹁
聞
書
﹂
で
は
な
か
っ
た
た
め
︑
こ
の
見
出
し
を
原
形
と
断

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
し
︑
世
阿
弥
が
手
を
加
え
る
以
前
の
同
篇
の
素

案
が
︑
表
向
き
は
大
和
猿
楽
の
伝
承
の
体
裁
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
︑
そ
の
と

お
り
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
知
識
人
が
世
阿
弥
の
﹁
聞
書
﹂
と
銘

打
っ
て
見
出
し
を
付
け
た
可
能
性
は
︑
そ
の
人
物
が
附
会
説
の
作
成
者
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
︑
否
定
は
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
神
儀
篇
四

篇
本
の
見
出
し
﹁
聞
書
﹂
は
そ
の
素
案
の
状
態
が
何
ら
か
の
事
情
で
跡
を
留
め

た
も
の
で
あ
っ
て
︑﹁
神
儀
﹂
と
い
う
篇
名
は
︑
そ
の
後
世
阿
弥
が
全
体
を
最

終
的
に
修
訂
し
た
時
に
新
た
に
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
は
あ
ろ
う（

58
）

︒

　
さ
ら
に
附
言
す
れ
ば
︑
表
氏
は
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
の
後
半
部
（
第
三
条
第
五

段
）
を
︑
そ
の
一
節
が
な
く
て
も
前
後
の
文
脈
が
十
分
つ
な
が
る
記
事
で
あ
る
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と
述
べ
︑
増
補
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（

59
）

︒
つ
ま
り
︑
応
永
二
十
五
︑六
年

以
前
に
︑
そ
の
一
節
を
増
補
す
る
以
前
の
原
神
儀
篇
が
存
在
し
て
い
た
と
の
想

定
で
あ
る（

60
）

︒
し
か
し
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
推
測
か
ら
は
︑
右
の
現
象
は
知
識
人

が
考
案
し
た
説
と
︑
既
成
の
伝
承
を
素
材
と
し
た
前
後
の
説
と
の
質
の
違
い
に

起
因
す
る
と
見
れ
ば
了
承
し
う
る
も
の
で
あ
り
︑
右
の
よ
う
な
原
神
儀
篇
を
想

定
す
べ
き
理
由
は
と
く
に
な
い
と
考
え
る
︒

五
　
桃
源
瑞
仙
『
史
記
抄
』
に
う
か
が
わ
れ
る
世
阿
弥
の
猿
楽
観

―
―
「
申
楽
」
は
「
神
楽
」
の
藝
系
で
あ
る

　
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
︑
神
儀
篇
の
成
立
時
期
や
説
の
形
成
︑
執
筆
者
な
ど
︑

成
立
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
︑
以
下
の
節
で
は
そ
れ
を
承
け
て
︑
同
篇

の
著
述
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
第
一
に
︑
知
識
人
の
協
力
を
得
て
考
案

さ
れ
た
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
は
︑
世
阿
弥
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
︒
表
章
氏
は
︑
猿
楽
の
役
者
に
獣
の
﹁
猿
﹂
字
を
用
い
た
﹁
猿

楽
﹂
表
記
を
嫌
う
意
識
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が（

61
）

︑
は
た
し
て
そ
れ
が
﹁
申

楽
﹂
命
名
説
の
眼
目
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒
本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
同
じ

く
表
氏
が
関
連
資
料
と
し
て
注
目
し
た
︑
桃
源
瑞
仙
の
撰
述
に
係
る
﹃
史
記

抄
﹄
滑
稽
列
伝
所
載
の
一
話
の
内
容
を
参
照
し
つ
つ
︑
考
え
て
み
た
い
︒

　
世
阿
弥
の
次
世
代
の
五
山
僧
で
あ
る
桃
源
瑞
仙
（
一
四
三
三
︱
一
四
八
九
）

が
書
き
留
め
た
こ
の
逸
話
は
︑
東
福
寺
を
本
拠
地
と
し
た
禅
僧
岐
陽
方
秀

（
一
三
六
一
︱
一
四
二
四
）
と
世
阿
弥
と
の
交
流
を
示
す
資
料
と
し
て
︑
日
本
史

学
者
の
森
末
義
彰
氏
に
よ
り
能
楽
研
究
界
に
紹
介
さ
れ
て
以
来（

62
）

︑
能
楽
の
専
門

的
研
究
に
お
い
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
瑞
仙
が
方
秀
門
下
で
あ
っ
た

蔵
室
翁
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
と
す
る
︑
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
現
代
日
本
語
訳
は
後
述
）︒

世
阿
︙
︙
常
在
不
二
師
座
上
笑
談
︑
且
供
禅
寂
一
噱
︒
嘗
云
︑﹁
俗
之
語

訛
者
甚
矣
︒
呼
我
輩
為
猿
楽
︑
不
足
言
之
︑
其
変
成
申
楽
︑
猶
無
憑
拠
︑

況
於
猿
哉
︒
本
是
神
楽
也
︒
人
或
従
省
作
申
︑
爾
来
転
申
成
猿
︒
豈
不
誤

也
耶
﹂︒（
巻
十
六
﹁
滑
稽
列
伝
﹂
第
六
十
六
︑
標
点
引
用
者
）

（
63
）

右
の
﹁
嘗
云
﹂
以
下
は
︑
世
阿
弥
が
方
秀
の
許
で
禅
僧
に
向
か
っ
て
話
し
た
内

容
で
あ
る
が
︑
表
氏
は
次
の
よ
う
に
︑
そ
の
内
容
が
﹁
猿
楽
﹂
の
表
記
の
誤
り

を
指
摘
す
る
点
に
重
点
が
あ
る
と
解
し
︑
同
時
に
︑﹁
申
楽
﹂
表
記
に
対
す
る

説
が
神
儀
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
と
矛
盾
す
る
と
述
べ
て
い
る
︒

素
直
に
読
め
ば
〝
世
間
の
言
葉
（
＝
用
字
）
に
は
訛
誤
が
多
い
︒
我
々
を

﹁
猿
楽
﹂
と
呼
ぶ
の
は
甚
だ
お
か
し
い
こ
と
だ
︒
そ
れ
を
変
え
て
﹁
申
楽
﹂

と
言
う
の
も
根
拠
が
な
い
︒
ま
し
て
﹁
猿
楽
﹂
な
ど
と
ん
で
も
な
い
︒
本

来
は
﹁
神
楽
﹂
な
の
だ
が
︑﹁
神
﹂
の
字
を
人
が
略
記
し
て
﹁
申
﹂
と
書
き
︑

そ
れ
が
さ
ら
に
﹁
猿
﹂
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
︑
誤
り
も
甚
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だ
し
い
〟
と
世
阿
弥
は
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒︹
神
儀
篇
﹁
申
楽
﹂

命
名
説
と
較
べ
る
と
︺
本
来
は
﹁
神
楽
﹂
だ
と
言
う
点
は
共
通
し
︑﹁
猿
楽
﹂

は
甚
だ
お
か
し
い
と
の
点
も
︑﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
の
根
底
に
あ
っ

た
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
申
楽
﹂
と
書
く
の
は
根
拠
が
な
い
と
言
う

点
は
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
︒

（
64
）

し
か
し
右
の
文
の
解
釈
に
つ
い
て
再
考
す
る
に
︑﹁
其
変
成
申
楽
︑
猶
無
憑

拠
﹂
の
﹁
其
﹂
は
﹁
猿
楽
﹂
を
指
す
代
詞
で
は
な
く
︑﹁
其
れ
﹂
と
訓
み
︑
直

後
に
係
っ
て
個
別
の
場
合
を
提
示
す
る
（
一
種
の
仮
定
︑〝
︙
︙
に
つ
い
て
は
〟

〝
︙
︙
に
つ
い
て
も
〟
ほ
ど
の
意
を
表
す
）
連
詞
で
あ
る
︒
そ
れ
を
ふ
ま
え
︑
こ

の
一
連
の
文
を
私
に
現
代
日
本
語
訳
す
れ
ば
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

﹇
現
代
日
本
語
訳
﹈　
世
阿
弥
は
︙
︙
平
生
︑
不
二
和
尚
の
も
と
に
寄
っ
て

は
談
笑
し
︑
し
か
も
禅
の
悟
り
の
場
に
大
笑
い
を
提
供
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
︒
あ
る
時
︹
世
阿
弥
が
︺
言
っ
た
︑﹁
世
間
で
の
こ
と
ば
の
誤
り
は
ひ

ど
い
も
の
で
す
︒
我
々
を
﹃
猿
楽
﹄
と
見
な
す
な
ど
は
︹
ひ
ど
す
ぎ
て
︺

指
摘
す
る
値
打
ち
も
な
い
ほ
ど
で
す
︒︹﹃
神
楽
﹄
の
﹃
神
﹄
の
字
を
︺
変

形
し
て
﹃
申
楽
﹄
と
す
る
こ
と
︹
に
つ
い
て
も
︑
そ
れ
︺
で
さ
え
根
拠
が

な
い
の
に
︑
ま
し
て
や
﹃
猿
﹄
と
は
何
た
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒
本
来
は

神
楽
な
の
で
す
︒
人
々
の
な
か
で
一
部
の
人
が
︹﹃
神
﹄
字
の
偏
を
︺
省
略

し
て
﹃
申
﹄
と
改
め
︑
そ
の
後
︹
い
つ
の
間
に
か
︺﹃
申
﹄
字
が
変
え
ら
れ

て
﹃
猿
﹄
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
︒
誤
り
で
な
い
は
ず
が
あ

り
ま
せ
ん
﹂
と
︒

右
で
は
﹁
変
じ
て
﹂
の
下
に
置
か
れ
る
賓
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は

下
文
の
︑
本
来
こ
の
藝
能
は
神
楽
で
あ
る
（﹁
本
是
神
楽
也
﹂）
と
い
う
主
張
を

前
提
と
し
た
言
辞
で
あ
り
︑﹁
8神
楽

0

0

﹂8
と
い
う
表
記
を
変
じ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
申
楽
﹂
と
表

記
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
解
し
た
い
︒
つ
ま
り
︑﹁
猿
楽
﹂
や

﹁
申
楽
﹂
よ
り
も
﹁
神
楽
﹂
の
ほ
う
が
そ
の
由
緒
を
直
接
に
示
す
本
来
的
な
こ

と
ば
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
根
拠
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒〝﹁
申

楽
﹂
表
記
に
は
根
拠
が
な
く
︑
ま
し
て
﹁
猿
楽
﹂
で
は
な
い
〟
と
言
っ
た
の
も
︑

〝
我
が
藝
能
は
も
と
神
楽

0

0

な
り
き
〟
の
一
点
を
強
調
す
る
あ
ま
り
︑
即
席
の
談

話
の
場
で
︑
実
際
の
世
阿
弥
の
考
え
以
上
に
﹁
申
楽
﹂
や
﹁
猿
楽
﹂
表
記
を
遠

ざ
け
る
よ
う
な
語
気
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
と
り
わ
け
︑

﹁
猿
楽
﹂
を
﹁
神
楽
﹂
に
直
結
さ
せ
る
効
力
を
も
つ
﹁
申
楽
﹂
表
記
を
世
阿
弥

が
強
く
否
定
し
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
こ
の
談
話
時
に
お
け
る
世
阿
弥
の
﹁
申

楽
﹂
表
記
に
対
す
る
考
え
そ
の
も
の
が
︑
神
儀
篇
と
矛
盾
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
と
考
え
る
︒

　
し
か
も
︑
表
氏
は
言
及
し
て
い
な
い
が
︑﹃
史
記
抄
﹄
の
こ
の
逸
話
の
後
文

に
も
注
意
し
た
い
︒
そ
こ
に
は
桃
源
瑞
仙
の
評
と
し
て
︑﹁
蓋
和
樂
始
于
春
日
︑

江
樂
始
于
日
吉
︑
皆
日
本
之
神
樂
也
﹂（
思
う
に
︑
大
和
猿
楽
は
春
日
社
で
は
じ

ま
り
︑
近
江
猿
楽
は
日
吉
社
で
は
じ
ま
っ
た
の
だ
が
︑
と
も
に
日
本
国
の
神
楽
で
あ
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る
）
と
い
う
文
が
記
さ
れ
て
い
る（

65
）

︒
瑞
仙
が
別
の
機
会
に
別
の
人
物
か
ら
聞
い

た
話
に
基
づ
い
た
文
で
あ
る
が（

66
）

︑
注
意
す
べ
き
は
︑
大
和
猿
楽
と
近
江
猿
楽
を

日
本
の
神
楽

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
述
べ
る
点
で
あ
る
︒
瑞
仙
も
︑
蔵
室
翁
か
ら
伝
聞
し
た

世
阿
弥
の
談
話
の
重
点
が
︑
猿
楽
を
﹁
神
楽
﹂
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
と

理
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
よ
う
な
評
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
﹃
史
記
抄
﹄
の
世
阿
弥
の
逸
話
を
と
お
し
て
︑

あ
ら
た
め
て
神
儀
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
読
み
直
せ
ば
︑﹁
猿
﹂
字
に
は
言

及
せ
ず
︑﹁
神
楽
な
り
し
を
﹂﹁
神
楽
を
わ
く
れ
ば
な
り
﹂
と
︑﹁
神
楽
﹂
と
の

関
連
を
繰
り
返
す
点
に
注
意
さ
れ
る
︒
作
成
者
で
あ
っ
た
知
識
人
が
こ
の
附
会

説
の
﹁
神
楽
﹂
に
ど
の
程
度
の
意
味
を
込
め
た
の
か
は
い
ま
明
ら
か
に
し
え
な

い
が
︑
少
な
く
と
も
世
阿
弥
に
と
っ
て
︑
こ
の
説
は
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
主
張
を
助

け
る
権
威
あ
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か（

67
）

︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
世
阿
弥
は
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
︑
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝

系
に
あ
る
と
す
る
思
想
の
支
え
と
し
︑
そ
れ
を
親
し
い
禅
僧
た
ち
の
間
で
話
題

に
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
時
期
は
世
阿
弥
が
﹁
申
楽
﹂
表
記
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
以
後
︑
岐
陽
方
秀
が
没
し
た
応

永
三
十
一
年
二
月
ま
で
の
間
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
桃
源
瑞
仙
﹃
史
記
抄
﹄
滑
稽
列

伝
の
逸
話
を
︑
神
儀
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
と
併
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
り
︑

﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
期
の
世
阿
弥
が
︑
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系
に
あ
る
と
い

う
意
識
を
非
常
に
高
め
た
こ
と
が
︑
明
ら
か
に
な
る
︒

六
　
神
儀
篇
に
お
け
る
仏
教
性
・
神
道
性
の
対
比
と

春
日
の
神
事
の
重
視

―
―
『
風
姿
花
伝
』
序
文
へ
の
階
梯
と
し
て
の
神
儀
篇

　
上
に
見
た
よ
う
に
︑
世
阿
弥
は
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
︑
神
儀
篇
の
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
も
︑
猿
楽
を
神
道
と
結
び
つ
け
う
る
も
の

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
既
述
し
た
こ
と
が
ら
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
同
篇

に
は
神
道
の
み
な
ら
ず
仏
教
に
関
す
る
記
述
も
少
な
く
な
く
︑
神
仏
習
合
的
要

素
も
含
ま
れ
る
︒
神
儀
篇
に
お
い
て
宗
教
性
が
そ
の
読
解
の
重
要
な
鍵
を
握
る

こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
そ
の
宗
教
的
記
述
は
相
互
に
ど
の
よ
う
に
連
関
し
︑
神

儀
篇
を
最
終
的
に
ま
と
め
た
世
阿
弥
は
そ
れ
に
よ
り
何
を
説
こ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
た
い
︒

　
神
儀
篇
に
は
︑
猿
楽
の
仏
教
性
・
神
道
性
と
と
も
に
︑
両
者
の
性
質
と
密
接

に
関
連
す
る
外
来
性
・
日
本
国
性
の
両
方
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
先
述
し
た
第
一

条
の
神
道
性
に
対
す
る
第
二
条
の
仏
教
性
︑
第
三
条
の
秦
河
勝
の
秦
始
皇
帝
再

誕
説
・
荒
神
説
（
外
来
性
︑
本
地
垂
迹
説
す
な
わ
ち
神
道
に
対
す
る
仏
教
の
優
位

性
）
に
対
す
る
神
楽
の
藝
系
を
引
く
仮
面
藝
能
﹁
申
楽
﹂
の
創
始
（
神
道
性
・

日
本
国
性
）︑
第
四
条
の
狂
言
綺
語
と
し
て
の
猿
楽
（﹁
月
氏
・
辰
旦
・
日
域
に
伝

る
狂
言
綺
語
﹂
云
々
︑
外
来
性
）
に
対
す
る
︑
日
本
の
国
家
行
事
と
し
て
の
国

土
安
穏
・
寿
命
長
遠
の
祈
禱
（
日
本
国
性
）︑
第
五
条
の
興
福
寺
維
摩
会
の
舞
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延
年
（
仏
教
性
）
に
対
す
る
春
日
大
社
の
二
月
の
神
事
の
猿
楽
（
神
道
性
）︑
第

六
条
の
近
畿
各
地
の
猿
楽
の
奉
仕
先
と
し
て
の
寺
社
名
（
神
道
性
・
仏
教
性
）

等
︑
す
べ
て
の
条
々
に
わ
た
り
︑
そ
れ
ら
が
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に

特
徴
が
あ
ろ
う
︒

　
神
儀
篇
の
こ
の
仏
教
性
・
外
来
性
と
神
道
性
・
日
本
国
性
の
対
比
に
は
︑
両

者
の
均
衡
を
保
っ
た
対
表
現
的
な
記
述
も
見
ら
れ
る
が
︑
た
だ
し
︑
同
篇
全
体

と
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
猿
楽
の
両
義
性
や
両
者
の
対
等
性
を
説
い
て
い
る
と
は

言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
第
三
条
の
河
勝
伝
説
や
第
五
条
前
半
の
興
福
寺
維

摩
会
延
年
の
説
な
ど
︑
世
阿
弥
の
協
力
者
の
素
案
と
見
ら
れ
る
部
分
に
猿
楽
の

外
来
性
や
仏
教
性
の
叙
述
の
多
い
こ
と
は
︑
そ
の
人
物
が
猿
楽
の
神
道
性
・
日

本
国
性
に
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る（

68
）

︒
そ
れ
に
対

し
︑
世
阿
弥
が
書
き
足
し
た
と
見
ら
れ
る
第
五
条
後
半
及
び
第
六
条
は
︑
大
和

猿
楽
の
参
勤
先
が
春
日
大
社
で
あ
る
と
す
る
︑
神
道
的
な
内
容
で
あ
る
点
に
注

意
し
た
い
︒
ま
た
︑
神
儀
篇
全
体
の
展
開
も
︑
ま
ず
神
代
の
神
楽

0

0

か
ら
説
き
起

こ
し
︑
天
竺
起
源
説
及
び
秦
河
勝
伝
説
を
介
し
て
︑
次
第
に
日
本
の
仮
面
藝
能

﹁
申
楽
﹂
の
創
始
と
そ
の
国
家
行
事
へ
の
藝
能
勤
仕
へ
と
説
き
進
み
︑
興
福
寺

維
摩
会
の
﹁
舞
延
年
﹂
の
説
を
挟
ん
で
︑
最
後
に
は
︑
春
日
大
社
の
神
事

0

0

に
奉

仕
す
る
大
和
猿
楽
の
神
道
性

0

0

0

の
強
さ
︑
天
下
泰
平
を
祈
禱
す
る
日
本
国

0

0

0

に
お
け

る
猿
楽
の
藝
能
的
役
割
と
効
能
の
主
張
へ
と
落
着
し
て
い
る
︒
世
阿
弥
が
最
終

的
に
ま
と
め
た
神
儀
篇
に
見
出
さ
れ
る
こ
の
説
の
展
開
は
︑
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂

の
藝
系
に
あ
る
と
す
る
同
人
の
主
張
と
通
い
合
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
完
成
形

と
見
ら
れ
る
神
儀
篇
（
現
存
五
篇
本
）
で
は
︑
そ
の
篇
名
が
ほ
か
な
ら
ぬ
﹁
神0

儀
﹂
と
付
さ
れ
神
道
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒
先
述

し
た
よ
う
に
︑
四
篇
本
に
見
ら
れ
る
﹁
聞
書
﹂
の
見
出
し
の
文
献
学
的
な
位
置

付
け
は
確
定
し
え
な
い
が
︑
同
篇
を
﹁
神
儀
﹂
と
名
付
け
た
の
は
世
阿
弥
で
あ

り
︑
ま
た
そ
れ
が
同
人
の
最
終
決
定
と
し
て
の
篇
名
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
世
阿
弥

は
︑
権
威
あ
る
既
成
の
伝
承
に
基
づ
く
︑
外
来
性
・
仏
教
性
の
勝
っ
た
説
を
排

除
し
て
は
い
な
い
が
︑
同
人
が
神
儀
篇
で
最
終
的
に
強
調
し
た
の
は
︑
猿
楽
の

神
道
性
・
日
本
国
性
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
そ
れ
に
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
︑
大
和
猿
楽
の
こ
の
神
道
性
・
日
本
国
性
や

春
日
社
の
神
事
と
の
関
係
の
主
張
は
︑
神
儀
篇
だ
け
で
な
く
︑
同
じ
く
﹃
風
姿

花
伝
﹄
完
成
間
近
に
な
っ
て
著
述
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
同
書
全
体
の
序
文
に

も（
69
）

︑
次
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

夫
︑
申
楽
延
年
の
事こ
と

業わ
ざ

︑
其
源
を
尋
る
に
︑
或
は
仏
在
所
よ
り
起
り
︑
或

は
神
代
よ
り
伝
る
と
い
へ
ど
も
︑
時
移
り
︑
世
隔
た
り
ぬ
れ
ば
︑
其
風
を

学
ぶ
力
︑
及
び
が
た
し
︒
近
比
万
人
の
も
て
あ
そ
ぶ
所
は
︑
推
古
天
皇
の

御
宇
に
︑
聖
徳
太
子
︑
秦
河
勝
に
仰
て
︑
且
は
天
下
安
全
の
た
め
︑
且
は

諸
人
快
楽
の
た
め
︑
六
十
六
番
の
遊
宴
を
成
て
︑
申
楽
と
号
せ
し
よ
り
以

来
︑
代
々
の
人
︑
風
月
の
景
を
仮
て
︑
此
遊
び
の
中
だ
ち
と
せ
り
︒
其
後
︑

か
の
河
勝
の
遠
孫
︑
こ
の
藝
を
相
続
ぎ
て
︑
春
日
・
日
吉
の
神
職
た
り
︒

仍よ
っ
て︑
和
州
・
江
州
の
輩
︑
両
社
の
神
事
に
従
ふ
事
︑
今
に
盛
な
り
︒︹
以
下
略
︺
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こ
の
序
文
は
︑﹁
申
楽
延
年
の
記
﹂
を
想
起
さ
せ
る
﹁
申
楽
延
年
﹂
の
語
が
冒

頭
に
見
え
る
こ
と
を
は
じ
め
︑
神
儀
篇
の
内
容
と
重
な
り
が
多
く
︑﹁
或
は
仏0

在
所

0

0

よ
り
起
り
︑
或
は
神
代

0

0

よ
り
伝
る
﹂
と
神
儀
篇
第
一
条
・
第
二
条
を
承
け

た
︑
仏
教
性
・
外
来
性
と
神
道
性
・
日
本
国
性
の
均
衡
を
保
っ
た
記
述
も
含
む
︒

し
か
し
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
除
け
ば
神
儀
篇
第
三
条
の
内
容
を
反
映
せ
ず
︑

秦
河
勝
の
超
人
性
へ
の
言
及
が
な
く
︑
必
ず
し
も
同
篇
全
体
の
要
約
に
は
な
っ

て
い
な
い
︒
ま
た
︑
太
子
統
治
期
以
下
の
記
述
に
お
い
て
︑﹁
天
下

0

0

安
全
の
た

め
﹂
の
行
事
と
し
て
河
勝
が
﹁
申
楽
﹂
を
勤
め
︑
そ
の
遠
孫
が
﹁
春
日
・
日
吉

の
神
職

0

0

﹂
と
な
り
神
事

0

0

に
参
勤
し
て
い
る
と
し
て
︑
そ
の
日
本
国
性
・
神
道
性

を
示
す
一
方
で
︑
外
来
的
・
仏
教
的
側
面
が
褪
色
さ
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
は
︑

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
︒﹃
風
姿
花
伝
﹄
序
文
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
世
阿
弥

が
神
儀
篇
を
と
お
し
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
猿
楽
の
国
家

0

0

行
事
の
藝
能
と
し
て

の
効
能
や
︑
大
和
猿
楽
の
春
日
社
と
強
く
結
び
つ
く
神
道
性

0

0

0

が
︑
端
的
に
表
明

さ
れ
て
い
る
︒

　
神
儀
篇
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
世
阿
弥
が
大
和
猿
楽
や
そ
の
周
辺
に
お
い
て
認

識
さ
れ
て
い
た
猿
楽
の
仏
教
性
・
外
来
性
に
配
慮
し
つ
つ
︑
そ
れ
と
は
逆
の
神

道
性
・
日
本
国
性
を
猿
楽
本
来
の
性
質
で
あ
る
と
説
い
た
伝
書
で
あ
る
︒
太
子

が
内
裏

0

0

で
の
仮
面
藝
能
を
企
画
し
︑﹁
申
楽
﹂
と
命
名
し
て
そ
れ
が
﹁
神
楽

0

0

﹂

の
藝
系
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
時
点
が
︑
猿
楽
と
い
う
日
本
国

0

0

0

の
藝
能
の
起
点

で
あ
り
︑
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
春
日
社
の
﹁
天
下

0

0

泰
平
﹂
の
神
事

0

0

を
勤
め
る

こ
と
と
な
っ
た
︱
︱
こ
の
新
し
い
大
和
猿
楽
の
来
歴
物
語
を
︑
旧
来
の
由
緒
の

基
盤
を
塗
り
替
え
る
形
で
作
り
上
げ
︑
大
和
猿
楽
に
神
道
性
・
日
本
国
性
の
烙

印
を
押
し
つ
つ
︑
春
日
の
神
事
と
の
緊
密
な
関
係
を
示
す
こ
と
︑
こ
れ
が
﹃
風

姿
花
伝
﹄
序
文
の
著
述
に
直
結
す
る
︑
最
終
的
な
神
儀
篇
の
主
旨
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か（

70
）

︒
大
和
猿
楽
の
性
格
を
そ
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
︑
応
永

二
十
年
代
半
ば
（
一
四
一
八
頃
）
の
世
阿
弥
に
と
っ
て
何
ら
か
の
理
由
で
重
要

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
申
楽
﹂
命
名
説
は
︑
知
識
人
に
よ
る
創
作
の
段
階

で
は
︑
猿
楽
の
﹁
神
楽
﹂
と
の
関
係
を
そ
こ
ま
で
強
調
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
少
な
く
と
も
結
果
的
に
世
阿
弥
の
そ
の
よ
う
な
新
し

い
主
張
を
支
え
︑
神
儀
篇
の
主
張
の
核
を
な
す
に
至
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

七
　
神
儀
篇
著
述
の
動
機
と
背
景
の
一
端

―
―
翁
猿
楽
と
春
日
社
参
勤
の
重
視
の
意
味

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
︑
神
儀
篇
は
大
和
猿
楽
を
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系
で
あ
る
と

性
格
付
け
︑
春
日
の
神
事
と
結
び
つ
け
た
一
篇
で
あ
っ
た
︒
そ
の
思
想
が
﹃
風

姿
花
伝
﹄
序
文
に
端
的
に
示
さ
れ
︑
同
書
完
成
へ
と
収
束
し
た
と
見
ら
れ
る
が
︑

応
永
二
十
年
代
半
ば
（
一
四
一
八
頃
）
に
至
っ
て
︑
新
た
に
そ
の
よ
う
な
思
想

が
示
さ
れ
た
動
機
と
は
何
で
あ
っ
た
か
︒
最
終
節
で
あ
る
本
節
で
は
︑
そ
の
一

端
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

　
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
は
︑
大
半
が
翁
猿
楽
で
は
な
い
脇
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能
以
下
の
能
の
藝
の
在
り
か
た
や
心
構
え
を
説
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

神
儀
篇
及
び
先
述
し
た
﹃
風
姿
花
伝
﹄
序
文
の
前
半
部
に
限
っ
て
︑
翁
猿
楽
を

主
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
第
四
条
に
︽
式
三
番
︾
の

由
緒
を
述
べ
︑
第
五
条
に
春
日
興
福
寺
の
神
事
す
な
わ
ち
薪
猿
楽
に
お
け
る
春

日
社
頭
の
︽
翁
︾（
呪
師
走
り
）
を
取
り
上
げ
て
い
る（

71
）

こ
と
等
か
ら
明
ら
か
で

あ
り
︑
春
日
・
日
吉
の
﹁
御
神
事
﹂
や
﹁
神
職
﹂
と
い
う
信
仰
性
の
強
い
こ
と

ば
も
翁
猿
楽
を
示
唆
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
春
日
社
頭
の
︽
翁
︾
は
原
則
的
に

座
の
長お
さ

が
担
う
藝
で
あ
り
︑
世
阿
弥
の
よ
う
な
能
役
者
が
勤
め
る
も
の
で
は
な

か
っ
た（

72
）

︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
応
永
二
十
五
年
以
後
の
世
阿
弥
に
お
い
て

高
ま
っ
た
猿
楽
の
神
道
性
・
日
本
国
性
へ
の
意
識
は
︑
翁
猿
楽
を
自
身
の
藝
系

の
本
藝
と
し
て
標
ひ
ょ
う

榜ぼ
う

す
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

　
第
二
に
︑
そ
れ
が
大
和
猿
楽
の
春
日
社
参
勤
の
重
要
性
の
認
識
と
一
体
で

あ
っ
た
点
が
注
意
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
想
起
す
べ
き
は
︑
興
福
寺
薪
猿
楽

の
修
二
会
離
脱
︑
す
な
わ
ち
世
阿
弥
若
年
時
に
お
け
る
両
金
堂
へ
の
翁
猿
楽
を

含
む
猿
楽
参
勤
の
廃
絶
に
よ
り
︑
同
薪
猿
楽
は
寺
院
内
で
の
翁
猿
楽
を
闕か

き
︑

春
日
社
の
そ
れ
だ
け
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る（

73
）

︒
神
儀
篇
が
大
和
猿
楽
の
春
日
の

神
事
へ
の
奉
仕
を
述
べ
神
道
性
を
強
調
す
る
の
は
︑
こ
の
興
福
寺
参
勤
の
変
遷

の
史
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
神
儀
篇
が
︑
そ
の
薪
猿
楽
の
実
態
の
変
化
を
強
い
動
機
と
し
て
著

述
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
︒
大
和
猿
楽
の
興
福
寺
修
二
会
離
脱
か
ら
す
で
に

三
十
年
以
上
を
経
て
お
り
︑
し
か
も
︑
法
会
や
神
事
か
ら
い
さ
さ
か
離
れ
た
︑

京
都
の
足
利
将
軍
家
文
化
圏
を
主
要
な
経
済
的
基
盤
と
し
て
い
た
世
阿
弥
に

と
っ
て
︑
奈
良
の
春
日
社
に
奉
仕
す
る
猿
楽
よ
り
も
︑
京
都
を
中
心
と
し
た
能

の
在
り
か
た
を
考
え
る
ほ
う
が
︑
実
質
的
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
︒
実
際
︑
世
阿
弥
が
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
自
身
の
京
都
竹
个
鼻

勧
進
猿
楽
を
お
そ
ら
く
き
っ
か
け
と
し
て
﹃
花
伝
﹄
に
書
き
続
け
て
き
た
内
容

の
大
半
は
︑
室
町
文
化
が
形
成
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
環
境
を
︑
如
実
に
反
映
し

て
い
る
と
言
え
る
︒

　
で
は
︑
応
永
二
十
年
代
半
ば
に
至
っ
て
︑
世
阿
弥
は
な
ぜ
春
日
社
で
の
翁
猿

楽
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︒
こ
の
問
題
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
︑

神
儀
篇
著
述
と
相
前
後
す
る
世
阿
弥
の
衆
人
愛
敬
説
︑
す
な
わ
ち
﹃
風
姿
花

伝
﹄
奥
義
篇
後
半
部
を
中
心
と
し
た
論
で
あ
る（

74
）

︒
そ
こ
に
は
︑
観
客
の
貴
賤
︑

上
演
の
場
の
都と

鄙ひ

を
問
わ
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
鑑
賞
者
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
世
阿

弥
の
姿
勢
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ま
で
は
足
利
将
軍
家
を
最
重
視
し
て
い

た
世
阿
弥
の
︑
視
野
の
拡
が
り
や
思
想
的
な
深
ま
り
が
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る

が
︑
そ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
観
世
座
の
統
率
者
と
い
う
立

場
か
ら
の
︑
活
動
の
方
針
の
転
換
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
幅
広

い
鑑
賞
者
を
世
阿
弥
が
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
当
時
の
将
軍
家
当
主

で
あ
っ
た
足
利
義
持
が
︑
田
楽
新
座
の
能
役
者
増
阿
弥
を
破
格
に
厚
遇
し
た
こ

と
の
影
響
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
増
阿
弥
の
活
躍
は
︑
応
永
二
十
年
代

（
一
四
二
三
︱
）
に
入
る
頃
か
ら
義
持
の
晩
年
に
あ
た
る
応
永
三
十
年
代
前
半

ま
で
続
い
た
︒
そ
の
情
況
下
︑
世
阿
弥
が
︑
将
軍
家
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
観
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世
座
が
か
つ
て
と
同
様
の
活
躍
の
場
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
一
種
の

諦
観
︑
あ
る
い
は
見
き
わ
め
を
生
じ
た
と
し
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
︒

奥
義
篇
後
半
部
に
は
︑
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
文
言
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

た
と
ひ
︑
天
下
に
許
さ
れ
を
得
た
る
程
の
為
手
も
︑
力
な
き
因
果
に
て
︑

万
一
少
し
廃
る
ゝ
時
分
あ
り
と
も
︑
田
舎
・
遠
国
の
褒
美
の
花
失
せ
ず
は
︑

ふ
つ
と
道
の
絶
ふ
る
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
︒
道
絶
え
ず
は
︑
又
天
下
の
時

に
合
ふ
事
あ
る
べ
し
︒

世
阿
弥
は
義
持
政
権
期
を
と
お
し
て
︑
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
︑
将
軍
家
側

近
の
役
者
と
し
て
の
立
場
を
脱
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
応
永
二
十
年
代
半
ば
か

ら
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
名
目
に
こ
だ
わ
ら
ず
︑
都
以
外
で
の
演
能
の
場
の
確
保

や
開
拓
を
試
み
︑
そ
の
方
面
の
活
動
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
よ
う
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
︑
ま
た
政
権
が
変
わ
っ
た
時
に
﹁
天
下
﹂
す

な
わ
ち
国
の
最
高
権
力
の
下
で
再
起
す
べ
く
︑
雌
伏
し
座
を
持
ち
こ
た
え
よ
う

と
し
た
︑
こ
の
時
期
の
世
阿
弥
の
方
針
が
︑
右
の
文
言
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
︑
神
儀
篇
に
春
日
興
福
寺
と
い
う
具
体
名
を
挙
げ
︑
大

和
猿
楽
を
春
日
社
参
勤
の
座
と
明
記
し
た
こ
と
か
ら
︑
そ
こ
に
︑
世
阿
弥
が
あ

ら
た
め
て
春
日
興
福
寺
と
の
関
係
の
強
化
に
努
め
た
な
ど
の
事
情
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
︒

　
こ
の
点
に
関
し
て
同
時
に
注
意
す
べ
き
は
︑
神
儀
篇
で
は
︑
当
時
の
将
軍
家

周
辺
に
お
い
て
猿
楽
と
同
様
に
重
要
で
あ
っ
た
田
楽
の
話
題
に
つ
い
て
︑
い
さ

さ
か
も
触
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒﹃
風
姿
花
伝
﹄
奥
義
篇
の
義
満
政
権
晩
期

の
執
筆
と
推
定
さ
れ
る
前
半
部
で
は（

75
）

︑
猿
楽
と
は
異
な
る
と
述
べ
な
が
ら
も
田

楽
に
言
及
し
︑
世
阿
弥
出
家
後
の
講
話
で
も
田
楽
の
能
役
者
や
起
源
を
話
題
に

し
て
い
る
（﹃
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
﹄
序
等
）︒
世
阿
弥
の
そ
れ
ら
の
態
度
か

ら
は
︑
神
儀
篇
で
も
田
楽
に
つ
い
て
記
述
す
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
︒

翁
猿
楽
は
言
う
ま
で
も
な
く
田
楽
と
は
異
な
る
猿
楽
の
専
門
藝
で
あ
っ
た
が
︑

同
篇
が
翁
猿
楽
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
と
︑
田
楽
に
言
及
し
な
い
こ
と
と
は
︑

同
一
の
事
情
に
よ
る
現
象
の
両
面
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
︑
神
儀
篇
著
述
の
意

図
の
一
つ
は
︑
田
楽
な
ら
ぬ
猿
楽
に
つ
い
て
説
く
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
︑

当
時
の
世
阿
弥
が
︑
大
和
猿
楽
の
本
藝
で
あ
る
翁
猿
楽
の
存
在
意
義
を
強
調
し
︑

増
阿
弥
属
す
る
田
楽
に
対
す
る
差
別
化
を
図
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
︒

　
さ
ら
に
参
照
す
べ
き
は
︑
松
岡
心
平
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
応
永
二
十
三

年
九
月
及
び
二
十
四
年
八
月
に
義
持
が
奈
良
に
下
向
し
興
福
寺
を
訪
れ
︑
世
阿

弥
を
含
め
た
猿
楽
の
催
し
に
臨
ん
だ
後
日
︑
一
条
院
に
お
い
て
増
阿
弥
の
能
を

観
た
こ
と
で
あ
る（

76
）

︒
神
儀
篇
著
述
を
や
や
遡
る
こ
の
機
会
に
︑
興
福
寺
関
係
者

が
義
持
の
増
阿
弥
愛
好
を
実
感
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
一
条
院
は
薪
猿
楽
の

別
当
坊
猿
楽
の
場
で
も
あ
る
︒
増
阿
弥
率
い
る
田
楽
新
座
も
古
来
奈
良
を
本
拠

地
と
し
て
い
た
が（

77
）

︑
世
阿
弥
が
右
の
折
に
︑
京
都
は
と
も
か
く
興
福
寺
で
の
地

位
は
守
り
た
い
と
の
思
い
を
起
こ
す
こ
と
は
十
分
に
あ
り
え
た
ろ
う
︒
右
の
興
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福
寺
演
能
は
︑
神
儀
篇
の
内
容
と
の
関
連
に
お
い
て
も
︑
注
意
し
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
翁
猿
楽
奉
仕
と
大
和
猿
楽
の
春
日
社
参
勤
を
重
視
す
る
神
儀

篇
の
内
容
は
︑
応
永
二
十
年
代
半
ば
に
お
け
る
世
阿
弥
を
取
り
巻
く
情
況
︑
す

な
わ
ち
足
利
義
持
の
増
阿
弥
厚
遇
を
背
景
と
し
て
こ
そ
︑
了
解
し
う
る
の
で
は

な
い
か
︒
逆
境
に
陥
っ
た
観
世
座
の
対
策
と
し
て
︑
世
阿
弥
は
︑
京
都
ば
か
り

で
な
く
︑
春
日
興
福
寺
を
は
じ
め
︑
都
以
外
の
地
域
に
お
け
る
演
能
活
動
の
場

を
守
り
︑
模
索
す
る
こ
と
を
も
考
え
始
め
た
︱
︱
そ
れ
が
こ
の
神
儀
篇
の
内
容

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
見
た
い
︒

結
語
―
―
『
風
姿
花
伝
』
に
お
け
る
神
儀
篇
の
意
義

　
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
神
儀
篇
の
成
立
時
期
・
著
者
等
の
文
献
学
的
な

事
柄
に
つ
い
て
︑
ま
た
そ
の
伝
書
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
︑
同
篇
に
関
す
る

表
章
氏
の
説
を
中
心
と
し
た
従
来
説
を
再
考
し
︑
従
来
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

同
篇
の
各
条
︑
個
別
の
説
に
即
し
た
具
体
的
な
検
証
・
考
察
を
行
っ
た
結
果
︑

従
来
説
と
は
異
な
る
結
論
︑
ま
た
は
従
来
説
に
お
い
て
明
確
で
は
な
か
っ
た
事

柄
に
つ
い
て
︑
よ
り
明
確
な
結
論
を
得
た
︒
そ
れ
ら
を
以
下
に
ま
と
め
れ
ば
︑

神
儀
篇
は
﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
直
前
の
応
永
二
十
五
︑六
年
（
一
四
一
八
︑一
九
）

前
後
に
発
案
︑
著
述
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
何
ら
か
の
知
識
人
が
協

力
し
た
特
別
な
一
篇
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
少
な
く
と
も
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
が

﹃
説
文
解
字
﹄
に
関
す
る
知
識
・
教
養
に
基
づ
く
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
︑

そ
れ
を
既
成
の
大
和
猿
楽
の
伝
承
と
統
合
し
由
緒
説
と
し
て
編
ん
だ
そ
の
人
物

の
漢
文
に
秀
で
た
筆
力
が
︑
第
三
条
を
中
心
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
世

阿
弥
は
︑
そ
れ
に
手
を
加
え
て
全
体
を
ま
と
め
直
し
た
︒
そ
れ
が
現
存
本
神
儀

篇
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
同
人
は
︑
猿
楽
が
﹁
神
楽
﹂
の
藝
系
で
あ
る
と
す
る

﹁
申
楽
﹂
命
名
説
を
根
拠
と
し
て
︑
興
福
寺
薪
猿
楽
の
一
環
と
し
て
の
春
日
社

へ
の
翁
猿
楽
奉
仕
を
大
和
猿
楽
の
根
本
の
勤
め
と
位
置
付
け
強
調
す
る
と
と
も

に
︑
太
子
・
村
上
天
皇
の
故
事
を
根
拠
と
し
て
日
本
の
国
家
行
事
の
藝
能
と
し

て
の
効
用
を
主
張
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
応
永
二
十
年
代
に
入
る
頃
か
ら
の
足
利

義
持
の
増
阿
弥
厚
遇
と
い
う
情
況
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
く
︑

神
儀
篇
は
︑
相
対
的
に
逆
境
に
陥
っ
た
大
和
猿
楽
観
世
座
の
棟
梁
と
し
て
の
世

阿
弥
の
意
向
や
方
針
に
著
述
の
端
を
発
し
た
︑
相
当
に
意
図
的
な
書
物
で
あ
っ

た
と
言
え
る
︒
そ
こ
に
は
︑
将
軍
家
の
傘
下
で
の
演
能
活
動
に
疑
問
を
挟
む
こ

と
の
な
か
っ
た
そ
れ
以
前
の
在
り
か
た
を
根
本
的
に
見
直
し
︑
春
日
興
福
寺
と

の
関
係
保
持
な
ど
に
目
を
向
け
始
め
た
世
阿
弥
の
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
︒

　
神
儀
篇
が
こ
の
よ
う
に
︑
既
成
の
伝
承
内
容
を
忠
実
に
写
し
た
素
朴
な
伝
説

の
類
で
は
な
く
︑
応
永
二
十
年
代
半
ば
の
特
別
な
情
況
下
に
お
け
る
一
種
の
猿

楽
観
の
提
示
で
あ
り
︑
あ
ら
た
な
猿
楽
の
伝
統
・
来
歴
の
説
の
構
築
で
あ
っ
た

こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
世
阿
弥
が
演
能
の
在
り
か
た
を
模
索
す
る

過
程
の
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
で
は
︑
同
篇
は
﹃
花
伝
﹄﹃
風
姿
花
伝
﹄
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の
他
篇
と
基
本
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
神
儀
篇
が
藝
能
史
研
究
や
説
話

史
研
究
︑
民
俗
学
等
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
序
に
述
べ
た
が
︑
そ

の
場
合
に
も
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
同
書
の
史
料
性
に
は
注
意
を
要
す
る
︒

　
世
阿
弥
が
著
述
の
協
力
を
得
た
知
識
人
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
今
後
な
お
考

察
を
要
す
る
が
︑
い
ま
言
え
る
こ
と
と
し
て
︑
そ
の
人
物
が
漢
文
方
面
の
学
識

を
有
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
注
釈
あ
る
い
は
神
道
説
に
も
親
し
ん
で
い
た
可
能
性

が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
︒
世
阿
弥
と
の
交
流
が
知
ら
れ
て
い
る
禅
僧
で

あ
る
岐
陽
方
秀
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
や
神
道
説
と
は
縁
が
薄
い
こ
と
か
ら
も
︑

そ
の
候
補
か
ら
は
外
れ
る
と
見
て
よ
い
︒
ま
た
そ
の
漢
文
訓
読
体
の
文
章
力
や

附
会
の
巧
妙
さ
か
ら
見
れ
ば
︑
定
型
文
の
作
成
や
い
わ
ゆ
る
﹁
中
世
神
話
﹂
の

伝
達
が
精
一
杯
と
い
う
水
準
を
大
き
く
超
え
る
教
養
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
お
そ

ら
く
は
漢
才
に
秀
で
た
貴
族
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
出
自
の
出
家
者
で
あ
ろ
う
︒

　
神
儀
篇
の
最
大
の
主
張
で
あ
る
猿
楽
の
神
道
性
と
春
日
社
参
勤
の
重
視
は
︑

そ
の
後
も
続
い
た
︒﹃
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
﹄
の
冒
頭
に
は
﹁
申
楽
と
は

神
楽

0

0

な
れ
ば
﹂
と
あ
り
︑
永
享
八
年
の
奥
書
を
有
す
る
﹃
金
島
書
﹄
所
収
の
薪

の
神
事
の
謡
い
物
に
も
﹁
十
二
大
会
の
始
め
に
も
︑
こ
の
遊
楽
を
な
す
事
の
︑

当
代
の
今
に
至
る
ま
で
︑
目
前
あ
ら
た
な
る
︑
神
道

0

0

の
末
ぞ
久
し
き
﹂
と
あ
る

が（
78
）

︑
神
儀
篇
と
同
じ
く
興
福
寺
薪
猿
楽
の
春
日
社
頭
の
︽
翁
︾
を
取
り
上
げ
た

こ
の
謡
は
︑
神
儀
篇
著
述
期
ま
た
は
そ
れ
以
後
の
作
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
謡
が
次

代
の
義
教
政
権
期
︑
自
身
の
佐
渡
配
流
を
題
材
と
し
た
謡
い
物
集
の
最
後
に
収

録
さ
れ
た
事
実
は
︑
大
和
猿
楽
の
神
道
性
と
春
日
社
参
勤
が
︑
将
軍
家
と
の
関

係
に
お
い
て
さ
ら
な
る
不
遇
に
陥
っ
た
最
晩
年
の
世
阿
弥
の
精
神
的
支
柱
と
し

て
も
は
た
ら
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

付
記
：
本
稿
は
︑
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
金
（
研
究
課
題
番
号
：15 K02232

） 

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

注（
1
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
は
︑
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
に
い
っ
た
ん
完
成
し
弟
四
郎
に
相
伝
し

た
そ
の
前
身
と
し
て
の
第
一
次
﹃
花
伝
﹄（
年
来
稽
古
篇
・
物
学
篇
・
問
答
篇
の
三
篇
を

主
体
と
し
た
）
に
︑
世
阿
弥
自
身
が
大
幅
な
書
き
足
し
や
再
編
成
を
行
い
︑
約
二
十
年

後
に
﹃
風
姿
花
伝
﹄
と
い
う
新
し
い
書
名
を
冠
し
て
最
終
的
成
立
を
見
た
書
物
と
推
測

さ
れ
る
︒
右
三
篇
及
び
神
儀
篇
・
奥
義
篇
は
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
諸
篇
と
し
て
伝
わ
り
︑

第
一
次
﹃
花
伝
﹄
の
後
に
著
述
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
花
修
篇
・
別
紙
口
伝
が
﹃
花
伝
﹄

と
題
す
る
書
物
と
し
て
現
存
す
る
︒
こ
の
著
述
の
経
緯
に
つ
い
て
は
表
章
氏
が
最
初
に

指
摘
し
︑
筆
者
も
そ
れ
を
承
け
て
関
連
考
察
を
行
っ
た
︒
表
章
﹁
世
阿
弥
﹂
初
出

一
九
六
九
年
一
月
︑
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
﹃
謡
曲
・
狂
言
﹄︑
有
精
堂
出
版
︑

一
九
八
一
年
所
収
︑
重
田
み
ち
﹁
初
期
三
書
か
ら
﹃
花
伝
﹄
へ
︑﹃
花
伝
﹄
か
ら
﹃
風
姿

花
伝
﹄
へ
﹂﹃
文
学
﹄
隔
月
刊
第
一
巻
第
六
号
︑
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
︑
等
諸
考
察
︒﹁
世

阿
弥
の
能
楽
伝
書
﹃
花
伝
﹄
花
修
篇
の
性
格
と
相
伝
に
関
す
る
問
題
﹂﹃
演
劇
研
究
﹄
第

三
十
八
号
︑
二
〇
一
五
年
三
月
︑
そ
の
他
﹁
足
利
義
持
時
代
の
美
意
識
︱
︱
世
阿
弥
の

藝
論
の
冷
え
・
さ
び
・
無
文
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
第
一
〇
八
号
︑
二
〇
一
五
年
一
月
︑
注

（
8
）
掲
出
表
氏
稿
及
び
小
論
参
照
︒

（
2
）
能
勢
朝
次
﹃
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
四
〇
年
︑
一
三
七
頁
︒

（
3
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
伝
書
と
そ
の
芸
論
﹂︑﹃
能
の
伝
書
と
芸
論
﹄︑
岩
波
講
座
　
能
・
狂
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言
Ⅱ
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
八
年
︑
三
二
頁
︒

（
4
）
こ
の
ほ
か
伊
藤
正
義
氏
は
︑
神
儀
篇
を
︑
大
和
猿
楽
が
誇
る
﹁
円
満
井
座
の
由
緒
﹂

と
し
て
の
﹁
猿
楽
史
﹂
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
伊
藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑
初
出

一
九
六
九
年
七
月
︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄︑
赤
尾
照
文
堂
︑
一
九
七
〇
年
︑
二
六
五
︱

二
六
六
頁
︒

（
5
）
神
儀
篇
に
お
け
る
猿
楽
の
由
緒
来
歴
に
関
す
る
説
が
︑
様
々
な
説
を
綴
り
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
る
と
の
見
か
た
が
︑
能
勢
朝
次
注
釈
（
注
（
2
）
を
参
看
）
等
︑
大
方
の
共

通
理
解
と
な
っ
て
い
る
︒

（
6
）
下
記
を
は
じ
め
と
す
る
諸
論
考
︒
能
勢
朝
次
﹁
翁
猿
楽
の
発
生
﹂︑﹃
能
楽
源
流
考
﹄︑

岩
波
書
店
︑
一
九
三
八
年
︒
服
部
幸
雄
﹁
後
戸
の
神
﹂︑
初
出
一
九
七
三
年
七
月
︑﹁
宿

神
論
﹂︑
初
出
一
九
七
四
年
十
月
︱
一
九
七
五
年
二
月
︑
と
も
に
﹃
宿
神
論
︱
︱
日
本
芸

能
民
信
仰
の
研
究
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︑
所
収
︒
表
章
﹁
多
武
峰
の
猿
楽
﹂︑

初
出
一
九
七
四
年
十
月
︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︑
所
収
︒

牧
野
和
夫
﹁
中
世
の
太
子
伝
を
通
し
て
見
た
一
︑二
の
問
題
（
１
）
︱
︱
世
阿
弥
︑
禅
竹

の
伝
書
の
場
合
﹂︑
初
出
一
九
八
一
年
三
月
︑﹁
無
明
法
性
の
こ
と
︱
覚
書
︱
﹃
無
明
法

性
合
戦
状
﹄
の
背
景
﹂
同
六
月
︑﹃
中
世
の
説
話
と
学
問
﹄︑
和
泉
書
院
︑
一
九
九
一
年
︑

所
収
︒
天
野
文
雄
﹁
翁
猿
楽
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂︑
初
出
一
九
八
三
年
七
月
︑﹃
翁

猿
楽
研
究
﹄︑
和
泉
書
院
︑
一
九
九
五
年
︑
所
収
︒
山
路
興
造
﹁﹁
翁
猿
楽
﹂
考
﹂︑
初
出

一
九
八
五
年
二
月
︱
三
月
︑﹃
翁
の
座
︱
︱
芸
能
民
た
ち
の
中
世
﹄︑
平
凡
社
︑

一
九
九
〇
年
三
月
︑
所
収
︒

（
7
）
吉
田
東
伍
﹃
能
楽
古
典
　
世
阿
弥
十
六
部
集
﹄︑
磯
辺
甲
陽
堂
︑
一
九
〇
九
年
︑
序
引

二
一
︱
二
四
頁
︒

（
8
）
表
章
﹁
四
巻
本
﹃
風
姿
花
伝
﹄
考
﹂︑
初
出
一
九
六
〇
年
三
月
︑
及
び
一
九
七
九
年
補

説
︑﹃
能
楽
史
新
考
（
一
）﹄︑
わ
ん
や
書
店
︑
一
九
七
九
年
︑
所
収
︒
同
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ

ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑
一
九
九
四
年
三
月
︒
伊

藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄︒
同
﹁
解
題
　
四
巻
本
風
姿
花
伝
﹂︑

﹃
室
町
ご
こ
ろ
︱
︱
中
世
文
学
資
料
集
﹄︑
角
川
書
店
︑
一
九
七
八
年
︑
五
四
九
︱

五
五
三
頁
︒

（
9
）
神
儀
篇
に
対
す
る
記
紀
の
投
影
は
能
勢
朝
次
氏
︑
賢
愚
経
の
説
話
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
伊
藤
正
義
氏
説
参
照
︒
能
勢
朝
次
﹃
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
﹄︑
岩
波
書
店
︑

一
九
四
〇
年
︑﹁
風
姿
花
伝
第
四
︑
神
儀
云
﹂︹
神
儀
篇
︺︒
伊
藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承

考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄︑
二
七
二
︱
二
七
四
頁
︒
ま
た
﹁
辨
散
楽
﹂
に
つ
い
て
は
︑

同
作
品
が
暗
示
と
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
生
ま
れ
た
に
相
違
な
い
と
の
能
勢
氏
の

見
解
が
あ
る
︒
能
勢
氏
上
記
著
書
︑
神
儀
篇
語
釈
及
び
﹁
評
﹂︒
な
お
注
（
36
）（
38
）

（
40
）
を
も
参
看
︒

（
10
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
伝
書
と
そ
の
芸
論
﹂︑﹃
能
の
伝
書
と
芸
論
﹄
四
八
︱
四
九
頁
︒﹁
世

阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑
三
一
頁
︒

（
11
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

第
二
節
及
び
第
三
節
︒

（
12
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

以
下
の
記
述
等
︒﹁
以
上
に
﹁
第
四
神
儀
﹂︹
神
儀
篇
︺
成
立
応
永
二
十
五
年
以
降
説
を

開
陳
し
て
き
た
が
︑
言
葉
を
選
び
︑
可
能
性
を
強
調
し
た
だ
け
で
︑
そ
う
断
定
し
て
は

0

0

0

0

0

こ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

は
ず
で
あ
る
﹂（
二
六
頁
）︑﹁︹
神
儀
篇
成
立
は
︺
や
は
り
応
永
二
十
五
年

以
後
の
可
能
性
が
強
い
と
の
発
言
に
止
め
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
実
は
そ
れ

は
︑
次
節
︹
同
稿
第
四
節
﹁﹁
申
楽
﹂
説
の
発
想
は
世
阿
弥
と
は
別
人
か
﹂︺
に
述
べ
る

こ
と
を
も
勘
案
し
て
の
遠
慮
し
た
結
論

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
﹂（
二
八
頁
）
等
︒
な
お
傍
点
は
引

用
者
に
よ
り
︑︹
　
︺
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
注
で
あ
る
︒
以
下
同
じ
︒

（
13
）
注
（
12
）
に
引
用
し
た
表
氏
文
言
の
後
者
（
表
氏
稿
二
八
頁
）
は
︑
そ
れ
に
関
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
文
言
は
﹁
次
節
﹂
の
い
ず
れ
の
説
を
﹁
勘
案
﹂
し
た
か
に
つ
い

て
具
体
性
を
闕
く
が
︑
神
儀
篇
著
者
等
の
文
献
学
的
問
題
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な

い
情
況
が
︑
表
氏
の
成
立
年
代
推
定
の
論
調
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
︒

（
14
）
本
稿
に
引
用
す
る
﹃
風
姿
花
伝
﹄
本
文
は
︑
最
善
の
テ
キ
ス
ト
を
有
す
る
金
春
本
を

底
本
と
し
︑
か
つ
最
も
世
阿
弥
の
文
字
遣
い
に
近
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
吉
田
本
の
文

字
遣
い
に
な
る
べ
く
従
い
︑
他
の
主
要
伝
本
を
適
宜
参
照
し
︑
段
落
分
け
も
含
め
︑
本
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稿
筆
者
が
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
15
）
本
文
冒
頭
に
﹁
神
代
・
仏
在
所
の
吉
例
﹂
が
各
々
第
一
条
の
神
代
起
源
説
・
第
二
条

の
天
竺
起
源
説
を
指
す
︒
そ
の
第
一
条
・
第
二
条
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

一
︑
申
楽
︑
神
代
の
は
じ
ま
り
と
云
は
︑
天
照
太
神
︑
天
の
岩
戸
に
こ
も
り
給
ひ
し
時
︑

天
下
と
こ
や
み
に
成
り
し
に
︑
八
百
万
の
神
達
︑
あ
ま
の
香
久
山
に
あ
つ
ま
り
︑
大

神
の
御
心
を
と
ら
む
と
て
︑
神
楽
を
奏
し
︑
せ
い
な
う
を
は
じ
め
給
ふ
︒
中
に
も
︑

あ
ま
の
う
ず
め
の
尊
︑
す
ゝ
み
出
給
て
︑
榊
の
枝
に
し
で
を
付
て
︑
声
を
あ
げ
︑
ほ

ど
ろ
焼
︑
ふ
み
と
ど
ろ
か
し
︑
か
ん
が
ゝ
り
す
と
︑
う
た
い
舞
か
な
で
給
︒︹
第
一
条

第
一
段
︺

そ
の
御
声
ひ
そ
か
に
き
こ
ゑ
け
れ
ば
︑
大
神
岩
戸
を
す
こ
し
ひ
ら
き
た
ま
ふ
︒
国
土

又
明
白
た
り
︒
神
達
の
御
面
し
ろ
か
り
け
り
︒︹
第
一
条
第
二
段
︺

其
時
の
御
あ
そ
び
︑
申
楽
の
は
じ
め
と
︑
云
々
︒
く
は
し
く
は
口
伝
に
あ
る
べ
し
︒

︹
第
一
条
第
三
段
︺

一
︑
仏
在
所
に
は
︑
し
ゆ
だ
つ
長
者
︑
祇
薗
精
舎
を
た
て
ゝ
供
養
の
時
︑
釈
迦
如
来
︑

御
説
法
あ
り
し
に
︑
提
婆
︑
一
万
人
の
外
道
を
と
も
な
い
︑
木
の
枝
・
篠
の
葉
に
し

で
を
付
て
を
ど
り
さ
け
め
ば
︑
御
供
養
の
べ
が
た
か
り
し
に
︑
仏
︑
舎
利
弗
に
御
目

を
加
へ
給
へ
ば
︑
仏
力
を
う
け
︑
御
後
戸
に
て
︑
鼓
・
し
や
う
が
を
と
ゝ
の
へ
︑
阿

難
の
才
覚
︑
舎
利
弗
の
知
恵
︑
富
楼
那
の
辯
説
に
て
︑
六
十
六
番
の
物
ま
ね
を
し
給

へ
ば
︑
外
道
︑
笛
・
鼓
の
音
を
き
ゝ
て
︑
後
戸
に
あ
つ
ま
り
︑
是
を
見
て
静
ま
り
ぬ
︒

其
隙
に
︑
如
来
供
養
を
宣
給
へ
り
︒︹
第
二
条
第
一
段
︺

そ
れ
よ
り
︑
天
竺
に
此
道
は
初
る
也
︒︹
第
二
条
第
二
段
︺

（
16
）
表
章
校
注
﹃
世
阿
弥
　
禅
竹
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
四
年
︑
補
注
二
〇
︒
同
﹁
世
阿

弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑
二
二
︱
二
三

頁
︒
同
書
完
成
時
期
の
筆
者
の
推
測
は
こ
の
表
氏
説
と
異
な
る
が
︑
応
永
二
十
五
年
以

後
で
あ
る
と
考
え
る
点
は
同
様
で
あ
る
︒

（
17
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

二
二
︱
二
三
頁
︒

（
18
）
重
田
み
ち
﹁
初
期
三
書
か
ら
﹃
花
伝
﹄
へ
︑﹃
花
伝
﹄
か
ら
﹃
風
姿
花
伝
﹄
へ
﹂﹃
文
学
﹄

隔
月
刊
第
一
巻
第
六
号
︒
な
お
︑
こ
れ
は
表
氏
の
成
立
時
期
推
定
説
以
後
の
拙
論
で
あ

る
︒

（
19
）
注
（
7
）
を
参
看
︒

（
20
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
伝
書
と
そ
の
芸
論
﹂︑﹃
能
の
伝
書
と
芸
論
﹄
三
二
・
四
九
頁
︒

（
21
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
期
以
後
の
世
阿
弥
が
藝
論
に
漢
文
的
記
述
を
試
み
た
こ
と
は
表
氏

の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
初
歩
的
な
誤
り
が
見
ら
れ
︑﹁
申
楽
﹂
命
名
説

が
世
阿
弥
自
身
の
考
案
に
よ
る
と
は
と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
い
︒
表
章
校
注
﹃
世
阿

弥
・
禅
竹
﹄︑
補
注
二
〇
︒

（
22
）
本
文
は
五
代
の
学
者
徐
鍇
の
同
書
注
釈
﹃
説
文
解
字
繫
伝
﹄（﹃
説
文
解
字
﹄
小
徐
本
）

に
拠
り
︑
清
の
道
光
年
間
祁
巂
藻
刻
本
﹃
説
文
解
字
繫
伝
﹄（
中
華
書
局
︑
一
九
八
七
年
）

よ
り
引
用
し
た
︒

（
23
）
右
﹁
疑
多
聲
字
﹂
は
︑
許
慎
の
説
解
に
﹁
從
示
︑
申
聲0

﹂
と
﹁
聲
﹂
字
（
形
声
文
字

の
声
符
）
が
あ
る
の
は
余
計
で
あ
り
︑
会
意
文
字
と
見
て
﹁
從
示
︑
申
﹂
と
す
べ
き
だ

と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒

（
24
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
主
要
伝
本
に
は
こ
の
前
後
は
す
べ
て
﹁
た
の
し
み
を
申
に
よ
り
て
﹂
と

あ
る
が
︑
吉
田
本
は
校
註
者
で
あ
る
吉
田
東
伍
が
﹁
申
﹂
字
に
振
仮
名
﹁
マ
ヲ
ス
﹂
を

付
し
︑
従
来
の
世
阿
弥
伝
書
注
釈
に
お
い
て
も
︑
こ
の
字
は
﹁
ま
う
す
﹂
と
訓
ま
れ
〝
申

し
上
げ
る
〟
の
意
と
解
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹃
説
文
解
字
﹄﹃
繫
伝
﹄
の
〝
引
き
出

す
〟
の
意
に
従
え
ば
︑﹁
申
﹂
の
訓
み
は
諸
和
訓
資
料
の
同
字
条
に
見
え
る
﹁
の
ブ
﹂
が

適
合
す
る
︒
神
儀
篇
の
文
脈
か
ら
も
︑
こ
の
前
後
を
﹁
楽
し
み
を
申の

ぶ
る
に
よ
り
て
な

り
﹂
と
訓
み
︑
藝
に
よ
っ
て
楽
し
み
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
表
し
た
と
解
釈
す
る
余
地

を
残
す
か
と
考
え
る
︒

（
25
）
﹃
古
今
韻
会
挙
要
﹄
伝
本
に
つ
い
て
は
下
記
住
吉
朋
彦
氏
稿
参
看
︒﹁︹
元
︺
刊
本
系

﹃
古
今
韻
会
挙
要
﹄
伝
本
解
題
︱
︱
本
邦
中
世
期
漢
学
研
究
の
た
め
の
﹂﹃
日
本
漢
学
研

究
﹄
第
一
号
︑
一
九
九
七
年
十
一
月
︒﹁
古
活
字
本
﹃
古
今
韻
会
挙
要
﹄
考
﹂﹃
斯
道
文

庫
論
集
﹄
第
四
四
号
︑
二
〇
一
〇
年
二
月
︒
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（
26
）
﹃
碧
巌
録
不
二
鈔
﹄︑
普
照
序
﹁
順
神
﹂
注
︒﹃
日
本
書
紀
纂
疏
﹄
巻
一
﹁
神
代
﹂
注
︒

（
27
）
関
屋
俊
彦
﹁
能
・
狂
言
と
日
本
の
笑
い
﹂︑
木
村
洋
二
編
﹃
笑
い
を
科
学
す
る
︱
︱

ユ
ー
モ
ア
・
サ
イ
エ
ン
ス
へ
の
招
待
﹄︑
新
曜
社
︑
二
〇
一
〇
年
︒

（
28
）
続
群
書
類
従
︑
第
二
輯
下
所
収
本
文
に
拠
り
︑
標
点
等
︑
表
記
の
一
部
を
整
え
た
︒

（
29
）
伊
藤
正
義
監
修
﹃
磯
馴
帖
　
村
雨
篇
﹄（
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
二
年
）
所
収
本
文
に
拠

る
︒
た
だ
し
一
部
に
表
記
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
︒

（
30
）
﹃
宏
智
禪
師
廣
錄
﹄
巻
第
二
の
次
の
話
の
類
に
拠
る
と
見
ら
れ
る
︒

舉
仰
山
問
中
邑
：﹁
如
何
是
佛
性
義
﹂︒
邑
云
：﹁
我
與
爾
說
箇
譬
喻
︒
如
室
有
六
窓
中
安

一
獼
猴
︒
外
有
人
喚
云
狌
狌
︐
獼
猴
即
應
︐
如
是
六
窓
俱
喚
俱
應
︒﹂（
大
正
新
脩
大
蔵

経
第
四
八
冊
︑
二
五
頁
上
︒
六
の
窓
を
備
え
た
建
物
中
に
一
匹
の
猿
が
い
れ
ば
︑
外
か

ら
の
喚
び
か
け
に
応
え
る
声
は
六
つ
の
窓
す
べ
て
か
ら
聞
こ
え
る
が
︑
そ
の
声
は
一
つ

で
あ
る
︑
の
意
）︒

（
31
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

三
〇
︱
三
一
頁
︒

（
32
）
第
三
条
第
六
段
・
第
七
段
本
文
は
後
文
に
引
用
︒
ま
た
第
三
段
の
本
文
は
以
下
の
と

お
り
︒

御
門
き
ど
く
に
お
ぼ
し
め
し
︑
天
上
に
め
さ
る
︒
せ
い
じ
ん
に
し
た
が
ひ
て
︑
才
智

人
に
超
︑
年
十
五
に
て
大
臣
の
位
に
の
ぼ
り
︑
秦
の
姓
を
く
だ
さ
る
ゝ
︒﹁
し
ん
﹂
と

い
ふ
文
字
﹁
は
た
﹂
な
る
が
故
に
︑
秦
河
勝
是
な
り
︒

（
33
）
第
七
段
の
話
は
︑
能
︽
守
屋
︾
ま
た
は
そ
の
素
材
と
な
っ
た
話
の
要
約
で
あ
る
が
︑

こ
こ
で
の
﹁
上
宮
太
子
﹂
の
呼
称
が
︑︽
守
屋
︾
の
詞
章
に
お
い
て
は
太
子
が
す
べ
て
単

に
﹁
太
子
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
異
な
る
点
も
︑
や
は
り
こ
の
段
の
執
筆
者
が
そ

の
知
識
人
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
︒

（
34
）
注
（
9
）
を
参
看
︒

（
35
）
神
儀
篇
第
一
条
の
記
紀
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
︑﹁
天
の
岩
戸
﹂
を
﹃
日
本
書

紀
﹄
は
﹁
天
石
窟
﹂︑﹃
古
事
記
﹄
は
﹁
天
石
屋
戸
﹂
と
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
は
岩
の
扉
部

分
に
限
定
す
る
場
合
に
の
み
﹁
磐
戸
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
記
紀
に
は
神
々
が
真
坂
樹
に

幣
を
付
け
て
祈
禱
し
た
︑
及
び
天
鈿
女
が
真
坂
樹
を
鬘
か
つ
ら

に
し
た
と
の
記
述
は
見
え
る
も

の
の
︑
天
鈿
女
命
が
榊
の
枝
を
手
に
取
り
歌
い
舞
っ
た
と
は
記
し
て
い
な
い
︒
さ
ら
に

記
紀
に
は
天
鈿
女
命
以
外
の
神
々
の
藝
能
演
戯
の
記
述
も
見
え
な
い
︒
同
条
の
説
話
は

こ
の
よ
う
に
記
紀
の
内
容
と
大
き
く
齟
齬
す
る
︑
非
正
統
的
な
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
中
世
日

本
紀
﹂（﹁
中
世
神
話
﹂）
の
一
例
で
あ
る
︒﹁
中
世
日
本
紀
﹂﹁
中
世
神
話
﹂
に
つ
い
て
は

以
下
を
参
看
︒
伊
藤
正
義
﹁
中
世
日
本
紀
の
輪
郭
︱
︱
太
平
記
に
お
け
る
卜
部
兼
員
説

を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
文
学
﹄
第
四
〇
巻
一
二
号
︑
一
九
七
二
年
十
月
︒
山
本
ひ
ろ
子
﹃
中
世

神
話
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︒

（
36
）
こ
の
内
容
は
︑﹃
賢
愚
経
﹄
の
舎
利
弗
が
外
道
を
屈
服
さ
せ
た
話
な
ど
に
基
づ
く
脚
色

（
表
章
﹁
世
阿
弥
の
伝
書
と
そ
の
藝
論
﹂︑﹃
能
の
伝
書
と
芸
論
﹄
四
八
︱
四
九
頁
）
で
は

あ
る
が
︑
翻
案
が
大
き
く
︑
全
く
別
の
説
話
と
し
て
成
立
し
て
い
る
︒
能
勢
朝
次
氏
は

興
福
寺
維
摩
会
の
延
年
の
伝
説
な
ど
と
関
連
が
あ
り
そ
う
な
仏
教
説
話
で
あ
る
と
述
べ
︑

伊
藤
正
義
氏
は
﹃
賢
愚
経
﹄
と
の
関
係
に
注
意
し
な
が
ら
も
神
儀
篇
の
説
そ
の
も
の
の

典
拠
は
求
め
が
た
い
と
述
べ
る
︒
能
勢
朝
次
﹃
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
﹄︑
神
儀
篇
︑
評
︒

伊
藤
氏
説
は
注
（
9
）
を
参
看
︒

（
37
）
服
部
幸
雄
﹁
後
戸
の
神
﹂︑﹃
宿
神
論
﹄
所
収
︑
参
照
︒

（
38
）
た
だ
し
第
一
条
末
尾
は
﹃
古
語
拾
遺
﹄
の
内
容
も
ふ
ま
え
て
お
り
︑
同
部
分
は
知
識

人
に
よ
っ
た
可
能
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
︒
同
条
の
そ
の
部
分
の
み
︑﹁
国
土
又
明
白

た
り
︒
神
達
の
御
面
し
ろ
か
り
け
り
︒
其
時
の
御
あ
そ
び
︑
申
楽
の
は
じ
め
と
︑
云
々
﹂

と
漢
文
訓
読
体
的
な
歯
切
れ
の
よ
い
文
体
と
な
っ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
︒
な
お

﹃
古
語
拾
遺
﹄
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
︒

（
39
）
伊
藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
二
八
二
︱
二
八
三
頁
︒
表

章
校
注
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄
当
該
文
頭
注
︒

（
40
）
こ
の
話
の
登
場
者
で
あ
る
村
上
天
皇
と
秦
氏
安
の
組
み
合
わ
せ
が
︑
従
来
の
指
摘
の

と
お
り
﹃
本
朝
文
粋
﹄
所
収
対
策
文
﹁
辨
散
楽
﹂
の
発
問
者
と
答
申
者
で
あ
る
点
に
も

注
意
し
た
い
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
辨
散
楽
﹂
を
踏
ま
え
る
点
が
（
注
（
9
）
を
も
参
看
）︑

表
氏
が
神
儀
篇
の
説
に
知
識
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
推
測
し
た
根
拠
の
一
つ
で
あ
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り
︑
ま
た
右
の
点
以
外
に
も
︑﹁
辨
散
楽
﹂
の
用
語
や
背
景
に
あ
る
思
想
が
神
儀
篇
や
後

の
世
阿
弥
の
藝
論
に
も
反
映
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
（
中
世
文
学
会
平
成

二
十
八
年
秋
季
大
会
に
て
口
頭
発
表
）︒
こ
れ
に
関
す
る
論
は
別
稿
に
譲
る
︒

（
41
）
つ
ま
り
素
案
は
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
文
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

平
の
都
に
し
て
は
︑
村
上
天
皇
の
御
宇
に
︑
昔
の
上
宮
太
子
の
御
筆
の
申
楽
延
年
の

記
を
叡
覧
な
る
に
︑﹁︹
申
楽
延
年
と
い
う
藝
能
は
︺
月
氏
・
晨
旦
・
日
域
に
伝
る
き

や
う
げ
ん
き
ぎ
よ
を
も
て
︑
讃
仏
転
法
輪
の
因
縁
を
ま
も
り
︑
魔
縁
を
退
ぞ
け
︑
福

祐
を
ま
ね
く
︒
申
楽
舞
を
奏
す
れ
ば
︑
国
お
だ
や
か
に
︑
民
し
づ
か
に
︑
寿
命
長
遠

也
﹂
と
︑
太
子
の
御
筆
あ
ら
た
な
る
に
よ
て
︑
村
上
天
皇
︑
申
楽
を
も
て
天
下
の
御

祈
禱
可
為
と
て
︑
秦
氏
安
に
お
ほ
せ
て
︑
六
十
六
番
申
楽
を
紫
宸
殿
に
て
仕
︒

（
42
）
第
四
条
第
二
段
・
第
三
段
の
本
文
は
以
下
の
と
お
り
︒

其
後
︑
六
十
六
番
ま
で
は
一
日
に
つ
と
め
が
た
し
と
て
︑
其
中
を
選
て
︑
稲イ
ナ

積ツ
ミ

の
翁

︿
翁
面
﹀︑
代ヨ
ナ

経ツ
ミ

翁
︿
三
番
申
楽
﹀︑
父
助
︑
こ
れ
三
を
さ
だ
む
︒
い
ま
の
代
の
式
三
番
︑

是
な
り
︒
則
︑
法
・
報
・
応
の
三
身
の
如
来
を
か
た
ど
り
奉
所
な
り
︒
し
き
三
番
の

口
伝
︑
別
紙
に
あ
る
べ
し
︒︹
第
二
段
︺

秦
氏
安
よ
り
︑
光
太
郎
・
金
春
ま
で
︑
廿
九
代
の
遠
孫
な
り
︒
こ
れ
︑
大
和
国
円
満

井
の
座
也
︒
を
な
じ
く
︑
氏
安
よ
り
相
伝
た
る
聖
徳
太
子
の
御
作
の
鬼
面
︑
春
日
の

御
神
影
︑
仏
舎
利
︑
是
三
︑
こ
の
家
に
伝
る
所
也
︒︹
第
三
段
︺

（
43
）
表
氏
は
︑﹁
さ
れ
ば
﹂﹁
し
か
れ
ば
﹂
さ
る
ほ
ど
に
﹂
の
三
種
の
接
続
詞
の
多
用
が
︑

世
阿
弥
の
文
体
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
︒﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め

ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑
三
一
頁
︒
な
お
︑
表
氏
が
神
儀
篇
に
﹁
し
か
れ
ば
﹂

の
用
例
が
な
い
と
述
べ
た
の
は
︑
単
純
な
見
落
と
し
で
あ
ろ
う
︒

（
44
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
問
答
篇
第
三
条
﹁
然
ば

0

0

︑
さ
る
が
く
の
当
座
に
於
い
て
も
﹂︑﹃
花
伝
﹄

花
修
篇
第
一
条
﹁
し
か
れ
ば

0

0

0

0

︑
よ
き
能
と
申
は
﹂
等
︒
表
章
校
注
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄

当
該
文
頭
注
及
び
補
注
七
五
︒

（
45
）
も
っ
と
も
︑
表
氏
は
こ
れ
ら
を
話
題
転
換
と
見
な
し
﹁
と
こ
ろ
で
﹂
と
訳
し
て
い
る
が
︑

世
阿
弥
の
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
例
は
︑
他
例
も
含
め
て
完
全
な
話
題
転
換
の
意
味
と
は
解

さ
れ
な
い
︒
こ
の
例
は
︑
興
福
寺
と
春
日
大
社
の
行
事
に
お
け
る
藝
能
に
は
除
魔
招

福
・
天
下
泰
平
の
効
用
が
あ
る
と
い
う
話
題
に
お
い
て
︑
興
福
寺
維
摩
会
が
除
魔
を
担

当
す
る
一
方
で

0

0

0

︑
春
日
御
社
上
り
の
猿
楽
は
天
下
泰
平
の
祈
禱
を
担
当
す
る
︑
と
い
う

両
者
の
均
衡
を
保
っ
た
緊
密
な
関
係
が
﹁
し
か
れ
ば
﹂
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
︒
他

例
に
つ
い
て
は
い
ま
具
体
的
に
触
れ
な
い
が
︑
世
阿
弥
の
﹁
し
か
れ
ば
﹂
の
用
例
は
︑

す
べ
て
こ
の
よ
う
に
前
後
に
話
題
上
の
繫
が
り
が
認
め
ら
れ
る
︒

（
46
）
漢
文
訓
読
的
文
体
の
特
徴
は
︑
第
三
条
の
﹁
み
ど
り
子
の
い
は
く

0

0

0

︙
︙
と
云

0

0

﹂︑﹁﹁
し

ん
﹂
と
い
ふ
文
字
﹁
は
た
﹂
な
る
が
故
に
︑
秦
河
勝
是
な
り

0

0

0

﹂
等
の
表
現
に
も
認
め
ら

れ
る
︒

（
47
）
﹃
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
﹄
第
二
十
三
条
に
﹁
大
和
申
楽
は
︑
河
勝
よ
り
直
に
伝
は

る
﹂
と
見
え
る
︒
な
お
本
稿
に
お
け
る
﹃
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
﹄
の
引
用
は
︑
表

章
校
注
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄
に
拠
る
︒

（
48
）
伊
藤
正
義
氏
は
︑
天
王
寺
系
秦
氏
関
連
の
伝
承
や
禅
竹
の
伝
書
に
拠
り
︑
推
古
朝
を

河
勝
出
現
の
時
代
と
す
る
の
が
円
満
井
座
の
伝
承
に
忠
実
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒﹁
円

満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
所
収
︒

（
49
）
神
儀
篇
第
四
条
末
尾
に
︑﹁
秦
氏
安
よ
り
︑
光
太
郎
・
金
春
ま
で
︑
廿
九
代
の
遠
孫
な

り
︒
こ
れ
︑
大
和
国
円
満
井
の
座
也
︒
を
な
じ
く
︑
氏
安
よ
り
相
伝
た
る
聖
徳
太
子
の

0

0

0

0

0

御
作
の
鬼
面

0

0

0

0

0

︑
︙
︙
こ
の
家
に
伝
る
所
也
﹂
と
あ
り
︑
大
和
猿
楽
に
お
け
る
そ
の
伝
来

を
記
す
︒

（
50
）
﹁
六
十
六
番
の
物
ま
ね
﹂
は
︑
能
勢
朝
次
氏
が
延
暦
十
三
年
の
延
暦
寺
供
養
の
記
録
と

し
て
挙
げ
る
秦
氏
の
楽
人
六
十
六
人
と
い
う
数
︑
ま
た
は
表
章
氏
が
指
摘
す
る
多
武
峰

の
六
十
六
番
猿
楽
な
ど
と
の
関
連
を
思
わ
せ
︑
同
じ
く
﹁
橘
の
内
裏
紫
宸
殿
﹂
は
︑
服

部
幸
雄
氏
に
よ
れ
ば
秦
氏
の
伝
承
を
反
映
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
能
勢
朝
次
﹁
平
安
時

代
の
貴
族
的
猿
楽
﹂︑﹃
能
楽
源
流
考
﹄
二
三
頁
︒
表
章
﹁
多
武
峰
の
猿
楽
﹂︑﹃
大
和
猿

楽
史
参
究
﹄
所
収
︒
服
部
幸
雄
﹁
宿
神
論
﹂︑﹃
宿
神
論
﹄
五
〇
︱
五
一
頁
︒

（
51
）
伊
藤
正
義
﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
所
収
︑
及
び
︑
服
部
幸
雄

﹁
宿
神
論
﹂﹃
宿
神
論
﹄
所
収
︒
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（
52
）
現
存
本
﹃
風
姿
花
伝
﹄
第
三
問
答
篇
末
尾
に
見
え
る
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
時
点

の
奥
書
に
︑
世
阿
弥
が
自
身
を
﹁
秦
元
清
﹂
と
署
名
し
て
い
る
こ
と
が
︑
秦
氏
を
称
し

た
早
い
資
料
で
あ
る
︒

（
53
）
本
条
に
お
け
る
太
子
の
重
要
性
は
︑
こ
の
前
後
の
話
の
筋
が
︑
欽
明
朝
か
ら
太
子
統

治
時
代
へ
と
数
代
の
天
皇
を
飛
び
越
え
て
直
結
し
︑
第
六
段
冒
頭
に
列
挙
さ
れ
た
敏
達

か
ら
の
三
代
は
そ
の
間
を
繫
ぐ
た
め
の
名
目
以
上
の
意
味
を
見
出
せ
な
い
点
︑
ま
た
そ

こ
に
︑
本
来
は
推
古
朝
に
含
め
る
べ
き
太
子
の
名
が
挙
げ
ら
れ
︑
天
皇
よ
り
も
太
子
の

存
在
が
突
出
し
て
い
る
点
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒

（
54
）
伊
藤
正
義
氏
の
指
摘
の
と
お
り
︑
天
王
寺
系
秦
氏
の
伝
承
等
に
太
子
譚
と
深
く
関
連

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
︒﹁
円
満
井
座
伝
承
考
﹂︑﹃
金
春
禅
竹
の
研
究
﹄
二
八
三
︱

二
八
五
頁
︒

（
55
）
両
条
の
本
文
は
注
（
15
）
に
引
用
︒

（
56
）
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
伝
本
は
︑﹁
五
巻
本
﹂﹁
四
巻
本
﹂
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
︑
前
者
の
善

本
に
︑
そ
の
篇
構
成
と
は
別
に
﹁
上
巻
﹂﹁
下
巻
﹂
と
分
け
た
跡
が
あ
り
︑
そ
れ
と
の
混

同
を
避
け
る
た
め
︑
近
年
筆
者
は
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
五
篇
本
﹂﹁
四
篇
本
﹂
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
て
い
る
︒

（
57
）
表
章
﹁﹁
四
巻
本
風
姿
花
伝
﹂
考
︱
︱
附
︑﹃
花
伝
﹄
七
篇
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂︑

初
出
一
九
六
〇
年
三
月
︑﹃
能
楽
史
新
考
（
一
）﹄
所
収
︒
伊
藤
正
義
﹁
解
題
　
四
巻
本

風
姿
花
伝
﹂︑﹃
室
町
ご
こ
ろ
﹄
所
収
︒
も
っ
と
も
︑
そ
の
後
表
氏
は
︑
四
篇
本
系
が
五

篇
本
系
に
先
行
す
る
︑
世
阿
弥
自
身
に
よ
る
別
系
統
の
本
で
あ
る
と
し
て
い
た
旧
説
を
︑

五
篇
本
の
世
阿
弥
原
本
か
ら
同
人
が
一
篇
を
除
き
︑
五
篇
本
系
に
先
行
し
て
相
伝
し
た

の
が
四
篇
本
系
で
あ
る
と
す
る
説
に
変
更
し
て
い
る
（
上
記
﹃
能
楽
史
新
考
（
一
）﹄
所

収
稿
補
説
（
３
））︒
ま
た
そ
の
際
︑
表
氏
は
︑
見
出
し
の
﹁
聞
書
云
﹂
が
世
阿
弥
原
本

の
神
儀
篇
の
当
初
の
見
出
し
（
五
篇
か
ら
な
っ
て
い
た
）
に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
述
べ
て

い
る
︒

（
58
）
そ
の
事
情
と
し
て
︑
前
注
に
記
し
た
表
氏
の
新
説
な
ど
が
想
定
可
能
で
あ
る
︒

（
59
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

二
七
︱
二
八
頁
︒

（
60
）
た
だ
し
︑
こ
の
想
定
が
い
ま
の
四
篇
本
系
と
五
篇
本
系
の
関
係
と
無
関
係
で
あ
る
こ

と
は
︑
四
篇
本
系
諸
本
も
第
三
条
第
五
段
の
本
文
を
有
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

（
61
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

三
頁
︒

（
62
）
森
末
義
彰
﹁
桃
源
瑞
仙
の
﹃
史
記
抄
﹄
に
み
る
世
阿
弥
﹂︑
初
出
一
九
七
〇
年
二
月
︑

﹃
中
世
芸
能
史
論
考
︱
︱
猿
楽
の
能
の
発
展
と
中
世
社
会
﹄︑
東
京
堂
出
版
︑
一
九
七
一

年
︑
所
収
︒

（
63
）
岡
見
正
雄
・
大
塚
光
信
編
﹃
抄
物
資
料
集
成
　
第
一
巻
　
史
記
抄
﹄︑
清
文
堂
︑

一
九
七
一
年
︒
な
お
︑
引
用
文
に
続
く
﹁
事
自
妙
法
教
院
禿
力
而
始
﹂
以
下
は
︑
世
阿

弥
と
蔵
室
翁
の
ど
ち
ら
の
言
で
あ
る
か
の
判
別
が
難
し
い
が
︑
ひ
と
ま
ず
そ
の
前
ま
で

を
世
阿
弥
の
言
と
見
な
し
︑
鉤
括
弧
を
付
し
た
︒

（
64
）
表
章
﹁
世
阿
弥
の
﹁
サ
ル
ガ
ク
＝
申
楽
﹂
説
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
能
楽
研
究
﹄
第
一
八
号
︑

六
頁
︒

（
65
）
こ
の
引
用
文
の
内
容
は
︑
神
儀
篇
の
最
終
条
に
世
阿
弥
当
時
の
猿
楽
の
座
の
所
属
を

示
し
た
記
述
﹁
大
和
国
春
日
御
神
事
相
随
申
楽
﹂﹁
江
州
日
吉
御
神
事
相
随
申
楽
﹂︑
及

び
﹃
風
姿
花
伝
﹄
序
文
の
﹁
か
の
河
勝
の
遠
孫
︙
︙
春
日
・
日
吉
の
神
職
な
り
﹂
云
々

の
文
と
関
連
が
深
い
こ
と
か
ら
︑
世
阿
弥
の
言
に
端
を
発
す
る
別
経
由
の
説
だ
っ
た
と

見
て
よ
か
ろ
う
︒

（
66
）
こ
の
引
用
文
直
前
に
﹁
又
與
余
之
昔
所
聞
大
同
少
異
﹂（
こ
の
話
も
私
が
か
つ
て
聞

い
た
話
と
大
同
小
異
だ
）
と
あ
る
︒

（
67
）
世
阿
弥
の
﹁
神
楽
﹂
の
概
念
は
︑
神
儀
篇
第
一
条
の
天
岩
戸
説
話
の
よ
う
な
神
道
性

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
︑
厳
密
に
は
明
確
な
具
体
性
を
以
て

と
ら
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
た
め
︑
以
下
本
稿
で
は
こ
の
﹁
神
楽
﹂
の
語
に
鉤
括
弧
を

付
し
て
表
記
す
る
︒

（
68
）
﹁
申
楽
﹂
命
名
説
の
創
作
の
際
に
も
︑
猿
楽
の
﹁
さ
る
﹂
の
説
明
の
た
め
に
﹁
神
﹂
字

の
構
成
を
着
想
し
た
こ
と
か
ら
︑
偶
然
﹁
神
楽
﹂
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
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え
ら
れ
る
︒

（
69
）
こ
の
序
文
は
︑
表
章
氏
に
よ
り
︑
当
初
の
﹃
花
伝
﹄
に
は
な
か
っ
た
後
年
の
増
補
と

推
測
さ
れ
︑
筆
者
も
同
書
完
成
間
近
の
最
終
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
︒

表
章
﹁︹
花
伝
︺
か
ら
︹
風
姿
花
伝
︺
へ
の
本
文
改
訂
﹂﹃
語
文
﹄
第
三
八
輯
︑
大
阪
大

学
国
語
国
文
学
会
︑
一
九
八
一
年
四
月
︒
重
田
み
ち
﹁﹃
風
姿
花
伝
﹄
奥
義
篇
書
き
替
え

の
経
緯
再
考
︱
︱
田
楽
本
座
の
役
者
一
忠
の
記
述
及
び
能
の
名
望
論
に
つ
い
て
﹂﹃
藝
能

史
研
究
﹄
第
二
〇
三
号
︑
二
〇
一
三
年
十
月
︒

（
70
）
表
章
氏
は
神
儀
篇
の
内
容
に
つ
い
て
︑
本
来
多
武
峰
の
六
十
六
番
猿
楽
と
縁
の
深
い

説
で
あ
っ
た
も
の
を
興
福
寺
と
縁
あ
る
説
に
改
変
し
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
り

（﹁﹃
多
武
峰
と
猿
楽
﹄
寸
感
﹂﹃
能
と
狂
言
﹄
第
五
号
︑
二
〇
〇
七
年
）︑
そ
れ
は
︑
同
篇

の
﹁
六
十
六
番
の
物
ま
ね
﹂
や
︑
そ
こ
か
ら
三
番
を
選
ん
だ
の
が
︽
式
三
番
︾
で
あ
る

と
の
説
が
︑
多
武
峰
の
六
十
六
番

0

0

0

0

猿
楽
に
由
来
す
る
と
の
推
測
に
基
づ
い
て
い
る
（﹁
多

武
峰
の
猿
楽
﹂︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄
六
九
︱
七
二
頁
）︒﹁
六
十
六
﹂
と
秦
氏
と
の
関

係
は
多
武
峰
の
説
に
は
限
ら
な
い
が
（
注
（
50
）
を
参
看
）︑
神
儀
篇
著
述
に
用
い
ら
れ

た
原
素
材
が
多
武
峰
の
説
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
︒

（
71
）
表
章
﹁
薪
猿
楽
の
変
遷
﹂
第
二
節
︑
初
出
一
九
七
七
年
七
月
︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄

所
収
︒

（
72
）
表
章
﹁
大
和
猿
楽
の
﹁
長
﹂
の
性
格
の
変
遷
﹂︑
初
出
一
九
七
六
年
二
月
︑
一
九
七
七

年
三
月
︑
一
九
七
八
年
七
月
︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄
所
収
︒

（
73
）
表
章
﹁
薪
猿
楽
の
変
遷
﹂
初
出
一
九
七
七
年
七
月
・
八
月
︑﹃
大
和
猿
楽
史
参
究
﹄
所

収
︒
表
氏
は
両
金
堂
へ
の
猿
楽
参
勤
の
廃
絶
を
明
徳
年
中
（
一
三
九
〇
︱
一
三
九
三
）

と
指
摘
す
る
︒

（
74
）
奥
義
篇
後
半
部
の
著
述
時
期
推
定
︑
及
び
以
下
に
述
べ
る
衆
人
愛
敬
説
な
ら
び
に
義

持
の
増
阿
弥
厚
遇
に
関
す
る
一
連
の
拙
稿
は
以
下
の
と
お
り
︒
重
田
み
ち
﹁
初
期
三
書

か
ら
﹃
花
伝
﹄
へ
︑﹃
花
伝
﹄
か
ら
﹃
風
姿
花
伝
﹄
へ
﹂﹃
文
学
﹄
隔
月
刊
第
一
巻
第
六
号
︒

﹁﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
完
成
と
世
阿
弥
の
思
想
︱
︱
増
阿
弥
の
存
在
の
か
か
わ
り
の
可
能

性
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
第
一
七
二
号
︑
二
〇
〇
六
年
一
月
︒﹁
増
阿
弥
全
盛
期
︱
︱
常
在

光
院
の
演
能
の
意
味
﹂﹃
銕
仙
﹄
第
五
三
三
号
︑
二
〇
〇
五
年
三
月
︒﹁﹃
風
姿
花
伝
﹄
奥

義
篇
書
き
替
え
の
経
緯
再
考
︱
︱
田
楽
本
座
の
役
者
一
忠
の
記
録
及
び
能
の
名
望
論
に

つ
い
て
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
第
二
〇
三
号
︑
二
〇
一
三
年
十
月
︒

（
75
）
奥
義
篇
の
完
成
は
神
儀
篇
と
同
じ
く
﹃
風
姿
花
伝
﹄
完
成
の
直
前
と
推
定
さ
れ
る
が
︑

そ
の
前
半
部
に
は
前
代
の
義
満
政
権
期
に
活
躍
し
た
犬
王
道
阿
弥
の
藝
風
が
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
著
述
の
開
始
は
義
持
政
権
期
開
始
以
前
と
見
る
の
が
自
然
で

あ
る
︒
重
田
み
ち
﹁﹃
風
姿
花
伝
﹄
奥
義
篇
書
き
替
え
の
経
緯
再
考
︱
︱
田
楽
本
座
の

役
者
一
忠
の
記
録
及
び
能
の
名
望
論
に
つ
い
て
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
第
二
〇
三
号
︑

二
〇
一
三
年
十
月
︒

（
76
）
松
岡
心
平
﹁
足
利
義
持
と
世
阿
弥
︱
︱
世
阿
弥
の
新
資
料
報
告
﹂﹃
銕
仙
﹄
第
四
三
七

号
︑
一
九
九
五
年
十
一
月
︒
な
お
同
稿
に
は
︑
こ
れ
ら
の
義
持
下
向
の
折
に
世
阿
弥
も

演
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
義
持
の
時
代
に
世
阿
弥
が
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
て
い
た
と

い
う
通
俗
説
の
訂
正
が
さ
ら
に
強
く
求
め
ら
れ
る
﹂
と
あ
る
が
︑
増
阿
弥
と
世
阿
弥
と

の
待
遇
の
差
は
京
都
の
勧
進
能
開
催
等
︑
当
時
の
演
能
記
録
の
差
に
顕
著
で
あ
り
︑
寺

社
参
勤
等
の
活
動
は
と
も
か
く
︑
義
持
自
身
の
藝
の
愛
好
と
い
う
点
か
ら
増
阿
弥
と
比

較
し
て
見
れ
ば
︑
世
阿
弥
は
義
持
に
冷
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
う
表
現
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒

（
77
）
能
勢
朝
次
﹃
能
楽
源
流
考
﹄
一
四
八
〇
︱
一
四
八
七
頁
︒

（
78
）
﹃
金
島
書
﹄
本
文
は
︑
表
章
校
注
﹃
世
阿
弥
　
禅
竹
﹄
所
収
本
文
に
拠
る
︒
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は
じ
め
に

　
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
百ひ
ゃ
く文も
ん／

二に

朱し
ゅ

　
寓む
だ

骨か
る
た牌

﹄
（
1
）

は
︑

天
明
期
（
一
七
七
二
︱
一
七
八
九
）
に
江
戸
で
流
行
し
て
い
た
﹁
め
く
り
カ
ル

タ
﹂（
現
在
の
ト
ラ
ン
プ
や
花
札
の
よ
う
な
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
）
を
素
材
と
し
た
山
東

京
伝
の
黄
表
紙
で
あ
る
︒
登
場
人
物
は
︑
そ
の
全
て
に
お
い
て
め
く
り
カ
ル
タ

の
札
や
︑
役
（
特
定
の
札
の
組
み
合
わ
せ
で
加
点
の
対
象
と
な
る
）
が
擬
人
化
さ

れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
︑
彼
ら
が
お
家
騒
動
の
物
語
を
演
じ
る
︒﹃
寓
骨

牌
﹄
は
︑
記
録
が
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
め
く
り
カ
ル
タ
の
研
究
に
お
い
て

非
常
に
興
味
深
い
資
料
で
︑
カ
ル
タ
研
究
の
分
野
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

2
）

︒
一

方
︑
黄
表
紙
や
山
東
京
伝
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
︑
珍
し
い
題
材
の
作
品

と
し
て
時
折
わ
ず
か
に
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒

　
例
え
ば
︑
比
較
的
詳
し
く
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
森
銑
三
は
︑
一
九
七
四

年
に
﹁﹃
寓
骨
牌
﹄
を
読
ん
で
︑
第
一
に
困
る
の
は
︑
そ
の
中
に
︹
中
略
︺
メ

ク
リ
札
の
名
や
︑
遊
び
の
上
の
用
語
な
ど
が
出
て
来
る
こ
と
で
︑
そ
れ
に
は
ほ

と
ほ
と
手
を
焼
か
さ
れ
る
﹂
と
述
べ（

3
）

︑
特
に
歌
舞
伎
の
要
素
を
中
心
に
概
要
を

紹
介
し
て
い
る
︒
最
後
に
︑﹁
鬼
﹂
と
﹁
幽
霊
﹂
が
世
帯
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
場
面
の
﹁
強
飯
に
蒟
蒻
の
炒
め
つ
け
に
て
茶
ぶ
る
ま
ひ
を
す
る
﹂
と
い
う
書

き
入
れ
な
ど
に
﹁
当
世
の
庶
民
生
活
に
触
れ
て
い
る
の
が
︑
大
い
に
嬉
し
く
感

ぜ
さ
せ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
が（

4
）

︑
こ
れ
は
︑
作
品
に
対
す
る
評
価
と
し
て
は
や

や
表
面
的
で
あ
ろ
う
︒
翌
年
に
佐
藤
要
人
に
よ
る
注
釈
付
き
の
翻
刻
が
出
版
さ

京
伝
の
擬
人
物
黄
表
紙
の
到
達
点

―
―
カ
ル
タ
見
立
て
の
『
寓
骨
牌
』
を
め
ぐ
っ
て

マ
ス
キ
オ
・
パ
オ
ラ
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れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
研
究
は
大
き
く
進
ん
だ
が（

5
）

︑
そ
の
後
も
こ

の
作
品
は
黄
表
紙
の
研
究
者
の
間
で
あ
ま
り
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
研

究
対
象
と
し
て
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
一
九
八
六
年
に
出
版
さ

れ
た
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
﹄
の
中
で
こ
の
作
品
の
解
説
を
著
し
た
棚
橋
正
博
は
︑

登
場
人
物
と
歌
舞
伎
役
者
の
関
係
に
の
み
注
目
し
︑﹁
蓋
し
︑
当
時
の
歌
舞
伎

の
内
情
の
穿
ち
を
含
む
も
の
か
︑
未
考
﹂
と
結
ん
で
い
る（

6
）

︒
さ
ら
に
︑

一
九
九
二
年
の
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ｉ
﹄
の
解
説
で
は
﹁
翻
刻
に
際
し
︑

め
く
り
か
る
た
が
今
日
で
は
難
解
な
故
に
︑
不
明
な
点
が
少
な
く
な
か
っ
た
﹂

と
い
っ
た
記
述
が
改
め
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る（

7
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
先
行
研
究
で
示
さ
れ
て
き
た
こ
の
作
品
の
最

大
の
難
関
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
に
対
す
る
理
解
︑
あ
る
い
は
め
く
り
カ
ル
タ
と

物
語
の
結
び
つ
き
で
あ
る
と
い
え
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
で
は
め
く
り
カ
ル
タ

の
ル
ー
ル
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
う
え
で
︑
あ
ら
た
め
て
作
品
解
釈
を
試
み
る
︒

ま
た
︑
そ
れ
に
加
え
て
︑
新
た
に
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
及
び
擬
人
物
の
中
で

﹃
寓
骨
牌
﹄
の
位
置
付
け
を
考
察
し
た
い
︒

　
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
本
作
品
の
意
義
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
擬
人
物
で

あ
る
と
い
う
独
創
性
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
に
︑
す
で
に
め
く
り
カ
ル
タ
を
擬
人
化
し
た
黄
表
紙
と
し
て
井

久
治
茂
作
﹃
下へ
た
の手
癖く
せ

永な
が

物も
の

語が
た
り﹄
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
京
伝
は
そ
の
発
想
を

持
っ
た
初
め
て
の
戯
作
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
で
も
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
魅
力
は
︑
た
だ
め
く
り
カ
ル
タ
を
題
材
と
し
て

い
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
ゲ
ー
ム
中
の
札
ご
と
の
役
割

を
考
え
た
う
え
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
札
を
擬
人
化
し
︑
作
り
上
げ
た
登
場
人
物
の

性
格
や
台せ
り
ふ詞

を
細
部
に
わ
た
っ
て
カ
ル
タ
の
世
界
に
重
ね
合
せ
︑
物
語
全
体
を

め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
の
よ
う
に
読
め
る
よ
う
に
構
成
し
た
山
東
京
伝
の
工
夫

に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
魅
力
は
あ
る
︒

　
ま
た
︑
め
く
り
カ
ル
タ
を
ど
の
よ
う
に
黄
表
紙
の
素
材
と
し
た
か
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
京
伝
が
多
く
著
し
︑
中
心
と
な
っ
て
作
り
あ
げ
た
一
連
の

﹁
擬
人
物
﹂
黄
表
紙
の
形
成
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま

で
カ
ル
タ
研
究
の
資
料
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
﹃
寓
骨
牌
﹄
は
︑
黄
表
紙
創

作
の
方
法
を
考
察
す
る
た
め
の
︑
興
味
深
い
事
例
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
第
一
節
に
お
い
て
め
く
り
カ
ル
タ
遊
び
の
詳
細
を
紹
介
し
︑
第

二
節
で
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
書
誌
の
情
報
や
概
要
を
述
べ
て
か
ら
︑
第
三
節
で
主
な

登
場
人
物
の
創
作
の
発
想
を
探
っ
て
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
札
が
ど
の
よ
う
に
擬

人
化
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
︒
第
四
節
で
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
に
擬な
ぞ

え
ら

れ
た
登
場
人
物
の
関
係
が
ラ
ン
ダ
ム
で
は
な
く
︑
元
の
札
の
機
能
を
守
っ
て
い

る
こ
と
を
示
す
︒
先
に
結
論
を
い
え
ば
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
︑
あ

る
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に
見
立
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
第
五

節
で
︑
同
様
に
め
く
り
カ
ル
タ
を
擬
人
化
し
た
﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
と
照
ら
し

合
わ
せ
る
こ
と
で
改
め
て
﹃
寓
骨
牌
﹄
を
評
価
し
︑
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
天
明

期
の
山
東
京
伝
に
よ
る
擬
人
物
の
黄
表
紙
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
点
を
示
し
︑

最
後
に
︑
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
︒
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一
　
め
く
り
カ
ル
タ
と
は

　﹃
寓
骨
牌
﹄
の
擬
人
化
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
め
く
り
カ
ル
タ
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
情
報
を
述
べ
る
︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
は
四
種
の
紋
標
が
十
二
枚
ず
つ
︑
一
組
四
十
八
枚
と
い
う
構

成
を
と
る
︒
こ
の
よ
う
な
構
成
の
札
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
伝
え
た
南
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
式
の
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
に
由
来
し
て
い
る
︒﹁
め
く
り
﹂
と
は
︑
本
来

ゲ
ー
ム
の
名
称
だ
っ
た
が
︑
古
く
天
正
カ
ル
タ
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
の
道
具
の

こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
本
来
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド

で
行
わ
れ
る
ゲ
ー
ム
の
一
つ
で
あ
る
﹁
ト
ラ
ン
プ
﹂
で
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
の

こ
と
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
同
様
に
︑
天
正
カ
ル
タ
も
遊
技
名
で
﹁
よ
み

カ
ル
タ
﹂
や
﹁
め
く
り
カ
ル
タ
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒

　
天
正
カ
ル
タ
の
用
語
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
由
来
し
︑
四
つ
の
紋
標
は
ハ
ウ

（pau

﹁
棍
棒
﹂）・
イ
ス
（espada

﹁
剣
﹂）・
オ
ウ
ル
（ouro

﹁
貨
幣
﹂）・
コ
ッ
プ

（copa

﹁
聖
杯
﹂）
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
時
代
が
下
る
と
と
も
に
天
正
カ
ル
タ
の

デ
ザ
イ
ン
か
ら
は
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
趣
き
が
失
わ
れ
︑
王
子
な
ど
の
人
物
は
日

本
ら
し
い
姿
に
な
り
︑
全
体
的
に
絵
柄
が
簡
素
か
つ
抽
象
的
に
な
っ
て
い
く
傾

向
が
見
ら
れ
る
（
図
1
）︒

　
同
様
に
︑
ゲ
ー
ム
の
進
め
方
に
つ
い
て
も
日
本
人
の
嗜
好
に
合
わ
せ
て
変
更

さ
れ
て
い
き
︑
様
々
な
技
法
（
遊
び
方
）
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
︒﹁
よ
み
﹂

と
呼
ば
れ
て
い
る
技
法
は
十
七
世
紀
後

半
か
ら
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
文
献
上
で

も
多
く
見
ら
れ
︑
全
国
的
に
流
行
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る（

8
）

︒
明
和
期

（
一
七
六
四
︱
一
七
七
二
）
刊
の
よ
み
カ

ル
タ
の
説
明
書
﹃
雨
中
徒
然
草
﹄
に
よ

る
と（

9
）

︑﹁
よ
み
﹂
は
イ
ス
（
剣
）
の
紋

標
の
十
二
枚
を
除
い
た
三
十
六
枚
で
行

わ
れ
︑
数
多
く
の
役
を
伴
っ
て
い
る
の

が
特
徴
だ
っ
た
︒

　﹁
よ
み
﹂
の
次
に
﹁
め
く
り
﹂
と
い

う
技
法
が
流
行
す
る
︒
こ
れ
は
︑
天
正

カ
ル
タ
四
十
八
枚
を
使
っ
た
技
法
で
あ

る
︒
時
期
と
し
て
は
︑
安
永
期

（
一
七
七
二
︱
一
七
八
〇
）
か
ら
黄
表
紙

な
ど
の
戯
作
に
現
わ
れ
始
め
︑
天
明
期

（
一
七
八
一
︱
一
七
八
九
）
に
人
気
の

ピ
ー
ク
を
む
か
え
て
い
る
︒
め
く
り
カ

ル
タ
は
特
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
文
献

で
見
ら
れ
︑
そ
の
流
行
は
黄
表
紙
が
流

行
し
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
︒

 図 1　両方とも、もともと棒札の王子が描かれている「ハウ（青
札）のきり」。左は「三池カルタ」（江戸初期）：最も古い日本製
カルタの一枚であり、デザインはポルトガル人が伝達した南ヨー
ロッパ製カルタに近いとされている（写真の出典は江橋崇ほか監
修『図説カルタの世界』大牟田市立三池カルタ記念館、2002 年、
9 頁）。右は「『雨中徒然草』カルタ全図」（江戸中期）：デザイン
が日本化され（日本式の鎧を着ている武者を描いているか）、抽
象的になった（写真出典：日本かるた館編『江戸めくり加留多資
料集』近世風俗研究会、1975 年より）。
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　﹃
寓
骨
牌
﹄
の
登
場
人
物
は
全
て
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
札
と
役
を
題
材
に
し

て
い
る
︒
そ
の
擬
人
化
の
手
法
は
︑
主
に
札
や
役
の
名
称
と
ゲ
ー
ム
に
お
け
る

機
能
を
土
台
と
し
て
い
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
京
伝
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
札
や
役
を
擬
人
化
し
た
の
か

を
具
体
的
に
論
じ
て
い
く
が
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
ま
ず
め
く
り
カ
ル
タ
の
行
い

方
や
札
の
名
称
・
用
語
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
期
に
お
け

る
め
く
り
カ
ル
タ
の
遊
び
方
に
つ
い
て
記
録
は
極
め
て
少
な
い
︒
現
在
知
ら
れ

て
い
る
情
報
は
ほ
ぼ
︑
寛
政
期
に
（
一
七
八
九
︱
一
八
〇
一
）
に
ま
と
め
ら
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
﹃
博ば
く

奕ち

仕し

方か
た

風ふ
う

聞も
ん

書し
ょ

﹄
に
よ
る
も
の
で
あ
る（

10
）

︒
こ
の
書
物
は

め
く
り
カ
ル
タ
の
遊
び
方
を
教
え
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
︑
賭
博
を
取
り
締

ま
る
側
の
視
点
か
ら
書
か
れ
た
覚
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
︑
不
明
な
と

こ
ろ
も
残
る
が
︑
こ
れ
に
記
さ
れ
た
内
容
を
も
と
に
︑
当
時
の
遊
び
方
を
示
す

と
︑
次
の
通
り
と
な
る（

11
）

︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
は
二
人
か
ら
四
人
ま
で
で
行
わ
れ
る
︒
ま
ず
﹁
親
﹂
が
ほ
か

の
参
加
者
に
札
を
七
枚
ず
つ
配
り
（﹁
手
札
﹂）︑
六
枚
を
表
側
が
見
え
る
よ
う

に
真
ん
中
に
置
く
（﹁
場
札
﹂）︒
残
り
の
札
は
裏
側
を
上
に
し
て
山
積
み
に
し

た
状
態
で
隣
に
置
か
れ
る
︒
参
加
者
は
順
番
に
手
札
を
数
字
で
場
札
に
合
わ
せ

て
取
る
（﹁
打
つ
﹂）

（
12
）

︒
そ
し
て
︑
積
み
重
ね
て
い
る
札
の
山
か
ら
一
枚
を
め
く
っ

て
︑
そ
れ
も
場
札
に
合
わ
せ
て
取
る
︒
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
参
加
者
の
取
っ
た

札
の
点
数
を
数
え
て
︑
点
数
が
多
い
参
加
者
の
勝
利
と
な
る
︒

　
点
数
の
数
え
方
は
大
き
く
紋
票
で
決
ま
り
︑
ハ
ウ
（
棍
棒
）
と
イ
ス
（
剣
）

 図 2　めくりカルタの札の名称と点数。『雨中徒然草』カルタ全図（前掲『江戸めくり加留多資料集』より）。
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は
点
数
が
付
く
紋
標
と
し
て
﹁
青
札
﹂
と
﹁
赤
札
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
︑

点
数
が
付
か
な
い
オ
ウ
ル
（
貨
幣
）
と
コ
ッ
プ
（
聖
杯
）
は
無
点
数
を
意
味
す

る
用
語
で
あ
る
﹁
す
べ
た
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る（

13
）

︒

　﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
札
の
名
称
と
点
数
が
細
か
く
記
録

さ
れ
て
い
る
︒
札
の
名
称
は
基
本
的
に
﹁（
紋
標
）
の
（
数
字
）﹂
と
な
る
が
︑

あ
る
特
定
の
札
は
︑
例
え
ば
エ
ビ
が
描
か
れ
て
い
る
赤
札
の
二
が
﹁
海
老
二
﹂

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
︑
描
か
れ
て
い
る
絵
な
ど
に
よ
っ
て
︑
隠
語
の
よ
う
な
名

称
が
付
く
（
図
2
の
﹁
め
く
り
カ
ル
タ
の
札
の
名
称
と
点
数
﹂
を
参
照
）︒

　
し
か
し
︑﹁
役
﹂
に
関
し
て
は
名
称
と
構
成
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
役
と

は
︑
特
定
の
三
枚
の
札
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
成
立
す
る
︒
こ
の
役
を
入
手

す
る
と
特
定
の
点
数
な
ど
を
加
え
る
権
利
が
生
じ
る
た
め
︑
勝
利
へ
導
く
も
の

だ
と
さ
れ
る（

14
）

︒

　﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
は
六
つ
で
︑

そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
︒
図
3
﹁
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
一

覧
﹂
に
み
る
よ
う
に
︑
二
つ
ず
つ
対
に
な
っ
て
い
る
︒
歌
舞
伎
役
者
市
川
団
十

郎
の
名
前
を
借
り
た
﹁
団
十
郎
﹂
役
は
︑
青
札
の
一
・
二
・
十
（
そ
れ
ぞ
れ
︑

あ
ざ
・
青
二
・
釈
迦
十
と
称
さ
れ
る
札
）
と
い
っ
た
三
枚
か
ら
な
る
︒
こ
の
組
み

合
わ
せ
の
う
ち
︑
青
札
の
二
の
代
わ
り
に
︑
海
老
が
描
か
れ
て
い
る
赤
札
の
二

（
海
老
二
と
称
さ
れ
る
札
）
が
あ
っ
た
ら
︑﹁
海
老
蔵
﹂
役
に
な
る
︒
ま
た
︑
同

じ
く
歌
舞
伎
役
者
中
村
仲
蔵
の
名
前
を
使
っ
て
い
る
﹁
仲
蔵
﹂
役
は
青
札
の

七
・
八
・
九
の
三
枚
か
ら
な
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
赤
札
の
七
・
八
・
九
の
三

枚
は
︑﹁
赤
蔵
﹂
役
を
な
す
︒
最
後
に
︑
青
札
の
一
・
二
・
三
枚
目
に
あ
た
る

札
（
あ
ざ
・
青
二
・
青
三
）
が
﹁
下
三
﹂
役
で
︑
青
札
の
十
・
十
一
・
十
二
枚

目
に
あ
た
る
札
（
釈
迦
十
・
青
馬
・
青
き
り
）
が
﹁
上
三
﹂
役
を
な
す
︒

二
　『
寓
骨
牌
』
の
概
要

　﹃
百
文
／
二
朱
　
寓
骨
牌
﹄
は
︑
上
中
下
三
巻
三
冊
十
五
丁
で
︑
十
五
ウ（

15
）

に

﹁
京
伝
作
・
政
の
ぶ
画
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
山
東
京
伝
作
・
北
尾
政
演
（
山
東

 図 3　めくりカルタの役一覧　（写真は、三池カルタ・歴史資料館
の「黒馬」の札。筆者撮影）
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京
伝
）
画
の
作
品
で
あ
る
︒
板
元
は
榎
本
屋
吉
兵
衛
で
︑
刊
行
年
は
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）
で
あ
る
︒
柱
題
は
﹁
あ
ぐ
ら
山
﹂
で
︑
角つ
の

書が

き
﹁
百
文
／
二
朱
﹂

と
同
様
に
︑
す
で
に
カ
ル
タ
の
形
で
普
及
し
て
い
た
﹃
小
倉
山
百
人
一
首
﹄
の

も
じ
り
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
百
文
／
二
朱
﹂
の
文
・
朱
は
貨
幣
の
単

位
で
︑
賭
博
を
連
想
さ
せ
る
︒
ま
た
︑﹁
あ
ぐ
ら
山
﹂
の
あ
ぐ
ら
は
め
く
り
カ

ル
タ
の
勝
負
を
行
う
と
き
の
座
り
方
を
指
す
︒
序
文
の
代
わ
り
に
︑
一
オ
に

﹁
蚊
か
に
く
わ
れ
ぬ
ま
じ
な
い
の
う
た

不
食
咒
哥
﹂
と
あ
り
︑
柿
本
人
麻
呂
な
ど
の
有
名
な
歌
を
カ
ル
タ
用
語
で

も
じ
っ
た
三
首
が
あ
る
︒﹁
蚊
に
食
わ
れ
ぬ
呪
い
﹂
と
は
博ば
く

打ち

を
い
う
隠
語
で

あ
る
︒

　﹃
寓
骨
牌
﹄
は
登
場
人
物
が
多
く
︑
プ
ロ
ッ
ト
が
複
雑
で
あ
る
た
め
︑
代
表

的
な
擬
人
化
の
事
例
を
詳
し
く
述
べ
る
前
に
︑
そ
の
概
要
を
述
べ
て
お
く
（
以

下
︑
初
出
の
登
場
人
物
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
す
）︒

　
め
く
り
の
役
人
仲
蔵
が
札
の
親
分
六
大
膳
（
め
く
り
カ
ル
タ
の
六
つ
の
役
の
擬

人
化
）
を
ぶ
ち
の
め
し
て
︑
九
大
膳
を
流
行
ら
せ
る
（
つ
ま
り
め
く
り
カ
ル
タ

の
役
を
増
や
す
）
た
め
に
︑
陰
謀
を
企
て
る
︒
仲
蔵
の
仲
間
は
赤
蔵
や
ぐ
し
六

で
︑
そ
れ
に
六
大
膳
の
家
来
で
あ
る
す
べ
た
の
八
蔵
が
加
わ
る
︒

　
六
大
膳
自
身
は
登
場
人
物
と
し
て
現
れ
な
い
が
︑
そ
の
姫
君
の
六
大
御
前
と

許い
い
な
ず
け
婚
の
青
木
馬
之
丞
と
そ
の
家
来
た
ち
が
︑
善
人
方
と
し
て
登
場
す
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
お
家
騒
動
風
の
本
筋
に
対
し
て
︑
様
々
な
横
筋
が
絡
め
ら
れ
る
︒

　
ま
ず
︑
六
大
御
前
の
家
来
同
士
で
あ
る
青
二
之
助
と
腰
元
の
お
六
と
の
間
に

関
係
が
結
ば
れ
︑
そ
れ
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
二
人
を
死
罪
に
す
る
の
が

普
通
で
あ
る
と
こ
ろ
︑
六
大
御
前
は
二
人
を
解
雇
に
し
て
実
質
的
に
赦
免
す
る
︒

　
点
銭
寺
の
釈
迦
十
如
来
の
開
帳
を
機
会
に
︑
住
職
の
す
だ
れ
十
が
六
大
御
前

に
一
目
惚
れ
し
て
口
説
こ
う
と
す
る
と
い
う
︑
歌
舞
伎
の
﹁
清
玄
桜
姫
物
﹂
の

パ
ロ
デ
ィ
ー
と
も
い
え
る
事
件
が
起
こ
る
が
︑
そ
れ
に
失
敗
し
た
す
だ
れ
十
は

狂
乱
し
︑
や
が
て
仲
蔵
の
仲
間
に
入
る
︒
六
大
御
前
を
逃
し
た
腰
元
の
お
七
が

す
だ
れ
十
に
足
蹴
に
さ
れ
る
が
︑
青
木
馬
之
丞
の
家
来
で
あ
る
小
姓
桐
三
郎
に

介
抱
さ
れ
︑
恋
愛
関
係
が
結
ば
れ
る
︒

　
つ
づ
け
て
︑
不
景
気
に
な
っ
た
地
獄
に
住
む
鬼
と
幽
霊
の
夫
婦
が
登
場
し
︑

食
い
つ
な
ぐ
た
め
に
江
戸
で
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
に
で
も
な
ろ
う
と
︑
娑
婆
の

旅
に
出
る
︒
小
姓
桐
三
郎
と
お
七
は
︑
青
二
之
助
と
お
六
の
よ
う
に
お
家
の
法

度
を
破
ら
な
い
よ
う
に
自
ら
暇
を
取
り
︑
青
二
之
助
ら
の
住
ま
い
へ
向
か
う
が
︑

途
中
︑
赤
蔵
が
お
七
を
手
に
入
れ
よ
う
と
密
か
に
二
人
を
追
い
か
け
る
︒

　
一
方
︑
河
童
十
（
コ
ッ
プ
十
の
札
の
も
じ
り
か
）
は
若
衆
で
あ
る
小
姓
桐
三

郎
を
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
際
︑
鬼
と
幽
霊
が
悪
人
を
止
め
︑
桐
三
郎
は

お
礼
に
夫
婦
が
店
を
持
て
る
よ
う
に
世
話
を
す
る
︒

　
仲
蔵
は
修
験
者
に
頼
ん
で
青
木
馬
之
丞
が
舅
し
ゅ
う
との
六
大
膳
に
貰
っ
た
家
宝
﹁
痣

丸
の
太
刀
﹂
を
奪
う（

16
）

︒
青
木
馬
之
丞
は
恥
の
あ
ま
り
に
六
大
御
前
と
共
に
館
を

忍
び
出
で
︑
お
六
と
青
二
之
助
の
家
に
隠
れ
る
︒
そ
こ
に
す
べ
た
の
八
蔵
が
訪

ね
て
き
て
︑
六
大
膳
の
命
令
だ
と
う
そ
を
つ
い
て
︑
六
大
御
前
と
青
木
馬
之
丞

の
首
を
討
っ
て
渡
す
よ
う
に
頼
む
︒
六
大
御
前
に
恩
返
し
を
す
る
た
め
に
︑
お
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六
と
青
二
之
助
は
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
を
決
心
す
る
が
︑
小
姓
桐
三
郎
も
御

返
し
を
し
た
い
と
述
べ
︑
切
腹
す
る
︒
夜
の
間
に
︑
す
べ
た
の
八
蔵
と
ぐ
し
六

が
六
大
御
前
と
青
木
馬
之
丞
を
駕か

籠ご

に
乗
せ
て
︑
仲
蔵
の
館
へ
連
れ
て
行
く
︒

　
駕
籠
の
垂
れ
を
開
け
る
と
︑
六
大
御
前
と
青
木
馬
之
丞
の
代
わ
り
に
鬼
と
幽

霊
が
座
っ
て
お
り
︑
仲
蔵
は
大
い
に
怒
る
︒
こ
こ
で
善
玉
と
し
て
︑
役
の
海
老

蔵
と
団
十
郎
が
登
場
し
陰
謀
を
は
ば
む
︒

　
最
後
の
半
丁
で
︑
切
腹
し
た
桐
三
郎
の
霊
魂
が
桐
の
木
に
な
り
︑
お
六
（
桐

三
郎
の
恋
人
お
七
の
誤
り
か
）
の
霊
魂
は
孔
雀
に
な
る
と
説
明
さ
れ
る
︒
そ
れ

を
見
た
世
の
人
が
︑
孔
雀
を
鳳
凰
と
見
間
違
え
て
︑﹁
桐
に
鳳
凰
﹂
で
こ
の
草

紙
の
キ
リ
に
鳳
凰
が
現
わ
れ
て
め
で
た
い
結
び
だ
と
こ
じ
つ
け
て
本
作
は
終
わ

る
︒

　
な
お
︑
登
場
人
物
が
多
い
の
で
︑
前
掲
の
関
係
図
（
図
4
）
も
参
照
し
て
ほ

し
い
︒三

　
カ
ル
タ
の
擬
人
化
を
め
ぐ
っ
て

　
カ
ル
タ
の
黄
表
紙
化
を
解
明
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
京
伝
が
ど
の
よ
う
に
め

く
り
カ
ル
タ
を
擬
人
化
し
︑
登
場
人
物
に
し
た
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　﹃
寓
骨
牌
﹄
の
物
語
は
︑
め
く
り
の
役
人
仲
蔵
が
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
変
え

る
た
め
に
陰
謀
を
企
て
て
︑
酒
を
飲
み
な
が
ら
仲
間
た
ち
と
相
談
す
る
場
面
で

始
ま
る
（
図
5
）︒
屏
風
の
前
に
座
っ
て
い
る
の
は
﹁
人
﹂
の
文
字
を
三
つ
並

べ
た
紋
の
柄
の
衣
を
着
て
い
る
仲
蔵
で
︑
そ
の
右
に
味
方
の
赤
蔵
が
い
る
︒
二

人
の
前
に
紙
の
貼
っ
た
火
鉢
が
あ
り
︑
そ
の
中
に
お
酒
の
徳
利
が
置
い
て
あ
る
︒

二
人
の
前
に
︑
後
ろ
姿
で
す
べ
た
の
八
蔵
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
背
筋
を
伸
ば

し
て
い
る
の
は
︑
目
上
の
二
人
の
人
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
姿
勢
で
あ
る
︒

　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
と
役
人
を
掛
け
て

﹁
め
く
り
の
役
人
﹂
と
紹
介
さ
れ
る
仲
蔵
は
︑
初
代
中
村
仲
蔵
の
似
顔
絵
で
描

 図 4　『寓骨牌』登場人物の相関図



88

か
れ
て
い
る（

17
）

︒
さ
ら
に
︑
そ
の
着
物
の
柄
は
先
述
の
中
村
仲
蔵
の
家
紋
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑
歌
舞
伎
役
者
そ
の
人
と
の
関
連
性
が
強
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
め
く
り
カ
ル
タ
で
青
札
の
七
・
八
・
九
の
組
み
合

わ
せ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
仲
蔵
役
は
︑
そ
の
名
称
に
由
来
す
る
発
想
で
擬
人

化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
同
様
に
︑
物
語
の
結
び
に
登
場
す
る
海
老
蔵
役
と

団
十
郎
役
も
当
時
の
同
名
の
歌
舞
伎
役
者
の
そ
れ
ぞ
れ
四
代
目
︑
五
代
目
を
モ

デ
ル
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
京
伝
は
︑
黄
表
紙
に
と
っ
て
定
番
の
題
材
で
あ
る
歌
舞
伎
の
役

者
名
が
︑
め
く
り
カ
ル
タ
用
語
に
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
︑
そ
れ
を
め

く
り
カ
ル
タ
を
黄
表
紙
の
素
材
と
す
る
た
め
の
軸
と
し
て
利
用
し
た
と
理
解
で

き
る
︒
黄
表
紙
に
お
い
て
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
仲
蔵
役
と
役
者
中
村
仲
蔵
の
こ

じ
つ
け
は
︑
非
常
に
自
然
な
発
想
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
︑
こ
れ
自
体

に
は
あ
ま
り
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
な
い
と
も
い
え
る
︒

　
し
か
し
京
伝
は
︑
こ
の
発
想
を
出
発
点
と
し
て
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
世
界
と

歌
舞
伎
の
世
界
を
筋
運
び
の
う
え
で
も
結
び
つ
け
︑
お
家
騒
動
風
の
歌
舞
伎
的

な
物
語
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
と
も
と
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
仲
蔵

役
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
中
村
仲
蔵

が
﹁
色
悪
﹂（
二
枚
目
の
悪
人
役
）
の
名
優
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
め
く
り
カ
ル
タ

の
役
を
増
や
そ
う
と
陰
謀
を
企
て
る
﹁
め
く
り
の
役
人
・
仲
蔵
﹂
と
い
う
発
想

が
京
伝
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
た
だ
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
や
札
は
す
べ
て
歌
舞
伎
の
世
界
か
ら
名
称
を

と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
京
伝
は
こ
れ
ら
を
黄
表
紙
の
中
で

生
か
す
た
め
に
︑
ほ
か
の
方
法
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
︑

六
大
御
前
の
事
例
を
考
察
し
て
み
よ
う
︒

 図 5　『寓骨牌』一ウ・ニオ　物語の冒頭の場面。左から仲蔵と赤蔵、すべたの八郎。以下『寓骨牌』
の図像の出典はすべて、前掲『山東京伝全集　黄表紙Ｉ』。
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六
大
御
前
は
二
番
目
の
見
開
き
に
登
場
す
る（

18
）（

図
6
）︒
右
下
に
見
え
る
看
板

の
中
に
﹁
開
帳
　
五
大
山
点
銭
寺
　
釈
迦
十
世
尊
　
霊
宝
等
﹂
と
書
き
込
ん
で

い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
舞
台
は
開
帳
場
の
前
で
あ
る
︒
点
銭
寺
は
︑

カ
ル
タ
賭
博
の
﹁
寺
銭
﹂
の
連
想
に
加
え
て（

19
）

︑
め
く
り
カ
ル
タ
賭
博
を
思
わ
せ

る
﹁
点
﹂﹁
銭
﹂
と
い
う
文
字
で
創
造
さ
れ
た
滑
稽
な
寺
の
名
前
で
︑
釈
迦
十

世
尊
も
青
札
の
十
の
名
称
で
あ
る
﹁
釈
迦
十
﹂
に
由
来
す
る
︒
六
大
御
前
は
左

端
の
女
性
で
︑
名
壺
に
平
仮
名
で
﹁
ろ
く
﹂
と
あ
る
︒
そ
の
横
に
家
来
の
青
二

之
助
と
す
べ
た
の
八
蔵
が
し
ゃ
が
み
込
ん
で
お
喋
り
を
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
六

大
御
前
の
前
に
腰
元
の
お
七
と
お
六
が
立
っ
て
い
る
︒
六
大
御
前
と
腰
元
の
お

七
は
顔
を
右
の
方
に
向
け
て
︑
そ
こ
に
い
る
六
大
御
前
の
許い
い
な
ず
け嫁

で
あ
る
青
木

馬
之
丞
（
深
笠
を
被
っ
て
い
る
人
物
）
と
そ
の
家
来
の
小
姓
桐
三
郎
を
見
て
い
る
︒

　
六
大
御
前
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に
お
い
て
一
番
点
数
が
高
い
札
﹁
青

札
の
六
﹂
の
擬
人
化
で
︑
六
大
膳
の
娘
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
女
性
は
︑
許
嫁

の
青
木
馬
之
丞
（
青
札
の
十
一
﹁
青
馬
﹂
の
擬
人
化
）
と
一
緒
に
逃
げ
た
り
︑
す

べ
た
の
八
蔵
に
騙
さ
れ
仲
蔵
の
手
に
落
ち
そ
う
に
な
っ
た
り
︑
す
だ
れ
十
の
片

思
い
の
対
象
に
な
っ
て
追
い
か
け
ら
れ
た
り
し
て
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
中
で
様
々

な
登
場
人
物
に
思
い
を
寄
せ
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
人
物
設
定
は
︑
ま
さ
に
青

札
の
六
の
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
役
割
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
実

際
︑
青
札
の
六
は
点
数
を
得
て
勝
利
す
る
た
め
に
︑
誰
も
が
狙
う
札
で
あ
り
︑

そ
れ
が
こ
の
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
姫
君
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

　
ま
た
︑
六
大
御
前
の
腰
元
と
し
て
お
六
と
お
七
と
い
う
女
性
が
登
場
す
る
︒

こ
れ
も
数
字
の
札
の
擬
人
化
だ
と
捉
え
ら
れ
る
︒
青
札
の
六
に
対
し
て
︑
点
数

が
少
な
い
赤
札
の
六
（
十
点
）
と
青
札
の
七
（
二
十
点
）
が
使
い
と
い
っ
た
脇

 図 6　『寓骨牌』二ウ・三オ　六大御前の登場。左から青二之助、すべたの八蔵、六大御前、腰
元お七とお六、青木馬之丞と小姓桐三郎。
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役
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る（

20
）

︒
お
六
は
青
二
之
助
と
不
義
を
は
た
ら
い
た
た

め
六
大
御
前
の
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
青
木
馬
之
丞
と
六
大
御
前

を
匿
か
く
ま

う
と
い
う
役
割
を
果
た
す
︒
そ
れ
は
︑
不
義
を
は
た
ら
い
た
時
に
死
罪
に

せ
ず
解
雇
と
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
恩
返
し
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑
め
く

り
カ
ル
タ
で
は
青
札
の
六
を
取
る
た
め
に
︑
同
じ
数
字
の
赤
札
の
六
が
使
用
さ

れ
る
こ
と
に
擬
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
お
七
と
い
う
名
前
か
ら
は
︑

当
時
様
々
な
文
芸
の
題
材
に
な
っ
て
い
た
八
百
屋
お
七
と
吉
三
郎
の
事
件
が
連

想
さ
れ
る
︒
吉
三
郎
が
﹁
桐
三
郎
﹂
と
し
て
め
く
り
カ
ル
タ
の
世
界
に
取
り
こ

ま
れ
︑
新
た
な
横
筋
が
生
ま
れ
る（

21
）

︒

　
仲
蔵
の
仲
間
に
話
を
戻
す
︒
赤
蔵
と
仲
間
の
ぐ
し
六
に
︑
す
べ
た
の
八
蔵
と

い
う
人
物
が
仲
間
入
り
す
る
︒﹁
す
べ
た
﹂
と
は
﹃
江
戸
語
の
辞
典
﹄
で
も
確

認
で
き
る
よ
う
に
︑
無
点
数
の
札
を
意
味
す
る
め
く
り
カ
ル
タ
用
語
で
あ
り
︑

そ
こ
か
ら
転
じ
て
つ
ま
ら
な
い
人
や
醜
い
女
性
を
指
す
﹁
す
べ
た
野
郎
﹂
や

﹁
す
べ
た
女
郎
﹂
な
ど
の
表
現
が
生
み
出
さ
れ
た
ほ
ど
普
及
し
た
語
で
あ
る（

22
）

︒

こ
こ
で
は
︑
す
べ
た
の
八
蔵
は
︑
有
点
数
の
札
に
な
る
た
め
に
主
人
を
裏
切
っ

て
仲
蔵
の
陰
謀
に
参
加
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

　
冒
頭
の
場
面
（
図
5
）
に
︑﹁
せ
め
て
十
ヲ
つ
も
掠
つ
て
置
き
て
へ
も
の
さ
﹂

と
文
句
を
言
う
す
べ
た
の
八
蔵
に
︑
仲
蔵
が
﹁
俺
が
世
に
な
っ
た
ら
︑
そ
の
方

を
も
︑
五
十
の
も
の
に
し
て
く
り
や
ふ
﹂
と
答
え
て
誘
う（

23
）

︒
す
べ
た
は
勝
利
に

役
立
た
な
い
札
で
あ
る
た
め
︑
め
く
っ
て
し
ま
っ
た
人
に
と
っ
て
は
邪
魔
に
な

る
︒
そ
れ
は
札
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
︑
い
わ
ば
﹁
邪
魔
者
扱
い
﹂
さ
れ
る
こ

と
で
あ
り
︑
札
に
命
が
あ
る
な
ら
ば
︑
不
満
に
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
自
分
の

﹁
務
め
﹂
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
す
べ
た
が
人
間
で
あ
れ
ば
︑
主
人
を
裏
切
っ

て
で
も
得
点
の
あ
る
札
に
な
ろ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
︒
京
伝
は
そ
う
い
っ
た
無

点
数
の
札
の
﹁
気
持
ち
﹂
を
想
像
し
︑
擬
人
化
を
通
し
て
作
品
上
に
表
現
し
た

の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
す
べ
た
の
八
蔵
が
様
々
な
方
法
で
積
極
的
に
陰
謀
に
参

加
し
て
も
︑
結
局
お
六
と
青
木
馬
之
丞
の
首
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
︑
や
は
り

価
値
の
な
い
無
点
数
の
札
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

　
最
後
に
︑
す
だ
れ
十
の
例
を
挙
げ
る
︒
こ
れ
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
で
は
赤
札

の
十
の
名
称
で
︑
札
に
僧
侶
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る（

24
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
て
︑
京
伝
は
﹁
点
銭
寺
の
開
帳
﹂
の
場
面
を
物
語
に
織
り
込
ん
だ

可
能
性
が
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
開
帳
と
め
く
り
カ
ル
タ
の
連
想
は
す
で
に
︑
京

伝
の
処
女
作
と
さ
れ
て
い
る
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
刊
の
﹃
お
花
／
半
七
　

開か
い

帳
ち
ょ
う

利り

益
や
く
の

札め
く
り
あ
い
遊
合
﹄
と
そ
の
出
典
で
あ
る
安
永
前
期
刊
の
洒
落
本
﹃
咲さ
き

分わ
け

論ろ
ん

﹄
に
も
見
ら
れ
る（

25
）

︒

　
す
だ
れ
十
は
三
ウ
・
四
オ
の
見
開
き
（
図
7
）
で
点
銭
寺
の
住
持
と
し
て
登

場
す
る
︒
六
大
御
前
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が
︑
腰
元
の
お
七
に
よ
っ
て
阻
ま
れ

る
︒
つ
ま
り
︑
女
に
一
目
惚
れ
し
て
口
説
こ
う
と
す
る
が
︑
逃
げ
ら
れ
て
狂
乱

す
る
と
い
っ
た
︑
清
玄
桜
姫
物
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
事
件
が
起
こ
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
横
筋
を
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
だ
と
す
れ
ば
︑
僧
侶
が
赤
札
の
十
で
︑

姫
君
が
青
札
の
六
で
あ
る
こ
と
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
事
情
を
知
っ
て
い
る
読
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者
に
と
っ
て
納
得
で
き
る
滑
稽
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
め
く
り
カ

ル
タ
で
は
同
じ
数
字
の
札
を
合
わ
せ
て
取
る
の
が
基
本
で
あ
る
か
ら
︑
赤
札
の

十
で
青
札
の
六
を
取
ろ
う
と
し
て
も
︑
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の

た
め
︑
恋
し
た
す
だ
れ
十
も
六
大
御
前
を
諦
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
展

開
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　
す
だ
れ
十
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
︑
次
の
よ
う
に
三
つ
の
発
想
が
重
な
る
︒
札

に
僧
侶
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
こ
の
札
を
﹁
僧
侶
﹂
と
し
て
表
現

し
︑
僧
侶
か
ら
開
帳
を
連
想
し
︑
開
帳
で
僧
侶
が
六
大
御
前
に
一
目
惚
れ
し
て
︑

清
玄
桜
姫
物
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
事
件
を
起
こ
す
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
す
だ
れ
十
の
例
か
ら
は
﹃
寓
骨
牌
﹄
が
い
か
な
る
作
品
な
の

か
︑
よ
く
理
解
で
き
る
︒
京
伝
は
︑
開
帳
の
よ
う
な
江
戸
の
娯
楽
や
︑
清
玄
桜

姫
物
と
い
っ
た
人
気
の
文
芸
を
取
り
上
げ
︑
そ
こ
に
カ
ル
タ
と
連
想
づ
け
ら
れ

る
要
素
を
で
き
る
限
り
見
出
し
て
い
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る

﹃
寓
骨
牌
﹄
は
︑
凝
り
に
凝
っ
た
め
く
り
カ
ル
タ
尽
く
し
の
作
品
だ
と
理
解
で

き
る
︒

　
以
上
︑
取
り
上
げ
て
き
た
例
か
ら
︑
山
東
京
伝
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
名
称
を

連
想
の
出
発
点
と
し
て
使
い
︑
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
の
札
の
機
能
を
活
か
し
な
が

ら
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
し
か
し
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
擬
人
化
が
単
に
札
の
機
能
を
利
用
し
た
だ
け
で
あ

る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
擬
人
化
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
上
︑
腑
に

落
ち
な
い
登
場
人
物
や
出
来
事
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
仲
蔵
役
に
は
青
札
の
六
と

青
札
の
十
一
（﹁
青
馬
﹂）
を
必
要
と
し
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
仲
蔵

は
六
大
御
前
と
青
木
馬
之
丞
の
首
を
取
り
た
い
の
か
︒
こ
う
い
っ
た
︑
一
見
す

る
と
不
明
な
点
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
に
み
ら
れ
る
擬

 図 7　『寓骨牌』三ウ・四オ　すだれ十が点銭寺の開場で六大御前を口説こうとする場面。
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人
化
に
加
え
︑
さ
ら
な
る
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
趣
向
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︒

四
　
カ
ル
タ
見
立
て
の
趣
向

　﹃
寓
骨
牌
﹄
の
登
場
人
物
が
擬
人
化
さ
れ
た
カ
ル
タ
の
札
と
役
で
あ
り
︑

ゲ
ー
ム
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
読

ん
だ
と
し
て
も
︑
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
と
し
て
理
解
し
に
く
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
る
︒
筆
者
は
登
場
人
物
を
分
析
す
る
た
め
に
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
ル
ー
ル
を

見
て
き
た
が
︑
決
ま
っ
た
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
も
︑
勝
負
を
す
る
度
に
配
ら
れ
る

札
や
め
く
ら
れ
る
札
は
違
う
︒
め
く
り
カ
ル
タ
の
面
白
さ
は
ま
さ
に
︑
偶
然
に

配
ら
れ
た
札
を
も
と
に
︑
偶
然
に
真
ん
中
に
置
か
れ
た
札
に
合
わ
せ
て
︑
な
る

べ
く
多
く
の
点
数
を
取
得
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
偶
然
と
参
加
者
の
能
力
に
よ
っ

て
勝
負
が
展
開
し
て
い
く
︒
そ
れ
で
は
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
物
語
を
め
く
り
カ
ル

タ
の
勝
負
と
し
て
読
ん
で
み
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

　
こ
の
よ
う
に
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
︑
今
ま
で
物
語
の
展
開
と
し
て
理
解
し

き
れ
な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
︑
作
品
の
中
で
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
く
る
︒
結
論
か
ら
い
え
ば
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
は
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝

負
に
物
語
を
見
立
て
る
趣
向
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
ま
ず
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
を
読
ん
で
不
明
に
思
う
と
こ
ろ
は
︑
仲
蔵
が
六
大
御
前

と
青
木
馬
之
丞
を
討
ち
取
り
た
い
と
考
え
る
理
由
で
あ
る
︒
物
語
の
設
定
（
図

5
を
参
照
）
は
︑
仲
蔵
が
﹁
札
の
総
録
六
大
膳
を
ぶ
つ
て
し
め
︑
九
大
膳
を
流

行
ら
し
て
︑
役
を
大
き
く
せ
ん
と
巧
み
︑
赤
蔵
︑
ぐ
し
六
な
ぞ
を
語
ら
い
︑
よ

り
〳
〵
陰
謀
を
企
つ
る
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
六
大
膳
を
倒
す
た
め
に
︑
そ
の
娘

の
六
大
御
前
の
首
を
取
り
た
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
だ
が
︑
仲
蔵
役
は
青

札
の
七
・
八
・
九
︑三
枚
の
札
か
ら
な
り
︑
六
大
御
前
こ
と
青
札
の
六
を
必
要

と
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
青
木
馬
之
丞
も
︑
青
馬
と
称
さ
れ
る
青
札
の
十
一
の

擬
人
化
で
あ
る
が
︑
仲
蔵
役
に
必
要
な
も
の
で
は
な
い
︒

　
し
か
し
︑
お
家
騒
動
で
敵
対
す
る
両
者
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
を
し
て
い

る
二
人
の
遊
戯
者
だ
と
す
る
と
︑
以
上
の
筋
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な
る
︒
要
す
る
に
︑
す
で
に
仲
蔵
役
や
赤
蔵
役
な
ど
を
持
っ
て
い
る

（
あ
る
い
は
持
て
そ
う
で
あ
る
）
遊
戯
者
が
︑
点
数
の
一
番
多
い
青
札
の
六
を
は

じ
め
︑
有
点
で
あ
る
青
札
を
な
る
べ
く
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
六
大

御
前
か
青
木
馬
之
丞
の
家
来
と
し
て
登
場
し
て
い
る
青
札
の
七
（
腰
元
お
七
︑

二
十
点
）
と
青
札
の
き
り（

26
）

（
小
姓
桐
三
郎
︑
五
十
点
）︑
ま
た
赤
札
の
六
（
腰
元

お
六
︑十
点
）
と
青
札
の
二
（
青
二
之
助
︑
五
十
点
）
を
取
れ
ば
︑
合
計
百
三
十

点
が
得
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
よ
う
と
思
っ
て
も
︑
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
で
あ

る
た
め
︑
思
っ
た
通
り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
︒
青
札
を
﹁
望
ん
で
い
る
﹂
遊

戯
者
は
︑
狙
っ
て
い
る
札
を
次
々
と
取
ら
れ
︑
青
札
の
き
り
（
小
姓
桐
三
郎
の

首
）
し
か
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

　
登
場
人
物
の
台
詞
に
も
︑
こ
の
よ
う
な
趣
向
の
読
み
方
を
思
わ
せ
る
も
の
が

あ
る
︒
例
え
ば
︑
二
ウ
（
図
6
）
の
青
木
馬
之
丞
が
点
銭
寺
の
開
帳
の
入
り
口

で
六
大
御
前
と
従
者
に
会
っ
た
場
面
に
は
︑
横
に
﹁
な
ん
だ
︑
青
い
六
に
赤
い
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六
︑
青
い
七
一
丁
に
青
二
と
す
べ
た
の
八
一
丁
じ
や
ァ
︑
何
も
役
は
で
き
ね
へ

の
﹂
と
書
か
れ
て
い
る（

27
）

︒
そ
こ
に
い
る
登
場
人
物
を
元
の
札
と
し
て
み
て
︑
こ

の
組
み
合
わ
せ
で
は
何
も
役
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に
見
立
て
て
読
む
よ
う
に
と
い
う
︑
作
者

京
伝
に
よ
る
明
確
な
ヒ
ン
ト
と
し
て
理
解
で
き
る
︒

　
同
様
に
捉
え
ら
れ
る
台
詞
と
し
て
︑
十
オ
（
図
8
）
に
痣
丸
の
太
刀
を
奪
っ

た
修
験
者
が
述
べ
る
﹁
こ
れ
さ
へ
あ
れ
ば
︑
海
老
蔵
に
も
下
三
に
も
な
る
︒
二

役
は
し
め
た
も
の
だ 

〳
〵
︑
よ
し 

〳
〵
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る（

28
）

︒﹁
痣
丸
の
太

刀
﹂
は
青
木
馬
之
丞
が
義
理
の
父
に
な
る
六
大
膳
か
ら
も
ら
っ
た
太
刀
だ
が
︑

め
く
り
カ
ル
タ
に
お
い
て
﹁
あ
ざ
（
痣
）﹂
と
は
青
札
の
一
の
名
称
で
あ
る（

29
）

︒

こ
の
あ
ざ
の
札
は
︑
団
十
郎
役
︑
海
老
蔵
役
と
下
三
役
に
必
要
で
あ
る
（
図
3

﹁
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
一
覧
﹂
を
参
照
）︒
痣
丸
を
奪
っ
た
修
験
者
は
ま
さ
に
︑

﹁
あ
ざ
の
札
さ
え
あ
れ
ば
︑
海
老
蔵
役
も
下
三
役
も
で
き
る
︒
よ
し
︑
二
つ
の

役
を
独
り
占
め
に
し
た
ぞ
﹂（
一
人
の
遊
戯
者
が
あ
ざ
の
札
を
持
っ
て
い
る
と
︑
当

然
ほ
か
の
遊
戯
者
は
そ
の
札
を
必
要
と
す
る
役
が
で
き
な
い
）
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
四
ウ
・
五
オ
（
図
9
）
に
︑
六
大
御
前
に
逃
げ
ら
れ
た
す
だ
れ
十
が

怒
り
の
あ
ま
り
に
︑
残
さ
れ
た
腰
元
の
お
七
を
﹁
さ
ん 

〴
〵
踏
む
﹂（
殴
る
）

と
い
っ
た
場
面
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
京
伝
は
そ
の
趣
向
を
さ
ら
に
強
調
し
て
い

る
︒
こ
の
場
面
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
﹁
踏
む
﹂
と
は
︑
実
は
め
く
り

カ
ル
タ
用
語
で
あ
り
︑﹁
他
の
斗
技
者
の
手
に
入
っ
て
は
都
合
の
悪
い
重
要
札

を
︑
自
分
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
合
わ
せ
取
っ
て
自

分
の
札
に
す
る
こ
と
︑
体
の
良
い
邪
魔
立
て
を
意
味
す
る
﹂
と
佐
藤
要
人
が
注

釈
し
て
い
る（

30
）

︒﹁
踏
ま
れ
た
﹂（
殴
ら
れ
た
）
お
七
を
介
抱
す
る
桐
三
郎
が
﹁
さ

 図 8　『寓骨牌』十ウ（右）　仲蔵に頼まれて「痣丸の太刀」を奪った修験者。
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て 

〳
〵
む
ご
ひ
踏
み
様
を
し
お
つ
た
︒
こ
ね
へ
に
踏
む
と
︑
み
ん
な
大
引
き
へ

丸
く
な
つ
て
入
る
︒
下
手
な
打
ち
様
だ
﹂
と
述
べ
る（

31
）

︒
め
く
り
カ
ル
タ
の
文
脈

に
お
け
る
こ
の
台
詞
は
︑﹁
一
人
の
遊
戯
者
が
︑
必
要
と
し
な
い
札
を
取
っ
て
︑

ほ
か
の
人
が
そ
の
札
で
役
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
と
︑
結

局
︑
勝
負
の
最
後
の
手
に
な
っ
て
︑
す
べ
て
の
役
が
大
引
き
（
最
後
に
打
つ

人
）
の
手
に
入
る
（
最
後
に
残
る
札
は
最
後
の
遊
戯
者
が
手
に
す
る
と
決
ま
っ
て

い
る
か
ら
）
と
は
︑
下
手
な
打
ち
方
だ
な
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
京
伝
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
用
語
の
﹁
踏
む
﹂
を
文
字
通
り
の
意
味
で

あ
る
﹁
踏
む
（
殴
る
）﹂
に
置
き
換
え
て
滑
稽
な
場
面
を
組
み
立
て
︑
桐
三
郎

の
台
詞
で
改
め
て
作
品
の
筋
と
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
の
展
開
を
結
び
付
け
て
︑

読
者
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
中
巻
で
は
︑
そ
れ
ま
で
の
登
場
人
物
の
代
わ
り
に

突
然
︑
鬼
と
幽
霊
が
現
わ
れ
る
た
め
︑
い
っ
た
ん
違
う
物
語
に
な
っ
た
印
象
を

う
け
る
︒
六
ウ
・
七
オ
（
図
10
）
に
鬼
が
足
の
な
い
幽
霊
を
背
負
っ
た
ポ
ー
ズ

で
描
か
れ
て
い
る
︒
男
が
女
を
背
負
っ
て
行
く
川
べ
り
に
柳
が
描
か
れ
た
こ
の

絵
の
構
図
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
芥
川
の
段
の
挿
絵
に
も
似
る
が
︑
七
オ
に
桜

田
治
助
作
詞
の
富
本
節
﹁
お
は
ん
／
長
右
ェ
門
　
道
行
瀬
川
の
仇
浪
﹂（
天
明

元
年
﹇
一
七
八
一
﹈）
を
カ
ル
タ
用
語
で
も
じ
っ
た
﹁
赤
鬼
／
幽
霊
　
道
行
三
瀬

の
川
波
﹂
曲
の
歌
詞
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
こ
は
桂
川
を
踏
ま
え

て
い
る
と
い
え
る（

32
）

︒

　
カ
ル
タ
の
世
界
で
鬼
と
幽
霊
と
い
え
ば
︑
佐
藤
要
人
が
指
摘
し
た
よ
う
に
鬼

札
と
幽
霊
札
を
連
想
す
る
︒﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
に
は
鬼
札
と
幽
霊
札
の
言

及
は
な
い
が
︑
佐
藤
要
人
は
大
田
南
畝
の
﹃
俗ぞ
く

耳じ

鼓く

吹す
い

﹄（
天
明
八
年

﹇
一
七
八
八
﹈
刊
）
を
は
じ
め
︑
め
く
り
カ
ル
タ
に
お
い
て
の
鬼
札
や
幽
霊
札
の

 図 9　『寓骨牌』四ウ・五オ　すだれ十に〈踏まれた〉お七を介抱する桐三郎。
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役
割
が
推
測
で
き
る
文
献
を
指
摘
し
て
い
る（

33
）

︒

　
実
物
の
カ
ル
タ
に
お
い
て
鬼
と
幽
霊
札
を
探
し
て
み
る
と
︑
ラ
イ
デ
ン
の
国

立
民
族
学
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ン
ホ
フ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
シ
ー

ボ
ル
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
カ
ル
タ
の
中
に
︑
四
十
八
枚
の
札
以
外
に
鬼
が
描

か
れ
て
い
る
札
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
図
11
）︒
ど
ち
ら
の
札
に
も
︑
赤

く
塗
っ
た
札
に
鬼
の
仮
面
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
︑
そ
の
後
ろ
に
﹁
金
札
﹂

と
い
う
看
板
が
見
え
る
︒
前
者
に
は
︑
ブ
ロ
ン
ホ
フ
自
身
に
よ
り
ロ
ー
マ
字
で

﹁O
ni D

uivel

﹂
と
記
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
︒D

uivel

と
は

オ
ラ
ン
ダ
語
で
﹁
悪
魔
﹂
を
意
味
し
︑﹁
鬼
﹂
の
訳
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
別
の
カ
ル
タ
に
は
︑
白
札
が
含

ま
れ
て
い
る
︒

 図 10　『寓骨牌』六ウ・七オ　鬼と幽霊の登場。

 図 11　左はブロンホフが収集したカルタ（360-2188）の鬼札
右はシーボルト・コレクションのカルタ（I-2644）の鬼札
ライデンの国立民族学博物館所蔵、筆者撮影。
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こ
の
ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館
所
蔵
の
カ
ル
タ
の
鬼
札
・
白
札
と
そ
っ

く
り
の
も
の
は
︑
天
正
カ
ル
タ
か
ら
発
展
し
た
と
さ
れ
︑
近
・
現
代
ま
で
伝

わ
っ
て
い
る
複
数
の
﹁
地
方
札
﹂
に
も
見
ら
れ
る（

34
）

︒

　
疑
問
と
し
て
残
る
の
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
鬼
札
と
幽
霊

札
の
使
用
方
法
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
要
人
が
挙
げ
て
い
る
文

献
か
ら
も
明
ら
か
で
は
な
い
︒
と
は
い
え
︑
鬼
札
と
幽
霊
札
は
︑
四
種
の
紋
票

各
十
二
枚
の
セ
ッ
ト
に
所
属
し
て
い
な
い
例
外
的
な
二
枚
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

ゲ
ー
ム
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
特
殊
な
札
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
︒﹃
寓
骨

牌
﹄
に
は
幽
霊
が
﹁
赤
鬼
の
恋
妻
﹂
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
か
ら
︑
鬼
札
と
幽

霊
札
が
似
た
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
た
め
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
に
鬼
と
幽
霊
が
突
然
︑
物
語
に
現
れ
る
の
は
︑
ま

さ
に
勝
負
の
途
中
に
ジ
ョ
ー
カ
ー
的
な
鬼
・
幽
霊
札
が
出
さ
れ
た
様
子
を
反
映

し
て
い
る
と
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒

　
そ
の
後
の
七
ウ
・
八
オ
（
図
12
）
の
場
面
で
は
︑
暇
を
も
ら
っ
た
お
七
と
桐

三
郎
が
赤
蔵
と
河
童
十
に
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
︒
七
ウ
・
八
オ
に
﹁
赤
蔵
は

お
七
を
め
く
り
て
役
を
打
た
ん
と
︑
後
を
つ
け
て
来
り
︑
様
子
を
窺
ふ
︒
河
童

十
は
︑
桐
三
郎
が
若
衆
姿
を
見
込
み
︑
引
き
ず
り
込
ん
で
上
三
を
打
た
ん
と
︑

同
じ
く
窺
ふ（

35
）

﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
を
カ
ル
タ
の
勝
負
の
文
脈
で
解
説
す
る
と
︑
あ

る
遊
戯
者
が
赤
蔵
役
（
赤
七
・
八
・
九
）
に
含
ま
れ
て
い
る
赤
札
の
七
で
青
札

の
七
（
腰
元
の
お
七
）
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
様
子
に
物
語
を
見
立
て
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
若
衆
姿
の
桐
三
郎
に
一
目
惚
れ
し
て
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
河
童
十
を
︑

め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
で
有
点
数
の
札
を
狙
っ
て
い
る
遊
戯
者
に
見
立
て
て
︑

青
札
の
き
り
を
必
要
と
す
る
上
三
役
を
手
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

 図 12　『寓骨牌』七ウ・八オ　お七と桐三郎が赤蔵と河童十に狙われる。
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次
の
見
開
き
（
図
13
）
で
は
鬼
と
幽
霊
が
悪
人
を
威お
ど

し
て
︑
お
七
と
桐
三
郎

の
難
儀
を
救
う
︒
赤
蔵
が
﹁
鬼
と
幽
霊
に
負
け
ち
や
ァ
過
料
が
出
る
︒
い
ま

 

〳
〵
し
い
﹂
と
い
う
台
詞
を
述
べ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
鬼
札
と
幽
霊
札
に
負
け
た
ら
︑

さ
ら
に
罰
金
を
支
払
わ
せ
ら
れ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
た
め
︑
改
め

て
物
語
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
を
す
る
人
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︒

　
最
後
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
物
語
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
で
あ
る
と
い
っ
た

解
釈
を
︑
最
も
は
っ
き
り
と
証
明
し
て
い
る
場
面
を
考
察
し
た
い
︒
そ
れ
は
︑

十
四
ウ
・
十
五
オ
（
図
14
）
の
結
末
の
場
面
で
あ
る
︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
に
限
ら
ず
︑
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
全
般
に
お
い
て
︑
勝
利
す
る
た

め
に
は
最
後
の
手
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
れ
ま
で
に
め
く
ら
れ

な
か
っ
た
札
や
︑
遊
戯
者
が
独
り
占
め
に
し
て
い
た
札
を
︑
最
後
の
手
で
は
必

ず
︑
場
に
登
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
最
後
の
点
数
の
計
算

に
す
べ
て
の
札
が
必
要
に
な
る
）︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
で
も
最
後
の
手
に
な
る
と
そ
の
時
ま
で
使
用
さ
れ
な
か
っ
た

札
が
現
わ
れ
る
が
︑
図
14
の
場
面
で
は
︑
そ
れ
と
同
様
に
︑
海
老
蔵
と
団
十
郎

が
登
場
し
︑
仲
蔵
と
そ
の
仲
間
を
退
治
す
る
︒﹁
め
く
り
の
下
に
舐
め
て
い
た

海
老
二
が
現
わ
れ
出
で
︑
し
ご
ろ
く 

〳
〵
〳
〵
〳
〵
フ
ウ
﹂
と
あ
る
︒﹁
舐な

め
て

い
た
﹂
と
は
︑
場
札
の
最
後
の
一
枚
︑
つ
ま
り
最
後
に
め
く
ら
れ
た
札
を
意
味

す
る
カ
ル
タ
用
語
で
あ
る
と
佐
藤
要
人
が
指
摘
し
て
お
り
︑﹁
海
老
二
﹂
と
は

海
老
蔵
役
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
赤
札
の
二
枚
目
の
こ
と
で
あ
る（

36
）

︒
最
終
的
に

こ
の
札
が
め
く
ら
れ
た
お
か
げ
で
海
老
蔵
役
が
で
き
︑
成
田
屋
の
お
家
芸

﹁
暫
し
ば
ら
く﹂
な
ら
ぬ
﹁
し
ご
ろ
く
﹂（
四
五
六
）
と
め
く
り
カ
ル
タ
に
掛
け
て
表
現
さ

れ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
暫
﹂
の
姿
を
し
た
当
時
の
市
川
海
老
蔵
（
後
の
六
代
目
団
十

 図 13　『寓骨牌』八ウ・九オ　鬼と幽霊がお七と桐三郎の難儀を救う。
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郎
）
の
似
顔
絵
で
擬
人
化
さ
れ
︑
袖
に
成
田
屋
の
紋
で
あ
る
三み

升ま
す

の
代
わ
り
に

め
く
り
カ
ル
タ
の
海
老
二
の
札
が
描
か
れ
て
い
る
︒
同
様
に
現
わ
れ
た
団
十
郎

役
も
︑
五
代
目
の
似
顔
絵
で
描
か
れ
︑
団
十
郎
が
た
び
た
び
演
じ
た
﹁
悪
七
兵

衛
景
清
﹂
を
カ
ル
タ
用
語
で
も
じ
っ
た
﹁
あ
ざ
き
り
ま
七
ふ
め
き
よ
﹂
と
名
乗

る（
37
）

︒
こ
の
場
面
は
︑
次
の
十
五
ウ
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
団
十
郎
︑
海
老
蔵
は
痣
丸
の
太
刀
を
取
返
し
︑
一
帯
の
か
る
た
を
数
へ

て
見
れ
ば
︑
大
引
き
勝
と
な
り
け
れ
ど
も
︑
き
り
と
六
の
札
が
見
え
ぬ
ゆ

へ
︑
ま
づ
こ
の
か
る
た
は
蒔
き
直
し
に
す
る

　
つ
ま
り
︑
一
旦
あ
る
遊
戯
者
が
持
っ
て
い
た
あ
ざ
の
札
（
物
語
で
は
仲
蔵
が

奪
っ
た
痣
丸
の
太
刀
）
が
最
後
に
ま
た
現
わ
れ
︑
も
う
一
人
の
遊
戯
者
は
そ
れ

を
手
に
し
て
団
十
郎
役
と
海
老
蔵
役
を
構
成
す
る
︒
勝
負
が
終
わ
り
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
遊
戯
者
が
得
た
有
点
札
と
役
を
数
え
た
と
こ
ろ
︑
大
引
き
（
最
後
に
打
つ

人
）
が
勝
利
し
た
と
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
点
数
計
算
の
際
に
︑
青
札
の
き
り
と

青
札
の
六
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
勝
負
は
や
り
直
す
こ
と
に
な
る
︑

と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

　
最
後
に
京
伝
自
身
が
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
結
末
を
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に
お

け
る
最
後
の
手
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
の
は
︑
こ
の
作
品
全
体
を
め
く
り
カ
ル

タ
の
勝
負
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

 図 14　『寓骨牌』十四ウ・十五オ　
物語の結末の場面が、めくりカルタの勝負の最後の手のように構成されている。
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五
　
山
東
京
伝
の
擬
人
物
の
黄
表
紙
と
『
寓
骨
牌
』

　
ま
ず
︑
本
稿
の
は
じ
め
に
言
及
し
た
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
と
同
様
に
め
く
り
カ
ル

タ
を
題
材
と
し
て
い
る
﹃
下へ
た
の手

癖く
せ

永な
が

物も
の

語が
た
り﹄

を
取
り
上
げ
て
︑
両
作
品
の
関
係

及
び
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
刊
の
﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
は
上
下
二
冊
十
丁
の
作

品
で
︑
板
元
は
岩
戸
屋
︑
作
者
は
井
久
治
茂
内
︒
棚
橋
正
博
に
よ
る
と
﹁
幾
治

茂
内
﹂
と
同
人
で
あ
ろ
う
伝
未
詳
の
作
者
で
︑
黄
表
紙
の
著
作
六
種
の
う
ち
︑

﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
が
初
筆
で
あ
る（

38
）

︒
素
人
作
者
に
よ
る
上
下
二
巻
の
短
い
作

品
で
あ
り
︑
カ
ル
タ
史
研
究
︑
黄
表
紙
研
究
の
中
で
︑
従
来
詳
し
く
取
り
上
げ

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る（

39
）

︒

　﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
に
よ
る
賭
博
を
好
ん
で
貧
乏
に

な
っ
た
夫
婦
が
︑
札
が
擬
人
化
さ
れ
た
︑
お
家
騒
動
の
物
語
を
演
じ
る
夢
を
見

る
と
い
う
構
成
で
あ
る
︒
太
鼓
二
郎
と
お
き
り
が
恋
に
落
ち
る
が
︑
そ
れ
に
嫉

妬
し
た
札
︑
あ
ざ
兵
衛
︑
青
二
︑
釈
迦
︑
青
九
︑
青
八
ら
が
太
鼓
二
郎
を
殺
し
︑

お
き
り
と
太
鼓
二
郎
の
弟
海
老
二
郎
が
︑
六
右
衛
門
（
青
六
）
や
赤
六
な
ど
の

協
力
を
仰
い
で
︑
敵
討
ち
を
図
る
︒
お
き
り
が
赤
六
の
切
見
世
に
勤
め
て
い
る

間
に
︑
海
老
二
郎
と
青
五
郎
が
浅
草
広
小
路
で
乞
食
に
な
っ
た
あ
ざ
兵
衛
を
見

か
け
る
︒
海
老
二
郎
と
お
き
り
が
仲
間
を
集
め
て
い
よ
い
よ
対
決
場
面
に
な
る

時
に
︑
鬼
が
現
わ
れ
︑
両
者
を
仲
裁
す
る
︒
夫
婦
は
夢
か
ら
醒さ

め
て
︑
常
に
し

て
い
た
め
く
り
カ
ル
タ
賭
博
を
や
め
て
︑
正
月
だ
け
に
す
る
こ
と
を
決
心
し
︑

仕
事
に
対
し
て
真
面
目
に
な
り
︑
豊
か
な
生
活
へ
導
か
れ
る
と
い
う
結
末
で
終

わ
る
︒

　﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
は
﹃
寓
骨
牌
﹄
よ
り
四
年
前
の
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
京
伝
の
構
想
の
源
に
な
っ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
が
︑
両
作
品
の
共
通
点
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
を
題
材
と
し
︑
お
家
騒

動
を
趣
向
と
し
て
い
る
こ
と
と
︑
鬼
札
が
特
別
な
存
在
と
し
て
登
場
す
る
こ
と

に
と
ど
ま
る
程
度
だ
と
い
え
る
︒

　
相
違
点
を
述
べ
る
と
︑
ま
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で
登
場
す
る
擬
人
化
さ
れ

た
札
が
ほ
ぼ
異
な
っ
て
い
る（

40
）

︒
さ
ら
に
︑
両
作
品
に
登
場
す
る
札
は
︑
ま
っ
た

く
違
う
発
想
で
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
き
り
の
札
が
﹃
下
手
癖
永
物

語
﹄
で
は
女
主
人
公
の
お
き
り
と
し
て
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
で
は
お
七
・
吉
三
郎
の

事
件
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
小
姓
桐
三
郎
と
し
て
登
場
す
る
︒

　﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
と
﹃
寓
骨
牌
﹄
と
の
根
本
的
な
違
い
は
︑
前
者
で
は
め

く
り
カ
ル
タ
の
世
界
と
お
家
騒
動
の
趣
向
が
︑
後
者
ほ
ど
絡
み
合
っ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
︒
第
四
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
で
は
︑
登
場

人
物
は
お
家
騒
動
の
芝
居
に
合
わ
せ
な
が
ら
︑
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
札
の
役
割
・

関
係
を
反
映
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
物
語
自
体
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に

見
立
て
ら
れ
て
い
る
︒

　
一
方
︑﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
で
お
家
騒
動
を
起
こ
す
登
場
人
物
は
︑
太
鼓
二

郎
と
赤
六
を
除
い
て
青
札
の
擬
人
化
で
あ
る
︒
青
札
は
点
数
付
き
の
カ
ー
ド
で
︑
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勝
負
の
参
加
者
に
と
っ
て
手
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
が
︑
数
字
で
合
わ
せ
て
札

を
取
っ
て
い
く
め
く
り
カ
ル
タ
で
︑
青
札
同
士
が
対
立
す
る
と
い
う
筋
立
て
は

理
解
し
が
た
い
︒
ま
た
︑﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
は
﹃
寓
骨
牌
﹄
と
違
っ
て
︑
め

く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
を
お
家
騒
動
の
歌
舞
伎
に
置
き
換
え
る
と
い
う
発
想
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
︒

　
さ
ら
に
﹃
寓
骨
牌
﹄
に
は
富
本
節
や
お
七
・
吉
三
郎
の
事
件
な
ど
︑
様
々
な

文
芸
を
カ
ル
タ
の
世
界
に
結
び
つ
け
て
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
す
る
傾
向
が
あ
る
が
︑

﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
で
は
文
字
通
り
の
主
な
ス
ト
ー
リ
ー
以
外
に
連
想
に
よ
っ

て
絡
め
ら
れ
た
展
開
が
少
な
い
︒
ま
た
︑﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
で
は
カ
ル
タ
の

役
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
な
い
た
め
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
に
あ
る
よ
う
な
中
村
仲
蔵

や
市
川
団
十
郎
︑
海
老
蔵
の
似
顔
絵
も
見
ら
れ
な
い
︒

　﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
を
読
む
と
︑
な
ぜ
﹃
寓
骨
牌
﹄
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
特

殊
で
︑
凝
り
に
凝
っ
た
作
品
な
の
で
あ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問
が
湧
く
︒
そ
こ

で
︑
山
東
京
伝
の
擬
人
物
の
黄
表
紙
︑
あ
る
い
は
黄
表
紙
全
般
の
流
れ
の
中
で

﹃
寓
骨
牌
﹄
を
ど
う
位
置
付
け
る
べ
き
か
︑
と
い
っ
た
課
題
へ
と
導
か
れ
る
︒

山
東
京
伝
に
よ
る
黄
表
紙
は
︑
京
伝
の
研
究
に
お
い
て
古
く
か
ら
前
期
・
中

期
・
後
期
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
水
野
稔
は
︑
前
期
（
安

永
七
﹇
一
七
七
八
﹈
～
天
明
元
年
﹇
一
七
八
一
﹈）
を
﹁
画
工
政
演
と
し
て
︑
作

者
と
し
て
の
時
期
の
活
動
へ
の
準
備
の
時
﹂
と
︑
中
期
（
天
明
二
﹇
一
七
八
二
﹈

～
寛
政
三
年
﹇
一
七
九
一
﹈）
を
﹁
画
工
を
兼
ね
た
作
者
京
伝
と
し
て
の
開
花
全

盛
期
﹂
と
︑
後
期
（
寛
政
四
﹇
一
七
九
二
﹈
～
文
化
二
年
﹇
一
八
〇
五
﹈）
を
﹁
寛

政
改
革
で
受
け
た
打
撃
や
身
上
の
変
化
か
ら
立
ち
直
っ
て
︑
黄
表
紙
に
も
新
生

面
を
ひ
ら
こ
う
と
努
力
し
た
時
期（

41
）

﹂
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
三
期

の
区
切
り
は
︑
大
田
南
畝
に
激
賞
さ
れ
て
出
世
作
と
な
っ
た
﹃
手て

前ま
え

／
勝か
っ

手て

　

御ご
ぞ
ん
じ
の存
商
し
ょ
う

売ば
い

物も
の 

﹄
（
42
）

（
天
明
二
年
）
の
出
版
と
寛
政
の
改
革
で
あ
る
︒

　﹃
御
存
商
売
物
﹄
は
︑
京
伝
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
︑
擬

人
物
黄
表
紙
の
系
統
︑
あ
る
い
は
黄
表
紙
全
般
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た

作
品
だ
と
い
わ
れ
る（

43
）

︒
こ
こ
で
﹃
寓
骨
牌
﹄
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
︑
特
に
京

伝
の
作
品
に
注
目
し
て
擬
人
物
黄
表
紙
の
流
れ
に
つ
い
て
触
れ
た
い
︒

　
擬
人
物
は
︑
人
間
以
外
の
も
の
が
﹁
人
に
擬
え
ら
れ
て
﹂
登
場
す
る
作
品
群

を
指
す
︒
擬
人
物
は
中
世
文
学
を
は
じ
め
様
々
な
時
代
や
形
態
の
文
学
に
見
ら

れ
る
が
︑﹁
絵
解
き
の
文
学
﹂
と
さ
れ
て
い
る
黄
表
紙
に
特
に
相
応
し
く
︑
そ

の
中
で
大
き
な
作
品
群
と
な
っ
て
い
る
︒
擬
人
物
黄
表
紙
の
早
い
例
は
︑
安
永

七
年
（
一
七
七
八
）
刊
の
﹃
辞
こ
と
ば
た
た
か
い
あ
た
ら
し
い
の
ね

闘
戦
新
根
﹄
な
ど
の
恋
川
春
町
に
よ
る
異
類

合
戦
の
趣
向
を
持
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
︒
そ
の
影
響
を
受
け
て
︑
擬
人
物
の

流
れ
を
さ
ら
に
お
家
騒
動
の
趣
向
へ
と
発
展
さ
せ
た
の
が
山
東
京
伝
の
出
世
作

﹃
御
存
商
売
物
﹄
で
あ
っ
た
︒

　﹃
御
存
商
売
物
﹄
が
︑
異
類
物
合
戦
の
先
行
作
よ
り
さ
ら
に
細
か
く
当
時
の

出
版
界
を
う
が
ち
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
出
版
物
を
擬
人
化
し
︑
世

評
や
話
題
を
織
り
込
ん
だ
︑
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
様
々
の
研
究
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

44
）

︒
よ
っ
て
擬
人
物
の
黄
表
紙
は
﹃
御
存
商
売
物
﹄
以

前
・
以
降
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
︒
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擬
人
物
黄
表
紙
は
他
の
作
者
と
比
べ
て
山
東
京
伝
に
よ
る
作
品
が
圧
倒
的
に

多
い
︒
例
え
ば
︑﹁
擬
人
化
手
法
を
用
い
た
黄
表
紙
作
品
﹂
を
総
合
的
に
論
じ

た
広
部
俊
也
・
木
戸
聖
子
に
よ
る
と
︑
安
永
期
以
来
の
擬
人
化
を
伴
う
黄
表
紙

全
七
十
作
品
中
︑
京
伝
は
絵
師
・
作
者
︑
ま
た
は
両
方
と
し
て
最
低
二
十
五
作

に
関
わ
っ
た（

45
）

︒

　
こ
こ
で
﹃
寓
骨
牌
﹄
を
京
伝
作
の
他
の
擬
人
物
と
対
比
し
て
考
察
し
て
み
た

い
︒
天
明
期
に
京
伝
が
出
版
し
た
擬
人
物
の
作
品
に
は
︑﹃
御
存
商
売
物
﹄
と

﹃
寓
骨
牌
﹄
の
他
︑
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
刊
﹃
天て
ん

慶け
い

和わ

句く

文も
ん

﹄（
京
伝
作
画
）

と
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
刊
﹃
真ま

字な

／
手で

本ほ
ん

　
義ぎ

士し

之の

筆ひ
つ

力り
ょ
く﹄（

京
伝
作
・
北

尾
政
て
る
画
）
が
あ
る
︒

　﹃
天
慶
和
句
文
﹄
は
﹃
御
存
商
売
物
﹄
の
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
上
下
二
巻

二
冊
の
短
め
の
作
品
で
︑
そ
の
趣
向
は
天
上
界
の
お
家
騒
動
︑
あ
る
い
は
﹁
晴

れ
党
﹂
と
﹁
悪
天
の
党
﹂
の
異
類
騒
動
と
も
い
え
る
︒
中
国
の
天
文
学
書
﹃
天

経
或
問
﹄
を
も
じ
っ
て
い
る
題
名
を
は
じ
め
︑
言
葉
遊
び
も
豊
富
な
作
品
で
あ

る
︒
擬
人
物
の
流
れ
の
中
で
い
え
ば
﹃
御
存
商
売
物
﹄
の
影
響
は
明
ら
か
で
︑

素
材
を
変
え
て
﹁
変
奏
﹂
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
創
案
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
次
に
出
版
さ
れ
た
京
伝
の
擬
人
物
が
﹃
寓
骨
牌
﹄（
天
明
七
年
）
で
︑
た

だ
の
﹃
御
存
商
売
物
﹄
の
変
奏
に
終
わ
る
こ
と
な
く
︑
作
品
全
体
を
カ
ル
タ
の

勝
負
に
擬
え
て
筋
を
展
開
す
る
と
い
う
凝
っ
た
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
た
︒
そ

の
翌
年
に
﹃
真
字
／
手
本
　
義
士
之
筆
力
﹄
が
出
版
さ
れ
る
︒

　
こ
の
作
品
は
︑
箔
置
の
九
寸
五
分
の
刀
を
は
じ
め
と
す
る
芝
居
道
具
が
擬
人

化
し
︑
由
良
之
介
な
ど
の
役
者
を
困
ら
せ
る
︑
忠
臣
蔵
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
趣
向

を
持
つ
︒
天
明
期
に
刊
行
さ
れ
た
そ
れ
ま
で
の
擬
人
物
と
比
較
す
る
と
︑﹃
義

士
之
筆
力
﹄
は
忠
臣
蔵
と
い
う
世
界
を
持
つ
点
が
目
新
し
い
︒

　
京
伝
黄
表
紙
の
後
期
に
当
た
る
寛
政
期
に
も
︑
擬
人
物
の
作
品
が
見
ら
れ
る
︒

寛
政
の
改
革
に
よ
っ
て
︑
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
刊
の
﹃
心し
ん

学が
く

早は
や

染そ
め

草ぐ
さ

﹄（
山

東
京
伝
作
・
北
尾
政
美
画
）
を
は
じ
め
︑
京
伝
の
黄
表
紙
が
理
屈
臭
さ
を
趣
向

と
し
︑
教
訓
性
を
全
面
に
出
す
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

46
）

︒
鈴
木
俊
幸
が

﹃
江
戸
の
読
書
熱
﹄
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
書
籍
の
流
通
が
広
が
り
︑
戯
作
の

読
者
層
が
地
方
ま
で
拡
大
し
て
い
く
時
期
の
こ
と
で
あ
り（

47
）

︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑

作
品
が
大
衆
化
︑
単
純
化
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

　
寛
政
期
の
擬
人
物
の
黄
表
紙
で
も
︑
人
の
心
の
中
で
善
玉
悪
玉
が
活
躍
す
る

﹃
心
学
早
染
草
﹄
こ
そ
︑
挿
絵
の
面
白
さ
に
よ
っ
て
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
る
ほ
ど

の
人
気
を
呼
ん
だ
が（

48
）

︑
そ
れ
以
降
は
大
衆
向
け
の
理
解
し
や
す
い
作
品
と
な
る
︒

例
え
ば
︑
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
刊
﹃
一い
っ

百
ぴ
ゃ
く

三さ
ん

升
じ
ょ
う

芋い
も

地じ

獄ご
く

﹄
は
芋
各
種
に

つ
い
て
の
う
ん
ち
く
に
絡
め
た
駄
洒
落
を
楽
し
む
﹁
芋
尽
く
し
﹂
と
い
っ
た
趣

向
で
︑
凝
っ
た
筋
は
な
い
︒

　
ま
た
︑
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
刊
﹃
の
し
の
書
初
若
井
の
水
引
　
先ま
ず

開
ひ
ら
く

梅う
め
の

赤あ
か

本ほ
ん

﹄
は
正
月
の
縁
起
物
が
擬
人
化
さ
れ
て
登
場
し
て
い
る
が
︑
こ
の
作

品
の
上
中
巻
は
ほ
ぼ
縁
起
物
の
紹
介
で
終
わ
り
︑
物
語
を
演
じ
る
よ
う
に
な
る

の
は
下
巻
か
ら
で
あ
る
た
め
︑
多
く
の
横
筋
を
も
つ
複
雑
な
物
語
が
特
徴
だ
っ

た
天
明
期
頃
の
擬
人
物
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
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さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
荏え

土ど

自じ

慢ま
ん

名め
い

産さ
ん

杖づ
え

﹄
で
は
︑
江
戸
の
名
物
が
擬
人
化
さ
れ
て
登
場
す
る
︒
そ
れ
は
︑
地

方
へ
拡
大
し
た
黄
表
紙
の
読
者
層
に
江
戸
の
名
物
・
土
産
を
紹
介
す
る
こ
と
を

目
的
に
考
案
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（

49
）

︒

　﹃
寓
骨
牌
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
︑
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
で
あ
っ
た
︒

山
東
京
伝
の
黄
表
紙
に
は
︑
寛
政
改
革
を
境
に
︑
当
時
の
書
籍
需
要
の
変
化
に

応
じ
た
作
風
の
変
容
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
は
天
明
期
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
作

品
と
比
べ
れ
ば
︑
趣
向
に
お
い
て
も
筋
立
て
に
お
い
て
も
単
純
化
し
て
お
り
︑

擬
人
物
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
︒﹃
寓
骨
牌
﹄
は
︑
そ
の
前
夜
に
著
さ
れ
た
最

後
の
凝
り
に
凝
っ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
単
に
カ
ル
タ
の
札
や
役
を
擬
人

化
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
お
家
騒
動
の
趣
向
に
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
を
重
ね

る
工
夫
に
よ
っ
て
︑
京
伝
の
擬
人
物
黄
表
紙
の
到
達
点
と
見
な
し
得
る
の
で
あ

る
︒

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
が
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
中
で
︑
単
に
擬
人
化
や
駄
洒

落
の
題
材
の
み
な
ら
ず
︑
趣
向
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き

た
︒
そ
れ
だ
け
に
カ
ル
タ
は
最
新
の
流
行
と
し
て
当
時
の
通
人
た
ち
に
よ
っ
て

楽
し
ま
れ
︑
寛
政
の
改
革
で
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
る
︒
こ
の
作
品
は
︑
限

ら
れ
た
読
者
層
を
対
象
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
天
明
期
の
黄
表
紙
は
作
者
と

近
い
教
養
を
備
え
た
限
定
的
な
読
者
を
想
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
︑
そ
の
究

極
的
な
例
と
し
て
理
解
で
き
る
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　
さ
ら
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
を
も
っ
と
広
い
文
脈
で
︑
す
な
わ
ち
﹁
遊
び
の
文

学
﹂（
遊
戯
を
物
語
の
軸
に
す
る
作
品
群
）
の
系
譜
の
中
で
位
置
付
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
例
え
ば
︑
双
六
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
﹃
長
谷
雄
卿
草
紙
﹄（
絵

巻
︑
十
四
世
紀
前
半
成
立
か
）
を
は
じ
め
︑
日
本
文
学
史
上
で
も
遊
戯
が
一
定

の
役
割
を
果
た
す
文
芸
の
様
々
な
例
が
見
ら
れ
る
︒
伝
統
遊
戯
の
多
く
は
中
国

か
ら
伝
わ
り
︑
そ
れ
ら
に
関
す
る
説
話
が
両
国
に
共
通
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
︒

日
本
の
﹁
遊
び
の
文
学
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
へ
と
視
座
を
広
げ

た
時
に
﹃
寓
骨
牌
﹄
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
考
察
す
る
こ
と
が

今
後
の
課
題
と
な
る
︒

　
さ
ら
に
い
え
ば
︑
遊
び
心
や
遊
戯
は
世
界
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
︑
遊
び
文

化
研
究
の
草
分
け
で
あ
る
ホ
イ
ジ
ン
ガ
も
﹃
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
﹄（
一
九
三
八

年
刊
）
で
文
化
に
お
け
る
遊
び
の
要
素
を
論
じ
る
た
め
に
︑
西
洋
文
化
圏
の
み

な
ら
ず
︑
世
界
中
の
文
化
圏
か
ら
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
た（

50
）

︒
何
と
い
っ
て

も
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
カ
ル
タ
自
体
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
︑
地
中
海
文
化
圏
で
使
用
さ
れ
て
い
た
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
に
由
来

す
る
の
で
あ
る
︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
を
取
り
入
れ
た
﹃
寓
骨
牌
﹄
は
︑
同
様
に
擬
人
化
さ
れ
た

プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
が
登
場
す
る
︑
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
（
一
八
三
二
︱
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一
八
九
八
）
の
﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄（
一
八
六
五
年
刊
）
を
想
起
さ
せ
る
︒

そ
こ
で
は
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
は
物
語
の
後
半
か
ら
登
場
し
︑
フ
ラ
ミ
ン
ゴ
の

ク
ロ
ー
ケ
ー
な
ど
様
々
な
遊
び
や
ゲ
ー
ム
が
見
ら
れ
る（

51
）

︒
さ
ら
に
︑
め
く
り
カ

ル
タ
の
勝
負
を
趣
向
と
す
る
と
こ
ろ
は
︑
同
様
に
チ
ェ
ス
を
伴
う
続
編
の
﹃
鏡

の
国
の
ア
リ
ス
﹄（
一
八
七
一
年
刊
）
を
連
想
さ
せ
る
︒
そ
の
点
で
︑﹃
寓
骨

牌
﹄
と
は
か
な
り
近
い
発
想
で
あ
り
︑﹁
チ
ェ
ス
見
立
て
﹂
と
呼
ん
で
も
不
当

で
は
な
か
ろ
う
︒
実
際
︑
鏡
の
国
は
チ
ェ
ス
ボ
ー
ド
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
︑
ア

リ
ス
も
チ
ェ
ス
の
駒
に
な
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
向
で
あ

る
︒

　
ま
た
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
と
キ
ャ
ロ
ル
の
﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
と
﹃
鏡
の

国
の
ア
リ
ス
﹄
は
限
定
さ
れ
た
読
者
層
に
向
け
て
考
案
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
︑

さ
ら
に
文
章
と
挿
絵
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
︒

　﹃
寓
骨
牌
﹄
が
﹃
鏡
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
の
八
十
四
年
前
に
現
わ
れ
た
と
い
う

事
実
は
驚
く
べ
き
で
あ
る
︒﹃
寓
骨
牌
﹄
の
よ
う
に
︑
天
明
の
江
戸
の
知
識
人

と
い
っ
た
決
し
て
広
く
な
い
読
者
層
を
対
象
と
し
た
︑
現
在
の
日
本
で
も
広
く

知
ら
れ
て
い
な
い
作
品
を
︑
世
界
文
学
と
い
う
枠
組
み
で
考
え
る
の
は
大
胆
に

過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
戯
作
研
究
に
お
い
て
は
マ
イ

ナ
ー
な
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
﹃
寓
骨
牌
﹄
に
は
︑
日
本
・
東
ア
ジ
ア
文

化
圏
の
﹁
遊
び
の
文
学
﹂
の
流
れ
で
位
置
付
け
る
と
い
っ
た
課
題
や
︑
さ
ら
に

比
較
文
学
の
研
究
と
い
う
分
野
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
も
見
出
し
う
る
︒

﹃
寓
骨
牌
﹄
を
﹃
ア
リ
ス
﹄
の
二
編
と
比
較
す
る
こ
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
両
者
に

直
接
の
関
係
は
な
い
に
せ
よ
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
生
ん
だ
文
化
圏
の
特
質
に
つ
い
て

考
え
る
題
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

謝
辞
：
本
論
に
先
立
っ
て
︑
近
世
文
学
研
究
会
に
お
い
て
﹃
寓
骨
牌
﹄
に
つ
い
て
の
発
表

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
そ
の
際
︑
様
々
な
ご
指
導
を
頂
き
ま
し
た
延
広
眞
治
先
生
︑

ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
先
生
を
は
じ
め
︑
近
世
文
学
研
究
会
の
皆
様
に
深
謝
い
た
し
ま
す
︒ 

　
ま
た
︑
こ
の
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
の
資
料
収
集
に
お
い
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
・
ラ
イ
デ
ン

市
の
民
族
学
博
物
館
学
芸
員
の
ダ
ン
・
コ
ッ
ク
氏
︑
大
牟
田
市
立
三
池
カ
ル
タ
・
歴
史
資

料
館
の
梶
原
伸
介
館
長
に
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
謹
ん
で
謝
意
を
表
し
ま

す

︒ 

　
く
わ
え
て
︑
ブ
ロ
ン
ホ
フ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
カ
ル
タ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
た
ラ

ベ
ル
の
解
読
を
手
伝
っ
て
下
さ
っ
た
︑
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ィ
ト
カ
ム
氏
に
も
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
︒

注（
1
）
以
降
角
書
き
を
省
略
す
る
︒ 

（
2
）
江
橋
崇
は
﹃
か
る
た
﹄
で
作
品
概
要
の
後
に
﹁︿
め
く
り
﹀
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な

史
料
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
（
江
橋
崇
﹃
か
る
た
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
五
年
︑

一
九
六
頁
）︒

（
3
）
森
銑
三
﹃
続
黄
表
紙
解
題
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
四
年
︑
一
〇
二
頁
︒

（
4
）
同
前
︑
一
〇
四
頁
︒

（
5
）
﹃
寓
骨
牌
﹄
は
二
回
翻
刻
さ
れ
︑
次
の
書
籍
に
翻
刻
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
日
本
か
る
た

館
編
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄
近
世
風
俗
研
究
会
︑
一
九
七
五
年
︑
九
二
︱
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一
二
六
頁
（
佐
藤
要
人
に
よ
る
翻
刻
と
注
釈
は
複
製
版
と
と
も
に
本
書
に
収
め
ら
れ
て

い
る
）︒
山
東
京
伝
全
集
編
集
委
員
会
編
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ｉ
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑

一
九
九
二
年
︑
三
三
五
︱
三
五
二
頁
︒

（
6
）
棚
橋
正
博
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
﹄
青
裳
堂
書
店
︑
一
九
八
六
年
︑
六
九
四
頁
︒

（
7
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ｉ
﹄︑
五
三
七
頁
︒

（
8
）
﹁
ヨ
ミ
﹂
の
技
法
は
︑
貞
享
一
年
（
一
六
八
四
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
山
城
国

の
地
誌
﹃
雍
州
府
志
﹄
で
言
及
さ
れ
︑
西
鶴
や
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
を
は
じ
め
︑
元

禄
期
（
一
六
八
八
︱
一
七
〇
四
）
か
ら
明
和
期
（
一
七
六
四
︱
一
七
七
二
）
ま
で
の
数

多
く
の
作
品
で
見
ら
れ
る
︒
詳
し
く
は
︑
前
掲
﹃
か
る
た
﹄︑
七
九
︱
八
四
頁
︒

（
9
）
﹃
雨
中
徒
然
草
﹄
の
複
製
版
・
翻
刻
と
注
釈
（
佐
藤
要
人
に
よ
る
も
の
）
は
前
掲
﹃
江

戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄
に
含
ま
れ
て
い
る
︒

（
10
）
﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
は
著
者
不
詳
の
未
刊
随
筆
で
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
の
﹁
日
本

古
典
籍
総
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
に
伝
本
の
情
報
は
な
い
が
︑
一
九
二
七
年
に
三
田
村

鳶
魚
校
訂
の
﹃
未
刊
随
筆
百
種
﹄（
米
山
堂
︑
一
九
二
七
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
未
刊
随
筆
百
種
﹄
は
一
九
七
六
年
に
中
央
公
論
社
に
よ
っ
て
朝
倉

治
彦
・
森
銑
三
・
野
間
光
辰
監
修
で
再
版
さ
れ
た
（
森
銑
三
ほ
か
監
修
﹃
未
刊
随
筆
百

種
　
第
一
巻
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
六
年
）︒

（
11
）
﹃
日
本
随
筆
辞
典
﹄
で
﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
は
﹁
町
役
人
の
実
際
必
要
な
知
識
と
し

て
編
纂
さ
れ
て
い
る
た
め
類
似
の
も
の
が
他
に
な
く
︑
異
彩
を
放
つ
﹂
と
い
う
評
価
を

得
て
い
る
（
朝
倉
治
彦
監
修
﹃
日
本
随
筆
辞
典
﹄
東
京
書
籍
︑
一
九
八
六
年
︑
二
三
五
頁
）︒

（
12
）
最
初
が
﹁
親
﹂︑
二
番
目
に
﹁
胴
二
﹂︑
い
れ
ば
三
番
目
に
﹁
胴
三
﹂︑
最
後
に
﹁
大
引

き
﹂
と
称
さ
れ
る
︒
大
引
き
が
有
利
だ
と
さ
れ
る
︒
最
後
に
残
っ
た
札
を
大
引
き
が
取

る
こ
と
か
ら
か
︒

（
13
）
た
だ
し
︑
オ
ウ
ル
の
二
の
札
だ
け
は
例
外
で
︑
点
数
が
付
く
︒

（
14
）
た
だ
し
︑﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
に
役
の
点
数
・
価
値
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
15
）
黄
表
紙
の
本
文
の
出
典
は
︑
数
字
で
丁
を
︑
ウ
と
オ
で
丁
の
裏
・
表
を
示
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
見
開
き
で
左
側
が
表
と
な
る
︒

（
16
）
﹁
青
木
馬
之
丞
﹂
は
こ
こ
以
降
作
品
中
﹁
馬
之
進
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
京
伝
の
誤
り
か
︒

（
17
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
九
二
頁；

前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙

Ｉ
﹄︑
五
三
六
頁
︒

（
18
）
佐
藤
要
人
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
六
大
御
前
の
名
前
は
﹃
平
家
物
語
﹄
の
六
代

御
前
を
踏
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
︒
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
九
二
頁

（
19
）
寺
銭
（
て
ら
せ
ん
・
て
ら
ぜ
に
）
と
は
︑
出
来
高
に
対
す
る
一
定
の
割
合
で
貸
元
ま

た
は
席
主
に
場
所
の
借
り
賃
と
し
て
支
払
う
金
銭
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
20
）
青
札
の
七
は
七
ウ
・
八
オ
で
恋
人
の
桐
三
郎
と
江
戸
へ
向
か
う
お
七
が
赤
蔵
に
追
い

か
け
ら
れ
︑
め
く
ら
れ
そ
う
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
赤
札
の
七
（
十
点
）
の
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
︒

（
21
）
﹁
き
り
﹂
と
は
十
二
枚
目
の
札
の
名
称
で
あ
る
︒

（
22
）
前
田
勇
編
﹃
江
戸
語
の
辞
典
﹄
講
談
社
︑
一
九
七
九
年
︑
五
四
九
頁
︒

（
23
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ｉ
﹄︑
三
三
八
頁
︒

（
24
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
〇
四
頁
︒

（
25
）
﹃
開
帳
利
益
札
遊
合
﹄
は
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
に
回
向
院
で
行
わ
れ
る
予
定
だ
っ
た
善

光
寺
の
出
開
帳
の
宣
伝
の
作
品
だ
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
カ
ル

タ
賭
博
と
の
連
続
性
は
何
に
由
来
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
現
在
︑﹁
開
帳
（
張
）﹂
と
は

﹁
賭
博
場
を
開
く
﹂
と
い
う
意
味
も
あ
り
︑
こ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の

用
例
が
﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄（
角
川
書
店
︑
一
九
八
二
︱
九
九
年
）
に
一
つ
挙
げ
ら
れ

て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄（
小
学
館
︑
一
九
七
九
︱
八
一
年
）
な
ど
で

は
そ
う
い
っ
た
意
味
の
用
例
は
明
治
以
降
の
も
の
で
︑
江
戸
語
の
辞
典
類
に
は
こ
う

い
っ
た
意
味
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
収
め
ら
れ

て
い
る
江
戸
時
代
の
作
品
で
﹁
か
い
ち
ょ
う
﹂
の
用
例
を
検
索
し
て
も
︑
秘
仏
の
展
示

と
い
っ
た
意
味
の
用
例
は
数
多
く
見
当
た
っ
た
が
︑
賭
博
に
結
び
付
け
ら
れ
る
用
例
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
文
献
上
で
確
認
が
で
き
な
く
て
も
︑
京
伝
の
時
代

に
は
賭
博
場
の
﹁
開
帳
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
す
で
に
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒

そ
の
た
め
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
物
語
の
一
部
が
開
帳
場
を
舞
台
と
し
て
い
る
の
は
︑
こ
の
二
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つ
の
意
味
を
利
か
せ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

（
26
）
青
札
の
き
り
（
青
き
り
）
は
青
札
の
十
二
に
当
た
る
︒

（
27
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ⅰ
﹄︑
三
三
九
頁
︒

（
28
）
同
前
︑
三
四
七
頁
︒

（
29
）
佐
藤
要
人
は
︑﹁
痣
丸
﹂
が
景
清
劇
な
ど
に
出
る
名
刀
で
あ
り
︑
こ
れ
に
め
く
り
カ
ル

タ
の
あ
ざ
札
を
掛
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資

料
集
﹄︑
一
一
八
頁
）︒

（
30
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
〇
五
頁
︒

（
31
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ⅰ
﹄︑
三
四
一
頁
︒

（
32
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
〇
九
︱
一
一
〇
頁
︒

（
33
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
五
頁
︒

（
34
）
例
え
ば
︑
昭
和
初
期
ま
で
任
天
堂
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
た
﹁
小
松
﹂﹁
大
二
﹂﹁
黒

札
﹂﹁
小
丸
﹂﹁
金
山
寺
﹂
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
松
井
天
狗
堂
製
の
﹁
伊
勢
﹂

に
は
鬼
で
は
な
く
︑
幽
霊
が
描
か
れ
て
い
る
札
が
見
え
る
︒
ま
た
︑
福
井
県
の
地
方
札

﹁
小
松
﹂
を
研
究
し
た
山
口
康
彦
は
︑
鬼
札
と
幽
霊
札
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
﹁
金
札
﹂
と

﹁
白
札
﹂
と
い
う
別
の
名
称
を
記
録
し
て
い
る
︒
山
口
康
彦
﹃
最
後
の
読
み
カ
ル
タ
﹄
私

家
版
︑
二
〇
〇
四
年
︑
六
頁
︒

（
35
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ⅰ
﹄︑
三
四
四
頁
︒

（
36
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
二
三
頁
︒

（
37
）
京
伝
の
黄
表
紙
に
お
け
る
景
清
に
つ
い
て
︑
次
の
論
文
を
参
照
︒
岩
田
秀
行
﹁
黄
表

紙
﹃
明
矣
七
変
目
景
清
﹄
攷
︱
︱
﹁
景
清
が
目
姿
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
近
世
文
芸
﹄
第

五
二
号
︑
一
九
九
〇
年
︑
六
四
︱
九
一
頁
︒
同
﹁
黄
表
紙
﹃
明
矣
七
変
目
景
清
﹄
を
め

ぐ
っ
て
︱
︱
景
清
と
重
忠
の
対
立
﹂﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
一
一
〇
号
︑
一
九
九
三
年
︑
一

︱
一
五
頁
︒

（
38
）
前
掲
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
﹄︑
四
六
四
頁
︒

（
39
）
黄
表
紙
研
究
に
お
い
て
は
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
編
﹄（
前
掲
︑
四
六
三
︱
四
六
四
頁
）

の
解
説
と
︑
カ
ル
タ
研
究
に
お
い
て
は
江
橋
崇
﹃
か
る
た
﹄（
前
掲
︑
一
九
八
頁
）
の

﹁︿
め
く
り
﹀
技
法
を
描
い
た
文
学
作
品
﹂
の
節
で
︑
概
要
を
中
心
に
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

伝
本
は
東
京
都
立
中
央
図
書
館
と
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
翻

刻
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
40
）
ま
た
︑
例
え
ば
︑﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
で
あ
ざ
兵
衛
と
し
て
悪
役
を
演
じ
る
あ
ざ
の
札

や
︑
主
人
公
の
太
鼓
二
郎
と
し
て
登
場
す
る
太
鼓
二
は
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
に
見
ら
れ
な
い
︒

逆
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
に
登
場
す
る
す
だ
れ
十
や
お
七
な
ど
は
﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
に
登
場

し
な
い
︒

（
41
）
水
野
稔
﹃
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
﹄
有
光
書
房
︑
一
九
七
六
年
︑
一
一
︱
一
二
頁
︒

（
42
）
以
降
角
書
き
を
省
略
す
る
︒

（
43
）
前
掲
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
﹄︑
三
九
二
頁
︒

（
44
）
水
野
稔
﹃
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
﹄
有
光
書
房
︑
一
九
七
六
年
︑
二
〇
頁
︒

（
45
）
広
部
俊
也
・
木
戸
聖
子
﹁
黄
表
紙
の
擬
人
化
技
法
と
︿
見
立
て
﹀﹂﹃
新
潟
大
学
国
語

国
文
学
会
誌
﹄
第
四
六
号
︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
︱
一
五
頁
︒
た
だ
し
そ
こ
に
は
︑
動
物

が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
昔
話
物
（
例
え
ば
﹃
浦
島
／
太
郎
　
龍
た
つ
の
み
や
こ
な
ま
ぐ
さ
は
ち
の
き

宮
羶
鉢
木
﹄）
や
︑
登

場
人
物
の
一
部
あ
る
い
は
一
人
だ
け
が
擬
人
化
で
あ
る
作
品
（
例
え
ば
﹃
三
国
／
伝
来

　
無に
お
い
ん匀

線せ
ん

香こ
う

﹄）
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

（
46
）
佐
藤
至
子
﹃
山
東
京
伝
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
︑
七
六
頁
︒

（
47
）
鈴
木
俊
幸
﹃
江
戸
の
読
書
熱
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
特
に
第
二
章
﹁
地
方
の
本

屋
さ
ん
︱
︱
信
州
松
本
書
肆
髙
美
屋
甚
左
衛
門
を
中
心
に
﹂
七
三
︱
一
四
四
頁
を
参
照
︒

（
48
）
京
伝
自
身
が
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
後
編
﹃
悪
魂
後
編
　
人
間
一
生
胸
算
用
﹄

と
寛
政
三
年
（
一
七
九
三
）
に
三
編
﹃
堪
忍
袋
緒
〆
善
玉
﹄
を
出
版
し
た
︒
善
玉
悪
玉

の
話
を
書
い
た
作
家
に
︑
寛
政
八
年
（
一
七
八
九
）
に
﹃
四
遍
摺
心
学
草
紙
﹄
を
刊
行

し
た
曲
亭
馬
琴
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

（
49
）
小
林
ふ
み
子
﹁
山
東
京
伝
の
地
方
読
者
へ
の
ま
な
ざ
し
﹂﹃
文
学
﹄
第
一
七
巻
四
号
︑

岩
波
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
四
一
頁
︒

（
50
）
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
﹃
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
︱
︱
人
類
文
化
と
遊
戯
﹄
中
央
公
論
社
︑

一
九
八
九
年
︒
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（
51
）
全
十
二
章
の
う
ち
で
︑
擬
人
化
さ
れ
た
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
は
第
八
章
に
初
め
て
登

場
す
る
︒﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
の
擬
人
化
さ
れ
た
カ
ー
ド
は
︑
王
と
王
女
と
な
る

キ
ン
グ
と
ク
イ
ー
ン
な
ど
の
絵
札
以
外
は
︑
ス
ペ
ー
ド
が
庭
師
︑
ク
ラ
ブ
が
兵
卒
︑
ダ

イ
ヤ
が
廷
臣
︑
ハ
ー
ト
は
十
人
の
王
子
と
い
う
よ
う
に
︑
紋
標
（
ス
ー
ツ
）
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
﹁
厚
み
の
な
い
︑
縦
長
の
四
角
い
胴
体
の
四
隅
に
手
足

が
つ
い
て
い
て
﹂（
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
東
京
図
書
︑

一
九
八
〇
年
︑
一
一
七
頁
）︑
王
女
が
来
た
時
に
顔
を
伏
し
た
ら
︑
裏
の
文
様
は
も
ち
ろ

ん
同
じ
も
の
で
︑
ど
の
カ
ー
ド
で
あ
る
か
見
分
け
ら
れ
な
く
な
る
︒
さ
ら
に
︑
王
女
が

ク
ロ
ー
ケ
ー
の
ゲ
ー
ム
を
し
た
い
と
言
う
と
︑
カ
ー
ド
た
ち
は
体
を
曲
げ
て
︑
ク
ロ
ー

ケ
ー
の
ア
ー
チ
に
な
る
（
同
前
︑
一
二
二
頁
）︒
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は
じ
め
に
―
―
明
治
末
の
留
学
生

　
明
治
末
︑
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
の
両
戦
役
に
お
け
る
日
本
の
勝
利
を
契
機

と
し
て
︑
多
く
の
外
国
人
留
学
生
が
日
本
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ら

の
学
生
群
の
ほ
と
ん
ど
は
東
ア
ジ
ア
圏
か
ら
の
留
学
生
で
あ
り
︑
そ
の
大
部
分

が
清
国
か
ら
の
留
学
生
で
あ
っ
た
︒
急
増
す
る
清
国
留
学
生
（
留
日
学
生
）
の

受
け
皿
と
し
て
︑
法
政
大
学
清
国
留
学
生
法
政
速
成
科
︑
明
治
大
学
設
立
経
緯

学
堂
︑
早
稲
田
大
学
清
国
留
学
生
部
な
ど
が
次
々
に
設
立
さ
れ
︑
私
立
大
学
を

中
心
に
明
治
末
日
本
の
高
等
教
育
機
関
は
留
学
生
ブ
ー
ム
に
沸
い
た
︒
さ
ね
と

う
け
い
し
ゅ
う
﹃
増
補
版 

中
国
人
日
本
留
学
史
﹄（
く
ろ
し
お
出
版
︑
一
九
八
一

年
）
に
よ
れ
ば
︑
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
前
後
の
清
国
留
学
生
数
は

八
千
人
以
上
の
規
模
に
達
す
る
と
い
う（

1
）

︒

　
大
量
の
清
国
留
学
生
が
い
た
一
方
で
︑
日
露
戦
争
以
後
の
留
学
生
の
中
に
は

少
数
な
が
ら
も
欧
米
諸
国
か
ら
の
留
学
生
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
数
少
な
い
欧
米

人
留
学
生
の
ほ
と
ん
ど
が
ロ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
が
︑
彼
ら
ロ
シ
ア
人
が
日
本
に

赴
い
た
の
は
︑
明
確
な
理
由
が
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
日
露
戦
争
に
お
い
て
︑

彼
ら
の
祖
国
ロ
シ
ア
に
打
ち
勝
っ
た
日
本
と
い
う
国
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な

国
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
︒

　
当
時
の
新
聞
報
道
に
は
︑
日
本
の
教
育
機
関
へ
の
入
学
を
望
む
ロ
シ
ア
人
の

姿
が
報
道
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
一
九
〇
六
年
四
月
九
日
付
の
﹃
東
京
朝
日

新
聞
﹄
に
は
︑
齢
二
十
四
︑五
歳
の
美
し
い
ロ
シ
ア
人
青
年
が
ロ
シ
ア
公
使
館

明
治
末
の
米
国
人
留
学
生
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ア
ー
ネ
ル

―
―
忘
れ
ら
れ
た
日
本
学
者
の
生
涯

古
俣
達
郎
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を
訪
れ
︑
ロ
シ
ア
公
使
コ
ザ
リ
フ
に
東
京
帝
国
大
学
へ
の
入
学
を
涙
な
が
ら
に

懇
請
す
る
姿
が
報
道
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
青
年
は
コ
ザ
リ
フ
に
次
の
よ
う
に
訴

え
た
と
い
う
︒

 

今
回
の
日
露
の
戦
争
は
実
に
余
に
精
神
的
大
革
命
を
与
え
た
り
余
が

小
な
る
頭
脳
は
従
来
我
本
国
た
る
露
西
亜
を
以
て
世
界
に
於
け
る
最
も
強

大
に
し
て
進
歩
せ
る
国
な
り
と
思
惟
せ
り
然
る
に
何
ぞ
や
蕞
爾
た
る
日
本

と
戦
ひ
て
連
戦
連
敗
せ
る
の
み
な
ら
ず
国
内
に
は
各
種
の
革
命
的
暴
動
続

発
し
て
ザ
ー
の
権
威
を
以
て
す
る
も
亦
之
を
鎮
圧
す
る
を
得
ざ
ら
ん
と
は
︑

余
は
是
に
於
て
大
に
迷
へ
り
然
ど
も
其
後
の
研
究
に
よ
り
敵
国
た
り
し
日

本
の
連
戦
連
勝
せ
し
所
以
を
知
り
爾
来
日
本
の
文
明
を
研
究
せ
ん
と
す
る

の
念
日
に
増
し
盛
に
し
て
遂
に
今
回
渡
航
し
来
る
な
り
就
て
は
之
よ
り
東

京
帝
国
大
学
に
入
り
て
大
に
研
究
せ
ん
と
欲
す（

2
）

　
こ
の
若
き
ロ
シ
ア
人
青
年
の
説
く
と
こ
ろ
は
︑
日
清
戦
争
以
降
に
開
始
さ
れ

た
清
国
人
た
ち
の
留
日
理
由
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
︒
そ
の
理
由
と
は
︑
有

史
を
通
じ
て
︑
遥
か
に
大
国
で
あ
っ
た
中
国
に
勝
利
し
た
明
治
日
本
と
は
ど
の

よ
う
な
国
家
で
あ
り
︑
そ
の
近
代
化
の
達
成
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
︑

と
い
う
問
い
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
そ
の
頃
の
中
国
で
は
︑
ロ
シ
ア
と

は
違
っ
て
︑
列
強
か
ら
植
民
地
化
さ
れ
る
と
い
う
強
烈
な
危
機
意
識
が
生
じ
て

い
た
︒
そ
の
た
め
︑
急
速
な
近
代
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
︑
た
と
え
︑﹁
速

成
﹂
で
あ
ろ
う
と
も
︑
大
量
の
留
学
生
を
送
り
込
み
︑
近
代
化
を
担
う
人
材
の

養
成
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
い
わ
ば
︑
留
日
は
国
家
の
生
存

を
賭
け
た
大
規
模
な
政
策
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
点
︑
あ
く
ま

で
個
人
単
位
の
留
学
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑

両
者
と
も
日
清
・
日
露
戦
争
で
生
じ
た
﹁
日
本
の
衝
撃
﹂（
山
室
信
一
）
を
受

け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
へ
の
留
学
が
行
わ
れ
た
点
で
相
通
じ
て
い
る
の

で
あ
る（

3
）

︒

　
同
年
十
二
月
十
八
日
付
の
同
紙（

4
）

に
は
︑
日
露
戦
争
以
後
︑
数
十
名
の
ロ
シ
ア

人
学
生
や
軍
人
が
訪
日
し
︑
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
様
子
が
報
道
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
う
ち
︑
約
十
名
は
駿
河
台
の
正
教
神
学
校
で
日
本
語
の
研
究
に
励
み
︑
一

名
が
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
に
入
学
（
一
九
〇
六
年
入
学
の
ニ
コ
ラ
ス
・
ア
ン

ド
レ
ー
エ
フ
の
こ
と（

5
）

）︑
そ
の
他
は
旅
館
に
寄
宿
し
︑
個
人
教
授
と
し
て
雇
っ
た

日
本
人
に
直
接
日
本
語
を
教
わ
っ
て
い
る
と
い
う
︒
い
ず
れ
も
﹁
粗
食
に
甘
ん

じ
熱
心
に
邦
語
に
研
鑽
﹂
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ら
明
治
末
の
ロ
シ
ア
人
留
学
生
の
中
で
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
が
︑
日

本
学
者
・
日
本
文
学
者
の
セ
ル
ゲ
イ
・
エ
リ
セ
ー
エ
フ
（
一
八
八
九
︱

一
九
七
五
）
で
あ
ろ
う
︒
一
八
八
九
年
一
月
十
三
日
︑
帝
政
ロ
シ
ア
の
富
豪
エ

リ
セ
ー
エ
フ
家
に
生
ま
れ
た
セ
ル
ゲ
イ
は
︑
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
経
て
︑

一
九
〇
八
年
︑
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
文
学
科
に
正
規
の
課
程
で
入
学
し

た
︒
在
学
中
に
は
︑
夏
目
漱
石
の
木
曜
会
に
参
加
す
る
な
ど
︑
日
本
文
学
者
と

し
て
研
鑽
を
積
み
︑
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
た
後
︑
ロ
シ
ア
に
帰
国
し
︑
ペ
ト
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ロ
グ
ラ
ー
ド
大
学
の
講
師
に
就
任
し
た
︒
し
か
し
︑
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
投

獄
さ
れ
︑
釈
放
後
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
経
て
︑
フ
ラ
ン
ス
で
亡
命
生
活
を
お

く
っ
た
︒
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
後
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
︑

ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
転
じ
て
︑
日
本
語
・
日
本
史
・
日
本
文
学
等

の
講
座
を
担
当
し
︑
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
や
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー

ン
な
ど
日
本
学
・
日
本
研
究
の
先
導
者
た
ち
を
育
て
て
い
る
︒
彼
は
漱
石
門
下

の
小
宮
豊
隆
や
安
倍
能
成
︑
野
上
豊
一
郎
︑
森
田
草
平
な
ど
の
文
学
者
・
作
家

の
み
な
ら
ず
︑
国
際
法
学
者
の
田
中
耕
太
郎
︑
経
済
学
者
の
大
内
兵
衛
な
ど
︑

戦
前
戦
後
の
日
本
を
リ
ー
ド
し
た
多
く
の
知
識
人
の
友
人
で
も
あ
っ
た
︒
エ
リ

セ
ー
エ
フ
に
つ
い
て
は
︑
倉
田
保
雄
が
詳
細
な
評
伝
を
刊
行
し
て
お
り
︑
倉
田

は
彼
を
﹁
日
本
学
の
始
祖
﹂
も
し
く
は
﹁
日
本
学
の
父
﹂
と
位
置
づ
け
て
い
る（

6
）

︒

倉
田
の
評
が
示
す
よ
う
に
︑
エ
リ
セ
ー
エ
フ
は
日
本
学
お
よ
び
日
本
研
究
の
歴

史
を
検
証
す
る
際
に
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
存
在
と
し
て
︑
そ
の
名
を
残
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
他
方
で
︑
こ
れ
ら
留
学
生
た
ち
の
中
に
︑
日
清
・
日
露
戦
争
を
契
機
と
し
て

訪
日
し
た
ロ
シ
ア
人
や
清
国
人
と
は
全
く
別
の
理
由
に
よ
っ
て
日
本
を
訪
れ
た
︑

た
っ
た
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
青
年
が
い
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
︒

こ
の
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
青
年
の
名
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ア
ー
ネ

ル
（C

harles Jonathan A
rnell 

一
八
八
〇
年
七
月
一
日
︱
一
九
二
四
年
十
一
月
九
日
）

と
い
い
︑
十
代
の
う
ち
に
ア
メ
リ
カ
へ
移
住
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
系
の
移
民
で

あ
っ
た
︒

　
ア
ー
ネ
ル
は
先
述
の
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
生
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
と
同
年
︑

エ
リ
セ
ー
エ
フ
の
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
入
学
に
先
駆
け
る
こ
と
二
年
︑

一
九
〇
六
年
九
月
に
︑
米
国
大
使
館
に
通
訳
官
と
し
て
勤
務
す
る
傍
ら
︑
法
政

大
学
に
入
学
し
て
い
る
︒
日
本
の
私
立
大
学
（
た
だ
し
︑
当
時
の
私
立
大
学
は
す

べ
て
︑
一
九
〇
三
年
に
発
令
さ
れ
た
﹁
専
門
学
校
令
﹂
に
も
と
づ
く
﹁
専
門
学
校
﹂

で
あ
る
）
に
入
学
し
た
最
初
の
欧
米
出
身
者
で
あ
り
︑
そ
の
後
︑
東
京
帝
国
大

学
に
転
じ
て
︑
エ
リ
セ
ー
エ
フ
に
続
い
て
︑
欧
米
人
と
し
て
は
東
京
帝
国
大
学

文
学
部
国
文
学
科
（
一
九
一
九
年
︑
文
科
大
学
か
ら
文
学
部
と
改
称
）
の
二
人
目

の
卒
業
生
と
な
っ
て
い
る（

7
）

︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
日
本
学
の
始
祖
﹂
と
の
評
も
あ
る
エ
リ
セ
ー
エ
フ
と
比

し
て
︑
ア
ー
ネ
ル
の
名
は
忘
却
の
彼
方
に
あ
る
︒
管
見
の
限
り
︑
戦
後
︑
彼
の

名
が
記
さ
れ
た
文
献
と
し
て
︑
ア
ー
ネ
ル
の
東
京
帝
国
大
学
国
文
学
科
に
お
け

る
学
友
で
あ
っ
た
高
木
市
之
助
に
よ
る
﹃
国
文
学
五
〇
年
﹄（
岩
波
書
店
︑

一
九
六
七
年
）︑
同
﹁
島
津
久
基
と
ア
ー
ネ
ル
﹂（﹃
折
り
折
り
の
人 

第
三
﹄
朝
日

新
聞
社
︑
一
九
六
七
年
︒
初
出
は
﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
六
七
年
四
月
二
十
二
日
夕
刊
）︑

最
初
の
入
学
校
で
あ
る
法
政
大
学
の
歴
史
を
記
し
た
︑
霞
五
郎
（
＝
神
長
謙
五

郎
）﹃
お
濠
に
影
を
う
つ
し
て
　
法
政
大
学
八
十
年
史
﹄（
一
九
六
一
年
）︑
同

﹃
法
政
大
学
　
物
語
百
年
史
﹄（
一
九
八
一
年
）︑
教
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た

東
京
商
科
大
学
（
現
在
の
一
橋
大
学
）
の
﹃
一
橋
大
学
学
問
史
﹄（
一
九
八
六
年
）︑

そ
し
て
︑
ア
ー
ネ
ル
が
来
日
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
タ
コ
マ
の
日
本
人
移
民

に
関
す
る
大
塚
俊
一
の
回
顧
録
（
伊
藤
一
男
﹃
続
・
北
米
百
年
桜
﹄
一
九
六
九
年
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所
収
）
が
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
文
献
の
う
ち
︑
ア
ー
ネ
ル
の
経
歴
に
関
し
て
︑

あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
の
は
︑﹃
一
橋
大
学
学
問
史
﹄
の
み
で
あ

る
︒
そ
の
他
の
文
献
は
︑
い
ず
れ
も
ア
ー
ネ
ル
に
関
す
る
数
少
な
い
情
報
を
伝

え
て
く
れ
る
貴
重
な
も
の
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
関
心
に
限
定
さ

れ
た
部
分
的
な
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
文
献
の
少
な
さ
に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
今
日
︑
ア
ー
ネ
ル
は

そ
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
︒
と

い
う
の
も
︑
彼
は
わ
ず
か
四
十
四
歳
と
い
う
若
さ
で
急
逝
し
た
た
め
︑
東
京
帝

国
大
学
で
研
究
を
行
っ
て
い
た
能
や
狂
言
︑
歌
舞
伎
な
ど
の
日
本
の
伝
統
芸

能
・
伝
統
演
劇
の
研
究
を
大
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
彼

は
一
冊
の
著
作
も
残
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の
短
い
生
涯
を
終
え
た
︒

一
九
二
四
年
十
一
月
︑
大
学
院
に
在
籍
し
︑
博
士
論
文
の
執
筆
に
励
ん
で
い
る

最
中
︑﹁
排
日
移
民
法
﹂
の
成
立
（
一
九
二
四
年
七
月
施
行
︒
同
法
の
正
式
名
称
は
︑

﹁
一
九
二
四
年
移
民
法 Im

m
igration A

ct of 1924

﹂
（
8
）

）
に
苦
悩
し
︑
急
逝
し
た
の
で

あ
る（

9
）

︒﹁
排
日
移
民
法
﹂
は
日
米
関
係
に
深
刻
な
遺
恨
を
残
し
︑
多
く
の
悲
劇

を
生
む
こ
と
と
な
る
が
︑
ア
ー
ネ
ル
の
死
は
そ
の
悲
劇
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

　
さ
て
︑
本
稿
は
︑
こ
の
忘
れ
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
留
学
生
で
あ
り
︑
そ
し
て

早
世
の
日
本
学
者
で
あ
っ
た
ア
ー
ネ
ル
の
生
涯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
今
日
︑
彼
の
生
涯
を
辿
る
こ
と

に
︑
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
結
論
を
先
取
り
す
る
か
た
ち

に
な
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
以
下
の
四
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

　
ま
ず
︑
第
一
は
近
代
日
本
の
留
学
生
史
に
関
わ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
留
学
生
史

は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
清
国
留
学
生
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
量

的
な
観
点
の
み
な
ら
ず
︑
彼
ら
清
国
留
学
生
が
辛
亥
革
命
な
ど
の
中
国
近
代
史

に
果
た
し
た
重
要
な
役
割
と
足
跡
を
考
慮
す
れ
ば
︑
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
︒
し
か
し
︑
冒
頭
で
記
し
た
ロ
シ
ア
人
や
本
稿
で
対
象
と
す
る
ア
ー
ネ
ル
の

よ
う
な
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
︑
明
治
末
の
日
本
に
は
東
ア
ジ
ア
圏
以
外
の
様
々
な

国
か
ら
訪
れ
た
留
学
生
が
︑
少
数
な
が
ら
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の

こ
と
は
事
実
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
彼
ら
が

な
ぜ
明
治
末
に
日
本
に
留
学
し
た
の
か
︑
ま
た
帰
国
後
に
果
た
し
た
役
割
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
と
い
っ
た
問
い
を
︑
国
別
の
差
異
や
偏
差
も

含
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　
第
二
は
︑
日
本
学
及
び
日
本
研
究
の
歴
史
に
関
わ
る
点
で
あ
る
︒
残
念
な
が

ら
︑
彼
の
早
世
に
よ
っ
て
未
完
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
彼
が
東
京
帝
国
大
学

で
着
手
し
て
い
た
能
︑
狂
言
な
ど
の
伝
統
演
劇
の
研
究
は
︑
日
本
国
内
の
ア
カ

写真１ チャールズ・ジョナ
サン・アーネル。『東京朝日
新聞』1924 年 9 月 27 日
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デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
機
関
に
お
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
最
初
期

の
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
筆
者
の
力
量
不
足
の
た
め
に
紹
介
程
度
に
と
ど

ま
る
が
︑
外
国
人
に
よ
る
学
術
的
な
日
本
研
究
の
先
駆
け
と
し
て
注
目
す
る
に

値
す
る
︒

　
第
三
は
︑
国
文
学
史
の
領
域
に
関
係
し
て
い
る
︒
ア
ー
ネ
ル
は
東
京
帝
国
大

学
国
文
学
科
時
代
︑
高
木
市
之
助
ら
そ
の
後
の
国
文
学
界
を
リ
ー
ド
す
る
多
く

の
人
々
と
研
究
を
と
も
に
し
て
お
り
︑
彼
ら
学
友
だ
け
で
な
く
︑
恩
師
で
あ
っ

た
国
文
学
者
藤
村
作
（
一
八
七
五
︱
一
九
五
三
）
と
も
極
め
て
親
密
な
関
係
に

あ
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
昭
和
初
期
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
藤
村
の
英
語
教
育

廃
止
論
（
英
語
科
廃
止
論
）
に
焦
点
を
あ
て
︑
ア
ー
ネ
ル
の
死
が
藤
村
に
与
え

た
影
響
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
︒

　
最
後
に
︑﹁
越
境
史
﹂
の
観
点
か
ら
で
あ
る
︒
根
川
幸
男
に
よ
れ
ば
︑﹁
越
境

史Transnational H
istory

﹂
と
は
︑﹁
一
国
史
や
比
較
史
に
対
す
る
批
判
か
ら

起
こ
っ
た
新
し
い
歴
史
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
り
︑
複
数
国
家
・
地
域
の
関

係
・
交
差
の
視
点
か
ら
歴
史
を
見
直
す
方
法
﹂

（
10
）

で
あ
る
︒
本
稿
は
あ
く
ま
で
伝

記
的
記
述
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
︑
そ

し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ
と
越
境
し
続
け
た
ア
ー
ネ
ル
の
生
涯
は
︑
そ
れ
自

体
が
一
つ
の
﹁
越
境
史
﹂
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

一
　
移
民
同
士
の
出
会
い

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ア
ー
ネ
ル
は
一
八
八
〇
年
七
月
一
日
︑
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
生
ま
れ
た
︒
父
ジ
ョ
ン
︑
母
ア
リ
ダ
︑
そ
し
て
二
人
の
妹
と
と

も
に
︑
十
代
の
う
ち
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ワ
シ
ン
ト
ン
州
タ
コ
マ
市
に
移
住
し
︑

一
八
九
九
年
︑
二
十
歳
の
折
に
は
ア
メ
リ
カ
に
帰
化
し
て
い
る（

11
）

︒

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
民
が
急
増
し
た
の
は
︑
一
八
八
〇
年

代
の
こ
と
で
あ
る
︒
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
︑
一
八
一
五
年
に
は
︑
わ
ず
か

二
五
〇
万
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
人
口
が
︑
一
九
〇
〇
年
ま
で
に
五
一
〇
万
に
急

増
し
て
い
る
が
︑
そ
の
背
景
に
は
︑
急
激
な
死
亡
率
の
低
下
が
あ
っ
た
︒
死
亡

率
の
低
下
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
栄
養
状
況
が

好
転
し
た
こ
と
︑
ま
た
︑
天
然
痘
に
対
す
る
予
防
接
種
が
普
及
し
︑
衛
生
状
況

も
劇
的
に
改
善
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
︒
他
方
で
︑
農
業
国
で
あ
る
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
は
︑
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
（﹁
囲
い
込
み
﹂）
に
よ
り
︑

農
業
・
農
法
の
近
代
化
と
開
墾
も
大
規
模
化
し
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
農
地
の
効

率
化
と
拡
張
に
も
関
わ
ら
ず
︑
急
激
な
人
口
を
賄
ま
か
な

う
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
︒

農
村
に
は
無
職
者
が
あ
ふ
れ
︑
農
村
不
況
が
発
生
し
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
多
く
の

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
新
天
地
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
︒
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
︑
一
八
六
五
年
か
ら
一
九
三
〇
年
の
間
に
︑
総
人
口
の
約
四

分
の
一
が
移
民
と
な
り
︑
と
り
わ
け
︑
ピ
ー
ク
の
一
八
八
七
年
の
移
民
者
数
は
︑
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一
年
間
に
約
四
万
七
千
人
も
の
規
模
に
及
ん
だ（

12
）

︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
移
民
の

約
九
割
は
︑
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
者
で
あ
り
︑
ア
ー
ネ
ル
一
家
が
タ
コ
マ
に
移

住
し
た
の
も
︑
こ
う
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
大
規
模
な
移
民

の
時
代
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
ア
ー
ネ
ル
の
生
涯
を
決
定
づ
け
る
こ
と
と
な
る
日
本
へ
の
関
心
は
︑
家
族
と

と
も
に
移
住
し
た
︑
こ
の
タ
コ
マ
の
地
で
生
じ
た
︒
こ
こ
で
︑
ア
ー
ネ
ル
は
日

本
人
移
民
た
ち
と
出
会
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
彼
が
一
九
〇
六
年
に
法
政
大
学
へ
入
学
し
た
際
に
︑
同
校
の
学
内
誌
﹃
法
学

志
林
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
に
よ
れ
ば
︑
当
時
︑
彼
の
父
ジ
ョ
ン
は
タ
コ
マ
で

バ
プ
テ
ス
ト
教
会
の
伝
道
活
動
に
関
わ
っ
て
お
り
︑
そ
の
布
教
の
対
象
の
中
に

は
︑
彼
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
移
民
と
同
じ
く
︑
ア
メ
リ
カ
へ
移
住
し
て
間
も
な

い
日
本
人
移
民
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
た
め
︑
息
子
の
ア
ー
ネ
ル
も
﹁
自
然
日

本
人
と
の
交
わ
り
深
﹂
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う（

13
）

︒

　
タ
コ
マ
の
地
に
日
本
人
移
民
が
入
植
を
開
始
し
た
の
は
︑
一
八
八
五
年
頃
の

こ
と
で
︑
ア
ー
ネ
ル
一
家
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
移
住
し
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
時

期
に
あ
た
る
︒
こ
の
当
時
の
日
本
人
移
民
の
急
増
も
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
似

通
っ
た
理
由
で
あ
っ
た
︒
一
八
八
〇
年
代
後
半
︑
西
南
の
役
の
後
︑
松
方
デ
フ

レ
政
策
に
よ
る
不
景
気
を
起
因
と
し
た
︑
米
価
の
低
落
︑
地
租
の
重
税
に
凶
作

が
加
わ
り
︑
農
村
部
は
深
刻
な
不
況
に
あ
え
い
で
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
農
村
の

無
職
者
は
︑
都
市
に
流
入
す
る
こ
と
と
な
る
が
︑
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
︑

都
市
産
業
は
い
ま
だ
発
展
の
途
上
に
あ
り
︑
農
村
か
ら
流
入
す
る
労
働
力
を
全

て
吸
収
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
農
村
に
お
け
る
余
剰
労
働

力
の
一
部
が
北
海
道
移
住
ま
た
は
海
外
へ
の
移
住
に
回
っ
た
の
で
あ
る（

14
）

︒
一
方

で
︑
彼
ら
の
移
住
先
の
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
一
八
六
五
年
の
南
北
戦
争
終
結
後
の

一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
八
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
金
ぴ
か
時

代
﹂
と
も
︑﹁
第
二
次
産
業
革
命
﹂
と
も
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
未
曽
有
の
経
済
的

成
長
の
過
程
に
あ
っ
た
︒
急
成
長
を
遂
げ
る
中
で
︑
都
市
部
で
あ
ろ
う
と
農
村

部
で
あ
ろ
う
と
労
働
力
の
不
足
が
深
刻
化
し
て
お
り
︑
移
民
た
ち
の
労
働
力
を

求
め
て
い
た
の
で
あ
る（

15
）

︒

　
こ
の
間
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
西
北
部
に
位
置
し
︑
太
平
洋
岸
の
港
湾
地
に
あ

る
タ
コ
マ
は
︑
世
界
中
の
移
民
が
集
ま
る
湾
岸
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
き
︑

一
八
九
〇
年
頃
に
は
︑
百
名
を
越
え
る
日
本
人
が
居
住
す
る
に
い
た
っ
た
︒

一
八
九
一
年
に
は
タ
コ
マ
日
本
人
会
が
結
成
さ
れ
︑
以
後
︑
日
本
人
移
民
は
漸

次
的
に
増
加
し
て
い
っ
た（

16
）

︒
と
り
わ
け
︑
一
九
〇
九
年
に
大
阪
商
船
会
社
が
タ

コ
マ
を
米
国
航
路
の
第
一
寄
港
港
と
し
︑
日
米
貿
易
が
進
展
し
た
こ
と
も
あ
り
︑

日
本
人
移
民
は
九
百
名
を
超
え
︑
タ
コ
マ
の
日
本
人
社
会
は
全
盛
期
を
迎
え
た（

17
）

︒

　
先
に
ア
ー
ネ
ル
の
父
ジ
ョ
ン
が
バ
プ
テ
ス
ト
の
伝
道
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
に
少
し
触
れ
た
が
︑
タ
コ
マ
の
日
本
人
へ
の
バ
プ
テ
ス
ト
の
伝
道
を
開
始

し
た
の
は
︑﹁
シ
ア
ト
ル
の
日
本
人
社
会
に
基
督
教
青
年
会
を
設
け
た
元
祖
﹂

（
18
） 

と
称
さ
れ
る
岡
崎
福
松
牧
師
で
あ
る
︒
岡
崎
は
︑
東
京
一
致
英
和
学
校
（
明
治

学
院
の
前
身
）
を
卒
業
後
︑
一
八
八
七
年
に
渡
米
し
た
日
本
人
移
民
で
あ
っ
た
︒

渡
米
当
初
は
各
地
を
転
々
と
す
る
が
︑
デ
ン
バ
ー
滞
在
中
に
︑
同
地
の
第
一
バ
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プ
テ
ス
ト
教
会
で
受
浸
し
︑
一
八
九
四
年
に
は
︑
シ
ア
ト
ル
第
一
バ
プ
テ
ス
ト

教
会
で
按
手
礼
を
受
け
て
伝
道
者
と
し
て
承
認
さ
れ
た（

19
）

︒
以
後
︑
シ
ア
ト
ル
を

中
心
に
日
本
人
移
民
へ
の
伝
道
に
努
め
︑
一
八
九
九
年
に
は
︑
ア
メ
リ
カ
西
北

部
に
お
け
る
日
本
人
キ
リ
ス
ト
教
会
の
第
一
号
で
あ
る
シ
ア
ト
ル
浸
礼
教
会

（
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
）
を
設
立
し
て
い
る
︒
彼
は
伝
道
活
動
と
と
も
に
︑
日
本
人

移
民
へ
の
教
育
に
も
熱
心
で
あ
り
︑
一
八
八
九
︑一
八
九
〇
年
頃
か
ら
︑
移
民

た
ち
に
教
育
を
施
す
た
め
に
教
会
の
一
部
を
開
放
し
た
宿
泊
所
を
設
立
し
︑
多

く
人
々
が
彼
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
岡
崎
の
活
動
の
功
績
は
︑
日

本
人
移
民
の
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
︑﹃
在
米
闘
士
録
﹄（
一
九
三
二
年
）

の
岡
崎
の
項
目
に
は
︑﹁
在
米
同
胞
中
︑
シ
ヤ
ト
ル
港
に
上
陸
し
︑
暫
く
同
地

に
足
を
停
め
て
︑
奮
闘
し
た
者
な
ら
ば
︑
大
抵
は
岡
崎
氏
の
教
会
に
止
宿
し
氏

の
厄
介
に
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
と
い
つ
て
も
敢
て
過
当
で
は
あ
る
ま
い
﹂
と
し

て
︑
彼
を
﹁
海
外
に
於
る
同
胞
精
神
界
の
明
星
﹂
と
称
え
て
い
る（

20
）

︒

　
そ
の
岡
崎
が
シ
ア
ト
ル
近
郊
の
タ
コ
マ
に
伝
道
を
開
始
し
た
の
は
一
八
九
三

年
こ
と
で
︑
岡
崎
の
回
想
に
は
︑
タ
コ
マ
へ
の
伝
道
に
際
し
て
は
︑
同
胞
の
牧

師
以
外
に
︑﹁
同
情
者
ア
ー
ネ
ル
氏
︑
ド
ク
タ
ー
ム
ー
ン
氏
﹂
の
尽
力
が
あ
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

21
）

︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
回
想
に
あ
る
﹁
同
情
者
ア
ー
ネ

ル
氏
﹂
が
︑
父
ジ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
り
︑
岡
崎
の
タ
コ
マ
伝
道
に
は
ジ
ョ
ン
の

貢
献
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
先
述
の
﹃
法
学
志
林
﹄
の
記
事
に
従
え
ば
︑

ア
ー
ネ
ル
は
父
ジ
ョ
ン
と
と
も
に
岡
崎
ら
日
本
人
バ
プ
テ
ス
ト
の
伝
道
を
手
伝

う
中
で
︑
岡
崎
の
周
辺
に
い
た
日
本
人
移
民
た
ち
と
も
自
然
と
親
し
く
な
っ
て

い
っ
た
︒
極
北
の
地
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
移
住
者
で
あ
り
︑
な
お
か
つ
多
感
な

少
年
期
を
お
く
っ
て
い
た
ア
ー
ネ
ル
に
と
っ
て
︑
未
知
の
存
在
で
あ
る
極
東
の

日
本
人
の
言
葉
や
文
化
︑
風
俗
な
ど
︑
彼
を
魅
了
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
︒

　
ア
ー
ネ
ル
と
日
本
人
移
民
の
交
流
に
関
し
て
は
︑
彼
の
母
ア
リ
ダ
の
証
言
も

あ
る
︒
ア
ー
ネ
ル
の
没
後
︑
ア
リ
ダ
が
日
本
に
滞
在
中
の
ア
メ
リ
カ
人
の
友
人

に
宛
て
た
書
簡
で
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
彼
は
タ
コ
マ
で
日
本
人
移
民
に
英

語
を
教
え
る
な
ど
の
積
極
的
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う（

22
）

︒
例
え
ば
︑
後

に
タ
コ
マ
日
本
人
会
の
会
長
を
つ
と
め
た
川
井
徳
平
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
︒

タ
コ
マ
の
日
本
人
移
民
の
歴
史
を
記
し
た
最
も
古
い
文
献
で
あ
る
︑
大
塚
俊
一

﹁
タ
コ
マ
日
本
人
発
展
史
﹂（
一
九
一
七
年
）
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

　
現
駐
日
米
国
大
使
館
一
等
書
記
官
ア
ー
ネ
ル
氏
は
︑
駐
日
外
交
官
中
︑

最
も
日
本
語
に
長
じ
︑
歌
舞
音
曲
に
す
ら
通
暁
す
と
称
せ
ら
る
ゝ
が
︑
氏

の
日
本
語
の
手
播
き
を
な
し
た
る
も
の
は
︑
明
治
三
十
二
年
に
は
じ
め
て

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
街
に
リ
ン
コ
ー
ン
洋
食
店
を
開
業
せ
る
川
井
徳
平
氏
に
し

て
︑
互
に
日
英
語
の
交
換
教
授
を
な
し
た
る
も
の
な
り
と
︒
川
井
氏
は
久

し
く
タ
コ
マ
日
本
人
会
々
長
と
し
て
在
留
同
胞
の
為
め
に
尽
せ
る
人
︑
今

は
仲
買
媒
介
業
に
従
事
せ
り
︑
春
風
秋
雨
二
十
年
両
者
相
会
せ
ば
其
の
感

慨
果
し
て
如
何（

23
）

︒
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同
著
は
一
九
一
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
︑
当
時
︑
ア
ー
ネ
ル
は
外
交
官

と
し
て
駐
日
米
国
大
使
館
に
在
職
し
て
い
た（

24
）

︒
タ
コ
マ
に
お
け
る
日
本
人
移
民

の
歴
史
を
語
る
中
に
︑
こ
の
よ
う
な
一
節
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
タ
コ

マ
の
日
本
人
移
民
に
と
っ
て
︑
ア
ー
ネ
ル
は
親
し
い
友
で
あ
り
︑
彼
ら
の
誇
り

で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
ア
ー
ネ
ル
と
﹁
日
英
語
の
交
換
教
授
﹂
を
行
っ
て
い
た
日
本
人
移
民
の
川
井

は
︑
山
梨
県
東
山
梨
郡
日
川
村
に
生
ま
れ
︑
一
八
九
四
年
に
タ
コ
マ
に
移
住
し

て
い
る
︒
一
八
九
六
年
に
は
サ
ム
ナ
ー
市
の
ホ
ワ
イ
ト
ウ
ォ
ー
レ
ス
カ
レ
ッ
ジ

に
入
学
し
︑
同
校
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
た（

25
）

︒
初
期
の
山
梨
県
か
ら
移
民
は

二
十
歳
前
後
の
青
年
が
多
か
っ
た
が（

26
）

︑
川
井
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

根
川
幸
男
は
近
現
代
日
本
人
の
移
植
民
史
の
時
期
区
分
を
試
み
て
い
る
が
︑
そ

れ
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
︑
川
井
は
﹁
黎
明
期
﹂
に
特
徴
的
な
﹁
苦
学
生
﹂
型
の

日
本
人
移
民
で
あ
り
︑﹁
西
海
岸
の
日
本
人
移
民
の
始
祖
集
団
﹂
の
一
人
で

あ
っ
た
と
い
え
る（

27
）

︒
川
井
は
ホ
ワ
イ
ト
ウ
ォ
ー
レ
ス
カ
レ
ッ
ジ
を
卒
業
後
︑
飲

食
業
・
仲
買
業
な
ど
手
広
く
展
開
し
︑
親
切
な
人
柄
か
ら
日
本
人
移
民
の
み
な

ら
ず
白
人
と
の
付
き
合
い
も
多
く
︑
タ
コ
マ
の
日
本
人
社
会
の
名
士
と
な
っ
て

い
る（

28
）

︒
岡
崎
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑
川
井
は
渡
米
当
初
︑﹁
国
粋
保
存
主
義
﹂
者

と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
︑
キ
リ
ス
ト
教
自
体
に
反
対
し
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
し

か
し
︑
後
に
は
︑
信
徒
に
は
な
ら
な
い
ま
で
も
︑
賛
同
者
の
一
人
と
な
り
︑

一
九
一
七
年
十
月
に
彼
が
没
し
た
際
に
は
︑
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
の
日
本
人
牧
師

に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
式
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
と
い
う（

29
）

︒
お
そ
ら
く
︑
ア
ー
ネ

ル
一
家
ら
と
親
し
く
交
流
す
る
中
で
川
井
の
思
想
も
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
︒

　
さ
て
︑
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ネ
ル
一
家
と
日
本
人
移
民
と
の
関
係
性
は
︑
村
川

庸
子
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
︑
シ
ア
ト
ル
・
タ
コ
マ
周
辺
の
日
本
人

移
民
の
﹁
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う（

30
）

︒
シ
ア
ト

ル
・
タ
コ
マ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
東
洋
貿
易
の
拠
点
で
あ
り
︑
日
本
と
の
貿

易
を
一
因
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
都
市
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
ほ
ど
排
日
運
動
が
盛
り
上
が
る
こ
と
も
な
く
︑
こ
の
こ
と
は
異
な
る

国
か
ら
移
住
し
た
移
民
間
の
良
好
な
関
係
性
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
︒
ア
ー
ネ

ル
は
五
十
三
の
諸
語
に
通
じ
て
い
る
と
の
噂
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
︑
も
と
も
と
言

語
へ
の
天
賦
の
才
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が（

31
）

︑
そ
の
卓
越
し
た
日
本
語

能
力
は
︑
こ
う
し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
ッ
ト
な
環
境
の
も
と
で
︑
岡
崎
や
川
井
ら
日

本
人
移
民
た
ち
と
親
し
く
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
磨
か
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
︒二

　
法
政
大
学
入
学
と
伝
統
演
劇
と
の
出
会
い

　
ア
ー
ネ
ル
は
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
文
学
部
を
卒
業
後
︑
外
交
官
試
験
に
合
格
し

た（
32
）

︒
彼
が
外
交
官
を
志
し
た
背
景
に
は
︑
家
族
と
と
も
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら

移
住
し
た
タ
コ
マ
及
び
シ
ア
ト
ル
で
の
経
験
が
反
映
し
て
い
る
︒
国
際
的
な
湾

岸
都
市
で
あ
る
同
地
で
ア
ー
ネ
ル
の
家
族
と
日
本
人
移
民
た
ち
が
育
ん
だ
移
民
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間
の
幸
福
な
関
係
性
は
︑
ア
メ
リ
カ
と
い
う
多
民
族
が
共
生
す
る
社
会
の
理
想

を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
︑
国
際
社
会
に
お
い
て
も
︑
そ
の
可
能
性
を
追
求
す

る
意
義
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
異
な
る
国
家
と
民
族
︑
人
と
人
と
の
架
け

橋
と
な
る
外
交
官
と
い
う
仕
事
は
︑
日
本
語
を
始
め
と
し
た
類
ま
れ
な
言
語
能

力
と
異
文
化
へ
の
優
れ
た
理
解
力
を
も
つ
︑﹁
越
境
者
﹂
ア
ー
ネ
ル
に
と
っ
て
︑

天
職
と
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

　
彼
の
外
交
官
と
し
て
の
最
初
の
赴
任
地
は
マ
ニ
ラ
で
あ
っ
た
が
︑
ま
も
な
く
︑

東
京
の
在
日
米
国
公
使
館
に
通
訳
官
と
し
て
着
任
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
在
日

米
国
公
使
館
着
任
後
︑
彼
の
名
が
日
本
の
新
聞
に
登
場
す
る
こ
と
な
る
︒

一
九
〇
六
年
九
月
︑
日
本
の
私
立
大
学
（
法
政
大
学
）
に
入
学
し
た
初
め
て
の

米
国
人
学
生
と
し
て
報
道
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒﹁
米
国
人
の
法
政
大
学
入
学
﹂

と
題
さ
れ
た
︑
一
九
〇
六
年
九
月
二
十
三
日
付
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
の
記
事
が

そ
れ
で
あ
る
（
な
お
︑
一
九
〇
六
年
一
月
︑
米
国
公
使
館
は
大
使
館
へ
と
昇
格
し
て

お
り
︑
こ
の
記
事
で
は
︑
ア
ー
ネ
ル
の
肩
書
き
も
﹁
米
国
大
使
館
通
訳
官
﹂
と
な
っ

て
い
る
）︒

米
国
大
使
館
通
訳
官
ア
ー
ネ
ル
氏
は
今
回
梅
博
士
の
管
理
せ
ら
る
ゝ
法
政

大
学
に
入
学
し
法
制
及
び
経
済
に
関
す
る
学
理
を
研
究
す
る
筈
な
る
が
米

国
人
の
本
邦
大
学
は
勿
論
私
立
大
学
に
入
学
せ
る
も
の
は
氏
を
以
て
嚆
矢

と
為
す

（﹁
米
国
人
の
法
政
大
学
入
学
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
六
年
九
月
二
十
三
日
）

　
本
邦
初
の
米
国
人
学
生
の
ア
ー
ネ
ル
の
入
学
に
関
し
て
︑
入
学
先
で
あ
る
法

政
大
学
の
学
内
誌
﹃
法
学
志
林
﹄
に
は
︑
よ
り
詳
細
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
︒

米
国
大
使
館
通
訳
官
﹁
シ
ー
︑
ゼ
ー
︑
ア
ー
ネ
ル
﹂
氏
は
大
の
日
本
好
に

て
故
国
に
在
る
の
間
常
に
日
本
語
の
研
究
に
趣
味
を
有
し
来
て
我
帝
都
に

在
る
や
其
熟
達
せ
る
日
本
語
を
縦
横
に
活
用
し
て
其
趣
味
の
満
足
を
貪
り

つ
つ
あ
り
し
か
頃
日
大
に
法
律
研
究
の
志
を
起
し
校
友
高
橋
敏
太
郎
氏
の

紹
介
に
依
り
て
我
法
政
大
学
に
入
る
か
﹁
ア
﹂
氏
は
卒
業
後
論
文
を
提
出

し
て
学
士
の
称
号
を
得
る
に
非
す
ん
ば
止
ま
さ
る
の
決
心
な
り
と
云
ふ
氏

当
に
年
二
十
五
気
鋭
に
し
て
志
壮
な
る
前
途
有
望
の
青
年
な
り
父
は

﹁
シ
ャ
ン
︑
ア
ー
ル
︑
ア
ー
ネ
ル
﹂
と
曰
ひ
て
﹁
マ
バ
プ
テ
イ
ス
︹
原
文

マ
マ
︺﹂
教
会
に
関
係
を
有
せ
る
か
該
教
会
は
邦
人
の
出
入
多
き
為
め
自

然
日
本
人
と
の
交
り
深
り
し
は
﹁
ア
﹂
氏
が
日
本
好
の
動
機
を
為
せ
り
と

い
ふ
故
国
に
在
る
や
﹁
タ
コ
マ
︹
原
文
マ
マ
︺﹂
大
学
文
学
科
に
学
ひ
卒

業
後
馬
尼
刺
政
府
の
書
記
官
と
為
り
転
し
て
駐
在
米
国
大
使
館
通
訳
官
と

為
り
て
来
朝
遂
に
我
大
学
に
入
る
に
至
れ
り

欧
米
人
士
に
し
て
我
私
立
大
学
に
入
れ
る
も
の
実
に
氏
を
以
て
之
の
嚆
矢

と
な
す

（﹁
米
国
人
ア
ー
ネ
ル
氏
の
入
学
﹂﹃
法
学
志
林
﹄
一
九
〇
六
年
十
月
）
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　﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
の
記
事
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
当
時
の
法
政
大
学
は
総
理

（
現
在
の
総
長
）
で
あ
っ
た
法
学
者
の
梅
謙
次
郎
（
一
八
六
〇
︱
一
九
一
〇
）
の

も
と
︑
法
律
学
及
び
政
治
学
を
中
心
と
し
た
私
立
大
学
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た（

33
）

︒

明
治
期
の
知
識
人
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
総
理
の
梅
自
身
が
フ
ラ

ン
ス
の
リ
ヨ
ン
大
学
へ
の
留
学
生
で
あ
っ
た
が
︑
梅
は
と
り
わ
け
︑﹁
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
な
フ
ラ
ン
ス
法
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
︑
清
国
留
学

生
を
対
象
と
し
た
清
国
留
学
生
法
政
速
成
科
を
法
政
大
学
内
に
開
設
し
た
の
も
︑

彼
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た（

34
）

︒
昭
和
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
法
政
大
学
の
評

判
記
の
類
に
は
︑﹁
梅
博
士
時
代
は
単
に
国
内
の
学
生
の
み
を
相
手
に
し
て
居

な
か
つ
た
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

（
35
）

と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は

清
国
留
学
生
の
み
な
ら
ず
︑
米
国
人
ア
ー
ネ
ル
の
入
学
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ

う
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
引
用
し
た
法
政
大
学
の
学
内
誌
﹃
法
学
志
林
﹄
は
︑
梅
自

身
が
編
集
主
幹
を
務
め
て
お
り
︑
ア
ー
ネ
ル
の
入
学
に
あ
た
っ
て
︑
梅
に
よ
る

庇
護
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　﹃
法
学
志
林
﹄
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
︑
ア
ー
ネ
ル
に
法
政
大
学
へ
の
入
学

を
勧
め
た
の
は
︑
高
橋
敏
太
郎
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
︒
高
橋
は
国
民

英
学
校
お
よ
び
郁
文
館
中
学
校
で
英
語
教
師
と
し
て
勤
務
す
る
傍
ら
︑
夜
間
に

法
政
大
学
に
通
い
︑
一
九
〇
六
年
に
法
政
大
学
を
卒
業
し
て
い
る
︒
卒
業
後
は

三
井
物
産
に
入
社
し
︑
得
意
の
英
語
を
活
か
し
て
国
際
貿
易
に
携
わ
っ
て
い
た（

36
）

︒

ア
ー
ネ
ル
と
高
橋
の
出
会
い
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
︑

高
橋
は
︑
十
代
の
う
ち
に
受
洗
し
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り（

37
）

︑

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
両
者
に
何
ら
か
の
交
流
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ

ろ
う
︒
高
橋
が
自
身
の
母
校
で
あ
る
法
政
大
学
を
ア
ー
ネ
ル
に
紹
介
し
た
の
に

は
︑
幾
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
︒
一
つ
は
高
橋
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
︑
当
時
の
法
政
大
学
は
夜
学
の
法
律
（
政
治
）
専
門
学
校
で
あ
り
︑
昼
間

に
職
業
を
持
つ
も
の
が
通
う
に
は
格
好
の
学
校
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑

外
交
官
と
し
て
働
い
て
い
た
ア
ー
ネ
ル
に
と
っ
て
︑
外
交
官
と
し
て
の
職
務
に

直
結
す
る
日
本
の
法
律
・
政
治
・
経
済
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
点
で
︑
都
合
が

よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
　

　
し
か
し
な
が
ら
︑
法
政
大
学
の
各
種
の
卒
業
生
名
簿
の
中
に
︑
ア
ー
ネ
ル
の

名
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
霞
五
郎
が
﹃
お
濠
に
影
を
う
つ
し
て
　

法
政
大
学
八
十
年
史
﹄（
一
九
六
一
年
）
や
﹃
法
政
大
学
　
物
語
百
年
史
﹄

（
一
九
八
一
年
）
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
が
法
政
大
学
を
卒
業
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

38
）

︒
法
政
大
学
を
卒
業
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
︑
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
︑
第
一
は
外
交
官
と
し
て
の
仕
事
で
あ
る
︒
入

学
か
ら
一
年
後
の
一
九
〇
七
年
七
月
一
日
︑
ア
メ
リ
カ
が
満
州
国
安
東
県
に
設

置
し
た
領
事
館
に
副
領
事
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め（

39
）

︑
一
時
︑
日

本
で
の
就
学
が
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
い
ま
一
つ
の
理
由
は
︑
そ
の
当

時
の
法
政
大
学
の
学
風
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
関
係
し
て
い
る
︒
先
述
し
た
よ
う

に
︑
当
時
の
法
政
大
学
は
夜
学
の
法
律
専
門
学
校
で
あ
り
︑
大
半
の
学
生
は
︑

昼
間
に
職
を
も
つ
下
級
の
官
吏
や
軍
人
な
ど
で
あ
っ
た
︒
法
政
大
学
の
卒
業
生

で
俳
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
臼
田
亜
浪
（
卯
一
郎
）
が
記
し
た
﹃
最
近
学
校
評
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論
﹄（
一
九
〇
六
年
）
に
よ
る
な
ら
ば
︑
夜
学
時
代
の
法
政
大
学
の
学
生
は
︑

﹁
多
く
は
壮
年
思
慮
に
富
む
の
人
に
し
て
︑
彼
等
は
他
に
職
業
を
有
し
︑
就
中

官
吏
に
多
く
を
見
る
︒
此
等
労
し
て
糊
口
の
資
を
作
為
し
︑
余
暇
を
以
て
修
学

せ
ん
と
す
る
篤
志
者
﹂

（
40
）

で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
さ
ら
な
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
た

め
︑
高
等
文
官
試
験
な
ど
の
国
家
試
験
の
合
格
を
目
的
と
し
て
通
っ
て
い
た
の

で
あ
る
︒
そ
の
分
︑
国
家
試
験
向
け
の
実
学
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
多
く
︑
学

者
肌
の
ア
ー
ネ
ル
に
と
っ
て
は
物
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
し
か
し
︑
そ
れ
以
上
に
重
要
で
あ
る
の
は
︑
来
日
後
︑
彼
が
歌
舞
伎
の
観
劇

を
き
っ
か
け
と
し
て
日
本
の
伝
統
芸
能
・
伝
統
演
劇
の
魅
力
に
徐
々
に
取
り
憑

か
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
一
九
二
二
年
十
一
月
に
﹃
旬
刊
朝
日
﹄
誌
上
に

掲
載
さ
れ
た
ア
ー
ネ
ル
の
談
話
﹁
日
本
の
演
劇
と
西
洋
の
ダ
ン
ス
﹂

（
41
）

で
は
︑
彼

が
日
本
の
伝
統
演
劇
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
が
︑
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
︒　

私
が
日
本
の
演
劇
に
初
め
て
興
味
を
持
つ
た
の
は
︑
以
前
︑
大
使
館
に

居
た
書
記
官
の
メ
イ
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
帝
劇
に
幸
四
郎
や
梅
幸
の
出
演

し
た
︑﹁
関
の
戸
﹂
を
見
た
時
に
始
ま
り
ま
す
︒﹁
関
の
戸
﹂
は
ド
ラ
マ
チ

ツ
ク
な
も
の
で
し
た
が
︑
演
劇
的
趣
味
の
他
に
所
作
の
興
味
と
︑
調
子
の

非
常
に
豊
富
な
も
の
で
あ
つ
た
様
に
記
憶
し
て
居
り
ま
す
︒
其
次
に
矢
張

り
帝
劇
で
﹁
勧
進
帳
﹂
を
見
ま
し
た
︑
此
時
も
メ
イ
さ
ん
と
一
緒
で
其
の

所
作
の
雄
大
さ
に
驚
き
ま
し
た
︒
殊
に
メ
イ
さ
ん
は
以
前
︑
伊
太
利
︑
仏

蘭
西
︑
独
逸
な
ど
に
永
ら
く
居
て
音
楽
や
踊
り
の
好
き
な
人
で
し
た
が
此

の
﹁
勧
進
帳
﹂
を
観
て
︑
西
洋
の
オ
ペ
ラ
に
比
し
て
︑
少
し
も
遜
色
の
無

い
も
の
だ
と
褒
め
て
居
ま
し
た
︒
私
も
﹁
関
の
戸
﹂
以
上
の
演
劇
的
価
値

の
あ
る
物
だ
と
思
ひ
︑
こ
れ
を
観
て
一
層
深
い
興
味
を
覚
え
︑
自
身
日
本

の
踊
り
を
稽
古
し
て
見
た
い
︑
と
云
ふ
様
な
気
が
起
つ
た
訳
で
す
︒
　

　
ア
ー
ネ
ル
は
米
国
大
使
館
の
同
僚
に
た
ま
た
ま
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
観
劇
に

よ
っ
て
︑
歌
舞
伎
に
魅
せ
ら
れ
た
︒
と
り
わ
け
︑
彼
を
魅
了
し
た
の
は
西
洋
の

ダ
ン
ス
に
は
な
い
﹁
所
作
﹂
で
あ
っ
た
︒
後
に
彼
が
整
理
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
︑﹁
西
洋
の
ダ
ン
ス
﹂
は
身
体
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
た
め
︑
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
作
が
強
調
さ
れ
る
︒
対
し
て
﹁
日
本
の
踊

り
﹂
は
﹁
肩
や
手
先
の
微
細
な
技
巧
﹂
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
自

然
﹂
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
表
現
す
る
︒
い
わ
ば
︑
西
洋
の
ダ
ン
ス
は
絵
画
的
曲

線
美
を
み
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
日
本
の
踊
り
は
そ
の
よ
う
な
絵
画
的
曲
線
美
の

ほ
か
に
必
ず
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑

﹁
花
の
散
る
と
こ
ろ
﹂︑﹁
水
の
流
る
ゝ
と
こ
ろ
﹂︑﹁
風
が
吹
く
と
こ
ろ
﹂︑﹁
蝶
々

の
飛
ぶ
と
こ
ろ
﹂
と
い
っ
た
自
然
の
光
景
を
︑
所
作
は
そ
の
繊
細
な
動
作
に

よ
っ
て
表
現
す
る
︒
そ
の
よ
う
な
自
然
を
背
景
に
し
た
所
作
（
ア
ー
ネ
ル
は
こ

れ
を
﹁
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
﹂
と
評
し
て
い
る
）
は
︑﹁
日
本
の
踊

り
﹂
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
︑
西
洋
人
で
あ
る
ア
ー
ネ
ル
に
は
極
め
て
新
鮮
な

も
の
と
映
っ
た
（
彼
に
よ
れ
ば
︑
歌
舞
伎
は
こ
の
よ
う
な
﹁
日
本
の
踊
り
﹂
を
土
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台
と
し
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
）︒
こ
の
談
話
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
彼
は

自
分
で
も
踊
り
の
稽
古
を
し
た
い
と
︑
水
木
歌
若
（
初
代
）
に
師
事
す
る
が
︑

年
齢
的
に
身
体
が
固
ま
っ
て
お
り
︑
決
し
て
上
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

う
︒
し
か
し
︑
そ
の
こ
と
は
︑﹁
日
本
の
踊
り
﹂
が
幼
少
時
か
ら
の
長
年
の

﹁
仕し

込こ

み
﹂
に
よ
っ
て
︑
漸
よ
う
や
く
成
し
遂
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
機
会
と

な
り
︑
そ
の
奥
深
さ
に
改
め
て
感
銘
を
受
け
て
い
る
︒

　
後
に
︑
ア
ー
ネ
ル
は
︑﹁
舞
踊
歌
舞
伎
に
か
け
て
は
日
本
人
も
及
ば
ぬ
精
通

者
﹂

（
42
）

︑﹁
歌
舞
伎
狂
﹂

（
43
）

な
ど
と
評
さ
れ
た
が
︑
歌
舞
伎
に
と
ど
ま
ら
な
い
︑
能
︑

狂
言
な
ど
の
日
本
の
伝
統
演
劇
に
関
す
る
探
究
の
道
は
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
の

で
あ
っ
た
︒

三
　
東
京
帝
国
大
学
で
の
日
々

　
安
東
の
領
事
館
を
経
て
︑
再
び
日
本
の
地
に
舞
い
戻
っ
た
の
は
︑
約
一
年
後

の
一
九
〇
八
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る（

44
）

︒
ア
ー
ネ
ル
は
安
東
県
副
領
事
か
ら
︑
在

日
米
国
大
使
館
日
本
語
書
記
官
補
に
任
命
さ
れ
た（

45
）

︒
翌
一
九
〇
九
年
に
は
ミ

ラ
ー
一
等
書
記
官
の
極
東
局
長
へ
の
昇
進
に
と
も
な
い
︑
次
席
の
ア
ー
ネ
ル
は

一
等
書
記
官
に
任
命
さ
れ（

46
）

︑
外
交
官
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
順
調
に
進
ん
で

い
っ
た
︒

　
そ
の
頃
︑
日
米
関
係
は
極
め
て
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
あ
っ
た
︒
日
露
戦

争
時
︑
ア
メ
リ
カ
で
は
ロ
シ
ア
へ
の
敵
対
心
と
︑
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
開
国
さ

せ
た
﹁
保
護
者
﹂
で
あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
︑
日
本
へ
同
情
的
な
視
線
を
寄
せ

る
人
が
多
か
っ
た（

47
）

︒
タ
コ
マ
に
お
い
て
も
﹁
米
人
の
日
本
人
に
対
す
る
好
感
情

其
の
頂
顚
に
達
﹂
し
︑﹁
諸
種
の
労
働
口
益
々
多
き
を
加
へ
︑
酒
舗
︑
ホ
テ
ル
︑

倶
楽
部
等
は
競
ふ
て
同
胞
を
用
ゐ
﹂︑﹁
黄
金
の
雨
降
ら
ん
ず
勢
﹂
で
あ
っ
た
と

い
う（

48
）

︒

　
し
か
し
︑
日
露
戦
争
で
の
予
想
も
し
な
か
っ
た
日
本
の
勝
利
は
︑
日
本
は
東

ア
ジ
ア
に
お
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
の
権
益
を
脅
か
す
対
抗
者
で
は
な
い
か
と
い
う

認
識
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
︒
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
︑
ア
メ
リ
カ
で
も
﹁
黄

禍
論
﹂
が
流
布
す
る
こ
と
と
な
り
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
︑
一
九
〇
六
年

に
発
生
し
た
﹁
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
学
童
隔
離
事
件
﹂
を
契
機
と
し
て
︑
日
本

人
移
民
が
﹁
問
題
﹂
と
し
て
惹
起
さ
れ
る
に
い
た
っ
た（

49
）

︒
秦
郁
彦
は
こ
れ
ら
の

出
来
事
を
﹁
第
一
次
日
米
危
機
﹂
と
呼
び
︑
蓑
原
俊
洋
は
﹁
排
日
運
動
の
原

点
﹂
と
位
置
づ
け
て
い
る（

50
）

︒

　
た
だ
し
︑
一
九
〇
六
年
前
後
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
に
次
々
に
提
出
さ

れ
た
排
日
法
案
は
︑
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
を
中
心
と
し
た
連

邦
政
府
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ま
も
な
く
︑
日

米
両
国
の
外
交
的
努
力
の
も
と
︑
日
本
人
移
民
の
制
限
を
両
国
が
合
意
し
た
日

米
紳
士
協
定
（
一
九
〇
七
年
十
一
月
︱
一
九
〇
八
年
二
月
）
が
締
結
さ
れ
︑
日
米

関
係
は
さ
し
あ
た
り
小
康
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
間
︑
ア
ー
ネ
ル
は

様
々
な
公
務
に
従
事
し
な
が
ら
も
︑
私
生
活
に
お
い
て
は
︑
二
十
歳
の
日
本
人

女
性
玉
子
と
結
婚
し
（
一
九
〇
八
年
）︑
玉
子
と
の
間
に
二
児
を
も
う
け
て
い
る（

51
）

︒



明治末の米国人留学生チャールズ・ジョナサン・アーネル――忘れられた日本学者の生涯

119

　
ア
ー
ネ
ル
が
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
文
学
科
に
入
学
し
た
の
は
︑

一
九
一
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た（

52
）

︒
一
九
一
三
年
の
文
科
大
学
の
入
学
生
は
全
部

で
四
十
四
名
︒
同
年
の
入
学
生
の
中
に
は
︑
芥
川
龍
之
介
（
英
文
科
）︑
久
米

正
雄
（
英
文
科
）︑
辰
野
隆
（
仏
文
科
）︑
藤
森
成
吉
（
独
文
科
）︑
松
浦
嘉
一

（
英
文
科
）
ら
が
お
り
︑
国
文
学
科
の
入
学
生
に
は
︑
終
生
の
友
と
な
る
島
津

久
基
（
一
八
九
一
︱
一
九
四
九
︒
後
に
東
京
帝
国
大
学
教
授
︒
古
代
・
中
世
文
学
）︑

三
浦
直
介
（
一
八
八
九
︱
？
︒﹃
白
樺
﹄
同
人
）
ら
が
い
た（

53
）

︒

　
欧
米
人
で
あ
る
ア
ー
ネ
ル
の
入
学
に
あ
た
っ
て
は
︑
エ
リ
セ
ー
エ
フ
と
い
う

先
達
が
い
た
こ
と
が
大
き
い
だ
ろ
う
︒
一
九
〇
八
年
に
同
大
に
入
学
し
た
エ
リ

セ
ー
エ
フ
は
四
席
と
い
う
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
は
︑

ア
ー
ネ
ル
の
入
学
に
際
し
て
好
都
合
に
働
い
た
に
違
い
な
い
︒
こ
の
点
に
関
し

て
︑
先
駆
者
で
あ
っ
た
エ
リ
セ
ー
エ
フ
の
場
合
︑
非
常
な
困
難
が
あ
っ
た
︒
彼

は
︑
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
い
た
際
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
偶
然
出
会
っ
た
言
語
学

者
の
新
村
出
に
紹
介
状
を
貰
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
文
科
大
学
長
の
坪
井

九
馬
三
に
慇い
ん

懃ぎ
ん

無
礼
な
態
度
で
無
理
難
題
を
吹
っ
か
け
ら
れ
︑
ロ
シ
ア
語
学
者

の
八
杉
貞
利
や
国
語
学
者
の
上
田
万
年
の
尽
力
に
よ
っ
て
漸
く
入
学
を
果
た
し

た
の
で
あ
る（

54
）

︒
な
お
︑
同
時
期
に
は
ア
ー
ネ
ル
以
外
に
も
︑
ロ
シ
ア
人
の
ワ
シ

リ
ー
・
メ
ン
デ
リ
ン
（
国
文
学
科
︒
国
語
学
）
や
オ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
（
哲

学
科
︒
倶
舎
哲
学
）
が
東
京
帝
国
大
学
へ
の
入
学
を
果
た
し
て
い
る（

55
）

︒

　
ま
た
︑
当
時
の
国
文
学
科
の
教
員
に
は
︑
上
田
の
ほ
か
に
︑
芳
賀
矢
一
︑
藤

村
作
︑
保
科
孝
一
︑
佐
々
木
信
綱
︑
吉
岡
郷
甫
︑
垣
内
松
三
ら（

56
）

が
お
り
︑
こ
れ

ら
の
教
員
の
う
ち
︑
近
世
国
文
学
を
専
門
と
す
る
芳
賀
や
藤
村
と
は
公
私
共
に

親
し
く
交
わ
る
こ
と
と
な
る
︒

　
入
学
後
︑
ア
ー
ネ
ル
は
︑
同
じ
国
文
学
科
の
学
生
で
あ
っ
た
島
津
︑
三
浦
に
︑

後
に
入
学
し
た
高
木
市
之
助
（
一
八
八
八
︱
一
九
七
四
︒
後
に
京
城
帝
国
大
学
︑

九
州
帝
国
大
学
︑
日
本
大
学
の
各
大
学
教
授
）︑
沼
澤
龍
雄
（
一
八
七
九
︱

一
九
四
五
︒
中
世
文
学
史
）︑
宮
崎
晴
美
（
一
八
九
二
︱
一
九
八
四
︒
後
に
駒
沢
大

学
教
授
）︑
平
林
治
徳
（
一
八
八
九
︱
一
九
五
九
︒
後
に
学
習
院
教
授
︑
大
阪
女
子

大
学
学
長
）
ら
を
加
え
て
︑﹁
元
六
会
﹂
と
称
す
る
親
睦
を
兼
ね
た
研
究
会
を

結
成
し
て
い
る（

57
）

︒
高
木
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑
元
六
会
は
ア
ー
ネ
ル
が
創
始
者
で

あ
り
︑
彼
を
﹁
主
人
﹂
と
し
た
サ
ロ
ン
と
も
言
え
る
も
の
で
︑﹁
元
六
﹂
と
は
︑

最
初
期
の
メ
ン
バ
ー
が
六
人
（
ア
ー
ネ
ル
︑
島
津
︑
沼
澤
︑
三
浦
︑
高
木
︑
宮

崎
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
﹁
元
禄
﹂
に
も
じ
っ
て
︑
ア
ー
ネ
ル
が
名
づ
け
た
も
の

で
あ
っ
た
︒
月
に
一
度
開
か
れ
た
元
六
会
の
会
合
は
︑﹁
各
自
が
自
分
の
研
究

を
持
ち
よ
り
そ
れ
を
話
題
に
意
見
を
交
換
す
る
と
い
う
仕
組
み
﹂

（
58
）

で
︑
主
に
勤

務
先
の
米
国
大
使
館
の
一
室
で
開
か
れ
た
︒
高
木
は
官
邸
で
出
さ
れ
る
料
理
の

美
味
し
さ
に
も
引
か
れ
な
が
ら
足
繁
く
通
っ
て
い
た
︒
元
六
会
の
談
話
の
中
心

は
常
に
﹁
主
人
﹂
で
あ
る
ア
ー
ネ
ル
で
あ
り
︑
し
ば
し
ば
恩
師
の
芳
賀
や
藤
村

を
招
き
な
が
ら
︑
機
知
に
富
ん
だ
洒
落
で
場
を
盛
り
上
げ
た
と
い
う
︒

　
一
九
一
五
年
九
月
に
開
か
れ
た
元
六
会
で
は
︑
熊
本
の
五
高
へ
の
赴
任
が
決

定
し
た
高
木
の
た
め
に
送
別
会
が
開
か
れ
た
︒
そ
の
席
で
︑
離
別
へ
の
思
い
を

こ
め
て
奏
で
ら
れ
た
島
津
の
薩
摩
琵
琶
の
音
は
︑
高
木
に
と
っ
て
生
涯
忘
れ
ら
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れ
な
い
思
い
出
と
な
っ
た
︒
ど
う
や
ら
︑
こ
の
時
︑
ア
ー
ネ
ル
は
不
在
で
あ
っ

た
よ
う
だ
が
︑
彼
は
﹁
し
ょ
せ
ん
は
こ
の
人
︹
引
用
者
注
：
ア
ー
ネ
ル
︺
が
薩

摩
の
殿
様
に
琵
琶
を
語
ら
せ
た
の
だ
﹂
と
回
顧
し
て
い
る（

59
）

︒

　
ア
ー
ネ
ル
は
元
六
会
で
友
人
や
恩
師
た
ち
と
日
本
文
学
の
様
々
な
領
域
に
つ

い
て
の
知
見
を
深
め
な
が
ら
︑
彼
個
人
の
テ
ー
マ
で
あ
る
能
や
狂
言
な
ど
日
本

の
伝
統
演
劇
の
研
究
に
励
ん
だ
︒
先
に
大
使
館
の
同
僚
に
連
れ
ら
れ
た
観
劇
か

ら
彼
が
日
本
演
劇
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
は
触
れ
た
が
︑
そ
の
後
︑
演
劇
界
と

の
付
き
合
い
も
深
ま
り
︑
と
り
わ
け
︑
歌
舞
伎
界
に
お
い
て
は
︑
市
川
羽
左
衛

門
（
十
五
代
目
）︑
松
本
幸
四
郎
（
七
代
目
）︑
尾
上
梅
幸
（
六
代
目
）
ら
花
形

役
者
た
ち
と
極
め
て
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
恩
師
の
芳
賀
は
︑
歌

舞
伎
座
で
上
演
さ
れ
た
﹁
平
仮
名
盛
衰
記
﹂
に
招
待
さ
れ
た
際
︑
ア
ー
ネ
ル
に

楽
屋
に
連
れ
て
行
か
れ
︑
幸
四
郎
︑
梅
幸
︑
森
律
子
ら
に
﹁
こ
れ
は
芳
賀
先
生

で
す
﹂
と
紹
介
さ
れ
︑
面
を
く
ら
っ
た
思
い
を
し
て
い
る
︒
こ
の
時
︑
芳
賀
は

ア
ー
ネ
ル
に
一
つ
芝
居
の
筋
で
も
説
明
し
て
や
ろ
う
と
い
う
心
持
あ
っ
た
が
︑

開
幕
前
に
ア
ー
ネ
ル
の
筆
に
よ
る
優
れ
た
英
文
の
筋
書
き
が
配
布
さ
れ
︑
驚
く

し
か
な
か
っ
た
と
い
う（

60
）

︒

　
歌
舞
伎
界
と
の
密
接
な
関
係
を
物
語
る
も
の
と
し
て
は
︑
幸
四
郎
や
梅
幸
の

指
導
の
も
と
︑
日
活
向
島
撮
影
所
に
交
渉
し
て
︑﹃
積
恋
雪
関
扉
﹄
の
フ
ィ
ル

ム
を
撮
影
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
︒
撮
影
で
は
︑﹁
せ
め
て
こ
の
美

し
い
型
衣
装
だ
け
で
も
米
国
人
に
み
せ
た
い
﹂
と
︑
ア
ー
ネ
ル
自
ら
が
幸
四
郎

の
衣
装
を
借
り
受
け
て
︑
主
役
の
大
伴
黒
主
に
扮
し
た
と
い
う
︒
同
僚
の
ア
ー

ノ
ル
ド
書
記
官
も
出
演
し
︑
米
国
の
名
士
の
間
で
上
映
し
た
と
こ
ろ
︑
大
変
な

評
判
を
呼
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る（

61
）

︒ 

　
こ
う
し
た
現
役
の
役
者
陣
と
の
交
流
で
も
深
め
ら
れ
た
日
本
演
劇
研
究
の
成

果
は
︑
東
京
帝
国
大
学
国
文
学
科
の
機
関
誌
で
あ
る
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
に
掲

載
さ
れ
た
︒﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
は
︑
文
学
研
究
室
主
任
教
授
で
あ
っ
た
藤
村

の
主
導
で
一
九
二
四
年
五
月
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
︑
今
日
に
お
い
て
も
国
文

学
界
を
代
表
す
る
研
究
誌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
同
誌
の
発
刊
の
趣
旨
は
︑

第
一
次
大
戦
後
の
国
文
学
の
隆
盛
と
と
も
に
︑﹁
天
下
同
感
の
学
者
教
育
者
に

本
誌
を
開
放
し
て
︑
相
共
に
斯
学
の
研
究
︑
教
授
の
進
歩
に
尽
く
す
所
あ
ら

ん
﹂
と
の
方
針
の
も
と
に
︑
若
い
研
究
者
た
ち
に
対
し
て
︑
そ
の
研
究
成
果
を

発
表
す
る
場
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

62
）

︒

　
ア
ー
ネ
ル
の
日
本
演
劇
研
究
の
成
果
で
あ
る
︑B

rief N
ote on C

om
parison 

B
etw

een the N
ō  and the G

reek D
ram

a

（
邦
題
は
︑﹁
能
と
希
臘
劇
の
比
較
断
片
﹂︒

写真 2　大伴黒主に扮したアーネ
ル。『東京朝日新聞』1936 年 10
月 2 日
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以
下
︑
邦
題
で
記
す
）
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
︑﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
二
四
年

七
月
号
︑
す
な
わ
ち
第
三
号
で
あ
る（

63
）

︒

　﹁
能
と
希
臘
劇
の
比
較
断
片
﹂
は
︑

　　
　
一
︑
能
狂
言
と
希
臘
悲
劇
と
の
比
較

　
　
二
︑
能
狂
言
と
希
臘
喜
劇
と
の
比
較

　
　
三
︑
能
狂
言
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
の
間
劇

の
全
三
部
か
ら
な
る
も
の
で
︑B

rief N
ote

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
︑
未
だ
覚
書
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
︒

　
能
と
ギ
リ
シ
ャ
劇
を
比
較
す
る
の
は
︑
英
語
圏
の
能
に
関
す
る
言
説
と
し
て
︑

当
時
︑
一
般
的
に
見
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が（

64
）

︑﹁
能
と
希
臘
劇
の
比
較
断

片
﹂
に
特
徴
的
で
あ
る
の
は
︑
両
者
の
差
異
よ
り
も
﹁
是
等
の
類
似
点
は
変
遷

す
る
環
境
の
中
に
あ
つ
て
︑
普
通
の
法
則
︹
英
文
はcom

m
on law

s

︺
が
実
行
さ

れ
る
こ
と
に
寄
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

（
65
）

と
し
て
︑
両
者
の
共
通
性
を
見

出
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒

　
例
え
ば
︑
そ
の
よ
う
な
共
通
性
を
象
徴
す
る
も
の
が
︑﹁
面
﹂
で
あ
る
︒
日

本
の
能
も
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
も
﹁
面
﹂
を
使
用
す
る
が
︑
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
﹁
超

自
然
的
な
役
﹂
を
表
す
た
め
で
あ
る
︒
能
も
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
も
﹁
半
宗
教
的
で

且
教
訓
的
﹂
で
あ
り
︑﹁
神
々
や
英
雄
た
ち
の
性
格
や
行
為
﹂
を
表
す
こ
と
を

主
題
と
し
て
い
る
︒
両
者
と
も
︑
そ
の
﹁
面
﹂
は
原
始
的
で
は
あ
る
が
︑
と
も

に
奏
で
ら
れ
る
音
楽
や
役
者
の
荘
重
な
動
作
と
あ
い
ま
っ
て
︑﹁
夢
幻
的
神
秘

的
﹂
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
︑﹁
笑
と
同
じ
や
う
に
涙
が
好
き
で
あ
っ
た
当
時

の
純
粋
な
聴
衆
﹂
に
訴
え
た
の
で
あ
る
︒

　
一
方
︑
狂
言
は
ギ
リ
シ
ャ
喜
劇
︑
と
り
わ
け
︑
サ
テ
ュ
ロ
ス
劇
（
原
文
で
は

﹁
サ
タ
ー
歌
﹂）
と
際
立
っ
た
類
似
性
が
あ
る
︒
狂
言
が
し
ば
し
ば
謡
曲
中
の
人

物
を
茶
化
す
よ
う
に
︑
ギ
リ
シ
ャ
喜
劇
は
し
ば
し
ば
悲
劇
の
題
材
を
﹁
も
ぢ
つ

た
も
の
﹂
で
あ
る
︒
両
者
と
も
﹁
可
笑
美
（
ユ
モ
ラ
ス
）﹂︑﹁
あ
て
つ
け
﹂
に

よ
っ
て
︑
当
時
の
社
会
状
態
を
風
刺
し
つ
つ
︑
人
間
の
愚
か
さ
や
弱
点
を
指
し

示
す
︒
こ
う
し
て
︑
狂
言
も
ギ
リ
シ
ャ
喜
劇
も
﹁
劇
に
於
け
る
非
現
実
的
な
人

物
及
生
活
か
ら
︑
現
実
的
な
も
の
へ
の
推
移
を
標
示
﹂
す
る
も
の
と
し
て
機
能

す
る
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
こ
の
よ
う
な
能
・
狂
言
に
関
す
る
分
析
を
︑
先
述
の
﹁
西
洋
の
ダ
ン

ス
﹂
と
﹁
日
本
の
踊
り
﹂
の
差
異
の
分
析
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
︑
彼
の
問

題
意
識
が
次
の
よ
う
に
抽
出
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
今
日
に
お
い
て
は
︑﹁
西

洋
の
ダ
ン
ス
﹂
と
﹁
日
本
の
踊
り
﹂
は
様
々
な
点
で
差
異
を
な
す
︒
し
か
し
︑

﹁
西
洋
の
ダ
ン
ス
﹂
は
そ
の
起
源
に
遡
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
は
﹁
日
本
の
踊

り
﹂
と
共
通
の
形
態
・
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
が
西
洋
文
明
の

源
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
劇
で
あ
る
︒
西
洋
人
で
あ
る
ア
ー
ネ
ル
が
﹁
日
本
の
踊

り
﹂
に
心
惹
か
れ
る
所
以
は
︑
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
︑
彼
が
西
洋
人
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
人
類
に
共
通
す
る
﹁
踊
り
﹂
の
根
源
が
︑
日
本
の
伝

統
演
劇
に
よ
り
色
濃
く
遺
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
問
い
に
繫
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が
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
観
点
は
︑
日
本
の
伝
統
演
劇
を
世
界
的
な
視
野

の
も
と
に
開
く
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑﹁
踊
り
﹂
と
い
う
人
類
に
共
通
す
る

文
化
を
探
究
す
る
視
座
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
気
宇
壮
大
な
試
み
で
あ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
以
上
︑
こ
こ
で
は
彼
の
東
京
帝
国
大
学
の
日
々
を
中
心
に
み
て
き
た
︒
こ
の

よ
う
に
ア
ー
ネ
ル
は
一
見
極
め
て
社
交
的
で
あ
り
︑
華
や
か
な
演
劇
界
と
の
交

流
や
外
交
官
と
し
て
の
仕
事
も
含
め
て
︑
そ
の
生
活
も
順
風
満
帆
で
あ
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
恩
師
の
藤
村
は
そ
れ
と
は
違
う
彼
の
相
貌
を
伝
え

て
い
る
︒
ア
ー
ネ
ル
は
親
し
い
藤
村
だ
け
に
は
︑
自
分
は
こ
う
し
た
生
活
は
好

ま
な
い
︑
大
使
館
の
仕
事
も
望
む
も
の
で
は
な
い
︑
と
し
ば
し
ば
吐
露
し
て
い

た
と
い
う
︒
藤
村
は
﹁
ア
ー
ネ
ル
君
の
性
格
は
地
味
な
方
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ

る
﹂
と
観
察
し
て
い
る（

66
）

︒
彼
の
日
本
の
学
友
た
ち
と
の
学
究
生
活
や
演
劇
界
を

中
心
し
た
交
流
が
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
︒
し
か
し
︑

彼
は
た
っ
た
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
︒

　
ま
た
︑
同
じ
藤
村
に
よ
れ
ば
︑
ア
ー
ネ
ル
の
願
い
は
日
本
で
学
位
を
得
た
後
︑

ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
︑
し
︑
母
校
の
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
で
教
鞭
を
取
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
学
士
号
に
関
し
て
は
エ
リ
セ
ー
エ
フ
と

い
う
先
達
が
い
た
が
︑
日
本
人
で
さ
え
極
め
て
難
し
か
っ
た
博
士
号
の
取
得

（
後
述
す
る
よ
う
に
一
九
二
三
年
に
ア
ー
ネ
ル
は
大
学
院
に
入
学
し
て
い
る
）
に
つ

い
て
は
︑
前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ア
ー
ネ
ル
が
死
去
し
た
際
に
は
︑

﹁
排
日
移
民
法
﹂
と
と
も
に
︑﹁
過
度
の
勉
強
﹂
も
一
因
で
は
な
い
か
と
噂
さ
れ

て
い
た
が（

67
）

︑
次
節
で
見
る
よ
う
に
︑
彼
が
異
常
を
き
た
し
な
が
ら
も
︑
博
士
号

の
取
得
を
藤
村
に
懇
願
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
無
視
で
き
な
い
側
面

で
あ
る
︒
一
見
︑
華
や
か
に
見
え
る
生
活
の
裏
で
︑
様
々
な
か
た
ち
の
精
神
的

な
抑
圧
が
積
み
重
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

四
　「
排
日
移
民
法
」
の
成
立
と
ア
ー
ネ
ル
の
苦
悩

　
ア
ー
ネ
ル
は
も
と
も
と
﹁
神
経
衰
弱
﹂
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う（

68
）

︒

一
九
一
三
年
に
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
て
い
な
が
ら
︑
卒
業
ま
で
十
年
も
の

月
日
を
費
や
し
た
の
は
︑
大
使
館
で
の
激
務
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
一
度
︑
長

期
の
入
院
生
活
に
入
っ
た
た
め
で
あ
っ
た（

69
）

︒
そ
れ
ゆ
え
︑
一
九
一
七
年
八
月
に

は
︑
米
国
大
使
館
も
退
職
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
︑
退
職
後
は
︑
一
時
的
に
神

戸
の
商
館
に
就
職
し
︑
そ
の
後
︑
彼
自
身
の
名
を
冠
し
た
﹁
紐ニ
ュ
ー

育ヨ
ー
ク

ア
ー
ネ
ル
合

同
会
社
﹂
を
設
立
し
て
い
る（

70
）

︒

　
長
期
の
入
院
生
活
を
経
て
︑
東
京
帝
国
大
学
に
復
学
し
た
の
は
︑
一
九
二
一

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
復
学
か
ら
二
年
後
︑
一
九
二
三
年
三
月
に
︑
ア
ー
ネ
ル

は
先
述
の
日
本
演
劇
の
研
究
で
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
︑
翌
月
︑
大
学
院
に

入
学
し
た（

71
）

︒
学
部
を
卒
業
す
る
約
半
年
前
の
一
九
二
二
年
九
月
に
は
東
京
商
科

大
学
商
学
専
門
部
及
び
予
科
の
講
師
に
就
任
し
︑
英
語
（
英
会
話
）
を
担
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た（

72
）

︒
東
京
商
科
大
学
と
の
関
係
は
︑
一
九
二
一
年
に
同
校
の
英
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語
奨
励
会
が
主
催
す
る
演
劇
会
に
お
い
て
︑
東
京
外
国
語
学
校
の
メ
ド
レ
ー
博

士
と
と
も
に
舞
台
監
督
に
む
か
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た（

73
）

︒
講
師
就
任
後

は
︑
学
生
た
ち
か
ら
温
和
な
人
格
者
と
し
て
親
し
ま
れ
︑﹁
お
や
じ
﹂
と
い
う

ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
ま
で
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た（

74
）

︒
東
京
商
科
大
学
の
学
生
新

聞
で
あ
る
﹃
一
橋
新
聞
﹄
に
は
︑
当
時
の
ア
ー
ネ
ル
の
様
子
が
報
じ
ら
れ
て
い

る
が
︑
学
生
た
ち
に
近
松
の
研
究
を
披
露
し
︑
そ
の
名
調
子
に
学
生
た
ち
は
目

を
見
張
っ
た
と
い
う（

75
）

︒
こ
の
よ
う
に
︑
大
使
館
辞
職
後
の
ア
ー
ネ
ル
は
︑
幾
つ

か
の
職
を
経
て
︑
漸
く
教
壇
に
立
ち
な
が
ら
博
士
号
の
取
得
を
目
指
す
と
い
う

学
究
生
活
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
こ
う
し
た
学
究
生
活
の
日
々
に
︑
ま
も
な
く
︑
突
然
の
破
綻
が
訪

れ
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
れ
は
一
九
二
四
年
七
月
の
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
先
述
の

﹁
能
と
希
臘
劇
と
の
比
較
断
片
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
三
号

が
刊
行
さ
れ
た
頃
で
あ
る
と
同
時
に
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
﹁
排
日
移
民
法
﹂

が
施
行
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
︒

　
第
一
次
世
界
大
戦
時
︑
日
本
と
ア
メ
リ
カ
は
共
に
同
盟
国
と
し
て
ド
イ
ツ
と

戦
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
日
米
友
好
の
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

一
九
一
七
年
十
一
月
二
日
に
は
︑﹁
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
﹂
が
な
さ
れ
︑

ド
イ
ツ
と
い
う
共
通
の
敵
の
前
に
︑
両
国
で
共
同
の
宣
言
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
終
戦
後
に
行
わ
れ
た
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
︑
日
本
が
終
始
︑

自
己
利
益
を
追
求
す
る
方
針
を
と
っ
た
た
め
︑
そ
の
よ
う
な
親
日
ム
ー
ド
は
一

変
し
て
い
っ
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
︑
一
九
〇
六
年

に
発
生
し
た
﹁
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
学
童
隔
離
事
件
﹂
以
後
︑
燻
く
す
ぶ

り
続
け
た
排

日
運
動
の
熱
が
再
燃
す
る
こ
と
に
な
る（

76
）

︒

　
一
九
一
九
年
一
月
二
十
九
日
に
は
︑
日
米
紳
士
協
定
の
廃
棄
を
綱
領
と
す
る

﹁
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
排
日
協
会
﹂
が
結
成
さ
れ
︑
翌
一
九
二
〇
年
十
二
月
に

は
︑
日
本
人
移
民
の
土
地
の
制
限
を
目
的
と
し
た
﹁
第
二
次
排
日
土
地
法
﹂
が

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
と
し
て
成
立
し
た
︒
一
九
二
一
年
に
は
︑
第
一
次
大
戦

後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
大
量
の
移
民
の
制
限
を
目
的
と
し
た
﹁
新
移
民
法
﹂

が
連
邦
議
会
で
制
定
さ
れ
︑
同
法
が
失
効
を
む
か
え
る
一
九
二
四
年
六
月
を
目

標
に
︑
よ
り
厳
格
な
修
正
移
民
法
案
が
次
々
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

下
院
で
は
︑
排
日
を
意
図
と
し
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
議
員
の
案
が
提

出
さ
れ
︑
一
九
二
四
年
四
月
十
一
日
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
案
に
基
づ
い
た
移
民
法
が

可
決
さ
れ
た
︒
一
方
︑
上
院
で
も
︑
同
月
十
六
日
︑
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ー
ド

議
員
に
よ
る
修
正
案
が
可
決
さ
れ
︑
上
下
の
両
案
を
す
り
合
せ
る
た
め
の
両
院

議
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
五
月
十
五
日
︑
両
院
の
投
票
に
よ
っ
て
可

決
さ
れ
た
︒
五
月
二
十
六
日
︑
ク
ー
リ
ッ
ジ
大
統
領
が
同
法
案
に
署
名
し
︑
七

月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た（

77
）

︒
同
法
案
は
︑﹁
一
九
二
四
年
移

民
法
（Im

m
igration A

ct of 1924

）﹂
が
正
式
な
名
称
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
﹁
排

日
移
民
法
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
︑﹁
同
法
案
︹
ジ
ョ
ン
ソ
ン
案
︺
に
は
︑
帰
化

資
格
の
な
い
移
民
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
排
斥
さ
れ
る
と
し
︑
黄
色
人
種
は
帰
化
資

格
の
な
い
移
民
と
さ
れ
て
い
た
︒
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
移
民
法
に
お
い
て
︑
ま

だ
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
黄
色
人
種
は
日
本
人
だ
け
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
に
よ
る（

78
）

︒
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日
本
人
を
標
的
と
し
た
﹁
排
日
移
民
法
﹂
の
成
立
に
対
し
て
︑﹁
日
本
の
多

く
の
国
民
は
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
議
会
に
よ
る
恣
意
的
な
侮
蔑
で
あ
る
と
受
け
と

め
﹂
た（

79
）

︒
日
本
の
新
聞
社
は
共
同
で
抗
議
を
行
い
︑﹃
国
民
新
聞
﹄
の
徳
富
蘇

峰
は
︑﹁
排
日
移
民
法
﹂
の
成
立
に
よ
っ
て
︑﹁
日
本
国
民
は
未
曾
有
の
侮
辱
を

被
っ
た
﹂
と
憤
慨
し
︑
同
法
が
施
行
さ
れ
る
七
月
一
日
を
﹁
国
辱
の
日
﹂
と
命

名
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
︒
親
米
派
と
し
て
知
ら
れ
る
新
渡
戸
稲
造
さ
え

も
︑﹁
実
に
け
し
か
ら
ん
︑
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
惜
し
む
︒
僕
は
こ
の
法
律
が

撤
回
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
︑
断
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
土
は
踏
ま
な
い
﹂
と
誓
っ
た
と

い
う
︒
こ
れ
ら
の
言
説
を
詳
細
に
検
証
し
た
蓑
原
は
︑
こ
の
当
時
の
日
本
の
世

論
は
﹁
感
情
的
に
な
る
傾
向
が
顕
著
だ
っ
た
﹂
と
総
括
し
て
い
る（

80
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
﹁
排
日
移
民
法
﹂
を
め
ぐ
っ
て
日
本
の
世
論
が
湧
き
立
つ
中
︑

ア
ー
ネ
ル
は
一
人
煩
悶
し
︑
眠
れ
な
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
︒
当
時
の
ア
ー

ネ
ル
の
様
子
を
︑
妻
玉
子
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
︒

　

　
日
米
問
題
が
起
つ
た
時
分
な
ど
も
︑
男
で
す
か
ら
さ
う
愚
痴
は
言
ひ
ま

せ
ん
が
︑
側
の
も
の
が
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
ほ
ど
懊
悩
し
て
を
り
ま
し
た
︒

（
中
略
）
七
月
頃
に
な
つ
て
︑
一
寸
変
だ
な
と
思
ふ
や
う
に
な
り
ま
し
た
︒

け
れ
ど
も
さ
う
し
た
う
わ
言
み
た
い
な
や
う
な
も
の
は
︑
大
抵
日
米
問
題

が
関
係
し
た
こ
と
で
︑
陛
下
だ
と
か
米
国
議
会
が
ど
う
し
た
と
か
︑
一
人

で
興
奮
を
し
て
を
る
の
で
し
た（

81
）

︒

　
ア
ー
ネ
ル
の
異
変
に
気
づ
い
て
い
た
の
は
︑
家
族
の
玉
子
だ
け
で
は
な
い
︒

ア
ー
ネ
ル
の
師
で
あ
っ
た
藤
村
は
そ
の
鋭
敏
な
観
察
眼
を
も
っ
て
︑
ア
ー
ネ
ル

が
異
常
を
き
た
す
様
子
を
伝
え
て
い
る（

81
）

︒

　
七
月
六
日
の
こ
と
︑
藤
村
の
家
に
ア
ー
ネ
ル
が
長
男
を
伴
っ
て
来
訪
し
た
︒

出
迎
え
た
藤
村
に
対
し
て
︑
開
口
一
番
︑﹁
先
生
を
大
金
持
ち
に
し
て
あ
げ
ま

す
﹂
と
し
き
り
に
ま
く
し
立
て
た
と
い
う
︒
藤
村
ら
帝
大
教
授
を
﹁
大
金
持

ち
﹂
に
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
ア
ー
ネ
ル
は
日
本
政
府
が
大
学

の
教
授
陣
を
薄
給
に
し
て
お
く
の
は
文
化
的
観
点
か
ら
大
き
な
間
違
い
で
あ
る

と
し
て
︑
彼
が
新
た
に
設
立
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
株
主
に
帝
大
の
教
授
陣
が

な
っ
て
く
れ
さ
え
す
れ
ば
︑
必
ず
彼
ら
を
﹁
大
金
持
ち
﹂
に
し
て
み
せ
る
と
︑

奇
想
天
外
な
レ
ス
ト
ラ
ン
構
想
を
語
り
始
め
た
︒
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
︑﹁
極

楽
﹂
と
﹁
地
獄
﹂
の
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
︑﹁
極
楽
﹂
で
は
ア
ー
ネ
ル
が
考

案
し
た
と
い
う
菜
食
を
中
心
と
し
た
人
間
に
と
っ
て
理
想
的
な
料
理
を
︑
天
女

の
格
好
を
し
た
給
仕
と
静
か
な
音
楽
の
中
で
味
わ
う
︒
一
方
︑﹁
地
獄
﹂
で
は
︑

壁
か
ら
炎
が
噴
出
す
る
真
っ
赤
な
壁
に
囲
ま
れ
︑
耳
を
劈
つ
ん
ざ

く
よ
う
な
音
楽
が
流

れ
る
な
か
︑
槍
を
持
ち
︑
鬼
の
格
好
を
し
た
給
仕
に
監
視
さ
れ
な
が
ら
︑
肉
と

酒
を
食
す
る
の
だ
︑
と
い
う
︒

　
藤
村
は
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ネ
ル
の
夢
想
的
な
レ
ス
ト
ラ
ン
の
話
が
︑
戯
言
な

の
か
そ
れ
と
も
真
面
目
な
話
な
の
か
と
戸
惑
い
な
が
ら
も
︑
藤
村
が
酒
を
嗜
た
し
な

む

こ
と
は
ア
ー
ネ
ル
も
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
︑﹁
わ
た
し
は
地
獄
組

で
す
ね
﹂
と
冗
談
め
か
し
て
︑
茶
々
を
入
れ
て
み
る
︒
し
か
し
︑
ア
ー
ネ
ル
か
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ら
は
何
の
反
応
も
な
く
︑﹁
東
京
中
︑
日
本
中
か
ら
お
客
が
集
ま
り
ま
す
︒
会

社
は
大
儲
か
り
で
す
︒﹂
と
︑
滔と
う

々と
う

と
︑
か
つ
真
面
目
に
語
り
始
め
た
︒
藤
村

は
ア
ー
ネ
ル
の
様
子
が
明
ら
か
に
お
か
し
い
こ
と
に
気
づ
く
︒

　
台
所
で
は
︑
動
物
の
声
色
を
ま
ね
て
︑
藤
村
と
藤
村
夫
人
を
驚
か
せ
︑
別
室

で
は
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
客
人
と
子
供
た
ち
が
ア
ー
ネ
ル
の
様
子
が
お
か
し

い
と
首
を
傾
げ
て
い
る
︒
結
局
︑
深
夜
ま
で
ア
ー
ネ
ル
は
一
人
で
騒
ぎ
続
け
た
︒

藤
村
と
藤
村
夫
人
は
も
う
一
人
の
来
客
者
と
と
も
に
︑
彼
の
昂
揚
し
た
様
子
に

辟
易
し
な
が
ら
も
︑﹁
例
の
神
経
衰
弱
が
高
じ
た
の
ぢ
や
な
い
か
ね
﹂
と
頻
り

に
心
配
し
合
っ
て
い
た
と
い
う
︒

　
約
一
週
間
後
の
十
二
日
夜
半
︑
今
度
は
玉
子
と
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
再
訪

し
た
︒
席
に
つ
く
や
い
な
や
︑
柳
行
李
か
ら
石
鹸
や
売
薬
︑
化
粧
品
な
ど
を
取

り
出
し
て
︑﹁
こ
れ
も
あ
げ
ま
す
﹂﹁
こ
れ
も
あ
げ
ま
す
﹂
と
︑
矢
継
ぎ
早
に
贈

り
物
を
し
て
く
る
︒
藤
村
は
玉
子
に
﹁
少
し
亢
奮
し
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
や
う
で

す
ね
﹂
と
耳
打
ち
し
︑
ア
ー
ネ
ル
を
刺
激
し
な
い
よ
う
︑
彼
の
申
し
出
を
一
々

受
け
た
︒
贈
り
物
が
終
わ
る
と
︑﹁
先
生
と
一
緒
に
食
事
を
し
よ
う
と
思
つ

て
﹂
と
︑
ま
た
し
て
も
柳
行
李
か
ら
次
々
と
食
料
を
取
り
出
し
︑
自
分
で
発
明

し
た
と
い
う
﹁
フ
ス
マ
の
麺
包
﹂
や
乾
葡
萄
と
落
下
生
を
主
食
と
し
た
独
特
の

料
理
を
振
る
舞
っ
た
︒

　
食
事
が
終
わ
る
と
︑
ア
ー
ネ
ル
は
藤
村
に
し
ば
ら
く
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
す
る

と
打
ち
明
け
た
︒
ア
ー
ネ
ル
曰
く
︑
帰
国
の
目
的
は
︑
日
米
問
題
に
あ
る
と
い

う
︒
す
な
わ
ち
︑
排
日
移
民
法
の
制
定
は
︑
全
く
ア
メ
リ
カ
政
府
の
﹁
過
っ
た

処
置
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
帰
国
し
て
︑
諸
方
に
演
説
を
し
て
ま
わ
り
︑
国
論
を
喚

起
し
よ
う
思
う
︑
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
藤
村
は
彼
の
日
本
へ
の
好
意
と
正
義

感
に
心
を
う
た
れ
る
と
と
も
に
︑
最
近
の
興
奮
し
た
様
子
は
︑
日
米
問
題
に
起

因
す
る
と
思
い
至
り
︑
心
が
痛
ん
だ
︒
そ
の
う
ち
︑
ア
ー
ネ
ル
は
藤
村
に
博
士

号
の
取
得
に
つ
い
て
懇
請
し
始
め
る
︒

　
そ
れ
に
就
い
て
先
生
に
御
相
談
が
あ
り
ま
す
︒
私
は
日
米
両
国
の
た
め

に
帰
国
す
る
の
で
す
が
︑
私
が
単
に
日
本
の
大
学
を
卒
業
し
た
と
い
ふ
だ

け
で
は
十
分
の
信
用
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
︒
広
く
演
説
し
て
回
る
に
は
︑
日

本
の
博
士
の
学
位
が
欲
し
い
と
思
ひ
ま
す
︒
私
は
大
学
院
に
ゐ
て
ま
だ
研

究
は
纏
ま
り
ま
せ
ん
が
︑
ど
う
か
︑
こ
の
事
を
先
生
か
ら
大
学
総
長
に
話

し
て
特
別
に
学
位
を
貰
う
て
下
さ
い
︒

　
藤
村
は
こ
の
申
し
出
に
大
い
に
困
惑
し
︑
博
士
号
の
取
得
は
厳
密
に
学
位
令

に
基
づ
く
ゆ
え
︑
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
が
︑
納
得
し
な
い
︒

困
り
果
て
た
藤
村
は
ア
ー
ネ
ル
を
こ
れ
以
上
興
奮
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
︑
そ

の
場
し
の
ぎ
に
︑
明
日
︑
総
長
に
相
談
す
る
と
約
束
し
て
し
ま
っ
た
︒
す
る
と
︑

﹁
き
つ
と
出
来
ま
す
︒
斯
う
い
ふ
特
別
な
場
合
で
す
か
ら
﹂
と
非
常
に
喜
ん
だ

様
子
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

　
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
︑
ア
ー
ネ
ル
は
藤
村
に
も
ア
メ
リ
カ
へ
の
同
行
を
求
め

て
き
た
︒
偶
然
︑
高
木
市
之
助
が
来
訪
し
た
た
め
︑
藤
村
は
高
木
に
話
を
ふ
る
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も
︑
高
木
は
ア
メ
リ
カ
へ
は
秋
の
船
で
行
く
予
定
だ
か
ら
と
譲
ら
な
い
︒
ア
ー

ネ
ル
は
非
常
に
不
満
な
様
子
で
あ
っ
た
が
︑
突
然
︑
親
友
の
沼
澤
龍
雄
の
こ
と

を
思
い
出
し
︑﹁
そ
れ
で
は
︑
沼
澤
さ
ん
に
一
緒
に
行
つ
て
貰
は
う
︒
さ
う

〳
〵
沼
澤
さ
ん
︑
沼
澤
さ
ん
︑
沼
澤
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
だ
﹂
と
一
人
で
納
得
し

て
︑
例
の
声
色
で
は
し
ゃ
ぎ
だ
し
た
︒
こ
の
日
︑
結
局
︑
ア
ー
ネ
ル
と
彼
の
家

族
が
帰
宅
し
た
の
は
午
前
一
時
で
あ
っ
た
︒

　
翌
日
︑
藤
村
は
︑
彼
の
病
状
を
慮
お
も
ん
ぱ
かっ
た
と
は
い
え
︑
そ
の
場
し
の
ぎ
の
口
約

束
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
良
心
の
呵
責
を
覚
え
な
が
ら
も
︑
な
ん
と
か
ア
ー

ネ
ル
を
宥
め
よ
う
と
︑
急
い
で
手
紙
を
書
い
た
︒
君
の
好
意
は
日
本
人
と
し
て

実
に
感
謝
に
堪
え
な
い
︑
た
だ
︑
総
長
に
も
相
談
し
た
が
︑
日
本
の
学
位
令
は

非
常
に
厳
格
で
︑
君
の
希
望
に
添
う
こ
と
は
難
し
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
君
は

遠
か
ら
ず
博
士
号
を
得
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
︑
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
の
よ
う
に
伝

え
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
︒﹁
総
長
に
も
相
談
し
た
﹂
と
い
う
の
は
噓

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
も
と
よ
り
無
理
な
話
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︒
藤
村
は
玉
子

に
も
彼
の
様
子
を
心
配
す
る
手
紙
を
書
き
︑
同
僚
の
宗
教
学
者
姉
崎
正
治
（
嘲

風
）
ら
と
甲
府
へ
の
出
張
に
向
か
っ
た
︒

　
十
四
日
︑
甲
府
の
出
張
か
ら
帰
宅
す
る
と
︑
昨
夜
も
ア
ー
ネ
ル
夫
妻
が
訪
れ
︑

藤
村
夫
人
を
相
手
に
︑
日
本
の
学
位
の
窮
屈
さ
を
し
き
り
に
非
難
し
て
い
た
と

い
う
︒
玉
子
は
ア
ー
ネ
ル
の
様
子
が
日
増
し
に
悪
く
な
っ
て
い
き
︑
興
奮
の
度

合
い
が
尋
常
で
は
な
い
こ
と
を
藤
村
夫
人
に
伝
え
て
い
る
︒

　
翌
十
五
日
︑
今
度
は
ア
ー
ネ
ル
の
親
友
で
あ
る
沼
澤
が
一
人
で
藤
村
の
も
と

へ
訪
れ
︑
ア
ー
ネ
ル
の
症
状
が
日
増
し
に
悪
化
し
て
い
く
た
め
︑
友
人
た
ち
で

協
議
を
し
て
︑
築
地
の
セ
ン
ト
ル
カ
病
院
（
聖
路
加
病
院
）
に
入
院
さ
せ
た
と

い
う
︒
し
か
し
︑
セ
ン
ト
ル
カ
病
院
で
は
治
療
で
き
る
設
備
が
な
い
た
め
︑
青

山
脳
病
院
に
転
院
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
す
ぐ
に
面
会
謝
絶
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
数
日
し
て
︑
ア
ー
ネ
ル
の
帰
国
が
決
ま
っ
た
と
の
報
が
藤

村
の
も
と
に
届
い
た
︒
急
遽
︑
米
国
大
使
館
の
便
宜
で
船
室
を
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
決
ま
り
︑
七
月
二
十
三
日
︑
帰
国
の
途
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

七
月
二
十
三
日
︑
高
木
と
沼
澤
は
ア
ー
ネ
ル
を
見
送
る
た
め
︑
船
室
に
向
か
っ

た
が
︑
そ
こ
に
は
や
つ
れ
果
て
た
姿
の
ア
ー
ネ
ル
が
一
人
待
っ
て
い
た
︒
面
談

の
際
︑
高
木
は
﹁
琵
琶
を
聞
い
た
あ
の
夜
と
は
全
く
違
っ
た
涙
﹂
を
流
さ
ず
に

い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う（

83
）

︒
こ
の
時
︑
ア
ー
ネ
ル
は
誰
が
見
て
も
回
復
の
見
込

み
が
な
い
ほ
ど
病
状
が
悪
化
し
て
お
り
︑
も
は
や
絶
望
的
な
状
態
だ
っ
た
の
で

あ
る
︒
見
送
り
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
藤
村
は
︑
ア
ー
ネ
ル
を
乗
せ
た

船
が
︑
海
上
を
穏
や
か
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
︑
帰
国
後
は
故

郷
の
母
の
も
と
で
心
静
か
に
療
養
し
︑
奇
跡
的
な
回
復
を
遂
げ
る
こ
と
を
祈
る

し
か
な
か
っ
た
︒

五
　
ア
ー
ネ
ル
の
死
と
遺
さ
れ
た
も
の
た
ち

　
ア
ー
ネ
ル
の
帰
国
は
︑﹁
排
日
を
憂
い
て
　
米
人
教
授
発
狂
﹂
と
題
さ
れ
て

﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄（
一
九
二
四
年
九
月
二
十
七
日
）
に
大
々
的
に
報
道
さ
れ
た（

84
）

︒
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同
紙
の
報
道
を
受
け
て
︑
ア
ー
ネ
ル
が
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
東
京
商
科
大
学
で

は
︑
彼
に
教
え
を
う
け
た
商
学
専
門
部
の
学
生
た
ち
が
義
捐
金
の
募
集
を
呼
び

か
け
て
い
る
︒

わ
れ
ら
の
旧
師
ア
ー
ネ
ル
先
生
は
発
狂
さ
れ
ま
し
た
︑
そ
し
て
只
今
先
生

は
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
の
州
立
脳
病
施
療
院
で
淋
し
く
暮
ら
し
て
居
ら
れ
ま
す
︒

先
生
は
蓄
財
が
な
い
た
め
に
愛
す
る
玉
子
夫
人
や
二
人
の
愛
児
の
看
護
を

受
く
る
こ
と
も
出
来
ず
︑
知
ら
ぬ
中
に
日
本
を
去
り
︑
知
ら
ぬ
中
に
施
療

院
に
影
ば
か
り
の
生
活
を
初
め
ら
れ
た
の
で
す
︒
何
と
云
ふ
悲
し
い
こ
と

で
せ
う
︒
吾
等
は
先
生
が
日
本
を
愛
さ
れ
た
こ
と
を
知
つ
て
居
り
ま
し
た
︑

併
し
先
生
が
今
度
の
日
米
問
題
に
就
い
て
煩
悶
の
末
発
狂
せ
ら
る
ゝ
ま
で

日
本
を
愛
し
て
下
さ
つ
た
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た

心
な
く
し
て
先
生
に
単
に
米
国
人
な
る
が
故
に
︑
白
眼
を
向
け
た
人
こ
そ

慚
謝
す
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う

先
生
を
思
う
諸
兄
よ
︒
応
分
の
寄
付
を
し
て
く
だ
さ
い
︒
そ
れ
は
物
質
的

に
望
み
少
き
先
生
に
捧
げ
ら
れ
る
の
で
す
︒（
略
）

商
学
専
門
部
有
志（

85
）

　
彼
ら
東
京
商
科
大
学
の
学
生
た
ち
の
善
意
は
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
こ

の
呼
び
か
け
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
排
日
移
民
法
﹂
成
立
前
後
の
反
米

感
情
の
高
ま
り
の
中
で
︑
勤
務
校
で
あ
る
東
京
商
科
大
学
に
お
い
て
も
︑
ア
メ

リ
カ
人
で
あ
る
彼
を
白
眼
視
す
る
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
商
学
を

中
心
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
英
語
教
育
が
盛
ん
で
あ
り
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
校
風
を

誇
っ
て
い
た
同
校
で
も
こ
の
よ
う
な
事
態
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
他
は
推

し
て
知
る
べ
し
だ
ろ
う
︒

　﹁
排
日
移
民
法
﹂
の
成
立
に
︑
最
も
苦
悩
し
て
い
た
一
人
が
ア
ー
ネ
ル
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
︒
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
ア
ー
ネ
ル
の
日
本
へ

の
関
心
は
︑
移
住
先
の
ア
メ
リ
カ
︑
タ
コ
マ
で
の
日
本
人
移
民
と
の
交
流
か
ら

始
ま
っ
た
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
と
の
交
流
は
ア
ー
ネ
ル
の
そ
の
後
の
生
を
方
向
づ

け
た
の
で
あ
る
︒
同
法
が
標
的
と
す
る
日
本
人
移
民
た
ち
は
︑
彼
の
生
涯
を
方

向
づ
け
た
人
々
で
あ
り
︑
少
年
時
代
か
ら
の
彼
の
友
人
た
ち
で
あ
っ
た
︒

　
ア
ー
ネ
ル
は
大
使
館
に
勤
務
し
て
い
た
こ
ろ
に
も
︑
排
日
問
題
に
取
り
組
ん

で
い
る
︒
例
え
ば
︑
一
九
一
三
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
で
﹁
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
外
国
人
土
地
法
﹂
が
可
決
さ
れ
た
際
に
は
︑﹁
排
日
問
題
の
醸
生
す

る
畢
竟
日
米
両
国
人
の
意
思
の
疎
通
を
欠
く
あ
り
﹂
と
の
見
地
か
ら
︑
大
日
本

平
和
協
会
と
日
米
平
和
協
会
の
共
同
事
業
の
一
環
と
し
て
︑
阪
谷
芳
郎

（
一
八
六
三
︱
一
九
四
一
︒
大
蔵
大
臣
︑
専
修
大
学
学
長
等
を
歴
任
）
ら
と
外
国
人

向
け
の
日
本
語
学
校
の
設
立
に
参
画
し
︑
日
米
間
の
融
和
に
努
め
て
い
る（

86
）

︒
神

田
錦
町
に
設
立
さ
れ
た
同
校
で
は
︑
米
国
人
を
中
心
と
し
て
︑
老
若
男
女
百
名

ほ
ど
の
留
学
生
が
熱
心
に
日
本
語
を
学
ん
で
い
た
と
い
う（

87
）

︒

　
一
九
一
七
年
四
月
に
発
足
し
た
日
米
協
会
の
発
起
人
に
も
ア
ー
ネ
ル
は
名
を

連
ね
て
い
る（

88
）

︒
日
米
協
会
が
設
立
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
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け
る
排
日
問
題
が
あ
り
︑
日
本
側
か
ら
は
﹁
知
米
派
の
政
府
関
係
者
や
実
業
家
︑

学
者
﹂
た
ち
が
︑
米
国
側
か
ら
は
﹁
日
本
に
在
住
す
る
米
国
人
の
外
交
団
︑
実

業
家
︑
教
育
・
文
化
関
係
者
︑
宣
教
師
﹂
た
ち
が
参
集
し
︑﹁
両
国
の
親
善
と

日
米
間
の
懸
案
と
な
っ
た
移
民
問
題
の
解
決
﹂
を
図
る
こ
と
が
目
標
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
た（

89
）

︒
同
会
の
設
立
に
最
も
熱
心
で
あ
っ
た
の
が
︑
ア
ー
ネ
ル
の
上

司
で
あ
っ
た
ガ
ス
リ
ー
（G

eorge W
. G

uthrie

）
駐
日
大
使
で
あ
る
︒
ガ
ス
リ
ー

は
︑﹁
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
会
員
と
し
て
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
・
メ
ー
ソ
ン
の
グ

ラ
ン
ド
マ
ス
タ
ー
と
い
う
大
役
を
務
め
て
お
り
︑
人
と
人
と
の
交
流
の
重
要
性

を
理
解
で
き
る
人
物
﹂

（
90
）

で
あ
っ
た
︒
彼
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
排
日
運
動
に
も

極
め
て
批
判
的
で（

91
）

︑
排
日
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
日
米
両
国
の
広
範
な
人
々

が
よ
り
緊
密
に
交
流
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
て
お
り
︑
ア
ー
ネ
ル
も
ま
た
ガ
ス

リ
ー
と
志
を
同
じ
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
残
念
な
が
ら
︑
ガ
ス
リ
ー
は
同
年

三
月
八
日
︑
日
米
協
会
の
設
立
を
待
た
ず
に
駒
沢
の
ゴ
ル
フ
場
で
競
技
中
に
急

逝
す
る
が
︑
そ
の
遺
体
を
祖
国
ま
で
送
り
届
け
た
の
も
ア
ー
ネ
ル
で
あ
っ
た（

92
）

︒

な
お
︑
大
倉
喜
八
郎
（
一
九
三
七
︱
一
九
二
八
︒
大
倉
財
閥
の
創
業
者
で
︑
大
倉

商
業
学
校
の
創
立
者
）
や
渋
沢
栄
一
（
一
八
四
〇
︱
一
九
三
一
）
ら
財
界
人
と
の

親
交
が
生
じ
た
の
も
こ
れ
ら
の
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
だ
ろ
う（

93
）

︒

　
こ
れ
ら
の
事
業
に
加
え
て
︑
一
九
一
四
年
に
︑
駐
日
ア
メ
リ
カ
特
命
全
権
大

使
ラ
ー
ツ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
妻
イ
ザ
ベ
ル
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
一
八
七
六
︱

一
九
四
八
︒
作
家
︑
ボ
ス
ト
ン
の
富
豪
と
し
て
も
知
ら
れ
る
）
が
刊
行
し
たT

he 

Spell of Japan

へ
の
協
力
も
注
目
さ
れ
る（

94
）

︒T
he Spell of Japan

は
英
語
圏
の
読

者
に
向
け
て
︑
イ
ザ
ベ
ル
の
滞
日
中
の
生
活
を
も
と
に
︑
日
本
の
歴
史
や
文
化
︑

風
俗
︑
娯
楽
な
ど
を
幅
広
く
解
説
し
た
も
の
で
︑
同
著
の
中
で
︑
イ
ザ
ベ
ル
が

最
大
限
の
感
謝
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
女
の
た
め
に
︑
歌
舞
伎
や
ア
イ
ヌ

民
族
の
文
化
な
ど
を
紹
介
し
た
の
が
ア
ー
ネ
ル
で
あ
っ
た（

95
）

︒

　
大
使
館
に
勤
務
し
て
い
た
頃
の
ア
ー
ネ
ル
は
︑
書
記
官
と
い
う
立
場
上
︑
直

接
的
に
排
日
問
題
へ
の
考
え
を
公
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
こ
う
し
た
地

道
な
活
動
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
米
間
の
相
互
理
解
を
深
め
︑

両
国
の
懸
隔
を
埋
め
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
東
京
商
科
大
学
の
学
生
た
ち
の
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
て
か
ら
間
も

な
く
︑
彼
は
ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
脳
病
院
で
死
去
し
た
︒
帰
国
か
ら
約
三
个
月
半

後
︑
一
九
二
四
年
十
一
月
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た（

96
）

︒

　
ア
ー
ネ
ル
の
死
に
最
も
衝
撃
を
受
け
て
い
た
の
は
︑
ま
だ
大
学
院
生
と
し
て

在
籍
し
て
い
た
東
京
帝
国
大
学
国
文
学
科
の
友
人
と
恩
師
た
ち
で
あ
っ
た
︒
沼

澤
と
と
も
に
帰
国
を
見
送
っ
た
高
木
は
︑
ア
ー
ネ
ル
の
死
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
若

き
学
究
た
ち
の
青
春
の
舞
台
で
あ
っ
た
元
六
会
が
終
焉
を
遂
げ
た
こ
と
を
︑
そ

し
て
︑
こ
れ
か
ら
は
個
々
の
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
悟
っ
た（

97
）

︒

　
ア
ー
ネ
ル
へ
二
度
の
噓
を
つ
い
た
こ
と
に
後
悔
の
念
に
駆
ら
れ
て
い
た
藤
村

は
︑
せ
め
て
︑﹁
君
が
我
が
国
に
寄
せ
ら
れ
た
好
意
を
了
解
し
て
く
だ
さ
る
人

を
一
人
で
も
得
た
い
﹂
と
︑﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
に
長
文
の
追
悼
文
﹁
ア
ー
ネ

ル
君
を
憶
ふ
﹂
を
し
た
た
め
た（

98
）

︒
掲
載
号
は
︑
一
九
二
四
年
十
一
月
号
︑
ア
ー

ネ
ル
の
﹁
能
と
希
臘
劇
と
の
比
較
断
片
﹂
の
掲
載
か
ら
わ
ず
か
四
个
月
後
の
こ



明治末の米国人留学生チャールズ・ジョナサン・アーネル――忘れられた日本学者の生涯

129

と
で
あ
っ
た
︒
一
九
二
四
年
五
月
に
創
刊
さ
れ
た
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
は
︑
創

刊
か
ら
わ
ず
か
半
年
の
う
ち
に
︑
そ
の
重
要
な
書
き
手
を
失
っ
た
の
で
あ
る
︒

ア
ー
ネ
ル
と
藤
村
と
の
出
会
い
は
︑
藤
村
が
東
京
帝
国
大
学
国
文
学
科
の
助
教

授
に
就
任
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
︑
彼
の
講
義
に
ア
ー
ネ
ル
が
出
席
し
た
こ
と
か

ら
始
ま
っ
た
︒
い
ま
だ
三
十
代
の
少
壮
気
鋭
の
学
者
の
眼
に
は
︑
日
本
人
学
生

に
混
じ
っ
て
︑
日
本
の
演
劇
の
魅
力
を
熱
心
に
語
る
ア
メ
リ
カ
人
学
生
の
姿
は

新
鮮
に
映
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
の
後
︑
ア
ー
ネ
ル
が
主
催
す
る
元
六
会
に

度
々
招
待
さ
れ
︑
観
劇
に
も
連
れ
立
っ
て
行
く
よ
う
に
な
り
︑
次
第
に
両
者
は

そ
の
仲
を
深
め
て
い
っ
た
︒
藤
村
と
ア
ー
ネ
ル
の
年
齢
差
は
ア
ー
ネ
ル
の
方
が

五
歳
年
下
で
あ
り
︑
男
兄
弟
の
い
な
か
っ
た
ア
ー
ネ
ル
か
ら
す
れ
ば
︑
藤
村
は

兄
の
よ
う
に
慕
い
︑
そ
し
て
頼
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
元

六
会
の
面
々
は
一
歳
年
上
の
沼
澤
を
除
け
ば
︑
い
ず
れ
も
十
歳
近
く
年
少
で
あ

り
︑
彼
ら
の
中
に
い
る
と
き
︑
ア
ー
ネ
ル
は
年
長
者
と
し
て
振
る
舞
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
八
歳
年
下
の
高
木
が
ア
ー
ネ
ル
を
元
六
会
の

﹁
主
人
﹂
と
評
す
る
の
は
︑
年
少
者
に
囲
ま
れ
る
な
か
で
︑
ア
ー
ネ
ル
が
そ
の

よ
う
な
役
割
を
自
覚
的
に
担
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
︒
ア
ー
ネ
ル
が
し
ば
し
ば
藤

村
だ
け
に
悩
み
を
打
ち
明
け
︑
真
情
を
吐
露
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒

　
藤
村
に
と
っ
て
も
ア
ー
ネ
ル
は
国
文
学
の
研
究
を
共
に
す
る
尊
敬
す
べ
き
同

志
で
あ
り
︑
得
が
た
い
友
人
で
あ
っ
た
︒
藤
村
は
毎
年
正
月
三
が
日
に
は
︑
自

宅
で
客
人
に
囲
ま
れ
て
過
ご
す
こ
と
を
年
に
一
度
の
楽
し
み
と
し
て
い
た
が
︑

そ
の
席
に
決
し
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
客
人
が
ア
ー
ネ
ル
で
あ
っ
た
︒
座

敷
で
食
事
を
と
も
に
し
︑
数
の
子
を
美
味
し
そ
う
に
食
べ
る
ア
ー
ネ
ル
を
み
て
︑

藤
村
夫
人
は
喜
び
︑
狭
い
座
敷
に
春
が
訪
れ
た
か
の
よ
う
な
談
笑
の
花
が
咲
い

た
︒
そ
の
合
間
に
は
︑
ア
ー
ネ
ル
お
得
意
の
勧
進
帳
の
物
真
似
や
白
波
五
人
男

を
演
じ
て
︑
皆
を
楽
し
ま
せ
た
︒
藤
村
の
愛
す
る
家
族
と
最
愛
の
弟
子
た
ち
が

と
も
に
笑
い
合
い
な
が
ら
新
年
を
迎
え
る
幸
福
な
瞬
間
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

ア
ー
ネ
ル
の
死
に
よ
っ
て
﹁
斯
う
し
た
こ
と
も
今
は
悲
し
い
思
い
出
﹂
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
︒
そ
し
て
︑
な
に
よ
り
も
ア
ー
ネ
ル
が
長
期
に
わ
た
っ
て
︑
身
を

犠
牲
に
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
た
日
本
演
劇
の
研
究
が
つ
い
に
遂
げ
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
た
︒﹁
誠
に
痛
ま
し
く
も
亦
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
﹂

﹁
返
す
〳
〵
遺
憾
で
あ
る
﹂﹁
天
の
幸
す
る
こ
と
の
薄
き
を
つ
く
づ
く
歎
じ
た
く

な
る
﹂
と
︑
藤
村
は
繰
り
返
す
︒
せ
め
て
も
の
手
向
け
は
︑
ア
ー
ネ
ル
が
﹃
国

語
と
国
文
学
﹄
に
掲
載
し
た
論
文
﹁
能
と
希
臘
劇
と
の
比
較
断
片
﹂
の
存
在
を

読
者
に
知
ら
し
め
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
藤
村
の
追
悼
を
読
み
進
め
た
と
き
︑
彼
が
一
九
二
七
年
以
降
に

発
表
し
︑
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
一
連
の
英
語
教
育
廃
止
論
（﹁
英
語
科
廃
止
の

急
務
﹂﹃
現
代
﹄
一
九
二
七
年
五
月
号
︑﹁
英
語
科
処
分
の
論
争
に
つ
い
て
﹂
同
誌

一
九
二
七
年
十
月
号
︑﹁
中
学
校
英
語
科
全
廃
論
﹂﹃
文
芸
春
秋
﹄
一
九
三
八
年
）

（
99
）

を

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
︒

　﹁
模
倣
の
時
代
は
過
ぎ
た
﹂
と
い
う
宣
言
か
ら
は
じ
ま
り
︑
一
般
の
日
本
人

に
は
労
力
の
面
か
ら
も
生
活
上
の
必
要
性
の
観
点
か
ら
も
英
語
学
習
・
外
国
語
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学
習
は
不
要
で
あ
り
︑
早
急
に
英
語
教
育
を
廃
止
し
て
︑
そ
の
分
を
﹁
国
民
特

有
の
精
神
﹂﹁
国
民
的
自
覚
自
尊
﹂
を
促
す
こ
と
に
傾
注
す
べ
き
で
あ
る
︑
と

主
張
す
る
藤
村
の
英
語
教
育
廃
止
論
は
︑
一
見
︑
彼
を
反
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
解
釈
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
藤
村
と
ア
ー
ネ
ル
の
交

誼
と
そ
の
結
末
を
知
る
者
か
ら
す
れ
ば
︑
事
態
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑

﹁
英
語
科
処
分
の
論
争
に
つ
い
て
﹂
の
中
に
︑
不
意
に
挿
ま
れ
た
次
の
よ
う
な

文
章
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
世
界
の
多
く
の
民
族
が
建
て
て
ゐ
る
国
家
の
境
界
を
亡
く
し
て
︑
四
海

は
同
胞
で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
人
類
は
平
等
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考

へ
は
結
構
な
考
へ
で
あ
り
ま
す
︒
此
の
考
を
地
球
上
に
実
行
し
よ
う
と
す

る
の
が
人
道
主
義
の
理
想
で
あ
り
ま
せ
う
け
れ
ど
も
︑
人
類
進
化
の
今
日

程
度
に
於
い
て
は
︑
か
ゝ
る
考
へ
は
一
場
の
香
夢
に
す
ぎ
ま
せ
ん（

100
）

　
こ
こ
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
︑
民
族
主
義
的
な
熱
狂
で
は
な
く
︑
国
家
・

民
族
間
の
関
係
性
に
関
す
る
藤
村
の
諦
念
と
絶
望
で
あ
る
︒﹁
人
類
進
化
の
今

日
程
度
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
ア
ー
ネ
ル
の
死
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
﹁
排
日
移
民

法
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
民
族
間
の
憎
悪
が
あ
ら
わ
な
今
日
に
お
い
て
は
︑

異
民
族
間
の
交
流
は
︑
両
者
の
属
す
る
国
家
や
民
族
の
関
係
と
状
況
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
し
ま
い
︑
最
終
的
に
は
︑
苦
悩
︱
︱
藤
村
と
ア
ー
ネ
ル
の
よ
う
な

︱
︱
し
か
生
み
出
さ
な
い
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
最
初
か
ら
︑
徒
に
外
国
語
を
学
ば

せ
︑
外
国
及
び
外
国
人
へ
の
興
味
を
持
た
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な

い
︑
と
藤
村
は
訴
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

　
藤
村
と
ア
ー
ネ
ル
の
中
に
確
か
に
存
在
し
た
交
誼
は
︑﹁
一
場
の
香
夢
﹂
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
藤
村
は
ア
ー
ネ
ル
へ
の
追
悼
文
を
次
の
よ
う
に
締
め
く

く
っ
て
い
る
︒

　
ア
ー
ネ
ル
君
の
如
き
人
の
存
在
は
独
り
米
国
の
為
め
︑
日
本
の
為
︑
両

国
の
親
善
の
為
に
必
要
な
ば
か
り
で
な
く
︑
世
界
人
類
の
幸
福
の
為
に
必

要
な
筈
で
あ
る
︒
私
は
独
り
友
人
を
失
っ
た
悲
し
み
を
感
ず
る
ば
か
り
で

な
く
︑
君
の
長
逝
に
よ
つ
て
世
界
の
損
失
を
感
ず
る
の
で
あ
る（

101
）

︒

　
藤
村
が
ア
ー
ネ
ル
の
死
に
よ
っ
て
感
じ
た
﹁
世
界
の
損
失
﹂
と
は
︑﹁
世

界
﹂
に
と
っ
て
の
損
失
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
藤
村
に
と
っ
て
﹁
世
界
﹂
そ
の

も
の
が
失
わ
れ
る
に
等
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

　
ア
ー
ネ
ル
は
﹁
日
本
の
新
古
の
劇
を
英
語
に
直
し
て
世
界
に
知
ら
せ
た
い
﹂

（
102
）

と
い
う
望
み
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
日
本
で
博
士
号
を
取
得
し
︑
母
校
の

ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
で
教
鞭
を
取
り
た
い
︑
と
︒

　
芳
賀
に
よ
る
と
︑
彼
の
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
で
の
ポ
ス
ト
は
︑
日
本
で
博
士
の
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学
位
を
得
さ
え
す
れ
ば
︑
約
束
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う（

103
）

︒
確
か
に
︑
ワ

シ
ン
ト
ン
大
学
で
は
︑
一
九
〇
九
年
に
東
洋
学
学
部
（D

epartm
ent of O

riental 

Studies

）
が
設
立
さ
れ
て
お
り
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
ジ
ア
研
究
機
関
の
拠

点
と
し
て
歩
み
始
め
た
ば
か
り
で
あ
っ
た（

104
）

︒
二
十
年
も
の
期
間
を
日
本
で
過
ご

し
︑
た
っ
た
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
学
生
と
し
て
研
鑽
を
積
ん
だ
ア
ー
ネ
ル
で
あ

れ
ば
︑
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
彼
は
死
の
直
前
︑
日
本
人
と

の
出
会
い
の
場
で
あ
り
︑
母
ア
リ
ダ
と
妹
が
待
つ
タ
コ
マ
に
帰
る
こ
と
は
で
き

た
が
︑
母
校
の
教
壇
に
立
つ
と
い
う
夢
は
か
な
う
こ
と
な
く
︑
四
十
四
年
の
短

い
生
涯
を
終
え
た
︒

　
ア
ー
ネ
ル
の
葬
儀
に
は
︑
彼
が
タ
コ
マ
で
生
活
を
し
て
い
た
際
に
︑
英
語
を

教
え
て
い
た
日
本
人
た
ち
も
駆
け
つ
け
た
と
い
う
︒
母
ア
リ
ダ
は
先
述
の
書
簡

の
中
で
︑
そ
の
時
の
様
子
を
﹁
あ
の
子
は
恰
も
自
身
が
お
友
達
の
間
に
交
つ
て

ゐ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
や
う
に
︑
そ
の
笑
顔
は
自
然
で
︑
そ
の
頬
は
あ
り
し

日
の
ま
ゝ
で
し
た
﹂
と
記
し
て
い
る（

105
）

︒
ア
ー
ネ
ル
と
友
人
た
ち
は
︑
生
前
も
︑

そ
し
て
死
後
も
︑
日
米
の
懸
隔
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
で
︑
自
然
な
笑
顔
を
浮
か

べ
る
こ
と
が
で
き
る
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
ア
ー
ネ
ル
が
十
代
前
半
と
い
う
多
感
な
時
期
に
極
北
の
地
か
ら
移
住
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
は
︑
世
界
中
か
ら
様
々
な
夢
を
も
っ
て
移
住
し
た
移
民
た
ち
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
﹁
移
民
国
家
﹂
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
︒

同
時
期
︑
極
東
の
地
か
ら
訪
れ
た
移
民
た
ち
が
︑
偶
然
に
同
じ
地
に
住
み
つ
き
︑

出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
の
そ
の
後
の
人
生
は
方
向
づ
け
ら
れ
た
︒
巨
視
的

に
み
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
偶
然
的
な
出
会
い
は
︑
一
九
世
紀
末
の
﹁
近
代
世
界

シ
ス
テ
ム
﹂（
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
）
の
展
開
を
背
景
と
し

た
大
量
の
人
的
移
動
の
産
物
で
あ
り
︑﹁
移
民
の
世
紀
﹂
を
物
語
る
も
の
で
も

あ
っ
た（

106
）

︒
そ
し
て
︑
そ
の
死
も
ま
た
﹁
移
民
﹂
と
い
う
存
在
が
刻
印
さ
れ
て
い

る
︒﹁
排
日
移
民
法
﹂
の
成
立
は
︑
彼
と
日
本
人
と
の
出
会
い
の
場
で
あ
っ
た
︑

ほ
か
な
ら
ぬ
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
家
︑
彼
が
外
交
官
と
し
て
忠
誠
を
尽
く
し
た

国
家
が
︑
彼
の
生
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
彼
の
死
を
排
日
移
民
法
の
成
立
の
み
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
す
る

こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
︒
先
述
し
た
よ
う
に
︑
彼
は
そ
れ
以
前
か
ら
心
身
と
も

に
長
期
的
な
疾
患
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
し
︑﹁
排
日
移
民
法
﹂
に
ひ
き
つ

け
た
ア
ー
ネ
ル
の
死
に
つ
い
て
の
解
釈
は
︑﹁
排
日
移
民
法
﹂
を
批
判
す
る
日

本
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
︑
格
好
の
﹁
材
料
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事

実
で
あ
ろ
う（

107
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
周
囲
の
日
本
人
た
ち
が
証
言
す
る
よ
う
に
︑

そ
れ
が
死
へ
の
一
つ
の
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
も
ま
た
疑
い
得
な
い
︒

　
ア
ー
ネ
ル
の
生
涯
は
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
﹁
移
民
の
世

紀
﹂
に
お
い
て
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ
︑
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
日

本
へ
と
越
境
し
つ
づ
け
た
越
境
者
の
喜
び
と
苦
悩
の
軌
跡
と
し
て
︑
そ
し
て
︑

喜
劇
的
結
末
に
至
ら
な
か
っ
た
悲
喜
劇
と
し
て
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

付
記
：
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
︑
海
外
移
住
資
料
館
︑
一
橋
大
学
学
園
史
資
料
室
に
は
資

料
に
関
す
る
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
な
お
︑
本
稿
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に
お
い
て
は
︑
固
有
名
を
除
い
て
︑
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
ま
し
た
︒

注（
1
）
さ
ね
と
う
け
い
し
ゅ
う
﹃
増
補
版
　
中
国
人
日
本
留
学
史
﹄
く
ろ
し
お
出
版
︑

一
九
八
一
年
︑
五
九
︱
六
一
頁
︒
さ
ね
と
う
以
降
︑
清
国
留
学
生
に
つ
い
て
は
︑
多
く

の
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
︑
最
良
の
成
果
は
︑
山
室
信
一
﹃
思
想
課
題
と
し
て
の

ア
ジ
ア
︱
︱
基
軸
・
連
鎖
・
投
企
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
）
で
あ
ろ
う
︒

（
2
）
﹁
露
人
我
が
大
学
に
入
ら
ん
と
す
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
六
年
四
月
九
日
︒
少

し
後
に
な
る
が
︑
大
正
六
年
二
月
十
日
付
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
掲
載
の
﹁
本
邦
留
学
の

外
人
﹂
に
は
︑
文
部
省
の
統
計
調
査
を
も
と
に
︑
当
時
の
外
国
人
留
学
生
数
が
以
下
の

よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
︒

▲
帝
国
大
学
（
東
京
︑
京
都
︑
東
北
︑
九
州
）
△
支
那
人
百
二
十
一
人
︑
△
露

国
人
四
人
︑
△
米
国
人
一
人

▲
高
等
師
範
学
校
支
那
人
男
子
八
十
三
人
女
子
十
人

▲
高
等
学
校
（
自
第
一
至
第
八
）
支
那
人
百
九
十
四
人

▲
医
学
専
門
学
校
支
那
人
十
九
人

▲
高
等
工
業
学
校
△
支
那
人
百
六
十
九
人
△
印
度
人
五
人
△
比
律
賓
人
二
人

▲
高
等
商
業
学
校
支
那
人
三
十
七
人

▲
其
他
の
専
門
学
校
支
那
人
三
十
二
人
　
合
計
七
百
十
七
人

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
留
学
生
の
圧
倒
的
多
数
は
中
国
か
ら
の
留
学
生
で
あ
っ
た

が
︑
少
数
な
が
ら
も
︑
ロ
シ
ア
︑
イ
ン
ド
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
︑
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
訪
日

し
た
留
学
生
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
の
報
告
に
あ
る
帝
国

大
学
の
﹁
米
国
人
一
名
﹂
が
本
稿
で
対
象
と
す
る
ア
ー
ネ
ル
で
あ
る
︒

（
3
）
山
室
︑
前
掲
書
︑
三
一
三
︱
三
五
〇
頁
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
清
国
の
留
日
政
策

を
主
導
し
た
張
之
洞
の
﹃
勧
学
篇
﹄（
一
八
九
八
年
︒
最
新
の
訳
は
︑
濱
久
雄
・
那
智
安

敬
訳
﹃
勧
学
篇
（
中
国
古
典
新
書
続
編
）﹄
明
徳
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
さ
れ

た
い
︒

（
4
）
﹁
露
人
の
邦
語
研
究
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
六
年
十
二
月
十
八
日
︒

（
5
）
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
名
は
︑﹃
東
京
帝
国
大
学
一
覧
　
従
明
治
三
十
九
年
　
至
明
治

四
十
年
﹄（
学
生
生
徒
姓
名
）
五
五
頁
（﹁
医
科
大
学
学
生
及
生
徒
　
第
一
学
年
﹂）
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

（
6
）
倉
田
保
雄
﹃
エ
リ
セ
ー
エ
フ
の
生
涯
︱
︱
日
本
学
の
始
祖
﹄
中
公
新
書
︑
一
九
七
七
年
︑

同
﹃
夏
目
漱
石
と
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
伝
説
︱
︱
﹁
日
本
学
の
父
﹂
は
門
下
の
ロ
シ
ア
人
・

エ
リ
セ
ー
エ
フ
﹄
近
代
文
芸
社
︑
二
〇
〇
七
年
︒

（
7
）
藤
村
作
﹁
ア
ー
ネ
ル
君
を
憶
ふ
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
二
五
年
一
月
号
︑
一
一
四

頁
︑
芳
賀
矢
一
﹁
ア
ー
ネ
ル
さ
ん
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
二
五
年
二
月
号
︑
九
三
頁
︒

（
8
）
﹁
一
九
二
四
年
移
民
法 Im

m
igration A

ct of 1924

﹂（
ま
た
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
゠
リ
ー
ド

法 Johnson–R
eed A

ct

）
が
︑
日
本
で
﹁
排
日
移
民
法
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
︑
日
本
人
移

民
を
排
斥
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
排
日
条
項
﹂（
第
十
三
条
Ｃ
項
）
が
法
文
中
に
含
ま
れ
て

い
た
た
め
で
あ
る
（
蓑
原
俊
洋
﹃
排
日
移
民
法
と
日
米
関
係
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︑

六
九
︱
七
〇
頁
）︒
す
な
わ
ち
︑
同
条
項
で
ア
メ
リ
カ
へ
の
入
国
を
禁
止
さ
れ
た
﹁
帰
化

資
格
な
い
外
国
人
﹂
と
は
︑﹁
東
洋
人
で
唯
一
い
ま
だ
米
国
の
移
民
法
に
よ
っ
て
排
斥
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
日
本
人
移
民
﹂
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
同
右
︑
一
一
九
頁
）︒

（
9
）
高
木
市
之
助
は
ア
ー
ネ
ル
の
死
を
次
の
よ
う
に
嘆
じ
て
い
る
︒﹁
ア
ー
ネ
ル
さ
ん
は
後

に
突
如
と
し
て
健
康
を
害
し
︑
小
泉
八
雲
を
想
わ
せ
る
よ
う
な
夫
人
を
日
本
に
遺
し
て

帰
国
後
数
週
間
？
で
歌
舞
伎
そ
の
他
の
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
造
詣
を
業
績
に
す
る
こ

と
な
し
に
長
逝
し
て
し
ま
っ
た
﹂（
高
木
市
之
助
﹁
折
り
折
り
の
人
　
薩
摩
の
殿
さ
ま
　

島
津
久
基
と
ア
ー
ネ
ル
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
六
七
年
四
月
二
一
日
夕
刊
）︒

（
10
）
根
川
幸
男
﹁
近
現
代
日
本
人
の
海
外
体
験
と
日
系
移
植
民
史
の
時
期
区
分
﹂
根
川
幸

男
・
井
上
章
一
編
﹃
越
境
と
連
動
の
日
系
移
民
教
育
史
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
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二
〇
一
六
年
︑
八
頁
︒

（
11
）
一
橋
大
学
学
園
史
編
集
委
員
会
編
﹃
一
橋
大
学
学
問
史
﹄
一
九
八
六
年
︑
一
一
〇
三
︱

一
一
一
〇
四
頁
︒
ま
た
︑H

erringshaw
’s A

m
erican B

lue B
ook of B

iography (C
hicago: 

A
m

erican Publishers’ A
ssociation, 1914, p.33)

も
参
照
さ
れ
た
い
︒
二
人
の
妹
の
存
在

は
︑
津
彌
子
﹁
日
米
問
題
に
狂
死
し
た
ア
ー
ネ
ル
氏
の
遺
族
を
訪
ふ
記
﹂﹃
主
婦
の
友
﹄

第
九
巻
第
二
号
（
一
九
二
五
年
二
月
）
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
同
記
事
の
筆
者
で
あ
る
津

彌
子
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
が
︑
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
二
五
年
ま
で
の
期
間
︑﹃
主

婦
の
友
﹄
誌
上
で
い
く
つ
か
の
記
事
を
執
筆
し
て
い
る
︒

（
12
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
移
民
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
Ｉ
・
ア
ン
デ
シ
ョ
ン
゠
Ｊ
・
ヴ
ェ

イ
ブ
ル
・
潮
見
憲
三
郎
訳
﹃
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
歴
史
﹄（
文
眞
堂
︑
一
九
八
九
年
︑
三
七

︱
三
八
頁
）︑
ナ
ン
シ
ー
・
グ
リ
ー
ン
・
明
石
紀
雄
監
修
﹃
多
民
族
国
家
ア
メ
リ
カ
﹄（
創

元
社
︑
一
九
九
七
年
︑
六
三
︱
六
四
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
13
）
﹁
米
国
人
﹁
ア
ー
ネ
ル
﹂
氏
の
入
学
﹂﹃
法
学
志
林
﹄
一
九
〇
六
年
十
月
号
（
法
政
大

学
法
学
志
林
協
会
編
）︒

（
14
）
飯
野
正
子
﹃
も
う
一
つ
の
日
米
関
係
史
︱
︱
紛
争
と
強
調
の
な
か
の
日
系
ア
メ
リ
カ

人
﹄
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
三
︱
一
七
頁
︒

（
15
）
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
に
関
し
て
は
︑
ハ
ー
バ
ー
ト
・
Ｇ
・
ガ
ッ
ト
マ
ン
﹃
金
ぴ

か
時
代
の
ア
メ
リ
カ
﹄（
大
下
尚
一
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
八
六
年
）︑
有
賀
夏
紀
﹃
ア
メ

リ
カ
の
二
〇
世
紀
（
上
） 

１
８
９
０
年
～
１
９
４
５
年
﹄（
中
公
新
書
︑
二
〇
〇
二
年
）

等
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
従
う
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
な
世
界

的
な
人
的
移
動
は
︑
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
﹁
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
﹂
の
全
地
球
的
な

展
開
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
全
地
球
的
な
﹁
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
﹂
の
展

開
過
程
に
お
い
て
は
︑﹁
中
核
﹂
部
が
工
業
化
の
局
面
に
至
り
︑
世
界
シ
ス
テ
ム
内
で
の

労
働
力
の
配
置
転
換
が
行
わ
れ
た
︒﹁
中
核
﹂
国
（
後
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家
）
へ
と
の
し

上
が
る
過
程
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
︑﹁
周
辺
﹂﹁
半
周
辺
﹂
の
諸
国
家
か
ら
︑
高
い

賃
金
と
生
活
水
準
を
求
め
て
多
く
の
移
民
が
集
ま
る
こ
と
と
な
り
︑﹁
移
民
の
世
紀
﹂
が

現
出
し
た
︒
こ
う
し
て
︑
極
北
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
移
民
と
︑
極
東
の
日
本
人
移
民
が

海
を
越
え
て
出
会
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
川
北
稔
﹃
世
界
シ
ス
テ
ム
論
講
義

︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
近
代
世
界
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
九
七
︱

二
〇
二
頁
が
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
）︒

（
16
）
タ
コ
マ
日
本
人
会
編
﹃
タ
コ
マ
紹
介
﹄
一
九
二
二
年
︑
八
八
︱
九
一
頁
︒

（
17
）
村
川
庸
子
﹁
日
本
人
移
民
の
﹁
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂
︱
︱
二
〇
世
紀
初
頭
の
タ

コ
マ
近
郊
の
愛
媛
県
人
農
業
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
事
例
に
﹂﹃
総
合
地
域
研
究
﹄
第
五
号

（
敬
愛
大
学
総
合
地
域
研
究
所
編
︑
二
〇
一
五
年
三
月
）︒

（
18
）
竹
内
幸
次
郎
﹃
米
国
西
北
部
日
本
移
民
史
﹄
大
北
日
報
社
︑
一
九
二
九
年
︑
七
八
一
頁
︒

（
19
）
伊
藤
一
男
﹃
北
米
百
年
桜
﹄
Ｐ
Ｍ
Ｃ
出
版
︑
一
九
八
四
年
︑
竹
内
︑
前
掲
書
﹃
米
国

西
北
部
日
本
移
民
史
﹄︑
七
五
〇
︑
七
七
九
頁
︒

（
20
）
中
川
無
象
﹁
在
米
闘
士
録
﹂（
博
文
堂
書
店
︑
一
九
三
二
年
）︑
奥
泉
栄
三
郎
監
修
﹃
初

期
在
北
米
日
本
人
の
記
録
　
北
米
編
　
第
十
五
冊
﹄
所
収
︑
文
生
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︑

五
七
五
頁
︒

（
21
）
竹
内
︑
前
掲
書
﹃
米
国
西
北
部
日
本
移
民
史
﹄︑
四
五
一
頁
︒
た
だ
し
︑
父
ジ
ョ
ン
の

経
歴
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
判
っ
て
い
な
い
︒
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
記
し
た
数
少
な
い
文
献
で

あ
る
︑R

. E
. M

agden, Furusato: Tacom
a-Pierce C

ountry Japanese 1880-1977.   Tacom
a: 

Tacom
a Longshore B

ook &
 R

esearch C
om

m
ittee, 1998, pp. 10–11 

に
よ
れ
ば
︑
ジ
ョ

ン
は
当
地
の
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
岡
崎
が

ジ
ョ
ン
の
こ
と
を
﹁
同
情
者
﹂
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
気
に
な
る

点
で
あ
る
︒
ま
た
︑
同
書
は
父
子
の
経
歴
を
混
在
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
問
題
が

あ
る
︒
例
え
ば
︑
本
稿
で
引
用
し
た
大
塚
俊
一
﹃
タ
コ
マ
日
本
人
発
展
史
﹄（
タ
コ
マ
時

報
社
︑
一
九
一
七
年
）︑
奥
泉
栄
三
郎
監
修
﹃
初
期
在
北
米
日
本
人
の
記
録 

北
米
編 

第

三
十
八
冊
﹄（
文
生
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
）
所
収
の
ア
ー
ネ
ル
（
息
子
）
に
関
す
る
記
述

を
父
の
こ
と
と
誤
読
し
て
お
り
︑
ジ
ョ
ン
は
﹁
日
本
に
滞
在
経
験
も
あ
る
優
れ
た
言
語

学
者
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
同
書
は
タ
コ
マ
の
日
本

人
移
民
の
歴
史
に
関
す
る
優
れ
た
成
果
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
ジ
ョ
ン
が
バ
プ
テ
ス

ト
の
伝
道
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
︑
彼
が
ど
の
よ
う
な
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立
場
に
あ
っ
た
の
か
は
︑
さ
し
あ
た
り
保
留
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
な
お
︑
シ
ア

ト
ル
近
郊
の
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
関
係
者
に
﹁
親
日
家
﹂
が
多
か
っ
た
こ
と
は
︑
伊
藤
一

男
﹃
北
米
百
年
桜
﹄
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
七
四
九
︱
七
六
七
頁
）︒

（
22
）
津
彌
子
︑
前
掲
記
事
﹁
日
米
問
題
に
狂
死
し
た
ア
ー
ネ
ル
氏
の
遺
族
を
訪
ふ
記
﹂（
注

（
11
））︑
二
三
〇
頁
︒

（
23
）
大
塚
︑
前
掲
書
﹃
タ
コ
マ
日
本
人
発
展
史
﹄︑
一
三
頁
︒
伊
藤
一
男
﹃
続
・
北
米
百
年

桜
（
四
）﹄（
Ｐ
Ｍ
Ｃ
出
版
︑
一
九
八
四
年
）
に
収
録
さ
れ
た
大
塚
の
回
顧
録
﹁
回
想
の

タ
コ
マ
日
本
人
タ
ウ
ン
﹂
に
も
︑
ほ
ぼ
同
一
の
記
述
が
見
ら
れ
る
（
同
書
︑
一
三
三
頁
）︒

（
24
）
た
だ
し
︑
同
年
八
月
に
︑
ア
ー
ネ
ル
は
米
国
大
使
館
を
退
職
し
て
い
る
（
本
稿
参
照
）︒

（
25
）
竹
内
︑
前
掲
書
﹃
米
国
西
北
部
日
本
移
民
史
﹄︑
七
八
五
︱
七
八
六
頁
︒

（
26
）
﹃
山
梨
県
海
外
移
住
史
﹄
一
九
六
五
年
︑
一
︱
二
頁
︒
山
梨
県
の
移
民
に
関
し
て
は
︑

廣
瀬
守
令
﹃
在
米
甲
州
人
奮
闘
五
十
年
史
﹄（
南
加
山
山
梨
海
外
協
会
︑
一
九
三
四
年
︑

奥
泉
栄
三
郎
監
修
﹃
初
期
在
北
米
日
本
人
の
記
録  
北
米
編  

第
二
十
一
冊
﹄
所
収
︑
文

生
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
27
）
根
川
︑
前
掲
論
文
﹁
近
現
代
日
本
人
の
海
外
体
験
と
日
系
移
植
民
史
の
時
期
区
分
﹂

（
注
（
10
））︑
一
二
︱
一
三
頁
︒

（
28
）
竹
内
︑
前
掲
書
﹃
米
国
西
北
部
日
本
移
民
史
﹄︑
七
八
五
︱
七
八
六
頁
︒

（
29
）
同
右
︑
四
五
一
頁
︒

（
30
）
村
川
︑
前
掲
論
文
﹁
日
本
人
移
民
の
﹁
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂（
注
（
17
））︒

（
31
）
津
彌
子
︑
前
掲
記
事
﹁
日
米
問
題
に
狂
死
し
た
ア
ー
ネ
ル
氏
の
遺
族
を
訪
ふ
記
﹂（
注

（
11
））︑
二
二
八
頁
︒

（
32
）
一
橋
大
学
学
園
史
編
集
委
員
会
編
﹃
一
橋
大
学
学
問
史
﹄（
注
（
11
））︑
一
一
〇
三
頁
︒

（
33
）
法
政
大
学
編
﹃
法
政
大
学
八
十
年
史
﹄
一
九
六
一
年
︑
法
政
大
学
百
年
史
編
纂
委
員

会
編
﹃
法
政
大
学
百
年
史
﹄
一
九
八
〇
年
等
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
34
）
法
政
大
学
清
国
留
学
生
速
成
科
に
関
し
て
は
︑﹃
法
政
大
学
史
資
料
集  

第
十
一
集  

法

政
大
学
清
国
留
学
生
速
成
科
特
集
﹄
一
九
八
七
年
に
基
礎
的
な
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い

る
︒
梅
と
法
政
速
成
科
に
関
し
て
は
︑
拙
稿
﹁
法
政
速
成
科
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂（
法

政
大
学
国
際
日
本
学
研
究
所
・
王
敏
編
﹃﹁
日
本
意
識
﹂
の
根
底
を
探
る
︱
︱
日
本
留
学

と
東
ア
ジ
ア
的
﹁
知
﹂
の
大
循
環
﹄
所
収
︑
三
和
書
籍
︑
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ

た
い

（
35
）
法
政
大
学
Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
﹁
学
園
風
景 

法
政
大
学
の
巻
﹂﹃
法
律
春
秋
﹄
南
交
社
︑
第

六
巻
第
三
号
（
一
九
三
一
年
三
月
号
）︑
九
九
頁
︒

（
36
）
高
橋
敏
太
郎
﹃
受
洗
五
十
年
の
回
顧
﹄
三
光
社
︑
一
九
四
二
年
︒
高
橋
の
法
政
大
学

卒
業
年
度
に
つ
い
て
は
︑
法
政
大
学
校
友
名
鑑
刊
行
会
編
﹃
法
政
大
学
校
友
名
鑑
﹄

一
九
四
一
年
等
か
ら
確
認
で
き
る
︒

（
37
）
同
右
及
び
高
橋
敏
太
郎
﹃
基
督
教
界
の
青
年
諸
君
へ
﹄
教
文
館
︑
一
九
三
七
年
︒

（
38
）
霞
五
郎
﹃
お
濠
に
影
を
う
つ
し
て
　
法
政
大
学
八
十
年
史
﹄
法
政
大
学
八
十
年
史
刊

行
会
︑
一
九
六
一
年
︑
一
三
五
頁
︑
同
﹃
法
政
大
学  

物
語
百
年
史
﹄
一
九
八
一
年
︑

一
一
八
頁
︒

（
39
）
﹁
安
東
県
の
米
国
領
事
館
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
七
年
七
月
一
日
︒

（
40
）
臼
田
亜
浪
﹃
最
近
学
校
評
論
﹄
秋
霜
館
︑
一
九
〇
六
年
︑
一
一
一
頁
︒

（
41
）
シ
ー
︑
ゼ
︑
ア
ー
ネ
ル
﹁
日
本
の
踊
と
西
洋
の
ダ
ン
ス
﹂﹃
旬
刊
朝
日
﹄
第
一
巻
第
三

号
（
一
九
二
二
年
三
月
一
二
月
）︒
当
記
事
の
存
在
に
関
し
て
は
︑
山
川
恭
子
﹁
戦
前
期

週
刊
誌
メ
デ
ィ
ア
の
受
容
形
態
︱
︱
そ
の
﹁
大
衆
性
﹂
と
﹁
戦
争
加
担
﹂
と
の
関
係
に

着
目
し
て
﹂（
筑
波
大
学
博
士
論
文
︑
二
〇
一
一
年
）
に
ご
教
示
を
得
た
︒

（
42
）
ア
ー
ネ
ル
︑
前
掲
論
文
﹁
日
本
の
踊
と
西
洋
の
ダ
ン
ス
﹂︒

（
43
）
﹁
積
る
恋
雪
の
関
扉
　
廿
余
年
前
に
米
国
へ
　
親
日
外
交
官
が
自
ら
映
画
化
　
歌
舞
伎

紹
介
に
狂
奔
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三
六
年
一
〇
月
二
日
︒

（
44
）
﹃
官
報
﹄
七
五
〇
二
号
（
明
治
四
十
一
年
六
月
三
十
日
）︒

（
45
）
﹃
官
報
﹄
七
五
七
〇
号
（
明
治
四
十
一
年
九
月
十
七
日
）︒

（
46
）
﹁
米
国
新
極
東
局
長
（
大
使
館
の
ミ
ラ
ー
氏
栄
転
）﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
九
年

九
月
三
日
︒

（
47
）
蓑
原
俊
洋
﹃
ア
メ
リ
カ
の
排
日
運
動
と
日
米
関
係
﹄
朝
日
新
聞
出
版
（
朝
日
選
書
）︑

二
七
頁
︒
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（
48
）
大
塚
︑
前
掲
書
﹃
タ
コ
マ
日
本
人
発
展
史
﹄（
注
（
21
））︑
二
一
頁
︒

（
49
）
蓑
原
︑
前
掲
書
﹃
ア
メ
リ
カ
の
排
日
運
動
と
日
米
関
係
﹄︑
二
四
︱
五
〇
頁
︒

（
50
）
秦
郁
彦
﹃
太
平
洋
国
際
関
係
史
︱
︱
日
米
お
よ
び
日
露
危
機
の
系
譜
1
9
0
0
︱

1
9
3
5
﹄
福
村
出
版
︑
一
九
七
二
年
︑
六
三
︱
六
七
頁
︑
蓑
原
︑
前
掲
書
﹃
ア
メ
リ

カ
の
排
日
運
動
と
日
米
関
係
﹄︑
二
三
︱
五
〇
頁
︒

（
51
）
前
掲
記
事
﹁
積
る
恋
雪
の
関
扉
　
廿
余
年
前
に
米
国
へ
　
親
日
外
交
官
が
自
ら
映
画

化 

　
歌
舞
伎
紹
介
に
狂
奔
﹂（
注
（
43
））
を
参
照
︒

（
52
）
﹃
東
京
帝
国
大
学
一
覧
　
従
大
正
二
年
　
至
大
正
三
年
﹄（
学
生
生
徒
姓
名
）︑
五
二
頁
︒

（
53
）
同
右
︒

（
54
）
倉
田
︑
前
掲
書
﹃
エ
リ
セ
ー
エ
フ
の
生
涯
﹄（
注
（
6
））︑
一
九
︱
二
四
頁
︒

（
55
）
﹃
東
京
帝
国
大
学
一
覧
　
従
大
正
元
年 

至
大
正
二
年
﹄（
学
生
生
徒
姓
名
）︑
六
︱
七
頁
︒

藤
村
に
よ
れ
ば
︑
ロ
シ
ア
人
学
生
メ
ン
デ
リ
ン
は
早
く
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
（
藤
村
︑

前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
君
を
憶
ふ
﹂
注
（
7
）︑
一
一
四
頁
）︒
卒
業
生
名
簿
に
も
名
前

が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
︑
在
学
中
に
死
亡
し
た
可
能
性
が
高
い
︒

（
56
）
東
京
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
﹃
東
京
大
学
百
年
史
　
部
局
史
一
﹄
東
京
大
学
出
版

会
︑
一
九
八
六
年
︑
七
一
五
頁
︒

（
57
）
元
六
会
に
つ
い
て
は
︑
高
木
︑
前
掲
記
事
﹁
折
り
折
り
の
人
　
薩
摩
の
殿
さ
ま
　
島

津
久
基
と
ア
ー
ネ
ル
﹂（
注
（
9
））︑
同
﹃
国
文
学
五
十
年
史
﹄（
岩
波
書
店
︑

一
九
六
七
年
）︑
五
二
︱
五
三
頁
︑
藤
村
︑
前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
君
を
憶
ふ
﹂（
注

（
7
））︑
一
〇
九
頁
を
参
照
の
こ
と
︒

（
58
）
高
木
︑
前
掲
書
﹃
国
文
学
五
十
年
史
﹄︑
五
二
︱
五
三
頁
︒

（
59
）
高
木
︑
前
掲
記
事
﹁
折
り
折
り
の
人
　
薩
摩
の
殿
さ
ま
　
島
津
久
基
と
ア
ー
ネ
ル
﹂（
注

（
9
））︒

（
60
）
芳
賀
︑
前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
さ
ん
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
二
五
年
二
月
号
（
注

（
7
））︑
九
三
頁
︒

（
61
）
前
掲
記
事
﹁
積
る
恋
雪
の
関
扉
　
廿
余
年
前
に
米
国
へ
　
親
日
外
交
官
が
自
ら
映
画

化
　 

歌
舞
伎
紹
介
に
狂
奔
﹂（
注
（
43
））
を
参
照
︒

（
62
）
東
京
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
︑
前
掲
書
﹃
東
京
大
学
百
年
史
　
部
局
史
一
﹄︑

七
一
八
頁
︒

（
63
）

A
rnell C

. J., “B
rief N

ote on C
om

parison B
etw

een the N
ō  and the G

reek D
ram

a”

（
邦

題
﹁
能
と
希
臘
劇
と
の
比
較
断
片
﹂）﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
二
四
年
七
月
号
︑
二
〇

︱
三
三
頁
︒

（
64
）

Slavov Petko Slavov

﹁
外
国
人
の
目
に
映
っ
た
能
楽
の
明
治
維
新
︱
︱
外
に
伝
え
ら

れ
た
能
狂
言
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
大
阪
大
学
博
士
論
文
︑
二
〇
一
四
年
︑
六
一
︱
六
九
頁
︒

（
65
）

A
rnell C

. J., “B
rief N

ote on C
om

parison B
etw

een the N
ō  and the G

reek D
ram

a”

（
注

（
63
））︑
三
二
頁
︒

（
66
）
藤
村
︑
前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
君
を
憶
ふ
﹂（
注
（
7
））︑
一
一
四
頁
︒

（
67
）
﹁
排
日
を
憂
ひ
て 

米
人
教
授
発
狂
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
二
四
年
九
月
二
七
日
︒

（
68
）
藤
村
︑
前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
君
を
憶
ふ
﹂（
注
（
7
））︑
一
一
一
頁
︒

（
69
）
芳
賀
︑
前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
さ
ん
﹂（
注
（
7
））︑
九
三
頁
︒
玉
子
に
よ
れ
ば
︑
ア
ー

ネ
ル
は
精
神
的
な
疾
患
の
み
な
ら
ず
︑
心
臓
に
も
持
病
を
抱
え
て
お
り
︑
継
続
的
に
治

療
を
続
け
て
い
た
と
い
う
（
津
彌
子
︑
前
掲
記
事
﹁
日
米
問
題
に
狂
死
し
た
ア
ー
ネ
ル

氏
の
遺
族
を
訪
ふ
記
﹂（
注
（
11
））
二
二
八
頁
）︒

（
70
）
米
国
大
使
館
の
退
職
に
つ
い
て
は
︑﹃
外
務
省
月
報
﹄（
大
正
六
年
八
月
分
）
に
記
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
他
の
職
に
つ
い
て
は
︑
同
右
及
び
︑
ア
ー
ネ
ル
︑
前
掲
記
事
﹁
日
本

の
踊
と
西
洋
の
ダ
ン
ス
﹂（
注
（
41
））
を
参
照
︒

（
71
）
﹃
東
京
帝
国
大
学
一
覧 

従
大
正
十
二
年 

至
大
正
十
三
年
﹄（
学
生
生
徒
姓
名
︑
卒
業
生

姓
名
）︑
七
︑一
二
頁
︒

（
72
）
﹃
東
京
商
科
大
学
一
覧
　
自
大
正
十
一
年
至
大
正
十
二
年
﹄
一
〇
七
頁
︑﹃
東
京
商
科

大
学
一
覧
　
自
大
正
十
二
年
至
大
正
十
三
年
﹄︑
一
〇
七
頁
︒

（
73
）
﹁
メ
ド
レ
ー
教
授
が
舞
台
監
督
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
二
一
年
五
月
六
日
︒

（
74
）
一
橋
大
学
学
園
史
編
集
委
員
会
︑
前
掲
書
﹃
一
橋
大
学
学
問
史
﹄（
注
（
11
））︑

一
一
〇
三
頁
︒

（
75
）
﹁
ア
ー
ネ
ル
氏
の
近
松
劇
研
究
﹂﹃
一
橋
新
聞
﹄
一
九
二
四
年
七
月
一
八
日
︒
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（
76
）
蓑
原
︑
前
掲
書
﹃
ア
メ
リ
カ
の
排
日
運
動
と
日
米
関
係
﹄（
注
（
47
））︑
一
一
〇
︱

一
一
四
頁
︒

（
77
）
中
村
進
﹁
排
日
移
民
法
成
立
の
背
景
﹂﹃
政
経
研
究
﹄
第
五
二
巻
二
号
（
日
本
大
学
法

学
部
編
︑
二
〇
一
五
年
九
月
）︑
三
八
六
︱
三
八
八
頁
︒

（
78
）
同
右
︑
三
八
七
頁
︒

（
79
）
蓑
原
︑
前
掲
書
﹃
ア
メ
リ
カ
の
排
日
運
動
と
日
米
関
係
﹄（
注
（
47
））︑
二
八
五
頁
︒

（
80
）
同
右
︑
二
八
四
頁
︒

（
81
）
津
彌
子
︑
前
掲
記
事
﹁
日
米
問
題
に
狂
死
し
た
ア
ー
ネ
ル
氏
の
遺
族
を
訪
ふ
記
﹂（
注

（
11
））︑
二
二
八
頁
︒

（
82
）
以
下
の
記
述
は
全
て
︑
藤
村
︑
前
掲
記
事
（
注
（
7
））
に
も
と
づ
く
︒

（
83
）
高
木
︑
前
掲
記
事
（
注
（
9
））︒

（
84
）
前
掲
記
事
﹁
排
日
を
憂
ひ
て 

米
人
教
授
発
狂
﹂（
注
（
67
））
を
参
照
︒

（
85
）
﹁
専
門
部
生
の
美
挙
　
狂
へ
る
旧
師
ア
ー
ネ
ル
氏
の
為
に
同
情
金
募
集
﹂﹃
一
橋
新

聞
﹄
一
九
二
四
年
一
〇
月
一
日
︒
ま
た
︑
東
京
商
科
大
学
一
橋
会
﹃
一
橋
五
十
年
史
﹄

一
九
二
五
年
︑
二
九
五
︱
二
九
六
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
86
）
﹁
日
語
学
校
設
立
準
備
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
一
三
年
六
月
一
七
日
︒

（
87
）
﹁
日
本
語
を
学
ぶ
西
洋
の
大
人
連
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
一
三
年
十
二
月
一
九
日
︒

（
88
）
﹁
日
米
協
会
設
立
﹂﹃
中
外
商
業
新
報
﹄
一
九
一
七
年
五
月
一
日
︑
渋
沢
青
淵
記
念
財

団
竜
門
社
編
﹃
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料 

第
三
十
五
巻
﹄
所
収
︑
一
九
六
一
年
︑
五
五
五
︱

五
五
六
頁
︒

（
89
）
社
団
法
人
日
米
協
会
編
・
五
百
旗
真
他
監
修
﹃
も
う
一
つ
の
日
米
交
流
史
︱
︱
日
米

協
会
資
料
で
読
む
20
世
紀
﹄
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
二
四
︑三
八
頁
︒

（
90
）
同
右
︑
二
六
頁
︒

（
91
）

Letter, G
eorge W

. G
uthrie to W

illiam
 J. B

ryan, N
ovem

ber 7 , 1914 . In C
onfidential 

U
.S. D

iplom
atic Post R

ecords, Japan, Part 1  1914 –1918 .

（
92
）
﹁
遺
骸
護
送
の
儀
礼
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
一
七
年
四
月
二
六
日
︒

（
93
）
津
彌
子
︑
前
掲
記
事
﹁
日
米
問
題
に
狂
死
し
た
ア
ー
ネ
ル
氏
の
遺
族
を
訪
ふ
記
﹂（
注

（
11
））︑
二
二
八
頁
︒
ア
ー
ネ
ル
の
没
後
︑
大
倉
ら
の
発
起
に
よ
り
︑
遺
族
義
捐
金
の
募

集
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
ア
ー
ネ
ル
の
遺
族
へ
の
義
捐
金
（
見
舞
金
）
は
︑
東
京
商
科
大
学
︑

東
京
帝
国
大
学
国
文
学
科
（﹁
ア
ー
ネ
ル
君
遺
族
見
舞
金
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄

一
九
二
五
年
三
月
号
︒
こ
こ
に
は
芳
賀
︑
藤
村
と
と
も
に
元
六
会
の
面
々
が
名
を
連
ね

て
い
る
）︑
大
倉
ら
の
義
捐
金
の
計
三
个
所
で
行
わ
れ
た
︒

（
94
）

Isabel A
nderson, T

he Spell of Japan, B
oston: T

he Page C
om

pany, 1914 , p. xiv.

（
95
）
同
著
に
は
︑
歌
舞
伎
の
一
場
面
を
演
じ
る
写
真
や
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
撮
影
し
た
写
真

な
ど
︑
数
点
の
ア
ー
ネ
ル
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
96
）
﹁
ア
ー
ネ
ル
氏
逝
く
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
二
四
年
一
一
月
十
一
日
︒
同
記
事
に

は
﹁
享
年
六
十
四
歳
﹂
と
あ
る
が
︑
明
ら
か
な
間
違
い
で
あ
る
︒

（
97
）
高
木
︑
前
掲
記
事
﹁
折
り
折
り
の
人
　
薩
摩
の
殿
さ
ま
　
島
津
久
基
と
ア
ー
ネ
ル
﹂

（
注
（
9
））︒

（
98
）
藤
村
︑
前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
君
を
憶
ふ
﹂（
注
（
7
））︒

（
99
）
藤
村
の
英
語
教
育
廃
止
論
（
英
語
科
廃
止
論
）
に
関
し
て
は
︑
藤
村
作
﹃
国
語
問
題

と
英
語
科
問
題
﹄（
白
水
社
︑
一
九
四
〇
年
）︑
川
澄
哲
夫
編
﹃
資
料
日
本
英
学
史
２
　

英
語
教
育
論
争
史
﹄（
大
修
館
書
店
︑
一
九
七
八
年
）
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

川
澄
に
よ
れ
ば
︑
藤
村
の
英
語
教
育
廃
止
論
は
︑﹁
い
た
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
波
紋
を
巻

き
起
こ
し
︑﹃
学
校
の
教
員
室
に
︑
実
業
団
の
倶
楽
部
に
︑
各
氏
︹
マ
マ
︺
の
応
接
室
に
︑

政
界
の
一
角
に
︑
大
中
の
学
生
間
に
︑
路
行
く
人
々
の
界
隈
に
︑
或
は
電
車
汽
車
中
に

ま
で
﹄（﹃
現
代
﹄
六
月
号
）︑
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
︑
さ
か
ん
に
論
争
が
行
わ
れ
た
﹂

と
い
う
（
同
書
︑
二
三
三
頁
）︒

（
100
）
藤
村
作
﹁
英
語
科
処
分
の
論
争
に
つ
い
て
﹂︑
川
澄
編
︑
前
掲
書
﹃
資
料
日
本
英
学
史

２
　
英
語
教
育
論
争
史
﹄︑
三
三
七
頁
（
初
出
は
︑﹃
現
代
﹄
一
九
二
七
年
一
〇
月
号
）︒

（
101
）
藤
村
︑
前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
君
を
憶
ふ
﹂（
注
（
7
））︑
一
一
五
頁
︒

（
102
）
芳
賀
︑
前
掲
記
事
﹁
ア
ー
ネ
ル
さ
ん
﹂（
注
（
7
））︑
九
三
頁
︒

（
103
）
同
右
︒

（
104
）
石
川
忠
雄
﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
に
お
け
る
中
国
研
究
﹂﹃
季
刊
外
政
﹄
一
九
五
八
年
八
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月
号
（
日
本
外
政
学
会
編
）︑
一
二
六
︱
一
二
七
頁
︒

（
105
）
津
彌
子
︑
前
掲
記
事
﹁
日
米
問
題
に
狂
死
し
た
ア
ー
ネ
ル
氏
の
遺
族
を
訪
ふ
記
﹂（
注

（
11
））
二
三
〇
頁
︒

（
106
）
前
掲
注
（
15
）
を
参
照
︒

（
107
）
﹁
排
日
移
民
法
﹂
成
立
時
に
お
け
る
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
報
道
と
言
説
に
つ
い
て
は
︑
蓑

原
︑
前
掲
書
﹃
ア
メ
リ
カ
の
排
日
運
動
と
日
米
関
係
﹄（
注
（
47
））︑
二
八
四
︱
二
八
六

頁
︒
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は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
︑
戦
前
の
公
学
者
で
あ
り
な
が
ら
︑
法
学
と
神
道
を
組
み
合
わ
せ

た
﹁
古
神
道
﹂﹁
神
な
が
ら
の
道
﹂
を
提
唱
し
た
筧
克
彥
（
一
八
七
二
～

一
九
六
一
年
）
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
研
究
の
一

環
と
し
て
︑﹁
誓
ち
か
い

の
御み

柱は
し
ら

﹂
と
い
う
記
念
碑
の
建
設
運
動
を
取
り
上
げ
る
︒
筆

者
は
こ
れ
ま
で
筧
が
考
案
し
た
︿
や
ま
と
ば
た
ら
き
﹀（
皇
國
運
動
／
日
本
体

操
）
と
い
う
体
操
や
植
民
地
に
お
け
る
筧
の
活
動
を
研
究
し
︑
そ
の
思
想
は
国

家
を
﹁
表
現
﹂︑﹁
体
現
﹂
す
る
こ
と
で
日
本
を
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
︑
日
本

と
世
界
の
秩
序
の
維
持
を
試
み
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
広
範
な
活
動
を

行
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た（

1
）

︒
今
回
は
筧
の
思
想
が
元
と
な
り
生

み
出
さ
れ
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
と
い
う
記
念
碑
を
そ
の
研
究
対
象
と
す
る（

2
）

︒

　
こ
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
研
究
は
︑
菅
沼
晃
次
郎
や
伊
藤
厚
史
︑
滋
賀
県
の
報

告
書
を
除
け
ば
殆
ど
例
が
な
く
︑
し
か
も
そ
れ
ら
の
研
究
は
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の

概
略
に
つ
い
て
説
明
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
筧
克
彥
や
実
際
の
運
動
の
中

心
人
物
と
な
っ
た
水
上
七
郎
の
関
与
及
び
そ
れ
が
な
ぜ
各
地
で
受
容
さ
れ
た
か

に
は
触
れ
て
な
い（

3
）

︒
ま
た
︑
筧
の
研
究
に
お
い
て
も
︑
筧
と
そ
の
教
え
子
の
思

想
の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
中
道
豪
一
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
近
年
解
明
が
進

み
つ
つ
あ
る（

4
）

︒
だ
が
︑
そ
の
系
譜
関
係
に
お
い
て
﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
研
究
は
︑
昆
野
伸
幸
が
筧
克
彥
と
彼

の
弟
子
で
貴
族
院
議
員
（
伯
爵
）︑
少
年
団
日
本
連
盟
の
理
事
長
を
務
め
た
二ふ
た

「
誓
の
御
柱
」
建
設
運
動
と
そ
の
広
が
り
に
つ
い
て

西
田
彰
一
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荒ら

芳よ
し

德の
り

（
一
八
八
六
～
一
九
六
七
年
）
と
の
系
譜
関
係
の
中
で
部
分
的
に
触
れ

た
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る（

5
）

︒
こ
れ
よ
り
本
稿
で
は
︑
筧
克
彥
の
思
想
的
影
響

を
受
け
た
水
上
七
郎
が
な
ぜ
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
に
取
り
組
ん
だ
の
か
︑

そ
の
理
由
と
運
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
運
動
が
ど
の
よ

う
に
日
本
各
地
に
広
ま
っ
た
の
か
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
受
容
し
た
地
域
の
中
心

人
物
の
思
想
に
も
注
目
す
る
こ
と
で
︑
筧
と
そ
の
教
え
子
た
ち
に
よ
る
活
動
を

解
明
す
る
︒

　﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
建
て
ら
れ
た
一
九
二
〇
年
代
は
︑
大
正
天
皇
の
病
気
の
深

刻
化
や
︑
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
主
義
思
想
の
広
ま
り
︑
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
要
求
が
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
り
︑
支
配
者
層
に
と
っ
て
は
従
来
の
統
治
方
法

が
通
用
し
な
く
な
る
危
機
の
時
代
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
筧
と
そ
の
教
え
子
た

ち
は
五
箇
條
の
御
誓
文
を
﹁
標
語
﹂
と
し
て
掲
げ
直
し
︑
そ
の
﹁
標
語
﹂
を
用

い
た
﹁
象
徴
﹂
的
記
念
碑
を
国
民
の
手
で
作
り
上
げ
る
こ
と
で
︑
こ
の
危
機
を

乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る（

6
）

︒
そ
の
実
践
的
な
試
み
が
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建

設
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
よ
り
︑
本
稿
で
は
第
一
章
で
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
の
思
想

背
景
︑
第
二
章
で
建
設
運
動
の
様
相
を
論
じ
︑
第
三
章
で
は
一
九
二
〇
年
代
半

ば
か
ら
三
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
活
動
し
た
大
日
本
彌
榮
會
に
よ
る
建
設
運
動

の
展
開
を
検
討
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
筧
と
そ
の
教
え
子
た
ち
が
︑
そ
の
思

想
を
広
め
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
運
動
を
し
て
い
た
の
か
そ
の
全
体
像
を
描
出

し
た
い
︒

第
一
章
　「
誓
の
御
柱
」
建
設
の
思
想
背
景

 

一
　「
誓
の
御
柱
」
の
概
要

　
本
章
で
は
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
の
思
想
背
景
を
解
明
す
る
︒
そ
の
た
め
に
︑

ま
ず
は
滋
賀
県
多た

景け

島し
ま

に
建
て
ら
れ
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ

た
い
︒
滋
賀
県
多
景
島
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
と
は
︑
一
九
二
一
年
（
大
正
十
）
に

当
時
の
滋
賀
県
警
察
部
長
で
あ
る
水
上
七
郎
が
発
案
し
た
記
念
碑
で
あ
る
（
図

1
）

（
7
）

︒
　
水
上
は
建
設
推
進
団
体
を
組
織
し
︑
運
動
開
始
か
ら
五
年
後
の
一
九
二
六
年

に
︑
滋
賀
県
琵
琶
湖
内
の
小
島
で
あ
る
多
景
島
に
﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
造
り
上
げ

た
︒
こ
の
多
景
島
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
高
さ
二
十
三
メ
ー
ト
ル
︑
五
角
形
星
型

 図１　滋賀県多景島の誓の御柱
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の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
台
座
と
︑
青
銅
製
の
五
角
形
の
尖
塔
で
構
成
さ
れ
て
い

る（
8
）

︒
そ
し
て
各
面
に
は
︑
五
箇
條
の
御
誓
文
の
各
文
と
︑
皇
室
の
菊
の
紋
章
が

刻
ま
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
台
座
部
分
の
各
面
に
は
﹁
天あ
っ

晴ぱ

れ
﹂﹁
あ
な
面お
も

白し
ろ

﹂

﹁
あ
な
手た

伸の
し

﹂﹁
あ
な
明
あ
さ
や
け
お
け
﹂﹁
彌い
や

榮さ
か

﹂
と
い
う
文
言
が
彫
ら
れ
て
い
る
︒

こ
れ
は
︑
筧
が
唱
え
た
﹁
神
な
が
ら
の
道
﹂（﹁
古
神
道
﹂
と
も
称
し
て
い
た
）
と

い
う
独
自
の
思
想
に
由
来
す
る
文
言
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
は
多
景
島
の
﹁
誓

の
御
柱
﹂
の
み
で
あ
る
が
︑
内
部
に
は
大
正
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
貞
明
皇
后
が

納
め
た
鏡
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（

9
）

︒
そ
し
て
︑﹁
誓
の
御

柱
﹂
の
側
に
は
水
上
た
ち
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
小
さ
な
社
（﹁
天あ
ま

之の

益ま
す

人ひ
と

神じ
ん

社じ
ゃ

﹂）
が
あ
る（

10
）

︒
こ
れ
は
︑﹁
現
に
生
活
せ
る
と
否
と
を
問
は
ず
︑
一
切
の
日
本

人
の
︑
御
誓
文
の
精
神
を
仰
ぎ
︑
皇
室
皇
國
の
御
守
り
た
る
神
靈
を
祀
る
﹂
と

さ
れ
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
仰
ぐ
国
民
の
魂
を
祀
る
社
と
さ
れ
て
い
る（

11
）

︒

　﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
単
な
る
﹁
記
念
碑
﹂
で
は
な
く
﹁
御
柱
﹂
と
さ
れ
た
理
由

に
つ
い
て
は
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
模
型
を
作
成
し
た
山
中
保
三
が
﹁
天
の
御
柱

に
見
立
て
ゝ
﹂
造
っ
た
と
述
べ
︑
さ
ら
に
水
上
の
師
で
あ
る
筧
が
運
動
の
普
及

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
﹃
誓
之
御
柱
﹄
の
序
文
で
﹁
此
の
御
柱
は
即
ち
上
下
各
人
の
中

に
燃
え
つ
ゝ
あ
る
彌
榮
の
淸
明
心
︑
輝
き
つ
ゝ
あ
る
御
誓
を
映
す
べ
き
鏡
で
あ

つ
て
又
實
に
理
想
と
現
實
と
を
支
持
し
是
等
の
二
つ
を
聯
絡
せ
し
む
る
天
の
御

柱
國
の
御
柱
﹂
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
登
場
す
る
︑

か
つ
て
天
と
地
上
世
界
を
結
ん
で
い
た
﹁
天
ア
マ
ノ

御ミ

柱ハ
シ
ラ﹂（

天
柱
）
に
見
立
て
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る（

12
）

︒
ま
た
︑﹁
國
民
的
精
神
の
美
は
し
き
發
露
﹂
を
標
榜
し
て
い

る
こ
と
か
ら
︑
視
覚
的
に
目
立
つ
記
念
碑
を
建
設
す
る
た
め
︑
巨
大
な
柱
状
の

記
念
碑
に
な
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
要
素
で
あ
ろ
う（

13
）

︒

　
次
に
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
戦
前
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
教
育
勅
語
で
は
な
く
︑

五
箇
條
の
御
誓
文
に
範
を
と
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
大
正
期
に
固
有
の
状
況

が
二
つ
考
え
ら
れ
る
︒
ま
ず
一
つ
目
と
し
て
︑
当
時
大
正
期
に
お
い
て
は
︑
名

古
屋
の
鶴
舞
公
園
に
普
通
選
挙
実
施
を
記
念
し
て
造
ら
れ
た
﹁
普
選
壇
﹂

（
一
九
二
八
年
）
に
五
箇
條
の
御
誓
文
が
刻
ま
れ
た
こ
と
や
︑
吉
野
作
造
の
御
誓

文
に
基
づ
く
政
府
批
判
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
御
誓
文
を
国
民
の
政
治
参
加

を
認
め
る
宣
言
で
あ
る
と
み
な
す
議
論
が
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た（

14
）

︒
こ
れ
に
対
し

て
︑
筧
や
水
上
た
ち
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
潮
流
を
肯
定
し
た
う
え
で
︑
五
箇
条

の
御
誓
文
の
精
神
に
則
っ
て
︑﹁
社
會
奉
公
普
遍
的
實
修
﹂
を
修
め
さ
せ
よ
う

と
し
た（

15
）

︒
こ
れ
に
よ
り
︑
自
ら
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
潮
流
に
対
応
さ
せ
つ
つ
︑

さ
ら
に
は
国
家
を
逸
脱
す
る
流
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

　
筧
や
水
上
が
五
箇
條
の
御
誓
文
を
取
り
上
げ
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
︑
運

動
に
お
け
る
普
遍
性
と
宗
教
性
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹁
誓
の
御
柱
﹂
に
お
け
る
理
論
の
大
本
で
あ
る
筧
克
彥
は
︑
普
遍
的
宗
教
と
し

て
神
道
（
＝
古
神
道
・
神
な
が
ら
の
道
）
を
唱
え
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
五
箇
條
の

御
誓
文
の
誓
詞
の
場
を
︑
明
治
天
皇
が
万
世
一
系
の
日
本
の
普
遍
的
意
思
を
体

現
し
︑
臣
民
に
率
先
し
て
﹁
天
地
神
明
﹂
の
神
々
に
誓
い
︑
臣
民
も
そ
れ
に
倣な
ら

う
形
式
を
と
っ
た
と
論
じ
て
い
る（

16
）

︒

　
当
時
筧
は
︑
内
面
に
根
差
し
た
精
神
性
な
ど
を
考
え
る
と
神
社
は
宗
教
で
あ
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る
と
し
︑
神
社
を
管
轄
す
る
内
務
省
の
﹁
神
社
非
宗
教
論
﹂
と
は
異
な
る
見
解

を
唱
え
て
い
た（

17
）

︒
こ
の
批
判
は
彼
の
教
育
勅
語
理
解
に
も
通
底
し
て
い
る
︒
少

し
あ
と
の
議
論
に
な
る
が
︑
一
九
三
一
年
に
は
︑
現
在
明
治
天
皇
の
名
に
お
い

て
発
せ
ら
れ
た
教
育
勅
語
も
そ
の
宗
教
性
が
骨
抜
き
に
な
り
︑
単
な
る
国
民
道

徳
論
と
し
て
理
解
さ
れ
︑﹁
權
力
主
義
形
式
主
義
を
以
て
解
し
奉
る
に
止
﹂

ま
っ
て
い
る
と
現
状
を
批
判
し
て
い
る（

18
）

︒
同
時
に
教
え
子
で
あ
る
水
上
も
︑
彼

自
身
神
社
行
政
を
管
轄
と
す
る
内
務
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
︑
神
社
参
拝
に
﹁
靈

驗
﹂
を
求
め
て
い
る（

19
）

︒

　
こ
の
た
め
︑﹁
皇
祖
皇
宗
﹂
か
ら
は
じ
ま
り
︑
宗
教
と
し
て
の
普
遍
性
が
や

や
弱
い
教
育
勅
語
や
神
社
非
宗
教
論
と
の
対
立
が
煩
わ
ず
ら
わ
し
い
神
社
よ
り
も
︑
漠

然
と
し
た
﹁
天
地
神
明
﹂
に
誓
う
形
式
を
採
る
五
箇
條
の
御
誓
文
が
︑
よ
り
自

分
た
ち
の
思
想
に
適
合
し
や
す
い
と
考
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

普
遍
的
精
神
世
界
に
通
じ
る
宗
教
的
な
記
念
碑
と
し
て
︑
な
る
べ
く
受
け
入
れ

や
す
い
形
式
で
﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
建
て
て
い
け
ば
︑﹁
全
國
到
る
所
に
︑
恰
も

忠
魂
碑
の
あ
る
が
如
く
﹂
に
な
っ
て
︑
国
民
に
皇
国
精
神
を
根
付
か
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る（

20
）

︒

二
　
発
案
者
水
上
七
郎
の
略
歴

　
発
案
者
で
あ
る
水み
な

上か
み

七し
ち

郎ろ
う

（
一
八
八
一
～
一
九
二
六
年
）
は
︑
以
下
の
よ
う

な
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る（

21
）

︒
水
上
は
熊
本
県
玉
名
郡
高
瀬
町
（
現
在
の
熊
本
県

玉
名
市
）
に
生
ま
れ
た
︒
一
九
〇
二
年
に
熊
本
県
立
中
学
を
卒
業
し
︑
第
五
高

等
学
校
を
経
て
︑
一
九
一
〇
年
に
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
法
律
学
科
を
卒
業

し
た
︒
筧
と
出
会
い
︑
そ
の
思
想
に
心
酔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で

あ
る
︒
卒
業
と
同
年
に
高
等
文
官
試
験
に
合
格
し
︑
翌
一
九
一
一
年
に
は
三
重

県
警
部
に
就
任
し
て
い
る
︒
次
い
で
福
井
県
敦
賀
警
察
署
長
︑
広
島
県
雙
三
郡

郡
長
︑
北
海
道
室
蘭
支
庁
長
︑
東
京
市
芝
警
察
署
長
︑
同
小
石
川
宮
坂
警
察
署

長
︑
神
奈
川
県
理
事
官
（
兼
学
務
課
長
︑
県
視
学
）
と
︑
主
に
警
察
官
僚
と
し

て
の
キ
ャ
リ
ア
を
経
て
︑
一
九
二
〇
年
九
月
に
滋
賀
県
警
察
部
長
に
就
任
し
た
︒

在
任
期
間
は
一
九
二
〇
年
九
月
三
十
日
～
一
九
二
三
年
十
月
二
十
七
日
で
あ
る
︒

そ
の
後
三
重
県
内
務
部
長
︑
佐
賀
県
内
務
部
長
に
就
任
す
る
が
︑
持
病
の
糖
尿

病
の
合
併
症
に
よ
っ
て
面め
ん

疔ち
ょ
うを
患
い
︑
一
九
二
六
年
八
月
七
日
に
在
職
中
に
死

去
し
て
い
る
︒

　
友
人
の
評
価
に
よ
れ
ば
﹁
他
を
忘
却
し
て
沒
入
す
る
所
謂
凝
性
﹂︑﹁
憎
愛
の

念
も
亦
極
端
で
あ
つ
て
好
き
な
人
は
極
端
に
好
き
で
心
底
よ
り
交
は
る
し
︑
嫌

ひ
な
人
に
は
側
へ
も
寄
り
つ
か
ず
又
寄
せ
つ
か
せ
ず
無
愛
想
の
限
り
を
す
る
﹂

と
い
う
好
悪
の
激
し
い
性
格
の
人
物
で
あ
っ
た（

22
）

︒
そ
の
た
め
官
界
で
の
評
判
も
︑

﹁︹
赴
任
先
の
︱
引
用
者
注
︺
佐
賀
へ
行
つ
て
も
相
變
わ
ら
ず
﹁
惟
神
﹂
鼓
吹
を

や
つ
て
居
る
か
ネ
﹂﹁
役
所
の
仕
事
を
お
留
守
に
は
し
な
い
か
ネ
﹂﹁
地
方
行
政

官
と
し
て
適
任
と
思
ふ
か
ネ
﹂
と
噂
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
あ
ま
り
評
判
が
良

い
と
は
言
え
な
か
っ
た（

23
）

︒
ま
た
普
段
の
職
務
に
つ
い
て
も
︑
意
固
地
で
融
通
が

利
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
た
め
︑
政
党
員
や
同
僚
か
ら
は
疎う
と

ま
れ
が
ち
で

あ
っ
た（

24
）

︒
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一
方
で
か
な
り
の
勉
強
家
で
も
あ
っ
た
︒
水
上
は
恩
師
で
あ
る
筧
の
思
想
の

他
に
︑
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
マ
ー
ト
な
ど
︑
自
由
主
義
経

済
学
批
判
に
基
づ
く
道
徳
主
義
的
経
済
学
者
の
書
物
を
原
著
で
愛
読
し
て
お
り
︑

当
時
の
社
会
学
に
も
関
心
を
寄
せ
る
な
ど
学
識
豊
か
な
人
物
で
も
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る（

25
）

︒

三
　
水
上
七
郎
の
思
想
的
背
景
と
筧
克
彥
　

　
水
上
の
思
想
的
背
景
を
分
析
す
る
に
は
︑
ま
ず
は
彼
の
師
で
あ
る
筧
の
影
響

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
筧
の
書
物
は
多
数
に
及
ん
で
い
る
が
︑
な
か
で
も

﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
建
設
に
直
接
影
響
を
与
え
て
い
る
書
物
と
し
て
︑﹃
御
即
位
禮

の
勅
語
と
國
民
の
覺
悟
﹄（
一
九
一
六
年
）
を
取
り
上
げ
た
い
︒
本
書
は
︑

一
九
一
五
年
東
京
市
主
催
で
行
わ
れ
た
大
正
天
皇
の
即
位
礼
記
念
講
演
が
元
に

な
っ
て
い
る
︒

　
筧
は
本
書
に
お
い
て
︑
大
正
の
新
時
代
の
到
来
と
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発

に
よ
る
世
界
の
変
動
を
視
野
に
入
れ
︑
天
皇
と
臣
民
の
君
民
一
体
の
国
家
を
よ

り
強
固
に
す
る
必
要
を
説
い
て
い
る
︒
筧
が
主
張
す
る
に
は
︑
日
本
に
お
い
て

開
花
し
た
独
自
の
宗
教
で
あ
る
﹁
隨
神
﹂（
神
な
が
ら
の
道
）
は
︑
世
界
に
通
じ

る
普
遍
的
な
宗
教
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
﹁
古
神
道
﹂
は
仏
教
や
西
洋

の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
日
本
古
来
の
純
粋
な
神
道
で
あ
り
︑﹁
天
地
の
公
道
︑

世
界
の
大
道
﹂
と
し
て
︑
君
民
一
体
︑
万
世
一
系
を
保
持
し
て
き
た
﹁
其
の
最

も
美
し
き
表
現
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
雄
大
な
道
は
﹁
天
皇
豐
榮
登
る
　
御

光
﹂
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
我
々
国
民
は
﹁
世
界
の
指
導

者
﹂
た
る
皇
国
人
と
し
て
︑
世
界
に
﹁
隨
神
﹂（﹁
神
な
が
ら
の
道
﹂）
を
﹁
永
遠

に
服
膺
し
絶
え
間
な
く
實
現
﹂
す
る
必
要
が
生
じ
る（

26
）

︒

　
そ
し
て
︑﹁
隨
神
道
﹂
を
広
め
る
う
え
で
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
︑

我
々
国
民
は
世
界
に
率
先
す
る
指
導
者
で
あ
る
天
皇
の
﹁
御
光
﹂
を
反
射
し
︑

こ
れ
を
用
い
て
さ
ら
に
天
皇
の
徳
義
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
天
皇
は
太
陽
神
天
照
大
御
神
の
子
孫
と
し
て
︑
永
遠
に
全
世
界

の
生
命
を
照
ら
し
育
む
唯
一
の
光
源
で
あ
る（

27
）

︒
し
か
し
同
時
に
天
照
大
御
神
の

子
孫
た
る
天
皇
の
﹁
御
光
﹂
は
︑
八
百
万
の
神
々
の
子
孫
で
あ
る
我
々
の
﹁
御

輔
佐
の
功
に
よ
り
て
益
々
輝
﹂
く（

28
）

︒
ゆ
え
に
︑
元
来
天
皇
が
有
し
て
い
た
﹁
御

光
﹂
を
我
々
人
民
が
反
射
す
る
こ
と
で
更
に
天
皇
の
生
命
の
光
を
増
幅
さ
せ
︑

我
々
も
ま
た
増
幅
さ
れ
た
﹁
御
光
﹂
で
益
々
自
ら
の
生
命
を
輝
か
せ
し
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う（

29
）

︒

　
ま
た
︑
天
皇
と
国
民
の
本
質
を
鏡
に
も
例
え
て
い
る（

30
）

︒
筧
に
よ
れ
ば
︑
こ
の

鏡
の
作
用
は
三
つ
で
あ
る（

31
）

︒
ま
ず
︑
我
々
は
唯
一
人
の
主
宰
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と

そ
の
子
孫
た
る
天
皇
の
も
と
に
帰
属
し
︑
統
治
さ
れ
て
い
る
︒
天
照
大
御
神
は

太
陽
神
と
し
て
自
ら
光
を
放
つ
存
在
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
光
を
享
受
す
る
存
在

で
あ
る
八
百
万
の
神
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
神
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
神
と
人
︑

君
と
臣
の
関
係
が
永
遠
に
相
対
立
（
区
別
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
天
之
岩
戸
神
話
で
八
百
万
の
神
が
天
照
大
神
に
鏡

を
差
し
出
し
︑
天
照
大
御
神
の
光
を
反
射
し
た
よ
う
に
︑
八
百
万
の
神
と
そ
の
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子
孫
で
あ
る
我
々
国
民
は
こ
の
鏡
（
天
皇
＝
ア
マ
テ
ラ
ス
）
と
鏡
（
八
百
万
の
神

＝
臣
民
）
の
間
に
は
無
限
に
鏡
像
（
＝
表
れ
）
を
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

筧
は
天
皇
と
我
々
国
民
の
間
に
は
様
々
な
関
係
の
あ
り
方
が
存
在
し
︑
し
か
も

お
互
い
に
そ
の
輝
き
を
高
め
合
う
関
係
に
あ
る
と
主
張
す
る
︒

　
さ
ら
に
︑
天
皇
と
国
民
が
お
互
い
に
そ
の
輝
き
を
増
幅
さ
せ
る
関
係
は
︑
明

治
天
皇
及
び
大
正
天
皇
に
お
い
て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
と
筧
は
述
べ
て
い
る
︒

旣
に
明
治
元
年
に
　
明
治
天
皇
が
忝
か
た
じ
け
なく
も
一
切
の
臣
民
に
先
ん
じ
ら
れ

衆
と
共
に
天
地
神
明
に
五
事
を
誓
は
れ
給
ふ
た
︒
是
ぞ
明
治
大
政
の
方
針

で
あ
る
︒
先
つ
廣
く
會
議
を
興
し
萬
機
公
論
に
決
し
︑
官
武
一
途
と
な
り

上
下
の
人
人
手
を
引
き
手
を
引
か
れ
て
　
天
照
大
神
の
和
魂
を
以
て
國
の

内
外
を
美
化
し
世
界
を
神
國
化
せ
ん
と
す
る
御
方
針
で
あ
る
︒
斯
く
上
下

各
々
其
の
私
を
超
越
し
て
創
設
作
用
を
行
ふ
に
當
つ
て
は
︑
決
し
て
各
自

の
隨
神
の
本
性
特
性
を
抑
壓
す
る
こ
と
な
く
各
人
の
有
す
る
事
實
中
よ
り

自
發
す
る
特
色
︑
要
求
道
理
及
び
自
由
行
動
を
思
ふ
存
分
に
是
認
す
る
こ

と
を
主
義
と
し
︑
世
閒
に
於
け
る
陋
習
と
認
む
べ
き
も
の
を
轉
化
し
て
天

地
の
公
道
を
輝
か
さ
し
め
︑
此
の
公
道
を
基
と
し
て
世
界
の
有
ゆ
る
智
識

を
採
用
す
る
こ
と
を
旨
と
し
給
は
れ
た
の
で
あ
り
ま
す（

32
）

︒

　
さ
ら
に
︑
こ
の
方
向
性
を
さ
ら
に
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
た
め
に
︑
大
正

天
皇
も
即
位
礼
の
勅
語
に
お
い
て
︑﹁
御
決
心
﹂
を
宣
言
し
た
と
筧
は
強
調
す

る（
33
）

︒
臣
民
は
大
正
天
皇
の
﹁
御
決
心
﹂
に
基
づ
い
て
︑
国
際
社
会
に
お
い
て

﹁
油
斷
な
き
﹂
行
動
を
と
る
べ
き
な
の
で
あ
る（

34
）

︒
こ
の
よ
う
に
︑
筧
は
た
だ
単

に
天
皇
の
偉
大
さ
︑
日
本
国
民
の
素
晴
ら
し
さ
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
︑
天

皇
か
ら
﹁
御
光
﹂
を
受
け
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
以
て
天
皇
を
補
佐
し
︑
天
皇
を
さ

ら
に
輝
か
せ
る
と
い
う
国
民
の
﹁
自
發
﹂
に
基
づ
く
理
論
を
説
い
て
い
る
︒
つ

ま
り
︑
天
皇
が
模
範
的
理
想
で
あ
り
得
る
の
は
︑
国
民
が
一
心
同
体
の
象
徴
で

あ
る
天
皇
に
自
発
的
に
従
い
︑
支
え
て
い
る
か
ら
だ
と
筧
は
主
張
し
た
の
で
あ

る
︒

四
　
警
察
官
僚
と
し
て
の
水
上
七
郎

　
次
に
︑
水
上
七
郎
自
身
が
警
察
官
僚
と
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い

た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒
水
上
の
性
格
に
つ
い
て
は
︑
警
察
署
長
時
代
に

取
材
に
訪
れ
た
新
聞
記
者
が
﹁
哲
學
者
の
如
き
眞
摯
の
態
度
と
︑
宗
敎
家
の
如

き
熱
誠
な
る
語
気
﹂
を
持
つ
人
物
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
︑
理
屈
屋
の

一
面
が
あ
る
一
方
で
︑
非
常
に
情
熱
的
な
人
物
で
あ
っ
た（

35
）

︒
例
え
ば
水
上
は
︑

東
京
の
芝
警
察
署
長
時
代
に
取
り
組
ん
だ
警
察
官
の
思
想
改
善
運
動
が
﹃
警
察

協
會
雜
誌
﹄
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
署
長
時
代
に
行
っ
た
思

想
改
善
運
動
は
︑
巡
査
に
姿
見
（
＝
鏡
）
に
よ
る
身
だ
し
な
み
の
確
認
を
奨
励

し
︑
標
語
と
し
て
﹁
公
平
無
私
﹂﹁
純
正
不
曲
﹂
の
書
を
掲
げ
︑
敬
神
思
想
︑

天
皇
崇
拝
を
重
視
す
る
よ
う
に
巡
査
た
ち
に
訓
示
す
る
こ
と
で
︑﹁
自
覺
自
奮

の
根
本
的
敎
養
﹂
を
求
め
素
行
改
善
に
取
り
組
む
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

36
）

︒
水
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上
は
自
ら
が
率
先
し
て
模
範
を
示
し
︑
巡
査
の
指
導
に
努
め
た
の
で
あ
る（

37
）

︒

　
さ
ら
に
︑
水
上
の
独
自
の
思
想
と
し
て
︑
相
対
的
所
有
と
絶
対
的
所
有
の
区

別
の
主
張
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
功
德
問
答
﹂
と
い
う
滋
賀
県
警

察
部
長
時
代
の
論
文
に
お
い
て
︑
水
上
は
私
的
所
有
（
相
対
的
所
有
）
と
は
︑

天
皇
の
大
御
心
（
絶
対
的
所
有
）
に
貢
献
す
る
が
ゆ
え
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
と

主
張
す
る（

38
）

︒
水
上
に
よ
れ
ば
︑
国
家
に
相
反
す
る
私
の
存
在
を
認
め
る
か
ら
こ

そ
︑
私
を
乗
り
越
え
た
先
に
あ
る
忠
義
は
ま
す
ま
す
輝
く
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
水
上
は
︑
個
々
人
の
内
面
や
生
命
が
重
要
だ
か
ら
こ
そ
︑
公
の
た
め
に

自
発
的
に
使
わ
れ
る
価
値
が
あ
る
と
主
張
す
る
︒
こ
う
し
た
水
上
の
思
想
や
活

動
は
︑
警
察
官
僚
と
し
て
の
立
場
か
ら
︑
筧
の
思
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

　
最
後
に
︑
筧
と
の
直
接
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
水
上
は
学
生
時
代

に
指
導
を
受
け
た
の
ち
も
︑
署
長
時
代
に
巡
査
の
思
想
改
善
の
た
め
に
﹁
旧
師

筧
博
士
﹂
に
講
演
を
依
頼
す
る
な
ど
︑
卒
業
後
も
良
好
な
関
係
を
保
ち
続
け
て

い
た（

39
）

︒
さ
ら
に
︑
親
し
い
友
人
た
ち
と
共
に
同
人
の
会
と
し
て
一い
っ

笑
し
ょ
う

會か
い

を
開

催
し
︑
筧
本
人
も
交
え
た
会
合
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
た（

40
）（

発
足
は
一
九
一
六
年

と
﹃
御
即
位
禮
の
勅
語
と
國
民
の
覺
悟
﹄
の
刊
行
と
同
時
期
）︒
こ
の
会
合
は
︑
後

述
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
後
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
で
も
重
要
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
︒

第
二
章 

滋
賀
県
多
景
島
の
「
誓
の
御
柱
」
建
設
運
動

一
　「
誓
の
御
柱
」
建
設
の
主
張
の
開
始

　
こ
れ
よ
り
本
章
で
は
滋
賀
県
多
景
島
に
お
け
る
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
の

様
相
に
つ
い
て
迫
る
こ
と
と
す
る
︒
一
九
二
〇
年
九
月
末
に
滋
賀
県
警
察
部
長

に
就
任
し
た
水
上
は
︑
就
任
時
の
取
材
に
対
し
て
︑﹁
警
察
官
と
警
察
部
長
と

の
職
務
に
は
算
術
と
代
數
位
の
相
違
点
が
あ
る
︑
私
は
こ
れ
か
ら
代
數
を
行や

ら

ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
︑
よ
り
高
い
次
元
か
ら
の
職
務
を
遂
行
す
る
と
抱
負
を
述

べ
て
い
る（

41
）

︒
そ
し
て
︑
就
任
三
个
月
後
の
一
九
二
一
年
一
月
十
日
に
﹁
誓
の
御

柱
﹂
建
設
の
提
唱
を
開
始
す
る（

42
）

︒

　
建
設
理
由
に
つ
い
て
水
上
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
現
代
社
会
に
お
い

て
は
︑
生
活
難
︑
過
激
思
想
︑
国
際
問
題
等
︑
様
々
な
﹁
矛
盾
反
對
﹂
が
噴
出

し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
是
等
を
善
美
化
す
る
建
國
の
大
精
神
を
反
省
し
︑

之
を
顯
揚
﹂
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

43
）

︒
そ
し
て
︑
そ
の
た
め
に
は
︑

﹁
明
治
天
皇
御
践
祚
の
始
め
に
臣
民
を
率
ゐ
て
︑
天
地
神
明
に
誓
は
せ
給
ひ
し

五
事
﹂（
五
箇
條
の
御
誓
文
）
の
精
神
に
立
ち
返
り
︑﹁
己
れ
の
魂
﹂（
＝
使
命
）

を
自
覚
で
き
る
よ
う
な
象
徴
の
建
設
が
求
め
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
誓
の
御

柱
﹂
の
よ
う
に
︑
日
本
国
民
の
皇
国
精
神
を
象
徴
す
る
記
念
碑
を
建
設
す
る
必

要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒

　
水
上
が
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
建
設
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
︑﹁
階
級
打
破
﹂
の
よ
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う
に
社
会
主
義
の
激
烈
な
言
葉
に
国
民
が
幻
惑
さ
れ
て
い
る
と
い
う
危
機
感
に

基
づ
い
て
い
る（

44
）

︒
そ
の
た
め
︑
水
上
は
こ
れ
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
﹁
象

徴
﹂
を
と
り
あ
げ
る
︒

　
蓋
し
國
民
の
精
神
に
感
化
を
及
ぼ
し
︑
之
れ
に
實
行
力
を
與
ふ
る
も
の

は
︑
深
遠
︑
巧
妙
な
る
理
論
よ
り
も
︑
説
明
よ
り
も
︑
簡
單
︑
明
瞭
な
る
︑

し
か
も
其
の
背
後
に
は
無
限
の
眞
理
を
蔵
し
て
居
る
形
象
︑
文
句
等
を

度
々
噡
仰
し
︑
又
奉
誦
せ
し
む
る
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
︑
特
に
其
の
眞

理
を
︑
實
社
會
に
活
用
せ
ん
と
す
る
場
合
に
︑
其
の
必
要
を
感
じ
ま
す
︑

現
に
御
念
佛
︑
御
題
目
等
が
︑
其
の
使
命
を
果
し
つ
ゝ
あ
る
の
を
見
て
も
︑

明
か
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
︒

　
又
露
獨
國
民
今
日
の
窮
状
は
︑
階
級
打
破
︑
資
本
公
有
︑
機
會
均
等
︑

な
ど
の
内
容
不
明
な
る
標
語
に
無
智
不
鍛
錬
の
國
民
が
眩
惑
さ
れ
た
る
に

あ
る
を
思
へ
ば
︑
標
語
の
力
︑
象
徴
の
感
が
如
何
に
激
烈
な
る
實
効
性
を

包
含
す
る
か
を
︑
知
る
こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
︒
而
し
て

煽
動
政
治
家
の
爆
弾
は
︑
新
し
き
標
語
を
作
り
出
す
に
あ
り
と
云
ふ
︑
社

會
學
者
の
説
も
︑
思
ひ
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す（

45
）

︒

　
水
上
は
︑
仏
教
が
仏
像
や
塔
を
建
立
し
て
信
仰
を
深
め
て
い
る
の
と
同
様
に
︑

国
家
は
標
語
や
象
徴
を
用
い
て
そ
の
国
民
性
を
深
め
て
い
る
と
主
張
す
る
︒
国

民
の
精
神
に
感
化
を
及
ぼ
し
実
行
力
を
与
え
る
の
は
︑
理
論
で
は
な
く
︑﹁
形

象
︑
文
句
︑
奉
誦
﹂
な
の
で
あ
る
︒
標
語
の
力
は
絶
大
で
あ
り
︑
も
し
﹁
階
級

打
破
﹂
の
よ
う
に
過
激
な
言
葉
が
跋
扈
す
れ
ば
︑
国
が
滅
び
か
ね
な
い
︒
そ
こ

で
︑
社
会
主
義
の
流
行
を
防
ぐ
た
め
に
も
︑﹁
根
本
的
の
皇
國
思
想
に
も
︑
常

に
新
し
き
衣
を
着
﹂
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
︒
水
上
に
と
っ
て
︑﹁
誓

の
御
柱
﹂
は
そ
の
﹁
象
徴
﹂
な
の
で
あ
る
︒

二
　
建
設
地
の
選
定

　
こ
う
し
て
新
時
代
の
﹁
象
徴
﹂
と
し
て
建
設
が
目
指
さ
れ
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂

で
あ
る
が
︑
そ
の
最
初
の
一
基
は
︑
滋
賀
県
琵
琶
湖
の
小
島
・
多
景
島
に
建
設

予
定
と
な
っ
た
︒
多
景
島
が
選
定
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
︑
水
上
は
四
つ
の
理

由
を
述
べ
て
い
る
︒
第
一
に
は
︑﹁
多
景
島
丈
を
見
れ
ば
小
さ
い
が
琵
琶
湖
を

背
景
と
せ
る
所
で
あ
り
︑
琵
琶
湖
は
歷
史
上
も
場
所
柄
も
皇
國
を
背
景
と
し
て

居
る
﹂
絶
好
の
地
だ
か
ら
で
あ
る（

46
）

︒
第
二
に
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
馬
鹿
げ
た
記

念
碑
だ
と
軽
ん
じ
る
人
の
好
奇
の
目
に
さ
ら
し
た
く
な
い
︒﹁
眞
實
噡
仰
し
て

見
た
い
と
願
望
を
有
す
る
多
數
の
人
々
﹂
以
外
の
人
に
は
見
て
ほ
し
く
な
い
か

ら
で
あ
る（

47
）

︒
第
三
に
︑﹁
此
處
に
行
く
こ
と
が
容
易
で
な
い
の
で
︑
眞
に
仰
ぎ

見
ん
﹂
と
心
を
落
ち
着
け
て
﹁
眞
面
目
に
︑
御
誓
文
を
朗
吟
奉
誦
﹂
し
︑﹁
愈

皇
國
精
神
を
感
得
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る（

48
）

︒
第
四
に
は
︑
多
景
島

に
向
か
う
際
に
は
船
に
乗
っ
て
湖
上
を
遊
覧
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑﹁
暫
時

の
間
で
も
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
︑
平
か
に
安
か
に
︑
人
生
そ
れ
自
身
を
樂
し

む
﹂
こ
と
を
期
待
で
き
る
と
い
う
観
光
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る（

49
）

︒
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水
上
は
︑
琵
琶
湖
が
富
士
山
に
並
ぶ
ほ
ど
の
名
勝
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の

湖
上
に
あ
る
多
景
島
に
﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
建
設
す
る
理
由
が
あ
る
の
だ
と
強
調

し
て
い
る
︒
だ
が
︑
本
当
の
と
こ
ろ
は
︑
多
景
島
が
記
念
碑
を
建
て
る
の
に
実

務
上
好
都
合
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
建
設
完

成
時
の
取
材
で
水
上
が
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
︑
じ
つ
は
建
設
案
自
体
は
神
奈

川
県
学
務
課
長
時
代
の
こ
ろ
か
ら
温
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た（

50
）

︒
も
し
神
奈
川

県
学
務
課
長
時
代
に
建
設
計
画
が
進
ん
で
い
れ
ば
︑
神
奈
川
県
に
建
て
て
い
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

　
ま
た
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
︑
御
誓
文
の
普
遍
性
を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

や
︑﹁
將
來
に
向
て
の
皇
國
精
神
鍛
鍊
の
目
標
た
ら
し
め
ん
と
す
る
﹂
の
で
あ

る
か
ら
︑
必
ず
し
も
現
時
点
に
お
け
る
明
治
天
皇
と
の
﹁
綠
故
を
深
く
研
究
す

る
必
要
は
﹂
な
い（

51
）

︒
あ
る
い
は
多
景
島
に
は
︑
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
巨
石
に
刻

ん
だ
巨
大
な
題
目
石
が
あ
る
が
︑
こ
れ
も
い
ず
れ
は
﹁
問
題
に
な
ら
ぬ
よ
う
に

な
る
﹂
と
ま
で
豪
語
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
実
は
琵
琶
湖
に
﹁
誓
の
御

柱
﹂
を
建
設
す
る
と
い
う
理
由
は
ほ
と
ん
ど
後
づ
け
で
あ
っ
た（

52
）

︒

　
お
そ
ら
く
︑
多
景
島
に
建
て
ら
れ
た
の
は
︑
明
治
か
ら
戦
前
に
か
け
て
多
景

島
が
官
有
地
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
ろ
う（

53
）

︒
し
か
も
︑
多
景

島
で
唯
一
人
が
住
ん
で
い
る
見
塔
寺
は
︑
創
建
以
来
旧
彦
根
藩
の
寄
進
に
経
済

的
に
依
存
し
て
お
り
︑
こ
の
頃
︑
常
駐
の
僧
侶
が
い
な
か
っ
た（

54
）

︒
水
上
は
こ
う

し
た
多
景
島
及
び
見
塔
寺
の
基
盤
の
弱
さ
を
見
越
し
た
上
で
︑
建
設
に
及
ん
だ

と
考
え
ら
れ
る
︒

三
　
寄
附
金
募
集
活
動
の
展
開

　﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
の
大
き
な
特
徴
は
︑
出
資
金
を
一
人
一
円
以
下
に

抑
え
る
こ
と
を
標
榜
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
理
由
は
﹁
國
民
的
のマ
マ

事
業
で
あ
る
か

ら
︑
何
人
で
も
気
安
く
參
加
し
得
る
﹂
こ
と
を
期
す
た
め
で
あ
る（

55
）

︒
当
時
一
般

的
に
行
わ
れ
て
い
た
篤
志
家
を
中
心
と
し
た
寄
附
に
依
存
す
れ
ば
︑﹁
皮
相
に

失
す
る
﹂
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う（

56
）

︒
財
産
の
あ
る
人
だ
け
が
社
会
貢
献
を
す
る

こ
と
は
︑
財
産
の
な
い
人
た
ち
か
ら
社
会
問
題
を
真
剣
に
考
え
る
機
会
を
奪
う

こ
と
に
な
る
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑
社
会
の
下
層
の
人
た
ち
も
一
緒
に
な
っ
て
︑

社
会
問
題
や
国
家
の
統
合
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
水
上
の
考
え
は
︑
翌
年
﹃
警
察
協
會
雜
誌
﹄
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た

﹁
功
德
問
答
﹂
に
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
の
論
説
に
お
い
て
水
上
は
︑
当
時
民

力
涵
養
運
動
で
唱
え
ら
れ
た
勤
倹
貯
蓄
運
動
を
︑
自
己
の
利
益
の
貯
蓄
と
い
う

相
対
的
富
に
の
み
に
注
目
し
た
運
動
で
あ
り
︑
公
共
の
た
め
に
資
す
る
徳
や
社

会
貢
献
の
よ
う
な
﹁
功
德
﹂（
＝
絶
対
的
富
）
を
軽
視
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い

る（
57
）

︒﹁
將
來
に
於
け
る
文
化
の
發
達
﹂
の
た
め
に
は
︑﹁
國
民
各
個
の
胸
中
に
︑

自
發
自
展
の
精
神
が
︑
爵マ
マ

勃
た
る
こ
と
﹂︑﹁
社
會
日
常
に
對
す
る
︑
善
惡
邪
正

の
判
断
を
敏
感
な
ら
し
め
﹂
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

58
）

︒
よ
そ
事
と
し
て
過
ご
し
て

し
ま
う
と
︑
ロ
シ
ア
や
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
﹁
瀕
死
の
狀
態
﹂
に
陥
っ
て
し
ま
う

の
で
︑﹁
社
會
の
出
來
事
に
付
て
は
︑
進
ん
で
其
の
責
任
を
自
覺
す
る
樣
に
﹂



148

せ
ね
ば
な
ら
な
い（

59
）

︒
人
々
が
﹁
自
發
自
展
﹂
の
精
神
か
ら
気
安
く
参
加
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
で
︑
少
し
で
も
現
実
の
社
会
問
題
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
と
い
う
こ
と
が
︑
水
上
の
目
論
見
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
を
打
ち
出
し
た
水
上
は
︑
財
団
法
人
一い
っ

笑
し
ょ
う

會か
い

（
正
式
に
発
足
し
た
団
体
の
名
称
は
﹁
彌い
や

榮さ
か

會か
い

﹂）
を
つ
く
り
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂

建
設
運
動
に
携
わ
り
︑
講
習
会
の
実
施
や
文
書
図
書
を
通
し
た
宣
伝
を
開
始
す

る
と
い
う
こ
と
︑
さ
ら
に
は
寄
附
金
に
よ
っ
て
活
動
し
︑
適
当
な
時
期
に
資
産

の
十
分
の
七
で
御
柱
を
建
設
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る（

60
）

︒
そ
の
一
環
と
し
て
︑

﹃
誓
之
御
柱
﹄（
一
九
二
一
年
十
月
）
を
刊
行
し
︑
宣
伝
に
努
め
た（

61
）

︒
ま
た
︑
ほ

か
に
は
物
品
の
頒
布
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
普
及
団
体

で
あ
る
﹁
や
さ
か
會
﹂
は
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
模
型
を
作
成
し
︑
頒
布
宣
伝
に
努

め
て
い
た（

62
）

︒
値
段
は
一
九
二
八
年
時
点
で
一
基
十
二
円
で
あ
る（

63
）

こ
れ
と
同
時
に

﹁
心
身
の
不
完
全
を
轉
化
し
て
彌
榮
え
と
な
す
﹂
魂
み
た
ま

拭ぬ
ぐ
ひ（

一
名
彌
榮
木
綿
）
と
い

う
手
ぬ
ぐ
い
も
頒
布
し
て
い
る（

64
）

︒

四
　
反
対
運
動
へ
の
対
応

　﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
は
開
始
後
必
ず
し
も
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な

か
っ
た
︒
む
し
ろ
︑
水
上
の
計
画
は
あ
ま
り
に
強
引
だ
っ
た
の
で
︑
危
う
く
頓と
ん

挫ざ

し
か
ね
な
い
状
況
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
論
じ
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
﹃
大
阪
朝

日
新
聞
﹄（
以
下
﹃
大
朝
﹄
と
略
す
）
の
記
者
と
の
対
立
を
論
じ
た
い
︒

建
設
運
動
が
開
始
さ
れ
て
間
も
な
い
一
九
二
一
年
二
月
十
九
日
に
︑﹃
大
朝
﹄

に
こ
の
運
動
に
反
対
す
る
次
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
︒

水
上
滋
賀
縣
警
察
部
長
の
發
起
に
係
る
所
謂
﹁
誓
ひ
の
御
柱
﹂
の
建
設
費

募
集
は
範
圍
が
巡
査
︑
小
學
兒
童
︑
藝
娼
妓
に
迄
及
ん
で
ゐ
る
の
で
非
難

の
聲
が
益
々
髙
い
︹
中
略
︺
そ
れ
に
し
て
も
藝
娼
妓
の
懐
中
迄
も
搾
つ
て

件
の
﹁
御
柱
﹂
を
建
て
る
の
は
却
て
聖
德
を
冐
す
虞
あ
り
︑
且
彼
の
藤
樹

神
社
創
建
の
寄
附
金
を
募
る
に
も
藝
娼
妓
は
い
ふ
迄
も
な
く
小
學
兒
童
な

ど
の
細
か
い
と
こ
ろ
に
及
ん
で
は
な
ら
ぬ
︑
金
持
階
級
か
ら
集
め
る
と
い

ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
位
だ
か
ら
建
設
を
成
就
す
る
積
り
な
ら
小
さ
い
者

の
懐
中
を
搾
ら
ず
︑
大
き
い
者
か
ら
募
れ
ば
好
い
︑
殊
に
建
設
費
募
集
の

手
が
巡
査
迄
に
及
ん
で
ゐ
る
の
は
明
ら
か
に
警
察
權
の
濫
用
で
︑
又
一
銭

十
銭
の
寄
附
者
が
直
に
建
設
の
發
起
者
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
つ
ゝ
あ
る

の
は
余
り
に
不
透
明
な
手
段
で
は
な
い
か
と
い
ふ
や
う
な
論
議
が
縣
廳
内

で
も
愈
喧
し
う
な
つ
て
ゐ
る（

65
）

　
そ
の
反
対
の
理
由
は
︑
建
設
費
募
集
の
範
囲
が
金
持
ち
に
限
ら
ず
所
得
の
少

な
い
︑
も
し
く
は
持
た
な
い
﹁
巡
査
︑
小
學
兒
童
︑
藝
娼
妓
に
迄
及
﹂
び
︑
し

か
も
半
強
制
的
に
徴
収
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒﹃
大
朝
﹄
の
記
者
が
取
り
上

げ
た
例
だ
け
で
も
︑
警
察
署
長
の
依
頼
で
各
学
校
に
寄
附
を
強
要
し
︑
警
察
に

対
し
て
弱
い
立
場
に
あ
る
遊
郭
の
検
番
か
ら
割
り
当
て
で
徴
収
を
行
う
︑
あ
る

い
は
貧
し
い
巡
査
に
対
し
て
︑
自
分
の
分
だ
け
で
な
く
︑
妻
子
の
分
も
出
す
よ
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う
に
圧
力
を
か
け
る
な
ど
︑
公
職
と
し
て
非
常
に
問
題
の
あ
る
行
為
ば
か
り
で

あ
っ
た
︒
こ
れ
を
﹃
大
朝
﹄
の
記
者
は
︑
従
来
の
寄
附
の
よ
う
に
資
本
金
を
多

く
持
っ
て
い
る
者
か
ら
寄
附
を
募
れ
ば
よ
い
の
に
︑
な
ぜ
敢
て
所
得
の
無
い
者

か
ら
徴
収
を
半
ば
強
制
す
る
の
か
理
解
で
き
な
い
と
批
判
し
て
い
る
︒
そ
の
後

も
寄
附
金
集
め
は
打
ち
切
っ
て
﹁
五
箇
條
の
﹃
御
柱
﹄
は
﹃
千
石
岩
﹄
に
彫
附

け
よ
﹂

（
66
）

や
︑﹁
縣
廳
内
で
さ
へ
水
上
君
の
﹁
気
ち
が
ひ
の
御
柱
﹂﹂
と
噂
さ
れ
て

い
る
と
手
厳
し
く
追
及
し
て
い
る（

67
）

︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑
水
上
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
︒
現
在
の
社
会
は
必

ず
し
も
良
い
人
間
ば
か
り
で
構
成
さ
れ
た
社
会
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
善
悪

は
個
々
の
人
格
の
成
熟
具
合
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
︑
必
ず
し
も
職
業
に
由
来

す
る
も
の
で
は
な
い
︒
車
夫
の
よ
う
に
社
会
的
に
下
層
の
職
業
に
あ
っ
て
も
人

格
者
た
り
得
る
し
︑
記
者
の
よ
う
に
社
会
的
地
位
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
も
︑
人

格
的
に
劣
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
る（

68
）

︒
現
代
社
会
に
お
い
て
は
︑
資
本
家
と

労
働
者
は
互
い
に
目
指
す
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
る
し
︑
宗
教
に
お
い
て
も
全

く
統
一
を
欠
い
て
い
る
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
単
に
虫
が
好
か
な
い
と
い
う
感
情

的
好
悪
が
互
い
の
意
見
の
相
異
を
産
み
出
す
こ
と
も
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
五
箇

條
の
御
誓
文
を
戴
く
こ
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
建
設
を
︑
互
い
に
意
見
の
異
な
る

者
同
士
が
互
い
に
協
力
し
て
建
設
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
︑
こ
れ
ほ
ど
素
晴
ら

し
い
こ
と
は
な
い
と
説
い
て
い
る（

69
）

︒
だ
が
︑
水
上
は
建
設
の
目
的
を
繰
り
返
し

て
強
調
す
る
も
の
の
︑﹃
大
朝
﹄
の
記
者
の
論
点
で
あ
る
寄
附
が
実
際
に
は
黒

に
近
い
グ
レ
ー
な
方
法
で
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
児
童
や
貧
し
い
人
々
か

ら
も
募
金
を
徴
収
し
て
い
る
と
い
う
運
動
の
実
態
に
は
全
く
触
れ
な
か
っ
た
︒

　
そ
も
そ
も
滋
賀
県
庁
内
で
も
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
は
理
解
を
得
ら
れ
て

は
い
な
か
っ
た
︒﹁
堀
田
知
事
︑
島
内
内
務
部
長
以
下
各
課
長
﹂
と
い
っ
た
当

時
の
県
の
幹
部
た
ち
で
さ
え
も
︑
建
設
運
動
を
知
っ
た
の
は
新
聞
紙
上
で
あ
り
︑

水
上
か
ら
事
前
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た（

70
）

︒
し
か
も
︑
水
上
の
運
動
の
推
進

方
法
は
非
常
に
強
引
で
あ
っ
た
︒
運
動
開
始
の
翌
年
に
開
催
さ
れ
た
滋
賀
県
会

で
は
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
事
業
の
悪
評
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

　
一
九
二
二
年
十
一
月
二
十
九
日
付
の
﹃
県
会
会
議
録
﹄
に
よ
る
と
︑
巡
査
が

商
人
を
田
舎
に
連
れ
て
き
て
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
模
型
や
書
画
を
無
理
や
り
農

民
に
買
わ
せ
る
と
い
う
事
件
が
頻
発
し
︑
県
会
議
員
や
県
当
局
の
間
で
は
既
に

﹁
特
ニ
御
承
知
﹂
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
︒
こ
の
た
め
︑﹁
警
察
ノ
威
信

ニ
モ
甚
大
ナ
ル
影
響
ヲ
持
ツ
﹂
た
め
綱
紀
粛
正
の
﹁
警
告
﹂
が
発
せ
ら
れ
て
い

た（
71
）

︒
だ
が
︑
こ
れ
に
対
す
る
水
上
率
い
る
警
察
側
の
対
応
は
極
め
て
不
誠
実
で

あ
っ
た
︒
警
察
予
算
の
審
議
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑﹁
何
等
カ
ノ
手
違
ヒ
﹂

で
︑
県
会
に
は
県
の
警
察
幹
部
は
誰
も
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

72
）

︒
こ

れ
は
憶
測
で
あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
事
前
に
県
会
で
話
題
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
た
の
で
︑
警
察
関
係
者
は
誰
も
参
加
し
な
い
よ
う
に
水
上
が
部
下
に
命
じ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
水
上
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
反
対
運
動
に
対
す
る
向
き
合
い

方
は
︑
全
く
誠
実
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
水
上
が
任
期
を
終
え
た
翌
年
の
一
九
二
三
年
に
な
っ
て
も
︑
巡
査
に
よ
っ
て

模
型
の
押
し
売
り
が
行
わ
れ
る
と
い
う
状
況
は
相
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
た
︒
あ
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る
県
議
は
︑
自
分
は
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
建
設
に
﹁
双
手
ヲ
擧
ゲ
テ
賛
成
ヲ
シ
タ

一
人
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
﹂︑﹁
地
方
ノ
駐
在
巡
査
ノ
地
位
ヲ
向
上
セ
シ
メ
タ
イ
ト
云

フ
ナ
レ
バ
︑
絶
對
ニ
斯
カ
ル
行
爲
ヲ
サ
セ
ラ
レ
ナ
イ
方
ガ
宜
シ
イ
﹂
と
警
察
に

抗
議
し
て
い
る（

73
）

︒
後
任
の
警
察
部
長
も
﹁
誓
の
御
柱
﹂
問
題
は
前
任
者
の
﹁
個

人
的
事
業
﹂
で
あ
り
﹁
事
務
引
繼
ギ
ヲ
受
ケ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
﹂
の
で
︑﹁
警
察

事
務
ノ
範
圍
デ
ハ
ナ
イ
﹂
と
突
き
放
し
て
い
る（

74
）

︒
ま
た
︑
次
の
赴
任
先
で
あ
る

三
重
県
で
は
︑
水
上
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
に
関
す
る
活
動
は
︑
勤
務
時
間
中

に
﹁
皇
國
精
神
作
興
宣
傳
に
狂
奔
﹂
し
て
い
る
と
問
題
視
さ
れ
︑
監
督
官
か
ら

数
回
訓
戒
を
受
け
﹁
端
書
を
書
く
こ
と
す
ら
も
差
止
め
ら
れ
﹂
る
冷
遇
を
受
け

て
い
た（

75
）

︒

五
　「
誓
の
御
柱
」
の
完
成

　
こ
の
よ
う
に
︑
一
九
二
三
年
時
点
で
は
先
行
き
の
怪
し
く
な
っ
て
い
た
﹁
誓

の
御
柱
﹂
建
設
運
動
で
あ
っ
た
が
︑
翌
一
九
二
四
年
に
別
方
向
か
ら
の
支
援
で

一
気
に
建
設
へ
と
話
が
進
む
よ
う
に
な
る
︒
そ
の
要
因
と
し
て
は
︑
貞
明
皇
后

の
協
力
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
︒
当
時
貞
明
皇
后
は
筧
の
思
想
に
傾
倒
し
て

お
り
︑
筧
は
皇
后
か
ら
依
頼
を
受
け
て
︑
同
年
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
御
進

講
を
行
っ
た
の
で
あ
る（

76
）

︒
そ
の
最
終
日
に
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
交
わ
し
て

い
る
︒︹

五
月
︺
二
十
七
日
　
午
後
二
時
ヨ
リ
東
京
帝
国
大
学
教
授
筧
克
彦
ノ
古

神
道
ニ
関
ス
ル
御
進
講
ヲ
聴
キ
タ
マ
フ
︒
尚
此
ノ
御
進
講
ハ
本
日
ヲ
以
テ

終
了
セ
ル
ニ
ヨ
リ
︑
明
治
天
皇
ヨ
リ
御
拝
領
ノ
陶
花
瓶
一
個
並
ニ
昭
憲
皇

太
后
ヨ
リ
御
拝
領
ノ
蒔
絵
硯
箱
一
個
ヲ
始
メ
扇
子
・
御
好
裂
・
八
千
代
紙

及
ビ
金
員
ヲ
克
彦
ニ
賜
ヒ
テ
其
ノ
労
ヲ
犒
ね
ぎ
ら
ハ
セ
ラ
ル
︒
又
克
彦
其
ノ
他
有

志
ガ
皇
国
精
神
ヲ
作
興
シ
︑
五
箇
条
ノ
御
誓
文
ノ
理
想
ヲ
具
現
セ
ン
ガ
為
︑

﹁
誓
ノ
御
柱
﹂
ト
呼
ブ
記
念
碑
ヲ
建
設
セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
聞
カ
セ
ラ
レ
︑
其

ノ
資
金
ト
シ
テ
金
二
百
円
ヲ
併
セ
テ
賜
フ（

77
）

︒

　
貞
明
皇
后
は
金
二
百
円
を
支
援
す
る
だ
け
で
な
く
︑
さ
ら
に
同
年
末
の
関
西

行
啓
の
際
に
は
彦
根
か
ら
多
景
島
を
眺
望
し
︑
の
ち
に
﹁
誓
の
御
柱
﹂
に
奉
納

さ
れ
た
鏡
も
下
賜
し
て
い
る（

78
）

︒
引
き
続
い
て
︑
秩
父
宮
以
下
の
皇
族
た
ち
も

﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
に
金
一
封
を
出
し
て
い
る（

79
）

︒
ま
た
︑
閑か
ん

院い
ん

宮
の
み
や

戴こ
と

仁ひ
と

親
王
は

﹁
誓
の
御
柱
﹂
に
刻
む
五
箇
條
の
御
誓
文
の
文
言
を
揮き

毫ご
う

し
た
︒
貞
明
皇
后
を

は
じ
め
と
す
る
皇
族
が
こ
の
運
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
不
満
は

表
向
き
に
は
沈
静
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
こ
う
し
て
︑
一
九
二
四
年
十
一
月
に
工
事
が
始
ま
っ
た（

80
）

︒
一
九
二
二
年
時
点

で
出
資
金
二
万
円
︑
賛
同
者
約
十
万
人（

81
）

︑
一
九
二
四
年
三
月
時
点
で
出
資
金

四
万
円
︑
賛
同
者
約
十
五
万
人
で
あ
っ
た
が（

82
）

︑
皇
后
の
支
援
を
受
け
た
こ
と
で
︑

一
九
二
六
年
の
完
成
時
に
は
出
資
金
約
十
万
円
︑
賛
同
者
七
十
万
人
に
急
増
し

て
い
た（

83
）

︒
し
か
も
﹁
工
事
請
負
者
大
林
組
に
於
て
も
其
の
事
業
の
性
質
と
収
纏

金
と
の
關
係
上
よ
り
約
貳
萬
餘
圓
の
奉
仕
﹂
が
あ
り
︑
総
工
費
は
計
十
二
万
円
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と
な
っ
た（

84
）

︒
そ
し
て
︑﹁
琵
琶
湖
特
有
の
突
風
や
荒
波
に
は
ば
ま
れ
﹂
な
が
ら

の
難
工
事
の
末
︑
一
九
二
六
年
三
月
九
日
に
完
成（

85
）

︒
同
年
四
月
一
日
に
除
幕
式

が
彥
根
町
（
現
在
の
彦
根
市
）
の
長
曾
根
湖
岸
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
た（

86
）

︒

　
除
幕
式
当
日
に
は
︑
発
案
者
で
あ
る
水
上
七
郎
と
そ
の
恩
師
で
あ
る
筧
克
彥
︑

水
上
の
友
人
で
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
の
支
援
者
で
あ
る
二
荒
芳
徳
ら
が
来

賓
と
し
て
招
か
れ
た（

87
）

︒
さ
ら
に
彥
根
で
は
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
花
火
大
会
︑
競

馬
大
会
︑
八
日
市
飛
行
部
隊
の
奉
祝
飛
行
︑
帝
国
キ
ネ
マ
及
び
東
亜
キ
ネ
マ
に

よ
る
ニ
ュ
ー
ス
映
画
化
︑
遊
郭
の
芸
妓
に
よ
る
出
店
が
あ
っ
た（

88
）

︒
こ
う
し
て
発

案
者
の
水
上
は
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
完
成
を
見
届
け
た
あ
と
︑
ほ
ど
な
く
病
を
得

て
同
年
八
月
七
日
に
死
去
し
た（

89
）

︒

　
そ
の
四
年
後
の
一
九
三
〇
年
四
月
七
日
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
御
誓
文
を
揮
毫

し
た
閑
院
宮
戴
仁
親
王
が
滋
賀
県
訪
問
に
際
し
て
多
景
島
に
行
啓
し
て
い
る
︒

こ
の
行
啓
に
は
筧
を
は
じ
め
︑
当
時
の
滋
賀
県
知
事
︑
京
都
府
知
事
を
は
じ
め

と
す
る
両
府
県
の
ト
ッ
プ
︑
さ
ら
に
は
筧
の
教
え
子
で
あ
り
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂

建
設
運
動
を
引
き
継
い
だ
水
上
の
友
人
三
名
（
二
荒
芳
德
・
瀧
本
豊
之
輔
・
渡
邊

八
郎
）
も
同
行
し
て
い
る（

90
）

︒
事
前
に
水
上
の
友
人
で
も
あ
っ
た
渡
邊
八
郎
が
閑

院
宮
御
用
掛
と
し
て
派
遣
さ
れ
︑
危
険
箇
所
の
補
修
や
事
前
の
段
取
り
な
ど
入

念
な
準
備
が
行
わ
れ
た（

91
）

︒
ま
た
︑
こ
の
行
啓
に
際
し
て
戴
仁
親
王
は
記
念
と
し

て
御
手
植
え
の
松
を
植
え
て
い
る（

92
）

︒﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
に
命
を
捧
げ
た
水
上

の
こ
と
を
思
え
ば
︑
筧
た
ち
と
﹁
誓
の
御
柱
﹂
と
の
関
係
は
末
永
く
続
く
こ
と

が
目
指
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
筧
た
ち
と
滋
賀
県
の
﹁
誓
の

御
柱
﹂
と
の
公
式
記
録
は
こ
こ
で
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る（

93
）

︒
筧
の
学
問
的
な

後
継
者
で
あ
り
︑
娘
婿
で
も
あ
る
三み

潴づ
ま

信
吾
が
組
織
し
て
い
た
保
守
系
運
動
団

体
で
さ
え
︑
各
地
に
建
て
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
正
確
な
所
在
す
ら
把
握
で
き
て

お
ら
ず
︑﹁
再
発
見
﹂
し
た
の
は
戦
後
か
な
り
経
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た（

94
）

︒

　
だ
が
︑
皮
肉
な
こ
と
に
筧
た
ち
の
影
響
が
薄
く
な
っ
て
か
ら
︑﹁
誓
の
御

柱
﹂
は
滋
賀
県
下
に
お
い
て
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
装
置
的
役
割
を
本
格
的
に

発
揮
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
︒
一
九
三
七
年
に
は
﹁
国
民
精
神
総
動
員
運
動
﹂

顕
揚
の
一
環
と
し
て
︑
桟
橋
の
架
け
替
え
と
観
光
遊
覧
船
の
寄
港
が
計
画
さ
れ

た（
95
）

︒
さ
ら
に
は
︑
彥
根
町
に
新
た
に
造
ら
れ
た
磯
田
尋
常
小
學
校
（
現
在
の
彦

根
市
立
城
陽
小
学
校
の
前
身
）
の
校
歌
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

96
）

︒﹁
誓
の
御

柱
﹂
が
建
設
さ
れ
て
か
ら
は
︑
多
景
島
に
は
多
く
の
観
光
客
が
島
を
訪
れ
る
よ

う
に
な
り
︑
国
民
精
神
を
高
め
る
場
と
し
て
機
能
し
た
︒
当
時
磯
田
尋
常
小
学

校
に
在
籍
し
て
い
た
児
童
は
家
族
で
多
景
島
に
参
拝
し
た
記
録
を
次
の
よ
う
に

書
き
残
し
て
い
る
︒

目
指
す
靈
島
多
景
島
は
廣
大
な
琵
琶
湖
上
大
軍
艦
の
や
う
な
姿
体マ
マ

を
浮
べ

て
僕
た
ち
の
參
島
を
ま
ち
か
ま
へ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
︒
右
に
も
左
に
も

發
動
機
船
が
ど
れ
も
七
八
人
の
參
詣
人
を
樂
し
ま
せ
て
白
波
を
け
つ
て
進

ん
で
ゐ
る
︒
舟
の
進
む
に
つ
れ
て
多
景
島
は
ど
ん
〴
〵
と
大
き
く
見
え
て

来
る
︒
斷
崖
に
な
っ
て
ゐ
る
週マ
マ

圍
の
岩
石
︑
綠
色
濃
き
松
︑
そ
し
て
其
の

中
に
チ
ラ
〳
〵
と
す
る
竹
の
姿
︑
な
さ
て
は
誓
の
御
柱
に
明
記
さ
れ
て
ゐ
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る
五
箇
條
の
御
誓
文
ま
で
か
は
っ
き
り
と
見
え
て
来
た
︒
僕
は
此
時
ふ
と

學
校
の
校
歌
を
思
ひ
出
し
て
口
ず
さ
ん
で
見
た
︒﹁
綠
い
や
ま
す
多
景
島

　
朝
日
に
は
ゆ
る
御
柱
の
　
誓
の
御
文
こ
れ
ぞ
こ
の
　
我
が
學
び
舎
の
敎

へ
草マ
マ

︱
︱
﹂
そ
う
だ
︒
今
僕
の
目
の
前
に
明
ら
か
に
見
え
て
ゐ
る
五
箇
條

の
御
誓
文
こ
れ
こ
そ
我
が
學
び
舎
の
教
へ
草
な
の
だ
︒
そ
し
て
こ
れ
が
明

治
大
帝
の
國
民
へ
の
最
初
の
御
言
葉
な
の
だ
︒
︱
︱
そ
う
考
へ
た
時
僕
は

自
然
に
御
柱
に
対
し
て
頭
が
下
つ
て
ゐ
た（

97
）

　
こ
う
し
て
︑
戦
前
の
滋
賀
県
下
に
お
い
て
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
︑﹁
明
治
大
帝

の
國
民
へ
の
最
初
の
御
言
葉
﹂
を
遥
拝
し
︑
国
民
精
神
を
高
揚
さ
せ
る
場
と
し

て
機
能
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
三
章
　
大
日
本
彌
榮
會
の
活
動
と
「
誓
の
御
柱
」
建
設
の
広
が
り

一
　
大
日
本
彌
榮
會
の
発
足
と
会
誌
『
い
や
さ
か
』

　﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
は
︑
そ
れ
ま
で
運
動
を
牽
引
し
て
き
た
水
上
七
郎

の
死
後
︑
師
で
あ
る
筧
や
水
上
の
友
人
で
あ
る
二
荒
た
ち
に
継
承
さ
れ
︑
そ
の

後
も
運
動
と
し
て
継
続
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
な
か
で
最
も
有
力
な
団
体
と
な
っ

た
の
が
彌
榮
會
︑
後
の
大
日
本
彌
榮
會
で
あ
る（

98
）

︒
本
章
で
は
こ
の
大
日
本
彌
榮

會
の
活
動
と
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
の
広
が
り
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
︒

　
彌
榮
會
は
二
荒
芳
徳
ら
中
心
と
し
て
一
九
二
七
年
四
月
二
十
九
日
（
天
長

節
）
に
結
成
さ
れ
て
い
る（

99
）

︒
こ
れ
に
伴
っ
て
︑
雑
誌
﹃
い
や
さ
か
﹄
が
会
誌
と

し
て
創
刊
さ
れ
た（

100
）

︒﹃
い
や
さ
か
﹄
の
正
確
な
雑
誌
発
行
期
間
は
不
明
で
あ
る

が
︑
現
存
し
て
い
る
雑
誌
か
ら
考
え
る
と
︑
一
九
二
七
～
一
九
三
六
年
ご
ろ
ま

で
の
お
よ
そ
九
年
間
と
推
定
で
き
る（

101
）

︒
詳
細
な
発
行
部
数
も
不
明
で
あ
る
が
︑

Ａ
４
版
の
数
頁
し
か
な
い
雑
誌
で
あ
り
︑
大
日
本
彌
榮
會
の
活
動
報
告
が
主
な

内
容
で
あ
っ
た
の
で
︑
お
そ
ら
く
大
量
頒
布
を
目
的
に
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
︒
値
段
は
一
部
十
銭
︑
年
会
費
一
円
十
銭
で
あ
っ
た（

102
）

︑
途
中
︑
会
員

の
み
の
非
売
品
と
な
っ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
が
︑
一
九
三
六
年
頃
に
は
再
び

一
部
十
銭
に
戻
っ
て
い
る（

103
）

︒
ま
た
︑
一
九
二
九
年
に
彌
榮
會
が
大
日
本
彌
榮
會

と
改
称
し
た
際
に
は
︑
東
京
の
本
部
を
は
じ
め
︑
滋
賀
彌
榮
會
︑
大
和
彌
榮
會

（
奈
良
県
）︑
三
重
彌
榮
會
︑
奈
良
彌
榮
會
︑
知
多
彌
榮
會
な
ど
近
畿
東
海
地
方

に
支
部
を
置
く
ほ
ど
ま
で
に
成
長
し
て
い
た（

104
）

︒

　﹃
い
や
さ
か
﹄
の
主
な
寄
稿
者
は
岩
本
憲
治
（
満
洲
移
民
協
会
宣
伝
部
長
）︑

元
逓
信
省
官
僚
で
︑
後
に
京
都
愛
宕
神
社
宮
司
に
転
じ
た
瀧
本
豊
之
輔
︑
貴
族

院
議
員
︑
少
年
団
理
事
長
で
会
長
で
も
あ
る
二
荒
芳
德
︑
秩
父
宮
御
用
掛
︑
学

習
院
教
授
を
務
め
た
渡
邊
八
郎
の
四
人
で
あ
る
︒
大
日
本
彌
榮
會
の
運
営
も
︑

会
長
に
二
荒
芳
德
︑
理
事
長
に
瀧
本
豊
之
輔
︑
理
事
に
渡
邊
八
郎
が
就
任
す
る

な
ど
︑
筧
の
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
で
の
教
え
子
た
ち
が
主
要
な
メ
ン
バ
ー

を
占
め
て
い
た
（
の
ち
に
筧
も
顧
問
に
就
任
し
て
い
る
）

（
105
）

︒

　
大
日
本
彌
榮
會
の
活
動
内
容
は
︑
当
時
の
規
約
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
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一
︑
皇
國
精
神
ニ
關
ス
ル
研
究
ノ
發
表
　
二
︑
神
社
參
拝
ノ
奨
勵
　
三
︑

邸
内
神
殿
ト
シ
テ
彥
社
ノ
頒
布
　
四
︑
誓
ノ
御
柱
ノ
建
設
　
五
︑
皇
國
運

動
ノ
普
及
並
ニ
彌
榮
祝
聲
ノ
徹
底
　
六
︑
御
魂
拭
ノ
頒
布

七
︑
講
演
講
話
及
ビ
雜
誌
ノ
刊
行
　
八
︑
其
ノ
他
本
會
ノ
目
的
ヲ
達
成
ス

ル
ニ
必
要
ナ
ル
事
業（

106
）

　
大
日
本
彌
榮
會
の
活
動
は
︑﹃
い
や
さ
か
﹄
に
お
け
る
論
文
の
掲
載
や
講
演

の
実
施
な
ど
の
ほ
か
に
は
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
の
推
進
︑︿
や
ま
と
ば
た

ら
き
﹀（
皇
國
運
動
）
の
普
及
な
ら
び
に
弥
栄
の
普
及
︑
伊
勢
神
宮
の
彦
社
（
家

庭
用
の
簡
易
の
神
棚
）
の
頒
布
︑
御み

魂た
ま

拭ぬ
ぐ
ひ（

身
も
心
も
き
れ
い
に
美
化
す
る
と
い

う
手
ぬ
ぐ
い
）
の
頒
布
で
あ
る
︒
ま
た
︑
筧
が
東
京
帝
国
大
学
を
退
職
し
た
際

に
は
︑
大
日
本
彌
榮
會
が
中
心
に
な
っ
て
︑﹁﹁
東
京
帝
大
﹂
關
係
と
は
限
ら
ず
︑

前
後
數
年
間
先
生
の
講
義
を
せ
ら
れ
た
各
大
學
其
他
の
團
體
と
も
出
來
る
だ
け

連
帯
﹂
し
︑﹁
先
生
の
敎
を
う
け
た
者
の
謝
恩
會
﹂
を
企
画
し
︑
約
九
百
四
十
三

名
の
賛
同
者
と
五
千
五
百
八
十
五
円
三
四
銭
の
醵き
ょ

金き
ん

を
集
め
て
い
る（

107
）

︒

　﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
を
引
き
継
い
だ
大
日
本
彌
榮
會
は
︑
水
上
の
死
後

一
九
二
六
年
か
ら
一
九
三
四
年
ま
で
全
国
で
七
个
所
に
建
設
し
て
い
る
（
図
2

－

１
・
２
）

（
108
）

︒

　
こ
れ
ら
各
地
に
建
設
さ
れ
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
︑
多
景
島
に
建
設
さ
れ
た
も

の
と
同
型
で
あ
る
も
の
の
︑
よ
り
小
型
で
︑
台
座
も
含
め
た
全
高
数
メ
ー
ト
ル

 図２－２　東海地方における誓の御柱の分布地図
①滋賀県多景島（一九二六年） 
②愛知県知多高等女學校（一九二九年）
③愛知県半田町外成岩運動山（一九二八年）
④三重県四日市諏訪公園（一九三四年）
⑤秋田県男鹿半島寒風山山頂（一九三〇年）
⑥愛知県知多半島龜崎町（一九三〇年）
⑦山形県自治講習所大高根道場（一九三二年）  図２－１　誓の御柱の分布地図
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の
記
念
碑
で
あ
る（

109
）

︒
こ
れ
ら
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
多
景
島
の
時
よ
う
に
大
々
的

に
資
金
を
集
め
る
方
法
で
は
な
く
︑
地
域
の
青
年
団
か
ら
の
寄
附
で
建
て
ら
れ

た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
（
図
3
）

（
110
）

︒

　
筧
た
ち
が
創
刊
に
関
わ
っ
た
雑
誌
に
は
︑
ほ
か
に
は
﹃
皇
學
會
雜
誌
　
神
な

が
ら
﹄
が
あ
る（

111
）

︒
こ
の
雑
誌
と
比
較
し
て
考
え
た
場
合
︑﹃
い
や
さ
か
﹄
の
主

な
特
徴
は
︑
筧
が
直
接
寄
稿
し
た
学
術
論
文
は
な
く
︑
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
の

み
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
神
な
が
ら
﹄
は
学
術
的
内
容
が

中
心
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑﹃
い
や
さ
か
﹄
は
学
術
的
な
内
容
を
一
部

含
む
も
の
の
︑
主
な
主
題
は
大
日
本
彌
榮
會
の
活
動
報
告
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
や
弥い
や

栄さ
か

の
祝
声
推
奨
運
動
な
ど
が
紙
面
の
中
心
に

な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
運
動
に
よ
り
筧
の
教
え
子
た
ち
は
国
民
の
生
命
力
を

内
面
化
さ
せ
︑
さ
ら
に
活
性
化
し
よ
う
と
試
み
た
︒﹃
神
な
が
ら
﹄
が
筧
及
び

そ
の
学
問
的
弟
子
た
ち
の
理
論
指
導
の
雑
誌
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑﹃
い
や

さ
か
﹄
は
実
践
に
よ
る
筧
の
思
想
の
普
及
の
た
め
の
雑
誌
で
あ
る
と
言
え
る
︒

ま
た
︑
両
誌
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
姉
妹
雑
誌
と

も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

 

二
　「
誓
の
御
柱
」
建
設
の
広
が
り

　
本
節
で
は
各
地
に
造
ら
れ
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
概
略
を
述
べ
た
い
︒

ま
ず
は
東
海
地
方
に
建
設
さ
れ
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
で
あ
る
︒
概
観
す
る
と
②
愛

知
県
知
多
高
等
女
学
校
（
一
九
二
九
年
）︑
③
愛
知
県
半
田
町
外
成
岩
運
動
山

（
一
九
二
八
年
）
⑥
愛
知
県
知
多
半
島
龜
崎
町
（
一
九
三
〇
年
）
は
現
在
の
愛
知

県
半
田
市
内
に
点
在
し
て
い
る
（
③
の
み
老
朽
化
に
よ
り
撤
去
）︒
こ
れ
ら
は
当

地
域
の
高
等
女
學
校
（
半
田
高
等
女
學
校
）
や
青
年
団
（
成
岩
男
女
靑
年
團
）
の

要
請
に
よ
っ
て
︑
大
日
本
彌
榮
會
が
建
設
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
地
域
は

一
八
九
〇
年
の
陸
海
軍
聯
合
大
演
習
の
際
に
︑
明
治
天
皇
が
乙
川
白
山
公
園
の

丘
か
ら
観
戦
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
明
治

の
精
神
に
立
ち
帰
ろ
う
と
い
う
機
運
が
生
じ
て
い
た（

112
）

︒
ま
た
︑
半
田
高
等
女
學

校
の
校
長
で
あ
る
中
村
正
元
は
筧
の
思
想
に
心
酔
し
て
お
り
︑
同
地
域
に
お
け

る
大
日
本
彌
榮
會
の
支
部
（
知
多
彌
榮
會
）
の
設
置
に
関
与
し
て
い
る（

113
）

︒
お
そ

 図３　寒風山の誓の御柱
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ら
く
そ
の
影
響
で
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う（

114
）

︒

　
同
じ
東
海
地
方
で
も
︑
④
三
重
県
四
日
市
諏
訪
公
園
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ

と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
︑
村
山
清
八
と
い
う
人
物
が
提
唱
し
た
と
伝

わ
っ
て
い
る（

115
）

︒
村
山
は
宇
治
山
田
市
（
現
在
の
伊
勢
市
）
出
身
で
︑
村
山
石
炭

株
式
会
社
の
代
表
を
務
め
︑
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
の
四
年
間
︑

四
日
市
市
議
会
議
員
の
職
を
兼
務
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

116
）

︒

　
次
に
︑
⑦
山
形
県
大
高
根
青
年
修
養
道
場
に
建
て
ら
れ
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
で

あ
る
︒
大
高
根
青
年
修
養
道
場
は
︑
山
形
県
が
中
堅
農
民
の
育
成
を
目
的
と
し

て
運
営
し
て
い
た
山
形
県
自
治
講
習
所
の
た
め
に
︑
一
九
二
〇
年
に
開
設
さ
れ

た
実
習
農
場
で
あ
る
︒
同
道
場
が
完
成
し
た
当
時
︑
筧
の
教
え
子
で
︑
後
に
満

蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍
の
指
導
者
と
な
る
加
藤
完
治
が
山
形
県
自
治
講
習
所
の

所
長
を
務
め
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
実
習
農
場
で
あ
っ
た
大
高
根
青
年
修
養
道

場
に
お
い
て
︑
自
治
講
習
所
の
実
習
訓
練
や
県
下
青
年
団
の
修
養
訓
練
が
行
わ

れ
た
ほ
か
︑
農
業
移
民
の
基
礎
訓
練
場
と
な
り
︑
満
州
第
一
次
武
装
移
民
も
こ

こ
で
発
足
し
て
い
る（

117
）

︒
一
九
三
二
年
の
事
業
の
規
模
拡
大
に
伴
う
施
設
改
修
の

際
に
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
大
高
根
道
場
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
︑
十
一
月
一
日
に
道
場
の
落
成
式
と
同
時

に
除
幕
式
が
挙
行
さ
れ
た（

118
）

︒
記
念
碑
は
﹁
縣
下
各
地
の
靑
年
團
か
ら
團
名
と
其

標
語
を
刻
ん
で
運
ん
だ
石
を
礎
石
と
し
︑
之
を
一
丸
に
結
成
し
其
上
に
︑
五
角

の
銅
柱
を
建
て
﹂
ら
れ
た（

119
）

︒
建
設
に
は
自
治
講
習
所
の
生
徒
や
短
期
講
習
生
︑

青
年
団
の
勤
労
奉
仕
が
充
て
ら
れ
︑
川
村
貞
四
郎
山
形
県
知
事
と
安
倍
源
基
学

務
部
長
も
そ
れ
ぞ
れ
﹁
自
任
﹂︑﹁
赤
誠
﹂
と
刻
ん
だ
石
を
自
ら
の
手
で
運
ん
で

い
る（

120
）

︒
な
お
﹁
誓
の
御
柱
﹂
の
除
幕
式
に
は
筧
も
参
加
し
て
お
り
︑﹁
泄
れ
ず

落
ち
ず
神
の
產
靈
を
行
ふ
と
築
き
立
て
た
る
五
事
の
御
柱
﹂﹁
己
が
身
を
省
み

ず
し
て
國
作
る
齋
場
に
高
し
靈
の
眞
は
し
ら
﹂
な
ど
︑
団
結
の
象
徴
と
し
て

﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
出
来
た
こ
と
を
祝
福
す
る
複
数
の
和
歌
を
寄
せ
て
い
る（

121
）

︒
な

お
こ
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
戦
後
大
高
根
道
場
が
自
衛
隊
の
演
習
場
に
な
っ
た
時

に
取
り
壊
さ
れ
て
い
て
現
存
し
て
い
な
い（

122
）

︒

三
　
秋
田
県
寒
風
山
の
「
誓
の
御
柱
」
と
伊
東
晃
璋

　
こ
れ
よ
り
大
日
本
彌
榮
會
が
関
係
し
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
に
つ
い
て
︑
よ
り
詳

し
い
活
動
の
実
態
に
迫
る
た
め
に
︑
秋
田
県
寒
風
山
の
事
例
を
検
討
し
た
い
︒

秋
田
県
男
鹿
半
島
寒
風
山
に
は
一
九
三
〇
年
十
月
二
十
四
日
に
完
成
し
た
﹁
誓

の
御
柱
﹂
が
現
存
し
て
い
る（

123
）

︒
こ
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
土
台
一
辺
六･

三
メ
ー

ト
ル
︑
高
さ
七･

七
六
五
メ
ー
ト
ル
︑
石
材
は
寒
風
山
産
出
の
輝
石
安
山
岩
を

使
用
し
て
い
る
︒
石
材
の
重
さ
は
一
〇
六
〇
貫
（
三
九
七
五
キ
ロ
）
あ
り
︑
採

石
場
で
粗
削
り
し
た
後
︑
約
一
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
︑
高
低
差
一
九
〇
メ
ー
ト
ル

の
距
離
を
︑
小
学
生
︑
青
年
団
︑
消
防
組
員
︑
主
婦
会
な
ど
が
協
力
し
て
人
力

で
山
頂
へ
と
引
き
上
げ
︑
船
川
港
町
住
の
石
工
職
人
が
制
作
し
て
作
っ
た
も
の

で
あ
る（

124
）

︒

　
秋
田
県
男
鹿
半
島
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
︑
秋
田
県
男
鹿
地
域
の
青
年
団
男
鹿

琴
湖
会
が
夏
季
大
学
開
講
十
周
年
を
記
念
し
て
建
設
し
た
も
の
で
あ
る（

125
）

︒
夏
季
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大
学
（
夏
期
大
学
と
も
書
く
）
と
は
︑﹁
会
員
相
互
ノ
親
睦
︑
及
健
全
ナ
ル
思
想

ノ
涵
養
︑
該
博
ナ
ル
常
識
ノ
修
養
ヲ
ナ
ス
︑
進
ン
デ
ハ
全
島
青
年
ノ
社
会
的
活

動
ノ
基
礎
ヲ
確
立
セ
ン
﹂
と
い
う
男
鹿
琴
湖
会
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
開
始

さ
れ
た
文
化
運
動
で
あ
る（

126
）

︒
一
九
二
一
年
か
ら
毎
年
八
月
に
東
京
帝
国
大
学
や

東
北
帝
国
大
学
︑
東
京
高
等
師
範
な
ど
か
ら
教
授
や
名
士
を
数
名
ほ
ど
招
し
ょ
う

聘へ
い

し
︑

三
～
六
日
間
青
年
た
ち
を
対
象
と
し
た
講
演
が
行
わ
れ
︑
当
地
域
の
青
年
教
育

に
お
け
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た（

127
）

︒

　
当
時
男
鹿
琴
湖
会
の
会
長
を
務
め
て
い
た
の
は
︑
男
鹿
の
有
力
な
実
業
家
・

政
治
家
で
あ
っ
た
中
川
重
春
（
一
八
九
〇
～
一
九
六
三
年
）
で
あ
る（

128
）

︒
し
か
し
︑

中
川
は
当
会
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
言
う
べ
き
人
物
で
あ
り
︑
実
際
に
男
鹿
琴
湖
会

を
主
導
し
て
い
た
の
は
副
会
長
の
伊
東
晃こ
う

璋し
ょ
う（

一
八
八
九
～
一
九
四
四
年
）
で

あ
っ
た
︒
伊
東
は
当
時
樽
澤
尋
常
高
等
小
学
校
の
校
長
を
務
め
︑
同
時
に
夏
季

大
学
の
企
画
立
案
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た（

129
）

︒
と
り
わ
け
夏
季
大
学
の
開
催
に
は

﹁
持
前
の
活
動
力
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
︑
と
く
に
仙
台
︑
東
京
な
ど
の
有
力

な
学
者
を
直
接
訪
ね
て
は
︑
夏
季
大
学
の
御
膳
立
て
を
整
え
﹂
て
い
た
ほ
ど
熱

心
で
あ
っ
た（

130
）

︒

　
伊
東
晃
璋
は
男
鹿
の
寺
院
善
行
寺
の
住
職
の
家
に
生
ま
れ
た
︒
秋
田
県
立
横

手
中
学
校
を
経
て
︑
秋
田
県
立
師
範
学
校
本
科
第
二
部
を
卒
業
し
︑
秋
田
県
南

秋
田
郡
の
小
学
校
︑
高
等
小
学
校
で
訓
導
︑
校
長
を
歴
任
す
る（

131
）

︒
人
物
像
と
し

て
は
︑﹁
普
通
の
イ
ワ
ユ
ル
師
範
タ
イ
プ
の
人
間
に
属
す
る
方
で
は
な
い
﹂︑

﹁
東
北
人
に
は
珍
ら
し
く
明
る
い
活
動
的
な
人
﹂
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
︑
教
師

と
い
う
よ
り
は
事
業
家
に
近
い
活
動
的
な
人
物
と
見
ら
れ
て
い
た（

132
）

︒
そ
の
一
方

で
︑﹁
そ
の
性
格
の
長
所
が
往
々
短
所
と
認
め
ら
れ
て
︑
か
な
り
の
無
理
を
し

た
や
う
で
あ
る
﹂
と
も
友
人
か
ら
は
評
さ
れ
て
い
る（

133
）

︒
実
際
に
﹁
誓
の
御
柱
の

た
め
伊
東
は
授
業
を
休
ん
で
運
動
し
て
歩
い
て
ゐ
る
﹂﹁
御
柱
の
菊
の
御
紋
章

は
偽
物
だ
﹂﹁
あ
の
誓
の
御
柱
の
御
文
字
は
閑
院
の
宮
様
さ
ま
の
書
か
れ
た
も

の
で
な
く
︑
そ
の
本
当
の
も
の
は
伊
東
が
持
っ
て
ゐ
る
﹂
な
ど
悪
い
噂
を
流
さ

れ
て
い
た（

134
）

︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
噂
を
も
の
と
も
せ
ず
︑
建
設
運
動
に
邁
進
し

た
︒
　

　
伊
東
が
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
の
計
画
を
公
表
し
た
の
は
︑
一
九
二
九
年
十
月

二
十
七
日
の
面お
も

潟が
た

尋
常
高
等
小
学
校
に
お
け
る
児
童
の
労
作
展
覧
会
で
あ
る
︒

秋
田
魁
さ
き
が
け

新
報
社
の
記
者
に
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
の
計
画
を
内
密
に
話
し
た
と

こ
ろ
︑
四
︑五
日
後
に
ス
ク
ー
プ
と
し
て
新
聞
記
事
に
書
か
れ
て
し
ま
っ
た
と

伊
東
は
回
顧
し
て
い
る（

135
）

︒
正
式
に
公
表
し
た
の
は
︑
翌
一
九
三
〇
年
一
月
の
元

旦
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
の
紙
面
上
で
あ
る（

136
）

︒
当
初
は
二
荒
が
講
師
と
し
て
男
鹿
を

訪
問
す
る
夏
季
大
学
に
合
わ
せ
て
除
幕
式
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
が
︑
流
石
に

性
急
す
ぎ
た
た
め
か
計
画
が
遅
れ
︑
夏
季
大
学
開
設
時
に
は
地
鎮
祭
の
挙
行
の

み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る（

137
）

︒
そ
の
後
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
起
工
か
ら
約
三
个
月
で
完

成
し
︑
十
月
二
十
四
日
に
除
幕
式
が
挙
行
さ
れ
た（

138
）

︒
建
設
に
際
し
て
会
の
役
員

が
近
隣
の
町
村
を
回
っ
て
寄
附
を
集
め
︑
さ
ら
に
は
男
女
青
年
団
︑
小
学
校
の

児
童
︑
主
婦
会
の
勤
労
奉
仕
を
動
員
し
て
進
め
ら
れ
た（

139
）

︒
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四
　
伊
東
晃
璋
に
お
け
る
社
会
教
育
の
意
志
と
「
誓
の
御
柱
」

　
伊
東
が
こ
こ
ま
で
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
活
動
に
熱
心
だ
っ
た
の
は
︑
伊
東
自

身
の
問
題
意
識
に
理
由
が
あ
る
︒
伊
東
は
中
学
校
卒
業
時
点
で
︑
広
島
高
等
師

範
学
校
（
現
在
の
広
島
大
学
）
英
語
科
に
無
試
験
で
入
学
を
許
可
さ
れ
て
い
た

ほ
ど
の
秀
才
で
あ
っ
た
が
︑
父
親
が
他
人
の
借
金
の
保
証
人
に
な
っ
て
い
た
た

め
︑
進
学
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た（

140
）

︒
よ
う
や
く
借
金
が
片
付
い
た
頃
に

は
︑
伊
東
は
既
に
妻
子
持
ち
の
小
学
校
の
校
長
に
な
っ
て
お
り
︑
し
か
も
父
か

ら
善
行
寺
の
住
職
も
引
き
継
い
で
い
た
た
め
︑
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
い

た
︒
進
学
を
諦
め
て
選
ん
だ
小
学
校
教
師
と
し
て
の
生
活
は
順
風
満
帆
で

﹁
二
十
七
歳
に
し
て
樽
沢
小
学
校
長
と
な
り
︑
大
正
十
年
に
は
男
鹿
夏
季
大
学

も
軌
道
に
の
り
始
め
て
い
た
﹂

（
141
）

︒
し
か
し
︑
若
き
日
の
青
雲
の
志
は
忘
れ
難
く
︑

﹁
爾
来
十
有
四
星
霜
を
教
師
の
群
に
投
じ
て
空
し
く
聖
職
を
汚
し
て
来
た
﹂
と

教
職
に
就
い
た
こ
と
を
後
悔
し
︑
本
山
の
大
谷
派
本
願
寺
編
纂
課
宛
に
﹁
少
な

く
と
も
芸
術
的
良
心
の
あ
る
雑
誌
記
者
﹂
に
な
り
た
い
と
自
ら
の
心
情
を
吐
露

し
︑
本
山
の
雑
誌
記
者
へ
の
就
職
を
希
望
す
る
内
容
の
手
紙
を
認
め
て
い
る（

142
）

︒

も
っ
と
も
︑
息
子
で
遺
稿
集
の
編
者
で
あ
る
伊
東
博
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
手
紙
が

実
際
に
本
山
に
送
付
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
手
紙
か
ら
は
伊
東
が

都
会
で
最
先
端
の
知
識
に
触
れ
て
勇
躍
し
た
い
と
い
う
望
み
を
抱
き
な
が
ら
も
︑

世
間
的
な
し
が
ら
み
で
そ
れ
を
叶
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
の

中
で
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
伊
東
は
雑
誌
記
者
と
し
て
何
を
成
し
遂
げ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
が
こ
の
手
紙
の
一
節
に
あ
る
︒

　

私
の
常
に
遺
憾
に
思
ひ
︑
寂
寥
の
感
に
堪
へ
な
い
事
は
︑
宗
教
雑
誌
と
し

て
時
代
的
の
も
の
ゝ
絶
対
に
な
い
事
で
あ
り
ま
す
︒
此
間
も
同
志
と
こ
の

事
を
論
じ
ま
し
た
が
︑
一
体
私
は
自
今
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
経
営
す
る

雑
誌
が
︑
何
ん
で
価
値
あ
る
︑
現
代
人
の
生
命
の
深
奥
に
ま
で
徹
す
る
や

う
な
深
刻
な
も
の
が
出
来
や
う
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
は
勿
論
微
力
な
も

の
で
あ
り
ま
す
が
︑
而
し
宗
教
と
教
育
と
の
交
渉
関
係
を
考
へ
て
か
ら
年

を
経
て
居
り
ま
す
︒
又
無
限
の
価
値
あ
る
古
代
宗
教
の
現
代
化
を
翹
ぎ
ょ
う

望ぼ
う

し

て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す（

143
）

︒

　
伊
東
は
宗
教
雑
誌
が
時
代
に
適
応
し
て
い
な
い
こ
と
と
同
時
に
︑
昨
今
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
経
営
す
る
雑
誌
に
は
︑
現
代
人
の
生
命
の
奥
底
を
刺
激
す

る
も
の
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

　
伊
東
の
宗
教
と
教
育
観
に
つ
い
て
は
︑
伊
東
の
ノ
ー
ト
に
残
さ
れ
て
い
た

﹁
教
育
宗
教
交
渉
論
﹂
と
題
し
た
論
文
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
︒
こ
の
論
文
で

伊
東
は
宗
教
と
教
育
の
関
係
に
対
し
て
︑
分
離
論
者
と
非
分
離
論
者
の
双
方
の

意
見
を
取
り
上
げ
︑
学
校
教
育
に
お
い
て
宗
教
と
教
育
を
分
離
す
る
こ
と
は
仕

方
な
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
教
育
な
る
も
の
を
﹁
家
庭
教
育
も
︑
社
会
教
育
も
と

押
し
広
め
た
る
場
合
に
は
︑
有
意
的
に
︑
又
無
意
的
に
︑
宗
教
的
感
化
を
受
く

る
機
会
も
︑
事
実
決
し
て
少
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
︒︹
中
略
︺
故
に
教
育
者
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側
よ
り
は
︑
此
広
義
の
教
育
に
関
与
し
つ
つ
あ
る
宗
教
家
に
嘱
す
る
と
こ
ろ
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
力
説
す
る（

144
）

︒
そ
も
そ
も
成
立
宗
教
は
時
代
精
神
と
し

て
﹁
開
宗
の
そ
の
昔
︑
そ
の
当
時
の
国
勢
︑
民
情
に
剴
切
な
る
形
を
取
っ
て
顕

現
﹂
し
た
も
の
で
あ
る（

145
）

︒
こ
の
感
化
作
用
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
︑

﹁
竟つ
い

に
は
︑
後
日
恐
る
べ
き
迷
信
︑
ま
た
は
破
壊
的
思
想
と
化
し
て
社
会
に
出

現
す
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る（

146
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
伊
東
は
︑
宗
教
と
学
校
教
育
は
分
け
ら
れ
る
べ
き
だ
け
れ
ど
も
︑

宗
教
に
は
社
会
を
領
導
し
︑
迷
信
や
破
壊
的
思
想
を
防
止
す
る
と
い
う
学
校
教

育
を
超
え
た
大
き
な
役
割
が
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
︒
社
会
教
育
の
一
種
で
あ

る
夏
季
大
学
に
注
力
し
た
の
も
︑
こ
う
し
た
宗
教
的
情
熱
の
為
せ
る
業
だ
っ
た

と
言
え
よ
う
︒
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
︑
都
会
の
知
的
社
会
に
進
出
し
た
く
て
も

果
た
せ
な
か
っ
た
自
ら
の
夢
を
少
し
で
も
慰い

藉し
ゃ

す
る
方
策
で
も
あ
っ
た
︒

　
こ
の
夏
季
大
学
の
講
演
者
選
定
の
中
で
︑
伊
東
は
当
時
大
日
本
彌
榮
會
会
長

と
し
て
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
を
推
進
し
て
い
た
二
荒
芳
德
と
出
会
う
︒
伊

東
は
一
九
二
九
年
六
月
頃
に
第
九
回
夏
季
大
学
に
﹁
華か

冑ち
ゅ
う

会
の
新
智
識
二
荒

芳
徳
伯
を
招
聘
い
た
し
た
い
﹂
と
考
え
︑
二
荒
邸
を
訪
問
し
て
い
る（

147
）

︒
こ
の
時

は
二
荒
の
都
合
が
つ
か
な
か
っ
た
が
︑
代
わ
り
に
﹁
弥
栄
会
の
同
人
で
あ
る
﹂

渡
邊
八
郎
を
二
荒
か
ら
直
接
紹
介
さ
れ
て
い
る（

148
）

︒

　
ま
た
︑
二
荒
邸
で
渡
邊
を
待
つ
間
︑
二
荒
か
ら
﹁
明
治
維
新
は
政
治
的
の
一

大
革
新
で
あ
っ
た
が
︑
昭
和
は
思
想
的
に
一
大
エ
ポ
ッ
ク
を
造
ら
る
べ
き
時
代

で
あ
る
︒
日
本
は
今
日
ま
で
欧
米
文
化
に
追
従
し
て
来
た
が
︑
今
や
将
に
そ
れ

を
乗
越
さ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
︒
こ
れ
を
乗
越
し
た
時
に
一
寸
ゴ
ー
ル
が
解
ら
な

く
な
る
で
あ
ら
う
か
ら
自
然
混
沌
た
る
状
態
を
見
る
で
あ
ら
う
﹂
と
い
う
意
見

を
聴
き
︑
伊
東
自
身
も
﹁
今
日
は
淳
朴
な
る
農
村
青
年
ま
で
次
第
に
軽
薄
な
る

時
代
思
想
に
か
ぶ
れ
る
風
あ
る
﹂
と
意
気
投
合
す
る（

149
）

︒
そ
し
て
︑﹁
混
沌
た
る

思
想
を
し
て
正
し
く
帰
趨
せ
し
む
る
に
は
ヨ
リ
強
い
思
想
が
現
は
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
﹂
と
い
う
二
荒
の
意
見
に
賛
意
を
表
し
て
い
る（

150
）

︒
こ
う
し
て
第
九
回

の
夏
季
大
学
を
迎
え
た
際
に
︑
渡
邊
八
郎
と
も
う
一
人
の
講
演
者
和
田
（
高

良
）
富
子
を
交
え
て
翌
年
の
十
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て
会
談
し
た
結
果
︑

﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
建
設
す
る
と
い
う
案
が
出
さ
れ
︑
中
川
や
伊
東
を
は
じ
め
と

す
る
会
の
幹
部
で
数
回
相
談
し
た
結
果
︑
建
設
が
決
定
し
た
の
で
あ
る（

151
）

︒
完
成

時
の
除
幕
式
に
際
し
て
︑
伊
東
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

私
共
の
﹁
夢
﹂
は
愈
々
實
現
さ
れ
て
︑
寒
風
の
長
城
︑
魏
然
た
る
誓
の
御

柱
は
遂
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
︒
私
は
常
に
考
へ
て
ゐ
ま
す
︑
吾
々
は
縦
横

無
盡
に
﹁
夢
﹂
を
描
い
て
︑
其
の
﹁
夢
﹂
を
次
第
〳
〵
に
実
現
し
て
行
く

と
こ
ろ
に
人
生
の
意
義
が
あ
る
の
だ
と
︒︹
中
略
︺
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
援
助
︑

心
勞
の
結
晶
で
あ
る
誓
の
御
柱
を
仰
ぎ
拝
し
て
︑
我
身
の
疲
れ
を
忘
れ
︑

只
此
の
後
︑﹁
御
柱
﹂
に
刻
ま
れ
た
︑
大
御
心
を
我
が
心
と
︑
人
の
心
に

移
し
植
え
て
愈
々
︑
益
々
皇
國
の
彌
榮
を
祈
念
す
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す（

152
）

︒

　
社
会
教
育
の
発
展
に
力
を
尽
く
す
と
い
う
伊
東
の
﹁
夢
﹂
は
﹁
誓
の
御
柱
﹂



「誓の御柱」建設運動とその広がりについて

159

建
設
を
経
て
形
と
な
っ
て
表
れ
た
︒﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
建
設
す
る
と
い
う
こ
と

は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
︑
事
業
の
完
成
に
伊
東
は
非
常
に
満
足
し
た

の
で
あ
っ
た
︒

お
わ
り
に

　
こ
れ
よ
り
︑
本
稿
の
内
容
を
ま
と
め
た
い
︒
国
民
の
政
治
参
加
の
要
求
が
高

ま
る
な
か
︑
高
級
官
僚
や
学
者
の
よ
う
に
従
来
か
ら
の
エ
リ
ー
ト
層
に
と
っ
て
︑

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
構
築
は
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響

も
あ
り
︑
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
当
時
警
察
官
僚
で
あ
っ
た
水
上
七

郎
は
そ
の
師
で
あ
る
筧
克
彥
の
思
想
を
活
用
し
︑
筧
と
協
力
し
て
対
応
を
は

か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
事
態
に
対
し
て
︑
水
上
は
ま
ず
我
々
国
民
一
人
一
人
が
﹁
模
範
的
人
格

者
﹂
と
し
て
の
天
皇
に
心
か
ら
服
し
︑
そ
の
精
神
に
沿
う
よ
う
に
努
力
し
て
行

動
す
れ
ば
︑
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
要
求
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
状
に
お
い
て
な
お
︑

日
本
全
体
を
益
々
理
想
と
し
て
輝
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
︑
国
民
に
内
面
か
ら
国
家
に
服
従
す
る
よ
う
に
自
覚
を
促
し
︑
従
来
か

ら
の
国
家
の
秩
序
の
維
持
を
確
保
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
そ
の
際
に
は
︑
標
語
と
し
て
五
箇
條
の
御
誓
文
が
重
ん
じ
ら
れ
た
︒

明
治
天
皇
が
王
政
復
古
に
際
し
て
神
々
に
誓
っ
た
文
言
を
︑
国
民
皆
が
順
守
す

べ
き
標
語
と
し
て
読
み
替
え
る
の
で
あ
る
︒
水
上
は
︑
国
民
の
精
神
に
感
化
を

及
ぼ
し
実
行
力
を
与
え
る
の
は
︑
理
論
で
は
な
く
﹁
形
象
︑
文
句
︑
奉
誦
﹂
で

あ
る
と
確
信
し
て
い
た
︒
小
難
し
い
理
論
よ
り
も
︑
日
常
的
に
繰
り
返
し
唱
え

る
こ
と
が
で
き
る
﹁
標
語
﹂
や
︑
わ
か
り
や
す
い
﹁
象
徴
﹂
こ
そ
が
国
民
の
精

神
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
重
要
で
あ
り
︑
社
会
主
義
の
流
行
に
対
抗
す
る
た

め
に
も
︑
従
来
の
皇
国
思
想
に
も
︑
新
し
い
装
い
が
必
要
だ
と
強
調
し
た
の
で

あ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
そ
の
﹁
象
徴
﹂
に
従
い
御
誓
文
の
精
神
を
﹁
表
現
﹂
し
︑
そ
れ
に

従
う
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
︑
一
人
一
人
の
国
民
が
天
皇
を
中
心
と
し

て
仰
ぐ
国
家
に
参
加
す
る
こ
と
で
︑
日
本
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
国
の
秩

序
を
﹁
可
視
化
﹂
し
よ
う
と
試
み
た
︒
一
人
一
円
以
下
の
募
金
を
求
め
た
の
も
︑

国
民
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
せ
︑
国
家
へ
の
参
加
を
可
視
化
し
よ
う
と
し
た
か

ら
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
水
上
の
活
動
は
︑
国
民
一
人
一
人
に
ど
う
す
れ
ば
国
家
に
相
応
し

い
﹁
私
﹂
と
な
り
得
る
か
﹁
自
覚
﹂
を
促
す
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
筧
の
思
想

を
可
視
化
し
︑
具
現
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
て
水
上
の

提
唱
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
記
念
碑
が
︑
皇
国
精
神
の
結
晶
で
あ
り
︑
同
時

に
筧
の
思
想
の
可
視
化
で
も
あ
る
﹁
誓
の
御
柱
﹂
な
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
の
崇
高
な
理
念
と
は
裏
腹
に
︑
実
際
の
建
設

運
動
に
は
強
引
な
手
法
が
採
用
さ
れ
た
︒
滋
賀
県
当
局
を
一
切
通
さ
ず
に
話
を

進
め
た
う
え
に
︑
一
人
一
円
以
下
の
寄
附
の
名
目
を
達
成
す
る
た
め
に
︑
貧
し
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い
人
々
や
立
場
の
弱
い
人
に
強
引
に
寄
付
を
迫
る
と
い
う
手
法
が
横
行
し
た
︒

し
か
も
︑
部
下
で
あ
る
巡
査
た
ち
が
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
の
寄
附
や
模
型
販

売
で
不
ふ
て
い

逞
を
働
い
て
い
て
も
水
上
は
一
向
に
気
に
留
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

一
人
一
人
の
自
覚
を
説
き
な
が
ら
︑
そ
の
運
動
自
体
は
威
圧
的
な
手
法
に
よ
っ

て
主
導
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
新
聞
報
道
や
滋
賀
県
当
局
で
は
こ
う

し
た
水
上
の
建
設
方
針
に
不
満
が
渦
巻
く
こ
と
に
な
り
︑
水
上
が
滋
賀
県
を

去
っ
た
後
は
運
動
の
実
現
が
危
う
い
状
況
で
あ
っ
た
︒
運
動
が
中
断
さ
れ
な

か
っ
た
の
は
︑
幸
運
に
も
当
時
筧
に
心
酔
し
て
い
た
貞
明
皇
后
が
運
動
の
支
援

を
表
明
し
た
こ
と
で
︑
誰
も
表
立
っ
て
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か

ら
に
過
ぎ
な
い
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
は
建
設
に
向
け
た
理
念
や
手
法
に

は
新
し
さ
を
含
み
つ
つ
も
︑
実
際
の
集
金
活
動
に
つ
い
て
は
︑
公
私
混
同
の
剛

腕
で
進
め
ら
れ
る
と
い
う
矛
盾
を
孕
ん
で
お
り
︑
結
局
天
皇
（
皇
后
）
の
権
威

の
お
か
げ
で
そ
れ
が
表
面
化
せ
ず
に
済
ん
だ
だ
け
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
水
上
が

筧
の
思
想
に
心
酔
し
︑
そ
の
熱
心
な
普
及
へ
の
取
り
組
み
は
成
功
し
た
︒
さ
ら

に
﹁
誓
の
御
柱
﹂
は
筧
た
ち
の
手
を
離
れ
て
か
ら
も
︑
そ
の
後
の
国
民
精
神
総

動
員
運
動
で
滋
賀
県
に
お
け
る
そ
の
﹁
象
徴
﹂
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
水
上
の
死
後
も
二
荒
芳
徳
と
渡
邊
八
郎
の
手
に
よ
っ
て
﹁
誓
の
御

柱
﹂
建
設
事
業
は
展
開
さ
れ
︑
規
模
は
縮
小
さ
れ
た
も
の
の
︑
機
関
紙
﹃
い
や

さ
か
﹄
の
発
刊
を
通
し
て
﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
の
理
念
の
普
及
が
進
め
ら
れ
︑

実
際
に
東
海
地
方
や
秋
田
︑
山
形
で
は
建
設
が
行
わ
れ
た
︒
大
日
本
彌
榮
會
が

事
実
上
活
動
で
き
た
期
間
は
一
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
の

約
十
年
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
︑﹁
下
か
ら
の
支
持
﹂
の
調
達
と
い
う
点
で

は
部
分
的
に
は
実
を
結
ん
だ
︒
こ
う
し
た
大
日
本
彌
榮
會
の
活
動
は
︑
特
に
秋

田
の
伊
東
晃
璋
の
事
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
宗
教
的
情
熱
に
基
づ
い
て
地
域

を
良
く
し
た
い
と
い
う
社
会
教
育
に
取
り
組
む
地
域
の
教
育
者
を
巻
き
込
む
形

で
発
展
し
て
い
っ
た（

153
）

︒
こ
の
大
日
本
彌
榮
會
の
活
動
は
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
皇
国

精
神
を
鼓
吹
す
る
国
家
主
義
団
体
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
活
動
で
あ
っ

た
︒
だ
が
︑
伊
東
晃
璋
の
社
会
教
育
運
動
と
の
結
び
つ
き
の
よ
う
に
︑
地
域
社

会
を
よ
く
し
た
い
︑
さ
ら
に
は
自
身
が
都
会
の
知
的
社
会
と
つ
な
が
り
た
い
と

い
う
願
望
を
巻
き
込
ん
だ
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

注（
1
）
こ
れ
ま
で
に
筆
者
が
筧
克
彥
の
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
分
析
し
た
研
究
と
し
て
︑
拙

稿
﹁
筧
克
彦
﹁
や
ま
と
ば
た
ら
き
（
皇
国
運
動
／
日
本
体
操
）﹂
の
分
析
︱
︱
明
る
き
国

家
の
肯
定
と
身
体
技
法
﹂
第
三
二
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
拙
稿
﹁
植
民
地
に
お
け
る
筧
克

彦
の
活
動
に
つ
い
て
︱
︱
満
州
を
中
心
に
﹂﹃
総
研
大
　
文
化
科
学
研
究
﹄
第
一
二
号
︑

二
〇
一
六
年
︒

（
2
）
記
念
碑
の
研
究
と
し
て
は
︑
羽
賀
祥
二
﹃
史
蹟
論
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑

一
九
九
八
年
）︑
高
木
博
志
﹃
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
﹄（
校
倉
書
房
︑

一
九
九
七
年
）︒

（
3
）
菅
沼
晃
次
郎
﹁
甦
る
信
仰
の
島
﹂﹃
歴
跡
﹄
一
九
八
六
年
六
月
号
︑
筒
井
正
夫
﹁
誓
の

御
柱
﹂﹃
滋
賀
県
の
近
代
化
遺
産
﹄（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
〇
年
）︑﹁
誓
の
御
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柱
﹂﹃
新
修
　
彦
根
市
史
﹄
第
三
巻
（
彦
根
市
︑
二
〇
〇
九
年
）
六
一
二
～
六
一
三
頁
︒

伊
藤
厚
史
﹁
誓
い
の
御
柱
（
五
箇
条
の
御
誓
文
）﹂﹃
学
芸
員
と
歩
く
︱
︱
愛
知
・
名
古

屋
の
戦
争
遺
跡
﹄（
六
一
書
房
︑
二
〇
一
六
年
）︒

（
4
）
中
道
豪
一
﹁
貞
明
皇
后
へ
の
御
進
講
に
お
け
る
筧
克
彦
の
神
道
論
︱
︱
﹁
神
な
が
ら

の
道
﹂
の
理
解
と
先
行
研
究
に
お
け
る
問
題
点
の
指
摘
﹂﹃
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
﹄

復
刊
第
五
〇
号
︑
二
〇
一
三
年
︑﹁
筧
克
彦
﹁
日
本
体
操
﹂
の
理
論
と
実
践
﹂﹃
明
治
聖

徳
記
念
学
会
紀
要
﹄
第
五
一
号
︑
二
〇
一
四
年
︑
同
﹁
阿
部
國
治
に
よ
る
筧
克
彦
﹁
神

な
が
ら
の
道
﹂
の
受
容
と
展
開
︱
︱
生
き
方
に
連
な
る
﹃
古
事
記
﹄
の
教
え
﹂﹃
明
治
聖

徳
記
念
学
会
紀
要
﹄
復
刊
第
五
三
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
拙
稿
﹁
筧
克
彦
の
皇
族
論
﹂﹃
立

命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
﹄
第
一
〇
七
号
︑
二
〇
一
六
年
︒

（
5
）
昆
野
伸
幸
﹁
神
道
的
国
体
論
の
帰
結
︱
︱
昭
和
一
〇
年
代
の
二
荒
芳
徳
の
思
想
﹂
平

成
二
十
七
～
二
十
九
年
度
　
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究

（
C
））
研
究
成
果
報
告
書
﹃
国
家
神
道
と
国
体
論
に
関
す
る
学
際
的
研
究
︱
︱
宗
教
と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
﹁
知
﹂
の
再
検
討
﹄（
代
表
：
藤
田
大
誠
︑
研
究
課
題
／
領

域
番
号
：
一
五
K
〇
二
〇
六
〇
︑二
〇
一
八
年
）︒

（
6
）
維
新
期
当
時
に
お
け
る
五
箇
条
の
御
誓
文
の
役
割
に
つ
い
て
は
︑
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー

ン
が
御
誓
文
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
儀
式
の
実
施
に
こ
そ
意
味
が
あ
っ
た
と
主
張
し

て
い
る
︒
ブ
リ
ー
ン
に
よ
れ
ば
︑
岩
倉
具
視
た
ち
が
中
心
と
な
り
︑
こ
れ
ま
で
と
異
な

る
政
治
的
に
能
動
的
な
君
主
を
創
り
出
す
た
め
に
︑
当
時
幼
少
の
君
主
明
治
天
皇
に
︑

諸
侯
の
前
で
天
地
神
明
に
誓
わ
せ
る
儀
式
を
行
わ
せ
た
と
述
べ
て
い
る
（
ジ
ョ
ン
・
ブ

リ
ー
ン
﹃
儀
礼
と
権
力
︱
︱
天
皇
の
明
治
維
新
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
一
一
年
）︒

（
7
）
図
１
は
二
〇
一
五
年
九
月
十
九
日
筆
者
撮
影
︒

（
8
）
筒
井
前
掲
﹁
誓
の
御
柱
﹂﹃
滋
賀
県
の
近
代
化
遺
産
﹄
二
二
九
頁
︒

（
9
）
﹃
国
定
公
園
　
琵
琶
湖
多
景
島
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
﹄︒

（
10
）
天
之
益
人
神
社
は
再
建
さ
れ
た
も
の
が
現
存
し
て
い
る
（﹁
主
權
囘
復
國
民
會
議
の
發

足
と
當
面
の
事
業
計
画
﹂﹃
八
重
雲
﹄
第
三
一
号
︑
一
九
八
四
年
︑
二
～
三
頁
）︒

（
11
）
筧
克
彥
﹁
建
島
の
誓
の
御
柱
に
御
供
し
奉
り
け
る
時
﹂﹃
皇
學
會
雜
誌
　
神
な
が
ら
﹄

第
三
巻
第
五
号
︑
一
九
三
〇
年
︑
一
九
頁
︒

（
12
）
山
中
保
三
﹁
謹
告
﹂﹃
誓
之
御
柱
﹄
奉
公
会
︑
一
九
二
二
年
︑
筧
克
彥
﹁
序
﹂﹃
誓
之

御
柱
﹄
五
頁
︒

（
13
）
水
上
七
郎
﹃
誓
之
御
柱
﹄（
奉
公
会
︑
一
九
二
一
年
）
四
五
頁
︒

（
14
）
中
日
新
聞
社
社
史
編
さ
ん
室
編
﹃
中
日
新
聞
創
業
百
年
史
﹄（
中
日
新
聞
社
︑

一
九
八
七
年
）︑
吉
野
作
造
﹁
現
代
政
局
の
史
的
背
景
﹂﹃
時
局
問
題
批
判
﹄（
大
阪
朝
日

新
聞
︑
一
九
二
四
年
）
二
四
四
頁
︒

（
15
）
水
上
前
掲
﹃
誓
之
御
柱
﹄
六
四
頁
︒

（
16
）
筧
克
彥
﹁
帝
國
憲
法
の
根
本
義
﹂（
一
九
一
三
年
）﹃
國
家
之
研
究
﹄（
淸
水
書
店
︑

一
九
一
三
年
）
九
〇
～
九
四
頁
︒

（
17
）
筧
克
彥
﹁
農
村
と
神
社
﹂（
一
九
一
三
年
）﹃
國
家
之
研
究
﹄（
水
書
店
︑
一
九
一
三
年
）︒

（
18
）
筧
克
彥
﹁
明
治
維
新
以
後
に
於
け
る
神
社
制
度
の
沿
革
　
其
一
﹂﹃
皇
學
會
雜
誌
　
神

な
が
ら
﹄
第
五
巻
第
九
号
︑
三
一
頁
︒

（
19
）
水
上
前
掲
﹃
誓
之
御
柱
﹄
三
四
頁
︒

（
20
）
同
右
︑
四
三
頁
︒

（
21
）
水
上
の
略
歴
は
﹃
官
報
﹄
第
二
四
五
〇
号
（
一
九
二
〇
年
十
月
一
日
）︑﹃
官
報
﹄
第

三
三
五
七
号
（
一
九
二
三
年
十
月
二
十
七
日
）︑﹃
大
阪
朝
日
新
聞
京
都
附
録
﹄

一
九
二
〇
年
十
月
四
日
一
面
（
以
下
﹃
大
朝
﹄
と
略
す
）︑﹃
大
朝
﹄
一
九
二
三
年
十
月

二
十
九
日
一
面
︑﹃
維
新
﹄
第
一
巻
第
四
号
︑
一
九
二
七
年
︑
秦
郁
彦
﹃
日
本
官
僚
制
総

合
事
典
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
一
年
）
一
九
七
頁
を
参
照
し
て
作
成
し
た
︒

（
22
）
毅
堂
生
﹁
水
上
七
郎
氏
を
追
悼
す
﹂﹃
維
新
﹄
第
一
巻
第
四
号
︑
一
九
二
七
年
︑
六
七

頁
︒

（
23
）
齋
藤
行
三
﹁
故
水
上
君
追
善
﹂﹃
維
新
﹄
第
一
巻
第
四
号
︑
一
九
二
七
年
︑
七
七
頁
︒

（
24
）
同
右
︑
七
九
～
八
〇
頁
︒

（
25
）
毅
堂
生
前
掲
﹁
水
上
七
郎
氏
を
追
悼
す
﹂﹃
維
新
﹄
第
一
巻
第
四
号
︑
六
七
頁
︒

（
26
）
筧
克
彥
﹃
御
即
位
禮
の
勅
語
と
國
民
の
覺
悟
﹄（
清
水
書
店
︑
一
九
一
六
年
）
一
～
三

頁
︒
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（
27
）
同
右
︑
二
七
～
二
八
頁
︒

（
28
）
同
右
︑
三
三
頁
︒
ち
な
み
に
八
百
万
の
神
々
の
子
孫
＝
臣
民
は
同
書
六
一
頁
の
記
述

に
よ
る
︒

（
29
）
同
右
︑
六
一
頁
︒

（
30
）
同
右
︑
三
四
頁
︒

（
31
）
同
右
︑
三
八
～
四
一
頁
︒

（
32
）
同
右
︑
八
六
～
八
七
頁
︒

（
33
）
同
右
︑
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
︒

（
34
）
同
右
︑
一
二
二
～
一
二
三
頁
︒

（
35
）
﹁
訪
問
録
　
芝
三
田
警
察
署
長
警
視
法
学
士
　
水
上
七
郎
氏
談
﹂﹃
日
本
警
察
新
聞
﹄

第
三
三
二
号
︑
一
九
一
五
年
五
月
二
十
一
日
︑
一
九
頁
︒

（
36
）
同
右
︑
二
〇
頁
︒
な
お
︑﹁
公
正
無
私
﹂﹁
純
正
不
曲
﹂
の
扁
額
は
水
上
と
同
郷
の
政

治
家
（
の
ち
に
首
相
）
で
あ
り
︑
警
察
官
僚
の
大
先
輩
に
あ
た
る
清
浦
奎
吾
の
筆
に
よ
る
︒

（
37
）
﹁
訪
問
録
　
芝
三
田
警
察
署
長
警
視
法
學
士
　
水
上
七
郎
氏
談
﹂﹃
日
本
警
察
新
聞
﹄

第
三
三
三
号
︑
一
九
一
五
年
五
月
二
十
二
日
︑
二
〇
頁
︒

（
38
）
水
上
七
郎
﹁
補
遺
﹂﹃
し
ん
て
ん
ち
﹄（
私
家
版
︑
一
九
二
二
年
）
一
四
頁
︒

（
39
）
前
掲
﹁
訪
問
録
﹂﹃
日
本
警
察
新
聞
﹄
第
三
三
三
号
︑
二
〇
頁
︒

（
40
）
筧
の
教
え
子
の
一
人
で
あ
る
大
和
茂
樹
（
東
京
府
判
事
）
が
主
宰
し
た
雑
誌
﹃
維
新
﹄

の
末
尾
に
は
﹁
彌い
や

榮さ
か

會か
い

會か
い

誌し

︹
マ
マ
︺﹂
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
よ
る
と

一
九
一
六
年
三
月
に
発
足
し
た
ら
し
い
（﹃
維
新
﹄
第
一
巻
第
一
号
︑
一
九
二
七
年
）︒

（
41
）
﹃
大
朝
﹄
一
九
二
〇
年
十
月
九
日
一
面
︒

（
42
）
﹃
近
江
新
報
﹄
一
九
二
一
年
一
月
十
日
の
文
化
協
会
号
が
初
出
で
あ
る
（
水
上
七
郎

﹃
誓
之
御
柱
﹄
奉
公
会
︑
一
九
二
一
年
︑
七
頁
よ
り
引
用
）︒

（
43
）
水
上
七
郎
﹃
誓
之
御
柱
﹄（
奉
公
会
︑
一
九
二
一
年
）
二
頁
︒

（
44
）
同
右
︑
一
九
頁
︒

（
45
）
同
右
︑
一
八
～
一
九
頁
︒

（
46
）
同
右
︑
四
～
五
頁
︒

（
47
）
同
右
︑
二
五
頁
︒

（
48
）
同
右
︑
二
六
頁
︒

（
49
）
同
右
︑
三
八
頁
︒
な
お
︑
当
時
琵
琶
湖
に
お
け
る
遊
覧
船
事
業
は
黎
明
期
を
迎
え
つ

つ
あ
っ
た
︒
一
九
一
三
年
に
建
造
し
た
大
型
遊
覧
船
白
石
丸
に
よ
る
竹ち
く

生ぶ

島し
ま

︑
長
命
寺

の
団
体
観
光
客
む
け
の
遊
覧
船
事
業
が
好
調
で
あ
っ
た
た
め
︑
翌
一
九
一
四
年
に
は
日

曜
祭
日
に
運
航
す
る
定
期
観
光
遊
覧
航
路
が
開
設
さ
れ
た
（
竹
生
島
め
ぐ
り
の
始
ま
り
）︒

そ
の
後
大
戦
景
気
の
後
押
し
も
あ
り
︑
一
九
二
二
年
太
湖
汽
船
（
現
在
の
琵
琶
湖
汽
船
）

は
遊
覧
船
み
ど
り
丸
を
新
造
︑
英
国
皇
太
子
の
乗
船
の
効
果
も
あ
り
︑
琵
琶
湖
観
光
は

本
格
的
に
盛
ん
に
な
っ
た
（﹃
琵
琶
湖
汽
船
百
年
史
﹄
琵
琶
湖
汽
船
︑
一
九
八
七
年
︑

五
四
～
五
五
頁
）︒

（
50
）
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
京
都
滋
賀
版
﹄（﹃
大
阪
朝
日
新
聞
京
都
附
録
﹄
の
名
称
変
更
）

一
九
二
六
年
四
月
一
日
九
面
︒
原
文
で
は
学
務
部
長
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
九
一
九
年

当
時
の
水
上
の
正
し
い
経
歴
は
﹁
神
奈
川
県
理
事
官
兼
教
務
課
長
兼
県
視
学
﹂
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
一
九
二
六
年
の
地
方
官
制
の
改
正
に
よ
り
︑
教
務
課
長
が
廃
さ
れ
新
た
に
学

務
部
長
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
︑
記
事
で
は
新
し
い
名
称
に
合
わ
せ
た
の

か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑﹃
彌
榮
會
會
誌
﹄
に
よ
れ
ば
︑
一
九
一
九
年
八
月
に
﹁
誓
の
御

柱
﹂
の
建
設
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（﹃
維
新
﹄
第
一
巻
第
一
号
︑

一
九
二
七
年
）︒

（
51
）
水
上
前
掲
﹃
誓
之
御
柱
﹄︑
四
三
頁
︒

（
52
）
同
右
︑
七
八
～
七
九
頁
︒

（
53
）
﹁
日
蓮
宗
見
塔
寺
（
磯
田
村
大
字
八
坂
字
領
湖
中
多
景
島
）﹂﹃
犬
上
郡
寺
院
明
細
帳
﹄

（
滋
賀
県
県
政
史
料
室
蔵
）︒

（
54
）
﹃
日
蓮
宗
　
霊
夢
山
　
見
塔
寺
﹄
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
︑﹁
あ
と
が
き
﹂﹃
国
定
公
園
　
琵
琶

湖
・
多
景
島
﹄（
見
塔
寺
︑
一
九
八
九
年
）︒
霊
夢
山
見
塔
寺
は
一
六
六
一
年
（
明
暦
七

年
）
に
︑
日
蓮
宗
の
僧
侶
日に
っ

靖せ
い

上
人
が
開
山
し
た
社
寺
で
あ
る
︒
彦
根
藩
第
三
代
藩
主

井
伊
直
澄
の
寄
進
を
受
け
︑
裏
鬼
門
の
祈
願
寺
と
し
て
歴
代
藩
主
か
ら
手
厚
い
保
護
を

受
け
て
い
た
︒
だ
が
︑
人
が
頻
繁
に
来
る
よ
う
な
島
で
は
な
か
っ
た
︒
田
山
花
袋
が
滋
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賀
県
下
の
行
楽
地
の
様
子
を
記
し
た
﹃
京
阪
一
日
の
行
樂
﹄
に
お
い
て
も
︑
定
期
便
が

あ
る
竹
生
島
と
は
異
な
り
︑﹁
多
景
島
あ
た
り
で
は
︑
一
週
間
も
便
り
も
な
い
や
う
な
こ

と
が
あ
る
﹂
神
秘
的
な
島
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒（
田
山
花
袋
﹁
多

景
島
﹂﹃
京
阪
一
日
の
行
樂
﹄
博
文
館
︑
一
九
二
三
年
︑
六
三
〇
～
六
三
二
頁
）︒

（
55
）
同
右
︑
四
五
頁
︒

（
56
）
同
右
︑
五
三
頁
︒

（
57
）
水
上
七
郎
﹁
功
德
問
答
﹂﹃
警
察
協
會
雜
誌
﹄
第
二
六
六
号
︑
一
九
二
二
年
︑
一
〇
～

一
一
頁
︒

（
58
）
水
上
前
掲
﹃
誓
之
御
柱
﹄
五
六
頁
︒

（
59
）
同
右
︑
五
六
～
五
七
頁
︒

（
60
）
同
右
︑
八
四
頁
︒

（
61
）
﹁
誓
の
御
柱
﹂
を
建
設
す
る
意
義
に
つ
い
て
論
じ
︑
宣
伝
す
る
た
め
の
小
冊
子
︒ 

（
序
文
は
筧
克
彥
に
よ
る
）
構
成
と
し
て
は
次
の
通
り
︒

　
第
一
︑
建
設
趣
意
書
案
　
第
二
︑
建
設
問
題
の
経
過
　
第
三
︑
建
設
は
追
進
の

要
求
　
第
四
︑
建
設
地
の
選
定
　
第
五
︑
出
資
の
額
を
一
圓
以
下
に
限
定
せ
る
こ

と
　
第
六
︑
御
柱
に
奉
録
す
る
文
字
　
第
七
︑
本
問
題
の
將
來

　
こ
の
後
も
﹃
し
ん
て
ん
ち
﹄（
私
家
版
︑
一
九
二
二
年
）
と
﹃
國
之
礎
﹄（
私
家
版
︑

一
九
二
四
年
）
を
著
し
︑
自
ら
宣
伝
普
及
に
つ
と
め
て
い
る
︒

（
62
）
模
型
は
高
さ
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
﹁
床
置
き
と
し
て
至
極
適
當
﹂
な
﹁
祝

儀
の
贈
物
﹂
と
し
て
作
成
さ
れ
た
︒
作
成
し
た
の
は
山
中
保
三
と
い
う
人
物
で
あ
る

（
山
中
保
三
﹁
謹
告
﹂﹃
誓
之
御
柱
﹄
奉
公
会
︑
一
九
二
二
年
）︒
模
型
の
底
に
大
正
文
化

維
新
を
評
価
す
る
文
章
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
筆
者
所
蔵
）︒

（
63
）
﹃
維
新
﹄
第
一
巻
第
一
号
︑
一
九
二
七
年
の
裏
面
広
告
欄
に
よ
る
︒
ち
な
み
に
当
時
の

巡
査
の
初
任
給
が
月
給
約
四
十
五
円
で
あ
る
︒

（
64
）
水
上
七
郎
﹁
魂
拭
（
一
名
彌
榮
木
綿
）﹂﹃
誓
之
御
柱
﹄（
奉
公
会
︑
一
九
二
二
年
）︒

（
65
）
﹃
大
朝
﹄
一
九
二
一
年
二
月
十
九
日
一
面
︒

（
66
）
﹃
大
朝
﹄
一
九
二
一
年
二
月
二
十
二
日
一
面
︒﹁
千
石
岩
﹂
は
滋
賀
県
大
津
市
に
あ
る

巨
岩
を
指
す
︒

（
67
）
﹃
大
朝
﹄
一
九
二
一
年
四
月
十
七
日
一
面
︒
引
用
文
中
に
は
差
別
表
現
が
使
用
さ
れ
て

い
る
が
︑
原
文
史
料
か
ら
の
引
用
で
あ
り
︑
そ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

留
意
さ
れ
た
い
︒

（
68
）
水
上
七
郎
﹁
新
聞
記
者
を
悪
罵
す
と
の
新
聞
記
事
に
就
い
て
﹂﹃
誓
之
御
柱
﹄（
奉
公
会
︑

一
九
二
一
年
）
五
九
～
六
二
頁
︒

（
69
）
水
上
同
右
︑
六
三
頁
︑
六
六
～
六
七
頁
︒

（
70
）
﹃
大
朝
﹄
一
九
二
一
年
二
月
二
十
二
日
一
面
︒
知
事
は
堀
田
義
次
郎
︑
内
務
部
長
は
島

内
三
郎
で
あ
る
︒

（
71
）
﹃
通
常
県
滋
賀
縣
會
會
議
録
﹄
第
四
号
︑
一
九
二
二
年
十
一
月
二
十
九
日
︑
六
頁
︒
発

言
者
中
村
七
右
衛
門
は
野
洲
郡
選
出
議
員
︒
以
下
単
に
﹃
県
会
会
議
録
﹄
と
表
記
す
る
︒

（
72
）
﹃
県
会
会
議
録
﹄
第
四
号
︑
一
九
二
二
年
十
一
月
二
十
九
日
︑
六
～
一
〇
頁
︒
発
言
者

で
あ
る
井
用
常
蔵
お
よ
び
青
木
亮
貫
は
共
に
甲
賀
郡
選
出
の
県
会
議
員
︒

　
な
お
︑
水
上
警
察
部
長
時
代
（
一
九
二
一
年
及
び
一
九
二
二
年
）
を
除
け
ば
︑
前
後

五
年
間
（
一
九
一
七
～
一
九
二
七
年
）
の
警
察
関
連
の
歳
費
を
決
め
る
県
議
会
第
一
読

会
に
︑
当
時
の
警
察
部
長
も
し
く
は
県
警
視
が
参
与
と
し
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
（
一
九
二
一
年
は
警
察
関
係
者
へ
の
質
問
な
し
）︒
そ
の
た
め
質
問
が
あ
っ
た

一
九
二
二
年
に
は
︑
管
轄
外
で
は
あ
る
が
︑
島
内
内
務
部
長
が
代
理
で
対
応
に
あ
た
っ

て
い
る
︒
な
お
︑
議
事
録
に
は
県
議
会
で
再
び
こ
の
問
題
を
取
沙
汰
す
る
こ
と
も
厭い
と

わ

な
い
と
い
う
発
言
が
あ
る
が
︑
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒

（
73
）
﹃
県
会
会
議
録
﹄
第
三
号
︑
一
九
二
三
年
十
一
月
二
十
九
日
︑
二
五
～
二
六
頁
︒
発
言

者
で
あ
る
田
中
養
達
は
阪
田
郡
選
出
議
員
︒

（
74
）
﹃
県
会
会
議
録
﹄
第
三
号
︑
一
九
二
三
年
十
一
月
二
十
九
日
︑
二
六
～
二
九
頁
︒

（
75
）
齋
藤
前
掲
﹁
故
水
上
君
追
善
﹂﹃
維
新
﹄
第
一
巻
第
四
号
︑
七
八
頁
︒

（
76
）
御
進
講
の
詳
細
な
内
容
の
分
析
と
そ
の
後
の
筧
と
貞
明
皇
后
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑

前
掲
の
拙
稿
﹁
筧
克
彦
の
皇
族
論
﹂（﹃
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
﹄
第

一
〇
七
号
）
で
明
ら
か
に
し
た
︒
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（
77
）
﹁
大
正
十
三
年
五
月
二
十
七
日
﹂﹃
貞
明
皇
后
実
録
﹄
巻
二
五
︹
識
別
番
号:

七
一
〇
八
三
︺（
書
陵
部
編
修
課
貞
明
皇
后
実
録
編
纂
部
︑
一
九
五
九
年
）
四
四
頁
︒

（
78
）
同
右
︑
一
一
三
頁
︒
前
掲
﹃
国
定
公
園
　
琵
琶
湖
多
景
島
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
﹄︒

（
79
）
同
右
︑
三
九
一
頁
︒

（
80
）
﹃
大
朝
﹄
一
九
二
四
年
十
一
月
九
日
一
面
︒
な
お
︑
こ
の
年
に
貞
明
皇
后
の
関
西
行
啓

が
行
わ
れ
た
が
︑
そ
の
際
に
皇
后
は
筧
が
考
案
し
た
皇
國
運
動
を
元
女
官
た
ち
に
直
接

指
導
し
て
い
る
（
十
二
月
四
日
︑
一
〇
五
頁
）︒
ま
た
行
啓
の
帰
路
彦
根
附
近
か
ら
湖
上

に
浮
か
ぶ
多
景
島
を
眺
望
し
︑﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
の
様
子
を
見
物
し
て
い
る
（﹁
大
正

十
五
年
一
二
月
十
日
﹂﹃
貞
明
皇
后
実
録
﹄
巻
二
十
五
︑一
一
三
頁
）︒

（
81
）
水
上
七
郎
﹃
一
厘
實
行
會
趣
旨
﹄（
私
家
版
︑
一
九
二
二
年
）
巻
末
︒

（
82
）
水
上
七
郎
﹃
國
之
礎
﹄（
私
家
版
︑
一
九
二
四
年
）
巻
末
︒

（
83
）
﹁
多
景
島
及
び
誓
の
御
柱
に
就
て
﹂﹃
滋
賀
県
行
政
文
書
﹄
昭
和
せ
︱
五
五
（﹃
新
修
彦

根
市
史
﹄
第
九
巻
第
一
八
〇
号
﹇
彦
根
市
︑
二
〇
〇
五
年
﹈︑
三
九
〇
頁
に
も
収
録
）︒

（
84
）
同
右
（
三
九
二
頁
）︒

（
85
）
﹃
近
江
實
業
新
聞
﹄
一
九
二
六
年
三
月
九
日
一
面
︒

（
86
）
﹃
近
江
實
業
新
聞
﹄
一
九
二
六
年
三
月
三
十
一
日
一
面
︒
ま
た
︑
そ
の
後
の
打
ち
上
げ

を
彥
根
高
等
商
業
学
校
で
行
っ
て
い
る
︒

（
87
）
前
掲
﹁
多
景
島
及
び
誓
の
御
柱
に
就
て
﹂
三
九
〇
頁
︒

（
88
）
﹃
近
江
實
業
新
聞
﹄
一
九
二
六
年
四
月
一
日
一
面
︒

（
89
）
筧
克
彥
﹁
故
水
上
七
郎
君
の
思
出
﹂﹃
皇
學
會
雜
誌
　
神
な
が
ら
﹄
第
一
巻
第
八
号
︑

一
九
二
八
年
︒

（
90
）
一
九
三
〇
年
三
月
二
十
七
日
　
滋
賀
縣
秘
第
一
二
四
号
　
滋
賀
縣
官
房
主
事
よ
り
京

都
府
官
房
主
事
宛
﹁
昭
和
五
年
四
月
七
日
閑
院
宮
殿
下
琵
琶
湖
御
巡
覧
ニ
就
テ
其
ノ
御

行
程
及
御
召
船
﹁
み
ど
り
丸
﹂
ニ
御
供
乗
船
ス
ル
者
竝
御
昼
食
陪
席
者
﹂﹃
閑
院
宮
殿
下

御
來
縣
︑
御
日
程
に
関
す
る
一
件
書
類
﹄︑
滋
賀
県
県
政
史
料
室
所
蔵
︒

（
91
）
一
九
三
〇
年
三
月
二
十
五
日
　
滋
賀
県
残
第
一
六
五
三
号
　
彥
根
警
察
署
長
よ
り
滋

賀
県
警
察
部
長
宛
﹁
多
景
島
實
地
見
分
ノ
件
﹂﹃
閑
院
宮
殿
下
御
來
縣
︑
御
日
程
に
関
す

る
一
件
書
類
﹄︑
滋
賀
県
県
政
史
料
室
所
蔵
︒

（
92
）
一
九
三
〇
年
五
月
七
日
　
滋
賀
県
秘
第
二
〇
七
号
　
官
房
主
事
よ
り
閑
院
宮
附
浮
田

宮
内
事
務
官
宛
﹁
御
手
植
松
保
護
方
法
ノ
件
申
報
﹂﹃
閑
院
宮
殿
下
御
來
縣
︑
御
日
程
に

関
す
る
一
件
書
類
﹄︑
滋
賀
県
県
政
史
料
室
所
蔵
︒

（
93
）
一
九
三
〇
年
代
半
ば
以
降
筧
克
彥
の
社
会
的
影
響
力
が
低
下
し
た
た
め
だ
と
考
え
ら

れ
る
（
星
野
輝
興
﹁
後
生
可
畏
﹂﹃
皇
國
時
報
﹄
第
五
〇
六
号
︑
一
九
三
三
年
十
月
十
一

日
︑
六
頁
）︒

（
94
）
前
掲
﹁
主
權
囘
復
國
民
會
議
の
發
足
と
當
面
の
事
業
計
画
﹂﹃
八
重
雲
﹄
第
三
一
号
︑

一
九
八
四
年
︑
二
～
三
頁
︒

（
95
）
﹁
多
景
島
を
大
々
的
に
宣
伝
　
誓
の
御
柱
顕
揚
運
動
﹂﹃
大
阪
朝
日
新
聞
　
滋
賀
版
﹄

一
九
三
八
年
四
月
二
十
二
日
（﹃
新
修
彦
根
市
史
﹄
第
九
巻
︑
彦
根
市
教
育
委
員
会
︑

二
〇
〇
五
年
︑
四
三
〇
頁
）︒

（
96
）
﹁
磯
田
尋
常
高
等
小
学
校
々
歌
﹂（
昭
和
七
年
六
月
二
十
三
日
認
可
）﹃
磯
田
尋
常
小
學

校
郷
土
資
料
第
二
輯
﹄
滋
賀
県
彦
根
市
立
図
書
館
所
蔵
資
料
︒

  

作
者
不
明
﹁
多
景
島
﹂（
一
九
三
二
年
夏
ご
ろ
作
成
？
）﹃
磯
田
尋
常
小
学
校
郷
土
資
料
第

二
輯
﹄
滋
賀
県
彦
根
市
立
図
書
館
所
蔵
資
料
︒
見
せ
消
ち
は
原
文
通
り
︒

（
97
）
ほ
か
に
は
弁
護
士
の
大
和
田
茂
樹
が
中
心
と
な
っ
て
創
刊
し
た
雑
誌
﹃
維
新
﹄
も
あ

る
が
︑
筆
者
が
現
存
を
確
認
で
き
た
の
は
第
一
巻
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
で
あ
り
︑

﹃
い
や
さ
か
﹄
ほ
ど
長
続
き
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

（
99
）
﹃
い
や
さ
か
﹄
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
は
筧
克
彥
の
教
え
子
で
あ
る
守
屋
栄
夫
（
内
務
官

僚
︑
衆
議
院
議
員
︑
塩
竈
市
長
）
の
文
書
群
で
あ
る
守
屋
栄
夫
文
書
（
国
文
学
研
究
資

料
館
蔵
）
を
基
に
調
査
し
た
︒
な
お
︑﹃
い
や
さ
か
﹄
の
目
次
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
︑
今

回
は
紙
幅
の
都
合
上
省
く
が
︑
将
来
的
な
公
開
を
期
し
た
い
︒

（
100
）
﹁
大
日
本
彌
榮
會
ノ
進
展
﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
一
三
号
︑
一
九
二
九
年
︑
一
～
二
頁
︒

会
の
発
足
と
隔
月
で
発
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
︑
お
そ
ら
く
一
九
二
七
年
ご

ろ
に
創
刊
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
創
刊
号
は
未
発
見
︒

（
101
）
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
︑
筧
や
水
上
の
思
想
は
国
民
精
神
総
動
員
運
動
と
は
一
見
強
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い
親
和
性
・
連
続
性
を
持
ち
な
が
ら
も
︑
滋
賀
の
事
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
国
民
精

神
総
動
員
運
動
（
一
九
三
七
～
四
五
年
）
が
盛
ん
に
な
る
こ
ろ
に
は
却
っ
て
筧
た
ち
の

活
動
は
低
迷
し
て
い
る
︒
な
ぜ
筧
た
ち
が
低
迷
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の

検
討
課
題
で
あ
る
が
︑
一
九
三
六
年
に
雑
誌
﹃
い
や
さ
か
﹄
で
大
日
本
彌
榮
會
の
会
長

で
あ
る
二
荒
を
は
じ
め
と
す
る
幹
部
が
︑
会
活
動
の
低
迷
の
吐
露
と
国
体
明
徴
運
動
以

降
の
国
体
論
の
氾
濫
に
つ
い
て
の
苦
言
を
呈
し
て
い
る
（
二
荒
芳
徳
﹁
時
事
危
言
（
其

二
）﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
六
六
号
︑
一
九
三
六
年
）︒
な
お
︑
自
身
の
活
動
の
低
迷
を
打
開

す
べ
く
二
荒
は
そ
の
後
日
本
の
特
性
を
海
外
に
宣
伝
す
る
重
要
性
を
説
く
﹁
八
紘
一

宇
﹂
論
︑
さ
ら
に
は
そ
の
実
現
の
た
め
に
臣
民
の
主
体
性
を
強
調
す
る
﹁
八
紘
為
宇
﹂

論
を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
（
昆
野
前
掲
﹁
神
道
的
国
体
論
の
帰
結
﹂
平
成
二
十
七
～

二
十
九
年
度
　
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
研
究
成
果
報
告
書
﹃
国
家
神

道
と
国
体
論
に
関
す
る
学
際
的
研
究
﹄）︒

（
102
）
﹁
消
息
情
報
﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
二
巻
第
四
号
︑
一
九
二
八
年
︑
巻
末
︒

（
103
）
﹁
編
輯
後
記
﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
七
二
号
︑
一
九
三
六
年
︑
一
二
頁
︒

（
104
）
前
掲
﹁
大
日
本
彌
榮
會
ノ
進
展
﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
一
三
号
︑
一
～
二
頁
︒

（
105
）
﹃
い
や
さ
か
﹄
第
一
四
号
︑
一
九
二
九
年
︒

（
106
）
﹁
大
日
本
彌
榮
會
規
約
﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
一
五
号
︑
一
九
二
九
年
︑
一
二
頁
︒

（
107
）
渡
邊
八
郎
﹁
筧
先
生
謝
恩
會
に
於
け
る
　
経
過
報
告
﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
七
〇
号
︑

一
九
三
六
年
︑
一
〇
～
一
一
頁
︒

（
108
）
瀧
本
豊
之
輔
﹁
五
箇
条
御
誓
文
に
就
て
﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
六
六
号
︑
一
九
三
六
年
︑

四
頁
を
元
に
作
成
し
た
︒
こ
の
う
ち
③
と
⑦
以
外
は
現
存
し
て
い
る
︒

（
109
）
﹃
い
や
さ
か
﹄
第
一
三
号
︑
一
九
二
九
年
三
月
二
十
日
︒

（
110
）
（
図
三
）
は
秋
田
県
寒
風
山
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂（
二
〇
一
六
年
十
一
月
十
四
日
筆
者
撮

影
）︒

（
111
）
﹃
皇
學
會
雜
誌
　
神
な
が
ら
﹄
に
つ
い
て
は
︑
拙
報
告
﹁﹃
皇
學
會
雜
誌
　
神
な
が
ら
﹄

に
お
け
る
祭
政
一
致
論
の
展
開
︱
︱
大
日
本
弥
栄
会
雑
誌
﹃
い
や
さ
か
﹄
と
の
関
わ
り

を
踏
ま
え
て
﹂
日
文
研
共
同
研
究
会
﹁
明
治
日
本
の
比
較
文
明
史
的
考
察
︱
︱
そ
の
遺

産
の
再
考
﹂（
二
〇
一
六
年
七
月
）
で
詳
し
く
述
べ
た
︒
近
日
中
に
論
文
化
す
る
予
定
で

あ
る
︒

（
112
）
﹁
明
治
二
三
年
三
月
　
日
本
初
陸
海
軍
聯
合
大
演
習
　
明
治
天
皇
乙
川
村
行
幸
全
記

録
﹂﹃
知
多
郷
土
史
往
来
﹄
第
一
号
（
は
ん
だ
郷
土
史
研
究
会
︑
二
〇
〇
九
年
）︒

（
113
）
中
村
正
元
﹁
知
多
に
於
け
る
誓
の
御
柱
除
幕
式
に
臨
み
て
﹂﹃
い
や
さ
か
﹄
第
一
三
号
︑

一
九
二
九
年
︑
六
頁

（
114
）
ま
た
︑
大
日
本
彌
榮
會
が
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
愛
知
県
あ
ま
市
十
二

所
社
と
愛
西
市
大
野
山
町
に
石
で
造
ら
れ
た
﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
二
基
確
認
さ
れ
て
い
る

（
伊
藤
前
掲
﹁
誓
い
の
御
柱
（
五
箇
条
の
御
誓
文
）﹂﹃
学
芸
員
と
歩
く
﹄
一
一
三
頁
）︒

あ
ま
市
の
も
の
に
は
五
面
に
五
箇
条
の
御
誓
文
が
彫
ら
れ
︑
台
座
に
﹁
大
正
十
五
年
四

月
建
立
　
森
山
青
年
會
﹂
と
刻
ま
れ
て
い
る
（
先
述
の
伊
藤
厚
史
は
﹁
大
正
二
年
四
月

建
之
　
森
田
□
辻
□
太
郎
﹂
と
判
読
し
て
い
る
が
︑
筆
者
が
現
地
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑

こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
）︒
ま
た
愛
西
市
の
石
碑
に
は
五
箇
条
の
御
誓
文
と
︑
一
九
二
三
年

に
大
野
山
青
年
会
が
建
立
し
た
と
い
う
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
石
碑
の
年
号
に
間
違

い
が
な
け
れ
ば
︑
滋
賀
県
多
景
島
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
よ
り
も
早
く
記
念
碑
と
し
て
建
設

さ
れ
た
最
初
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
で
あ
る
と
言
え
る
︒

　
こ
の
二
基
の
﹁
誓
の
御
柱
﹂
が
建
設
さ
れ
た
契
機
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
︑
名

古
屋
の
有
名
な
新
聞
記
者
で
あ
る
亀
山
半
眠
が
﹁
誓
の
御
柱
﹂
運
動
を
評
価
し
︑
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
﹃
誓
之
御
柱
﹄
に
も
寄
稿
し
て
い
る
の
で
︑
愛
知
県
に
は
ほ
か
の
地
域
よ
り

も
早
い
段
階
で
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
い
ず
れ
さ
ら
な
る
検
討

を
加
え
た
い
︒

（
115
）
﹁
四
日
市
諏
訪
公
園
の
誓
の
御
柱
除
幕
式
　
市
民
壇
の
竣
工
式
と
ゝ
も
に
　
八
日
盛
大

に
挙
行
さ
る
﹂﹃
伊
勢
新
聞
﹄
一
九
三
四
年
四
月
九
日
二
面
︒

（
116
）
北
野
保
﹁
歴
史
展
望
・
四
日
市
発
～
近
代
日
本
・
国
づ
く
り
の
原
点
﹂﹃
諏
訪
公
園
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
﹄（
四
日
市
市
︑
二
〇
一
〇
年
）
一
頁
︒

（
117
）
﹃
山
形
県
史
　
拓
殖
編
﹄（
山
形
県
︑
一
九
七
一
年
）
三
〇
八
頁
︒

（
118
）
西
垣
喜
代
次
﹁
新
道
場
落
成
ま
で
﹂﹃
弥
榮
﹄
第
一
二
三
号
︑
一
九
三
二
年
︑
二
三
頁



166

（
119
）
同
右
︑
三
一
頁

（
120
）
同
右
︑
二
三
頁
︒﹁
編
輯
後
記
﹂﹃
弥
榮
﹄
第
一
一
九
号
︑
一
九
三
二
年
︑
三
一
頁
︒

そ
れ
ぞ
れ
山
形
県
聯
合
青
年
団
総
裁
︑
同
青
年
団
長
と
し
て
奉
納
し
て
い
る
︒

（
121
）
筧
克
彥
﹁
萩
野
開
墾
事
業
及
大
高
根
新
道
場
落
成
式
誓
の
御
柱
除
幕
式
を
こ
と
ほ
ぎ

て
﹂﹃
弥
榮
﹄
第
一
二
三
号
︑
一
九
三
二
年
︑
一
頁
︒

（
122
）
﹁
自
衛
隊
に
取
り
壊
さ
れ
た
﹁
誓
之
御
柱
﹂﹂﹃
八
重
雲
﹄
第
三
二
号
︑
一
九
八
四
年
︑

二
頁
︒

（
123
）
中
川
重
春
﹁﹁
誓
之
御
柱
﹂
完
成
に
際
し
て
謹
ん
で
感
謝
の
意
を
表
す
﹂﹂﹃
秋
田
半
島

新
報
﹄
一
九
三
〇
年
一
〇
月
二
十
四
日
一
面
︑﹃
男
鹿
市
の
文
化
財
　﹃
秋
田
半
島
新
報
﹄

︹
昭
和
五
年
刊
行
分
︺
復
刻
版
﹄
第
一
七
集
（
男
鹿
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
一
一
年
）
所

収
︑
一
三
一
頁
︒

（
124
）
﹁
誓
の
御
柱
﹂﹃
文
化
財
オ
ン
ラ
イ
ン
﹄（http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/232591

）︒

二
〇
一
八
年
一
月
二
十
二
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
125
）
秋
山
福
次
郎
﹁
誓
の
御
柱
沿
革
抄
史
﹂（
一
九
七
四
年
）︑
伊
東
博
編
﹃
伊
東
晃
璋
遺

稿
集
﹄（
私
家
版
︑
一
九
七
七
年
）
三
六
～
三
七
頁
︒
建
設
当
時
は
寒
風
山
の
山
頂
に

あ
っ
た
が
︑
一
九
六
四
年
に
展
望
台
を
造
る
た
め
に
西
に
少
し
離
れ
た
場
所
に
移
設
し

た
︒
な
お
︑
琴
湖
と
は
秋
田
県
男
鹿
半
島
に
あ
る
八
郎
潟
の
異
称
で
あ
る
︒

（
126
）
伊
東
晃
璋
﹁
夏
期
大
学
の
経
営
に
つ
い
て
﹂（
一
九
二
一
年
）︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
﹄

二
六
頁
︒

（
127
）
夏
季
大
学
は
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
三
一
年
の
間
に
全
十
一
回
開
催
さ
れ
て
い
る

（﹃
男
鹿
市
史
﹄
上
巻
︑
男
鹿
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
五
年
︑
一
一
六
四
～
一
一
六
五

頁
）︒

（
128
）
渡
部
誠
一
郎
﹃
中
川
重
春
・
伝
﹄（
秋
田
魁
新
報
社
︑
一
九
九
〇
年
）
二
七
三
頁
︒
中

川
重
春
は
船
川
電
気
︑
中
川
汽
船
な
ど
の
複
数
の
会
社
を
経
営
し
︑
一
九
二
三
年
か
ら

は
県
会
議
員
を
務
め
︑
男
鹿
船
川
港
の
整
備
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
︒﹁
誓
の
御
柱
﹂

建
設
後
は
衆
議
院
議
員
︑
船
川
港
町
長
︑
男
鹿
市
長
を
務
め
て
い
る
︒

（
129
）
﹃
男
鹿
市
史
﹄
上
巻
︑
一
一
六
四
頁
︒

（
130
）
伊
東
博
﹁
序
に
か
え
て
﹂︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
﹄
ⅱ
頁
︒

（
131
）
伊
東
晃
璋
﹁
履
歴
書
﹂︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
﹄︒

（
132
）
畠
山
花
城
﹁
誓
の
御
柱
と
伊
東
君
﹂（
一
九
三
〇
年
）︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
﹄
二
〇
八

頁
︒

（
133
）
同
右
︑
二
〇
九
頁
︒

（
134
）
姓
名
判
断
博
士
﹁
南
秋
の
校
長
を
描
く
︱
︱
伊
東
校
長
﹂（
一
九
三
二
年
）︑﹃
伊
東
晃

璋
遺
稿
集
﹄
二
一
二
頁
︑
覆
面
記
者
﹁
南
秋
田
五
部
会
選
出
常
議
員
﹂︑﹃
伊
東
晃
璋
遺

稿
集
﹄
二
一
五
～
二
一
六
頁
︒

（
135
）
伊
東
晃
璋
﹁
落
穂
を
拾
ふ
て
﹂（
一
九
三
〇
年
）︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
﹄
五
〇
頁
︒

（
136
）
同
右
︒

（
137
）
﹁
誓
の
御
柱
建
設
と
男
鹿
夏
期
大
学
﹂﹃
秋
田
半
島
新
報
﹄
一
九
三
〇
年
五
月
一
日
二

面
（﹃
男
鹿
市
の
文
化
財
﹄
第
一
七
集
︑
六
四
頁
）︒﹁
誓
の
御
柱
の
地
鎮
祭
に
　
参
列
者

三
千
人
　
二
荒
伯
も
臨
席
し
て
﹂﹃
秋
田
半
島
新
報
﹄
一
九
三
〇
年
八
月
十
一
日
二
面

（﹃
男
鹿
市
の
文
化
財
﹄
第
一
七
集
︑
一
〇
四
頁
）︒

（
138
）
中
川
前
掲
﹁﹁
誓
之
御
柱
﹂
完
成
に
際
し
て
謹
ん
で
感
謝
の
意
を
表
す
﹂
一
三
一
頁
︒

（
139
）
黒
眼
生
﹁﹁
誓
之
御
柱
﹂
宣
伝
　
行
脚
の
記
（
四
）﹂﹃
秋
田
半
島
新
報
﹄
一
九
三
〇
年

十
月
一
日
三
面
（﹃
男
鹿
市
の
文
化
財
﹄
第
一
七
集
︑
一
二
五
頁
）︒﹁
婦
人
会
︑
御
柱
の

石
磨
き
を
奉
仕
﹂﹃
秋
田
半
島
新
報
﹄
一
九
三
〇
年
十
月
一
日
二
面
（﹃
男
鹿
市
の
文
化

財
﹄
第
一
七
集
︑
一
二
四
頁
）︒
黒
眼
生
﹁﹁
誓
之
御
柱
﹂
宣
傳
　
行
脚
の
記
（
六
）﹂﹃
秋

田
半
島
新
報
﹄
一
九
三
〇
年
十
月
十
一
日
三
面
（﹃
男
鹿
市
の
文
化
財
﹄
第
一
七
集
︑

一
二
九
頁
）︒

（
140
）
伊
東
晃
璋
﹁
自
序
﹂（
一
九
一
四
年
執
筆
）︑
伊
東
博
編
﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
・
別
冊

　
小
学
教
師
の
ノ
ー
ト
﹄（
私
家
版
︑
一
九
七
六
年
）︒

（
141
）
伊
東
博
﹁
編
者
注
﹂︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
﹄
二
四
七
頁
︒

（
142
）
伊
東
晃
璋
﹁
本
願
寺
編
纂
課
へ
の
記
者
志
望
の
書
簡
﹂︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
﹄

二
四
七
～
二
四
八
頁
︒

（
143
）
同
右
︑
二
四
八
頁
︒
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（
144
）
伊
東
晃
璋
﹁
教
育
宗
教
交
渉
論
﹂（
一
九
一
四
年
執
筆
）︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
・
別
冊

　
小
学
教
師
の
ノ
ー
ト
﹄
八
九
頁
︒

（
145
）
同
右
︒

（
146
）
同
右
︑
八
八
頁
︒

（
147
）
伊
東
晃
璋
﹁
滞
京
通
信
﹂（
一
九
二
九
年
）︑﹃
伊
東
晃
璋
遺
稿
集
﹄
一
一
七
頁
︒

（
148
）
同
右
︒

（
149
）
同
右
︑
一
一
八
～
一
一
九
頁
︒

（
150
）
同
右
︑
一
一
九
頁
︒

（
151
）
秋
山
福
次
郎
﹁
國
家
的
こ
の
清
業
を
　
夏
季
大
学
開
講
十
年
記
念
に
﹂
一
九
三
〇
年

七
月
二
十
一
日
三
面
（﹃
男
鹿
市
の
文
化
財
﹄
第
一
七
集
︑
九
七
頁
）︒
和
田
（
高
良
）

富
子
（
一
八
九
六
～
一
九
九
三
年
）
は
教
育
研
究
家
で
あ
り
︑
戦
後
政
治
家
に
な
っ
た
︒

（
152
）
伊
東
晃
璋
﹁﹃
誓
の
御
柱
﹄
工
事
完
成
す
る
ま
で
﹂﹃
秋
田
半
島
新
報
﹄
一
九
三
〇
年

十
月
二
十
日
二
面
（﹃
男
鹿
市
の
文
化
財
﹄
第
一
七
集
︑
一
三
二
頁
）︒

（
153
）
こ
う
し
た
戦
前
の
地
域
に
お
け
る
宗
教
者
の
社
会
活
動
に
つ
い
て
︑
地
域
の
在
地
神

職
の
そ
れ
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
︑
畔
上
直
樹
﹃﹁
村
の
鎮
守
﹂
と
戦
前
日
本
︱
︱
﹁
国

家
神
道
﹂
の
地
域
社
会
史
﹄（
有
志
舎
︑
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
︒

付
記
：
本
稿
は
二
〇
一
六
年
度
大
阪
歴
史
学
会
近
代
史
部
会
個
人
報
告
﹁
大
正
後
期
か
ら

昭
和
初
期
に
か
け
て
の
明
治
天
皇
の
顕
彰
運
動
に
つ
い
て
︱
︱
五
箇
条
の
御
誓
文
顕
彰
碑

﹁
誓
の
御
柱
﹂
建
設
運
動
を
中
心
に
﹂
を
も
と
に
成
稿
し
た
︒
同
会
で
皆
様
か
ら
有
意
義
な

ご
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
な
お
本
稿
は
平
成
二
十
八
年

度
笹
川
科
学
研
究
助
成
﹁﹁
誓
の
御
柱
﹂
設
置
運
動
の
展
開
︱
︱
筧
克
彥
と
一
笑
会
に
よ
る

明
治
維
新
の
顕
彰
に
つ
い
て
﹂（
番
号
：
二
八
︱
一
〇
七
）
の
成
果
の
一
部
で
す
︒

謝
辞
：
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
︑
勝
見
龍
照
氏
（
見
塔
寺
住
職
）・
昆
野
伸
幸
氏
（
神
戸
大

学
准
教
授
）
か
ら
史
料
提
供
を
受
け
ま
し
た
︒
ま
た
︑
滋
賀
県
県
政
史
料
室
︑
同
議
会
事

務
局
︑
栗
東
市
歴
史
民
俗
博
物
館
︑
彦
根
市
教
育
委
員
会
︑
同
市
立
図
書
館
︑
米
原
市
教

育
委
員
会
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
に
史
料
閲
覧
の
便
宜
を
諮
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
こ

こ
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
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は
じ
め
に

　
橋
本
平
八
（
一
八
九
七
︱
一
九
三
五
）
は
三
重
県
度
会
郡
四
郷
村
（
現
・
伊
勢

市
）
に
生
ま
れ
た
︒
彼
が
育
っ
た
生
家
は
︑
進
取
と
文
化
的
な
気
風
に
富
ん
で

い
た
と
言
わ
れ
︑
彼
が
異
色
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
木
彫
作
家
で
あ
る
こ
と
も
︑

こ
う
し
た
生
家
の
環
境
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
橋
本
の
作
家
活
動
は
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
の
日
本
美
術
院
再
興
第
九

回
展
覧
会
出
品
に
始
ま
る
︒
そ
の
仕
事
ぶ
り
は
︑
木
を
生
か
し
︑
木
材
に
生
命

を
与
え
る
も
の
と
し
て
︑
院
展
同
人
の
石
井
鶴
三
ら
の
称
賛
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
そ
の
キ
ャ
リ
ア
の
初
期
に
お
い
て
は
︑
院
展
の
木
彫
作
家
佐

藤
朝
山
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
彼
は
木
彫
技
術
の
正
統
派
と
し
て
の

評
価
が
高
い
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
彼
の
場
合
︑
卓
越
し
て
い
る
は
ず
の
技
能
が
︑
却
っ
て
そ
の
発

表
作
品
を
難
解
な
も
の
に
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
︒
自
身
の
院
展
出
品
作

を
﹁
何
れ
も
自
分
の
彫
刻
の
道
程
の
尖
端
を
指
示
す
る
最
も
鮮
明
な
る
も
の
﹂

（
1
）

と
し
て
特
別
扱
い
す
る
橋
本
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
例
外
的
と
も
い
え
る
技
法
的
処

置
を
施
す
こ
と
で
既
存
の
正
統
派
を
超
え
出
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
︒︽
裸

形
少
年
像
︾（
挿
図
１
）︑︽
石
に
就
い
て
︾︑︽
花
園
に
遊
ぶ
天
女
︾
な
ど
は
︑

彼
の
院
展
出
品
作
の
中
で
も
刃
物
の
扱
わ
れ
方
に
顕
著
な
特
徴
が
あ
り
︑
そ
の

技
法
意
図
は
作
品
の
神
秘
的
な
様
相
と
相
俟ま

っ
て
謎
め
き
︑
論
議
を
呼
ん
で
き

た
︒
し
か
し
︑
そ
の
技
法
に
関
す
る
橋
本
自
身
の
説
明
は
乏
し
く
︑
彼
独
特
の

橋
本
平
八
《
裸
形
少
年
像
》
と
木
材
の
克
服

―
―
木
彫
と
「
木
製
の
彫
刻
」
を
分
け
る
眼
差
し

福
江
良
純
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論
法
に
よ
る
彫
刻
論
も
作
品
を
ベ
ー
ル
に
包
む
ば
か
り
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ま
で
は
︑
そ
う
し
た
謎
め
い
た
神
秘
性
を
も
っ
て
橋
本
の
特
質
と
し
て

括く
く

ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
︑
こ
の
見
方
は
一
方
で
︑
作
者
の
人
物
像
と
作
品

が
持
つ
構
造
と
の
境
界
を
曖あ
い

昧ま
い

に
し
︑
橋
本
作
品
の
評
論
上
に
﹁
精
神
性
﹂
と

い
う
あ
る
種
の
バ
イ
ア
ス
を
形
成
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
そ
う
し
た
中
で
は
︑

多
く
の
場
合
︑
意
図
的
な
制
作
技
術
と
偶
発
的
な
事
態
と
の
混
同
が
生
じ
る
︒

本
研
究
が
取
り
上
げ
る
︽
裸
形
少
年
像
︾
の
︑
作
品
表
面
に
残
る
特
徴
的
な
刃

物
痕
と
背
面
に
裂
開
す
る
大
き
な
干
割
れ
の
問
題
は
そ
の
典
型
で
あ
る
︒

　
橋
本
の
制
作
法
に
関
し
て
︑
彼
に
日
本
木
彫
の
伝
統
へ
の
回
帰
を
認
め
よ
う

と
す
る
見
方
は
今
も
根
強
い
︒
も
っ
と
も
︑
橋
本
と
江
戸
末
期
の
造
像
僧
円
空

と
を
直
結
す
る
︑
か
つ
て
の
系
列
論
自
体
は
囁
さ
さ
や
か
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
系
列
論
の
成
立
要
件
の
ご
と
く
に
作
り
だ
さ
れ
た
﹁
円
筒
状

の
形
﹂︑﹁
木
心
﹂
な
ど
の
技
術
的
キ
ー
ワ
ー
ド
は
︑
橋
本
の
木
彫
態
度
を
集
約

す
る
と
み
な
さ
れ
︑
そ
こ
に
﹁
素
材
自
体
の
霊
性
﹂︑﹁
木
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
﹂
な

ど
の
特
殊
な
観
念
を
染
み
込
ま
せ
る
結
果
を
残
し
て
き
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
︑
筆
者
は
橋
本
平
八
の
︽
裸
形
少
年
像
︾
の
実
見

調
査
を
行
っ
た
︒︽
裸
形
少
年
像
︾
は
︑
戦
後
の
批
評
言
説
の
文
脈
を
形
成
し

た
代
表
作
で
あ
る
が
︑
筆
者
は
調
査
の
過
程
で
︑
橋
本
が
採
っ
た
技
法
処
置
と

作
品
形
態
上
の
諸
特
徴
が
︑
こ
れ
ま
で
の
作
品
評
と
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
特
定
し
て
い
っ
た
︒
こ
れ
ら
作
品
の
諸
特
徴
は
︑
彫
刻
技
法
の
原
理
と

橋
本
の
遺
稿
集
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄
に
お
け
る
言
説
と
を
結
び
合
わ
せ
る
物
証
と

し
て
︑
橋
本
の
制
作
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
本
研
究
は
︑
係
る
物
証
を
も
っ
て
︑
橋
本
に
永
ら
く
纏ま
と

わ
り
つ
い
て
き
た
評

論
上
の
定
型
文
か
ら
彼
を
解
放
し
︑
霊
性
観
念
を
も
っ
て
さ
れ
た
従
来
の
論
議

を
根
本
的
に
改
め
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
橋
本
が
︽
裸
形
少
年
像
︾
で
開
眼
し
た

﹁
素
材
﹂
の
新
境
地
を
拓
く
方
法
論
に
は
︑
伝
統
的
木
彫
を
﹁
近
代
彫
刻
﹂
へ

展
開
す
る
意
思
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

一
　
橋
本
平
八
の
時
代
と
制
作
技
術

 （
１
）
問
題
の
所
在

　
橋
本
平
八
の
︽
裸
形
少
年
像
︾
は
︑
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）︑
日
本
美
術

院
再
興
第
十
四
回
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
︑
同
年
の
院
展
同
人
推
挙
に
つ
な
が
っ

た
橋
本
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
は
橋
本
が
郷
里
三
重
県
朝あ
さ

熊ま

に
帰
郷
し
た
後
の
第
一
作
で
あ
り
︑
彼
の
自
立
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
象
徴
す
る
作

 挿図 1　橋本平八《裸形少年像》
昭和 2 年（1928）。東京藝術大
学所蔵。
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品
で
も
あ
る
︒

　
橋
本
が
彫
刻
界
で
活
躍
し
た
の
は
︑
作
品
︽
猫
︾
を
出
品
し
た
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）
の
第
九
回
展
か
ら
︑
第
二
二
回
展
に
︽
鷹
︾
を
出
品
す
る
昭
和

十
年
（
一
九
三
五
）
ま
で
の
十
四
年
間
の
出
来
事
で
あ
る
︒
こ
の
期
間
を
短
い

と
見
る
か
長
い
と
見
る
か
は
︑
比
較
す
る
対
象
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
︒
荻お
ぎ

原わ
ら

守も
り

衛え

（
一
八
七
九
︱
一
九
一
〇
）
が
僅
か
二
年
足
ら
ず
の
活
動
に
よ
っ
て
︑

日
本
彫
刻
史
の
源
流
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
に
比
べ
る
な
ら
ば
︑
十
一
点
の
院

展
出
品
作
を
残
し
た
活
動
は
︑
橋
本
の
評
価
を
高
め
る
の
に
十
分
に
長
い
︒
し

か
し
︑
今
日
ま
で
の
長
き
に
わ
た
っ
て
常
に
新
し
い
関
心
を
呼
び
覚
ま
す
作
品

の
影
響
力
に
鑑
み
る
な
ら
︑
三
十
八
歳
で
没
し
た
短
い
生
涯
は
ま
る
で
一
瞬
の

閃
光
の
よ
う
で
も
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
橋
本
の
存
在
は
荻
原
以
後
の
近

代
彫
刻
史
に
お
い
て
︑
最
重
要
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
何
故
か
橋
本
は
︑
あ
る
時
期
を
境
に
美
術
史
の
潮
流
か
ら
乖か
い

離り

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒

　
橋
本
作
品
の
批
評
言
説
は
戦
後
︑
そ
れ
も
昭
和
三
十
年
代
か
ら
大
き
く
転
回

す
る
こ
と
に
な
る（

2
）

︒
金
井
直
は
そ
こ
に
︑
橋
本
平
八
を
め
ぐ
る
戦
前
戦
後
の
評

価
の
断
絶
を
指
摘
す
る
︒
こ
の
断
絶
と
は
︑
表
現
を
変
え
る
な
ら
︑
橋
本
作
品

に
つ
い
て
の
展
覧
会
批
評
や
美
術
評
論
が
︑
美
術
史
研
究
の
俎
上
に
乗
っ
た
際

に
生
じ
た
様
変
わ
り
を
指
し
て
い
る
︒
戦
後
︑
橋
本
に
つ
い
て
の
論
考
は
︑
日

本
近
代
彫
刻
の
再
考
を
意
図
し
た
企
画
展
に
伴
っ
て
展
開
さ
れ
た
が
︑
本
来
︑

そ
こ
に
橋
本
を
美
術
史
に
お
け
る
特
殊
な
ケ
ー
ス
に
す
る
狙
い
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
︑
円
空
が
美
術
史
の
中
で
再
評
価

を
受
け
始
め
︑
そ
れ
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
く
過
程
の
中
で
近
代
彫
刻
史
と
の

思
わ
ぬ
混
線
が
生
じ
る
︒

　
戦
後
に
お
け
る
橋
本
の
再
評
価
な
ら
び
に
円
空
の
再
発
見
は
︑
そ
も
そ
も
は

ル
ー
ツ
の
異
な
る
互
い
に
独
立
し
た
事
象
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
橋
本
は
昭
和
六

年
（
一
九
三
一
）
に
大
き
な
感
銘
を
も
っ
て
円
空
仏
（
挿
図
２
）
と
の
偶
然
の

出
会
い
を
経
験
し
た
︒
も
っ
と
も
︑
そ
れ
自
体
は
彼
が
脳
溢
血
で
倒
れ
る
四
年

前
の
こ
と
で
あ
り
︑
橋
本
の
活
躍
そ
の
も
の
は
円
空
か
ら
の
影
響
に
よ
る
も
の

で
は
な
い（

3
）

︒
と
こ
ろ
が
︑
美
術
史
側
が
円
空
の
存
在
を
橋
本
の
文
章
を
通
し
て

知
る
と
い
う
あ
る
種
の
転
倒
に
よ
っ
て
︑
両
者
の
関
係
に
﹁
一
系
列
﹂
と
い
う

バ
イ
ア
ス
が
形
成
さ
れ
︑
今
日
の
論
説
に
も
深
い
根
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
︒

挿図 2　円空《両面宿儺像》。岐阜県千
光寺。木。出典：『近代の美術 16　円空と
橋本平八』至文堂、昭和 48 年（1973）。
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橋
本
と
円
空
の
結
び
付
き
を
﹁
近
代
木
彫
の
一
系
列
﹂
と
謳う
た

っ
て
打
ち
出
し

た
の
は
︑
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
に
本
間
正
義
が
﹃
國
華
﹄
に
掲
載
し

た
論
文
﹁
円
空
と
平
八
︱
︱
近
代
木
彫
の
一
系
列
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
お
い
て
︑

︽
裸
形
少
年
像
︾
は
︑﹁
円
筒
状
の
形
﹂
か
ら
導
出
さ
れ
る
﹁
求
心
力
﹂
と
い
う
︑

円
空
仏
に
通
じ
る
素
材
の
原
理
を
引
き
出
す
狙
い
か
ら
︑
背
中
の
干
割
れ
に
初

め
て
注
目
さ
れ
た
︒

　
確
か
に
︑
説
明
困
難
な
異
色
性
と
い
う
問
題
に
関
し
て
︑
造
像
僧
円
空
に

﹁
近
世
逸
格
派
的
﹂

（
4
）

な
位
置
を
与
え
て
橋
本
に
対
置
す
る
こ
と
は
︑
そ
の
当
時

と
し
て
は
卓
見
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
本
間
は
後
に
︑︽
裸
形
少
年
像
︾

の
表
面
に
残
る
刃
物
に
よ
る
線
状
痕
を
︑
同
じ
く
求
心
力
に
関
す
る
方
法
論
の

物
証
と
し
て
取
り
上
げ
︑
円
空
の
手
法
と
対
比
し
て
見
せ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

そ
れ
ら
に
は
︑
彫
刻
技
術
に
関
す
る
致
命
的
と
も
い
う
べ
き
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
が
孕は
ら

ま
れ
て
お
り
︑
却
っ
て
日
本
近
代
の
彫
刻
の
あ
り
方
に
対
す
る
問
い
の

範
疇
か
ら
︑
橋
本
を
締
め
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
つ
ま
り
︑
結
果
と
し
て
︑
橋
本
の
異
色
性
の
問
題
は
そ
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
︒

橋
本
の
問
題
の
所
在
は
こ
こ
に
あ
る
︒

（
２
）
異
色
性
と
「
素
材
」

　
橋
本
は
︑
生
前
か
ら
異
色
作
家
と
評
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
確
か
に
︑
喜

多
武
四
郎
な
ど
︑
院
展
の
同
門
作
家
か
ら
も
﹁
最
も
異
色
あ
る
驚
嘆
の
製
作
﹂︑

﹁
類
例
の
な
い
異
常
な
作
家
﹂
等
と
も
記
さ
れ
る
ほ
ど
︑
橋
本
に
は
形
容
し
が

た
く
際
立
つ
特
質
が
あ
っ
た（

5
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
橋
本
の
日
記
に
記
さ
れ
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
な
ど
か
ら
︑
彼
に
異
常
な
克
己
心
を
読
み
取
り
︑
そ
こ
に
﹁
深
い
精

神
性
と
斬
新
な
感
覚
﹂

（
6
）

の
根
源
を
求
め
て
い
く
の
は
戦
後
に
始
ま
っ
た
評
論
の

傾
向
で
あ
る
︒
橋
本
を
一
種
の
精
神
主
義
者
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
︑
作
品
の

神
秘
的
な
様
相
を
日
本
の
精
神
的
土
壌
に
馴
染
ま
せ
て
い
く
の
に
は
適
し
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
︒
確
か
に
︑
橋
本
は
強
い
自
覚
を
持
っ
た
木
彫
作
家
で
あ
り
︑

古
来
︑
木
材
は
様
々
な
構
造
物
や
造
形
物
と
し
て
日
本
の
精
神
的
風
土
を
形
成

し
て
き
た
︒

　
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
︑﹁
木
と
い
う
素
材
に
対
す
る
態
度
﹂
と
い
う
観

点
が
︑
橋
本
を
﹁
他
の
同
時
代
作
家
の
そ
れ
か
ら
際
立
た
せ
る
﹂
た
め
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る（

7
）

︒
こ
れ
は
︑
古
来
﹁
木
﹂
が
帯
び
る
霊
性
の
観
念
に
近
代

造
形
の
源
泉
の
一
つ
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
︑
こ
れ
ま
で
の
異
色
性
を
巡

る
評
論
の
基
調
と
言
え
る
︒
戦
後
の
一
時
期
︑
橋
本
に
こ
の
造
形
観
を
成
り
立

た
せ
る
た
め
に
繰
り
返
さ
れ
た
の
が
円
空
と
の
系
列
論
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
橋

本
は
円
空
仏
の
良
さ
に
気
付
い
た
人
物
で
あ
り
︑
思
い
切
り
の
良
い
鑿の
み

さ
ば
き

に
感
服
し
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
果
た
し
て
伝
統
的
な

精
神
風
土
を
培
つ
ち
か
っ
て
き
た
﹁
木
﹂
と
い
う
も
の
は
︑
橋
本
の
直
接
的
な
造
形
の

対
象
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　
木
に
よ
る
造
形
文
化
は
︑﹁
木
﹂
を
素
材
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
根
差
す

こ
と
は
自
明
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
木
材
を
用
い
る
こ
と
と
﹁
木
﹂
そ
の

も
の
を
造
形
表
現
の
対
象
に
す
る
こ
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
違
う
目
的
観
に
従
う
も
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の
と
し
て
︑
単
純
に
は
同
一
視
で
き
な
い
事
柄
の
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

橋
本
の
造
形
に
関
し
て
は
︑﹁
木
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
﹂
と
い
う
見
方
の
も
と
で
︑

表
現
手
段
で
あ
る
﹁
素
材
﹂
と
表
現
対
象
と
し
て
の
﹁
木
﹂
の
境
界
が
曖
昧
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る
︒
確
か
に
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
も
言
う
べ
き
観
念
が

根
底
に
あ
る
造
形
物
や
物
体
の
あ
り
方
は
︑
古
来
︑
人
間
の
精
神
的
活
動
の
一

面
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
を
も
っ
て
橋
本
の
素
材
観
を
律

す
る
見
方
は
︑
橋
本
作
品
を
彫
刻
以
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
括
っ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
︒

　
橋
本
の
異
色
性
が
︑
素
材
に
対
す
る
考
え
方
と
強
く
結
び
付
け
ら
れ
て
論
じ

ら
れ
て
き
た
の
は
他
で
も
な
く
︑
そ
の
扱
い
方
に
前
例
が
な
い
試
み
が
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
ら
は
円
空
の
鑿
さ
ば
き
の
模
倣
で
は
決
し
て

な
く
︑
素
材
に
対
す
る
橋
本
独
自
の
態
度
が
固
有
の
技
と
な
っ
て
︑
作
品
上
に

進
取
の
気
概
を
漲
み
な
ぎ

ら
せ
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
円
空
と
異
な
り
︑
橋

本
は
﹁
木
製
の
彫
刻
﹂

（
8
）

と
い
う
︑
む
し
ろ
﹁
木
﹂
の
性
質
を
超
え
た
先
に
︑
木

彫
の
新
境
地
を
展
望
し
て
い
た
︒
高
村
光
太
郎
（
一
八
八
三
︱
一
九
五
六
）
を

し
て
︑﹁
新
感
覚
の
木
彫
﹂

（
9
）

と
評
さ
せ
た
橋
本
の
制
作
は
︑﹁
木
彫
を
離
れ
て
彫

刻
を
思
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
﹁
彫
刻
精
神
﹂
の
覚
醒
に
ま
で
到
達

す
る（

10
）

︒
こ
の
覚
醒
の
道
程
に
は
︑
制
作
手
法
の
開
拓
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
は
︑

橋
本
を
身
近
で
見
守
っ
て
い
た
院
展
の
作
家
た
ち
の
眼
差
し
か
ら
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
彼
ら
は
橋
本
の
仕
事
ぶ
り
に
一
目
置
い
て
い
た
が
︑
そ
こ
に
は
理

由
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
当
時
の
木
彫
界
一
般
に
は
︑
院
展
系
作
家
が
懸
念
を

抱
く
技
術
的
風
潮
が
蔓ま
ん

延え
ん

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

（
３
）
直
彫
り
と
橋
本
平
八

　
当
時
の
院
展
で
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
石
井
鶴
三
（
一
八
八
七
︱

一
九
七
三
）
は
︑
橋
本
を
最
も
身
近
で
見
守
っ
て
い
た
一
人
で
あ
る
︒
橋
本
も

切
磋
琢
磨
し
た
院
展
の
彫
刻
研
究
所
は
︑
石
井
を
中
核
と
し
て
︑
木
村
五
郎
︑

喜
多
武
四
郎
ら
有
力
な
若
手
が
と
も
に
﹁
血
み
ど
ろ
に
な
っ
て
﹂
切
磋
琢
磨
し

て
い
た（

11
）

︒
中
で
も
石
井
は
橋
本
が
師
事
し
た
佐
藤
朝
山
の
友
人
で
あ
っ
た
だ
け

で
な
く
︑
透
徹
し
た
造
形
理
論
家
で
も
あ
り
︑
そ
の
観
点
か
ら
橋
本
を
高
く
評

価
し
て
い
た
︒
同
い
年
の
喜
多
と
橋
本
の
両
人
に
つ
い
て
︑
石
井
が
常
々
﹁
土

を
持
た
し
て
は
喜
多
君
︑
木
を
持
た
し
て
は
橋
本
君
﹂
と
言
っ
て
感
心
し
て
い

た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る（

12
）

︒
た
だ
し
︑
そ
う
し
た
評
価
も
決
し
て
無
条
件
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
喜
多
が
回
想
す
る
よ
う
に
︑﹁
容
赦
の
無
い
石

井
鶴
三
氏
の
意
見
﹂

（
13
）

に
よ
る
厳
し
い
研
鑽
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
石
井
は
﹁
橋
本
君
ぐ
ら
い
木
彫
の
コ
ツ
を
の
み
込
ん
で
い
た
人
は
少
な
い
﹂

（
14
）

と
振
り
返
る
が
︑
橋
本
へ
の
期
待
に
は
当
時
の
木
彫
に
関
わ
る
世
相
が
反
映
し

て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
木
彫
危
機
に
瀕
す
と
で
も
言
ひ
た
い
当
今
﹂

（
15
）

と
石
井
が
嘆

く
よ
う
に
︑
当
時
︑
多
く
の
木
彫
家
は
木
と
い
う
材
料
が
生
き
て
こ
な
い
﹁
星

取
り
法
﹂
に
よ
る
制
作
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
星
取
り
法
と
は
︑
明
治
前
期
︑
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
石
膏
原
型
を
石
材
等
に

転
写
す
る
複
製
技
術
で
あ
る
︒

（
16
）

元
来
︑
そ
れ
は
大
理
石
彫
刻
の
た
め
に
開
発
さ
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れ
た
手
法
で
あ
る
が
︑
高
村
光
雲
（
一
八
五
二
︱
一
九
三
四
）
一
門
に
代
表
さ

れ
る
木
彫
家
達
は
︑
西
洋
彫
刻
に
認
め
た
﹁
写
生
風
﹂
と
呼
ぶ
高
い
形
態
の
再

現
性
を
木
彫
に
転
用
す
る
手
段
と
し
て
積
極
的
に
採
用
し
て
い
っ
た
︒
こ
れ
は

一
時
︑
木
彫
技
法
の
主
流
と
な
る
ま
で
普
及
し
た
が
︑
形
態
の
再
現
を
単
純
な

機
械
的
操
作
で
可
能
に
す
る
た
め
︑
本
来
素
材
と
結
び
付
く
は
ず
で
あ
る
彫
刻

制
作
の
﹁
方
法
論
を
あ
い
ま
い
に
し
た
点
で
弊
害
を
伴
っ
た
﹂

（
17
）

こ
と
も
事
実
で

あ
る
︒
一
方
︑
そ
れ
に
対
す
る
反
省
的
自
覚
に
立
っ
た
在
野
系
の
作
家
は
直
彫

り
法
に
回
帰
す
る
傾
向
に
あ
っ
た（

18
）

︒

　
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
︑
橋
本
は
﹁
外
国
の
彫
刻
の
写
真
の
効
果
に
倣
ふ
︒

是
程
愚
か
な
事
は
無
い
と
思
ふ
︒
外
国
の
形
式
を
倣
つ
て
日
本
彫
刻
を
完
全
に

為
し
得
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
︒﹂

（
19
）

と
い
う
︑
複
製
手
法
に
追
従
し
な
い
意

思
の
表
明
を
も
っ
て
︑
直
彫
り
法
に
よ
る
制
作
を
押
し
進
め
て
い
た
︒﹁
日
本

彫
刻
の
研
究
は
余
が
即
生
命
﹂

（
20
）

と
宣
言
す
る
橋
本
に
は
︑
石
膏
原
型
を
写
す
こ

と
な
く
︑
直
接
材
料
に
当
た
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
根
底
に
強

く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（

21
）

︒
彼
が
︑
修
行
時
代
の
塑
像
を
一
度
も
発
表
し
て
い
な

い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
︒
彼
の
院
展
発
表
作
品
は
す
べ
て
直
彫
り
と
い
う
︑

﹁
最
初
か
ら
木
を
彫
る
﹂
手
法
に
従
っ
て
い
た
︒
そ
こ
に
は
院
展
内
で
問
わ
れ

て
く
る
彫
刻
の
在
り
方
が
強
く
影
響
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
信
念

を
持
っ
た
制
作
に
︑
周
囲
は
厚
い
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る（

22
）

︒

　
二
十
世
紀
以
降
︑
彫
刻
家
が
直
彫
り
法
へ
回
帰
す
る
の
は
︑
世
界
的
な
傾
向

で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
近
代
に
お
け
る
直
彫
り
法
の
復
活
は
︑
単
な
る
複
製
手
段

の
放
棄
で
は
な
く
︑
芸
術
自
体
の
要
請
に
目
覚
め
た
個
人
の
意
思
決
定
に
よ
っ

て
興
っ
た（

23
）

︒
そ
れ
は
︑
外
形
の
転
写
と
裏
腹
に
喪
失
さ
れ
た
一
切
の
造
形
要
素

を
︑
オ
ブ
ジ
ェ
の
自
律
性
の
う
ち
に
回
復
す
る
新
規
の
方
法
論
と
し
て
︑
直
接

的
な
制
作
行
為
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
近
代
直
彫
り
の
潮
流
に
照
ら
す
な
ら
︑﹁
最
初
か
ら
木
を
彫
る
﹂
と
い

う
意
志
の
う
ち
に
は
︑
単
に
﹁
木
﹂
の
性
質
に
従
属
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
な
い
︑

木
彫
家
の
あ
る
べ
き
姿
が
浮
か
び
上
が
る
︒
橋
本
も
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）

五
月
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
し
た
た
め
て
い
る
︒

　
現
代
日
本
彫
刻
の
体
系
は
極
め
て
乱
雑
で
あ
る
︒
而
も
最
も
権
威
あ
る

方
面
に
於
て
尚
且
余
り
に
独
断
的
で
あ
る
︒
こ
れ
は
要
す
る
に
そ
れ
ら
専

門
家
に
於
い
て
余
り
に
木
彫
の
技
術
的
見
地
に
重
き
を
置
く
の
故
に
持
来

た
ら
さ
れ
た
弊
害
で
あ
つ
て
つ
ま
り
余
り
木
彫
的
で
あ
り
過
ぎ
彫
刻
と
言

ふ
精
神
を
没
却
し
た
こ
と
に
原
因
し
て
い
る
︒
木
彫
家
は
反
省
し
て
木
彫

の
正
当
に
帰
納
せ
し
む
可
く
今
一
段
の
関
心
を
覚
醒
す
可
き
で
あ
る
︒
即

ち
木
彫
か
木
製
か
に
止
ま
ら
ず
木
製
の
彫
刻
で
あ
つ
て
完
全
す
可
き
で
あ

る
︒
こ
の
意
味
に
於
い
て
木
彫
に
漆
箔
を
施
し
彩
色
し
着
色
乾
漆
し
あ
ら

ゆ
る
技
巧
を
承
認
す
可
き
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
こ
に
一
つ
の
彫
刻
を
見
出

す
可
き
で
あ
る
︒

（
24
）

　
こ
の
時
︑
橋
本
が
言
う
﹁
あ
ら
ゆ
る
技
巧
﹂
の
多
く
は
︑
彼
の
代
表
作
そ
れ
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ぞ
れ
の
上
で
試
み
ら
れ
︑
異
色
の
作
風
を
醸
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

中
で
も
︑︽
裸
形
少
年
像
︾
に
は
︑
木
材
の
性
質
を
逆
手
に
取
っ
た
と
も
言
え

る
手
法
が
施
さ
れ
て
お
り
︑
こ
う
し
た
素
材
に
対
す
る
気
概
に
︑
同
時
代
の
彫

刻
家
た
ち
の
共
感
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
よ
う
な
橋
本
の
実
像
を

歪
め
て
来
た
の
が
︑
日
本
近
代
の
彫
刻
を
振
り
返
る
戦
後
の
評
論
で
あ
る
︒

二
　
言
説
神
話
批
判

（
１
）
日
本
近
代
彫
刻
の
出
発

　
昭
和
三
十
年
代
に
は
︑
明
治
以
来
の
彫
刻
界
の
動
向
を
近
代
彫
刻
と
し
て
検

証
す
る
機
運
が
興
り
︑
国
立
近
代
美
術
館
で
は
︑
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）

に
﹁
四
人
の
作
家
﹂
展
︑
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
に
﹁
近
代
木
彫
の
流

れ
﹂
展
が
開
か
れ
た
︒
橋
本
の
作
品
は
そ
の
両
方
に
出
品
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の

事
実
は
︑
彼
が
日
本
近
代
の
彫
刻
概
念
を
構
築
す
る
上
で
の
要
に
あ
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
︒

　
二
つ
の
展
覧
会
の
狭
間
の
昭
和
三
十
一
年
︑
今
泉
篤
男
は
﹁
日
本
近
代
彫
刻

の
出
発
﹂
と
題
し
た
評
論
で
高
村
光
雲
︑
荻
原
守
衛
︑
藤
川
勇
造
︑
橋
本
平
八

の
四
者
を
取
り
上
げ
︑
日
本
の
彫
刻
の
近
代
化
の
過
程
は
﹁
奇
妙
な
ジ
グ
ザ
グ

コ
ー
ス
を
と
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
﹂
と
書
い
て
い
る（

25
）

︒
そ
こ
に
は
︑
明
治

初
年
に
ラ
グ
ー
ザ
に
教
授
さ
れ
た
洋
風
彫
塑
と
後
期
の
ロ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
複

線
の
道
筋
に
︑
日
本
の
伝
統
に
対
す
る
転
換
と
回
帰
が
交
錯
す
る
と
い
う
日
本

彫
刻
史
の
複
雑
な
実
情
が
窺
え
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
時
点
で
今
泉
は
︑

橋
本
に
つ
い
て
﹁
日
本
の
彫
刻
伝
統
と
結
び
付
こ
う
と
し
て
回
帰
し
て
い
た
﹂

一
人
と
し
な
が
ら
も（

26
）

︑
後
に
多
く
の
評
論
が
染
ま
る
よ
う
な
円
空
と
の
系
列
論

に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
︑
戦
後
の
橋
本
の
再
評
価
は
︑
円
空
と

の
関
係
を
前
提
と
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
示
し
︑
さ
ら
に
は
円
空
問

題
の
所
在
を
逆
照
射
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
︒

　
近
代
彫
刻
の
変
遷
に
は
︑
確
か
に
﹁
ジ
グ
ザ
グ
コ
ー
ス
﹂
と
評
さ
れ
て
然
る

べ
き
一
本
化
の
困
難
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
が
︑﹁
近
代
木
彫
の
流
れ
﹂
展
で
は
︑

対
象
を
木
彫
に
絞
る
こ
と
で
︑
近
代
化
の
特
質
を
﹁
一
木
造
り
の
創
作
的
な
制

作
﹂
に
求
め
た（

27
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
技
術
的
な
観
点
は
︑
一
木
造
り
を

﹁
仏
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
分
業
的
な
寄
木
法
﹂
と
対
置
し
て
考
え
て
い
た
た

め
に
︑
出
品
作
品
と
の
整
合
性
を
失
っ
て
い
る（

28
）

︒
何
故
な
ら
︑
寄
木
法
は
材
料

の
サ
イ
ズ
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
︑
星
取
り
法
と
直
彫
り
法
の
何

れ
で
も
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
展
は
︑
本
来
対
置
す
べ
き
星
取

り
法
と
直
彫
り
法
を
不
問
に
し
て
︑
一
木
造
り
を
近
代
化
過
程
の
出
発
点
に
据

え
た
︒
こ
れ
は
当
然
の
帰
結
と
し
て
︑
円
空
と
木も
く

喰じ
き

を
﹁
近
代
木
彫
に
先
が

け
﹂
て
異
色
を
放
つ
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
と
な
り
︑
そ
の
こ
と
が
橋
本
と
円

空
の
系
列
論
の
環
境
を
準
備
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
古

来
の
一
木
造
り
と
近
代
直
彫
り
を
混
線
し
て
再
評
価
す
る
こ
と
で
生
じ
た
︑
近

代
彫
刻
史
認
識
の
歪
み
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
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 （
２
）
二
つ
の
展
覧
会
と
論
点
の
推
移

　
こ
の
節
で
は
︑﹁
四
人
の
作
家
﹂
展
と
﹁
近
代
木
彫
の
流
れ
﹂
展
そ
れ
ぞ
れ

に
関
係
し
た
橋
本
作
品
を
巡
っ
て
推
移
し
た
︑
国
立
近
代
美
術
館
の
機
関
誌

﹃
現
代
の
眼
﹄
上
の
評
論
に
注
意
し
た
い
︒

　﹁
四
人
の
作
家
﹂
展
の
図
録
解
説
文
の
中
で
は
︑
橋
本
は
﹁
木
彫
に
お
い
て

異
色
あ
る
地
位
を
確
保
し
﹂︑﹁
日
本
精
神
を
発
揚
し
て
︑
古
い
因
襲
の
う
ち
に

低
迷
し
て
い
た
木
彫
界
を
刷
新
す
る
だ
け
の
気
概
を
示
す
﹂
存
在
と
し
て
︑
単

独
で
描
か
れ
て
い
た（

29
）

︒
出
品
作
品
に
関
し
て
は
︑
国
立
近
代
美
術
館
の
陳
列
保

存
係
長
で
あ
っ
た
本
間
が
︑
展
覧
会
が
開
か
れ
た
十
月
の
﹃
現
代
の
眼
﹄
に
︑

橋
本
の
代
表
作
︽
花
園
に
遊
ぶ
天
女
︾（
挿
図
３
）
に
つ
い
て
の
小
論
を
掲
載

し
て
い
る
︒
こ
こ
で
本
間
は
作
品
表
面
の
花
蝶
の
毛
彫
り
に
つ
い
て
︑﹁
立
体

造
型
と
し
て
は
甚
だ
観
念
的
﹂
で
あ
る
と
み
な
し
︑﹁
果
た
し
て
こ
れ
が
彫
刻

の
本
質
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
︑
色
々
論
議
の
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
﹂

（
30
）

と
︑
や
や
冷
や
か
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
︒

　
そ
の
四
年
後
の
﹁
近
代
木
彫
の
流
れ
﹂
展
で
は
こ
の
様
相
が
一
変
す
る
︒
こ

の
展
覧
会
は
︑
円
空
仏
を
明
治
以
降
の
彫
刻
作
品
群
と
同
列
に
扱
う
初
め
て
の

試
み
で
も
あ
り
︑
そ
こ
に
橋
本
と
円
空
の
間
に
特
別
な
連
続
線
は
引
か
れ
て
い

な
い
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
展
覧
会
の
最
中
に
﹃
現
代
の
眼
﹄
に
組
ま
れ

た
特
集
記
事
で
︑
橋
本
に
は
︑
前
触
れ
な
く
円
空
と
の
結
び
付
き
が
仄ほ
の

め
か
さ

れ
て
い
る
︒
特
集
記
事
ト
ッ
プ
に
小
論
﹁
伝
統
木
彫
の
現
在
﹂
を
寄
せ
た
東
京

国
立
博
物
館
彫
刻
室
長
の
千
沢
楨
治
に
は
︑
橋
本
作
品
に
関
す
る
次
の
一
節
が

あ
る
︒　

ま
た
木
材
の
円
筒
（
丸
木
材
）
の
量
感
と
密
度
を
強
調
し
て
こ
れ
ま
で

の
古
代
彫
刻
の
場
合
で
は
木
の
割
れ
を
防
ぐ
為
に
避
け
ら
れ
て
い
た
木
心

を
わ
ざ
わ
ざ
意
識
的
に
作
品
の
中
心
に
と
っ
て
い
る
︒（
本
間
正
義
氏
の

御
教
示
に
よ
る
︒
作
例
橋
本
平
八
﹁
花
園
に
遊
ぶ
天
女
﹂）︒

（
21
）

　
後
に
︑
本
間
が
︽
裸
形
少
年
像
︾
に
よ
っ
て
展
開
す
る
﹁
木
心
﹂
の
話
を
︑

先
に
千
沢
が
触
れ
た
形
で
あ
る
が
︑
こ
の
小
論
を
背
後
か
ら
支
持
す
る
よ
う
に
︑

同
じ
特
集
記
事
﹁
円
空
の
鉈
ば
つ
り
﹂

（
32
）

の
中
で
︑
本
間
は
﹁
木
心
﹂
の
着
想
に

つ
い
て
告
白
し
て
い
る
︒
彼
は
﹁
円
空
上
人
の
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
︑

橋
本
平
八
の
純
粋
彫
刻
論
か
ら
で
あ
る
﹂
と
断
っ
た
上
で
︑
橋
本
作
品
の
調
査

で
行
っ
た
先
の
伊
勢
で
円
空
仏
を
見
る
機
会
を
得
て
﹁
私
は
そ
の
時
又
︑
平
八

が
干
割
れ
を
覚
悟
し
な
が
ら
︑
一
木
の
木
材
の
心
を
敢
て
つ
か
っ
て
い
る
心
境

 挿図 3　橋本平八《花園に遊
ぶ天女》昭和 5 年。東京藝
術大学所蔵。出典：「四人の作
家」展図録、国立近代美術館、
昭和 30 年（1955）。
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が
解
る
よ
う
に
思
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
唐
突
に
現
れ
た

﹁
干
割
れ
を
覚
悟
し
な
が
ら
﹂
云
々
に
相
当
す
る
作
品
は
︑
後
の
彼
の
論
文
で

明
ら
か
な
︽
裸
形
少
年
像
︾
で
あ
っ
て
︑︽
花
園
に
遊
ぶ
天
女
︾
の
は
ず
で
は

な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑﹁
一
木
の
木
材
の
心
を
敢
て
つ
か
っ
て
い
る
﹂
と
い
う

判
断
は
︑
作
品
の
物
理
的
形
状
と
木
心
の
対
応
関
係
や
技
術
的
な
裏
付
け
を
欠

く
独
断
に
過
ぎ
な
い
︒

　
造
形
技
術
の
上
で
﹁
心
﹂
と
い
う
語
は
︑﹁
木
心
乾
漆
﹂
や
塑
造
の
﹁
心

棒
﹂
の
よ
う
に
構
造
概
念
と
不
可
分
で
あ
り
︑
確
か
に
そ
の
意
味
で
彫
刻
の
基

幹
を
成
す
も
の
と
言
え
る
︒
た
だ
し
︑
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
木
の
中
心
に
︑

活
用
可
能
な
実
体
を
想
定
す
る
こ
と
は
︑
そ
の
組
成
か
ら
し
て
も
無
理
の
あ
る

考
え
で
あ
る
︒
木
を
組
成
か
ら
考
え
る
と
︑﹁
木
心
﹂
は
芽
や
成
長
点
が
元
に

あ
る
﹁
髄
﹂
ま
た
は
﹁
樹
心
﹂
に
相
当
す
る
︒
こ
の
部
分
は
ご
く
細
く
︑
か
つ

﹁
木
部
﹂
に
比
べ
て
柔
ら
か
い
︒
そ
の
部
分
が
空
洞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多

く
（
挿
図
４
）︑
干
割
れ
の
要
因
と
な
る
と
い
う
以
外
に
も
︑
素
材
と
し
て
の

加
工
に
堪
え
な
い
と
い
う
理
由
で
避
け
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
木
心
を
つ
か

う
﹂
と
い
う
発
想
自
体
︑
既
に
技
術
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　﹁
木
心
﹂
の
実
態
を
他
所
に
︑﹁
近
代
木
彫
の
流
れ
﹂
展
か
ら
二
年
後
に
発
表

さ
れ
た
論
文
﹁
円
空
と
平
八
﹂
で
は
︑
先
の
﹁
木
心
﹂
の
論
理
は
橋
本
作
品
全

体
に
適
用
さ
れ
て
︑
例
え
ば
︑︽
花
園
に
遊
ぶ
天
女
︾
の
一
風
変
わ
っ
た
ポ
ー

ズ
に
関
し
て
も
﹁
木
心
を
彫
刻
の
セ
ン
タ
ー
に
使
っ
て
い
る
点
も
︑
裸
形
少
年

像
と
全
く
同
じ
で
あ
る
﹂

（
33
）

と
断
定
し
て
い
る
︒
こ
の
論
文
で
︑﹁
木
心
﹂
の
論

理
は
円
空
を
貫
い
て
︑
木
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
見
立
て
た
オ
ブ
ジ
ェ
観
に
様
相
を

変
え
な
が
ら
︑
古
代
の
木
彫
史
に
ま
で
敷ふ

衍え
ん

さ
れ
て
い
く
︒

　
こ
う
し
て
﹁
木
心
﹂
論
は
︑
円
空
と
の
系
列
論
を
支
え
る
作
品
批
評
の
文
脈

か
ら
︑
時
代
性
を
超
越
す
る
方
法
論
へ
と
仕
立
て
ら
れ
た
︒
も
と
よ
り
︑﹁
木

心
﹂
自
体
が
造
形
素
材
と
し
て
成
り
立
た
な
い
以
上
︑
係
る
方
法
論
の
観
念
論

的
な
限
界
性
は
自
明
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
本
間
は
︑
橋
本
と
円
空
の
間
に

﹁
一
木
造
り
の
木
材
の
考
え
方
﹂

（
34
）

と
い
う
技
術
的
な
系
統
を
見
立
て
︑
そ
こ
に

﹁
円
筒
状
の
形
﹂︑﹁
求
心
性
﹂
な
ど
の
特
殊
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
駆
使
し
な
が
ら
︑

両
者
を
系
列
論
に
落
と
し
込
ん
で
い
っ
た
︒
そ
の
時
︑︽
裸
形
少
年
像
︾
の
干

割
れ
と
刃
物
痕
が
︑
こ
の
考
え
を
裏
付
け
る
物
証
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
た
の

で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
﹁
木
心
﹂
を
使
う
と
い
う
不
合
理
な
技
法
論
は
︑
橋

 挿図 4　《裸形少年像》頭部後ろよりの
木心。木心が 2 か所の穴を作っている。
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本
の
異
色
性
を
強
調
す
る
説
明
原
理
を
超
え
て
︑
今
日
の
彫
像
理
解
に
も
影
響

を
残
し
て
い
る（

35
）

︒

三
　
検
　
証

 （
１
）《
裸
形
少
年
像
》
の
態
様
と
評
価

　︽
裸
形
少
年
像
︾
に
お
い
て
橋
本
が
試
み
た
も
の
に
つ
い
て
は
︑
彼
自
身
に

自
覚
の
あ
る
と
こ
ろ
で
︑
本
作
の
解
説
を
﹁
寒
中
の
裸
形
で
あ
る
技
巧
に
独
自

の
境
域
を
開
拓
し
得
た
と
確
信
す
る
﹂

（
36
）

と
記
し
︑
技
法
面
の
独
自
性
に
︑
そ
れ

ま
で
の
作
品
と
は
一
線
を
画
す
自
負
を
覗
か
せ
て
い
る
︒

　
こ
の
作
品
は
︑
そ
の
他
の
橋
本
の
代
表
作
と
同
じ
く
一
木
造
り
の
直
彫
り
で

制
作
さ
れ
て
い
る
︒
用
い
ら
れ
た
材
を
示
す
資
料
は
存
在
し
な
い
が
︑
木
目
の

状
態
や
橋
本
の
他
の
作
品
か
ら
類
推
し
て
楠
と
考
え
ら
れ
る
︒
筆
者
が
調
査
時

に
作
品
を
実
測
し
た
と
こ
ろ
︑
台
座
を
含
め
た
高
さ
は
一
五
六
セ
ン
チ
︒
横
幅

は
肩
幅
が
そ
の
最
大
で
三
八
セ
ン
チ
︒
奥
行
き
に
関
し
て
は
台
座
が
作
品
本
体

の
前
後
を
内
に
含
め
て
お
り
︑
そ
の
台
座
奥
行
き
サ
イ
ズ
が
三
九
セ
ン
チ
と

な
っ
て
い
た
（
挿
図
５
）︒

　
作
品
の
表
面
に
は
︑
酸
化
鉄
に
よ
る
着
色
が
な
さ
れ
︑
全
体
が
か
な
り
黒
ず

ん
で
い
る
︒
眼
球
部
に
は
︑
瞳
の
周
辺
の
白
目
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
が
白
く
見

え
る
が
︑
こ
れ
は
よ
く
観
察
す
る
と
︑
首
か
ら
上
あ
た
り
が
一
度
白
く
塗
ら
れ

た
際
の
色
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
挿
図
６
）︒
ま
た
︑
付
言
す

べ
き
は
︑
作
品
の
臍へ
そ

下
か
ら
両
膝
上
あ
た
り
ま
で
を
カ
バ
ー
す
る
︑
タ
イ
ツ
の

よ
う
な
彩
色
さ
れ
た
線
刻
で
あ
る
（
挿
図
７
）︒
水
平
方
向
の
二
重
線
の
内
側

に
は
黄
色
が
濃
く
塗
り
重
ね
ら
れ
︑
そ
れ
ら
に
挟
ま
れ
た
膝
上
か
ら
下
腹
部
に

か
け
て
は
白
っ
ぽ
い
斑
点
が
無
数
に
打
た
れ
て
い
る
︒
ま
る
で
細
か
な
水
玉
模

様
の
水
着
の
よ
う
で
も
あ
る
が
︑
露
わ
に
造
形
さ
れ
た
少
年
の
陰
部
が
︑
こ
の

部
分
が
着
衣
で
は
な
い
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
彩
色
部
分
は

真
っ
直
ぐ
前
後
に
開
い
た
両
足
の
構
成
と
相
俟
っ
て
︑
ど
こ
か
エ
ジ
プ
ト
彫
刻

風
の
印
象
を
与
え
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
意
図
は
今
も
不
明
の
ま

ま
で
あ
る
︒

　
一
方
︑
エ
ジ
プ
ト
彫
刻
と
一
線
を
画
す
主
題
を
思
わ
せ
る
の
が
︑
両
手
を
顎あ
ご

の
下
で
強
く
合
わ
せ
た
形
の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
﹁
寒
中
の
裸
形
で
あ

  挿図 5　《裸形少年像》全像正面（左）、全像
側面（右）。
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る
﹂
と
い
う
言
明
の
他
︑
手
を
前
で
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
︑
下
半
身
の
動
作
と

独
立
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
い
く
つ
か
の
ス
ケ
ッ
チ
も
残
さ
れ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
ポ
ー
ズ
に
つ
い
て
も
由
来
が
定
か
で
な
く
︑
作
品
に
ど
こ
と
な

く
謎
め
い
た
印
象
を
与
え
て
い
る
︒
こ
う
し
た
作
品
の
様
相
は
橋
本
に
独
特
な

も
の
で
︑
今
日
で
は
そ
こ
に
斬
新
性
が
評
価
さ
れ
︑
鑑
賞
者
の
興
味
を
喚
起
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
院
展
発
表
当
時
の
周
囲
で
は
︑
こ
う
し
た
作
品
の
神
秘
的

様
相
も
︑
戦
後
に
描
き
出
さ
れ
た
精
神
性
な
ど
と
は
︑
や
や
趣
を
異
に
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
い
た
︒
第
一
四
回
院
展
の
展
覧
会
評
を
残
し
て
い
る
石
井
は
︑

﹁﹁
裸
形
の
少
年
像
﹂
は
︑
例
に
よ
っ
て
少
し
怪
奇
的
な
魂
の
こ
も
っ
た
作
で
あ

る
︒
昨
年
の
作
に
は
量
感
が
乏
し
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
が
︑
今
年
の
は
充

実
し
て
よ
い
と
思
う
﹂

（
37
）

と
評
し
︑
そ
の
﹁
怪
奇
的
な
﹂
様
相
に
目
を
留
め
な
が

ら
も
︑﹁
量
感
﹂
と
い
う
非
形
態
の
実
体
に
感
受
さ
れ
る
も
の
を
評
価
し
て
い
る
︒

　
人
体
の
ポ
ー
ズ
な
ど
︑
作
品
の
形
相
面
に
で
は
な
く
量
感
そ
の
も
の
に
︑
形

相
か
ら
独
立
す
る
固
有
の
価
値
を
認
め
る
石
井
の
見
解
は
︑
作
品
の
自
律
性
を

重
視
す
る
近
代
的
オ
ブ
ジ
ェ
観
に
一
脈
通
じ
る
も
の
と
言
え
る
︒﹁
技
巧
に
独

自
の
境
域
を
開
拓
し
得
た
﹂
と
︑
橋
本
自
ら
自
負
す
る
︽
裸
形
少
年
像
︾
に
係

る
オ
ブ
ジ
ェ
観
を
探
る
な
ら
︑
作
品
背
面
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
大
き
な
干
割

れ
と
︑
全
身
に
隈
な
く
残
る
水
平
方
向
の
線
状
痕
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
︒
何
故
な
ら
︑
そ
れ
ら
は
共
に
素
材
の
物
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
形
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
特
徴
は
︑
今
日
で
は
目
を
見
張
る
ほ
ど
の
こ
と

 挿図 6　《裸形少年像》左顔面。首筋あ
たりから上にかけて、下地と思われる
白い塗料が確認できる。

 挿図 7　《裸形少年像》下腹部。陰茎の上、帯状に一段
下がっている個所は、上下を挟む線状痕の状態から、
鋸によるものと判断された。
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で
は
な
い
が
︑
未
だ
伝
統
性
の
色
濃
い
昭
和
初
期
の
木
彫
界
に
は
前
例
の
な
い

も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
も
っ
と
も
︑
物
性
を
生
か
し
た
造
形
法
と
い
う

点
で
は
︑
縦
に
割
っ
た
木
材
を
活
用
し
た
円
空
に
も
先
行
例
を
認
め
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
点
で
橋
本
と
円
空
の
接
点
は
な
く
︑
円
空
か

ら
の
影
響
は
想
定
さ
れ
な
い
︒
特
に
︑
木
材
の
﹁
割
れ
﹂
に
関
し
て
は
︑
割
っ

た
素
材
に
対
し
人
為
に
よ
る
造
形
を
施
し
た
円
空
と
︑
造
形
の
過
程
で
自
ず
と

割
れ
た
も
の
を
作
品
と
し
て
受
け
入
れ
た
橋
本
の
間
に
は
︑
素
材
に
対
す
る
峻

別
さ
れ
る
べ
き
態
度
の
違
い
が
あ
る
︒

 （
２
）
干
割
れ
と
木
心
の
検
証

　
本
間
は
論
文
﹁
円
空
と
平
八
﹂
で
︑﹁
昭
和
初
期
の
院
展
に
活
躍
し
た
異
色

作
家
︑
橋
本
平
八
が
︑
近
世
初
頭
の
円
空
か
ら
︑
か
な
り
の
影
響
を
受
け
た
と

思
わ
れ
る
こ
と
は
︑
近
代
彫
刻
史
を
再
検
討
す
る
上
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
﹂

（
38
）

と
い
う
書
き
出
し
か
ら
始
め
︑
木
心
を
実
体
と
し
て
対
象
化
す
る
必
要
か

ら
︽
裸
形
少
年
像
︾
の
背
中
の
干
割
れ
に
先
ず
注
目
す
る
︒

　
こ
の
像
の
後
ろ
に
ま
わ
っ
て
み
る
と
︑
首
か
ら
尻
に
い
た
る
ま
で
︑
背

中
の
真
中
に
背
骨
に
そ
っ
た
大
き
な
亀
裂
が
あ
る
の
に
驚
く
︒
そ
こ
で
あ

ら
た
め
て
台
の
と
こ
ろ
を
み
る
と
︑
こ
の
像
は
木
の
心
を
︑
彫
刻
の
真
心

に
あ
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

（
39
）

　
本
間
は
︑
橋
本
が
語
る
﹁
手
を
口
に
あ
て
て
︑
物
言
わ
ざ
る
形
式
﹂

（
40
）

の
ポ
ー

ズ
を
﹁
求
心
的
に
セ
ン
タ
ー
に
そ
っ
た
形
﹂
と
見
な
し
︑
そ
れ
を
伏
線
に
彫
刻

の
真
心
と
木
心
と
の
一
致
を
断
定
し
た
の
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
木
心
は
や
や
後

ろ
に
引
い
た
左
足
甲
の
内
側
辺
り
に
露
出
（
挿
図
８
）
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

足
を
前
後
に
開
く
形
状
に
セ
ン
タ
ー
は
特
定
し
が
た
く
︑
亀
裂
は
木
心
に
よ
る

も
の
と
し
て
も
︑﹁
彫
刻
の
真
心
﹂
と
は
木
心
を
意
識
化
さ
せ
る
た
め
の
修
辞

的
な
援
用
に
過
ぎ
な
い
︒

　
作
品
の
干
割
れ
は
︑
大
小
の
も
の
が
全
身
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
る
が
︑
目

立
っ
て
大
き
い
の
は
背
中
の
も
の
（
挿
図
９
）
で
あ
る
︒
亀
裂
が
背
中
側
に
大

 挿図 8　《裸形少年像》台座。木心が左足の甲、親指の
付け根上あたりにある。
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き
く
開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
背
中
寄
り
に
木
心
が
通
る
よ
う
に
木
取
り

さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
︒
通
常
︑
一
木
造
り
の
仏
像
に
お
い
て
は
︑
通
常
︑

さ
ら
に
背せ

刳ぐ

り
が
施
さ
れ
て
干
割
れ
が
避
け
ら
れ
る
︒

　
背
刳
り
を
施
し
て
い
な
い
︽
裸
形
少
年
像
︾
は
︑
当
然
︑
干
割
れ
を
生
じ
る

可
能
性
が
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
作
品
の
干
割
れ
は
︑
そ
の
結
果
を
前
に
し

た
橋
本
に
よ
っ
て
積
極
的
に
鑑
賞
内
容
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑

背
中
の
も
の
を
筆
頭
に
︑
大
小
の
亀
裂
に
は
内
側
ま
で
彩
色
が
施
さ
れ
て
お
り
︑

そ
れ
は
︑
そ
こ
ま
で
が
作
品
の
表
面
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
表
し
︑
そ
れ
が
完

成
作
品
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
干
割
れ
に
対
し
︑
割

れ
目
を
木
片
で
埋
め
て
︑
さ
ら
に
彩
色
を
施
し
て
目
立
た
な
く
す
る
と
い
う
処

置
も
考
え
ら
れ
た
は
ず
だ
が
︑
橋
本
は
こ
れ
も
採
用
し
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑

橋
本
は
亀
裂
を
放
置
し
て
︑
あ
え
て
そ
れ
を
造
形
要
素
と
し
て
見
せ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
さ
ら
に
割
れ
が
進
行
し
た
部
分
（
挿
図
10
）
に
は
新
た
な
木
肌
が
表

出
し
︑
そ
れ
ら
は
当
初
の
亀
裂
の
状
態
と
木
材
の
そ
の
後
の
収
縮
具
合
と
を
推

察
さ
せ
る
︒
こ
う
し
た
状
態
か
ら
︑
材
料
と
な
っ
た
木
材
は
︑
切
り
出
さ
れ
て

日
の
浅
い
水
分
を
多
く
含
む
も
の
で
︑
十
分
に
乾
燥
さ
せ
ず
に
使
用
さ
れ
た
た

め
︑
制
作
の
早
い
段
階
で
割
れ
が
生
じ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
︒

今
日
︑
木
彫
作
品
に
ひ
び
割
れ
を
あ
え
て
残
す
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で

は
な
い
が
︑﹁
木
心
﹂
が
素
材
と
し
て
扱
え
な
い
以
上
︑
そ
こ
に
﹁
木
心
を
つ

か
う
﹂
と
い
う
動
機
は
存
在
し
な
い
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
干
割
れ
を
生
じ
る
可
能

性
を
高
め
︑
干
割
れ
は
木
の
物
性
の
自
律
性
を
現
す
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
物
性
が
﹁
木
﹂
に
帰
着
し
て
し
ま
う
ば
か
り
で
は
︑

そ
も
そ
も
の
造
形
の
意
味
が
薄
弱
化
し
か
ね
な
い
︒
橋
本
が
︽
裸
形
少
年
像
︾

 挿図 9　《裸形少年像》作品背面の亀裂。

 挿図 10　《裸形少年像》後ろ首筋。亀
裂の拡大が確認される。
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で
な
し
た
木
材
の
扱
い
が
︑
木
の
物
性
を
﹁
彫
刻
﹂
の
物
性
へ
と
汎
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
﹁
一
つ
の
彫
刻
を
見
出
す
﹂
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
彼
の
技
法

処
置
に
明
白
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
作
品
上
に
明
白
な
物
証
を
見
損
な
う
結

果
を
招
い
た
の
が
︑﹁
円
筒
状
の
形
﹂
と
い
う
制
作
技
術
に
馴
染
ま
な
い
特
殊

な
観
念
で
あ
る
︒

（
３
）
円
筒
状
の
検
証

　
橋
本
作
品
を
立
木
仏
や
円
空
仏
と
等
し
い
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
芸
術
の
類
型
と
見

な
す
必
要
か
ら
︑﹁
古
木
に
木
仙
あ
り
︒︹
中
略
︺
木
仙
は
古
木
の
木
骨
に
潜

む
﹂

（
41
）

と
い
う
純
粋
彫
刻
論
の
一
文
が
︑
橋
本
の
精
霊
信
仰
の
世
界
観
を
示
す
証

と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
橋
本
に
は
﹁
木
心
﹂
に
精
霊
的
な
存

在
を
感
知
す
る
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
た
だ

し
こ
の
一
節
に
関
し
て
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
木
仙
﹂
と
い
う
も
の
が
定
義
さ
れ
て

な
い
中
で
︑
字
義
が
明
確
で
な
い
﹁
木
骨
﹂
を
﹁
木
心
﹂
と
同
一
視
す
る
方
便

に
用
い
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る（

42
）

︒
そ
し
て
こ
の
文
脈
か
ら
は
︑﹁
素
材
の
中
に

﹁
あ
る
も
の
﹂
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
芸
術
や
︑
円
空

の
世
界
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
断
定
に
立
っ
て
︑﹁
木
の
ア
ニ
ミ
ズ

ム
﹂
論
ま
で
も
が
展
開
さ
れ
た（

43
）

︒

　
こ
の
﹁
木
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
﹂
が
造
形
の
動
機
と
な
る
た
め
に
は
︑
木
心
が
素

材
と
し
て
の
木
に
何
ら
か
の
作
用
を
及
ぼ
す
根
拠
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒

そ
こ
で
本
間
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
た
の
が
︑
木
心
が
中
心
軸
に
想
定
さ
れ
た

﹁
円
筒
状
の
形
﹂
と
い
う
彫
刻
の
原
型
で
あ
る
︒

　﹁
木
彫
に
お
け
る
木
が
素
材
と
し
て
︑
最
も
彫
刻
的
な
量
を
持
っ
て
い
る
す

が
た
は
︑
ア
プ
リ
オ
リ
に
も
っ
て
い
る
円
筒
状
の
形
で
あ
る
︒
平
八
が
こ
の
円

筒
の
中
に
す
っ
ぽ
り
と
人
体
を
あ
て
は
め
て
考
え
て
い
た
と
す
る
と
︑
手
を
す

ぼ
め
た
形
が
彫
刻
的
で
あ
る
と
い
っ
た
言
葉
が
生
き
て
く
る
﹂

（
44
）

︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
ア
プ
リ
オ
リ
な
円
筒
状
の
形
﹂
は
︑︽
裸
形
少
年
像
︾
の

外
郭
構
造
に
対
す
る
誤
っ
た
解
釈
か
ら
解
析
さ
れ
た
も
の
で
︑
空
間
座
標
と
齟そ

齬ご

を
き
た
す
﹁
物
理
量
﹂
を
定
義
し
︑
つ
ま
り
は
非
現
実
的
な
造
形
の
方
法
論

を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
実
空
間
内
に
存
在
す
る
全
て
の
形
状
の
物
理
量
は
︑
直
行
三
方
向
（
Ⅹ
・

Ｙ
・
Ｚ
）
軸
で
数
値
化
さ
れ
る
空
間
座
標
軸
（
挿
図
11
）
に
照
ら
し
て
導
か
れ

る（
45
）

︒
こ
の
時
︑
立
体
物
の
正
面
︑
側
面
の
各
方
向
の
最
大
値
は
︑
立
面
図
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
た
め
︑
古
来
︑
彫
刻
に
は
直
方
体
の
素
材
各
面
に
︑
立
面

図
を
描
き
つ
け
る
方
法
が
採
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

挿図 11　空間座標軸モデル。
カービング作業一般として、
各種素材は空間座標構造に
合わせて事前に加工される。
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当
然
︑
橋
本
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て
お
り
︑﹁
彫
刻
に
於
け
る
木
取

り
さ
れ
た
方
形
の
素
材
﹂

（
46
）

︑﹁
自
分
は
材
料
に
対
し
て
厳
格
で
あ
る
︒
自
分
は
下

絵
に
対
し
て
厳
格
で
あ
る
︒
木
取
り
に
仕
上
げ
に
対
し
て
厳
格
で
あ
る
﹂

（
47
）

と

語
っ
て
い
る
︒
橋
本
が
残
し
た
作
品
の
下
絵
（
挿
図
12
）
や
型
紙
の
多
く
は
正

面
と
側
面
の
原
寸
大
立
面
図
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
彼
が
造
形
の
原
理
に
従
っ
て

実
際
に
木
材
を
方
形
に
加
工
し
︑
そ
こ
に
立
面
図
を
適
用
し
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る（

48
）

︒
橋
本
の
主
要
作
品
の
多
く
が
直
方
体
の
台
座
で
仕
上
げ
ら
れ
て

い
る
の
も
︑
こ
の
方
法
が
最
後
ま
で
守
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

 （
４
）
直
方
体
の
台
座
が
語
る
も
の

　
作
品
の
台
座
は
︑
本
体
と
は
異
な
る
貴
重
な
情
報
が
保
存
さ
れ
て
い
る
︒

︽
裸
形
少
年
像
︾
の
台
座
は
︑
横
方
向
二
九
セ
ン
チ
︑
奥
行
き
三
九
セ
ン
チ
︑

高
さ
一
六
セ
ン
チ
の
し
っ
か
り
と
し
た
無
垢
の
塊
で
あ
る
︒
台
座
の
裏
を
確
認

す
る
た
め
︑
作
品
を
傾
け
た
と
こ
ろ
︑
台
座
底
面
の
縁
数
セ
ン
チ
幅
を
残
し
て

浅
い
落
と
し
込
み
の
加
工
が
な
さ
れ
て
い
た
（
挿
図
13
）︒
こ
れ
は
丸
鑿
を
平

行
に
走
ら
せ
た
だ
け
の
も
の
で
︑
作
品
の
安
定
性
を
増
す
こ
と
が
主
眼
と
思
わ

れ
る
︒
写
真
で
は
読
み
取
り
難
い
が
︑
作
品
の
左
足
元
に
相
当
す
る
位
置
に
︑

お
そ
ら
く
は
﹁
裸
形
少
年
像
﹂
と
記
さ
れ
た
墨
書
き
︑
そ
の
反
対
の
右
足
側
に

は
﹁
平
八
作
﹂
と
の
線
刻
が
あ
る
（
挿
図
14
）︒
作
品
の
題
名
と
署
名
は
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
文
字
列
が
互
い
に
逆
を
向
い
て
お
り
︑
墨
書
き
と
彫
り
込
み
と
い
う

対
照
性
に
も
何
か
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
は
っ
き
り
し
て

 挿図 13　《裸形少年像》台座裏。

 挿図 12　橋本平八　作品《弱法師》の下絵（正
面と側面の立面図）。出典：『橋本平八と北園克衛展』
三重県立美術館／世田谷美術館、平成 22 年（2010）。
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い
る
こ
と
は
︑
全
て
の
操
作
は
長
方
形
の
台
座
奥
行
き
方
向
に
沿
っ
て
お
り
︑

こ
れ
ら
は
︑
橋
本
が
﹁
円
筒
状
の
形
﹂
を
意
識
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
処
置

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
台
座
右
側
面
に
は
︑
像
の
右
足
く
る
ぶ
し
ま
で
達
す
る
干
割
れ
が
あ
り
︑
そ

れ
は
︑
台
座
裏
に
線
刻
さ
れ
た
署
名
﹁
平
﹂
の
一
字
を
分
割
し
て
い
る
︒
こ
れ

は
︑
こ
の
台
座
の
干
割
れ
が
作
品
の
完
成
後
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
箇
所
の
割
れ
目
内
は
全
く
着
色
さ
れ
て
い
な
い
か
︑

も
し
く
は
︑
ご
く
表
層
付
近
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
こ
と
も
︑
像
本
体

と
台
座
の
干
割
れ
の
時
間
差
を
推
察
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
作
品

の
完
成
時
︑
台
座
は
︑
直
方
体
に
整
え
ら
れ
た
状
態
で
仕
上
げ
ら
れ
︑
そ
の
上

に
干
割
れ
を
生
じ
た
作
品
が
乗
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
事
実
は
︑
観

賞
内
容
の
実
体
で
あ
る
像
本
体
と
︑
見
せ
る
た
め
の
環
境
を
整
え
る
台
座
に
対

す
る
︑
橋
本
の
認
識
の
違
い
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
台
座
上

に
自
覚
を
持
っ
て
据
え
ら
れ
た
像
の
干
割
れ
は
︑
作
品
の
表
現
内
容
を
構
成
す

る
造
形
要
素
な
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
干
割
れ
を
正
確
に
予
測
で
き
な
い
以

上
︑
橋
本
が
そ
れ
を
狙
っ
て
本
体
の
制
作
に
着
手
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
こ

こ
で
言
え
る
こ
と
は
︑
素
材
の
物
性
が
自
律
的
に
現
す
も
の
を
︑
橋
本
は
︑
受

け
入
れ
て
作
品
と
す
る
感
覚
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑

そ
れ
は
﹁
木
彫
に
お
け
る
木
﹂
の
た
め
で
は
な
い
︒︽
裸
形
少
年
像
︾
の
刃
物

痕
の
問
題
を
こ
こ
に
併
せ
る
な
ら
︑
彼
の
制
作
が
木
材
を
超
え
て
︑
よ
り
普
遍

的
な
彫
刻
の
﹁
素
材
﹂
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
︒

四
　
造
形
方
法
論

 （
１
）「
木
製
の
彫
刻
」
の
「
量
感
」
に
つ
い
て

　
橋
本
に
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
技
巧
﹂
の
承
認
が
許
さ
れ
る
﹁
木
製
の
彫
刻
﹂
を
な

す
と
い
う
強
い
主
張
が
あ
っ
た
︒
一
章
３
節
後
半
で
引
い
た
こ
の
信
念
に
は
︑

さ
ら
に
自
ら
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
言
葉
が
続
く
︒

　
近
時
余
り
に
木
彫
と
称
す
る
に
過
ぎ
て
彫
刻
と
言
ふ
材
料
を
問
わ
な
い
︒

木
彫
鋳
造
な
ど
の
抱
含
さ
れ
た
彫
刻
と
言
ふ
芸
術
精
神
に
遠
ざ
か
る
感
が
切

に
あ
る
︒

　
木
彫
を
離
れ
て
彫
刻
を
思
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
彫
刻
精
神
に
覚
醒
せ
よ
︒

（
49
）

平
　 

　
八 

作

木心

 挿図 14　《裸形少年像》台座裏面のク
ロースアップ。木心から広がる亀裂が

「平」の文字を分割している。
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要
す
る
に
︑
橋
本
に
と
っ
て
木
彫
と
彫
刻
は
同
義
で
は
な
く
︑﹁
彫
刻
精
神

の
覚
醒
﹂
の
も
と
で
木
を
扱
う
態
度
に
は
︑
戦
後
︑
彼
に
付
さ
れ
た
伝
統
回
帰

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
全
く
逆
の
目
的
観
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
︒
昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）
発
表
の
︽
裸
形
少
年
像
︾
は
︑
先
の
主
張
が
な
さ
れ
た
昭
和
七

年
か
ら
五
年
遡
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
干
割
れ
が
示
す
木
の
物
性
を
造
形
要
素

と
し
て
対
象
化
す
る
意
識
︑
通
常
の
木
彫
に
は
例
を
見
な
い
刃
物
の
使
用
法
な

ど
は
︑﹁
木
製
の
彫
刻
﹂
に
通
底
す
る
方
法
論
の
現
れ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ

れ
ら
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
違
う
意
味
で
木
の
性
質
を
逆
手
に
取
っ
て
お
り
︑
干
割
れ

と
刃
物
痕
の
両
者
が
相
働
く
こ
と
で
︑︽
裸
形
少
年
像
︾
上
に
は
﹁
彫
刻
と
い

う
材
料
﹂
の
う
ち
に
問
い
直
す
効
果
が
生
じ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
た
素
材
に
対
す
る
橋
本
の
気
概
が
︑
石
井
か
ら
も
量
感
の
充
実
と
い

う
評
価
を
引
き
出
し
た
と
思
わ
れ
る（

50
）

︒
直
彫
り
を
身
上
と
す
る
橋
本
に
と
っ
て
︑

量
感
は
制
作
過
程
と
不
可
分
で
あ
っ
た
︒
彼
は
︑
制
作
行
為
を
河
川
の
石
塊
が

丸
み
を
帯
び
る
過
程
に
準
な
ぞ
ら
え
︑
そ
こ
に
﹁
立
体
的
密
度
﹂
の
増
加
と
﹁
立
体
を

し
て
生
命
を
発
生
せ
し
め
る
状
態
﹂
の
一
致
を
認
め
︑﹁
こ
の
効
果
を
発
生
す

る
と
同
時
に
こ
の
立
体
を
彫
刻
と
名
称
す
る
こ
と
が
出
来
る
﹂
と
︑
彫
刻
の

﹁
発
生
﹂
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る（

51
）

︒︽
裸
形
少
年
像
︾
に
加
え
ら
れ
た
刃
物
痕
は
︑

打
撃
に
よ
る
物
理
的
操
作
で
あ
り
︑
河
川
の
石
塊
の
ご
と
く
に
生
じ
た
﹁
量

感
﹂
の
効
果
を
も
っ
て（

52
）

︑
彫
刻
の
﹁
生
命
﹂
を
現
し
て
い
く
試
み
と
思
わ
れ
る
︒

（
２
）
線
状
痕
と
素
材
の
変
容

　︽
裸
形
少
年
像
︾
の
作
品
表
面
に
無
数
に
残
る
線
状
痕
（
挿
図
15
）
は
︑
踵
か
か
と

か
ら
頭
頂
部
ま
で
の
全
身
を
覆
い
つ
く
す
も
の
で
︑
こ
れ
が
︑
橋
本
が
作
品
全

体
に
彩
色
を
施
す
の
と
同
じ
く
︑
作
品
全
体
の
質
感
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る

こ
と
は
一
目
に
見
て
取
れ
る
︒
素
材
を
扱
う
手
法
が
示
す
効
果
は
︑
道
具
と
そ

の
適
用
法
に
よ
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
切
れ
味
鋭
い
鑿
跡
は

潔
い
形
態
処
理
を
表
出
し
︑
そ
の
逆
は
判
断
力
の
鈍
さ
や
素
材
の
抵
抗
感
と

な
っ
て
現
れ
る
︒
そ
の
よ
う
に
︑
対
素
材
の
操
作
は
そ
の
物
性
を
視
覚
化
し
︑

そ
れ
ら
が
総
じ
て
作
品
の
表
現
効
果
と
な
る
の
で
あ
る
︒

　
橋
本
が
円
空
に
驚
き
を
も
っ
て
認
め
た
の
も
︑
鑿
さ
ば
き
の
妙
で
あ
っ
た
︒

橋
本
は
円
空
仏
と
出
会
っ
た
直
後
の
日
記
に
こ
う
記
し
て
い
る
︒

 挿図 15　《裸形少年像》上体側面。無
数の線状痕が確認できる。
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碧
玉
の
ご
と
き
清
浄
無
垢
と
そ
れ
を
作
出
す
る
心
智
の
明
澄
さ
そ
の
技

能
の
洗
練
さ
︒
刀
法
の
微
妙
な
る
即
ち
鉈
サ
バ
キ
の
快
適
さ
で
あ
る
︒
実

に
驚
く
ば
か
り
な
る
自
由
奔
放
喩
へ
様
な
き
も
の
で
あ
る
︒
実
に
素
晴
し

い
刃
跡
で
あ
る（

53
）

︒

　
と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
ま
で
の
評
論
で
は
橋
本
の
こ
の
考
え
を
顧
慮
す
る
代
わ
り

に
︑
円
空
独
特
の
俗
に
言
う
﹁
鉈
ば
つ
り
﹂
の
手
法
か
ら
︑
角
度
の
浅
い
﹁
彫

り
﹂
に
対
す
る
角
度
の
深
い
﹁
打
つ
﹂
と
い
う
刃
法
が
引
き
出
さ
れ
︑︽
裸
形

少
年
像
︾
の
鑿
跡
に
つ
い
て
は
︑﹁
木
材
の
求
心
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
の
量
に
対

す
る
用
具
の
方
法
論
と
し
て
︑
同
じ
方
向
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
︑
円
空

の
側
か
ら
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た（

54
）

︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
橋
本
が
作
品
の
仕
上
げ
に
際
し
て
表
面
に
な
し
た
の
は
︑

刃
物
を
水
平
方
向
に
揃
え
て
木
の
繊
維
を
小
刻
み
に
断
つ
行
為
で
あ
る
︒
こ
れ

に
対
し
円
空
は
︑
原
木
を
縦
に
割
っ
た
上
で
︑
木
目
に
従
っ
て
鑿
を
入
れ
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
い
る
︒
両
者
の
刃
法
は
本
質
的
に
異
な
る
︒
た
だ
︑
前
例
の

な
い
橋
本
の
手
技
は
︑
そ
れ
が
伝
統
木
彫
と
は
一
味
違
う
効
果
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

　
刃
物
を
木
材
に
適
用
す
る
造
形
技
術
一
般
に
お
い
て
︑
刃
物
は
角
度
の
深
い

浅
い
に
関
わ
ら
ず
︑
素
材
を
切
り
取
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
︑
打
た
れ
る
こ
と
は

少
な
い
︒
繊
維
を
多
く
含
む
木
材
に
対
し
て
は
︑
切
り
取
る
方
が
打
つ
よ
り
も

物
理
量
に
与
え
る
効
果
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
︒
一
方
︑
打
つ
と
い
う
用
具
の

適
用
法
は
︑
石
材
の
よ
う
に
脆
性
が
大
き
く
か
つ
非
常
に
硬
い
素
材
に
対
し
て

な
さ
れ
る
︒
特
に
︑
御
影
石
な
ど
の
硬
い
花
崗
岩
は
︑
石
鑿
が
直
角
に
近
い
角

度
で
打
た
れ
︑
素
材
が
粉
砕
さ
れ
る
こ
と
で
形
状
操
作
が
施
さ
れ
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
道
具
の
扱
い
は
物
性
に
制
約
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
翻
る
な
ら
︑
材
質
感

は
手
法
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
実
際
︑
幾
度
も

刃
物
を
打
ち
つ
け
ら
れ
た
木
材
は
︑
脆
性
を
高
め
脆も
ろ

く
な
り
︑
木
材
の
表
層
は

そ
う
し
た
物
性
の
変
化
を
呈
す
（
挿
図
16
）︒
つ
ま
り
︑﹁
打
つ
﹂
こ
と
は
︑
荒

く
脆
い
テ
ク
ス
チ
ャ
を
現
し
︑
木
材
を
し
な
や
か
で
は
な
い
硬
質
な
素
材
に
変

え
る
可
能
性
が
あ
る
︒

　
た
だ
︑
橋
本
の
狙
い
が
物
性
の
変
質
に
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
目
的
の
是

非
や
︽
裸
形
少
年
像
︾
に
お
け
る
達
成
度
合
い
は
論
議
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

そ
れ
と
い
う
の
も
︑
線
状
痕
は
弱
く
浅
く
打
た
れ
た
な
り
の
も
の
か
ら
︑
強
く

 挿図 16　木彫作家瀧口政光氏（北海道
釧路市）の手法（女性立像制作過程）。
瀧口氏は、独自に考案した斧や鉈を強
く打ちつける手法をもって、徹底的に
木材の繊維を破断させ、素材を脆く毀
れる性質に変えつつ造形を追究してい
る。
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幾
度
も
重
ね
て
打
た
れ
︑
繊
維
が
破
断
し
て
毀こ
わ

れ
て
い
る
個
所
ま
で
様
々
だ
か

ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
線
状
痕
は
ほ
ぼ
全
て
︑
水
平
方
向
で
打
た
れ
て
お
り
︑
頭

頂
部
や
臀で
ん

部
な
ど
︑
水
平
方
向
で
は
鑿
が
滑
っ
て
打
ち
付
け
が
困
難
な
曲
面
に

も
︑
か
な
り
慎
重
に
刃
物
を
扱
っ
た
形
跡
が
あ
る
（
挿
図
17
）︒
そ
こ
ま
で
水

平
方
向
に
こ
だ
わ
る
理
由
に
は
︑
材
質
感
の
問
題
に
律
さ
れ
な
い
も
の
も
想
定

さ
れ
う
る
︒

　
ま
た
︑
作
品
の
表
面
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
︑
線
状
痕
の
大
半
は
平
鑿
︑
鉈
な

ど
の
刃
幅
の
広
い
刃
物
と
推
定
さ
れ
た
が
︑
若
干
数
の
鋸
の
こ
ぎ
りに
よ
る
長
い
も
の
も

確
認
さ
れ
た
（
一
七
九
頁
挿
図
7
）︒
木
彫
の
荒
彫
り
の
段
階
で
は
︑
鋸
で
深
く

筋
目
を
い
れ
て
木
材
を
荒
く
は
つ
っ
て
い
く
が
︑
そ
れ
ら
は
こ
の
時
に
残
っ
た

溝
と
推
定
さ
れ
る
︒
全
身
の
線
状
痕
は
︑
こ
の
筋
目
を
鑿
跡
に
紛
ら
せ
る
た
め

か
︑
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
着
想
を
得
て
施
し
て
み
た
も
の
と
も
想
像
で
き
る
︒

　
橋
本
の
素
材
に
対
す
る
挑
戦
は
︑
彼
が
連
作
と
し
て
位
置
付
け
る
︽
石
に
就

い
て
︾（
挿
図
18
）
上
で
は
︑
引
っ
掻
い
た
よ
う
な
鑿
跡
で
も
っ
て
木
材
以
外

の
材
質
感
が
現
さ
れ
よ
う
と
し
た（

55
）

︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
一
つ
の
限
界
を
感
じ
た

橋
本
は
︑
そ
の
二
年
後
に
﹁
来
る
可
き
転
回
﹂
と
宣
言
し
た
︽
花
園
に
遊
ぶ
天

女
︾
で
は
丸
鑿
を
用
い
︑
有
機
的
な
形
態
表
現
を
成
し
た
︒
こ
う
し
た
材
質
感

を
巡
る
展
開
に
は
︑
後
の
作
品
︽
ア
ナ
ン
ガ
ラ
ン
ガ
の
ム
ギ
リ
像
︾（
挿
図

19
）
に
関
す
る
﹁
木
彫
面
を
滅
没
す
る
こ
と
に
よ
り
木
彫
以
外
の
彫
刻
感
を
表

は
し
木
彫
石
彫
刻
の
区
別
撤
廃
総
括
的
に
彫
刻
と
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

（
56
）

と
い
う
決
意
表
明
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
︒

　
橋
本
は
院
展
出
品
作
を
通
じ
︑
技
術
的
な
特
性
が
表
現
に
与
え
る
効
果
を

様
々
に
試
み
︑
作
品
自
体
に
興
る
物
的
様
相
に
主
題
を
追
究
す
る
制
作
態
度
を

開
眼
し
て
き
た
︒
木
を
﹁
打
つ
﹂
手
法
も
そ
う
し
た
新
し
い
彫
刻
観
に
向
け
た
︑

 挿図 18　橋本平八《石に就いて》昭和
3 年（1928）。三重県立美術館蔵。白っ
ぽい部分には、刃物を立てて引っ掻い
て削った箇所が多い。画像提供：毛利一
郎氏。

 挿図 17　《裸形少年像》後頭部の線状
痕。曲面上に数ミリ単位で刃物を平行
に揃えて打ち付けるのは困難であり、
鋸で入れた切込みであることも否定で
きない。
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様
々
な
試
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

（
３
）
彫
刻
の
近
代
化
と
素
材
の
克
服

　
橋
本
が
院
展
で
活
躍
し
た
大
正
後
期
か
ら
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
頃
︑
ロ

ダ
ニ
ズ
ム
を
消
化
し
た
彫
刻
家
達
は
︑
荻
原
が
主
張
す
る
﹁
生
命
（Life

）﹂
を

深
化
継
承
す
る
仕
事
を
も
っ
て
︑
日
本
の
近
代
彫
刻
史
に
刻
ま
れ
る
彫
刻
概
念

を
紡
ぎ
出
し
て
い
っ
た（

57
）

︒
そ
れ
は
︑
彫
刻
を
﹁
形
状
﹂
で
追
究
す
る
の
で
は
な

く
︑
量
感
や
動
勢
と
い
う
造
形
要
素
に
お
い
て
構
築
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑

ゆ
え
に
︑
彼
ら
の
多
く
は
形
を
引
き
写
す
星
取
り
法
か
ら
︑
フ
ォ
ル
ム
の
生
成

過
程
を
含
む
直
彫
り
法
へ
と
制
作
方
法
を
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑

こ
の
時
代
の
直
彫
り
法
の
復
興
は
︑
単
な
る
古
代
的
手
法
へ
の
回
帰
で
は
な

か
っ
た
︒

　
近
代
直
彫
り
の
特
質
は
︑
近
代
彫
刻
の
発
端
と
も
な
っ
た
︑
ト
ル
ソ
や
未
完

成
作
品
に
形
態
的
な
完
結
性
を
認
め
る
美
意
識
に
導
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る（
58
）

︒
そ
れ
は
︑
古
代
彫
刻
な
ど
の
断
片
的
な
も
の
に
対
し
て
︑
そ
こ
に
働
い
た

力
学
的
作
用
と
時
間
経
過
と
を
転
化
さ
せ
︑
物
体
に
自
律
的
な
形
態
形
成
の
過

程
を
認
め
て
い
く
眼
差
し
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
時
︑
断
片
か
ら
浮
か
び
上
が

る
の
は
︑
仕
上
が
っ
た
﹁
形
﹂
で
は
な
く
︑
発
生
と
も
言
う
べ
き
フ
ォ
ル
ム
の

生
成
の
様
相
で
あ
る
︒
そ
こ
に
感
受
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
生
動
す
る
も
の
を
︑
作

品
の
生
命
と
し
て
主
題
化
す
る
と
こ
ろ
に
︑
観
念
世
界
を
脱
す
る
オ
ブ
ジ
ェ
と

し
て
の
近
代
彫
刻
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
逆
説
的
に
も
︑
生
命
と

い
う
抽
象
性
は
自
律
的
な
物
的
現
象
の
う
ち
に
具
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ

に
お
い
て
は
︑
木
や
石
と
い
う
素
材
の
物
性
は
克
服
さ
れ
︑
あ
る
種
の
﹁
原

質
﹂
的
な
実
体
に
変
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

59
）

︒

　
当
然
な
が
ら
︑
素
材
の
克
服
に
係
わ
っ
て
︑
重
要
な
働
き
を
担
う
の
は
表
現

さ
れ
る
﹁
形
﹂
で
は
な
く
︑
素
材
に
加
え
ら
れ
た
力
学
的
作
用
で
あ
る（

60
）

︒﹁
立

体
を
し
て
生
命
を
発
生
せ
し
む
る
﹂
と
こ
ろ
に
彫
刻
の
本
質
を
確
信
す
る
橋
本

は
︑︽
裸
形
少
年
像
︾
に
お
い
て
︑
刃
物
で
木
を
﹁
打
つ
﹂
と
い
う
新
手
法
に

よ
っ
て
︑
素
材
と
形
態
の
間
に
固
定
さ
れ
た
関
係
性
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
︒

連
作
に
位
置
付
け
ら
れ
る
︽
石
に
就
い
て
︾
で
は
︑
岩
盤
の
石
塊
が
一
個
の
石

に
な
る
過
程
を
再
現
す
る
木
の
扱
い
に
よ
っ
て
︑﹁
生
き
た
石
﹂
が
成
さ
れ
た

の
で
あ
る（

61
）

︒
木
を
生
か
し
︑
木
材
に
生
命
を
与
え
る
と
評
さ
れ
た
橋
本
は
︑
こ

の
よ
う
に
木
の
物
性
を
克
服
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
生
か
し
︑
作
品
に
生
命
を
与

え
た
の
で
あ
る
︒

　
橋
本
は
︑︽
石
に
就
い
て
︾
を
﹁
裸
形
少
年
像
の
製
作
に
因
つ
て
体
得
す
る

 挿図 19　橋本平八《アナン
ガランガのムギリ像》昭和 7
年（1932）。個人蔵。
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と
こ
ろ
を
よ
り
精
緻
に
導
く
も
の
で
あ
る
﹂
と
し
つ
つ
も
︑
技
巧
上
の
境
域
を

開
拓
し
た
︽
裸
形
少
年
像
︾
で
到
達
し
た
﹁
方
式
﹂
に
︑﹁
自
分
の
最
奥
の
も

の
﹂
を
明
言
し
て
い
る（

62
）

︒
こ
れ
は
︑
彼
が
後
に
標
榜
す
る
﹁
木
製
の
彫
刻
﹂
と

い
う
素
材
観
が
︑︽
裸
形
少
年
像
︾
に
お
い
て
初
め
て
︑
彼
の
自
覚
的
な
方
法

論
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
に
︑
素

材
の
物
性
自
体
に
自
律
的
価
値
を
認
め
︑
そ
れ
を
制
作
の
方
法
論
上
に
応
用
し

た
橋
本
に
は
︑
日
本
木
彫
の
伝
統
へ
の
回
帰
以
上
に
︑
近
代
的
オ
ブ
ジ
ェ
に
も

通
じ
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
観
の
覚
醒
こ
そ
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

　
十
九
世
紀
︑
ロ
ダ
ン
の
登
場
で
開
花
し
た
近
代
彫
刻
の
潮
流
が
︑
二
十
世
紀

な
っ
て
荻
原
守
衛
を
通
じ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
︒
こ
れ
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
彫
刻
界
の
変
化
を
︑
高
村
光
太
郎
は
後
に
﹁
底

の
動
き
﹂

（
63
）

と
語
り
︑
こ
の
言
葉
を
支
持
す
る
よ
う
に
︑
石
井
鶴
三
は
荻
原
の
志

﹁
彫
刻
の
生
命
﹂
に
感
奮
し
て
立
っ
た
彫
刻
家
達
の
︑﹁
細
き
な
が
ら
も
脈
々
と

し
て
今
日
に
及
ん
で
居
る
﹂
系
譜
を
明
言
し
た（

64
）

︒
こ
の
時
︑
石
井
よ
り
十
歳
若

く
︑
院
展
で
喜
多
武
四
郎
と
共
に
石
井
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
橋
本
平
八
が
︑

﹁
彫
刻
の
生
命
﹂
を
継
ぐ
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

新
し
い
彫
刻
の
う
ね
り
に
は
︑
造
形
方
法
の
取
捨
選
択
が
伴
っ
て
い
た
︒
西
洋

に
お
い
て
発
達
し
︑
盛
衰
を
繰
り
返
し
た
歴
史
を
持
つ
星
取
り
法
は
︑
二
十
世

紀
の
彫
刻
家
達
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
放
棄
さ
れ（

65
）

︑
そ
れ
に
代
わ
る
直
彫
り
法
が

作
品
に
自
律
的
価
値
を
生
じ
さ
せ
︑
彫
刻
の
近
代
性
が
覚
醒
し
て
い
く
の
で
あ

る（
66
）

︒
こ
の
過
程
の
縮
図
を
辿た
ど

っ
た
の
が
近
代
の
日
本
彫
刻
な
の
で
あ
れ
ば
︑
橋

本
の
活
躍
し
た
時
代
に
お
け
る
︑
木
彫
伝
来
の
直
彫
り
の
再
評
価
に
つ
い
て
も
︑

単
純
に
日
本
固
有
の
技
法
へ
の
回
帰
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

確
か
に
︑
直
彫
り
法
は
最
も
原
初
的
手
法
で
あ
れ
ば
︑
原
始
的
な
心
性
へ
の
回

帰
も
近
代
彫
刻
に
馴
染
む
美
意
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
肯
首
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑

橋
本
の
場
合
は
︑
木
を
断
ち
割
る
円
空
の
鑿
裁
き
に
物
性
を
取
り
扱
う
潔
さ
を

称
賛
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
物
的
な
破
損
や
風
化
を
形
態
の
現
れ
と
解

し
︑
古
代
の
ト
ル
ソ
を
再
発
見
し
た
西
洋
近
代
に
も
通
じ
る
眼
差
し
を
認
め
る

べ
き
で
あ
る
︒

　
本
間
の
後
に
続
い
て
︑
多
く
の
論
者
が
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
橋
本
と
円

空
の
系
列
論
︒
こ
こ
に
は
歪ゆ
が

め
ら
れ
た
橋
本
の
異
色
性
と
不
問
に
さ
れ
た
近
代

性
が
あ
る
︒
こ
れ
は
後
に
円
空
問
題
と
も
言
わ
れ
た
が
︑
そ
れ
を
指
摘
し
た
金

井
直
は
︑
近
年
﹁
二
項
間
の
影
響
関
係
や
類
似
の
記
述
に
は
終
わ
ら
な
い
彫
刻

の
共
同
体
の
再
発
見
﹂

（
67
）

を
求
め
︑
そ
れ
に
関
連
す
る
よ
う
に
︑
毛
利
伊
知
郎
は

橋
本
を
日
本
彫
刻
の
展
開
に
お
け
る
高
村
光
太
郎
︑
石
井
鶴
三
に
続
く
重
要
な

作
家
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る（

68
）

︒
彼
ら
は
︑
橋
本
を
︑
か
つ
て
の
よ

う
な
別
格
と
し
て
扱
う
の
で
な
く
︑
橋
本
と
同
時
代
の
﹁
彫
刻
の
共
同
体
﹂

（
69
）

に

再
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
日
本
近
代
に
お
け
る
彫
刻
の
あ
り
方
に
つ
い

て
多
く
の
示
唆
﹂

（
70
）

を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
本
研
究
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は
︑
橋
本
の
制
作
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
そ
う
し
た
橋
本
の
再

評
価
を
期
待
す
る
機
運
に
応
答
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
橋
本
が
い
か
に
同
時
代
の
作
家
た
ち
に
先
駆
け
た
近
代
性
を
示
し
た
と
し
て

も
︑
そ
れ
は
彼
が
そ
の
時
代
に
お
い
て
生
き
た
と
い
う
事
実
を
超
え
る
こ
と
は

な
い
︒
た
だ
し
︑
そ
の
こ
と
は
︑
橋
本
を
時
代
の
条
件
下
に
押
し
込
め
る
も
の

で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
橋
本
が
そ
の
時
代
の
俊
英
の
一
人
で
あ
り
え
た
の
は
︑

逆
説
的
に
も
時
代
と
い
う
人
的
︑
物
的
な
制
約
の
ゆ
え
で
あ
り
︑
そ
の
限
界
状

況
を
木
材
の
克
服
に
よ
っ
て
拓
い
た
﹁
木
製
の
彫
刻
﹂
観
に
︑
彼
の
彫
刻
家
と

し
て
の
近
代
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

注（
1
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄
復
刻
版
︑
伊
勢
文
化
舎
︑
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）︑

二
三
頁
︒﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄
は
︑
橋
本
平
八
の
遺
稿
集
と
し
て
橋
本
没
後
七
年
の
経
過
し

た
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
昭
森
社
か
ら
第
一
版
が
出
版
さ
れ
た
︒
本
書
が
刊
行

に
至
っ
た
詳
細
な
経
緯
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
︑
毛
利
伊
知
郎
に
よ
る
と
︑
本

書
の
出
版
は
弟
（
北
園
克
衛
）
と
の
共
同
作
業
の
う
ち
に
橋
本
の
生
前
よ
り
準
備
が
始

ま
り
︑
橋
本
の
急
逝
後
︑
北
園
が
残
り
の
作
業
を
行
っ
て
出
版
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄
は
︑
出
版
を
念
頭
に
置
い
た
著
書
と
し
て
の
構

成
が
練
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
橋
本
の
造
形
観
を
裏
付
け
る
貴
重
な
言
説
と
し
て
重

視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
論
に
お
け
る
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄
か
ら
の
引
用
は
︑

す
べ
て
復
刻
版
か
ら
の
も
の
で
あ
る
︒

（
2
）
金
井
直
﹁
橋
本
平
八
再
考
﹂︑
岩
城
見
一
編
﹃
芸
術
／
葛
藤
の
現
場
﹄
晃
洋
書
房
︑

二
〇
〇
二
年
︑
一
四
八
︱
一
五
一
頁
︒

（
3
）
毛
利
伊
知
郎
﹁
近
代
彫
刻
と
円
空
﹂﹃
美
術
手
帖
﹄
第
九
七
九
号
︑
二
〇
一
三
年
二
月
︑

八
七
頁
︒

（
4
）
本
間
正
義
﹁
円
空
と
平
八
︱
︱
近
代
木
彫
の
一
系
列
﹂﹃
國
華
﹄
第
八
三
六
号
︑

一
九
六
一
年
十
一
月
︑
五
〇
六
頁
︒

（
5
）
喜
多
武
四
郎
﹁
橋
本
君
を
憶
う
﹂﹃
ア
ト
リ
エ
﹄
第
一
三
巻
第
二
号
︑
一
九
三
六
年
二

月
︑
四
五
頁
︒

（
6
）
東
京
国
立
近
代
美
術
館
／
三
重
県
立
美
術
館
／
宮
城
県
立
美
術
館
﹃
日
本
彫
刻
の
近

代
﹄
淡
交
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
四
七
頁
︒

（
7
）
中
村
麗
子
﹁
木
と
い
う
素
材
に
対
す
る
態
度
﹂﹃
リ
ア
﹄
第
二
五
号
（
リ
ア
制
作
室
）︑

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）︑
三
二
︱
三
四
頁
︒

（
8
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
一
八
五
頁
︒
昭
和
七
年
五
月
十
二
日
の
日
記
よ
り
︒
同

年
九
月
に
は
︑
朱
地
金
箔
が
施
さ
れ
︑﹁
木
彫
面
を
滅
没
﹂
し
た
︽
ア
ナ
ン
ガ
ラ
ン
ガ
の

ム
ギ
リ
像
︾
が
第
十
九
回
院
展
に
出
品
さ
れ
て
い
る
︒

（
9
）
高
村
光
太
郎
﹁
上
野
の
彫
刻
諸
相
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
九
月

十
六
日
︑
四
頁
︒

（
10
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
一
八
五
頁
︒

（
11
）
石
井
鶴
三
の
回
想
か
ら
は
︑
院
展
彫
刻
研
究
所
に
お
け
る
同
志
が
︑
美
術
史
に
果
た

し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
の
自
負
が
伺
え
る
（
石
井
鶴
三
﹁
私
の
彫
刻
修
業
﹂﹃
石
井
鶴

三
先
生
︱
︱
信
州
上
田
と
﹄
小
県
上
田
教
育
会
︑
昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
）︑
九
七
頁
）︒

ま
た
︑
彼
ら
彫
刻
家
達
の
自
覚
は
︑
戦
後
の
美
術
史
に
お
い
て
も
﹁
最
大
の
在
野
勢
力
﹂

に
お
け
る
﹁
最
も
充
実
し
た
時
期
﹂
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
田
中
修
二
﹁
近

代
日
本
彫
刻
史
概
論
Ⅲ
﹂﹃
近
代
日
本
彫
刻
集
成
﹄
第
三
巻
︑
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
一
三

年
︑
三
一
〇
頁
︒

（
12
）
平
櫛
源
太
郎
﹁
序
﹂︑
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
二
頁
︒

（
13
）
喜
多
武
四
郎
﹁
序
﹂︑
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
六
頁
︒

（
14
）
石
井
鶴
三
﹁
牧
雅
雄
に
橋
本
平
八
﹂﹃
ア
ト
リ
エ
﹄
第
一
三
巻
第
二
号
︑
四
三
頁
︒

（
15
）
同
右
︒
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（
16
）
星
取
り
法
：（pointing technique

）
幾
何
の
原
理
を
機
械
的
に
応
用
し
た
形
態
転
写

の
彫
刻
技
法
︒
立
体
モ
デ
ル
の
任
意
の
点
を
大
理
石
な
ど
の
材
料
中
に
定
位
す
る
こ
と

で
形
状
再
現
を
行
う
︒
星
取
り
法
の
使
用
は
︑
二
十
世
紀
に
入
り
︑
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
が
重
視
さ
れ
る
に
従
っ
て
衰
退
し
て
い
く
︒
星
取
り
法
の
技
術
的
な
仕
組
み
に

関
し
て
は
︑
拙
稿
﹁
彫
刻
技
法
﹁
星
取
り
法
﹂
の
造
形
的
特
性
︱
︱
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
複

製
を
跨
ぐ
も
の
﹂﹃
図
学
研
究
﹄
第
四
二
巻
第
一
号
（
日
本
図
学
会
）︑
二
〇
〇
八
年
︑

一
一
︱
二
〇
頁
︑﹁
彫
刻
技
法
﹁
星
取
り
法
﹂
と
形
態
の
生
成
︱
︱
ロ
ダ
ン
に
お
け
る
模

倣
に
つ
い
て
﹂﹃
美
術
解
剖
学
雑
誌
﹄
第
一
二
巻
第
一
号
（
美
術
解
剖
学
会
）︑

二
〇
〇
八
年
八
月
︑
四
八
︱
五
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
17
）
三
木
多
聞
﹁
明
治
の
彫
刻
﹂﹃M

useum
（
東
京
国
立
博
物
館
研
究
誌
）﹄
第
二
〇
三
号
︑

一
九
六
八
年
二
月
︑
八
頁
︒

（
18
）
星
取
り
法
は
︑
院
展
作
家
木
村
五
郎
か
ら
﹁
木
彫
は
粘
土
と
全
く
同
じ
も
の
が
作
ら

れ
木
と
し
て
の
興
味
は
殺
が
れ
︑
そ
の
作
程
は
無
味
乾
燥
﹂
と
し
て
蔑
ま
れ
て
い
る
︒

木
村
五
郎
﹃
木
彫
の
技
法
﹄
ア
ル
ス
︑
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）︑
八
一
頁
︒

（
19
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
一
六
頁
︒

（
20
）
同
右
︑
一
六
三
頁
︒

（
21
）
こ
れ
は
木
彫
に
限
ら
な
い
こ
と
が
橋
本
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑

二
八
一
頁
︒

（
22
）
石
井
鶴
三
﹁
美
術
院
の
彫
刻
ʼ25 
﹂﹃
石
井
鶴
三
全
集
﹄
第
三
巻
︑
形
象
社
︑
昭
和

六
十
一
年
（
一
九
八
六
）︑
七
八
頁
（
初
出
﹃
ア
ト
リ
エ
﹄
第
二
巻
第
一
〇
号
︑

一
九
二
五
年
一
〇
月
）︒

（
23
）

M
ilt L

iebson, D
irect Stone Sculpture:  A

 G
uide to Technique and C

reativity, Schiffer 

Publishing, 1991, p.37. 

（
24
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
一
八
五
頁
︒

（
25
）
今
泉
篤
男
﹁
日
本
近
代
彫
刻
の
出
発
﹂﹃
み
ず
ゑ
﹄
第
六
〇
九
号
︑
一
九
五
六
年
四
月
︑

三
〇
頁
︒

（
26
）
同
右
︑
三
三
頁
︒

（
27
）
﹁
近
代
木
彫
の
流
れ
﹂
展
図
録
︑
国
立
近
代
美
術
館
︑
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）︑一

頁
︒

（
28
）
出
品
作
の
平
櫛
田
中
︽
鏡
獅
子
︾（
一
九
五
八
）
は
寄
木
法
に
星
取
り
法
と
い
う
展
覧

会
の
趣
旨
と
は
真
逆
の
方
法
で
作
ら
れ
て
い
る
︒

（
29
）
﹁
四
人
の
作
家
﹂
展
図
録
︑
国
立
近
代
美
術
館
︑
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）︑
三
三
頁
︒

（
30
）
本
間
正
義
﹁
花
園
に
遊
ぶ
天
女
﹂﹃
現
代
の
眼
﹄
第
一
一
号
︑
一
九
五
五
年
一
〇
月
︑

二
頁
︒

（
31
）
千
沢
楨
治
﹁
伝
統
木
彫
の
現
在
﹂﹃
現
代
の
眼
﹄
第
五
四
号
︑
一
九
五
九
年
五
月
︑
三

頁
︒

（
32
）
本
間
正
義
﹁
円
空
の
鉈
ば
つ
り
﹂﹃
現
代
の
眼
﹄
第
五
四
号
︑
五
頁
︒

（
33
）
本
間
正
義
﹁
円
空
と
平
八
﹂﹃
國
華
﹄
第
八
三
六
号
︑
五
〇
〇
頁
︒

（
34
）
同
右
︑
五
〇
一
頁
︒

（
35
）
平
成
十
八
年
に
東
京
国
立
博
物
館
で
開
か
れ
た
特
別
展
﹁
仏
像
︱
︱
一
木
に
こ
め
ら

れ
た
祈
り
﹂
の
展
覧
会
図
録
末
尾
の
用
語
解
説
に
は
︑﹁
木
心
を
こ
め
る
﹂
と
い
う
木
心

を
活
用
す
る
技
法
用
語
が
︑
出
自
の
明
記
も
な
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
特
別
展
﹁
仏
像

︱
︱
一
木
に
こ
め
ら
れ
た
祈
り
﹂
展
図
録
︑
東
京
国
立
博
物
館
︑
二
〇
〇
六
年
︑

二
七
八
頁
︒

（
36
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
二
二
頁
︒

（
37
）
石
井
鶴
三
﹁
優
作
は
常
連
に
あ
る
ʼ27 
﹂﹃
石
井
鶴
三
全
集
三
﹄
形
象
社
︑
昭
和
六
十
一

年
（
一
九
八
六
）︑
二
三
六
頁
（
初
出
﹃
ア
ト
リ
エ
﹄
第
四
巻
第
九
号
︑
一
九
二
六
年

一
〇
月
）︒

（
38
）
本
間
正
義
﹁
円
空
と
平
八
﹂﹃
國
華
﹄
第
八
三
六
号
︑
四
九
七
頁
︒

（
39
）
同
右
︑
四
九
九
頁
︒

（
40
）
同
右
︒

（
41
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
二
〇
八
頁
︒

（
42
）
﹁
木
仙
﹂
と
い
う
表
現
は
一
般
に
は
な
く
︑
こ
れ
は
橋
本
の
造
語
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
橋
本
に
は
︑﹁
仙
﹂
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒﹁
仙
と
は
動
な
り
︒
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動
は
静
の
終
わ
り
な
り
︒
即
ち
静
中
動
な
り
﹂（﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
一
〇
九
頁
）︒
こ
の

表
明
を
踏
ま
え
︑
橋
本
の
作
品
と
他
の
言
説
の
関
係
を
総
合
的
に
検
証
し
た
結
果
︑
筆

者
は
︑
橋
本
が
﹁
仙
﹂
に
お
い
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
﹁
形
態
の
形
成
に
関
与

し
た
条
件
と
時
間
的
経
緯
の
様
相
﹂
と
解
釈
し
た
（
福
江
良
純
﹁
神
秘
不
可
思
議
の
芸

術
︱
︱
橋
本
平
八
の
木
彫
と
近
代
性
﹂
京
都
工
芸
繊
維
大
学
大
学
院
博
士
論
文
︑

二
〇
〇
八
年
︑
三
三
頁
）︒
つ
ま
り
︑﹁
仙
﹂
と
は
︑
形
態
の
自
律
的
な
発
生
過
程
を
括

る
概
念
で
あ
り
︑﹁
木
仙
﹂
に
関
し
て
も
︑
有
機
的
な
形
態
の
形
成
過
程
を
示
す
も
の
と

推
察
さ
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
現
代
で
は
﹁
木も
っ

骨こ
つ

﹂
は
﹁
鉄
骨
﹂
と
並
ぶ
建
築
用
語
で
あ
る
︒

（
43
）
本
間
正
義
﹁
円
空
と
平
八
﹂﹃
國
華
﹄
第
八
三
六
号
︑
五
〇
三
頁
︒
本
間
正
義
﹃
近
代

の
美
術
16
　
円
空
と
橋
本
平
八
﹄
至
文
堂
︑
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）︑
四
四
頁
︒

（
44
）
本
間
正
義
﹁
円
空
と
平
八
﹂﹃
國
華
﹄
第
八
三
六
号
︑
四
九
九
頁
︒

（
45
）
福
江
良
純
﹁
彫
刻
に
お
け
る
立
体
概
念
の
形
成
﹂﹃
図
学
研
究
﹄
第
四
四
巻
一
号
（
日

本
図
学
会
）︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
︱
一
二
頁
︒

（
46
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
六
一
頁
︒

（
47
）
同
右
︑
五
七
頁
︒

（
48
）
工
業
製
図
と
異
な
り
︑
通
常
︑
彫
刻
に
お
い
て
は
正
面
と
側
面
の
二
面
で
制
作
が
進

め
ら
れ
る
︒
対
象
形
状
の
物
理
量
が
素
材
中
に
確
保
で
き
れ
ば
︑
実
際
に
用
い
ら
れ
る

材
料
自
体
の
外
郭
形
状
は
問
題
と
な
ら
な
い
︒

（
49
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
一
八
五
頁
︒

（
50
）
石
井
が
塊
と
量
感
に
つ
い
て
の
見
解
を
基
に
︑
美
の
本
質
を
造
形
の
方
法
論
と
共
に

描
き
出
し
た
こ
と
は
︑
近
年
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
こ
こ
に
関
し
て
は
︑
稲
賀
繁
美
﹃
接

触
造
形
論
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）︑
二
〇
一
六
年
︑
三
〇
九
︱
三
二
九
頁
も
参
照
さ

れ
た
い
︒

（
51
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
六
二
頁
︒

（
52
）
素
材
の
加
工
と
量
感
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
本
郷
新
﹃
彫
刻
の
美
﹄
中
央
公
論
美
術

出
版
︑
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）︑
三
六
︱
三
七
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
53
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
一
四
二
頁
︒

（
54
）
本
間
正
義
﹁
円
空
と
平
八
﹂﹃
國
華
﹄
第
八
三
六
号
︑
五
〇
一
︱
五
〇
二
頁
︒
本
間
は
︑

千
光
寺
に
伝
わ
る
円
空
の
自
刻
像
に
﹁
直
角
に
打
ち
つ
け
た
線
状
痕
﹂（
前
掲
﹃
近
代
の

美
術
16
　
円
空
と
橋
本
平
八
﹄︑
五
〇
頁
）
を
断
定
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
︒

自
刻
像
の
細
か
な
鑿
跡
は
︑
鑿
を
木
槌
な
ど
で
小
刻
み
に
叩
く
こ
と
で
生
じ
た
間
隔
の

短
い
通
常
の
痕
跡
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
間
は
こ
の
く
だ
り
で
︑﹁
鉈
ば
つ
り
﹂
と
い
う
語

句
か
ら
古
代
の
﹁
鉈
彫
り
﹂
を
連
想
し
︑
両
者
の
異
同
を
経
由
し
て
橋
本
作
品
の
線
状

痕
に
﹁
特
殊
な
や
り
か
た
﹂
と
い
う
目
を
向
け
て
い
く
︒
鉈
彫
り
像
に
つ
い
て
は
︑
現

在
も
諸
説
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
筆
者
は
︑
鑿
後
の
方
向
と
深
さ
︑
そ
し
て
そ
の
長
さ
が

形
態
要
素
（
例
え
ば
衣
服
）
単
位
で
一
定
し
て
い
る
諸
特
徴
に
鑑
み
て
︑
こ
れ
を
丸
鑿

の
跡
を
残
し
た
仕
上
げ
の
形
式
と
判
断
し
て
い
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
式
が
採
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
一
つ
言
え
る
こ
と
は
︑
こ
の
鑿
跡

を
通
し
て
像
が
無
垢
の
木
材
で
あ
る
印
象
を
強
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

点
に
お
い
て
は
︑
円
空
の
﹁
鉈
ば
つ
り
﹂
も
同
様
で
あ
る
︒︽
裸
形
少
年
像
︾
の
線
状
痕

に
も
︑
無
垢
材
を
印
象
付
け
る
効
果
は
顕
著
で
あ
る
が
︑
た
だ
し
前
二
者
と
異
な
る
の

は
︑
木
の
繊
維
の
細
か
な
破
断
が
︑
木
材
特
有
の
し
な
や
か
な
材
質
感
を
脆
性
の
高
い

硬
質
な
も
の
へ
変
質
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒

（
55
）
福
江
良
純
﹁
橋
本
平
八
の
木
彫
︱
︱
作
品
︽
石
に
就
い
て
︾
と
素
材
の
変
容
﹂﹃
デ
ザ

イ
ン
理
論
﹄
五
〇
号
（
意
匠
学
会
）︑
二
〇
〇
七
年
︑
七
九
︱
九
二
頁
︒

（
56
）
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
二
二
︱
二
三
頁
︒

（
57
）
彫
刻
の
本
旨
と
し
て
荻
原
が
語
る
﹁
一
種
内
的
な
力
（Inner Pow

er

）﹂︑﹁
生
命

（Life

）﹂
に
つ
い
て
は
︑
荻
原
守
衛
﹁
余
が
見
た
る
東
西
の
彫
刻
﹂﹃
彫
刻
真
髄
﹄
オ
ン

デ
マ
ン
ド
版
︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︑
三
二
頁
（
初
出
﹃
藝
術
界
﹄
明

治
四
十
一
年
八
月
号
所
載
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
ま
た
︑
荻
原
の
主
張
を
﹁
内
部
生
命

論
﹂
と
し
て
解
釈
す
る
批
評
言
説
も
あ
る
︒
古
田
亮
﹁
ラ
グ
ー
ザ
と
碌
山
︱
︱
彫
刻
に

お
け
る
複
製
の
問
題
を
中
心
に
﹂﹃
明
治
の
彫
塑
　
ラ
グ
ー
ザ
と
荻
原
碌
山
﹄（
芸
大
学

美
術
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
／
（
有
）
六
文
社
）︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
六
頁
を
参
照

の
こ
と
︒
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（
58
）
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
モ
ル
﹁
ト
ル
ソ
゠
モ
テ
ィ
ー
フ
の
生
成
と
ロ
ダ
ン
に
お
け
る
断
片
形

式
の
意
味
﹂︑
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
モ
ル
編
﹃
芸
術
に
お
け
る
未
完
成
﹄
中
村
二
柄
訳
︑
岩
崎

美
術
社
︑
一
九
七
一
年
︑
一
九
一
︱
二
二
七
頁
︒
シ
ュ
モ
ル
は
︑
古
代
彫
像
の
断
片
（
ト

ル
ソ
な
ど
）
に
︑﹁
そ
れ
自
体
が
価
値
を
持
つ
自
律
的
な
形
態
﹂
を
認
め
︑
そ
れ
が
﹁
近

代
彫
刻
の
テ
ー
マ
に
も
た
ら
し
た
刺
激
﹂
を
指
摘
し
て
い
る
︒
破
損
し
た
古
代
の
遺
物

と
し
て
の
ト
ル
ソ
は
︑
近
代
に
お
い
て
意
識
的
に
﹁
ト
ル
ソ
的
形
態
を
惹
起
こ
す
﹂
芸

術
手
段
と
な
り
︑
係
る
ト
ル
ソ
的
形
態
は
一
つ
の
完
全
な
作
品
と
み
な
さ
れ
て
い
く
︒

（
59
）
素
材
が
そ
の
物
性
を
示
し
続
け
て
い
る
限
り
︑
そ
れ
は
物
質
で
あ
っ
て
﹁
生
命
﹂
で

は
な
い
︒
形
象
以
前
の
混
沌
か
ら
生
命
が
生
ま
れ
る
現
象
に
範
を
取
り
︑
近
代
彫
刻
は

﹁
形
態
の
現
れ
﹂
も
っ
て
生
命
を
表
現
し
た
︒
福
江
良
純
﹁
荻
原
守
衛
の
彫
刻
に
お
け
る

形
態
の
現
れ
︱
︱
ロ
ダ
ン
の
ト
ル
ソ
と
の
対
比
を
通
じ
て
﹂﹃
美
術
解
剖
学
雑
誌
﹄
第

一
三
巻
第
一
号
︑
二
〇
〇
九
年
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
ま
た
︑﹁
原
質
﹂
の
字
義
に
つ
い
て

は
︑
中
村
尚
明
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
の
時
代
︱
︱
表
象
・
実
体
・
空
間
﹂﹃
イ
タ
リ
ア
彫
刻
の

二
〇
世
紀
﹄
図
録
（
現
代
彫
刻
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
一
年
）
が
参
考
と
な
る
︒

（
60
）
物
質
に
加
え
ら
れ
た
力
の
作
用
が
︑
そ
の
物
性
を
現
す
と
共
に
形
態
を
形
成
し
て
い

く
と
い
う
見
方
は
︑
今
日
の
自
然
科
学
に
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
山
本
学
治
は
﹁
自
然
物

の
形
態
は
つ
ね
に
︑
そ
の
物
の
︑
そ
の
時
の
そ
の
場
に
お
け
る
存
在
の
性
質
の
誤
る
こ

と
の
な
い
形
象
化
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
山
本
学
治
﹃
素
材
と
造
形
の
歴
史
﹄
鹿

島
出
版
会
︑
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）︑
一
八
頁
︒

（
61
）
こ
の
﹁
生
き
た
石
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
前
掲
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
二
三
九
頁
に
所
載
さ

れ
る
﹁
彫
刻
の
法
則
﹂
と
題
さ
れ
た
橋
本
の
一
文
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
に
表
明
さ
れ
た

橋
本
の
考
え
を
手
掛
か
り
に
し
た
︑
作
品
︽
石
に
就
い
て
︾
の
造
形
的
な
特
質
に
つ
い

て
は
︑
拙
論
﹁
橋
本
平
八
の
木
彫
︱
︱
作
品
︽
石
に
就
い
て
︾
と
素
材
の
変
容
﹂﹃
デ
ザ

イ
ン
理
論
﹄
第
五
〇
号
に
て
詳
し
く
扱
っ
て
い
る
︒

（
62
）
橋
本
平
八
﹃
純
粋
彫
刻
論
﹄︑
二
二
頁
︒

（
63
）
高
村
光
太
郎
﹁
荻
原
守
衛
﹂﹃
新
潮
﹄
第
五
九
〇
号
︑
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）

六
月
︑
三
三
頁
︒

（
64
）
石
井
鶴
三
﹁
彫
刻
の
先
覚
荻
原
碌
山
﹂﹃
石
井
鶴
三
全
集
﹄
第
十
巻
︑
形
象
社
︑
昭
和

六
三
年
（
一
九
八
七
）︑
一
六
二
頁
（
初
出
︑
東
京
芸
術
大
学
石
井
教
授
研
究
室
編
﹃
彫

刻
家
荻
原
碌
山
﹄
信
濃
教
育
会
︑
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
））︒

（
65
）
二
十
世
紀
に
彫
刻
家
が
星
取
り
法
を
放
棄
し
た
状
況
に
つ
い
て
︑
リ
ー
ブ
ソ
ン
は
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒﹁
私
た
ち
は
︑
古
典
主
義
か
ら
の
離
脱
と
表
現
の
自
由
へ
の
到

達
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
︒
石
彫
直
彫
り
へ
の
関
心
は
新
し
く
さ
れ
︑
そ
し
て
星
取
り

機
は
捨
て
去
ら
れ
た
（W

e have discussed the departure of classicism
 and the arrival of 

freedom
 of expression. Interest in direct stone carving w

as renew
ed and the pointing 

m
achine w

as discarded

）﹂（M
ilt Liebson, D

irect Stone Sculpture: A
 G

uide to Technique 

and C
reativity, Schiffer Publishing, 1991, p.37

）︒ 

（
66
）
星
取
り
法
か
ら
直
彫
り
法
へ
の
移
行
過
程
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
﹁
彫
刻
技
法
﹁
星
取

り
法
﹂
と
形
態
の
生
成
︱
︱
ロ
ダ
ン
に
お
け
る
模
倣
に
つ
い
て
﹂﹃
美
術
解
剖
学
雑
誌
﹄

第
一
二
巻
第
一
号
を
参
照
願
い
た
い
︒
ま
た
︑
彫
刻
作
品
の
自
律
的
価
値
と
近
代
的
な

彫
刻
の
主
題
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
論
﹁
荻
原
守
衛
の
彫
刻
に
お
け
る
形
態
の
現
れ

︱
︱
ロ
ダ
ン
の
ト
ル
ソ
と
の
対
比
を
通
じ
て
﹂﹃
美
術
解
剖
学
雑
誌
﹄
第
一
三
巻
第
一
号

を
参
照
願
い
た
い
︒

（
67
）
金
井
直
﹁
橋
本
平
八
と
現
代
の
彫
刻
（
家
）﹂﹃
リ
ア
﹄
第
二
五
号
︑
一
九
頁
︒

（
68
）
毛
利
伊
知
郎
﹁
日
本
近
代
彫
刻
史
に
お
け
る
橋
本
平
八
﹂﹃
リ
ア
﹄
第
二
五
号
︑
三
五

頁
︒

（
69
）
金
井
直
﹁
橋
本
平
八
と
現
代
の
彫
刻
（
家
）﹂﹃
リ
ア
﹄
第
二
五
号
︑
一
九
頁
︒

（
70
）
毛
利
伊
知
郎
﹁
日
本
近
代
彫
刻
史
に
お
け
る
橋
本
平
八
﹂﹃
リ
ア
﹄
第
二
五
号
︑
三
五

頁
︒
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は
じ
め
に

　
日
本
中
世
史
家
の
網
野
善
彦
（
生
没
年
一
九
二
八
～
二
〇
〇
四
年
）
は
︑

一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
新
し
い
歴
史
学
の
潮
流
（﹁
社
会
史
﹂）
の
代
表
的
人

物
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
の
ち
に
﹁
網
野
史
学
﹂・﹁
網
野
史
観
﹂

と
称
さ
れ
る
独
自
の
歴
史
研
究
の
ス
タ
イ
ル
を
打
ち
立
て
た
人
物
で
あ
る
︒
か

れ
は
日
本
の
中
世
（
鎌
倉
期
～
戦
国
期
）
を
非
農
業
民
の
側
か
ら
捉
え
な
お
し
︑

一
九
九
〇
年
代
に
は
国
民
国
家
批
判
を
展
開
し
た
︒
か
れ
の
歴
史
観
は
大
量
の

著
作
に
よ
り
広
く
人
口
に
膾か
い

炙し
ゃ

し
た
︒
と
く
に
大
衆
文
化
の
実
作
者
へ
の
影
響

は
大
き
く
︑
映
画
監
督
の
宮
崎
駿
や
小
説
家
の
隆
慶
一
郎
︑
北
方
謙
三
の
作
品

に
そ
の
影
響
が
み
ら
れ
る
︒

　
で
は
︑
網
野
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
個
性
的
な
歴
史
研
究
者
に
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
︒
そ
う
考
え
て
網
野
の
自
伝
を
読
む
と（

1
）

︑
一
九
五
三
年
の
夏
に
左
翼
政

治
運
動
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
が
重
大
な
転
換
点
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
共
産

党
内
が
所
感
派
（
網
野
の
こ
と
ば
で
は
﹁
民
族
派
﹂）
と
国
際
派
に
分
裂
す
る
な

か
︑
自
身
は
﹁
自
ら
の
功
名
の
た
め
に
︑
人
を
病
や
死
に
追
い
や
っ
た
〝
戦
争

犯
罪
人
〟
そ
の
も
の
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
一
九
五
三
年
の
夏
︑﹁
そ
う
し
た

許
し
難
い
自
ら
の
姿
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
た
﹂
で
き
ご
と
を
き
っ
か
け
に
し

て
︑
研
究
を
や
り
な
お
す
こ
と
を
決
意
し
た
︑
と
網
野
は
語
る（

2
）

︒
と
こ
ろ
が
︑

網
野
自
身
が
こ
の
で
き
ご
と
の
詳
細
を
終
生
あ
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑

一
九
五
〇
年
代
の
網
野
の
活
動
を
同
時
代
の
左
翼
政
治
運
動
の
潮
流
と
つ
き
あ

一
九
五
〇
年
代
の
網
野
善
彦
に
と
っ
て
の
政
治
と
歴
史

―
―
国
際
共
産
主
義
運
動
か
ら
の
出
発

内
田
　
力
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わ
せ
て
検
証
し
た
研
究
は
存
在
し
な
い
︒

　
そ
こ
で
本
論
文
で
は
︑
一
九
五
〇
年
代
の
政
治
環
境
と
網
野
の
活
動
と
の
関

係
を
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
︒
網
野
の
体
験
は
小
熊
英
二
が
大
著

﹃︿
民
主
﹀
と
︿
愛
国
﹀﹄
の
な
か
で
検
討
し
て
い
る
も
の
の（

3
）

︑
そ
の
記
述
は
︑

網
野
が
参
加
し
た
﹁
国
民
的
歴
史
学
運
動
﹂
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
に
集

中
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
小
熊
の
書
を
も
っ
て
し
て
も
︑
一
九
五
〇
年
代
の

共
産
党
分
裂
と
網
野
の
体
験
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
未
検
証
で
あ
る
︒
本
論
文

で
は
︑
網
野
の
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
証
言
や
資
料
も
参
照
し
な
が
ら
網
野
の

一
九
五
〇
年
代
を
検
討
す
る
︒

　
あ
る
年
代
以
上
の
歴
史
研
究
者
に
と
っ
て
︑
左
翼
運
動
経
験
や
マ
ル
ク
ス
主

義
か
ら
の
影
響
は
と
く
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
︑
年
代
に
よ
っ
て
そ
の
運

動
の
性
格
は
大
き
く
異
な
る
︒
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
左
翼
運
動
の
場
合
は
︑

一
九
六
〇
年
代
以
降
と
比
べ
て
︑
日
本
共
産
党
と
の
関
係
が
色
濃
い
︒
本
論
文

で
は
︑
当
時
の
中
ソ
同
盟
が
日
本
共
産
党
に
あ
た
え
た
影
響
を
念
頭
に
置
き
つ

つ
︑
つ
ま
り
国
際
共
産
主
義
運
動
と
い
う
文
脈
に
気
を
つ
け
つ
つ（

4
）

︑
一
九
五
〇

年
代
に
網
野
が
体
験
し
た
左
翼
運
動
の
特
徴
を
あ
き
ら
か
に
す
る
︒
本
論
文
を

つ
う
じ
て
︑
一
九
五
〇
年
代
特
有
の
左
翼
運
動
の
あ
り
か
た
を
描
写
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
︒

　
く
わ
え
て
︑
一
九
八
〇
年
代
の
﹁
網
野
史
学
﹂
へ
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
う

え
で
︑
本
論
文
で
は
歴
史
を
大
衆
に
伝
え
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
に
注
目

す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
一
九
八
〇
年
代
の
網
野
は
歴
史
を
人
々
に
伝
え
る
た
め
に
︑

図
像
資
料
に
着
目
し
︑
絵
本
制
作
の
よ
う
な
企
画
に
も
挑
戦
し
て
い
っ
た
か
ら

で
あ
る
︒
そ
の
原
体
験
が
一
九
五
〇
年
代
の
左
翼
運
動
経
験
の
な
か
に
あ
っ
た

こ
と
は
︑
後
年
の
﹁
網
野
史
学
﹂
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
見
逃
す
こ
と
が

で
き
な
い
︒

　
本
論
文
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
日
本
の
敗
戦
直
後
に

お
け
る
網
野
と
共
産
党
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
る
︒
つ
ぎ
に
︑
一
九
五
〇
年

以
降
の
共
産
党
分
裂
期
を
対
象
と
し
て
︑
網
野
を
と
り
ま
く
政
治
的
状
況
を
分

析
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
お
な
じ
く
共
産
党
分
裂
期
に
網
野
が
︑
歴
史
を
め

ぐ
っ
て
い
か
な
る
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
︒
最
後
に
︑

一
九
五
〇
年
代
後
半
の
文
章
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
左
翼
政
治
運
動
か
ら
離
脱

し
た
あ
と
に
︑
網
野
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
歴
史
研
究
を
再
開
し
た
の
か
を
検

討
す
る
︒

一
　
網
野
善
彦
と
日
本
共
産
党
の
関
係

　
本
節
で
は
︑
網
野
の
大
学
生
時
代
（
一
九
四
七
年
四
月
～
五
〇
年
三
月
）
を
対

象
に
︑
か
れ
の
活
動
と
日
本
共
産
党
と
の
関
係
を
説
明
す
る
︒

　
一
九
二
八
年
生
ま
れ
の
網
野
は
︑
一
九
四
七
年
に
東
京
大
学
文
学
部
国
史
学

科
に
入
学
し
︑
在
学
中
か
ら
日
本
共
産
党
の
政
治
活
動
に
参
加
し
た
︒
先
輩
で

あ
る
色
川
大
吉
（
一
九
四
八
年
に
東
京
大
学
を
卒
業
）
は
︑﹁
後
輩
の
網
野
善
彦

君
が
一
年
生
で
党
員
に
な
り
︑﹁
色
川
さ
ん
︑
こ
の
道
し
か
あ
り
ま
せ
ん
﹂
な
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ん
て
言
う
ん
だ
﹂
と
証
言
す
る（

5
）

︒
敗
戦
直
後
の
東
京
大
学
で
は
︑
多
く
の
学
生

が
共
産
党
の
政
治
活
動
に
参
加
し
︑
そ
れ
が
学
生
運
動
の
一
大
勢
力
と
な
っ
て

い
た
︒
網
野
も
そ
の
よ
う
な
学
生
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
︒

　
そ
の
後
︑
網
野
は
民
主
主
義
学
生
同
盟
（
民
学
同
）
と
い
う
団
体
に
結
成
時

か
ら
参
加
し
︑
副
委
員
長
兼
組
織
部
長
と
し
て
熱
心
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ

た（
6
）

︒
こ
の
団
体
は
共
産
党
の
政
治
方
針
と
密
接
に
関
係
す
る
学
生
団
体
で
あ
っ

た
︒
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
が
﹁
非
軍
事
化
・
民
主
化
﹂
の
方
針
を
転
換
し
た

こ
と
を
う
け
て
︑
一
九
四
八
年
二
月
に
共
産
党
は
党
中
央
委
員
会
で
﹁
民
主
主

義
の
徹
底
・
人
民
生
活
の
安
定
と
向
上
・
民
族
の
独
立
﹂
を
基
本
目
標
と
し
て

民
主
民
族
戦
線
の
結
成
を
目
指
す
こ
と
を
決
定
し
︑
社
会
党
な
ど
の
各
種
団
体

に
参
加
を
呼
び
か
け
た（

7
）

︒
こ
の
流
れ
の
な
か
で
大
学
生
の
戦
線
へ
の
参
加
を
牽

引
す
べ
く
一
九
四
八
年
一
一
月
に
結
成
さ
れ
た
の
が
︑
民
主
主
義
学
生
同
盟
で

あ
っ
た
︒
網
野
に
よ
る
と
︑﹁
当
時
は
︑
青
年
共
産
同
盟
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
︑

そ
れ
と
は
別
に
︑
も
う
ち
ょ
っ
と
学
生
の
独
自
性
を
生
か
し
た
組
織
を
作
ろ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
︒
そ
の
中
央
に
わ
た
し
は
引
っ
張
り
だ

さ
れ
﹂
た
︑
と
の
こ
と
だ（

8
）

︒
民
学
同
は
全
国
組
織
で
あ
り
︑
そ
の
参
加
者
は

﹁
あ
っ
と
い
う
間
に
二
︑三
万
人
に
増
え
た
﹂
の
だ
が
︑
網
野
は
組
織
部
長
と
し

て
︑﹁
あ
ま
り
地
方
に
は
行
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
東
京
の
学
校
は
ず
い
ぶ

ん
歩
き
ま
わ
っ
た
﹂
と
い
う（

9
）

︒

　
と
こ
ろ
が
︑
直
後
に
日
本
共
産
党
は
方
針
を
転
換
し
て
︑
複
数
の
青
年
組
織

を
合
同
す
る
こ
と
に
し
た
た
め
︑
民
主
主
義
学
生
同
盟
は
解
散
と
な
り
︑
民
主

青
年
合
同
委
員
会
を
経
て
︑
一
九
四
九
年
四
月
に
日
本
民
主
青
年
団
準
備
会
と

い
う
単
一
組
織
に
移
行
し
た（

10
）

︒
こ
れ
に
よ
り
網
野
は
役
職
か
ら
外
れ
︑
卒
業
論

文
に
専
念
す
る
時
間
を
得
る
こ
と
に
な
る
︒
日
本
共
産
党
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
︑

網
野
個
人
の
活
動
は
共
産
党
の
活
動
方
針
に
翻
弄
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
網
野
の
研
究
対
象
は
︑
日
本
中
世
に
お
け
る
若
狭
国
の
東
寺
領
荘
園
・

太た
ら
の
し
ょ
う

良
荘
で
あ
っ
た
︒
網
野
が
歴
史
を
専
門
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は

﹁
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
﹂
と
後
年
に
述
べ
て
い
る
が（

11
）

︑
中
世
史
研
究
に

進
ん
だ
の
は
大
学
の
先
輩
で
あ
る
永
原
慶
二
と
の
交
流
を
つ
う
じ
て
歴
史
書
を

読
む
よ
う
に
な
り
︑
と
り
わ
け
一
九
四
六
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
石
母
田
正
の

﹃
中
世
的
世
界
の
形
成
﹄（
伊
藤
書
店
）
を
読
ん
だ
影
響
が
大
き
か
っ
た
︒

　
こ
こ
で
︑
磯
前
順
一
の
整
理（

12
）

に
沿
っ
て
︑
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て

﹃
中
世
的
世
界
の
形
成
﹄
が
占
め
る
位
置
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
　

マ
ル
ク
ス
主
義
や
そ
れ
を
前
提
と
し
た
国
際
共
産
主
義
運
動
の
特
徴
の
ひ
と
つ

は
︑
政
治
戦
略
と
科
学
的
な
歴
史
把
握
を
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
新
興
科
学
﹂

と
呼
ば
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
﹂
は
﹁
た
く
さ
ん
の
ソ
連
歴
史
学
界
の
翻

訳
書
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
﹂

（
13
）

︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑﹃
日
本
資
本
主
義
発

達
史
講
座
﹄
の
よ
う
に
︑
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
政
治
指
令
で
あ
る
﹁
三
二
年
テ
ー

ゼ
﹂
が
歴
史
研
究
を
方
向
づ
け
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁︹
引
用
者
注
・

一
九
三
三
年
の
︺
日
本
共
産
党
の
壊
滅
以
降
︑
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
の
連
絡
を
切

断
さ
れ
た
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
国
際
世
界
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
に
な
る
︒
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し
か
し
︑
か
え
っ
て
そ
の
孤
立
傾
向
が
︑
彼
ら
を
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
令
か
ら

解
き
放
ち
︑
い
か
な
る
権
威
に
も
依
存
す
る
こ
と
な
く
︑
日
本
の
社
会
に
向
き

合
う
姿
勢
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
﹂

（
14
）

︒
そ
の
時
代
の
代
表
作
が
戦
時
下
に

書
か
れ
た
﹃
中
世
的
世
界
の
形
成
﹄
で
あ
っ
た
︒

　
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
歴
史
叙
述
は
︑
近
代
と
原
始
古
代
の
両
方
向
か
ら

は
じ
ま
り
︑
一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
﹃
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講

座
﹄
と
﹃
日
本
歴
史
教
程
﹄
と
い
う
成
果
を
生
み
出
し
て
い
た
︒
そ
の
結
果
︑

﹁
中
世
史
の
叙
述
が
空
白
部
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
講
座
派
と
教
程

グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
埋
め
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
﹂

（
15
）

︒
こ
う
し
て
︑﹃
中

世
的
世
界
の
形
成
﹄
が
古
代
か
ら
中
世
史
へ
の
移
行
過
程
を
め
ぐ
る
叙
述
の
ひ

と
つ
と
し
て
登
場
し
︑
一
九
五
〇
年
代
の
﹃
日
本
歴
史
講
座
﹄（
河
出
書
房
︑

一
九
五
一
年
・
一
九
五
三
年
）
に
よ
り
︑﹁
階
級
社
会
の
成
立
と
そ
の
消
滅
と
い

う
筋
書
き
の
も
と
に
︑
原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
と
い
っ
た
マ
ル
ク

ス
主
義
的
な
社
会
構
成
体
を
貫
ぬ
く
︑
歴
史
叙
述
の
基
本
的
枠
組
み
が
ほ
ぼ
出

揃
﹂
っ
た（

16
）

︒
つ
ま
り
︑
網
野
を
魅
了
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
普
遍
理

論
の
日
本
史
叙
述
へ
の
適
用
を
完
成
に
近
づ
け
る
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
に
く
わ
え
て
︑
敗
戦
後
の
日
本
の
再
建
に
あ
た
っ
て
日
本
に
残
存
す
る

封
建
性
に
対
し
て
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
︒
た
と
え
ば
一
九
四
六
年
二
月
︑

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
憲
法
改
正
に
際
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
に
示
し
た
三
原
則

（﹁
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
﹂）
の
な
か
に
は
︑﹁
日
本
の
封
建
制
度
は
廃
止
す

る
（T

he feudal system
 of Japan w

ill cease.

）﹂
と
の
文
が
あ
っ
た
︒
戦
後
に
再

建
さ
れ
た
日
本
共
産
党
も
︑
日
本
社
会
の
封
建
的
な
性
格
を
強
く
批
判
し
て
い

た
︒
網
野
の
研
究
テ
ー
マ
は
若
狭
国
に
お
け
る
封
建
制
度
の
確
立
を
あ
つ
か
っ

た
も
の
で
あ
り
︑
敗
戦
直
後
の
左
翼
政
治
運
動
の
な
か
で
実
践
的
な
テ
ー
マ
で

も
あ
っ
た
︒

二
　
国
際
共
産
主
義
運
動
の
一
環
と
し
て
の
政
治
活
動

　
本
節
で
は
︑
一
九
五
〇
年
か
ら
の
共
産
党
分
裂
期
を
対
象
に
網
野
の
政
治
活

動
を
国
際
共
産
主
義
運
動
の
一
環
と
し
て
説
明
す
る
︒

　
網
野
善
彦
は
東
京
大
学
文
学
部
を
卒
業
後
︑
日
本
常
民
文
化
研
究
所
月
島
分

室
（
東
京
都
中
央
区
）
に
勤
務
す
る
︒
こ
の
研
究
所
は
水
産
庁
か
ら
の
委
託
で

全
国
各
地
の
漁
村
の
古
文
書
を
収
集
・
整
理
・
刊
行
す
る
業
務
を
お
こ
な
っ
て

い
た
︒
た
だ
し
網
野
の
回
想
に
よ
る
と
︑
当
初
は
政
治
活
動
に
注
力
し
て
い
て
︑

研
究
所
の
業
務
に
は
熱
心
で
な
か
っ
た
と
い
う（

17
）

︒

　
い
っ
ぽ
う
︑
共
産
党
主
導
の
労
働
運
動
は
一
九
四
八
年
ご
ろ
に
は
路
線
対
立

に
よ
り
高
揚
期
が
終
わ
り
に
む
か
っ
て
い
た
︒
し
か
し
国
際
政
治
に
目
を
転
じ

る
と
︑
む
し
ろ
状
況
は
緊
迫
化
し
て
い
く
︒
中
国
で
は
一
九
四
九
年
に
中
国
共

産
党
が
国
共
内
戦
を
制
し
て
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
︑
一
九
五
〇
年
六
月

か
ら
は
朝
鮮
戦
争
が
開
戦
し
た
（
一
九
五
三
年
七
月
休
戦
）︒
か
く
し
て
︑
日
本

国
内
で
は
一
九
五
〇
年
に
中
ソ
同
盟
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
日
本
共
産
党
内
部

の
路
線
対
立
が
表
面
化
す
る
︒
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き
っ
か
け
は
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
機
関
誌
﹃
恒
久
平
和
と
人
民
民
主
主
義
の
た

め
に
﹄
の
記
事
だ
っ
た
︒
一
九
五
〇
年
一
月
六
日
に
こ
の
雑
誌
は
野
坂
参
三
の

理
論
を
批
判
す
る
論
文
を
掲
載
し
て
︑
日
本
共
産
党
に
路
線
転
換
を
求
め
た
︒

そ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
日
本
共
産
党
は
主
流
派
と
反
主
流
派
に
分
裂
し
た
︒
こ

の
い
わ
ゆ
る
﹁
五
〇
年
分
裂
﹂
は
︑
一
九
五
五
年
七
月
の
日
本
共
産
党
第
六
回

全
国
協
議
会
（
六
全
協
）
で
統
一
が
図
ら
れ
る
ま
で
つ
づ
く
こ
と
と
な
る
︒

　
こ
の
分
裂
は
﹁
所
感
派
﹂
と
﹁
国
際
派
﹂
の
対
立
だ
と
し
ば
し
ば
解
説
さ
れ
︑

網
野
も
そ
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
が
︑
や
や
単
純
化
の
き
ら
い
が
あ
る
︒
た
し

か
に
当
初
︑
反
主
流
派
の
﹁
国
際
派
﹂
は
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
批
判
の
無
条
件
で

の
受
け
入
れ
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
︑
主
流
派
で
あ
る
党
執
行
部
は
﹁﹃
日

本
の
情
勢
に
つ
い
て
﹄
に
関
す
る
所
感
﹂
を
発
表
し
て
留
保
を
つ
け
た
︒
徳
田

球
一
や
伊
藤
律
を
中
心
と
す
る
主
流
派
（﹁
所
感
派
﹂）
は
中
ソ
同
盟
と
の
連
携

に
慎
重
で
あ
り
︑
宮
本
顕
治
や
志
賀
義
雄
ら
は
国
際
的
な
権
威
に
拠
っ
て
主
流

派
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
構
図
は
す
ぐ
に
覆
る
︒﹁
主
流

派
が
急
旋
回
し
武
装
路
線
に
走
り
︑
国
際
路
線
を
追
求
し
だ
し
た
後
に
こ
の
立

場
は
逆
転
﹂
す
る
か
ら
で
あ
る（

18
）

︒
執
行
部
は
む
し
ろ
中
ソ
同
盟
に
全
面
的
に
従

う
方
針
を
と
り
︑
反
主
流
派
は
執
行
部
の
極
端
な
態
度
変
更
を
批
判
す
る
よ
う

に
な
る
︒

　
も
と
も
と
日
本
共
産
党
の
権
威
の
源
泉
は
そ
の
国
際
性
に
あ
っ
た
︒
世
界
史

を
説
明
す
る
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
理
論
を
前
提
と
し
た
政
治
方
針
を
と

り
︑
現
実
の
国
際
政
治
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
を
筆
頭
と
し
て
社
会
主
義
国
の
存
在

が
影
響
力
を
増
し
て
い
た
︒
中
国
の
国
共
内
戦
は
中
国
共
産
党
の
勝
利
に
終
わ

り
︑
次
い
で
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
︒
こ
う
し
た
な
か
で
︑
日
本
共
産
党
の
執

行
部
（
主
流
派
）
が
中
ソ
同
盟
の
指
導
下
に
入
る
の
は
そ
う
不
自
然
な
帰
結
で

は
な
か
っ
た
︒

　
一
九
五
〇
年
八
月
に
は
﹁
北
京
機
関
﹂
が
設
立
さ
れ
︑
党
執
行
部
は
中
国
に

密
航
し
て
中
国
か
ら
国
内
の
党
員
に
指
示
を
出
す
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な

経
緯
か
ら
︑﹁
所
感
派
﹂
が
民
族
の
問
題
を
強
調
し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
所
感

派
に
属
す
る
人
物
は
中
ソ
と
の
関
係
が
薄
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒

　
網
野
の
活
動
が
国
際
的
な
文
脈
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
︑
か
れ
の
文
章
か

ら
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
網
野
の
デ
ビ
ュ
ー
論
文
で
あ
る
﹁
若
狭
に
お

け
る
封
建
革
命
﹂（
一
九
五
一
年
一
月
）
は
︑
冒
頭
で
ス
タ
ー
リ
ン
の
﹃
マ
ル
ク

ス
主
義
と
民
族
問
題
﹄
を
挙
げ
て
︑
ス
タ
ー
リ
ン
の
﹁
民
族
﹂
定
義
を
念
頭
に

置
い
て
議
論
を
は
じ
め
て
い
る（

19
）

︒

　
も
う
一
例
は
網
野
の
講
師
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
︒

﹁
鶴
見
地
区
労
︹
鶴
見
地
区
労
働
組
合
協
議
会
︺
の
主
催
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
い

る
労
働
学
校
﹂
が
一
九
五
一
年
七
月
か
ら
﹁﹃
社
会
発
展
略
史
﹄
を
二
カ
月
の

計
画
で
と
り
上
げ
た
﹂
と
き
に
︑
網
野
が
講
師
と
し
て
派
遣
さ
れ
た（

20
）

︒
こ
こ
で

教
科
書
と
さ
れ
て
い
る
の
は
﹃
社
会
発
展
略
史
︱
︱
中
共
幹
部
必
読
文
献
﹄

（
五
月
書
房
︑
一
九
五
〇
年
十
一
月
）
の
こ
と
で
あ
り（

21
）

︑
ソ
連
の
経
済
学
者
レ
オ

ン
チ
ェ
フ
の
文
献
を
中
国
の
出
版
社
が
一
九
四
八
年
八
月
に
刊
行
し
た
書
の
日

本
語
訳
で
あ
る
︒﹁
原
始
共
産
制
﹂
↓
﹁
ド
レ
イ
制
度
﹂
↓
﹁
封
建
制
度
（
農
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奴
制
度
）﹂
↓
﹁
資
本
主
義
﹂
↓
﹁
共
産
主
義
﹂
と
い
う
発
展
段
階
に
沿
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
特
徴
を
学
習
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
付
録
と
し
て

マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
家
・
艾が
い

思し

奇き

に
よ
る
﹁
社
会
発
展
史
を
学
ぶ
と
き
に
お
こ

る
い
く
つ
か
の
問
題
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い
る（

22
）

︒
つ
ま
り
︑
網
野
は
中
国
で
作
ら

れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
科
書
の
翻
訳
を
片
手
に
教
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
の

で
あ
る
︒

　
一
九
五
一
年
十
月
に
日
本
共
産
党
が
第
五
回
全
国
協
議
会
（
五
全
協
）
で
武

装
闘
争
の
方
針
を
決
定
す
る
と
（﹁
五
一
年
綱
領
﹂）︑
網
野
も
そ
の
方
針
に
沿
っ

た
行
動
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
時
期
の
日
本
共
産
党
は
中
国
共
産
党
の

中
国
で
の
成
功
を
踏
ま
え
て
︑
農
村
に
革
命
の
拠
点
を
作
る
計
画
を
も
っ
て
お

り
︑
各
地
に
山
村
工
作
隊
を
派
遣
し
て
い
た
︒
網
野
自
身
は
実
際
に
山
村
工
作

隊
に
参
加
す
る
こ
と
な
く
︑
工
作
隊
の
派
遣
に
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
︒
の
ち

の
網
野
は
﹁
督
戦
隊
み
た
い
な
役
割
を
し
て
い
た
﹂

（
23
）

と
表
現
し
て
い
る
が
︑
具

体
的
に
ど
の
山
村
工
作
隊
で
の
こ
と
を
指
す
か
は
あ
き
ら
か
に
し
て
い
な
い
︒

　
し
か
し
︑
時
期
と
地
域
︑
さ
ら
に
網
野
が
工
作
隊
員
の
逮
捕
や
病
死
に
言
及

し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
︑
網
野
が
関
わ
っ
た
の
は
一
九
五
二
年
の
小
河

内
村
（
東
京
都
三
多
摩
地
区
）
へ
の
山
村
工
作
隊
の
送
り
出
し
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
山
村
工
作
隊
に
は
早
稲
田
大
学
の
学
生
が
参
加
し
て
い
る
が
︑
ち
ょ
う
ど

こ
の
時
期
に
網
野
は
早
稲
田
大
学
の
サ
ー
ク
ル
歴
史
研
究
会
（
歴
研
）
に

チ
ュ
ー
タ
ー
と
し
て
出
入
り
し
て
い
た（

25
）

︒
早
大
細
胞
は
党
中
央
（
所
感
派
）
に

よ
る
組
織
再
建
が
な
さ
れ
た
ば
か
り
で
︑
一
九
五
一
年
暮
れ
ご
ろ
に
は
早
稲
田

の
社
会
科
学
研
究
会
の
講
師
が
﹁
主
流
派
の
松
本
新
八
郎
︑
前
田
良
ら
に
切
替

え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
﹂

（
25
）

︒
松
本
に
近
か
っ
た
網
野
も
こ
の
と
き

か
ら
早
大
歴
研
に
関
与
し
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
︒
小
河
内
村
の
ダ
ム
建
設
阻

止
の
た
め
の
軍
事
拠
点
づ
く
り
に
は
︑
旧
国
際
派
の
早
大
生
が
多
く
派
遣
さ
れ（

26
）

︑

こ
の
派
遣
に
は
あ
き
ら
か
に
﹁
懲
罰
﹂
と
﹁
党
へ
の
忠
誠
心
の
試
し
﹂
の
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
た（

27
）

︒
小
河
内
で
は
一
九
五
一
年
十
一
月
ご
ろ
か
ら
山
村
工
作

隊（
28
）

が
活
動
し
て
い
た
が
︑
三
回
に
わ
た
る
一
斉
検
挙
を
受
け
て
逮
捕
者
を
出
す

こ
と
と
な
る
︒
岩
崎
貞
夫
の
よ
う
に
小
河
内
で
の
食
料
不
足
が
も
と
で
体
調
を

崩
し
︑
下
山
後
の
一
九
五
三
年
十
月
に
三
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
人
物
も
い
る
︒

当
時
の
逮
捕
者
の
ひ
と
り
土
本
典
昭
は
︑
小
河
内
行
き
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
の

こ
と
を
︑
一
九
五
二
年
六
月
下
旬
の
こ
と
だ
と
し
た
う
え
で
︑﹁
大
義
名
分
を

ふ
り
か
ざ
し
小
河
内
の
重
要
性
を
説
く
正
体
不
明
の
﹁
学
対
﹂︹
共
産
党
の
学

生
対
策
部
を
指
す
︺﹂
か
ら
工
作
隊
参
加
を
伝
え
ら
れ
た
と
回
想
す
る（

29
）

︒
こ
の
人

物
が
網
野
で
あ
る
か
は
も
ち
ろ
ん
不
明
で
あ
る
が
︑
同
種
の
活
動
を
網
野
が
早

大
で
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒

　
一
九
五
〇
年
代
の
網
野
の
活
動
に
つ
い
て
は
︑
党
幹
部
伊
藤
律
と
の
関
係
を

示
唆
す
る
証
言
も
存
在
し
て
い
る
︒
日
本
中
世
史
家
の
今
谷
明
は
﹁︹
網
野
︺

先
生
か
ら
﹁
自
分
は
伊
藤
律
の
指
令
を
下
部
へ
伝
達
す
る
役
﹂
を
担
っ
て
い
た

と
承
っ
た
こ
と
が
あ
る
﹂
と
書
い
て
い
る（

30
）

︒
伊
藤
律
と
い
う
人
物
は
︑
五
〇
年

分
裂
の
な
か
に
あ
っ
て
も
っ
と
も
そ
の
立
場
が
状
況
に
翻
弄
さ
れ
た
党
幹
部
で

あ
る（

31
）

︒
日
本
共
産
党
の
当
時
の
最
高
指
導
者
徳
田
球
一
の
右
腕
と
も
い
え
る
党
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幹
部
で
あ
り
︑
一
九
五
一
年
に
北
京
に
渡
航
し
て
北
京
機
関
に
く
わ
わ
っ
た
︒

し
か
し
︑
徳
田
が
病
気
で
倒
れ
る
と
︑
野
坂
参
三
に
よ
り
ス
パ
イ
容
疑
を
か
け

ら
れ
︑
一
九
五
三
年
九
月
に
伊
藤
律
は
党
か
ら
除
名
さ
れ
中
国
で
投
獄
さ
れ
た
︒

伊
藤
の
除
名
は
共
産
党
の
機
関
紙
﹃
ア
カ
ハ
タ
﹄（
の
ち
の
﹃
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
﹄）

で
も
報
告
さ
れ
︑
監
禁
状
態
は
一
九
八
〇
年
ま
で
つ
づ
く
︒

　
今
谷
は
伊
藤
か
ら
の
指
令
が
あ
っ
た
時
期
を
﹁
恐
ら
く
伊
藤
律
の
離
日
直
前

の
頃
で
は
あ
る
ま
い
か
と
推
測
﹂
し
て
い
る（

32
） 

︒
伊
藤
が
国
内
の
地
下
指
導
部

で
中
心
的
人
物
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
時
期
と
一
致
す
る
の
で
妥
当
な
推
測
で
あ

ろ
う（

33
）

︒

　
さ
ら
に
犬
丸
義
一
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
証
言
を
の
こ
し
て
い
る（

34
）

︒

﹁
薄
紙
指
導
﹂
と
呼
ば
れ
た
︑
党
の
地
下
指
導
部
か
ら
の
指
示
書
が
あ
っ
た
︒

カ
ー
ボ
ン
紙
で
限
ら
れ
た
枚
数
だ
け
複
写
さ
れ
︑
封
を
し
た
秘
密
書
類
で

あ
る
︒
そ
れ
を
網
野
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
て
︑
民
科
歴
史
部
会
の
グ
ル
ー

プ
員
に
届
け
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
ボ
ー
イ
の
役
を
私
が
一
時
期
つ

と
め
て
い
た
の
で
︑
そ
れ
を
受
け
取
る
た
め
に
何
度
か
月
島
の
常
民
文
化

研
究
所
を
訪
ね
た
も
の
で
あ
る
︒

﹁
常
民
文
化
研
究
所
を
訪
ね
た
﹂
と
い
う
こ
と
は
一
九
五
〇
年
四
月
以
降
の
こ

と
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
薄
紙
﹂

（
35
）

が
伊
藤
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
︑
網
野
は
地
下
潜
伏
し
た
党
幹
部
と
の
連
絡
役
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
そ
し
て
︑
伊
藤
の
除
名
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
時
点
で
︑
共
産
党
内
に
お

い
て
網
野
の
進
退
が
窮
ま
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
網
野
が
左
翼
政
治

運
動
か
ら
離
脱
し
た
一
九
五
三
年
夏
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
︒

三
　
大
衆
戦
略
と
し
て
の
歴
史
表
象
の
実
践
（
合
唱
と
紙
芝
居
）

　
前
節
で
は
網
野
を
と
り
ま
く
政
治
的
な
環
境
に
つ
い
て
説
明
し
た
︒
本
節
で

は
網
野
が
同
時
期
に
歴
史
を
め
ぐ
っ
て
い
か
な
る
活
動
を
し
た
の
か
を
と
り
あ

げ
る
︒

　
こ
の
時
期
︑
網
野
は
一
九
五
一
年
一
月
に
﹁
若
狭
に
お
け
る
封
建
革
命
﹂︑

同
年
十
二
月
に
﹁
封
建
革
命
と
は
な
に
か
﹂
と
﹁
封
建
社
会
成
立
期
を
め
ぐ
る

諸
問
題
﹂
を
論
文
と
し
て
発
表
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
論
文
に
関
し

て
は
す
で
に
山
本
幸
司
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
の
で（

36
）

︑
本
節
で
は
網
野
が
主

導
し
た
歴
史
を
題
材
と
し
た
大
衆
運
動
を
中
心
に
説
明
す
る
︒

　﹁
五
一
年
綱
領
﹂
下
で
日
本
共
産
党
が
主
導
し
た
運
動
に
は
︑
ソ
連
に
倣
っ

た
都
市
で
の
ゼ
ネ
ス
ト
・
武
装
蜂
起
戦
略
と
中
国
に
倣
っ
た
農
村
ゲ
リ
ラ
戦
略

と
い
っ
た
武
装
闘
争
路
線（

37
）

の
ほ
か
に
︑
平
和
的
な
大
衆
戦
略
も
存
在
し
て
い
た
︒

武
装
闘
争
路
線
は
徐
々
に
失
敗
が
あ
き
ら
か
と
な
り
︑
一
九
五
二
年
七
月
に
徳

田
球
一
の
論
文
﹁
日
本
共
産
党
三
〇
周
年
に
さ
い
し
て
﹂
が
発
表
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
六
全
協
に
先
立
っ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
︒
代
わ
っ
て
強
化
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
が
大
衆
戦
略
で
あ
っ
た
︒
著
名
な
う
た
ご
え
運
動
や
サ
ー
ク
ル
運
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動
も
一
九
五
二
年
以
降
に
活
況
を
呈
し
た
大
衆
運
動
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
大
衆
戦
略
が
歴
史
研
究
の
大
衆
化
運
動
と
結
び
つ
い
た
の
が
﹁
国
民
的

歴
史
学
運
動
（
国
民
の
た
め
の
歴
史
学
運
動
）﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
の
運
動
で
は
︑

﹁
国
民
の
た
め
の
歴
史
学
﹂
を
目
指
し
て
︑
民
主
主
義
科
学
者
協
会
歴
史
部
会

や
歴
史
学
研
究
会
な
ど
の
歴
史
学
会
が
︑
歴
史
学
の
実
践
運
動
を
展
開
し
た
︒

と
り
わ
け
紙
芝
居
や
演
劇
な
ど
の
大
衆
性
の
あ
る
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
︑
歴
史

研
究
者
が
人
々
の
歴
史
認
識
に
関
わ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た（

38
）

︒

　
こ
う
し
た
な
か
で
︑
歴
史
学
研
究
会
の
委
員
に
な
っ
た
網
野
が
大
会
運
営
に

携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
︑
か
つ
て
民
学
同
で
組
織
部
長
を
務
め
た
経
験
を

も
と
に
︑
歴
史
を
題
材
と
し
た
大
衆
運
動
を
推
進
し
た（

39
）

︒
網
野
が
委
員
と
し
て

企
画
・
運
営
に
携
わ
っ
た
歴
史
学
研
究
会
の
一
九
五
二
年
の
年
次
大
会

（
一
九
五
二
年
五
月
）
で
は
︑
紙
芝
居
﹁
山
城
物
語
﹂﹁
祇
園
祭
﹂

（
40
）

︑
人
形
劇

﹁
あ
の
さ
ま
﹂︑
民
話
劇
﹁
彦
一
ば
な
し
﹂
の
上
演
に
く
わ
え
て
︑
網
野
自
身
も

参
加
し
た
歴
史
家
コ
ー
ラ
ス
団
に
よ
る
合
唱
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て

い
た
︒
こ
こ
に
合
唱
が
登
場
す
る
の
は
唐
突
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
当

時
の
う
た
ご
え
運
動
の
盛
況
を
踏
ま
え
た
着
想
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

　
こ
の
歴
史
学
研
究
会
の
大
会
が
契
機
と
な
り
︑
歴
史
に
関
す
る
紙
芝
居
が
研

究
者
に
よ
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
時
代
︑
大
衆

文
化
を
支
え
る
メ
デ
ィ
ア
は
紙
芝
居
と
幻
灯
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
メ

デ
ィ
ア
は
テ
レ
ビ
放
送
が
開
始
さ
れ
る
と
次
第
に
衰
退
に
む
か
っ
て
い
く
も
の

の（
41
）

︑
手
作
り
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
左
翼
運
動
で
は
一
九
五
〇
年
代
を

つ
う
じ
て
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
つ
づ
け
る（

42
）

︒
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
環
境

の
な
か
で
︑
ひ
と
つ
の
論
点
に
浮
上
し
て
い
た
の
は
︑
学
術
成
果
の
発
表
媒
体

と
し
て
主
流
で
あ
っ
た
白
黒
印
刷
の
雑
誌
で
な
く
︑
紙
芝
居
や
幻
灯
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
で
歴
史
を
表
象
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
網
野
も
︑
歴
史
学
研
究
会
の
封
建
部
会
で
の
紙
芝
居
づ
く
り
に
参
加
し
た
︒

制
作
に
参
加
し
た
福
田
榮
次
郎
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
懐
す
る（

43
）

︒

大
会
︹
一
九
五
二
年
の
歴
史
学
研
究
会
の
大
会
︺
後
の
六
月
二
十
一
日
の
部

会
で
は
︑
池
永
二
郎
氏
の
問
題
提
起
で
紙
芝
居
作
成
が
討
論
さ
れ
て
い
る
︒

素
材
と
し
て
備
中
国
新
見
荘
が
と
り
あ
げ
ら
れ
︑
十
名
前
後
の
若
い
連
中

に
よ
っ
て
作
業
が
は
じ
め
ら
れ
た
︒
秋
頃
に
は
台
本
も
出
来
上
り
︑
新
進

気
鋭
の
画
家
箕
田
源
二
郎
氏
に
お
願
い
し
︑
無
償
で
四
︑五
十
枚
の
絵
を

か
い
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
︒（
中
略
）
台
本
の
草
稿
は
福
田
が
書

き
︑
全
員
で
討
論
し
て
作
成
し
て
い
っ
た
︒
年
が
か
わ
る
頃
に
は
出
来
上

り
︑
三
月
頃
に
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
演
じ
て
い
る
︒

当
時
の
紙
芝
居
制
作
に
つ
い
て
後
年
の
網
野
は
︑﹁
学
問
そ
の
も
の
の
底
が
浅

か
っ
た
ん
で
す
ね
︒
噓
を
書
い
て
無
理
を
し
た
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
た
﹂
と
否

定
的
に
振
り
返
っ
て
い
る（

44
）

︒
し
か
し
︑
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
歴
史
研
究
者
を
監
修

に
迎
え
た
歴
史
紙
芝
居
の
先
鞭
を
つ
け
た
と
い
う
意
義
を
も
ち
︑
そ
の
後
︑
歴

史
紙
芝
居
の
制
作
自
体
は
学
校
教
育
用
の
も
の
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
と
な
る（

45
）

︒
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網
野
個
人
に
と
っ
て
も
︑
こ
の
と
き
に
直
面
し
た
︑
歴
史
を
い
か
に
大
衆
に
伝

え
る
か
と
い
う
問
題
は
︑
一
九
八
〇
年
代
に
網
野
が
司
修
と
と
も
に
歴
史
絵
本

﹃
河
原
に
で
き
た
中
世
の
町
︱
︱
へ
ん
れ
き
す
る
人
び
と
の
集
ま
る
と
こ
ろ
﹄

（
一
九
八
八
年
八
月
）
を
制
作
す
る
と
き
︑
ふ
た
た
び
浮
上
す
る
こ
と
と
な
る
︒

　
さ
て
︑
網
野
は
一
九
五
三
年
の
夏
に
政
治
運
動
か
ら
離
れ
︑
五
四
年
度
委
員

の
任
期
切
れ
と
と
も
に
歴
史
学
研
究
会
で
の
活
動
も
控
え
る
よ
う
に
な
る
︒
網

野
は
こ
と
の
詳
細
を
あ
か
さ
な
か
っ
た
が
︑
後
年
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
想
し
て

い
る
︒

（
46
）若

い
こ
ろ
︑
わ
け
も
わ
か
っ
て
い
な
い
概
念
を
駆
使
し
て
︑
適
当
な
理
屈

を
組
み
立
て
て
人
を
説
得
し
た
り
︑
論
争
し
た
り
す
る
こ
と
に
喜
び
を
見

い
だ
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
が
︑
そ
う
い
う
自
分
が
徹
底
的
に

い
や
に
な
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
︒（
中
略
）
そ
れ
で
も
一
度
言
っ
た

こ
と
は
な
か
な
か
撤
回
で
き
な
い
わ
け
で
す
︒（
中
略
）
そ
う
や
っ
て
い

る
う
ち
に
︑
間
違
い
や
傷
口
を
ど
ん
ど
ん
大
き
く
し
て
し
ま
う
の
で
す
︒

こ
う
し
て
︑
網
野
は
﹁
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
が
全
く
空
虚
だ
っ
た
と
気

づ
い
﹂
て
︑﹁
い
い
加
減
疲
れ
て
︑
あ
の
世
へ
行
き
た
い
と
思
っ
た
ほ
ど
﹂
の

状
態
に
陥
っ
た
と
い
う（

47
）

︒
く
わ
え
て
︑
網
野
は
山
村
工
作
隊
（
お
そ
ら
く
は
小

河
内
山
村
工
作
隊
）
の
顚
末
に
も
責
任
を
感
じ
て
い
た
︒﹁
大
学
を
卒
業
し
て
︑

日
本
常
民
文
化
研
究
所
の
所
員
に
な
っ
て
い
た
の
で
︑
自
分
は
行
か
な
い
で
︑

若
い
学
生
た
ち
に
村
へ
入
る
こ
と
を
煽
動
﹂
し（

48
）

︑
そ
の
結
果
︑﹁
自
ら
の
功
名

の
た
め
に
︑
人
を
病
や
死
に
追
い
や
っ
た
﹂
の
で
あ
っ
た（

49
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら
後

年
の
網
野
は
自
身
の
こ
と
を
﹁
戦
争
犯
罪
人
﹂
と
表
現
し
た（

49
）

︒
運
動
が
共
産
党

の
権
力
関
係
や
方
針
変
更
に
振
り
回
さ
れ
る
な
か
で
︑
主
導
的
な
立
場
に
い
た

網
野
は
言
行
の
一
貫
性
が
と
れ
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒
こ
の
よ
う
な
網
野

の
言
動
の
背
景
に
は
︑
前
節
で
説
明
し
た
と
お
り
︑
日
中
ソ
の
共
産
党
の
関
係

性
に
よ
り
日
本
で
の
方
針
が
二
転
三
転
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒

四
　
南
北
朝
封
建
革
命
説
の
検
証
（
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
諸
論
文
）

　
前
節
・
前
々
節
で
は
︑
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
五
三
年
ま
で
の
時
期
に
焦
点

を
当
て
て
網
野
の
活
動
を
分
析
し
た
︒
本
節
で
は
︑
一
九
五
三
年
夏
以
降
の
網

野
が
挫
折
後
の
研
究
を
ど
の
よ
う
に
再
開
さ
せ
た
の
か
を
説
明
す
る
︒

　
ま
ず
︑
挫
折
後
の
網
野
の
心
情
が
よ
く
わ
か
る
文
章
を
引
用
し
て
お
き
た
い
︒

一
九
五
六
年
︑﹃
歴
史
学
研
究
﹄
が
二
〇
〇
号
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
実
施
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
︑
網
野
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
短
文
を
寄
せ
て
い
る（

51
）

︒

　
か
つ
て
委
員
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
時
︑
歴
研
に
お
か
け
し
た
御
迷
惑

を
日
に
日
に
身
に
し
み
て
感
じ
て
お
り
ま
す
︒

　
会
の
発
展
に
少
し
で
も
お
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
っ
て
は
お

り
ま
す
が
︑
非
力
の
た
め
何
も
出
来
な
い
の
が
残
念
で
す
︒
頑
張
っ
て
学
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問
に
は
げ
も
う
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
今
は
日
本
の
中
世
︑
荘
園
の
勉
強
を

あ
ら
た
め
て
や
り
な
お
し
て
︑
荘
園
に
生
き
る
人
々
の
姿
を
本
当
に
と
ら

え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒

　
勝
手
な
こ
と
の
み
書
き
つ
ら
ね
ま
し
た
︒

﹁
御
迷
惑
﹂
と
は
︑
歴
史
学
研
究
会
の
委
員
と
し
て
の
自
身
の
活
動
を
指
す
の

だ
ろ
う
（
前
節
参
照
）︒
こ
こ
で
︑﹁
会
の
発
展
﹂
に
寄
与
す
る
活
動
か
ら
離
れ

て
中
世
荘
園
の
勉
強
を
や
り
な
お
す
と
述
べ
て
い
る
︒
で
は
勉
強
の
﹁
や
り
な

お
し
﹂
は
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
網
野
の
文
章
か
ら
読

み
と
っ
て
み
た
い
︒

　
網
野
の
研
究
活
動
は
あ
た
え
ら
れ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
か
ら
再
出
発
し
た
︒

一
九
五
五
年
三
月
の
﹁
文
永
・
弘
安
の
役
﹂

（
52
）

は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
佐
藤

進
一
（
の
ち
に
名
古
屋
大
学
で
網
野
の
同
僚
と
な
る
）
か
ら
指
名
を
受
け
て
取
り

組
ん
だ
史
料
解
題
で
あ
っ
た
︒
一
九
五
六
年
の
﹁
霞
个
浦
四
十
八
津
と
御
留

川
﹂

（
53
）

と
﹁
愛
媛
県
温
泉
郡
二
神
島
﹂（
河
岡
武
春
と
の
共
著
）

（
54
）

は
︑
大
学
卒
業
後

に
網
野
が
勤
務
し
て
い
た
日
本
常
民
文
化
研
究
所
で
の
業
務
か
ら
発
展
さ
せ
た

論
文
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
前
者
は
︑
江
戸
時
代
の
自
治
的
漁
場
管
理
組
織
で
あ

る
霞
个
浦
四
十
八
津
を
あ
つ
か
っ
て
お
り
︑
一
九
五
二
年
十
一
月
の
史
学
会
大

会
発
表
﹁
霞
个
浦
・
北
浦
の
村
々
の
連
合
組
織
﹂
と
研
究
と
ほ
ぼ
お
な
じ
テ
ー

マ
で
あ
る（

55
）

︒
網
野
に
よ
る
と
︑﹁
史
学
会
の
大
会
で
行
っ
た
霞
个
浦
に
つ
い
て

の
全
く
実
証
性
の
な
い
報
告
を
根
底
か
ら
考
え
直
す
た
め
に
︑
常
民
文
化
研
究

所
の
仕
事
の
中
で
一
通
一
通
の
文
書
を
丹
念
に
読
ん
で
み
た
結
果
を
︑
霞
个
浦

四
十
八
津
に
関
す
る
ノ
ー
ト
と
し
て
ま
と
め
﹂
た
文
章
で
あ
っ
た（

56
）

︒
網
野
が
描

き
出
す
の
は
︑﹁
四
十
八
津
の
動
き
の
中
に
︑
過
去
の
大
き
な
力
の
断
片
の
よ

う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
﹂
が
︑
享
保
期
を
境
に
﹁
伝
統
的
な
力
を
失
い
︑
生

命
を
失
っ
た
官
僚
的
な
性
格
を
強
く
し
て
い
く
﹂
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た（

57
）

︒
こ

の
よ
う
な
︑
自
治
権
力
の
弱
化
・
官
僚
化
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
後
年
の
代
表
作

﹃
無
縁
・
公
界
・
楽
﹄（
一
九
七
八
年
）
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
︒

　
一
九
五
七
年
に
は
商
業
誌
に
﹁
蒙
古
襲
来
す
︱
︱
元
寇
の
一
断
面
﹂

（
58
）

を
発
表

1955年 3月 「文永・弘安の役」

1956年 2月 「霞ヶ浦四十八津と御留川」

1956年 4月 「愛媛県温泉郡二神島」（河岡武春と共著）

1956年 10月「アンケート：歴史学研究 200 号によせて」

1957年 1月 「蒙古襲来す―元寇の一断面」

1958年 1月 「大和国平野殿庄の所謂 ﹁強剛名主﹂について」

1958年 4月 「鎌倉時代の太良庄をめぐって」

1959年 4月 「西国における二つの東寺領荘園について」

1959年 7月 「元寇前后の社会情勢について」

1959年 10月「若狭国太良庄における惣百姓について」

1959年 12月「霞ヶ浦の魚介」

表１　1955 年から 1960 年までに発表された網野の文章

※ 1960 年は発表なし
出典：『網野善彦著作集』別巻の「著作目録」をもとに作成
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す
る
︒
こ
れ
は
一
九
五
五
年
に
﹁
文
永
・
弘
安
の
役
﹂
を
執
筆
し
た
経
験
を
踏

ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
︑
御
家
人
竹
崎
季
長
を
主
人
公
に
し
た
読
物
で
あ
る
︒

こ
れ
も
お
そ
ら
く
依
頼
を
受
け
て
執
筆
し
た
文
章
で
あ
ろ
う
︒
共
著
者
の
な
か

に
松
本
新
八
郎
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
そ
の
伝
手
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ

に
し
て
も
網
野
の
活
動
に
は
い
つ
の
時
期
も
︑
主
人
公
の
い
る
物
語
と
し
て
歴

史
を
語
る
と
い
う
課
題
が
つ
い
て
ま
わ
る
︒
こ
の
文
章
で
は
歴
史
の
大
き
な
流

れ
に
関
す
る
記
述
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
一
九
六
〇
年
代
以

降
︑
網
野
の
研
究
が
新
た
な
理
論
的
枠
組
み
を
提
起
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑
そ

れ
を
人
物
中
心
の
物
語
的
な
叙
述
と
い
か
に
両
立
さ
せ
る
か
が
問
題
に
な
っ
て

い
く
︒
網
野
は
歴
史
紙
芝
居
で
悔
い
を
残
し
て
い
た
が
︑
歴
史
を
一
般
読
者
に

む
け
て
語
る
と
い
う
面
で
も
再
出
発
を
し
て
い
た
︒

　
個
別
の
荘
園
史
の
論
文
を
ふ
た
た
び
発
表
し
た
の
は
一
九
五
八
年
か
ら
で
あ

る
︒
網
野
は
も
と
も
と
若
狭
国
太
良
荘
と
い
う
東
寺
領
荘
園
を
研
究
対
象
と
し

て
い
た
が
︑
そ
れ
ま
で
の
中
世
に
関
す
る
知
識
を
再
確
認
す
る
た
め
に
︑
お
な

じ
時
代
の
複
数
の
東
寺
領
荘
園
を
検
討
し
︑
そ
の
勉
強
の
成
果
を
発
表
す
る
よ

う
に
な
っ
た
︒﹃
歴
史
学
研
究
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
研
究
ノ
ー
ト
﹁
大
和
国
平
野

殿
庄
の
所
謂
﹁
強
剛
名
主
﹂
に
つ
い
て
﹂

（
59
）

は
︑
一
九
五
四
年
の
は
じ
め
か
ら
国

学
院
大
学
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
し
た
史
料
を
読
む
研
究
会
に
参
加
し
た
こ
と

が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
研
究
で
あ
っ
た（

60
）

︒
こ
の
研
究
会
に
誘
っ
た
池
永
二
郎
は

歴
史
学
研
究
会
で
網
野
と
と
も
に
紙
芝
居
を
制
作
し
た
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で

あ
る
︒

　
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
︒﹁
南
北
朝
の
内

乱
の
政
治
的
意
義
を
評
価
す
る
場
合
︑
そ
れ
に
近
ずマ
マ

い
て
ゆ
く
道
は
い
く
つ
か

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
一
つ
の
視
点
と
し
て
︑
こ
の
内
乱
で
は
じ
め
て
大
き
く

あ
ら
わ
れ
て
き
た
動
き
を
︑
そ
の
出
発
点
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
み
る
見
方

が
あ
り
う
る
と
思
う
﹂

（
61
）

︒
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
︑
網
野
は
﹁
南
北
朝
の
内
乱

の
政
治
的
意
義
﹂
の
評
価
が
問
題
関
心
で
あ
り
な
が
ら
︑﹁
元
寇
前
﹂
の
荘
園

を
分
析
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
段
階
で
は
︑
南
北
朝
の
﹁
内

乱
を
一
つ
の
﹁
革
命
﹂
と
評
価
す
る
人
達
﹂
が
存
在
す
る
と
紹
介
さ
れ
る
程
度

で
︑
具
体
的
な
論
者
名
や
そ
れ
へ
の
賛
否
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
網
野
は
︑

か
つ
て
﹁
若
狭
に
お
け
る
封
建
革
命
﹂（
一
九
五
一
年
一
月
）・﹁
封
建
革
命
と
は

な
に
か
﹂（
一
九
五
一
年
一
二
月
）
を
書
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
南
北

朝
の
内
乱
を
﹁
封
建
革
命
﹂
と
す
る
立
場
に
あ
っ
た
が
︑
運
動
か
ら
の
離
脱
に

と
も
な
っ
て
そ
の
見
解
を
実
証
的
に
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
そ
の
背
景
に

あ
る
の
は
︑﹁
五
〇
年
分
裂
﹂
下
に
網
野
に
対
し
て
指
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た

松
本
新
八
郎
の
南
北
朝
封
建
革
命
説
で
あ
っ
た（

62
）

︒
と
は
い
え
︑
も
し
そ
の
よ
う

な
網
野
の
経
歴
を
知
ら
な
け
れ
ば
当
時
の
読
者
は
研
究
の
意
図
が
読
み
と
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
四
頁
の
短
い
研
究
ノ
ー
ト
で
網
野
は
﹁
南
北
朝
の
内
乱
﹂
の
評
価
に
関

し
て
一
応
の
見
通
し
を
立
て
て
い
る
︒﹁
南
北
朝
の
内
乱
﹂
は
﹁
そ
れ
ぞ
れ
の

人
々
の
私
的
な
利
害
が
︑
幕
府
の
滅
亡
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
表
面
に
あ
ら
わ
れ
︑

は
げ
し
く
衝
突
﹂
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
本
格
的
な
解
決
は
︑
は
る
か
後
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ま
で
も
ち
こ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂
と
指
摘
す
る（

63
）

︒
つ
ま
り
︑﹁
南

北
朝
の
内
乱
﹂
自
体
は
歴
史
に
新
し
い
事
態
を
も
た
ら
す
革
命
で
は
な
い
と
さ

れ
る
︒
し
か
し
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
︑
現
地
で
荘
園
の
支
配
を
担
っ
た
下
司
の
横

暴
に
対
す
る
百
姓
た
ち
の
﹁
素
直
な
恐
怖
と
︑
そ
れ
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
決

意
﹂
こ
そ
が
﹁
混
迷
を
克
服
す
る
一
つ
の
力
﹂
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と

す
る（

64
）

︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
時
点
に
お
い
て
網
野
は
︑
私
的
な
利
害
の
衝
突
と
は

性
質
の
異
な
る
も
の
を
百
姓
た
ち
の
動
き
の
な
か
に
見
出
し
︑
そ
れ
が
内
乱
を

克
服
・
解
決
す
る
力
に
な
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
網
野
が
自
ら
に
問

い
か
け
て
い
る
の
は
︑
な
ぜ
南
北
朝
の
内
乱
が
革
命
に
み
え
て
し
ま
っ
た
の
か
︑

そ
し
て
︑
真
の
革
命
が
拠
っ
て
立
つ
も
の
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
︑

と
い
う
二
つ
の
問
い
で
あ
る
︒

　
そ
の
後
も
元
寇
前
後
の
荘
園
を
分
析
し
た
論
文
が
つ
づ
く
︒
一
九
五
八
年
四

月
︑﹃
史
学
雑
誌
﹄
に
研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
﹁
鎌
倉
時
代
の
太
良

庄
を
め
ぐ
っ
て
﹂

（
65
）

は
︑
す
で
に
太
良
荘
に
関
す
る
論
文
を
一
九
五
一
年
一
月
に

﹁
若
狭
に
お
け
る
封
建
革
命
﹂（﹃
歴
史
評
論
﹄
二
七
号
）
と
し
て
発
表
し
て
い
た

の
で（

66
）

︑
論
文
冒
頭
で
わ
ざ
わ
ざ
︑﹁
な
お
蛇
足
で
あ
る
が
︑
こ
の
論
旨
は
以
前

﹁
歴
史
評
論
﹂
誌
上
に
発
表
し
た
私
の
愚
論
と
は
全
く
無
関
係
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
﹂
と
記
す（

67
）

︒
一
九
五
九
年
四
月
の
﹁
西
国

に
お
け
る
二
つ
の
東
寺
領
荘
園
に
つ
い
て
﹂

（
68
）

は
︑
伊
予
国
弓
削
島
荘
・
安
芸
国

後
三
条
院
新
勅
旨
田
と
い
う
東
寺
領
荘
園
を
対
象
に
し
て
い
る
︒
弓
削
島
荘
は

﹁
塩
の
荘
園
﹂
と
呼
ば
れ
︑
日
本
常
民
文
化
研
究
所
で
の
業
務
か
ら
一
九
六
〇

年
代
以
降
に
網
野
が
中
世
塩
業
を
研
究
す
る
発
端
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る
︒
こ

の
よ
う
に
︑
研
究
所
の
業
務
を
機
と
し
て
個
性
的
な
荘
園
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑

自
身
の
中
世
史
論
の
根
拠
を
た
し
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
す
で
に

み
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
︑
生
業
の
な
か
で
も
農
業
に
視
野
を
限
定
し

な
い
研
究
ス
タ
イ
ル
に
つ
な
が
っ
て
い
く
︒

　
こ
れ
ら
の
三
作
品
は
﹁
南
北
朝
の
内
乱
﹂
と
い
う
大
き
な
論
点
を
意
識
し
て

い
る
も
の
の
︑
あ
つ
か
う
の
は
個
別
の
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
卑
屈
と
も

い
え
る
自
己
限
定
の
表
現
が
随
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ

う
な
文
で
あ
る
︒﹁
も
と
よ
り
こ
の
一
つ
の
庄
園
の
実
例
の
み
を
も
っ
て
︑
大

き
な
問
題
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
い
う
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で

あ
ろ
う
し
︑
い
ま
ま
で
の
べ
ら
れ
た
こ
と
に
や
や
具
体
的
な
一
例
を
加
え
る
に

す
ぎ
な
い
（
後
略
）﹂

（
69
）

︒
さ
ら
に
︑
論
文
の
導
入
部
分
に
お
い
て
︑﹁
若
干
の
補

足
を
加
え
う
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
﹂
や
﹁
蛇
足
を
加
え
る
に
す
ぎ
な
い

結
果
に
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
﹂
と
い
っ
た
表
現
も
登
場
す
る（

70
）

︒

　
し
か
し
︑
一
九
五
九
年
に
発
表
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
文
章
︑﹁
元
寇
前
后
の
社

会
情
勢
に
つ
い
て
﹂（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
二
三
一
号
）

（
71
）

と
﹁
若
狭
国
太
良
庄
に
お
け

る
惣
百
姓
に
つ
い
て
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄
六
八
巻
一
〇
号
）

（
72
）

で
は
︑
自
身
の
個
別
荘

園
研
究
を
総
括
す
る
段
階
に
入
っ
た
こ
と
で
︑
自
身
の
研
究
の
意
図
を
よ
り
明

確
に
記
し
は
じ
め
て
い
る
︒
ま
ず
︑﹁
元
寇
前
后
の
社
会
情
勢
に
つ
い
て
﹂
は
︑

﹁
最
近
こ
こ
ろ
み
た
２
︑３
の
庄
園
の
勉
強
の
な
か
で
感
じ
た
い
く
つ
か
の
点
を

整
理
﹂
し
︑﹁
社
会
の
根
底
を
ゆ
る
が
す
ほ
ど
の
動
き
﹂
の
な
か
に
農
村
で
の
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動
き
と
政
治
の
動
向
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
論
的
な
論
文
で
あ
る（

73
）

︒
こ
の

作
品
で
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
鎌
倉
期
に
関
す
る
研
究
を
総
括
し
た
う
え
で
︑
つ

ぎ
の
﹁
若
狭
国
太
良
庄
に
お
け
る
惣
百
姓
に
つ
い
て
﹂
で
つ
い
に
南
北
朝
内
乱

の
評
価
に
歩
み
を
進
め
る
︒
よ
う
や
く
﹁
五
〇
年
分
裂
﹂
下
で
の
歴
史
研
究
の

議
論
に
直
接
言
及
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
︒

　
網
野
が
念
頭
に
置
く
の
は
石
母
田
正
と
松
本
新
八
郎
の
﹁
悪
党
﹂
観
の
対
立

で
あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
が
﹁
若
狭
国
太
良
庄
に
お
け
る
惣
百
姓
に
つ
い
て
﹂
で

は
じ
め
て
明
記
さ
れ
る（

74
）

︒
畿
内
の
中
小
武
士
で
あ
る
﹁
悪
党
﹂
に
関
し
て
︑
石

母
田
は
そ
の
存
在
の
﹁
頽
廃
性
﹂
を
指
摘
す
る
が
︑
網
野
は
む
し
ろ
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
室
町
期
を
つ
う
じ
て
社
会
を
支
配
し
た
と
い
い
︑
そ
の
意
味
で
松
本

が
﹁
こ
の
時
期
の
惣
お
よ
び
党
・
一
揆
の
﹁
革
命
性
﹂﹂
を
見
出
し
た
の
に
一

定
の
理
解
を
示
す
︒
し
か
し
つ
づ
け
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
っ
て
ま
わ
っ
た
表

現
で
松
本
の
見
解
に
留
保
を
つ
け
て
い
る
︒﹁
も
と
よ
り
そ
の
根
底
に
真
に
革

命
的
と
い
い
う
る
動
き
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
︑
石
母
田
氏
の
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
動
き
は
社
会
の
被
抑
圧
者
た

ち
の
声
を
真
に
代
弁
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
﹂

（
75
）

︒
網
野
は
生

産
力
発
展
に
も
と
づ
く
新
た
な
社
会
的
動
き
の
代
表
と
し
て
は
悪
党
と
惣
百
姓

を
挙
げ
て
い
る
が
︑
こ
の
文
が
暗
示
す
る
よ
う
に
︑
そ
れ
ら
の
評
価
は
両
義
的

な
も
の
で
あ
っ
た
︒
悪
党
同
様
に
︑
太
良
荘
の
惣
百
姓
に
は
︑﹁
利
用
で
き
る

か
ぎ
り
東
寺
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
図
太
い
強
さ
﹂
が
あ
っ
た
も
の
の
︑
そ
れ

は
真
の
革
命
を
導
く
よ
う
な
﹁
す
べ
て
を
す
て
去
っ
た
も
の
の
も
つ
強
さ
と
は

お
よ
そ
無
縁
の
も
の
で
あ
﹂
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
南
北
朝
期
を
経
て
も
な
お
東
寺

の
支
配
を
許
す
﹁
弱
さ
﹂
に
な
っ
て
い
た
︑
と
分
析
す
る（

76
）

︒
東
寺
に
対
す
る
惣

百
姓
の
要
求
は
一
見
強
硬
だ
が
︑
そ
こ
に
﹁
自
ら
に
対
す
る
抑
圧
が
他
の
も
の

に
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
の
ぞ
む
気
持
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
み
の
が
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
﹂
と
論
じ
︑
惣
百
姓
が
東
寺
の
支
配
を
拒
絶
し
て
﹁
真
に
自
ら

の
足
で
立
と
う
と
す
る
動
き
﹂
は
不
充
分
で
あ
っ
た
と
断
じ
る（

77
）

︒

　
こ
こ
に
お
い
て
︑
左
翼
政
治
運
動
か
ら
離
脱
し
た
あ
と
の
網
野
は
︑
国
際
共

産
主
義
運
動
の
影
響
を
受
け
た
時
期
の
歴
史
解
釈
か
ら
出
発
し
て
︑
新
た
な
解

釈
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
た
︒
こ
の
と
き
の
網
野
は
す
で
に
︑
マ
ル
ク
ス
主

義
で
い
う
﹁
革
命
﹂
を
漸
進
的
な
社
会
的
な
﹁
動
き
﹂
で
あ
る
と
読
み
替
え
て

い
る
︒﹁
南
北
朝
の
内
乱
﹂
の
よ
う
な
歴
史
上
の
大
事
件
に
あ
て
は
め
よ
う
と

は
し
て
い
な
い
︒
そ
の
う
え
で
︑
網
野
は
﹁
真
に
革
命
的
と
い
い
う
る
動
き
﹂

の
有
無
を
論
じ
る
︒
い
わ
ば
真
の
革
命
と
偽
の
革
命
を
弁
別
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
の
規
準
に
は
倫
理
性
が
込
め
ら
れ
て
い
た
︒﹁
社
会
の
被
抑

圧
者
た
ち
﹂
の
側
に
立
ち
︑
力
関
係
の
な
か
で
う
ま
く
立
ち
回
る
の
で
な
く
抑

圧
そ
れ
自
体
を
拒
絶
す
る
ど
う
か
︒
網
野
が
語
る
先
に
は
左
翼
政
治
運
動
の
な

か
で
﹁
革
命
﹂
を
論
じ
て
い
た
か
つ
て
の
自
分
自
身
が
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
上

記
の
分
析
が
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
を
つ
う
じ
て
︑
実
例
を
増
や
し
な
が

ら
理
論
的
に
深
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
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お
わ
り
に

　
本
論
文
で
は
︑
国
際
共
産
主
義
運
動
と
の
関
係
を
確
認
し
な
が
ら
︑
網
野
の

歴
史
研
究
の
出
発
点
と
し
て
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
網
野
の
活
動
を
検
証
し
た
︒

戦
後
最
初
期
に
高
揚
し
た
左
翼
政
治
運
動
は
共
産
党
が
主
導
し
た
こ
と
か
ら
︑

網
野
を
は
じ
め
と
し
て
東
京
大
学
の
学
生
が
大
量
に
共
産
党
に
入
党
し
た
︒
し

か
し
一
九
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
︑
共
産
党
が
国
際
共
産
主
義
運
動
の
一

部
に
組
み
込
ま
れ
て
混
乱
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
高
揚
期
が
終
焉
す
る
︒
網
野
の

左
翼
政
治
運
動
は
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
網
野
は

大
学
生
時
代
か
ら
政
治
運
動
に
深
く
関
与
し
て
お
り
︑
そ
の
た
め
に
政
治
運
動

の
体
験
が
歴
史
研
究
を
大
き
く
左
右
さ
せ
て
い
た
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
点
は
他

の
同
世
代
の
歴
史
研
究
者
と
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
︒

　
と
す
る
と
︑
網
野
史
学
の
原
点
と
し
て
︑
他
の
歴
史
研
究
者
と
の
違
い
を
生

み
出
し
た
要
因
は
何
だ
っ
た
の
か
︒
な
ぜ
網
野
は
当
時
の
研
究
潮
流
（
い
わ
ゆ

る
﹁
戦
後
歴
史
学
﹂）
か
ら
外
れ
︑
個
性
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︒
当
時
の

政
治
運
動
か
ら
後
年
の
﹁
網
野
史
学
﹂
へ
の
影
響
を
考
え
る
に
︑
つ
ぎ
の
三
点

が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

　
ひ
と
つ
は
︑
網
野
の
左
翼
政
治
運
動
が
中
国
や
ソ
連
の
動
向
・
意
向
に
よ
っ

て
翻
弄
さ
れ
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
網
野
は

一
九
五
〇
年
代
前
半
の
一
時
期
︑
国
際
共
産
主
義
運
動
の
一
部
分
に
組
み
込
ま

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
体
験
が
︑
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
に
歴
史

研
究
者
の
な
か
で
の
反
主
流
派
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
く
︒
一
九
六
〇
年
代
以

降
の
網
野
は
と
き
お
り
自
身
の
文
章
の
な
か
で
外
国
で
の
政
治
状
況
に
言
及
し

て
い
る
が
︑
同
時
代
に
実
在
す
る
社
会
主
義
国
の
状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
︑
国

内
の
政
治
状
況
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
︑
外

国
史
研
究
や
他
国
で
の
歴
史
研
究
の
状
況
に
強
い
関
心
を
示
し
つ
づ
け
て
い
た
︒

こ
の
点
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
新
左
翼
﹂
と
比
較
す
る
際
に
重
要
な
視

点
と
な
る
だ
ろ
う
︒

　
ふ
た
つ
め
と
し
て
︑
網
野
の
研
究
が
︑
政
治
的
に
否
定
さ
れ
た
学
説
の
検
証

に
む
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
常
民
文
化
研
究
所
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
で
︑

研
究
活
動
の
継
続
が
可
能
な
環
境
に
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
要
因
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
に
く
わ
え
て
︑
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は
共
産
党
の
政
治
的
権

威
が
低
下
し
た
た
め
に
︑
左
翼
運
動
か
ら
の
離
脱
者
で
も
主
流
の
歴
史
解
釈
に

対
し
て
議
論
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
は
じ
め
て
い
た
︒
一
九
五
〇
年
代
後
半
の

網
野
の
文
章
の
変
遷
は
︑
主
流
の
歴
史
解
釈
へ
の
遠
慮
が
解
け
て
い
く
過
程
で

あ
っ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
最
後
に
︑
一
九
五
〇
年
代
の
網
野
が
歴
史
を
表
象
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
に

接
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
こ
の
点
も
の
ち
に
網
野
の
研
究
関

心
を
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
︒
網
野
は
若
く
し
て
歴
史
知
識
の
メ
デ
ィ
ア
へ

の
応
用
を
実
体
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
運
動
か
ら
の
離
脱
後
は
文
献
史
学
に

邁ま
い

進し
ん

し
︑
視
覚
メ
デ
ィ
ア
上
の
歴
史
と
い
う
論
点
を
い
っ
た
ん
は
忌
避
す
る
よ
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う
に
な
る
︒
し
か
し
︑
の
ち
に
網
野
は
不
承
不
承
の
態
を
と
り
つ
つ
ふ
た
た
び

こ
の
論
点
に
と
り
く
む
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
と
き
︑
自
身
の
歴
史
に
対
す
る
知

識
の
不
正
確
さ
を
思
い
出
す
こ
と
と
な
り
︑
最
終
的
に
歴
史
の
表
象
の
問
題
に

踏
み
込
む
に
至
る
︒
そ
れ
は
︑
当
時
の
左
翼
運
動
が
目
を
つ
け
た
と
お
り
︑

一
九
八
〇
年
代
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

注（
1
）
網
野
本
人
が
一
九
五
〇
年
代
の
で
き
ご
と
に
言
及
し
た
文
章
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
対

談
は
以
下
の
書
籍
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒﹃
歴
史
と
し
て
の
戦
後
史
学
﹄
日
本
エ
デ
ィ

タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
︑
二
〇
〇
〇
年；

﹃
歴
史
と
出
会
う
﹄
洋
泉
社
新
書
︑

二
〇
〇
〇
年；

﹃﹁
日
本
﹂
を
め
ぐ
っ
て
　
網
野
善
彦
対
談
集
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

そ
の
ほ
か
に
は
以
下
の
文
献
が
あ
る
︒﹃
中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘
園
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
七
八
年
︑
序
章；

﹁
中
世
史
研
究
第
三
期
へ
﹂﹃
日
本
読
書
新
聞
﹄
二
〇
〇
〇
号
︑

一
九
七
九
年
四
月
二
日
（﹃
中
世
再
考
﹄
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
︑

一
九
八
六
年
所
収
）；

﹃
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
四
年
︑

序
章
注
釈
部
分；

﹁
断
片
を
読
む
︱
︱
襖
の
下
張
り
の
な
か
に
歴
史
が
見
え
て
く
る
﹂

（
聞
き
手
：
大
月
隆
寛
）
石
井
慎
二
編
﹃
別
冊
宝
島
一
六
七
　
学
問
の
仕
事
場
﹄
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ｃ
出
版
局
︑
一
九
九
二
年
︒
な
お
︑
網
野
の
経
歴
に
つ
い
て
は
﹃
網
野
善
彦
著
作
集
﹄

別
巻
（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
）
の
﹁
網
野
善
彦
年
譜
﹂
や
﹁
著
作
目
録
﹂
を
参
照

の
こ
と
︒

（
2
）
網
野
﹁
戦
後
の
〝
戦
争
犯
罪
〟﹂
岩
波
書
店
編
集
部
編
﹃
戦
後
を
語
る
﹄
岩
波
新
書
︑

一
九
九
五
年
︑
一
〇
頁
︒

（
3
）
小
熊
英
二
﹃︿
民
主
﹀
と
︿
愛
国
﹀
︱
︱
戦
後
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
公
共
性
﹄

新
曜
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
と
く
に
八
章
︒

（
4
）
日
本
共
産
党
に
よ
る
公
式
の
党
史
で
あ
る
つ
ぎ
の
文
献
で
は
︑
一
九
五
〇
年
代
の
分

裂
の
こ
と
を
﹁
五
〇
年
問
題
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
そ
れ
ま
で
の
徳
田
球
一
に
よ
る
専
決

指
導
が
党
の
分
裂
と
外
国
か
ら
の
干
渉
を
許
し
た
が
︑﹁
五
〇
年
問
題
﹂
の
総
括
を
と
お

し
て
い
か
な
る
外
国
勢
力
の
干
渉
も
許
さ
な
い
自
主
独
立
の
立
場
を
確
立
し
た
︑
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
﹃
日
本
共
産
党
の
八
十
年
　

一
九
二
二
～
二
〇
〇
二
﹄
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
出
版
局
︑
二
〇
〇
三
年
︑
第
四
章
︑

と
く
に
一
二
七
～
一
二
八
頁
︒

（
5
）
色
川
大
吉
﹁
人
生
の
贈
り
物
五
　
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
に
憧
れ
農
村
で
教
師
に
﹂﹃
朝
日
新

聞
﹄
二
〇
一
五
年
三
月
二
〇
日
夕
刊
︑
六
面
︒
な
お
︑
こ
の
記
事
の
存
在
は
木
下
龍
馬

氏
（
国
立
国
会
図
書
館
）
の
ご
教
示
に
よ
り
知
り
え
た
︒
伏
し
て
感
謝
す
る
︒

（
6
）
つ
ぎ
の
文
献
に
﹁
民
主
主
義
学
生
同
盟
結
成
趣
意
書
﹂
や
﹁
民
主
主
義
学
生
同
盟
結

成
宣
言
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
三
一
書
房
編
集
部
﹃
資
料
戦
後
学
生
運
動
﹄
一
︑三
一

書
房
︑
一
九
六
八
年
︑
三
五
〇
～
三
五
五
頁
︒
三
五
〇
頁
の
﹁
民
学
同
通
達
第
一
号
﹂

（
一
九
四
八
年
九
月
九
日
付
）
に
は
﹁
民
学
同
は
民
主
主
義
擁
護
同
盟
及
青
年
戦
線
・
学

生
戦
線
統
一
の
重
要
な
一
環
と
し
て
急
速
な
組
織
を
期
待
す
る
﹂
と
あ
る
︒
三
五
四
～

三
五
五
頁
に
よ
る
と
︑
結
成
時
の
﹁
中
央
委
員
会
役
員
﹂
は
つ
ぎ
の
と
お
り
︒
委
員
長

中
森
蒔
人
︑
副
委
員
長
網
野
善
彦
︑
事
務
局
長
大
沼
鉄
郎
︑
教
育
宣
伝
部
長
西
沢
舜
一
︑

文
化
部
長
荒
川
幾
男
︑
組
織
部
長
網
野
善
彦
︑
機
関
紙
部
長
中
村
正
光
︑
財
政
部
長
北

田
芳
治
︒
三
五
二
～
三
五
四
頁
の
﹁
各
支
部
短
信
﹂
に
ふ
く
ま
れ
る
﹁
一
カ
月
の
活
動

の
自
己
批
判
（
組
織
部
）﹂
と
い
う
文
章
は
網
野
の
執
筆
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
な
お
︑

一
九
六
三
年
結
成
の
同
名
団
体
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
意
︒

（
7
）
一
九
四
九
年
七
月
に
統
一
戦
線
組
織
で
あ
る
﹁
民
主
主
義
擁
護
同
盟
﹂
が
成
立
す
る

に
至
る
が
︑
短
期
の
う
ち
に
運
動
は
崩
壊
し
︑
同
盟
は
一
九
五
〇
年
八
月
に
解
散
し
た
︒

吉
田
健
二
﹁
民
主
主
義
擁
護
同
盟
の
成
立
と
崩
壊
過
程
︱
︱
戦
後
日
本
に
お
け
る
統
一

戦
線
の
原
型
﹂﹃
社
会
労
働
研
究
﹄
一
九
︱
一
／
二
︑一
九
七
三
年
︒

（
8
）
網
野
﹁
断
片
を
読
む
︱
︱
襖
の
下
張
り
の
な
か
に
歴
史
が
見
え
て
く
る
﹂︑
一
二
四
頁
︒

（
9
）
同
右
︑
一
二
四
頁
︒
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（
10
）
長
崎
眞
人
﹃
命
あ
る
限
り
﹄
光
陽
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
六
二
～
一
六
四
頁
︒
著

者
の
長
崎
は
日
本
青
年
共
産
同
盟
（
青
共
）
の
一
員
と
し
て
こ
の
組
織
改
編
で
の
大
混

乱
に
立
ち
会
っ
た
︒
長
崎
に
よ
る
と
︑
一
九
四
九
年
一
月
は
じ
め
︑
青
共
の
全
国
グ

ル
ー
プ
会
議
の
席
上
で
︑
共
産
党
の
青
年
対
策
部
部
長
だ
っ
た
西
沢
隆
二
（
ぬ
や
ま
ひ

ろ
し
）
が
突
如
と
し
て
青
共
解
散
と
民
学
同
な
ど
と
の
合
同
を
提
案
し
︑﹁
と
に
か
く
俺

に
任
し
て
く
れ
﹂
と
言
い
残
し
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
11
）
網
野
﹁
断
片
を
読
む
︱
︱
襖
の
下
張
り
の
な
か
に
歴
史
が
見
え
て
く
る
﹂︑
一
二
一
頁
︒

（
12
）
磯
前
順
一
﹁
戦
後
歴
史
学
の
起
源
と
そ
の
忘
却
﹂
磯
前
順
一
・
ハ
リ
ー
・
Ｄ
・
ハ
ル

ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
編
﹃
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
経
験
︱
︱
一
九
三
〇
︱
四
〇
年
代
日
本
の

歴
史
学
﹄
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
︑
序
章
︒

（
13
）
同
右
︑
二
四
頁
︒

（
14
）
同
右
︑
二
八
～
二
九
頁
︒

（
15
）
同
右
︑
二
七
頁
︒

（
16
）
同
右
︑
二
九
頁
︒
な
お
︑
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
日
本
史
学
の
関
係
に
つ
い
て
は

つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒
戸
邉
秀
明
﹁
マ
ル
ク
ス
主
義
と
戦
後
日
本
史
学
﹂﹃
岩
波

講
座
日
本
歴
史
第
二
二
巻
　
歴
史
学
の
現
在
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︒

（
17
）
た
と
え
ば
︑
網
野
﹃
歴
史
と
し
て
の
戦
後
史
学
﹄
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
︑

二
〇
〇
〇
年
︑
三
～
四
頁
・
二
八
八
頁
︒
な
お
︑
当
時
の
日
本
常
民
文
化
研
究
所
月
島

分
室
で
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
は
︑
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
作
成
さ
れ
た
︑
つ
ぎ
の

文
献
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
日
本
常
民
文
化
研
究
所
水
産
庁
資
料
整
備

委
員
会
﹃
資
料
筆
冩
の
し
お
り
﹄（
謄
写
版
）
一
九
五
一
年
五
月
︒

（
18
）
下
斗
米
伸
夫
﹃
日
本
冷
戦
史
︱
︱
帝
国
の
崩
壊
か
ら
五
五
年
体
制
へ
﹄
岩
波
書
店
︑

二
〇
一
一
年
︑
一
九
五
頁
︒

（
19
）
網
野
﹁
若
狭
に
お
け
る
封
建
革
命
﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
二
七
︑一
九
五
一
年
（﹃
網
野
善
彦

著
作
集
﹄
別
巻
︑
一
六
頁
所
収
）︒

（
20
）
石
母
田
正
﹃
続
歴
史
と
民
族
の
発
見
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
五
三
年
︑
一
五
一

～
一
五
五
頁
（﹃
民
科
本
部
通
信
﹄
四
号
（
一
九
五
一
年
九
月
）
か
ら
網
野
の
文
章
を
転

載
し
た
も
の
︑﹃
網
野
善
彦
著
作
集
﹄
別
巻
︑
一
九
一
～
一
九
三
頁
）︒

（
21
）
解
放
社
編
集
部
編
︑
小
林
信
訳
﹃
社
会
発
展
略
史
︱
︱
中
共
幹
部
必
読
文
献
﹄
五
月

書
房
︑
一
九
五
〇
年
︒
な
お
︑
こ
の
書
は
の
ち
に
続
編
と
続
々
編
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

解
放
社
編
集
部
編
︑
尾
崎
庄
太
郎
訳
﹃
続
社
会
発
展
略
史
﹄
五
月
書
房
︑
一
九
五
三
年；

同
﹃
続
々
社
会
発
展
略
史
﹄
五
月
書
房
︑
一
九
五
四
年
︒

（
22
）
こ
の
書
に
対
し
て
は
つ
ぎ
の
書
評
が
存
在
す
る
︒
尾
崎
庄
太
郎
﹁
異
色
あ
る
中
国
の

啓
蒙
書
︱
︱
﹁
社
会
発
展
略
史
﹂
と
﹁
社
会
科
学
基
礎
教
程
﹂﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
五
︱
二

（
通
巻
二
八
号
）︑
一
九
五
一
年
︒

（
23
）
網
野
﹃
歴
史
と
し
て
の
戦
後
史
学
﹄
二
八
七
頁
︒

（
24
）
網
野
﹁
祖
先
の
事
業
へ
の
尊
敬
を
︱
︱
謙
虚
に
歴
史
を
み
る
﹂﹃
学
園
評
論
﹄
創
刊
号
︑

一
九
五
二
年
七
月
︒
こ
の
文
章
は
﹃
早
大
歴
研
月
報
﹄
一
九
五
一
年
一
一
月
二
六
日
号

（
筆
者
未
見
）
か
ら
の
転
載
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の
文
章
は
﹃
網
野
善

彦
著
作
集
﹄
別
巻
の
﹁
著
作
目
録
﹂
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒

（
25
）
由
井
誓
﹁
パ
ル
チ
ザ
ン
前
々
史
﹂﹃
由
井
誓
　
遺
稿
・
回
想
﹄
新
制
作
社
︑
一
九
八
七

年
︑
二
三
頁
︒

（
26
）
土
本
典
昭
﹁﹁
小
河
内
山
村
工
作
隊
﹂
の
記
﹂﹃
映
画
は
生
き
も
の
の
仕
事
で
あ
る

︱
︱
私
論
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
﹄
未
來
社
︑
一
九
七
四
年
（
初
出
一
九
七
〇
年

三
月
）︒

（
27
）
同
右
︑
一
〇
〇
頁
︒

（
28
）
厳
密
に
い
う
と
︑
宣
伝
部
隊
で
あ
る
山
村
工
作
隊
の
ほ
か
に
︑
軍
事
組
織
で
あ
る
﹁
Ｙ

組
織
﹂（
中
核
自
衛
隊
や
独
立
遊
撃
隊
）
も
小
河
内
で
活
動
し
て
い
た
が
︑﹁
Ｙ
組
織
﹂

の
実
態
は
当
時
の
党
員
も
知
り
え
な
い
部
分
が
多
か
っ
た
︒
本
論
文
で
は
区
別
せ
ず
ま

と
め
て
﹁
山
村
工
作
隊
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
小
河
内
に
お
け
る
共
産
党
軍
事
組
織
の
活

動
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
由
井
誓
（
一
九
三
一
年
生
ま
れ
︑
一
九
五
〇
年
早
稲
田
大

学
入
学
）
の
文
章
を
参
照
の
こ
と
︒
由
井
誓
﹁
パ
ル
チ
ザ
ン
前
々
史
﹂・﹁
内
側
か
ら
み

た
日
共
ʼ50 
年
代
武
装
闘
争
（
回
顧
対
談
）﹂・﹁〝﹃
五
一
年
綱
領
﹄
と
極
左
冒
険
主
義
〟
の

ひ
と
こ
ま
﹂︑
い
ず
れ
も
﹃
由
井
誓
　
遺
稿
・
回
想
﹄（
新
制
作
社
︑
一
九
八
七
年
）
所
収
︒
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く
わ
え
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
川
島
憲
治
に
よ
る
つ
ぎ
の
文
献
も
小
河
内
で
の
活
動
の
実

態
を
詳
細
に
調
査
し
て
お
り
参
考
に
な
る
︒
川
島
憲
治
﹁
山
村
工
作
隊
と
中
核
自
衛
隊

︱
︱
空
回
り
し
た
和
製
パ
ル
チ
ザ
ン
の
革
命
へ
の
献
身
﹂﹃
反
逆
者
と
テ
ロ
リ
ス
ト
の
群

像
﹄（﹃
別
冊
歴
史
読
本
２
﹄
三
三
︱
一
三
）
新
人
物
往
来
社
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
29
）
土
本
﹁﹁
小
河
内
山
村
工
作
隊
﹂
の
記
﹂
一
〇
〇
頁
︒

（
30
）
今
谷
明
﹁
時
局
下
の
網
野
先
生
﹂﹃
網
野
善
彦
著
作
集
﹄
六
巻
﹁
月
報
﹂
二
〇
〇
七
年

一
一
月
︑
五
頁
︒
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
犬
丸
義
一
の
文
章
も
あ
わ
せ
て
参
照
の
こ
と
︒

今
谷
の
文
に
対
し
て
補
足
や
訂
正
す
る
意
図
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
文
が
い
く
つ
か
見
受

け
ら
れ
る
︒
犬
丸
義
一
（
談
）﹁
網
野
さ
ん
と
私
﹂﹃
網
野
善
彦
著
作
集
﹄
四
巻
﹁
月
報

一
五
﹂
二
〇
〇
九
年
一
月
︑
七
～
一
〇
頁
︒

（
31
）
伊
藤
律
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒
伊
藤
律
﹃
伊
藤
律
回

想
録
︱
︱
北
京
幽
閉
二
七
年
﹄
文
藝
春
秋
社
︑
一
九
九
三
年
︒
つ
ぎ
の
文
献
は
伊
藤
律

の
次
男
に
よ
る
回
顧
録
で
あ
る
︒
伊
藤
淳
﹃
父
・
伊
藤
律
︱
︱
あ
る
家
族
の
﹁
戦
後
﹂﹄

講
談
社
︑
二
〇
一
六
年
︒
な
お
︑
網
野
は
つ
ぎ
の
文
献
で
宇
野
脩
平
と
と
も
に
左
翼
運

動
に
入
っ
た
人
物
と
し
て
伊
藤
律
に
言
及
し
て
い
る
︒
網
野
﹃
歴
史
と
し
て
の
戦
後
史

学
﹄
一
八
三
頁
︒

（
32
）
今
谷
明
﹁
時
局
下
の
網
野
先
生
﹂﹃
網
野
善
彦
著
作
集
﹄
六
巻
﹁
月
報
﹂︑
五
頁
︒
今

谷
は
お
な
じ
箇
所
で
﹁
五
六
年
以
降
の
武
装
共
産
党
時
代
﹂
と
書
い
て
い
る
が
︑﹁
五
一

年
以
降
﹂
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
︒

（
33
）
井
上
敏
夫
﹁
戦
後
革
命
運
動
の
息
吹
と
襞
﹂﹃
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
﹃
戦
後
日
本
共

産
党
関
係
資
料
﹄
解
題
・
解
説
﹄
不
二
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︑
三
七
～
三
八
頁
︒

（
34
）
犬
丸
義
一
（
談
）﹁
網
野
さ
ん
と
私
﹂﹃
網
野
善
彦
著
作
集
﹄
四
巻
﹁
月
報
一
五
﹂︑
九

頁
︒
な
お
︑
一
九
五
〇
年
代
の
状
況
に
関
し
て
は
つ
ぎ
の
文
献
も
参
照
の
こ
と
︒
犬
丸

義
一
﹁
戦
後
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
史
論
﹂﹃
長
崎
総
合
科
学
大
学
紀
要
﹄
二
五
︱
一
︑

一
九
八
四
年
︒

（
35
）
薄
い
紙
が
用
い
ら
れ
た
の
は
︑
不
意
に
警
察
官
の
職
務
質
問
に
あ
っ
た
と
し
て
も
飲

み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
︒﹁
薄
紙
指
導
﹂
に
つ
い
て
は

つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒
井
上
敏
夫
﹁
戦
後
革
命
運
動
の
息
吹
と
襞
﹂
三
七
～

三
九
頁
︒

（
36
）
山
本
幸
司
﹁
論
文
編
解
説
﹂﹃
網
野
善
彦
著
作
集
﹄
別
巻
︑
一
七
七
～
一
九
三
頁
︒

（
37
）
由
井
誓
﹁
内
側
か
ら
み
た
日
共
ʼ50 
年
代
武
装
闘
争
（
回
顧
対
談
）﹂﹃
由
井
誓
　
遺
稿
・

回
想
﹄︑
と
く
に
四
五
～
四
九
頁
︒

（
38
）
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
︑
歴
史
を
大
衆
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
に
し
よ
う
と
す

る
活
動
の
必
要
性
自
体
は
敗
戦
直
後
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

一
九
四
九
年
︑
農
村
文
化
教
育
会
の
発
行
す
る
﹃
緑
の
工
場
﹄
に
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
所
員
（
稲
垣
泰
彦
・
杉
山
博
・
永
原
慶
二
）
が
﹁
村
の
歴
史
を
書
こ
う
﹂
を
連
載
し

た
と
き
︑
永
原
慶
二
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
た
︒﹁
村
の
民
主
主
義
の
歴
史
を
自
分
で
学

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
分
た
ち
の
生
き
方
を
見
出
し
︑
新
し
い
民
主
主
義
の
歴
史
を
自

分
の
行
為
で
つ
く
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
﹂
と
︒
こ
の
よ
う
に
︑
敗
戦
後
の
日
本

で
﹁
新
し
い
民
主
主
義
﹂
を
実
現
す
る
に
は
︑
大
学
に
所
属
す
る
研
究
者
が
歴
史
を
研

究
す
る
だ
け
で
な
く
︑
も
っ
と
多
く
の
ひ
と
が
歴
史
を
学
び
︑
歴
史
を
書
く
こ
と
が
近

道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
永
原
慶
二
﹁
村
の
歴
史
を
書
こ
う
（
三
）　
村
の
歴
史

の
書
き
方
︱
︱
富
士
山
麓
の
あ
る
山
村
を
例
と
し
て
﹂﹃
緑
の
工
場
﹄
一
︱
五
︑

一
九
四
九
年
︑
一
五
頁
︒

（
39
）
な
お
︑
つ
ぎ
の
文
献
に
は
網
野
の
発
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒﹁
よ
い
話
し
が
出
た
が
︑

（
中
略
）
ま
だ
話
し
が
抽
象
的
だ
﹂
と
い
っ
た
よ
う
に
非
常
に
高
圧
的
な
物
言
い
な
の
が

印
象
的
で
あ
る
︒﹁
平
和
懇
談
会
記
録
　
歴
史
学
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
﹂﹃
歴
史
学
研
究

会
﹄
一
五
五
︑一
九
五
二
年
︑
五
五
頁
（
懇
談
会
の
開
催
は
一
九
五
一
年
十
月
二
十
七
日
）︒

（
40
）
紙
芝
居
﹁
祇
園
祭
﹂
は
そ
の
後
︑
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
書
籍
化
さ
れ
た
︒
民
主
主

義
科
学
者
協
会
京
都
支
部
歴
史
部
会
﹃
祇
園
祭
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
五
三
年
︒

さ
ら
に
︑
西
口
克
己
に
よ
る
小
説
化
を
経
て
︑
一
九
六
八
年
に
は
映
画
︑
一
九
七
六
年

に
は
絵
本
に
な
っ
た
︒

（
41
）
幻
灯
か
ら
テ
レ
ビ
へ
の
技
術
的
な
連
続
性
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
文
献
で
考
察
し
た
︒

内
田
力
﹁
あ
る
海
軍
技
師
の
光
学
技
術
と
戦
後
メ
デ
ィ
ア
︱
︱
カ
メ
ラ
・
幻
灯
・
テ
レ
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ビ
﹂
大
塚
英
志
編
﹃
動
員
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
︱
︱
︿
創
作
す
る
大
衆
﹀
の
戦
時
下
・

戦
後
﹄
思
文
閣
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︒

（
42
）
当
時
の
左
翼
政
治
運
動
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照

の
こ
と
︒
鳥
羽
耕
史
﹃
一
九
五
〇
年
代
︱
︱
﹁
記
録
﹂
の
時
代
﹄
河
出
書
房
新
社
︑

二
〇
一
〇
年
︒
と
く
に
戦
後
労
働
運
動
に
お
け
る
幻
灯
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
︑
鷲
谷

花
に
よ
る
一
連
の
研
究
を
参
照
の
こ
と
︒

（
43
）
福
田
榮
次
郎
﹁﹁
幻
の
紙
芝
居
﹂
と
﹁
安
良
城
旋
風
﹂﹂
歴
史
学
研
究
会
編
﹃
証
言
戦

後
歴
史
学
へ
の
道
︱
︱
歴
史
学
研
究
会
創
立
80
周
年
記
念
﹄
青
木
書
店
︑
二
〇
一
二
年
︑

三
三
九
～
三
四
一
頁
（
初
出
一
九
八
八
年
）︒
こ
の
紙
芝
居
は
﹁〝
新
見
の
人
々
に
も
み

て
も
ら
お
う
〟
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
杉
山
博
氏
に
よ
っ
て
新
見
に
送
ら
れ
た
︒
し
か

し
︑
そ
の
後
は
行
方
不
明
﹂
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
44
）
網
野
・
司
修
﹁
対
談
・
画
家
の
目
歴
史
家
の
目
﹂﹃
河
原
に
で
き
た
中
世
の
町
︱
︱
へ

ん
れ
き
す
る
人
び
と
の
集
ま
る
と
こ
ろ
﹄（
岩
波
書
店
︑
一
九
八
八
年
）
所
収
冊
子
︑
一

頁
（﹃
歴
史
と
出
会
う
﹄
一
六
七
頁
所
収
）︒

（
45
）
﹁
歴
史
紙
芝
居
シ
リ
ー
ズ
﹂
全
一
二
巻
（
企
画
編
集
：
日
本
教
職
員
組
合
・
歴
史
教
育

者
協
議
会
・
教
育
紙
芝
居
研
究
会
︑
出
版
：
日
本
紙
芝
居
幻
灯
株
式
会
社
︑
一
九
五
三

～
一
九
五
六
年
）︒

（
46
）
網
野
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）﹁
網
野
善
彦
の
世
界
﹂﹃
月
刊
百
科
﹄
四
二
四
︑一
九
九
八
年
︑

一
二
頁
（﹃
歴
史
と
出
会
う
﹄
九
九
～
一
〇
〇
頁
所
収
）︒

（
47
）
網
野
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）﹁
百
姓
イ
コ
ー
ル
農
民
で
は
な
い
︱
︱
公
的
文
書
が
切
り
落

と
し
た
歴
史
を
叙
述
す
る
﹂﹃
公
研
﹄
三
五
︱
一
二
︑一
九
九
七
年
︑
五
〇
頁
（﹃
歴
史
と

し
て
の
戦
後
史
学
﹄
二
八
八
頁
所
収
）︒
網
野
は
同
時
期
に
日
本
常
民
文
化
研
究
所
内
で

の
論
争
に
も
直
面
し
て
い
た
︒
研
究
所
の
日
常
の
仕
事
に
追
わ
れ
て
所
員
個
人
の
勉
強

が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
表
面
化
す
る
と
と
も
に
︑
古
文
書
収
集
の
成
果
報
告
書
で

あ
る
﹃
漁
業
制
度
資
料
目
録
﹄
刊
行
計
画
に
対
し
て
︑
方
針
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
か
ら

拒
否
す
る
か
ど
う
か
で
論
争
が
起
き
て
メ
ン
バ
ー
同
士
が
対
立
し
て
い
た
︒
こ
の
論
争

の
な
か
で
網
野
は
当
初
︑
刊
行
拒
否
派
だ
っ
た
が
︑
批
判
し
な
が
ら
も
目
録
は
刊
行
す

べ
き
と
の
立
場
に
転
じ
た
と
回
想
し
て
い
る
︒
な
お
︑
上
述
の
論
争
の
結
果
と
し
て
中

地
昶
平
が
研
究
所
を
辞
職
し
た
︒
網
野
は
中
地
か
ら
研
究
所
内
で
厳
し
い
批
判
を
受
け

て
い
た
と
書
い
て
い
る
が
︑
批
判
の
内
容
な
ど
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
網
野
﹃
歴
史
と

し
て
の
戦
後
史
学
﹄
一
九
八
～
二
〇
〇
頁；

網
野
﹁
特
集 

人
文
書
の
戦
後
五
〇
年
歴
史

篇
﹂﹃
人
文
会
ニ
ュ
ー
ス
﹄
七
三
︑一
九
九
五
年
︑
九
頁
（﹃
歴
史
と
出
会
う
﹄︑
一
九
頁

所
収
）︒

（
48
）
網
野
・
小
熊
英
二
﹁
人
類
史
的
転
換
期
の
な
か
の
歴
史
学
と
日
本
社
会
（
上
）﹂﹃
神

奈
川
大
学
評
論
﹄
三
八
︑二
〇
〇
一
年
︑
一
〇
頁
（﹃﹁
日
本
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹄
一
六
五
頁

所
収
）︒

（
49
）
網
野
﹁
戦
後
の
〝
戦
争
犯
罪
〟﹂
岩
波
書
店
編
集
部
編
﹃
戦
後
を
語
る
﹄
岩
波
新
書
︑

一
九
九
五
年
︑
一
〇
頁
（﹃
歴
史
と
し
て
の
戦
後
史
学
﹄
四
頁
所
収
）︒

（
50
）
同
右
︒

（
51
）
﹁﹁
歴
史
学
研
究
﹂
二
〇
〇
号
刊
行
に
よ
せ
て
﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄
二
〇
〇
︑一
九
五
六

年
一
〇
月
︑
四
九
頁
（
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
）︒

（
52
）
網
野
﹁
文
永
・
弘
安
の
役
﹂﹃
世
界
歴
史
事
典
二
二
　
史
料
篇
日
本
﹄
平
凡
社
︑

一
九
五
五
年
︒

（
53
）
網
野
﹁
霞
个
浦
四
十
八
津
と
御
留
川
（
地
方
史
研
究
）﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄

一
九
二
︑一
九
五
六
年
︒

（
54
）
河
岡
武
春
・
網
野
善
彦
﹁
愛
媛
県
温
泉
郡
二
神
島
﹂
伊
豆
川
浅
吉
編
﹃
共
同
漁
業
権

へ
の
依
存
度
に
関
す
る
調
査
﹄（
謄
写
版
）
一
九
五
六
年
︒

（
55
）
﹁
史
学
会
第
五
十
一
回
大
会
記
事
（
部
会
発
表
要
旨
）﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
六
一
︱

一
二
︑一
九
五
二
年
︑
六
五
頁
︒

（
56
）
網
野
﹁
戦
後
の
〝
戦
争
犯
罪
〟﹂︑
一
一
頁
︒

（
57
）
網
野
﹁
霞
个
浦
四
十
八
津
と
御
留
川
﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄
一
九
二
︑
三
五
～
三
六
頁
︒

（
58
）
網
野
﹁
蒙
古
襲
来
す
︱
︱
元
寇
の
一
断
面
﹂﹃
特
集
知
性
﹄
二
（
河
出
書
房
）︑

一
九
五
七
年
︒

（
59
）
網
野
﹁
大
和
国
平
野
殿
庄
の
所
謂
﹁
強
剛
名
主
﹂
に
つ
い
て
﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄
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二
一
五
︑一
九
五
八
年
︒

（
60
）
﹁
網
野
善
彦
年
譜
﹂﹃
網
野
善
彦
著
作
集
﹄
別
巻
︑
二
〇
六
頁
︒

（
61
）
網
野
﹁
大
和
国
平
野
殿
庄
の
所
謂
﹁
強
剛
名
主
﹂
に
つ
い
て
﹂︑
四
六
頁
︒

（
62
）
そ
の
主
張
は
﹁
南
北
朝
内
乱
の
諸
前
提
﹂（
一
九
四
七
年
）
や
﹁
中
世
末
期
の
社
会
的

変
動
﹂（
一
九
四
八
年
︑
単
行
本
収
録
時
の
題
名
は
﹁
南
北
朝
の
内
乱
﹂）
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
︒
と
も
に
つ
ぎ
の
単
行
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
松
本
新
八
郎
﹃
中
世
社
会

の
研
究
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
五
六
年
︒

（
63
）
網
野
﹁
大
和
国
平
野
殿
庄
の
所
謂
﹁
強
剛
名
主
﹂
に
つ
い
て
﹂︑
四
九
頁
︒

（
64
）
同
上
︑
四
九
頁
︒

（
65
）
網
野
﹁
鎌
倉
時
代
の
太
良
庄
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
六
七
︱
四
︑一
九
五
八
年
︒

（
66
）
網
野
﹁
若
狭
に
お
け
る
封
建
革
命
﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
二
七
︑一
九
五
一
年
︒

（
67
）
網
野
﹁
鎌
倉
時
代
の
太
良
庄
を
め
ぐ
っ
て
﹂︑
六
七
頁

（
68
）
網
野
﹁
西
国
に
お
け
る
二
つ
の
東
寺
領
荘
園
に
つ
い
て
﹂﹃
日
本
歴
史
﹄
一
三
〇
︑

一
九
五
九
年
︒

（
69
）
網
野
﹁
大
和
国
平
野
殿
庄
の
所
謂
﹁
強
剛
名
主
﹂
に
つ
い
て
﹂︑
四
六
頁
︒

（
70
）
網
野
﹁
西
国
に
お
け
る
二
つ
の
東
寺
領
荘
園
に
つ
い
て
﹂︑
八
〇
頁
︒

（
71
）
網
野
﹁
元
寇
前
后
の
社
会
情
勢
に
つ
い
て
﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄
二
三
一
︑一
九
五
九
年
︒

単
行
本
﹃
悪
党
と
海
賊
﹄（
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
五
年
）
収
録
時
の
題
名
は
﹁﹁
元

寇
﹂
前
後
の
社
会
情
勢
に
つ
い
て
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
72
）
網
野
﹁
若
狭
国
太
良
庄
に
お
け
る
惣
百
姓
に
つ
い
て
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
六
八
︱

一
〇
︑一
九
五
九
年
︒

（
73
）
網
野
﹁
元
寇
前
后
の
社
会
情
勢
に
つ
い
て
﹂︑
四
三
頁
︒

（
74
）
網
野
﹁
若
狭
国
太
良
庄
に
お
け
る
惣
百
姓
に
つ
い
て
﹂︑
四
一
頁
︒

（
75
）
同
上
︑
四
一
頁
︒

（
76
）
同
上
︑
五
五
頁
︒

（
77
）
同
上
︑
五
五
頁
︒





215　『日本研究』 No. 58（2018）

特
別
寄
稿

　
拙
著
﹃
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

）
に
つ
い
て
鈴
木
貞
美
先
生
か
ら
頂
戴
し
た
貴
重
な
論

評
（﹃
日
本
研
究
﹄
第
五
十
六
集
収
載
）
と
識
見
に
ま
ず
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒

鈴
木
先
生
の
よ
う
な
卓
越
し
た
学
者
の
方
が
︑
こ
れ
ほ
ど
の
時
間
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
割
い
て
︑
詳
細
な
概
説
と
分
析
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
光
栄

に
思
っ
て
い
る
︒
先
生
か
ら
は
拙
著
の
肯
定
的
な
面
と
併
せ
て
︑
至
ら
ぬ
点

に
つ
い
て
も
︑
徹
底
を
極
め
た
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
︒
望
む
ら
く
は
︑
私

た
ち
双
方
が
こ
れ
ま
で
梶
井
研
究
に
注
い
で
き
た
努
力
が
︑
近
代
日
本
の
文

学
史
に
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
梶
井
基
次
郎
と
い
う
作
家
の
価
値
と
意
味

に
対
し
て
私
た
ち
双
方
が
与
え
る
高
い
評
価
に
匹
敵
す
る
よ
う
願
っ
て
や
ま

な
い
︒

　
拙
著
に
お
け
る
私
の
結
論
お
よ
び
省
略
さ
れ
た
点
に
対
し
て
︑
鈴
木
先
生

が
時
と
し
て
厳
し
く
批
判
を
加
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
︑
ま
た
結
果
と
し
て
本

作
が
一
層
深
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
数
々
の
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
て

く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
︑
よ
く
承
知
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
ご
指
摘
を
私
は
真

剣
に
受
け
止
め
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
先
生
が
近
代
日
本
文
学
を
専
門
と
す
る

学
者
と
し
て
高
い
評
価
を
得
て
お
ら
れ
る
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
先
生
ご
自
身

が
同
じ
梶
井
基
次
郎
を
テ
ー
マ
に
広
範
な
研
究
・
執
筆
を
続
け
て
こ
ら
れ
た

方
だ
か
ら
で
あ
る
︒
お
よ
そ
学
者
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
な
批
判
は
い
か
な
る

も
の
も
積
極
的
に
受
け
入
れ
︑
今
以
上
の
努
力
と
熱
意
を
傾
け
て
今
後
の
業

績
に
活
か
す
た
め
の
奇
貨
と
す
べ
き
だ
と
思
う
︒
こ
う
し
た
考
え
に
立
っ
て
︑

そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
英
語
圏
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
梶
井
文
学
に
拙
著
が
一
石
を
投
じ
︑
将
来
に
わ
た
っ
て
内
外

梶
井
基
次
郎
研
究
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に

―
―
鈴
木
貞
美
氏
の
書
評
論
文
に
こ
た
え
て

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ド
ッ
ド
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の
学
者
に
よ
る
梶
井
研
究
の
継
続
の
一
助
と
な
る
よ
う
願
っ
て
い
る
︒

　
私
の
見
解
に
つ
い
て
は
す
で
に
︑
上
梓
し
た
二
七
〇
頁
に
お
よ
ぶ
拙
著
に

述
べ
て
い
る
の
で
︑
鈴
木
先
生
の
提
起
さ
れ
た
点
す
べ
て
を
こ
こ
で
網
羅
し

よ
う
と
は
思
わ
な
い
し
︑
こ
の
返
答
も
ご
く
短
い
も
の
に
留
め
た
い
と
思
う
︒

総
じ
て
︑
先
生
の
お
考
え
と
私
の
考
え
に
さ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
と
は
思
え

な
い
気
も
す
る
が
︑
論
旨
を
も
っ
と
明
確
に
で
き
た
は
ず
だ
と
思
え
る
と
こ

ろ
も
あ
る
の
で
︑
そ
れ
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
例
え
ば
鈴
木
先
生

は
︑
私
が
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
日
本
回
帰
運
動
で
﹁
終
焉
﹂
し
た
と
述
べ

て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
（p. 177
）︒
私
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
︑
日

本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
一
九
三
〇
年
代
に
止
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
私
自
身
の
議
論
を
進
め
る
た
め
に
︑
こ
の
こ
ろ
文

化
の
力
点
が
変
化
し
た
こ
と
︑
具
体
的
に
は
︑
日
本
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ

の
関
心
が
日
本
回
帰
運
動
を
通
じ
て
︑
さ
ら
に
内
向
し
て
い
っ
た
こ
と
に
注

意
を
向
け
直
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
鈴
木
先
生
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

諸
相
が
今
日
に
至
る
ま
で
い
か
に
持
続
し
て
き
た
か
を
詳
細
に
た
ど
っ
て
み

せ
て
く
だ
さ
っ
た
が
︑
私
は
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
ど
ん

な
文
学
運
動
︑
文
化
運
動
も
︑
時
代
の
あ
る
時
点
で
忽
然
と
消
滅
す
る
な
ど

あ
り
得
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
し
︑
あ
る
時
代
の
概
念
や
文
学
の
ト
レ
ン

ド
が
︑
フ
ロ
イ
ト
の
言
う
﹁
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
﹂
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ご

と
く
︑
後
世
の
文
学
作
品
に
再
登
場
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
︒
モ
ダ
ニ
ズ

ム
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
総
じ
て
私
た
ち
の
見
解
が
必
ず
し
も
対
立
す
る

と
は
思
え
な
い
︒

　
鈴
木
先
生
は
ま
た
︑
よ
り
説
得
力
の
あ
る
議
論
を
導
け
た
か
も
し
れ
な
い
︑

い
く
つ
か
の
文
学
的
に
重
要
な
文
献
を
︑
私
が
検
討
し
て
い
な
い
こ
と
と
と

も
に
︑
特
定
の
文
学
作
品
の
広
範
な
文
化
的
︑
文
学
的
背
景
を
全
面
的
に
考

慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
︒
先
生
の
ご
助
言
を
私
は
真
剣

に
受
け
止
め
て
い
る
し
︑
も
ち
ろ
ん
自
分
の
研
究
が
至
ら
な
い
こ
と
も
自
覚

し
て
い
る
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
著
作
や
評
論
を
い
っ
た
ん
仕
上
げ
る
と
︑
私
も

自
分
の
研
究
を
さ
ら
に
深
め
る
べ
き
で
あ
り
︑
ま
た
そ
う
で
き
た
は
ず
だ
と

い
つ
も
感
じ
る
︒
敢
え
て
自
己
弁
護
さ
せ
て
も
ら
え
ば
︑
ど
ん
な
著
者
も
時

間
と
分
量
の
制
約
の
中
で
︑
何
を
含
め
︑
何
を
排
除
す
る
か
︑
選
択
を
迫
ら

れ
ざ
る
を
得
な
い
︒
完
璧
な
本
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
︒
た
だ
︑
私
の

見
解
に
明
確
な
欠
陥
が
あ
る
に
し
て
も
︑
拙
著
が
批
判
的
な
執
筆
者
を
少
な

く
と
も
刺
激
し
︑
そ
の
人
々
が
こ
れ
を
引
き
継
い
で
︑
今
後
も
梶
井
研
究
を

続
け
て
い
っ
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
︒

　
こ
の
機
会
に
も
う
一
点
だ
け
明
確
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
私
は
学
術

文
書
を
書
く
と
き
︑
言
葉
の
選
択
に
極
め
て
慎
重
で
あ
ろ
う
と
心
が
け
て
い

る
︒
お
よ
そ
文
学
を
愛
す
る
者
は
誰
で
も
一
言
一
句
に
こ
だ
わ
る
べ
き
だ
が
︑

時
に
は
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
こ
と
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
鈴
木
先
生
ご
自
身
の
著
作

﹃
梶
井
基
次
郎
の
世
界
﹄
に
つ
い
て
︑
私
が
﹁
ど
こ
か
の
領
域
を
深
く
掘
り
下

げ
る
も
の
で
は
な
い
﹂（p. 175

︱176

）
と
述
べ
て
い
る
点
に
︑
先
生
は
言
及
さ

れ
て
い
る
︒
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
︑
こ
の
文
言
は
私
が
先
生
の
ご
著
書
を
あ
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た
か
も
﹁
浅
い
﹂
か
の
よ
う
に
︑
否
定
的
文
脈
で
と
ら
え
て
い
る
か
に
見
え

る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
私
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
︒
私
が
こ
こ
で
言

お
う
と
し
た
の
は
︑
学
者
は
自
身
の
選
ん
だ
分
野
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
視

点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
こ
で
は
先
生
が

梶
井
作
品
に
﹁
よ
り
広
く
概
括
的
な
﹂
視
野
か
ら
迫
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る

こ
と
を
︑
も
っ
と
正
確
な
言
葉
で
伝
え
ら
れ
た
は
ず
だ
っ
た
︒
私
の
意
図
を

理
解
い
た
だ
く
た
め
に
申
し
上
げ
る
が
︑
先
生
の
﹃
梶
井
基
次
郎
の
世
界
﹄

を
ま
だ
お
読
み
に
な
っ
て
い
な
い
読
者
の
方
々
は
︑
先
生
の
今
回
の
評
論
を

お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
︑
拙
著
に
込
め
た
私
の
考
え
を
先
生
が
ど
れ
ほ
ど
見

事
に
﹁
よ
り
広
く
概
括
的
﹂
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
か
分
か
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
鈴
木
先
生
の
評
論
に
対
し
て
こ
の
小
文
を
掲
載
す
る
機
会
を
い
た

だ
け
た
こ
と
を
︑
前
編
集
長
の
坪
井
秀
人
先
生
に
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
︑
こ
れ
か
ら
も
様
々
な
角
度
か
ら
近
代
日
本
文
学
研
究
を
続
け
て
い
こ
う

と
志
を
新
た
に
し
て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
︒

（
翻
訳
：
朝
倉
和
子 

翻
訳
家
（
Ｓ
Ｗ
Ｅ
Ｔ
所
属
））
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著
者
は
二
〇
〇
三
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
か
ら
歴
史
学
の
博
士
学
位
を
取

得
し
︑
現
在
は
米
国
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
に
あ
る
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ

（Trinity C
ollege

）
に
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
と
し
て
勤
務
し
て

い
る
（
同
校
Ｈ
Ｐ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
よ
る
）︒
日
本
で
の
長
年
に
わ
た
る
生
活

経
験
を
土
台
に
︑
さ
ら
に
二
度
に
わ
た
る
日
本
滞
在
で
著
者
が
お
こ
な
っ
た

研
究
・
調
査
活
動
や
︑
博
士
課
程
で
の
研
鑽
が
結
実
し
て
︑
本
書
が
で
き
あ

が
っ
た
も
の
と
私
は
想
像
し
て
い
る
︒

　
ま
ず
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
マ
ー
ジ
ン
（m

argin

）
を
見
て
思
い
つ

く
の
は
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
で
用
い
ら
れ
る
﹁
サ
バ
ル
タ
ン

（subaltern

）﹂
と
い
う
概
念
で
あ
る
︒
確
か
に
本
書
は
こ
の
概
念
を
下
敷
き
に
︑

そ
れ
が
意
味
す
る
周
縁
化
さ
れ
抑
圧
さ
れ
た
人
々
を
研
究
対
象
に
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
も
う
少
し
具
体
的
に
い
え
ば
︑
本
書
は
マ
ー
ジ
ン
に

追
い
や
ら
れ
た
﹁
部
落
民
（burakum

in

）﹂
と
﹁
朝
鮮
人
（K

oreans

）﹂
と
い

う
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
研
究
対
象
に
設
定
し
︑
両
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
関
係
性
を
戦
前
・
戦
中
期
を
通
じ
て
分
析
し
て
い
る
︒

　
な
お
本
書
の
用
語
の
翻
訳
に
際
し
て
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

﹁m
argin

﹂
の
訳
語
と
し
て
周
縁
化
さ
れ
た
場
と
い
う
意
味
合
い
を
出
す
べ
き

か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
に
近
い
語
で
す
で
に
概
念
化
さ
れ
て
い
る
﹁
周

縁
﹂
や
﹁
周
辺
﹂
を
用
い
る
こ
と
は
し
な
い
で
︑
磯
前
順
一
（
国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
）
な
ど
の
用
例
に
倣
い
﹁
余
白
﹂
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
︒
そ

れ
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（identity

）
に
関
し
て
は
︑
本
書
評
で
は
本
書

全
体
を
貫
く
用
法
に
合
わ
せ
て
﹁
主
体
性
﹂
と
い
う
意
味
で
こ
の
語
を
使
っ

て
い
る
︒

　
で
は
内
容
に
移
っ
て
︑
著
者
は
サ
バ
ル
タ
ン
住
民
と
し
て
の
二
グ
ル
ー
プ

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ポ
ー
ル
・
ベ
イ
リ
ス

『
帝
国
の
「
余
白
」
で

―
戦
前
・
戦
中
期
の
日
本
に
お
け
る
部
落
と

朝
鮮
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』

 Jeffrey Paul B
ayliss, O

n the M
argins of Em

pire: B
uraku and K

orean Identity in 
Prew

ar and W
artim

e Japan . 

青
野
正
明

Harvard University Asia Center, 
2013
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の
比
較
を
試
み
た
意
図
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
つ

の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
共
同
体
の
間
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
︑
日
本
社
会
で
の
社
会

経
済
的
な
位
置
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
か
ら
排
斥
さ
れ
る
度
合
い
と
い
う
対
比
が

あ
る
︒
こ
の
対
比
を
考
慮
し
た
場
合
︑
部
落
と
朝
鮮
が
経
た
周
縁
化
の
経
験

お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
反
応
を
比
較
し
︑
両
者
の
支

配
・
統
合
を
企
図
し
た
政
策
も
そ
の
比
較
に
並
置
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
著

者
は
考
え
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑
第
七
章
で
著
者
は
日

本
が
一
九
四
五
年
に
敗
戦
す
る
ま
で
の
四
半
世
紀
の
期
間
に
お
い
て
︑
二
つ

の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
が
お
互
い
を
ど
の
よ
う
に
見
て
︑
ど
の
よ
う

に
影
響
し
合
っ
た
の
か
を
探
求
し
た
と
い
う
（p. 11

）︒

　
ま
ず
構
成
を
通
じ
て
本
書
の
全
体
像
を
示
そ
う
︒

序
章

第
一
章
　
近
代
性
と
周
縁
化
︱
︱
明
治
期
日
本
に
お
け
る
部
落
民
と
朝

鮮
人
の
描
写

第
二
章
　
初
期
に
お
け
る
部
落
民
と
朝
鮮
人
の
反
応
︱
︱
﹁
余
白
﹂
か

ら
見
る
近
代
性
と
帝
国

第
三
章
　
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

問
題
︱
︱
国
家
と
帝
国
へ
の
脅
威
︑
そ
し
て
自
由
主
義
的
な

対
応

第
四
章 

﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
期
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
行
動
主

義
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
対
立

第
五
章
　
日
本
の
﹁
新
体
制
﹂
に
お
け
る
﹁
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
﹂

︱
︱
国
家
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
政
策
と
戦
争
動
員

第
六
章
　
国
家
危
機
時
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
︱
︱
動
員
と
戦
時
下

の
部
落
民
と
朝
鮮
人

第
七
章
　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
間
の
関
係
（
一
九
二
〇
～
四
五
年
）
︱
︱
運
動

と
共
同
体

終
　
章
　
偏
見
︑
政
策
︑
そ
し
て
帝
国
の
﹁
余
白
﹂
に
お
け
る
近
接

　
次
は
こ
の
構
成
の
流
れ
を
概
略
し
た
う
え
で
︑
私
な
り
の
観
点
で
本
書
か

ら
論
点
を
見
い
だ
し
て
み
よ
う
と
思
う
︒
流
れ
と
し
て
は
︑
著
者
は
主
に
三

つ
の
時
期
に
分
け
て
︑
結
果
的
に
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
間
の
関
係
を
描
こ

う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
概
観
す
る
な
ら
ば
︑
ま
ず
明
治
初
期
に
お

け
る
近
代
化
と
周
縁
化
お
よ
び
そ
れ
ら
へ
の
両
者
の
反
応
が
叙
述
さ
れ
て
い

る
︒
国
民
国
家
と
帝
国
の
中
で
は
天
皇
の
臣
民
す
べ
て
が
︑
市
民
と
い
う
単

な
る
法
的
な
事
実
以
上
に
︑
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
よ
り
深

く
て
固
い
絆
を
共
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
を
背
景
に
︑

国
家
が
両
者
を
国
民
国
家
お
よ
び
帝
国
の
視
野
の
中
で
統
合
し
よ
う
と
し
た

た
め
に
︑
朝
鮮
と
部
落
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
理
想
化
さ
れ
た
日
本
人
か

ら
逸
脱
し
た
も
の
に
描
か
れ
た
と
説
明
す
る
（p. 76

）︒

　
次
に
︑
二
つ
目
の
時
期
は
一
九
二
〇
年
代
の
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー



書評

221

（Im
perial D

em
ocracy

）﹂
期
で
︑
両
者
の
運
動
の
組
織
化
と
そ
れ
に
並
行
す
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
対
立
が
考
察
さ
れ
て
い
る
︒
三
つ
目
の
時
期
は

一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
︑
戦
争
動
員
政
策
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

対
立
の
顕
在
化
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
二
つ
目
と
三
つ
目
の
時
期

の
両
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
間
に
お
け
る
関
係
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
第
七
章
で
整

理
・
考
察
さ
れ
て
い
る
︒
や
は
り
︑
前
述
し
た
よ
う
に
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
を
比
較
す
る
こ
と
で
両
者
間
の
関
係
を
描
く
こ
と
が
︑
本
書
の
最
大
の

目
的
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
後
者
の
二
つ
の
時
期
に
お
け
る
成
果
を
概
観
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
た

め
︑
次
は
方
法
論
の
面
で
私
な
り
に
本
書
か
ら
見
い
だ
し
た
論
点
を
二
つ
あ

げ
て
み
よ
う
︒
そ
れ
ら
は
︑
二
つ
目
の
時
期
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
た

﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
と
い
う
日
本
で
は
馴
染
み
の
な
い
概
念
と
︑
彼
ら
サ

バ
ル
タ
ン
住
民
の
声
を
聞
く
こ
と
の
試
み
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関

係
性
を
論
じ
た
点
で
あ
る
︒

　
著
者
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
師
事
し
た
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン

（A
ndrew

 G
ordon

）
の
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と

で
︑
本
書
は
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
運
動
の
性
格
付
け
と
そ
の
限

界
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
︒

　
こ
の
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
成
立
し
た
中
産

階
級
の
党
派
に
よ
る
支
配
の
下
で
展
開
し
た
と
い
う
︒
当
時
の
労
働
・
社
会

運
動
は
︑
組
織
化
さ
れ
た
抵
抗
か
ら
得
る
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
の
制
度

に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
批
評
に
よ
り
鼓
舞
さ
れ
︑
ま
た
そ
の
よ
う
な

抵
抗
的
な
文
化
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
︒
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
表
現
を
す
れ

ば
︑
私
有
財
産
権
︑
帝
国
の
正
統
性
︑
そ
し
て
天
皇
制
の
必
要
性
の
よ
う
な

﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
の
根
本
的
な
教
義
に
対
し
て
︑
こ
の
抵
抗
的
な
文
化

は
挑
戦
的
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
上
の
頻
度
で
︑
こ
の
時
期
の

大
衆
的
な
政
治
・
社
会
運
動
は
上
記
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
な
ら
両
面

価
値
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
両
義
性
に
よ
り
抵
抗
的
な
文
化
が

﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
に
も
加
担
す
る
こ
と
に
な
り
︑
結
果
的
に
は
そ
れ
に

包
摂
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
（PP. 166–67

）︒

　
こ
の
よ
う
な
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
概
念
を
用
い
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
行

動
主
義
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
両
義
性
の
分
析
を
踏
み
台
に
し
て
︑
本
書

は
両
者
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
雑
な
関
係
性
を
提
示
す
る
次
の

ス
テ
ー
ジ
へ
と
議
論
を
展
開
し
︑
そ
の
分
析
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
︒

　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関
係
性
に
つ
い
て
︑
わ
か
り

や
す
い
要
約
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
部
分
を
翻
訳
し
て
次
に
引
用
し
よ
う
︒
こ

れ
は
著
者
が
サ
バ
ル
タ
ン
住
民
の
声
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
の

ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
︒

二
十
世
紀
前
半
に
お
け
る
朝
鮮
人
と
部
落
民
の
関
係
は
︑
様
々
な
要
因

に
対
す
る
対
応
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
失
敗
に
終
わ
っ
た
︒
そ
れ
ら
要
因

は
︑
国
家
︑
帝
国
︑
そ
し
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
文
化
の
中
に
入
る
こ
と
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を
熱
望
し
た
両
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
位
置
と
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
い

る
︒
世
界
観
と
し
て
の
帝
国
の
影
響
は
︑
水
平
社
の
指
導
者
た
ち
が
朝

鮮
人
活
動
家
の
苦
境
と
熱
望
を
理
解
し
た
り
同
情
し
た
り
で
き
た
程
度

に
︑
ひ
た
す
ら
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
朴
春
琴
︹
親
日
融
和
団
体
で

あ
る
相
愛
会
の
指
導
者
＝
訳
者
︺
の
よ
う
な
朝
鮮
人
が
発
し
た
朝
鮮
人
差

別
へ
の
批
評
は
︑
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
使
命
に
と
も
な
う
部
落
差

別
の
問
題
を
水
平
社
が
批
判
し
た
こ
と
と
共
鳴
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒

だ
が
︑
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
悪
行
を
訴
え
る
た
め
に
互
い
が
手
を
つ
な
ぐ

こ
と
で
反
体
制
的
な
態
度
が
露
わ
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
い
う
願

望
と
︑
一
方
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
戦
争
支
援
を
す
る
動
機
に
対
し
て
抱

い
た
疑
念
に
よ
り
︑
両
者
は
差
別
に
対
抗
す
る
朝
鮮
・
部
落
の
﹁
共
同

戦
線
﹂
の
誕
生
を
回
避
し
て
し
ま
っ
た
︒（p. 377
）

　
最
後
に
本
書
か
ら
得
た
知
見
を
も
と
に
︑
私
が
さ
ら
に
知
り
た
い
と
思
っ

た
こ
と
を
課
題
と
し
て
提
示
し
て
み
る
︒
本
書
は
︑
国
体
観
念
に
も
と
づ
く

日
本
の
国
民
教
化
に
お
い
て
︑
部
落
民
は
天
照
大
神
に
連
な
る
日
本
臣
民
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
理
解
し
た
︒

な
ぜ
な
ら
朝
鮮
人
と
部
落
民
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
国
民
統
合
の
﹁
余

白
﹂
の
位
置
に
並
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
国
家
と
し
て
は
両

者
の
﹁
余
白
﹂
内
で
の
位
置
関
係
が
よ
り
重
要
で
あ
り
︑
排
除
・
包
摂
に
関

し
て
異
な
る
認
識
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
両
者
に
対
す
る
政
策
や
各
々
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
理
解
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
を
も
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
読
者
の
ひ
と
り
と
し
て
排
除
・
包
摂
の
議
論
に

ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
読
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
お
い
て
推
進
さ
れ
た
国
民
教

化
︑
つ
ま
り
国
民
国
家
の
﹁
公
定
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（official nationalism

）﹂

の
内
容
は
単
一
民
族
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
沿
っ
た

朝
鮮
人
の
﹁
同
化
﹂
と
は
同
祖
論
を
根
拠
と
す
る
国
民
意
識
の
強
制
で
︑
私

は
根
拠
自
体
が
矛
盾
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
︒
だ
が
一
九
三
〇
年
代
に
入

り
︑
満
洲
事
変
後
の
帝
国
日
本
の
拡
張
期
に
お
い
て
は
︑
帝
国
主
義
的
な
国

民
意
識
が
重
な
っ
た
重
層
状
態
へ
と
移
行
し
た
と
私
は
理
解
し
て
い
る
︒
新

た
に
覆
い
被
さ
っ
て
き
た
内
容
は
多
民
族
帝
国
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
︑
た
と
え
ば
植
民
地
朝
鮮
で
は
日
本
人
を
頂
点
と
す
る
帝

国
臣
民
の
序
列
の
中
に
朝
鮮
人
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
（
拙
著
﹃
帝
国
神
道
の

形
成
︱
︱
植
民
地
朝
鮮
と
国
家
神
道
の
論
理
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︑
第
三
章

を
参
照
）︒

　
こ
の
よ
う
な
国
民
国
家
成
立
期
か
ら
帝
国
主
義
期
に
至
る
ま
で
の
国
民
教

化
に
お
い
て
︑
国
家
が
想
定
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
遷
と
本
書
で
描
か

れ
た
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る

と
︑
本
書
で
扱
っ
た
﹁
融
和
﹂﹁
同
化
﹂
と
い
っ
た
排
除
・
包
摂
の
両
義
的
な

概
念
を
め
ぐ
る
両
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
雑
な
関
係
性
に
︑
新
た
な
発
見

が
加
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思
う
︒
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書
籍
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
﹁
忘
れ
ら
れ
た
翻
訳
史
﹂
と
は
︑
韓
国
に
お
け

る
近
代
文
学
形
成
時
期
に
翻
訳
が
果
た
し
た
役
割
の
忘
却
を
意
味
す
る
︒
翻

訳
史
は
近
年
西
欧
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
お
り
︑
日
本
の
翻
訳
史
や
通
訳
史
に
関

す
る
研
究
も
数
は
少
な
い
が
刊
行
さ
れ
︑
各
々
の
地
域
に
お
い
て
さ
ら
な
る

研
究
が
期
待
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
︒

　
本
書
は
と
り
わ
け
韓
国
に
お
け
る
翻
訳
史
を
取
り
上
げ
︑
近
代
韓
国
文
学

が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
︑
ロ
シ
ア
文
学
が
果
た
し
た
役
割
や
影
響
に
つ
い
て

分
析
し
︑
そ
れ
が
日
本
語
訳
や
日
本
文
化
を
媒
介
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
︒
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
当
時
の
韓
国
社
会
や
政
治
状
況
を

射
程
に
入
れ
︑
ま
た
翻
訳
者
の
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
翻
訳
操
作
と
い
う
視

点
を
投
じ
つ
つ
︑
翻
訳
が
い
か
に
近
代
文
学
形
成
に
密
接
に
か
か
わ
っ
た
の

か
を
︑
事
例
研
究
を
用
い
な
が
ら
論
じ
る
意
欲
的
な
作
品
で
あ
る
︒

　
以
下
に
各
章
と
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
︒

は
じ
め
に
︱
︱
翻
訳
と
近
代
文
学
の
形
成

１
　
名
声
と
不
安
の
操
作
︱
︱
モ
デ
ル
知
識
人
と
文
学
理
論
の
構
築

２
　
文
学
と
現
実
の
書
き
直
し
︱
︱
翻
訳
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
︑
そ
し

て
近
代
文
学

３
　
新
し
い
文
学
へ
の
渇
望
︱
︱
十
九
世
紀
ロ
シ
ア
文
学
か
ら
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
構
築

お
わ
り
に
︱
︱
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
有
さ
れ
た
感
覚
と
代
替
的
な
文

学
史
の
想
像

ヒ
ギ
ョ
ン
・
チ
ョ
ー

『
忘
れ
ら
れ
た
翻
訳
史

―
ロ
シ
ア
文
学
、
日
本
語
の
媒
介
、
そ
し
て

近
代
韓
国
文
学
の
形
成
』

 H
eekyoung C

ho, Translation’s Forgotten H
istory: Russian Literature, Japanese 

M
ediation, and the Form

ation of M
odern K

orean Literature. 佐
藤
゠
ロ
ス
べ
ア
グ
・
ナ
ナ

Harvard University Asia Center, 
2016
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　﹁
は
じ
め
に
﹂
で
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
近
代
文
学
を
構
築
す
る
力
と

な
っ
た
の
は
翻
訳
で
あ
り
︑
東
ア
ジ
ア
の
近
代
に
お
い
て
は
︑
翻
訳
は
創
造

で
あ
っ
た
と
す
る
︒
チ
ョ
ー
は
︑
翻
訳
が
創
造
性
を
欠
く
副
次
的
な
産
物
で

あ
り
︑
歴
史
を
問
い
直
す
材
料
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
︑
歴
史
的
に

構
築
さ
れ
た
国
民
文
学
の
近
代
的
な
概
念
の
幻
想
で
あ
り
︑
近
代
韓
国
文
学

史
の
研
究
は
︑
翻
訳
が
果
た
し
た
役
割
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
と
強
調
す
る
︒

チ
ョ
ー
に
よ
れ
ば
︑
翻
訳
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
の
み
可
能
に
な
る
文
化

同
士
の
交
渉
は
︑
韓
国
に
お
け
る
国
語
と
国
文
学
の
誕
生
に
不
可
欠
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
国
語
が
そ
の
よ
う
な
﹁
雑
種
﹂
的
な
混
淆
の
産
物
で

あ
る
と
い
う
事
実
を
隠い
ん

蔽ぺ
い

す
る
た
め
に
︑
翻
訳
は
︑
独
創
性
の
な
い
︑
二
次

的
な
行
為
と
し
て
扱
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
う
︒
チ
ョ
ー
は
︑
韓
国
に

お
け
る
近
代
文
学
史
を
論
じ
る
際
に
は
︑
特
に
日
本
語
を
介
し
て
の
翻
訳
に

つ
い
て
研
究
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
再
度
強
調
す
る
︒

　
第
一
章
で
は
︑
韓
国
の
近
代
文
学
形
成
が
︑
日
本
の
統
治
下
で
発
生
し
︑

広
義
に
は
︑
こ
の
影
響
下
で
創
造
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
る
︒
韓
国
へ
の
海
外

文
学
の
紹
介
は
︑
韓
国
の
近
代
化
の
過
程
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
と
︑
文
学
作

品
の
多
く
が
日
本
語
訳
か
ら
の
重
訳
で
あ
っ
た
こ
と
︑
ロ
シ
ア
文
学
の
多
く

が
日
本
語
訳
を
介
し
て
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
事
実
が
隠
蔽
／

忘
却
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
社
会
政
治
的
な
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
す
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
韓
国
に
お
け
る
近
代
文
学
形
成
に
特
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
ロ
シ
ア
の
作
家
︑
ア
ン
ト
ン
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
韓
国
語
訳
を
行
っ
た

玄ヒ
ョ
ン

鎮ジ
ン

健ゴ
ン

を
中
心
に
考
察
し
て
い
る
︒
チ
ョ
ー
は
︑
玄
ヒ
ョ
ン

の
翻
訳
も
ま
た
日
本
語

翻
訳
か
ら
の
重
訳
で
あ
り
︑
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
︑
ロ
シ
ア
語
か
ら
︑

日
本
語
へ
︑
そ
こ
か
ら
韓
国
語
へ
と
旅
を
す
る
過
程
で
︑
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
設

定
し
た
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
に
変
わ
り
︑﹁
死
後
の
生
﹂
を
得
た
と
す
る
︒

　
さ
ら
に
︑
日
本
語
翻
訳
か
ら
の
重
訳
と
し
て
韓
国
に
受
容
さ
れ
た
ロ
シ
ア

文
学
が
︑
国
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
文
学

の
形
成
な
ど
に
貢
献
し
︑
他
の
西
洋
文
学
と
は
異
な
る
役
割
を
演
じ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
︒

　
第
三
章
で
は
︑
ロ
シ
ア
の
作
家
で
あ
る
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
の
文
学
が
翻

訳
を
介
し
︑
韓
国
文
学
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒
チ
ョ
ー

は
︑
そ
の
中
で
︑
真
の
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
奉
仕
す
る
た
め
の
ト
ル
ス
ト
イ

の
感
情
論
が
︑
翻
訳
家
の
李イ

 
グ
ァ
ン
ス

光
洙
に
よ
っ
て
︑
韓
国
国
民
文
学
の
形
成
に
貢

献
す
る
内
容
へ
と
巧
み
に
変
換
さ
れ
︑
翻
訳
を
介
し
て
大
衆
と
社
会
の
イ
デ

ア
に
す
り
替
わ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
︒
韓
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

文
学
者
が
︑
ロ
シ
ア
文
学
の
感
情
的
な
部
分
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
論
理
性

に
も
共
感
し
た
こ
と
を
︑
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
か
ら
実
証
す
る
︒
チ
ョ
ー
は
︑

一
九
二
〇
年
代
︑
日
本
植
民
地
時
代
の
韓
国
人
作
家
に
と
っ
て
︑
そ
れ
ら
が
︑

現
在
的
で
国
際
的
な
現
実
感
覚
の
核
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
︒

　﹁
終
わ
り
に
﹂
で
は
︑
上
述
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
韓
国
の
近
代
文

学
形
成
に
お
い
て
︑
日
本
語
を
介
し
て
の
重
訳
の
役
割
を
真
摯
に
論
じ
る
こ

と
の
重
要
性
を
説
き
︑
文
学
翻
訳
史
を
論
じ
る
際
に
は
︑
翻
訳
史
と
そ
こ
に
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働
く
社
会
︑
そ
し
て
政
治
的
な
力
学
の
考
察
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
︒

　
く
り
返
し
に
な
る
が
︑
本
書
は
︑
翻
訳
と
い
う
︑
こ
れ
ま
で
忘
却
さ
れ
て

き
た
行
為
が
︑
韓
国
に
お
け
る
国
語
や
近
代
文
学
の
形
成
に
必
要
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
作
品
で
あ
る
︒
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
ル
研
究
︑
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
観
点
か
ら
︑
学
際
的
な
学

問
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
︑
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ

ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
（translation studies
）
に
も
言
及
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
︒

東
ア
ジ
ア
の
中
で
も
︑
と
り
わ
け
韓
国
に
関
す
る
事
例
研
究
を
含
む
近
現
代

翻
訳
史
の
英
語
に
よ
る
研
究
は
︑
希
少
で
あ
る
︒
近
代
︑
そ
し
て
現
代
韓
国

に
お
い
て
日
本
語
を
介
し
た
ロ
シ
ア
語
翻
訳
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て

詳
細
な
事
例
研
究
を
も
と
に
論
じ
た
本
書
は
︑
日
本
の
翻
訳
史
と
も
か
か
わ

り
︑
今
後
い
っ
そ
う
の
議
論
が
ま
た
れ
る
分
野
で
あ
る
︒

　
最
後
に
︑
本
書
を
読
み
︑
い
く
つ
か
気
に
な
っ
た
点
を
あ
げ
て
お
く
︒

チ
ョ
ー
は
︑
本
書
に
つ
い
て
︑
広
く
東
ア
ジ
ア
の
近
代
文
学
形
成
に
関
す
る

研
究
で
あ
る
と
す
る
が
︑
韓
国
の
近
代
文
学
形
成
時
に
翻
訳
が
ど
の
よ
う
な

役
割
を
演
じ
た
の
か
を
語
る
に
は
十
分
な
事
例
研
究
を
あ
げ
て
い
る
も
の
の
︑

こ
れ
を
東
ア
ジ
ア
に
ま
で
押
し
広
げ
る
の
は
少
し
無
理
が
あ
る
︒
チ
ョ
ー
の

言
う
東
ア
ジ
ア
の
概
念
は
明
確
で
は
な
い
が
︑
本
書
を
読
む
限
り
で
は
中
国
︑

日
本
︑
韓
国
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
本
︑
と
く
に
中
国

に
関
す
る
事
例
は
断
片
的
で
︑
東
ア
ジ
ア
の
枠
で
語
れ
る
ほ
ど
の
論
拠
に
は

な
っ
て
い
な
い
︒

　
ま
た
︑
本
書
は
翻
訳
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
も
言
及
し
た
と
思
わ
れ
る
が
︑

同
学
問
分
野
に
お
い
て
翻
訳
史
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ピ

ム
や
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳
史
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
若
林

ジ
ュ
デ
ィ
︑
ロ
ー
レ
ン
ス
・
王
チ
ー
ウ
ォ
ン
︑
ま
た
﹁
非
西
洋
圏
﹂
の
翻
訳

行
為
や
研
究
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
警
戒
を
鳴
ら
し
て
き
た
故
マ
ー

サ
・
チ
ャ
ン
︑
マ
リ
ア
・
テ
ィ
モ
ッ
チ
コ
︑
ま
た
は
オ
ヘ
イ
ガ
ン
統
子
な
ど

へ
の
言
及
が
な
い
の
が
気
に
な
る
︒
本
書
は
む
し
ろ
地
域
研
究
の
枠
組
み
で

な
さ
れ
て
き
た
翻
訳
研
究
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
︑
無
論
そ
の
貢
献
に
疑
い

は
な
い
が
︑
便
宜
的
に
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
言
及
し

た
感
は
否
め
な
い
︒
主
に
西
洋
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
ト
ラ
ン
ス
レ
ー

シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
︑
今
後
ア
ジ
ア
︑
ア
フ
リ
カ
︑
ア
ラ
ブ
の
文
脈

で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
け
る
の
か
︑
は
ま
さ
に
そ
こ
に
関
わ
る
研
究
者

た
ち
が
意
見
を
戦
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
そ
う
い
う
意
味
で
﹁
非
西

欧
圏
﹂
に
お
け
る
ト
ラ
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
ま
さ
し
く
﹁
構

築
過
程
﹂
で
あ
る
と
言
え
る
︒
そ
の
よ
う
な
現
在
の
状
況
に
鑑
み
る
と
︑
本

書
の
立
ち
位
置
は
明
確
で
は
な
い
︒

　
た
だ
し
か
し
︑﹃
忘
れ
ら
れ
た
翻
訳
史
﹄
が
挑
戦
し
︑
明
ら
か
に
し
た
こ
と

は
貴
重
で
あ
り
︑
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
部
分
も
含
め
︑
今
後
の
展
開
が
待
た

れ
る
︒
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評
　﹃
帝
国
へ
の
道
﹄
は
︑
東
ア
ジ
ア
の
﹁
近
代
﹂
を
め
ぐ
っ
て
活
発
に
研
究
成

果
を
蓄
積
し
て
き
た
鄭
毅
︑
全
成
坤
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
本
で
あ
る
︒
中
国

人
・
韓
国
人
の
両
者
は
︑
明
治
期
の
日
本
内
部
の
視
点
に
立
ち
︑
帝
国
・
天

皇
・
ア
ジ
ア
の
問
題
を
徹
底
し
て
解
剖
し
︑
そ
こ
か
ら
現
在
の
﹁
右
翼
﹂
問

題
の
原
理
を
分
析
し
て
い
る
︒

　
で
は
︑
本
書
を
簡
単
に
紹
介
す
る
︒
本
書
は
︑
右
翼
思
想
家
と
呼
ば
れ
た

大
川
周
明
と
そ
の
周
辺
人
物
の
言
説
を
中
心
に
︑
日
本
の
﹁
右
翼
﹂
と
﹁
右

翼
思
想
﹂
が
誕
生
す
る
︑
そ
の
原
理
を
探
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
日
本
の

﹁
右
翼
﹂
や
﹁
右
翼
の
思
想
﹂
が
形
成
さ
れ
て
い
く
論
理
そ
の
も
の
を
究
明
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
﹁
思
想
（thought

）﹂
化
を
解
明
す

る
た
め
︑
と
く
に
注
目
し
た
の
が
︑
大
川
周
明
と
い
う
人
物
で
あ
る
︒
両
著

者
は
︑
戦
前
︑
日
本
が
帝
国
主
義
を
創
出
し
︑
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
に
多
大

に
貢
献
し
た
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
大
川
周
明
で
あ
っ
た
と
し
︑
大
川
が
︑
明
治

期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
︑﹁
右
翼
﹂
内
部
に
お

い
て
も
異
質
な
﹁
新
右
翼
﹂
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒﹁
新
自
由
主
義
右
翼
﹂

が
も
つ
特
徴
が
︑
ど
の
よ
う
な
﹁
右
翼
の
思
想
﹂
を
導
き
出
し
︑
そ
の
言
説

が
い
か
な
る
思
想
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
の
か
︑
彼
ら
は
そ
こ

に
注
目
し
︑
そ
の
思
想
形
成
の
道
を
導
き
出
し
な
が
ら
︑
日
本
の
﹁
右
翼
﹂

﹁
右
翼
思
想
﹂﹁
帝
国
﹂
と
い
う
原
理
を
た
ど
っ
て
い
く
︒

　
本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
﹁
帝
国
へ
の
道
﹂
と
名
づ
け
た
理
由
は
︑
こ
こ
に
起

因
す
る
︒
と
く
に
︑
両
著
者
は
︑﹁
帝
国
﹂
と
い
う
言
葉
を
︑
民
族
（
他
民
族

を
含
む
）
と
国
家
（
他
国
家
を
含
む
）
を
統
治
し
て
管
理
︑
支
配
す
る
と
い
う

意
味
よ
り
︑
領
土
的
限
界
を
超
え
て
︑
外
部
へ
向
か
う
﹁
脱
中
心
主
義
﹂
的

で
﹁
脱
領
土
化
﹂
し
た
も
の
と
い
う
意
味
と
し
て
用
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

鄭
毅
、
全
成
坤

『
帝
国
へ
の
道

―
原
理
・
天
皇
・
戦
争
』
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﹁﹁
脱
中
心
主
義
﹂
や
﹁
脱
領
土
化
﹂
が
持
つ
意
味
と
し
て
は
︑
帝
国
は
主
権

国
家
や
国
民
国
家
を
超
え
て
世
界
的
で
普
遍
的
な
﹁
理
論
﹂
を
持
つ
文
脈
と

し
て
作
用
す
る
こ
と
も
あ
る
﹂（p. 6

）
と
指
摘
し
︑
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑

日
本
は
文
明
国
家
を
形
成
す
る
﹁
帝
国
の
普
遍
性
﹂
を
も
っ
て
い
た
と
︑
大

川
周
明
の
言
葉
を
借
り
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
本
書
で
は
︑
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
て
︑﹁
原
理
﹂﹁
天
皇
﹂﹁
戦
争
﹂
と
い
う
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
を
用
い
て
い
る
︒
本
書
の
大
き
な
筋
で
あ
る
た
め
︑
以
下
で
は
そ
れ
ら
の

意
味
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
︒

　
大
川
周
明
は
︑
日
本
が
西
洋
と
出
会
っ
た
こ
と
が
日
本
に
新
た
な
変
化
を

も
た
ら
し
た
と
い
う
論
理
に
よ
ら
ず
︑
西
洋
を
モ
デ
ル
に
設
定
し
な
が
ら
も
︑

西
洋
そ
の
も
の
も
︑
あ
る
一
つ
の
社
会
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
あ
る
と
見
な
し

て
い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
︑
ア
ジ
ア
か
ら
見
れ
ば
︑
一
種
の
変
容
し
た
も
の

で
あ
り
︑
中
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
日
本
が
中

心
と
な
る
可
能
性
も
十
分
あ
り
得
る
と
い
う
原
理
と
な
る
︒
こ
れ
が
サ
ブ
タ

イ
ト
ル
の
﹁
原
理
﹂
が
も
つ
意
味
で
あ
る
︒
一
方
︑
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
亡
し

た
こ
と
に
対
し
て
︑
大
川
は
︑
道
徳
と
宗
教
が
全
体
的
に
調
和
を
と
れ
な

か
っ
た
こ
と
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
精
神
的
な
欠
如
﹂
が
理
由
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒

そ
の
反
面
︑
日
本
と
い
う
国
は
︑
儒
教
や
仏
教
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
新
し

い
宗
教
が
入
っ
て
き
て
も
︑
日
本
人
の
精
神
生
活
に
う
ま
く
適
応
し
︑
さ
ら

に
天
皇
を
通
じ
て
帰
一
化
︑
従
順
化
さ
れ
︑
矛
盾
は
生
じ
な
か
っ
た
と
論
じ

る
︒
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
﹁
天
皇
﹂
と
し
た
理
由
は
︑
こ
こ
に

あ
る
︒﹁
天
皇
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
国
家
﹂
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
︑﹁
日

本
の
精
神
﹂
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
︒﹁
日
本
精
神
＝
天
皇
﹂
こ
そ
︑
帝
国
︑

つ
ま
り
︑﹁
脱
国
民
国
家
﹂﹁
脱
領
土
的
﹂
な
帝
国
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
そ

れ
は
︑
既
存
の
エ
ン
ペ
ラ
ー
を
越
え
た
日
本
天
皇
︑
つ
ま
り
日
本
語
の
﹁
テ

ン
ノ
ウ
﹂
の
帝
国
で
あ
っ
た
の
だ
︒
こ
う
し
た
論
理
は
︑
世
界
史
を
揺
る
が

し
た
日
清
戦
争
と
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
﹁
血
の
帝
国
﹂
と
し
て
完
成
さ
れ
︑

さ
ら
に
植
民
地
は
戦
争
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
と
い
う
﹁
戦
争
肯
定
論
﹂
と

結
び
つ
く
︒
こ
う
し
て
︑
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑

日
本
が
︑
日
清
戦
争
と
日
露
戦
争
を
起
こ
す
以
前
に
置
か
れ
て
い
た
自
ら
の

位
置
︑
つ
ま
り
﹁
従
属
﹂
の
危
機
を
忘
れ
て
︑
一
等
国
︑
あ
る
い
は
西
洋
と

対
等
な
文
明
国
と
し
て
自
ら
を
見
な
し
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
論
理

で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
時
流
に
乗
り
︑
大
川
周
明
は
︑
日
清
戦

争
と
日
露
戦
争
︑
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
を
︑﹁
白
人
と
の
戦
争
︑
ア
ジ
ア

の
解
放
﹂
と
し
︑
革
命
意
識
を
形
成
し
て
い
く
︒
こ
れ
が
︑
三
つ
目
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
﹁
戦
争
﹂
と
し
た
理
由
で
あ
る
︒

　
一
方
︑
大
川
は
︑
西
洋
に
よ
る
侵
略
を
阻
止
す
る
た
め
︑
被
抑
圧
民
族
で

あ
る
ア
ジ
ア
の
連
帯
を
主
張
し
た
︒
し
か
し
︑
ア
ジ
ア
の
論
理
で
は
︑
日
本

に
よ
る
領
土
支
配
と
日
本
国
家
の
拡
張
と
い
う
日
本
的
な
エ
ー
ト
ス
と
し
て
︑

天
皇
を
注
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
ま
さ
し
く
︑
西
洋
の
ロ
ー
マ
帝
国
を
模

倣
し
つ
つ
︑
日
本
を
軸
と
し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
中
心
化
を
狙
い
︑
周

辺
国
の
領
土
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
︑﹁
国
民
国
家
的
な
帝
国
﹂
へ
の
道
を
歩
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ん
だ
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
︑
国
民
国
家
的
な
立
場

か
ら
日
本
中
心
主
義
的
な
支
配
論
理
を
構
築
し
て
い
く
︑﹁
帝
国
へ
の
道
﹂
で

あ
る
︒

　
以
上
の
内
容
に
基
づ
き
︑
大
川
周
明
を
軸
と
し
て
﹁
右
翼
﹂
が
作
ら
れ
て

い
っ
た
原
理
を
俯ふ

瞰か
ん

す
れ
ば
︑
日
本
に
お
け
る
﹁
右
翼
﹂
の
性
格
を
捉
え
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
と
︑
著
者
た
ち
は
指
摘
す
る
︒
し
か
も
︑
大
川
は
︑
保

守
の
側
面
を
内
包
し
つ
つ
︑
帝
国
を
志
向
し
た
と
い
う
点
で
︑﹁
右
翼
﹂
と

﹁
保
守
﹂
の
融
合
論
理
も
見
せ
る
人
物
で
あ
る
と
論
じ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
を

理
解
す
れ
ば
︑
現
在
の
日
本
の
﹁
右
翼
﹂
に
流
れ
る
﹁
血
脈
﹂
を
垣
間
見
る

ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

　
さ
て
︑
本
書
は
︑
第
一
部
﹁
近
代
と
帝
国
意
識
の
知
造
﹂︑
第
二
部
﹁
帝
国

の
完
成
と
戦
争
へ
の
道
﹂
に
大
別
さ
れ
︑
全
八
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
第

一
章
（
近
代
日
本
の
欧
米
崇
拝
と｢

国
粋
主
義｣

の
発
明
）
は
︑
明
治
維
新
と
日

清
戦
争
と
い
う
二
つ
の
事
件
の
意
味
を
︑﹁
国
粋
主
義
﹂
に
基
づ
き
︑
再
吟
味

し
て
い
る
︒
そ
れ
は
西
洋
に
対
す
る
近
代
の
超
克
を
実
験
す
る
作
業
で
あ
り
︑

東
ア
ジ
ア
か
ら
﹁
優
越
主
義
＝
国
粋
主
義
﹂
を
獲
得
す
る
︑
二
重
性
の
路
程

で
あ
っ
た
と
論
じ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
を
通
し
て
︑
中
国
と
朝
鮮
に
対
す
る

劣
等
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
着
化
す
る
言
説
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

第
二
章
（﹁
倫
理
的
帝
国
意
識
﹂
の
内
核
と
天
皇
の
流
着
）
は
︑
明
治
期
の
代
表

的
キ
リ
ス
ト
教
研
究
者
で
あ
る
松
村
介
石
の
宗
教
的
な
特
徴
を
究
明
し
て
い

る
︒
と
く
に
︑
そ
の
宗
教
的
内
面
の
核
心
の
中
で
︑
倫
理
と
天
皇
が
ど
の
よ

う
に
絡
み
合
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
︒
松
村

は
︑﹁
道
会
﹂
を
設
立
し
︑﹁
新
宗
教
﹂
を
提
唱
す
る
︒
そ
の
本
質
は
︑
古
代

か
ら
現
在
ま
で
不
変
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
す
る
﹁
新
宗
教
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ

し
て
︑
松
村
が
﹁
道
会
﹂
で
主
張
し
た
普
遍
的
な
論
理
そ
の
も
の
が
︑
ま
さ

に
天
皇
を
中
心
と
し
た
帝
国
意
識
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
と
解
明
す
る
︒

　
第
三
章
（
宗
教
の
﹁
暴
力
﹂
と
﹁
脱
宗
教
﹂
の
暴
力
）
で
は
︑
大
川
周
明
の

宗
教
思
想
が
持
つ
特
徴
や
︑
宗
教
と
暴
力
行
為
を
め
ぐ
る
関
連
性
の
問
題
に

つ
い
て
扱
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
い
う
宗
教
と
暴
力
の
問
題
と
は
︑﹁
宗
教
﹂
を

暴
力
的
な
も
の
と
見
る
の
で
は
な
く
︑﹁
人
間
の
内
面
を
一
つ
の
宗
教
を
利
用

し
て
同
化
さ
せ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
そ
れ
を
暴
力
と
見
な
し
て
い
る
︒

大
川
は
︑
宗
教
の
解
釈
を
通
じ
て
︑﹁
道
﹂
の
天
皇
制
国
家
と
い
う
独
自
の

﹁
天
皇
観
﹂
を
構
築
し
︑
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
松
村
介

石
の
﹁
道
義
﹂
を
再
解
釈
し
な
が
ら
︑
宗
教
の
東
西
融
合
だ
け
で
な
く
︑
東

西
の
共
通
要
素
を
導
き
出
し
た
︒
そ
れ
は
︑
日
本
特
有
の
︑
宗
教
が
歴
史
的

天
皇
論
へ
と
収
し
ゅ
う

斂れ
ん

さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
︒

　
第
四
章
（﹁
国
民
国
家
論
﹂︑
そ
の
﹁
反
復
﹂
と
﹁
脱
﹂
反
復
の
再
審
）
は
︑
大

川
周
明
と
蓑
田
胸
喜
の
時
代
認
識
と
︑
両
者
が
作
り
出
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
様
相
を
探
る
も
の
で
あ
る
︒
大
川
と
蓑
田
は
︑
相
互
批
判
的
で
緊
張
関

係
を
見
せ
て
は
い
る
も
の
の
︑
大
川
が
主
張
し
た
﹁
道
徳
的
実
現
＝
国
家
﹂

論
は
︑
結
局
︑
蓑
田
の
反
対
的
な
意
見
を
ベ
ー
ス
に
補
完
さ
れ
︑
完
成
さ
れ

る
︒
こ
う
し
た
両
者
に
よ
る
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
共
謀
は
︑
こ
れ
を
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尊
王
主
義
と
再
編
さ
せ
る
た
め
︑
国
家
思
想
の
受
容
と
排
除
を
経
た
統
制
の

中
か
ら
︑﹁
国
民
思
想
﹂
の
創
出
と
絡
ん
で
い
く
︒

　
第
五
章
（
二
つ
の
﹁
帝
国
意
識
﹂
と
﹁
グ
ロ
テ
ス
ク
﹂
な
も
の
と
し
て
の
天

皇
）
で
は
︑
大
川
周
明
と
蓑
田
胸
喜
の
国
家
論
に
つ
い
て
︑
比
較
検
討
を
行
っ

て
い
る
︒
大
川
と
蓑
田
は
︑
互
い
に
異
な
る
国
家
論
を
提
示
し
て
い
る
が
︑

結
局
︑
共
通
し
て
﹁
天
皇
゠
日
本
主
義
﹂
論
理
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
と
な

る
︒
こ
こ
か
ら
︑
大
川
の
﹁
宗
教
的
天
皇
論
﹂
は
誕
生
す
る
︒ 

　
第
六
章
（
日
本
的
﹁
中
庸
﹂
の
解
釈
と
国
体
概
念
の
ね
じ
れ
）
で
は
︑
大
川
周

明
の
西
洋
の
宗
教
思
想
に
対
す
る
認
識
と
︑
ま
た
そ
れ
を
東
洋
の
儒
教
と
融

合
さ
せ
︑
そ
こ
か
ら
﹁
中
庸
﹂
の
再
解
釈
を
試
み
た
思
想
的
行
程
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
︒
西
洋
の
宗
教
思
想
を
受
容
し
つ
つ
︑
東
洋
の
儒
教
を
折せ
っ

衷
ち
ゅ
う

さ
せ
る
と
い
う
方
式
で
﹁
中
庸
﹂
を
再
解
釈
し
た
大
川
周
明
は
︑
日
本
神
道

を
加
味
し
た
﹁
中
庸
の
天
皇
像
﹂
に
至
る
よ
う
に
な
る
︒

　
第
七
章
（﹁
儒
教
﹂
の
変
形
と
国
体
論
と
し
て
の
天
皇
）
で
は
︑
儒
学
と
い
う

概
念
が
︑
日
本
国
内
で
ど
の
よ
う
に
﹁
日
本
中
心
主
義
﹂
の
論
理
へ
と
再
編

さ
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
︑
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
人
物
が
︑
阿
部
吉
雄
で
あ
る
︒
儒
学
の
概
念
は
︑
修
養
か
ら
国
民
道

徳
へ
と
﹁
変
容
﹂
し
︑
再
解
釈
さ
れ
た
︒
具
体
的
に
言
え
ば
︑
朝
鮮
の
李
滉

の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
︑﹁
日
本
中
心
主
義
﹂
を
提
唱
す
る
尊
王
論
に
﹁
変

形
﹂
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
最
後
の
第
八
章
（﹁
日
本
﹂
内
部
の
﹁
ポ
ス
ト
東
ア
ジ
ア
論
﹂）
は
︑
大
川
周

明
の
ア
ジ
ア
認
識
論
で
あ
る
︒
大
川
は
︑
ア
ジ
ア
文
化
の
集
合
体
と
し
て
日

本
を
設
定
す
る
論
理
を
岡
倉
天
心
か
ら
学
ぶ
が
︑
ア
ジ
ア
文
化
は
︑
日
本
精

神
へ
再
編
成
さ
れ
る
論
理
と
な
り
︑
植
民
地
化
の
言
説
を
含
む
ア
ジ
ア
の
可

能
性
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
い
わ
ゆ
る
︑
日
本
の
伝
統
︑
日
本
の

精
神
は
ア
ジ
ア
精
神
で
あ
る
と
い
う
論
理
と
し
て
︑
再
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
以
上
︑
本
書
の
内
容
を
各
章
ご
と
に
ま
と
め
て
み
た
が
︑
こ
の
よ
う
に
︑

鄭
毅
︑
全
成
坤
の
両
著
者
は
︑
日
本
の
﹁
右
翼
﹂
や
﹁
右
翼
思
想
﹂
が
﹁
思

想
化
﹂
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
︑
韓
国
や
中
国
の
思
想
も
視
野
に
い
れ
︑
徹
底
的

に
解
明
し
て
い
る
︒
今
日
の
日
本
の
右
翼
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
も
︑
本

書
は
︑
学
界
を
問
わ
ず
︑
今
後
日
本
社
会
に
反
響
を
呼
び
起
こ
し
得
る
力
作

で
あ
る
と
︑
評
者
は
確
信
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
本
書
は
︑﹁
西
洋
﹂
と
﹁
日

本
と
い
う
東
洋
﹂
と
の
関
係
に
の
み
焦
点
を
当
て
︑
植
民
地
化
さ
れ
る
他
の

東
洋
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
と
い
う
限
界
を
も
つ
︒
日
本
の
﹁
帝
国
へ
の

道
﹂
は
︑
西
洋
の
帝
国
ら
と
同
様
に
︑
植
民
地
と
い
う
東
洋
な
し
で
は
語
れ

な
い
︒
こ
う
し
た
側
面
ま
で
視
野
に
入
れ
︑﹁
帝
国
へ
の
道
﹂
を
論
ず
る
な
ら
︑

よ
り
﹁
右
翼
﹂
の
﹁
思
想
化
﹂
が
明
確
に
な
る
と
︑
評
者
は
考
え
る
︒
い
ず

れ
に
せ
よ
︑
こ
う
し
た
原
理
を
立
証
す
る
た
め
︑
両
著
者
は
︑
明
治
期
日
本

の
知
識
人
を
中
心
に
︑
き
わ
め
て
膨
大
な
資
料
を
用
い
て
徹
底
的
な
検
証
を

行
っ
て
い
る
︒
旧
植
民
地
の
ア
ジ
ア
の
研
究
者
た
ち
の
こ
う
し
た
研
究
成
果

が
︑
今
日
の
日
本
（
人
）
に
投
げ
か
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
︑
示
唆
に
富
む
と

こ
ろ
が
多
い
だ
ろ
う
︒
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　﹃
現
代
日
本
に
み
る
複
数
の
翻
訳
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
﹄
は
︑
英
語
で
書
か
れ
た

翻
訳
学
に
関
す
る
優
れ
た
革
新
的
な
論
集
で
あ
り
︑
日
本
に
お
け
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
文
化
的
・
言
語
的
多
様
性
を
追
及
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

﹁
日
本
あ
る
い
は
日
本
語
内
外
に
向
け
た
翻
訳
の
多
様
性
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
の

理
論
化
・
位
置
づ
け
・
実
践
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
方
法
／
手
法
﹂（p. vii

）
を
重
視
し
た
本
書
は
︑
優
れ
た
研
究
者
で
あ
る

ベ
ヴ
ァ
リ
ー
・
カ
レ
ン
︑
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
・
ナ
ナ
︑
そ
し
て
田
辺
希
久

子
の
三
氏
の
手
に
よ
り
編
集
さ
れ
た
も
の
で
︑
翻
訳
・
文
学
研
究
︑
そ
し
て

日
本
研
究
の
優
秀
な
学
者
た
ち
の
協
力
の
下
︑
一
流
出
版
社
で
あ
る
ル
ー
ト

レ
ッ
ジ
社
か
ら
二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒

　
ベ
ヴ
ァ
リ
ー
・
カ
レ
ン
氏
は
︑
国
際
基
督
教
大
学
の
社
会
・
文
化
・
メ

デ
ィ
ア
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
で
言
語
学
︑
文
化
・
メ
デ
ィ
ア
翻
訳
の
指
導
に
あ

た
っ
て
い
る
︒
ま
た
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
・
ナ
ナ
氏
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン

ド
ン
大
学
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
（
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
所
）
の
言
語
・
文
化
学
科
で
翻
訳

学
の
講
師
を
︑
そ
し
て
田
辺
希
久
子
氏
は
︑
兵
庫
の
神
戸
女
学
院
大
学
の
教

授
を
務
め
て
い
る
︒

　
本
書
が
文
学
翻
訳
の
み
な
ら
ず
︑
文
化
翻
訳
に
も
焦
点
を
当
て
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
︒
ま
た
テ
ク
ス
ト
分
析
の
ほ
か
︑
パ
ラ
テ

ク
ス
ト
要
素
の
分
析
︑
そ
し
て
談
話
分
析
に
も
目
を
向
け
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑

翻
訳
者
の
役
割
や
翻
訳
の
生
成
過
程
・
翻
訳
手
法
︑
あ
る
い
は
翻
訳
観
︑
そ

し
て
目
標
テ
ク
ス
ト
（Target Text

）
の
受
容
に
関
し
て
も
論
じ
て
い
る
︒
本

書
で
は
︑﹁
複
数
（M

ultiple

）﹂
と
い
う
概
念
を
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

（transgeneric
）︑
つ
ま
り
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
る
も
の
と
い
う
意
味
合
い
で
解
釈

し
て
い
る
︒
カ
レ
ン
氏
も
述
べ
る
通
り
︑﹁
本
書
で
は
︑
文
化
生
産
や
社
会
運

べ
ヴ
ァ
リ
ー
・
カ
レ
ン
、
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
・
ナ
ナ
、
田
辺
希
久
子
編

『
現
代
日
本
に
み
る
複
数
の
翻
訳
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』

 B
everley C

urran, N
ana Sato-R

ossberg, K
ikuko Tanabe ed., M

ultiple Translation 
C

om
m

unities in C
ontem

porary Japan. 

M
・
テ
レ
サ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
ナ
バ
ー
ロ

Routledge, 2015
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動
に
取
り
組
む
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
翻
訳
を
取
り
扱
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
複
数
の
地
域
に
目
を
向
け
︑
日
本
国
内
︑
日
本
と
そ
の
他
の
ア
ジ
ア

諸
国
間
︑
そ
し
て
日
本
と
世
界
そ
の
他
の
国
々
と
の
間
に
お
け
る
国
際
的
な

翻
訳
の
流
通
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
﹂（p. vii

）︒

　
本
書
は
十
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
マ
ン
ガ
︑
映
画
︑
演
劇
等
の
ジ
ャ
ン

ル
を
跨
ぐ
翻
訳
に
つ
い
て
論
じ
る
他
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
横
断
的
な
翻
訳
︑
ま

た
ク
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
文
学
翻
訳
な
ど
も
取
り
上

げ
て
い
る
︒

　
ま
ず
第
一
章
で
は
︑
ベ
ヴ
ァ
リ
ー
・
カ
レ
ン
氏
が
︑
多
言
語
の
入
り
混
じ

る
マ
ン
ガ
﹃D

E
AT

H
 N

O
T

E

（
デ
ス
ノ
ー
ト
）﹄（
小
畑
健
︑
原
作
・
大
場
つ
ぐ

み
）
の
分
析
を
通
し
多
次
元
翻
訳
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
日
本
を
﹁
多
言
語
地

域
﹂
と
し
て
検
討
し
て
い
る
︒
本
論
は
︑﹁
日
本
の
マ
ン
ガ
︑
あ
る
い
は
そ
の

英
訳
版
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
構
造
﹂︑
そ
し
て
謡
曲
を
想
起
さ
せ
る
豊
か
な
間

テ
ク
ス
ト
性
が
︑
い
か
に
英
語
圏
の
文
化
へ
の
翻
訳
を
困
難
な
も
の
に
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
﹂
考
察
し
て
い
る
（p. viii

）︒
そ
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
︑
ま
た
読
者
の
反
応
を
探
る
た
め
︑
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
内
翻
訳

（intralingual translation

）
と
記
号
内
翻
訳
（intersem

iotic translation

）
の
概
念
︑

お
よ
び
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
と
翻
訳
に
関
す
る
考
え
を
用
い
て
︑
こ

の
マ
ン
ガ
翻
訳
が
単
な
る
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
で
は
な
く
︑﹁
社
会
的
概
念
や
社

会
的
文
脈
﹂
の
翻
訳
で
も
あ
る
こ
と
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
死
を
与
え
る
権
利

（T
he right to kill

）
を
も
翻
訳
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
︒
カ
レ
ン
氏
は
︑
マ
ン
ガ
﹃D

E
AT

H
 N

O
T

E

﹄
が
﹁
こ
の
世
界
の
変

化
を
知
る
手
段
と
し
て
︑
翻
訳
に
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
か
を
示

す
訳
業
で
あ
る
﹂
と
章
を
結
ん
で
お
り
（p. 17

）︑
私
見
に
よ
れ
ば
︑
マ
ン
ガ

﹃D
E

AT
H

 N
O

T
E

﹄
は
文
化
翻
訳
の
良
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
テ
ィ
タ
ニ
ラ
・
マ
ー
ト
ラ
イ
氏
に
よ
る
第
二
章
﹁
映
画
に
な
っ
た
文
学
と

演
劇
︱
︱
新
藤
兼
人
の
﹃
黒
猫
﹄﹂
で
は
︑﹃
藪
の
中
の
黒
猫
﹄
な
ど
を
は
じ

め
と
す
る
一
九
六
〇
年
代
の
映
画
に
お
い
て
︑
監
督
が
化
け
猫
の
よ
う
な
大

衆
向
け
の
題
材
に
︑
能
の
技
術
や
演
目
を
ど
の
よ
う
に
融
合
さ
せ
て
い
る
か

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
作
品
に
は
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ

る
よ
う
に
︑
芥
川
龍
之
介
の
短
編
﹁
藪
の
中
﹂
等
と
の
間
テ
ク
ス
ト
性
も
見

ら
れ
る
︒
こ
の
傾
向
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
現
れ
て
い
る
︒
マ
ー
ト
ラ
イ
氏

は
︑
黒
沢
明
監
督
の
﹃
羅
生
門
﹄
へ
の
直
接
の
言
及
は
避
け
て
は
い
る
も
の

の
︑﹃
羅
生
門
﹄
と
の
間
テ
ク
ス
ト
性
を
ほ
の
め
か
す
要
素
も
多
数
組
み
込
ま

れ
て
い
る
︒
ま
た
映
画
に
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
や
歌
舞
伎
な
ど
も
登
場
す
る
た

め
︑
こ
れ
ら
の
要
素
が
英
語
圏
の
国
々
の
よ
う
な
か
け
離
れ
た
文
化
へ
の
翻

訳
を
一
層
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
︒

　﹁﹃
カ
ム
イ
外
伝
﹄
を
翻
訳
す
る
︱
︱
マ
ン
ガ
か
ら
実
写
映
画
へ
の
ジ
ャ
ン

ル
間
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
﹂
と
題
し
た
第
三
章
で
は
︑
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
・

ナ
ナ
氏
が
︑
マ
ン
ガ
﹃
カ
ム
イ
外
伝
﹄（
一
九
六
五
）
か
ら
実
写
映
画
﹃
カ
ム

イ
外
伝
﹄（
二
〇
〇
九
）
へ
の
翻
案
に
関
わ
る
プ
ロ
セ
ス
︑
手
法
︑
そ
し
て
そ

の
翻
案
作
品
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
間
翻
訳
に
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お
け
る
社
会
的
背
景
の
影
響
︑
そ
し
て
翻
訳
者
の
可
視
性
（V

enuti, 1995

）

に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
︒

　﹁
カ
ム
イ
﹂
は
︑
も
と
も
と
ア
イ
ヌ
語
で
神
を
意
味
す
る
︒
意
外
な
こ
と
に

当
初
原
作
者
は
﹁
ア
イ
ヌ
﹂
を
題
材
に
作
品
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
が
︑
最

終
的
に
﹁
カ
ム
イ
﹂
と
い
う
忍
者
と
な
っ
た
非
人
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

非
人
で
あ
り
︑
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
な
い
カ
ム
イ
は
忍
者
と
な
る
が
︑
や
が

て
﹁
抜
け
忍
﹂
と
な
り
︑
生
涯
︑
他
の
忍
者
に
追
わ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
︒

　
プ
ロ
ッ
ト
の
軸
と
な
る
の
は
︑
生
き
延
び
る
た
め
の
戦
い
︑
そ
し
て
社
会

的
差
別
問
題
等
で
あ
る
︒
カ
ム
イ
は
生
き
る
た
め
に
多
く
の
他
者
を
犠
牲
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︙
︙
︒
そ
の
た
め
︑
崔
洋
一
が
監
督
を
務
め
た
映
画

に
は
︑
日
本
で
差
別
さ
れ
て
き
た
﹁
在
日
﹂
に
纏ま
つ

わ
る
話
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

崔
洋
一
自
身
︑
韓
国
籍
を
取
得
し
て
い
る
が
︑
生
ま
れ
も
育
ち
も
日
本
で
あ

る
︒
こ
の
章
は
︑
ジ
ャ
ン
ル
を
跨
ぐ
翻
訳
者
と
し
て
の
崔
の
役
割
に
焦
点
を

当
て
つ
つ
も
︑
マ
ン
ガ
の
登
場
人
物
や
そ
の
精
神
が
ど
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ

て
い
る
の
か
︑
そ
の
翻
訳
手
法
︑
そ
し
て
映
画
の
受
容
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に

は
︑
観
客
の
コ
メ
ン
ト
に
依
拠
し
つ
つ
翻
訳
の
質
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し

て
い
る
︒

　
ま
た
︑
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
氏
は
︑
こ
の
論
考
を
起
点
テ
ク
ス
ト
（Source 

Text

）
で
あ
る
﹃
カ
ム
イ
外
伝
﹄（
十
七
世
紀
を
舞
台
と
す
る
）
の
歴
史
的
背
景

の
分
析
か
ら
始
め
︑
プ
ロ
ッ
ト
（
テ
ク
ス
ト
）
の
要
約
を
見
事
に
行
な
っ
て

い
る
︒
ま
た
︑
映
画
（
目
標
テ
ク
ス
ト
）
の
監
督
／
翻
案
者
だ
け
で
な
く
︑
マ

ン
ガ
（
起
点
テ
ク
ス
ト
）
の
原
作
者
で
あ
る
白
土
三
平
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ

て
い
る
︒ 

　
こ
の
よ
う
に
著
者
は
︑
翻
訳
過
程
と
登
場
人
物
に
つ
い
て
︑
特
に
︑
監
督

が
男
女
の
登
場
人
物
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
﹁
翻
訳
し
て
﹂
い
る
の
か
︑
彼
ら

の
姿
勢
や
感
情
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
に
着
目
し
て
い
る
︒
ま

た
︑
主
人
公
で
あ
る
カ
ム
イ
の
﹁
精
神
﹂
が
ど
の
よ
う
に
翻
訳
／
変
換
さ
れ
︑

ま
た
そ
れ
が
批
判
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
解
き
明
か
し
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
こ
の
章
で
は
映
画
の
受
容
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
り
︑
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
レ
ビ
ュ
ー
や
感
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
監
督
の
主

な
目
的
（
ス
コ
ポ
ス
）
が
﹁
新
世
代
の
視
聴
者
た
ち
の
心
を
動
か
し
︑
交
流

を
図
る
こ
と
﹂
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
残
念
な
が
ら
監
督
の
こ
の

試
み
は
成
功
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
お
り
︑
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
氏
は
︑

そ
の
諸
要
因
に
つ
い
て
も
探
っ
て
い
る
︒

　
第
四
章
﹁
翻
訳
で
き
な
い
革
命
︱
︱
一
九
七
〇
～
一
九
八
〇
年
代
の
日
本

に
お
け
る
女
性
解
放
運
動
言
説
の
変
容
﹂（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ェ
ル
カ
ー
著
）
は
︑

日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
の
歴
史
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
カ
レ
ン
氏
に
よ
る

と
︑﹁
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
の
日
本
語
訳
は
︑
バ
ト
ラ
ー
が
言
う

と
こ
ろ
の
﹁
複
数
の
文
化
領
域
が
出
会
う
場
に
出
現
す
る
理
論
﹂（B

utler 

1999 , p. ix

）
の
可
能
性
を
切
り
開
く
う
え
で
の
翻
訳
の
意
義
を
示
す
例
で
あ

る
﹂
と
い
う
（p. ix

）︒

　
こ
の
論
考
で
は
︑
翻
訳
者
の
認
知
度
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
成
に
お
け
る
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ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
運
動
の
重
要
性
と
影
響
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
︒
そ
の
た

め
ウ
ェ
ル
カ
ー
氏
は
︑
一
九
七
〇
年
代
並
び
に
八
〇
年
代
に
日
本
の
女
性
た

ち
が
翻
訳
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
た
の
か
︑
ま
た
︑
ど
の
よ
う
な
文
章
が

翻
訳
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
︑
こ
れ
ら
の
文
章
が
︑
女
性
の
身

体
と
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
よ
み
変
え
る
の
み
な
ら
ず
︑

日
本
に
お
け
る
女
性
解
放
運
動
に
貢
献
し
た
著
作
の
着
想
源
に
な
っ
た
と
説

明
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
る
翻
訳
が
用
い
ら
れ
始
め
た

の
は
何
も
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
く
︑
す
で
に
一
九
一
〇
年
代
頃
の
日
本
に

始
ま
っ
て
い
た
と
結
ん
で
い
る
︒
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
つ
い
最
近
ま
で
翻

訳
学
の
学
者
た
ち
は
︑
主
に
文
学
翻
訳
を
重
視
し
研
究
を
進
め
て
き
た
︒
こ

の
論
考
で
は
︑
社
会
の
異
な
る
側
面
や
歴
史
的
な
動
き
に
対
す
る
理
解
を
十

分
に
深
め
る
た
め
に
︑
そ
れ
以
外
の
翻
訳
研
究
に
も
取
り
組
む
必
要
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
︒

　
第
五
章
の
﹁
日
本
語
訳
に
み
る
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ッ
キ
ノ
ン
︱
︱
ラ
デ
ィ

カ
ル
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
翻
訳
論
へ
﹂
と
題
し
た
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ノ
ル
マ
氏
に

よ
る
論
考
で
は
︑
二
〇
一
一
年
に
和
訳
が
刊
行
さ
れ
た
﹃
女
の
生
︑
男
の

法
﹄
を
主
な
分
析
対
象
と
し
︑﹁
ラ
デ
ィ
カ
ル
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
座
か
ら
み

た
翻
訳
の
理
論
と
実
践
﹂（p. 79

）
や
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
の
テ
ク
ス
ト
の
発

展
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
そ
の
和
訳
を
手
が
け
た
翻
訳
者
た
ち
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
︒
さ
ら
に
本
章
で
は
︑
理
論
用
語
や
法
律
用
語
を
翻
訳
す
る
難
し
さ

に
つ
い
て
着
目
す
る
他
︑
翻
訳
者
た
ち
（
森
田
︑
中
里
見
）
の
可
視
性
︑
そ
し

て
彼
ら
が
従
事
し
て
い
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
（
特
に
︑
性
風
俗
産
業
を
女
性

に
損
害
を
与
え
る
も
の
と
す
る
反
ポ
ル
ノ
／
売
春
運
動
）
な
ど
を
︑
翻
訳
の
重
要

な
背
景
要
素
と
し
て
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
ま
た
ノ
ル
マ
氏
は
︑
起
点
テ

ク
ス
ト
の
著
者
と
翻
訳
者
と
の
や
り
と
り
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
︒

　
第
六
章
﹁
日
本
で
ク
ィ
ア
を
訳
す
︱
︱
一
九
九
〇
年
代
の
ゲ
イ
ブ
ー
ム
に

お
け
る
情
緒
的
帰
属
意
識
と
翻
訳
﹂
に
お
い
て
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
ン
グ
ル
ス

氏
は
︑
ク
ィ
ア
読
者
や
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
人
々
が
︑
翻
訳
や

ク
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
互
い
を
探
し
求
め
る
か
に
つ
い

て
︑
ま
た
︑
そ
の
感
情
的
な
繫
が
り
が
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
日
本
語
訳
の

読
者
間
だ
け
で
な
く
︑
英
語
で
読
ん
だ
読
者
と
の
間
に
も
生
ま
れ
る
こ
と
を

詳
し
く
論
じ
て
い
る
︒

　
ア
ン
グ
ル
ス
氏
の
興
味
は
特
に
︑
日
本
の
﹁
ゲ
イ
ブ
ー
ム
﹂（
一
九
八
〇
年

代
並
び
に
九
〇
年
代
）
で
人
気
を
博
し
た
翻
訳
書
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
彼
は

ま
た
︑
ク
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
者
と
読
者
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
彼
ら
の

間
に
生
ま
れ
る
絆
や
同
一
化
現
象
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い
る
︒
ア
ン
グ
ル

ス
氏
は
一
九
九
〇
年
代
の
ゲ
イ
ブ
ー
ム
文
学
に
お
け
る
主
要
小
説
︑
伏
見
憲

明
著
﹃
魔
女
の
息
子
﹄（
二
〇
〇
三
年
）
に
言
及
し
︑
本
章
を
結
ん
で
い
る
︒

こ
の
小
説
は
︑﹁
欧
米
の
ゲ
イ
ら
し
さ
の
概
念
に
共
感
す
る
こ
と
な
く
︑
他
の

男
性
と
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
行
動
に
耽
け
る
日
本
の
男
性
た
ち
を
探
究
﹂（p. 

118

）
し
て
お
り
︑
一
九
九
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
人
気
を
博

し
た
ゲ
イ
小
説
と
は
︑
そ
の
趣
を
少
々
異
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
柿
沼
の
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﹃
魔
性
の
森
﹄（
二
〇
〇
一
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
︑
主
に
若
い
女
性
読
者
を

対
象
と
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ブ
ー
ム
と
共
に
登
場
し
た
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
︑﹁
耽

美
小
説
﹂
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
る
が
︑
こ
の
本
は
︑
海
外
の
ク
ィ
ア
文

学
の
翻
訳
ほ
ど
の
人
気
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　
第
七
章
の
﹁
ペ
ー
ズ
リ
ー
の
危
機
と
男
女
（
お
と
こ
お
ん
な
）
︱
︱
テ
ロ
ッ

プ
を
通
し
日
本
の
プ
ラ
イ
ム
タ
イ
ム
番
組
を
横
断
す
る
ク
ィ
ア
﹂
で
は
︑
ク

レ
ア
・
マ
リ
ィ
氏
が
︑
日
本
文
化
の
特
徴
で
あ
り
︑
異
性
愛
の
規
範
を
強
化

す
る
︑
社
会
構
築
物
と
し
て
の
日
本
の
女
言
葉
（JW

L: Japanese W
om

en 

Language

）
の
翻
訳
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
日
本
に
お
け
る
言
語

内
翻
訳
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
マ
リ
ィ
氏
は
日
本
の
プ
ラ
イ
ム

タ
イ
ム
番
組
に
み
る
﹁
オ
ネ
エ
言
葉
﹂
の
分
析
を
通
し
て
︑
こ
の
ク
ィ
ア
特

有
の
話
し
言
葉
が
︑﹁
ク
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
距
離
を
保
ち
﹂（p. xi

）

つ
つ
も
︑
主
要
テ
レ
ビ
番
組
の
消
費
者
に
向
け
て
い
か
に
徹
底
し
て
同
化
（
あ

る
い
は
適
切
化
）
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒

　﹁
言
葉
に
お
け
る
性
差
の
翻
訳
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
の
﹃
痴
人
の
愛
﹄
か
ら
吉

本
ば
な
な
の
﹃
キ
ッ
チ
ン
﹄
ま
で
﹂
と
題
さ
れ
た
第
八
章
で
は
︑
金
志
映
氏

が
︑﹁
女
言
葉
﹂
の
言
語
間
翻
訳
（interlingual translation

）
を
取
り
上
げ
て

い
る
︒
著
者
は
︑
作
家
や
登
場
人
物
が
女
性
で
あ
る
こ
と
︑
例
え
ば
パ
ラ
テ

ク
ス
ト
の
諸
相
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
︑
女
性
を
主
人
公
と
す
る
作
品
や

登
場
す
る
女
性
の
声
が
ど
う
英
訳
さ
れ
た
か
を
通
し
て
︑
日
本
女
性
の
エ
キ

ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
が
繰
り
返
し
具
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
︒

　
こ
の
﹃
キ
ッ
チ
ン
﹄
の
翻
訳
者
で
あ
る
バ
ッ
ク
ス
氏
が
直
面
し
た
未
解
決

の
翻
訳
課
題
の
一
つ
は
︑﹁
女
言
葉
﹂
を
い
か
に
し
て
訳
す
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
︒
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
え
り
子
が
︑
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
だ

か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
起
点
テ
ク
ス
ト
で
は
男
言
葉
・
女
言
葉
が
頻
繁
に

使
わ
れ
て
い
る
が
︑
目
標
テ
ク
ス
ト
に
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
み
ら
れ
な
い
︒

翻
訳
者
は
︑
現
代
的
な
口
調
を
現
代
英
語
に
巧
み
に
置
き
換
え
て
い
る
が
︑

起
点
テ
ク
ス
ト
の
ス
タ
イ
ル
や
雰
囲
気
の
翻
訳
に
は
失
敗
し
た
よ
う
で
あ
る
︒

ま
た
︑
目
標
テ
ク
ス
ト
に
は
起
点
テ
ク
ス
ト
を
操
作
（m

anipulation

）
し
た

跡
が
幾
つ
か
認
め
ら
れ
︑
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
（V

enuti, T
he Scandals of Translation: 

Tow
ards an Ethics of D

ifference, 1998

）
は
︑
こ
の
操
作
を
異
化
（foreignization

）

の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（p. 160

）︒
金
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
︑
日
本
語

を
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
の
独
自
性
が
強
化

さ
れ
て
い
る
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（p. 165

）︒

　
第
九
章
に
は
︑
下
楠
昌
哉
氏
に
よ
る
﹁﹃
魔
人
ド
ラ
キ
ュ
ラ
﹄
の
翻
訳
家
︑

平
井
呈
一
と
文
学
に
お
け
る
シ
ェ
イ
プ
シ
フ
タ
ー
﹂
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

本
章
で
は
︑
平
井
呈
一
に
よ
るD

racula

の
日
本
語
訳
の
経
時
的
変
遷
を
分

析
す
る
他
︑
再
翻
訳
の
考
察
︑
そ
し
て
同
書
の
翻
訳
史
の
み
な
ら
ず
︑
翻
訳

理
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
も
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒

　
そ
し
て
︑
最
終
章
に
あ
た
る
第
十
章
﹁
日
本
語
訳
に
お
け
る
尹
東
柱
の

詩
﹂
で
は
︑
朴
銀
姫
氏
が
尹
東
柱
の
詩
の
翻
訳
の
難
し
さ
に
つ
い
て
考
察
し
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て
い
る
︒
戦
後
︑
数
多
く
の
翻
訳
者
や
作
家
た
ち
が
こ
の
詩
人
の
詩
の
翻
訳

を
試
み
て
き
た
が
︑
こ
れ
は
極
め
て
困
難
な
作
業
を
伴
う
課
題
で
あ
る
︒
こ

の
章
で
朴
銀
姫
氏
は
︑
ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
た
起
点
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
日
本

語
訳
を
考
察
す
る
と
と
も
に
︑
複
数
の
翻
訳
の
違
い
を
あ
ぶ
り
出
す
比
較
文

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
い
る
が
︑
読
者
は
こ
の
論
考
を
通
し
て
︑
そ
の

い
く
つ
か
の
和
訳
の
例
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
朴
氏
は
︑
満
洲
に

生
ま
れ
た
朝
鮮
人
移
民
の
子
孫
で
あ
る
尹
東
柱
に
つ
い
て
探
り
つ
つ
︑

二
十
八
歳
と
い
う
若
さ
で
早
逝
し
た
彼
が
韓
国
の
国
民
的
詩
人
に
な
っ
た
と

い
う
事
実
を
重
視
し
︑
詩
を
韓
国
語
か
ら
日
本
語
へ
訳
す
際
に
生
じ
る
翻
訳

問
題
︑
そ
し
て
前
掲
し
た
二
カ
国
の
状
況
の
違
い
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
︒

結
論

　
本
書
で
は
︑
現
代
日
本
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
多
様
性
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
︑
そ
し
て
そ
の
多
様
性
が
文
物
や
文
化
的
製
品
に
ど
の
よ
う
に
反

映
さ
れ
て
い
る
か
考
察
す
る
た
め
︑
綿
密
か
つ
優
れ
た
研
究
方
法
が
採
ら
れ

て
い
る
︒
翻
訳
を
取
り
巻
く
状
況
の
重
要
性
︑
翻
訳
者
の
役
割
︑
そ
し
て
日

本
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
︑
日
本
人
︑
ま
た
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
︑
さ
ら
に
は
西
洋

に
お
け
る
日
本
に
対
す
る
反
応
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

ま
た
本
書
は
︑
翻
訳
が
た
だ
言
葉
を
訳
す
だ
け
で
な
く
︑
文
化
を
も
翻
訳
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
︒
こ
の
論
集
は
︑
翻
訳
学
の
︑

特
に
そ
の
日
本
の
文
脈
に
ま
つ
わ
る
研
究
に
お
い
て
多
大
な
貢
献
と
な
る
先

駆
的
か
つ
卓
越
し
た
研
究
で
あ
る
︒
翻
訳
学
に
留
ま
ら
ず
︑
カ
ル
チ
ュ
ラ

ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
︑
社
会
学
︑
文
学
研
究
の
観
点
か
ら
み
て
も
非
常
に
優

れ
た
洞
察
で
あ
る
と
い
え
る
︒
洗
練
さ
れ
た
筆
致
で
︑
分
か
り
や
す
く
書
か

れ
て
お
り
︑
学
者
や
翻
訳
者
︑
そ
し
て
日
本
研
究
や
国
際
関
係
学
に
興
味
の

あ
る
全
て
の
人
が
手
に
取
る
べ
き
一
冊
で
あ
る
︒

（
翻
訳
：
片
岡
真
伊 

総
合
研
究
院
大
学
博
士
後
期
課
程
）
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こ
こ
で
レ
ビ
ュ
ー
さ
れ
る
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
﹄
の
著
者
︑
ア
メ

リ
カ
の
デ
ユ
ー
ク
大
学
教
授
の
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ア
ラ
は
世
界
的
に

著
名
な
学
者
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
数
多
あ
る
ド
ゥ
ア
ラ
の
著
作
は
い
ま
だ
一

冊
も
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
日
本
で
の
知
名
度
は
決
し
て
十
分
と

は
い
え
な
い
︒
そ
れ
は
︑
日
本
に
お
け
る
研
究
者
が
日
本
の
地
域
研
究
を
超

え
て
活
動
す
る
学
者
に
対
し
て
い
だ
く
関
心
が
薄
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒

　
以
下
︑
最
初
に
ド
ゥ
ア
ラ
を
個
人
史
的
に
紹
介
し
︑
次
に
国
際
的
に
広
い

反
響
を
呼
ん
で
い
る
こ
の
本
を
同
氏
の
研
究
史
の
中
に
位
置
づ
け
紹
介
す
る
︒

そ
し
て
最
後
に
︑
本
の
中
心
的
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
﹁
対
話
的
超
越
性
﹂

（dialogic transcendence

）
を
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
分
析
視
点
と
し
て
の
﹁
主

体
化
﹂
と
関
連
付
け
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

著
者
の
紹
介

　
ド
ゥ
ア
ラ
は
一
九
五
〇
年
に
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
州
に
生
ま
れ
︑
名
門
の

デ
リ
ー
大
学
で
歴
史
を
勉
強
す
る
が
︑
一
九
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
の
中
国

の
文
化
大
革
命
に
鼓
舞
さ
れ
イ
ン
ド
の
学
生
運
動
に
参
加
し
た
︒
そ
の
背
景

に
は
︑
イ
ン
ド
の
脱
植
民
地
の
成
功
を
期
待
し
た
世
代
が
︑
独
立
後
︑
農
村

の
近
代
化
の
失
敗
に
対
し
て
い
だ
い
て
い
た
失
望
感
が
あ
っ
た
の
だ
︒
イ
ン

ド
に
伝
わ
っ
て
き
た
文
化
大
革
命
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
可
能
性
︑
な
か
ん
ず

く
そ
こ
で
描
か
れ
た
中
国
の
農
村
革
命
の
成
功
像
が
︑
氏
の
関
心
を
中
国
農

村
に
導
い
た
︒

　
そ
の
関
心
を
持
っ
て
︑
ド
ゥ
ア
ラ
は
一
九
七
六
年
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ

ゴ
大
学
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
大
学
院
で
中
国
史
を
勉
強
し
︑
一
九
八
三
年

プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ア
ラ

『
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機

―
ア
ジ
ア
の
伝
統
と
持
続
可
能
な
未
来
』

 Prasenjit D
uara, T

he C
risis of G

lobal M
odernity: 

A
sian Traditions and a Sustainable Future. 

鍾
以
江
・
磯
前
順
一

Cambridge University Press, 2015
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に
日
本
軍
占
領
期
の
中
国
北
部
農
村
の
歴
史
を
テ
ー
マ
に
し
た
博
士
論
文
を

持
っ
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
博
士
号
を
取
っ
た
︒
そ
の
後
︑
い
く
つ
か
の
大

学
を
経
て
︑
一
九
九
〇
年
か
ら
シ
カ
ゴ
大
学
で
教
鞭
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

氏
の
博
士
論
文
は
︑
一
九
八
八
年
に
﹃
文
化
︑
パ
ワ
ー
と
国
家
︱
︱

一
九
〇
〇
～
四
二
年
に
お
け
る
華
北
の
農
村
﹄（C

ulture, Pow
er, and the State: 

Rural N
orth C

hina, 1900–1942, Stanford U
niversity Press, 1988

）
の
タ
イ
ト
ル

で
出
版
さ
れ
た
︒
出
版
後
す
ぐ
大
き
い
反
響
を
呼
び
︑
翌
年
ア
メ
リ
カ
歴
史

研
究
学
会
の
ジ
ョ
ン
・
Ｋ
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
賞
と
ア
ジ
ア
研
究
学
会
の
ジ
ョ
ー

セ
フ
・
レ
ヴ
ェ
ン
セ
ン
賞
を
受
賞
し
た
︒
華
北
農
村
の
前
近
代
的
な
宗
教
生

活
と
資
源
採
取
の
様
式
が
︑
い
か
に
近
代
化
の
衝
撃
で
変
化
あ
る
い
は
消
失

し
た
か
を
考
究
し
た
も
の
で
︑
ド
ゥ
ア
ラ
は
こ
の
本
に
よ
っ
て
中
国
史
の
な

か
の
宗
教
と
り
わ
け
民
間
宗
教
の
重
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
こ
の
民
間
宗
教
へ
の
関
心
は
︑
ド
ゥ
ア
ラ
の
二
冊
目
の
著
作
で
︑
近
代
国

民
国
家
批
判
の
書
﹃
ネ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
歴
史
を
救
う
︱
︱
近
代
中
国
の
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
を
問
う
﹄（Rescuing H

istory from
 the N

ation: Q
uestioning N

arratives of 

M
odern C

hina, U
niversity of C

hicago Press, 1995

）
に
お
い
て
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン

の
﹁
他
者
﹂
と
﹁
余
白
﹂
と
し
て
︑
言
い
換
え
れ
ば
ネ
イ
シ
ョ
ン
批
判
の
方

法
と
し
て
︑
大
き
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
︒
前
近
代
の
地
域
生
活
あ

る
い
は
公
共
空
間
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
民
間
宗
教
は
︑
近
代
化
の
た
め
に

﹁
世
俗
主
義
﹂︑﹁
宗
教
﹂︑﹁
迷
信
﹂
な
ど
の
近
代
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
再
改

編
さ
れ
た
が
︑
完
全
に
近
代
的
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
空
間
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

　
そ
の
あ
と
︑
ド
ゥ
ア
ラ
の
宗
教
に
対
す
る
関
心
は
超
越
性
に
移
っ
て
い
く
︒

二
〇
〇
三
年
に
出
版
し
た
﹃
主
権
と
真
正
性
︱
︱
満
州
国
と
東
ア
ジ
ア
の
近

代

﹄（Sovereignty and A
uthenticity: M

anchukuo and the E
ast A

sian M
odern, 

R
ow

m
an &

 Littlefield, 2003

）
は
︑
中
国
の
民
間
宗
教
結
社
の
普
遍
的
な
理
想

と
実
践
の
な
か
の
超
越
性
が
い
か
に
近
代
国
民
的
な
共
同
体
と
市
民
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
突
き
つ
け
︑
抗
争
し
あ
っ
て
︑
い
か
に
そ
の
抗
争
に
よ
っ
て
近
代

的
な
﹁
人
間
﹂
が
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
っ
た
︒
中
で
も
︑

満
州
国
が
主
権
国
家
と
い
う
体
裁
を
整
え
た
上
で
︑
実
際
に
は
日
本
帝
国
の

植
民
地
と
し
て
機
能
し
た
指
摘
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
政
策
を

決
定
付
け
る
よ
う
な
︑
新
し
い
形
態
の
植
民
地
支
配
と
し
て
︑
ピ
ー
タ
ー
・

ド
ゥ
ー
ス
の
﹁
植
民
地
な
き
帝
国
主
義
﹂
と
い
う
主
張
と
呼
応
し
あ
っ
て
大

き
な
注
目
を
浴
び
た
︒

　
二
〇
〇
八
年
に
ド
ゥ
ア
ラ
は
十
八
年
間
務
め
た
シ
カ
ゴ
大
学
を
出
て
︑
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
の
ア
ジ
ア
研
究
所
（A

sia R
esearch Institute

）
の
所
長

に
着
任
し
た
︒
そ
し
て
二
〇
一
五
年
に
ア
メ
リ
カ
の
デ
ュ
ー
ク
大
学
に
移
る

ま
で
︑
ア
ジ
ア
で
有
数
の
人
文
系
研
究
所
を
リ
ー
ド
し
な
が
ら
︑﹃
グ
ロ
ー
バ

ル
近
代
の
危
機
︱
︱
ア
ジ
ア
の
伝
統
と
持
続
可
能
な
未
来
﹄
を
完
成
さ
せ
︑

同
年
に
出
版
し
た
︒
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
オ
ス
ロ
大
学
は
こ
の
本
に
よ
る
ド
ゥ
ア

ラ
氏
の
研
究
が
今
日
の
環
境
問
題
の
研
究
へ
多
く
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
認

め
︑
二
〇
一
七
年
に
ド
ゥ
ア
ラ
氏
に
名
誉
博
士
号
を
授
与
し
た
の
で
あ
る
︒
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こ
こ
で
ド
ゥ
ア
ラ
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
関
係
を
説
明
し
て
お
こ
う
︒

大
学
の
時
の
ド
ゥ
ア
ラ
は
同
じ
世
代
の
イ
ン
ド
の
学
者
と
同
様
︑
六
〇
年
代

の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
と
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
強
く
影
響
さ
れ

た
︒
そ
の
学
者
た
ち
の
中
に
は
︑
ず
っ
と
農
村
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
者
が

い
て
︑
彼
ら
の
研
究
関
心
が
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
（
元
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
）
の
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
﹄（
一
九
七
二
年
）
に
刺
激
さ
れ
る
こ
と
で
︑
後
に
﹁
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
﹂
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
ン
ド
系
研
究
者
た
ち
を
生

み
出
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
代
表
的
な
学
者
が
︑
イ
ン
ド
︑
コ
ル
カ
タ
出
身
で

ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
教
授
で
あ
る
パ
ル
タ
・
チ
ャ
タ
ジ
ー
（Patha 

C
hatterjee

）
で
あ
っ
た
︒

　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
イ
ン
ド
を
矛
盾
的
な
状
況
か
ら
救
い
出
せ
な
い
こ
と
︑

独
立
し
た
イ
ン
ド
は
い
ま
だ
元
宗
主
国
の
植
民
地
主
義
者
た
ち
と
同
じ
国
民

国
家
単
位
で
の
資
本
主
義
の
ゲ
ー
ム
に
駆
り
立
て
ら
れ
負
け
続
け
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
た
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
︑
の
ち

に
学
術
世
界
を
席
巻
す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
︒
一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
チ
ャ
タ
ジ
ー
の
著
書
﹃
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
思
想
と
植
民
地
世
界
︱
︱
派
生
的
言
説
に
す
ぎ
な
い
の
か
﹄

（N
ationalist T

hought and the C
olonial W

orld: A
 D

erivative D
iscourse? Z

ed B
ooks, 

1986

）
は
︑
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
﹃
想
像
の
共
同
体
﹄（
一
九
八
三

年
）
に
対
す
る
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
か
ら
の
批
判
の
書
で
あ
っ
た
︒

　
し
か
し
︑
ド
ゥ
ア
ラ
は
︑
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
行
っ
て
い
た
︑

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
よ
り
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
自
体
を
研
究
対
象
に
据
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
だ
け

で
な
く
︑
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
有
す
る
︑
言
語
に
対
す
る
脱
構

築
的
な
︑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
︑
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
否
定
す
る
よ
う
に
見

え
る
批
判
性
と
︑
脱
植
民
地
と
解
放
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
の
間
の
緊
張

関
係
に
着
目
す
る
よ
う
に
も
な
る
︒
そ
の
影
響
を
受
け
て
︑
一
九
九
五
年
に

出
版
さ
れ
た
﹃
ネ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
歴
史
を
救
う
﹄
は
︑
そ
の
緊
張
関
係
の
バ

ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
︑
実
証
的
な
歴
史
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対

し
て
脱
構
築
的
な
言
説
分
析
を
行
い
︑
中
国
近
代
史
を
国
民
国
家
に
吸
収
さ

れ
な
い
視
点
を
提
供
す
る
批
判
的
な
研
究
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
ほ
ぼ
同
じ

時
期
に
︑
ド
ゥ
ア
ラ
の
出
身
地
の
ア
ッ
サ
ム
州
と
隣
接
す
る
ベ
ン
ガ
ル
地
方

出
身
の
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
（G

ayatri Spivak

︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
）

は
﹁
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
脱
構
築
可
能
か
﹂
と
い
う
論
文
で
︑

や
は
り
ラ
ナ
ジ
ッ
ト
・
グ
ハ
ら
の
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
批
判
的

に
読
み
替
え
た
が
︑
彼
女
を
一
躍
有
名
に
し
た
論
文
﹁
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る

こ
と
が
で
き
る
か
﹂（
一
九
八
八
年
）
に
つ
な
が
る
よ
う
な
︑
代
理
表
象
の
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
へ
の
脱
構
築
的
介
入
と
は
異
な
る
︑
実
証
的
な
歴
史
学
の
手
法

を
用
い
た
の
で
あ
る
︒

　
西
洋
発
端
の
近
代
知
に
対
す
る
批
判
的
視
点
か
ら
国
民
国
家
と
近
代
性
を

批
判
し
続
け
て
き
た
と
い
う
意
味
で
︑
ド
ゥ
ア
ラ
も
ま
た
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
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ル
研
究
者
だ
と
理
解
で
き
る
︒
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
御
三
家
と
い
え
ば
︑
先

の
サ
イ
ー
ド
に
加
え
︑
現
在
︑
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
と
︑
ペ
ル
シ
ァ
系

イ
ン
ド
人
の
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
（H

om
i B

habha

︑
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
）
の
三

人
が
並
び
称
せ
ら
れ
て
き
た
が
︑
彼
ら
は
い
ず
れ
も
英
語
圏
の
大
学
で
学
位

を
習
得
し
︑
研
究
経
歴
を
積
み
上
げ
て
き
た
共
通
点
を
有
す
る
︒
そ
の
点
で

は
ド
ゥ
ア
ラ
も
同
様
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
経
歴
自
体
が
西
洋
と
非
西
洋
の
入

り
混
じ
っ
た
植
民
地
主
義
の
時
代
以
降
の
﹁
異
種
混
淆
的
な
生
と
知
﹂
を
体

現
す
る
存
在
で
あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
彼
は
﹁
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
﹂
と
は
一
つ
の
理
論
（theory

）
で

は
な
く
︑
一
つ
の
視
点
（perspective

）
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
視
点
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
啓
蒙
理
性
に
基
づ
い
た
近
代
的
な
視
点
の
外
か
ら
の
︑
想
像
力
に
富
ん

だ
視
点
で
あ
る
と
︑
従
来
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
に
対
し
て
は
留
保
を

置
い
た
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
立
場
を
取
る
︒
こ
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

ル
の
定
義
は
︑
同
じ
イ
ン
ド
出
身
の
研
究
者
で
も
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
や
バ
ー
バ
と

は
か
な
り
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
一
般
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
と
い
え
ば
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
や
ミ

シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
な
ど
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
︱
︱
構
造
の
実
体
化
を
批
判

す
る
立
場
︱
︱
を
方
法
論
に
据
え
た
う
え
で
︑
非
決
定
的
な
主
体
が
個
別
の

歴
史
状
況
の
中
に
分
節
化
（articulation

）
さ
れ
て
い
く
な
か
で
生
じ
る
搾
取

や
排
除
を
問
題
化
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
す
︒
先
述
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル

御
三
家
が
い
ず
れ
も
英
語
文
学
批
評
家
（E

nglish critic

）
で
あ
り
︑
デ
リ
ダ

を
批
判
す
る
サ
イ
ー
ド
に
し
て
も
︑
旧
宗
主
国
の
英
語
文
学
テ
ク
ス
ト
の
コ

ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
転
覆
さ
せ
た
り
横
領
し
た
り
す
る
戦
略
を
取
る
点
で
共
通

す
る
︒

　
そ
れ
が
︑
ド
ゥ
ア
ラ
が
距
離
を
置
く
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
の
典
型
的

な
﹁
理
論
﹂
な
わ
け
だ
が
︑
政
治
史
を
主
舞
台
と
す
る
ド
ゥ
ア
ラ
は
こ
う
し

た
主
体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
脱
構
築
的
な
効
果
よ
り
も
︑
社
会
状
況
や

構
造
の
分
析
に
主
眼
を
置
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
社
会
構
造
自
体
が
︑
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
状
況
に
他
な
ら
な
い
事
実
︑
す
な
わ
ち
政
治
的
に
独
立
し
た

あ
と
も
︑
政
治
的
な
影
響
を
含
め
て
︑
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
植
民
地
化

の
歴
史
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
現
実
を
︑
彼
は
﹁
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
ル
状
況
（postcolonial condition

）﹂
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
︒﹁
ポ

ス
ト
﹂
と
は
時
代
的
な
区
切
り
の
つ
い
た
﹁
後
﹂
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑

依
然
と
し
て
影
響
が
続
く
︑
先
行
す
る
植
民
地
期
が
い
ま
だ
持
続
す
る
空
間

の
﹁
内
部
で
﹂
と
い
う
意
味
な
の
だ
︒
そ
の
状
況
に
介
入
す
る
た
め
に
は
︑

脱
構
築
的
な
テ
ク
ス
ト
の
意
味
の
転
覆
と
は
異
な
る
多
様
な
方
法
が
あ
る
こ

と
を
︑
文
学
者
で
は
な
く
歴
史
学
者
で
あ
る
ド
ゥ
ア
ラ
は
﹁
視
点
﹂
と
呼
ん

だ
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
ポ
ス
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
散
種
（dissem

ination

）
は
︑
中
国
史

研
究
の
ド
ゥ
ア
ラ
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
研
究
の
酒
井
直
樹
︑
韓
国
研
究
の

尹ユ
ン
ヘ
ド
ン

海
東
や
金キ
ム
チ
ョ
ル哲

︑
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
︑
イ
ン
ド
研
究
の

ゴ
ウ
リ
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
タ
ン
な
ど
︑
御
三
家
以
外
の
研
究
者
に
よ
っ
て
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広
く
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
自
身

も
ま
た
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
は
イ
ン
ド
系
の
英
文
学
／
英
語
文
学
研

究
の
方
法
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
︑
各
地
域
の
植
民
地
経
験
に

沿
っ
て
︑
そ
の
固
有
の
特
質
の
方
法
と
主
題
に
も
と
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い

く
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
俗
流
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ス
ト

の
よ
う
に
単
な
る
差
異
の
称
賛
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
︑
差
異
を
梃
子
と
し

た
主
体
と
公
共
空
間
そ
の
も
の
の
再
編
を
目
的
と
す
る
点
で
は
︑
共
通
点
を

有
す
る
第
二
世
代
に
属
す
る
と
い
え
る
︒

　
こ
う
し
た
先
行
研
究
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
︑
距
離
を
お
い
た
そ
の
柔
軟

な
姿
勢
か
ら
︑
ド
ゥ
ア
ラ
は
や
が
て
近
現
代
資
本
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

へ
の
最
も
重
要
な
批
判
は
自
然
の
破
壊
で
あ
る
と
い
う
︑
彼
な
ら
で
は
の
主

題
を
発
見
す
る
に
い
た
る
︒
そ
の
思
考
の
成
果
が
︑
以
下
に
概
要
を
紹
介
す

る
本
書
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
﹄
な
の
で
あ
る
︒

『
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
』

　
ド
ゥ
ア
ラ
は
︑
今
日
の
世
界
状
況
が
三
つ
の
相
互
交
差
の
特
徴
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
る
︒
そ
れ
は
︑
１
︑
非
西
洋
世
界
の
上
昇
︑
２
︑
自
然
環
境
の

持
続
不
可
能
の
危
機
と
︑
３
︑
権
力
源
泉
と
し
て
の
超
越
性
の
喪
失
で
あ
る
︒

超
越
性
（transcendence

）
は
か
つ
て
の
宗
教
や
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
持
っ

て
い
た
理
念
︑
原
則
︑
倫
理
の
源
泉
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
今
日
の

世
界
の
物
理
的
な
救
い
は
今
の
時
代
の
超
越
的
な
目
的
に
な
る
べ
き
だ
が
︑

そ
の
た
め
ま
ず
国
民
主
権
を
超
越
し
な
い
と
い
け
な
い
︒
彼
は
ア
ジ
ア
の
伝

統
が
人
間
︑
生
態
︑
普
遍
と
の
関
係
に
対
す
る
︑
西
洋
と
違
う
理
解
の
仕
方

を
持
っ
て
い
て
︑
そ
こ
に
実
現
可
能
な
持
続
可
能
な
世
界
の
た
め
の
基
礎
に

な
る
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
と
説
く
︒
そ
の
可
能
性
へ
の
歴
史

的
・
理
論
的
探
索
が
こ
の
本
の
目
的
で
あ
る
︒

　
こ
の
本
は
︑
序
章
︑
本
文
の
七
章
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
か
ら
な
る
︒
第
一
章

﹁
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
超
越
性
の
危
機
﹂
は
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
と
は

何
か
を
説
明
し
︑
普
遍
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
の
問
題
と
そ
れ
へ
の
探
求
︑
ア
ジ
ア

社
会
に
お
け
る
そ
の
探
求
の
事
例
を
紹
介
す
る
︒
ア
ジ
ア
︑
特
に
中
国
の
上

昇
と
と
も
に
ア
ジ
ア
の
学
者
が
︑
近
代
的
な
普
遍
主
義
よ
り
も
っ
と
公
正
な

世
界
像
の
構
築
に
値
す
る
超
越
的
な
知
的
資
源
を
土
着
の
伝
統
か
ら
探
し
出

そ
う
し
て
い
る
︒
本
章
は
こ
の
﹁
ポ
ス
ト
西
洋
の
近
代
﹂（post-W

estern 

m
odernity

）
に
お
け
る
超
越
性
の
可
能
性
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
︒

第
二
章
﹁
循
環
的
歴
史
と
競
争
的
歴
史
﹂
は
︑
国
民
国
家
単
位
の
近
代
化
記

述
の
中
心
概
念
﹁
主
権
﹂（sovereignty

）
を
批
判
す
る
た
め
︑﹁
循
環
的
歴

史
﹂
概
念
を
導
入
す
る
︒
前
近
代
の
歴
史
記
述
は
︑
普
遍
的
あ
る
い
は
宇
宙

論
的
な
時
間
と
の
関
係
性
を
持
ち
な
が
ら
差
異
と
論
争
を
包
摂
し
た
が
︑
近

代
に
な
り
競
争
的
排
他
的
な
国
民
国
家
の
直
線
的
（linear

）
な
歴
史
記
述
が

主
流
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
直
線
的
な
記
述
は
︑
前
近
代
社
会
を
可
能
に

し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
循
環
性
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
︒

　
第
三
章
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
歴
史
的
ロ
ジ
ッ
ク
﹂
は
︑
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
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テ
ィ
の
危
機
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
今
ま
で
規
範
的
で
あ
っ
た
西
洋
モ
デ
ル

の
資
本
主
義
を
頂
点
と
す
る
近
代
化
理
論
（m

odernization theory

）
を
相
対

化
し
つ
つ
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
ロ
ジ
ッ
ク
﹂
と
い
う
分
析
概
念
を
導
入
す

る
︒﹁
ロ
ジ
ッ
ク
﹂
と
は
歴
史
変
化
の
パ
タ
ン
で
あ
り
︑
資
本
︑
政
治
シ
ス
テ

ム
︑
文
化
と
の
三
種
類
が
あ
る
︒
資
本
は
一
番
強
い
ロ
ジ
ッ
ク
と
考
え
ら
れ

が
ち
だ
が
︑
こ
の
三
種
類
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
持
つ
︒

脱
地
域
性
を
持
ち
︑
あ
ら
ゆ
る
境
界
を
越
え
て
市
場
と
資
源
を
探
し
出
す
の

は
資
本
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
︑
今
日
の
資
本
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
国
民

国
家
の
世
界
シ
ス
テ
ム
を
再
空
間
化
し
て
い
る
︒
国
民
国
家
に
埋
め
込
ん
で

い
る
政
治
ロ
ジ
ッ
ク
は
︑
主
権
と
世
界
的
無
秩
序
状
態
と
の
テ
ン
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
︒
文
化
ロ
ジ
ッ
ク
は
︑
組
織
化
さ
れ
た
超
越
性
に

基
づ
く
﹁
文
明
﹂
と
﹁
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂︑
そ
し
て
気
づ
か
れ
て
い
な
い
循

環
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
間
の
動
き
を
指
し
て
い
る
︒
冷
戦
後

の
資
本
は
国
民
国
家
の
政
治
ロ
ジ
ッ
ク
と
文
化
ロ
ジ
ッ
ク
を
飲
み
込
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
公
と
私
の
パ
ー
ト
ナ
シ
ッ
プ
︑
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ

デ
ィ
ア
︑
市
民
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
達
な
ど
の
新
た
な
社
会
文
化
的
な

動
き
か
ら
︑
三
つ
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
様
式
が
生
ま
れ
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
と
予
測
し
て
い
る
︒

　
第
四
章
﹁
対
話
的
超
越
性
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
超
越
性
﹂
で
は
︑
こ
の
本
の

最
も
重
要
な
概
念
の
一
つ
﹁
対
話
的
超
越
性
﹂（dialogical transcendence

）
が

披
露
さ
れ
る
︒
ド
ゥ
ア
ラ
は
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
超
越
性
の
伝
統
を
︑
絶
対
的

な
一
神
教
の
創
造
神G

od

の
観
念
に
基
づ
い
た
﹁
極
端
な
超
越
性
（radical 

transcendence

）﹂
と
し
︑
複
数
性
（plurality

）
を
持
つ
内
在
的
で
︑
多
神
的
︑

汎
神
的
な
宗
教
実
践
と
織
り
交
ぜ
て
い
た
対
話
的
超
越
性
と
を
区
別
す
る
︒

対
話
的
超
越
性
で
は
真
理
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
分
節
化
の
共
存
が
許
さ

れ
て
い
た
︒
そ
の
共
存
は
討
論
と
論
争
︑
互
い
の
無
視
︑
相
互
的
﹁
借
用
﹂

な
ど
の
形
で
実
現
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
章
は
ア
ジ
ア
の
対
話
的
超

越
性
の
伝
統
︑
ま
た
各
種
の
個
人
と
身
体
的
修
養
実
践
と
技
法
と
そ
の
哲
学

的
教
義
面
で
の
特
徴
を
紹
介
し
︑
こ
れ
ら
の
特
徴
と
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の

関
係
を
検
討
す
る
︒

　
第
五
章
﹁
中
華
文
化
圏
に
お
け
る
対
話
的
超
越
性
と
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
﹂
は
︑
世
俗
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
制
度
化
さ
れ
る
前
の
中
国
民

間
宗
教
の
対
話
的
超
越
性
を
考
察
す
る
︒
中
国
史
に
お
い
て
は
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
超
越
性
に
よ
る
宗
教
的
な
衝
突
は
な
か
っ
た
が
︑
対
話
的
超
越
性
の
分
節

化
の
一
つ
は
︑
国
家
と
エ
リ
ー
ト
階
層
対
民
間
宗
教
の
競
争
で
あ
っ
た
︒
こ

の
垂
直
的
な
区
分
は
︑
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
超
越
性
を
特
徴
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教

を
モ
デ
ル
に
し
た
世
俗
化
理
論
で
は
理
解
で
き
ず
︑
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
の

ほ
う
が
多
い
︒

　
第
六
章
﹁
世
俗
主
義
と
超
越
性
の
往
来
（traffic

）﹂
は
第
五
章
で
提
起
さ

れ
た
世
俗
化
の
問
題
を
念
頭
に
︑﹁
往
来
﹂
と
い
う
概
念
を
利
用
し
て
ア
ジ
ア

に
お
け
る
世
俗
化
の
過
程
を
考
え
る
︒
ド
ゥ
ア
ラ
に
よ
る
と
︑
往
来
に
は
二

つ
の
面
が
あ
り
︑
一
つ
は
世
俗
を
作
り
出
す
過
程
で
宗
教
に
関
す
る
特
性
と
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特
徴
の
循
環
的
な
社
会
的
再
分
配
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
近
代
政
治
の
要
素

の
新
た
に
構
成
さ
れ
た
宗
教
へ
の
移
転
と
の
こ
と
︒
近
代
ア
ジ
ア
史
の
中
で

は
︑
超
越
性
と
宗
教
の
他
の
要
素
は
た
だ
消
失
し
て
い
く
で
は
な
く
︑
多
く

は
異
な
っ
た
空
間
と
制
度
に
転
移
し
た
の
だ
︒﹁
往
来
﹂
概
念
を
利
用
し
た
ア

ジ
ア
の
世
俗
化
に
た
い
す
る
考
察
は
︑
今
日
の
世
界
で
如
何
に
超
越
性
を
再

想
像
で
き
る
か
を
考
え
る
た
め
に
示
唆
的
で
あ
る
︒

　
第
七
章
﹁
ア
ジ
ア
に
お
け
る
循
環
地
域
と
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
﹂
は
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
の
地
域
化
を
考
察
し
︑
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
と
戦
略
競
争
に
よ
る
地
域
主
義
（regionalism

）
か
ら
循
環
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
視
点
で
新
た
な
可
能
性
を
読
み
出
す
︒
Ｅ
Ｕ
︑
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
︑
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
な
ど
の
地
域
主
義
は
相
互
依
存
を
深
め
る
だ
け
で
は
な
く
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
の
コ
モ
ン
ズ
︱
︱
生
命
に
不
可
欠
な
資
源
で
︑
い
か
な
る
私
的

な
個
体
・
国
民
に
よ
っ
て
も
独
占
で
き
な
い
も
の
︱
︱
を
共
同
管
理
す
る
考

え
を
も
た
ら
し
た
︒
ド
ゥ
ア
ラ
氏
は
︑
地
域
主
義
が
︑
不
安
定
な
が
ら
増
強

し
て
い
く
国
民
国
家
的
富
の
グ
ロ
ー
バ
ル
的
源
泉
と
国
民
国
家
的
問
題
の
グ

ロ
ー
バ
ル
的
源
泉
と
を
仲
介
す
る
空
間
と
な
る
こ
と
を
可
能
性
と
し
て
期
待

し
て
い
る
︒
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北
米
や
欧
州
を
旅
し
て
い
る
と
︑
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
Ｚ
Ｅ
Ｎ
に
出
く
わ
す
︒

携
帯
音
楽
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
商
品
名
︑
寿
司
店
︑
マ
ッ
サ
ー
ジ
店
︑
ス
ー
パ
ー

で
売
ら
れ
て
い
る
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
な
ど
だ
︒
ア
ッ
プ
ル
社
製
品
の
デ
ザ
イ
ン

が
シ
ン
プ
ル
な
の
は
︑
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
が
禅
に
親
し
ん
だ
か
ら
だ

と
誇
る
声
が
︑
日
本
国
内
か
ら
は
聞
こ
え
て
く
る
︒
だ
が
︑
映
画
監
督
の
小

津
安
二
郎
や
黒
澤
明
︑
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
三
宅
一
生
や
川
久

保
玲
ま
で
も
が
禅
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
だ
と
い
わ
れ
る
と
︑
不
安
が
湧
い
て
く
る

︱
︱
彼
ら
は
何
か
誤
解
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
︒
西
洋
で
の
禅
の
一
見

奇
妙
な
広
が
り
方
を
じ
っ
と
観
察
し
て
い
る
と
︑
そ
れ
が
本
質
的
な
問
い
を

わ
た
し
た
ち
に
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
︒
い
っ
た
い
禅
と
は
何

か
︑
禅
ア
ー
ト
と
は
何
な
の
か
と
︒

　
本
書
の
著
者
の
レ
ヴ
ィ
ン
は
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
イ
校
で

日
本
美
術
を
教
え
て
い
る
︒
彼
は
︑
禅
ア
ー
ト
を
め
ぐ
る
古
め
か
し
い
決
ま

り
文
句
を
問
題
に
し
つ
づ
け
て
き
た
︒
レ
ヴ
ィ
ン
は
︑
二
〇
〇
七
年
に
ワ
シ

ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
ジ
ャ
パ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
ー
で
開
催
し
た
﹁
覚
醒

︱
中

世
日
本
の
禅
の
肖
像
画
﹂
展
を
︑
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ユ
キ
オ
・
リ
ピ
ッ
ト

と
共
に
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
︒
そ
の
展
覧
会
で
は
︑﹁
わ
び
・
さ
び
﹂
ば
か

り
が
禅
ア
ー
ト
で
は
な
い
こ
と
を
︑
恐
ら
く
海
外
で
は
じ
め
て
体
系
的
に
紹

介
し
た
︒
ま
た
前
著
の
﹃
大
徳
寺
︱
︱
禅
寺
院
の
視
覚
文
化
﹄（
ワ
シ
ン
ト
ン

大
学
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
）
で
レ
ヴ
ィ
ン
は
︑
大
徳
寺
の
内
外
に
あ
る
膨
大
な

数
の
絵
画
や
彫
刻
を
調
査
し
︑
西
洋
の
禅
ア
ー
ト
言
説
が
一
面
的
な
も
の

だ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒

　﹁
批
判
的
禅
ア
ー
ト
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
﹂
を
標
榜
す
る
レ
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
展

示
と
著
作
の
狙
い
は
︑
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
︒
禅
ア
ー
ト
に
与
え
ら
れ
た
︑

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
Ｐ
・
Ａ
・
レ
ヴ
ィ
ン

『
長
い
奇
妙
な
旅

―
近
代
の
禅
、
禅
ア
ー
ト
、
そ
の
他
の
窮
地
』

 G
regory P. A

. Levine, Long Strange Journey: 
O

n M
odern Z

en, Z
en A

rt, and O
ther Predicam

ents.  

山
田
奨
治

University of Hawaiʻi Press, 2017



244

固
定
的
で
︑
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
で
︑
シ
ン
プ
ル
で
︑
静
か
な
イ
メ
ー
ジ
が

一
九
三
〇
年
代
に
は
じ
ま
り
︑
西
洋
に
広
が
り
︑
そ
し
て
日
本
に
環
流
し
た

こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
︒
鈴
木
大
拙
や
久
松
真
一
と
い
っ
た
禅
ア
ー
ト
の

唱
道
者
た
ち
が
作
っ
た
固
定
観
念
を
ず
ら
す
こ
と
が
︑
彼
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

だ
︒
抽
象
︑
非
対
称
︑
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
︑
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
が
も
た
ら
す
︑
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
ア
ジ
ア
と
い
う
異
国
趣
味
に
抵
抗
し
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
禅
に
お
け
る
民
族
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
階
級
︑
商
業
主
義
︑

環
境
︑
大
衆
文
化
と
い
っ
た
も
の
に
︑
レ
ヴ
ィ
ン
は
光
を
当
て
て
き
た
︒

　
本
書
で
は
︑﹁
覚
醒
﹂
展
と
﹃
大
徳
寺
﹄
で
み
せ
た
思
索
を
い
っ
そ
う
深
め

て
い
る
︒﹁
無
﹂
が
強
調
さ
れ
る
以
前
の
禅
ア
ー
ト
︑
禅
と
西
洋
の
接
触
︑
鈴

木
に
よ
る
禅
の
近
代
化
︑
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
後
の
米
国
で
の
禅
ブ
ー
ム

と
い
っ
た
︑
禅
文
化
論
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
精
緻
な
記
述
は
も
と
よ
り
︑
雑
誌

﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
﹂
に
載
っ
た
風
刺
漫
画
︑﹁
Ｚ
Ｅ
Ｎ
﹂
と
い
う
香
水
︑
禅

僧
が
登
場
す
る
高
級
車
の
Ｃ
Ｍ
ク
リ
ッ
プ
︑
は
て
は
ア
メ
リ
カ
の
禅
セ
ン

タ
ー
が
販
売
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ッ
ズ
に
ま
で
射
程
を
広
げ
︑
著
者
は
禅
と

禅
ア
ー
ト
を
問
う
︒

　
驚
く
べ
き
こ
と
に
︑
十
六
世
紀
に
来
日
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち

は
︑
禅
ア
ー
ト
は
﹁
無
﹂
を
表
現
し
て
い
る
と
欧
州
に
伝
え
て
い
た
︒
ル
イ

ス
・
フ
ロ
イ
ス
に
い
た
っ
て
は
︑
樹
木
や
人
物
の
水
墨
画
が
﹁
無
﹂
や
非
二

元
性
を
表
現
し
て
い
る
と
気
づ
い
て
い
た
︒
し
か
し
彼
ら
が
関
心
を
寄
せ
た

主
な
対
象
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
堂
と
比
肩
し
う
る
よ
う
な
︑
禅
寺
院
の
荘

厳
な
塔た
っ

頭ち
ゅ
うや

庭
園
で
あ
っ
た
︒

　
禅
ア
ー
ト
に
西
洋
が
関
心
を
持
ち
始
め
た
の
は
︑
二
十
世
紀
初
頭
に
な
っ

て
か
ら
だ
っ
た
︒
一
例
と
し
て
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
博
の
日
本
展
示

の
な
か
に
は
︑
禅
ア
ー
ト
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
日

本
の
唱
道
者
た
ち
が
禅
ア
ー
ト
を
定
義
し
た
の
は
︑
宗
教
へ
の
懐
疑
と
近
代

化
へ
の
国
内
向
け
の
応
答
に
加
え
て
︑
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
表
象

と
︑
西
洋
と
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
戦
い
の
た
め
だ
っ
た
と
著
者
は
い
う
︒

　
著
者
の
探
究
は
︑
禅
ア
ー
ト
と
大
衆
文
化
の
も
つ
れ
た
関
係
に
も
向
け
ら

れ
て
い
る
︒
禅
ア
ー
ト
を
唱
導
し
た
こ
と
で
︑
鈴
木
と
久
松
は
西
洋
の
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
﹁
意
図
せ
ざ
る
協
力
者
﹂
に
な
っ
た
︒
そ
の
ひ
と
つ
の

帰
結
を
︑
著
者
は
﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
﹂
の
風
刺
的
な
﹁
禅
漫
画
﹂
に
み
い

だ
す
︒

　
仙
厓
義
梵
の
禅
画
や
一
休
宗
純
の
逸
話
︑
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
が
時
折

み
せ
る
ク
ス
ク
ス
笑
い
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
も
と
も
と
仏
教
に
は
ユ
ー

モ
ア
の
精
神
が
あ
る
︒﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
﹂
の
﹁
禅
漫
画
﹂
に
は
︑
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
ー
の
宗
教
で
あ
る
禅
に
い
そ
し
む
西
洋
人
と
︑
そ
こ
に
忍
び
込
む
物

質
文
明
が
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
︒﹁
禅
漫
画
﹂
に
よ
る
﹁
平
凡
か
つ
文
化
的
な

比
喩
の
禅
へ
の
侵
入
﹂
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑
著
者
は
禅
と
禅
ア
ー
ト
の
高

尚
な
概
念
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
︒
こ
の
問
題
に
こ
こ
ま
で
徹
底
的
に
踏
み

込
ん
だ
研
究
を
︑
評
者
は
知
ら
な
い
︒

　
禅
と
大
衆
文
化
へ
の
著
者
の
関
心
は
︑
禅
と
結
び
つ
い
た
商
業
主
義
へ
の
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批
判
へ
と
向
か
う
︒
西
洋
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
禅
の
表
象
の
分
析
を
通
し

て
︑
著
者
は
こ
う
結
論
づ
け
る
︱
︱
商
品
化
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
消
費
の
対
象

に
な
っ
た
結
果
と
し
て
︑
禅
は
﹁
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
産
物
﹂
に

な
っ
た
の
だ
と
︒

　
そ
れ
に
加
え
て
︑
米
国
各
地
の
禅
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
土
産
物
店
で
売
ら
れ

て
い
る
小
さ
な
仏
像
な
ど
の
﹁Z

enny

﹂
な
商
品
を
︑
著
者
は
深
掘
り
す
る
︒

﹁
こ
の
店
で
こ
の
商
品
を
買
う
の
が
善
行
だ
﹂
と
禅
セ
ン
タ
ー
が
顧
客
に
感
じ

さ
せ
る
こ
と
と
︑
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
や
ホ
ー
ル
フ
ー
ズ
の
ビ
ジ
ネ
ス
は
類
似

し
て
い
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
︒
禅
の
商
業
主
義
へ
の
批
判
的
視
線
か
ら
︑

著
者
は
﹁
真
の
禅
﹂﹁
真
の
禅
ア
ー
ト
﹂
と
は
何
か
の
問
い
に
突
き
進
む
︒

　
本
書
は
︑
禅
ア
ー
ト
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
を
包
括
す
る
美
術
史
の
境
界
を

開
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒



『日本研究』 No. 58（2018）　246

書 

評
　
本
書
は
も
と
も
と
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
院
（
S
O
A
S
）

の
博
士
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
︑
日
本
の
修
行
の
世
界
を
描
く
す
ば

ら
し
い
旅
行
記
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
テ
ー
マ
は
日
本
の
宗
教
の
研
究
に

お
い
て
は
周
辺
的
な
分
野
で
あ
り
︑
ま
ち
が
い
な
く
も
っ
と
学
術
的
関
心
を

呼
ん
で
し
か
る
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
本
書
は
著
者
が
日
本
各
地
の
行
者
に

伍
し
て
実
体
験
し
た
広
範
な
実
地
調
査
を
も
と
に
書
か
れ
︑
三
つ
の
主
要
課

題
の
解
明
を
目
指
し
て
い
る
︒
そ
の
三
つ
と
は
︑
一
︑
英
語
の
﹁asceticism
﹂

（
求
道
的
禁
欲
）
と
い
う
言
葉
を
日
本
的
文
脈
に
適
用
す
る
の
が
妥
当
か
ど
う

か
︑
二
︑
修
行
の
宗
教
的
・
社
会
的
様
相
︑
三
︑
日
本
の
修
行
に
お
け
る
共

通
テ
ー
マ
と
は
何
か
で
あ
る
（p. 2

）︒

　
最
初
の
課
題
は
第
一
章
で
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
人
間
の
身
体
を
幅
広

い
文
化
的
観
点
か
ら
検
討
し
︑
禁
欲
を
自
己
否
定
と
と
ら
え
る
西
洋
で
よ
く

さ
れ
る
理
解
は
︑
近
代
の
心
身
二
元
論
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
で
き
た
誤

解
だ
と
説
く
︒
し
か
し
例
え
ば
﹁
凛
と
し
て
力
強
い
行
者
の
姿
﹂
や
﹁
宗
教

的
実
践
に
果
た
す
身
体
の
決
定
的
役
割
﹂
の
よ
う
な
文
化
的
収
斂
点
に
焦
点

を
絞
れ
ば
︑﹁asceticism

﹂
と
い
う
言
葉
を
異
言
語
間
に
汎
用
す
る
こ
と
が
可

能
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
身
体
を
強
調
す
る
考
え
方
を

も
っ
て
︑
様
々
な
伝
統
に
お
け
る
行
者
が
単
な
る
﹁
自
己
中
心
的
な
人
々
﹂

で
あ
る
と
結
論
す
べ
き
で
は
な
く
（p. 23

）︑
む
し
ろ
行
者
と
社
会
的
文
脈
と

の
相
互
作
用
は
不
安
定
か
つ
曖
昧
な
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
︒

第
二
章
で
は
禁
欲
的
行
為
と
修
行
の
違
い
を
述
べ
︑
修
行
の
三
タ
イ
プ
︑
す

な
わ
ち
﹁
禁
欲
行
為
の
借
用
﹂︑﹁
屋
外
で
の
修
行
﹂︑﹁
宗
教
施
設
内
部
で
の

修
行
﹂
を
紹
介
す
る
︒
第
一
の
タ
イ
プ
は
例
え
ば
火
渡
り
や
刃
渡
り
の
よ
う

に
︑
祭
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
第
二
の
屋
外
タ
イ
プ
は
御
嶽
山
︹
木
曽
︺

ト
ゥ
リ
オ
・
ロ
ベ
ッ
テ
ィ

『
日
本
の
宗
教
に
お
け
る
修
行
』

Tullio Federico Lobetti, A
scetic Practices in Japanese Religion. 

ウ
ー
ゴ
・
デ
ッ
シ

Routledge, 2014
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の
寒
行
や
七
尾
山
︹
奈
良
県
吉
野
︺
の
行
者
修
行
を
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
︒

第
三
の
タ
イ
プ
は
修
験
道
に
お
け
る
羽
黒
山
︹
出
羽
︺﹁
秋
の
峯
入
﹂
や
曹
洞

禅
の
﹁
臘ろ
う

八は
つ

接せ
っ

心し
ん

﹂
な
ど
︑
完
全
に
組
織
化
さ
れ
た
修
行
で
︑﹁
内
容
が
豊
か

で
し
っ
か
り
構
築
さ
れ
た
修
行
体
系
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
著
者
は
︑
こ
う
い

う
も
の
が
修
行
の
二
つ
の
基
本
要
素
︑
す
な
わ
ち
﹁
実
践
性
﹂
と
﹁
変
化
を

起
こ
さ
せ
る
力
﹂
と
い
う
点
で
禁
欲
的
行
為
の
効
率
に
肯
定
的
イ
ン
パ
ク
ト

を
及
ぼ
す
と
考
え
て
い
る
（p. 60
）︒

　
第
三
章
で
は
﹁
行
者
﹂
に
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
俗
人
の
修

行
と
（
僧
な
ど
）
職
業
宗
教
者
の
修
行
を
区
別
し
︑
後
者
の
例
と
し
て
天
台

宗
の
﹁
マ
ラ
ソ
ン
僧
﹂
に
よ
る
有
名
な
比
叡
山
の
千
日
回
峰
行
を
挙
げ
て
い

る
︒
章
の
後
半
で
は
︑﹁
な
ぜ
﹂
修
行
す
る
か
に
的
が
絞
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
基

本
的
に
何
ら
か
の
形
あ
る
御
利
益
や
力
の
追
求
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
︑
人

に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
持
つ
︒
修
行
者
が
こ
う
し
た
も
の
を
求
め
る
の
は

﹁
自
分
の
た
め
か
︑
あ
る
い
は
他
人
の
た
め
﹂
で
あ
る
と
い
う
（p. 87
）︒

　
第
四
章
で
は
﹁
修
行
世
界
の
外
部
と
内
部
﹂
が
表
裏
一
体
に
な
っ
て
い
る

二
重
構
造
を
示
し
た
上
で
︑
日
本
の
修
行
の
空
間
的
・
社
会
的
文
脈
を
探
究

す
る
（p. 92

）︒
こ
の
章
の
後
半
で
は
神
道
と
仏
教
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
修
行

の
比
較
分
析
が
行
わ
れ
る
︒﹁
禁
欲
的
行
為
は
必
ず
し
も
宗
教
教
義
の
直
接
的

表
現
で
は
な
く
﹂︑
宗
教
的
意
味
の
充
当
と
修
行
実
践
を
通
じ
て
生
じ
る
身
体

解
釈
は
異
な
る
地
平
に
属
す
る
と
い
う
著
者
の
議
論
は
説
得
力
が
あ
る
（p. 

116

）︒

　
最
終
章
第
五
章
で
は
修
行
に
お
け
る
﹁
不
変
﹂
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
︒

﹁
不
変
﹂
と
は
︑
身
体
︑
一
定
の
苦
痛
と
肉
体
的
疲
労
を
意
図
的
に
作
り
出
す

こ
と
と
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
︑
修
行
か
ら
生
ず
る
感
覚
を
ど
う
と
ら
え
る
か

と
い
う
身
体
解
釈
論
の
三
つ
を
指
す
（p. 119

）︒
こ
の
身
体
感
覚
は
﹁
喪
失
﹂

と
﹁
獲
得
﹂
と
い
う
面
か
ら
修
行
者
が
会
得
す
る
も
の
で
あ
り
︑
不
純
か
ら

純
粋
へ
向
か
い
︑
最
終
的
理
想
で
あ
る
﹁
完
璧
な
身
体
﹂
を
感
じ
取
る
プ
ロ

セ
ス
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
︒
著
者
の
言
う
如
く
︑
痛
み
は
修
行
者
を
最
終

的
に
﹁
死
に
至
ら
し
め
﹂
て
く
れ
る
﹁
鍛
え
る
力
﹂
と
し
て
機
能
す
る
︒
こ

う
し
て
修
行
者
は
﹁
生
の
中
の
死
﹂
を
経
験
し
︑
究
極
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
実

現
さ
せ
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
例
が
︑
日
本
の
宗
教
伝
統
に
お
け
る
﹁
即
身

仏
﹂
で
あ
る
（pp. 126, 131

）︒
こ
れ
ら
の
結
論
か
ら
著
者
は
︑
修
行
と
は

﹁
修
行
者
の
身
体
内
の
流
れ
を
逆
行
さ
せ
︑
結
果
と
し
て
力
の
生
成
を
獲
得
す

る
明
白
で
構
造
的
な
プ
ロ
セ
ス
﹂
と
い
う
新
し
い
定
義
を
加
え
た
（p. 136

）︒

　
字
数
の
限
ら
れ
た
短
い
書
評
で
本
書
の
豊
か
さ
を
正
し
く
評
価
す
る
の
は

難
し
い
︒
著
者
は
自
ら
荒
行
に
い
く
つ
か
参
加
し
て
そ
の
分
析
を
ま
と
め
て

い
る
が
︑
そ
う
し
た
﹁
極
限
の
﹂
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
集
め
た
調

査
デ
ー
タ
の
持
つ
価
値
︑
お
よ
び
曖
昧
に
な
り
が
ち
な
宗
教
現
象
を
明
確
化

す
る
た
め
の
注
意
深
い
類
型
化
の
双
方
の
点
か
ら
︑
本
書
は
推
奨
に
値
す
る
︒

そ
の
上
で
︑
い
く
つ
か
の
細
か
い
点
に
つ
い
て
批
判
め
い
た
こ
と
を
述
べ
さ

せ
て
も
ら
い
た
い
︒
一
︑
題
名
に
あ
る
﹁
日
本
の
宗
教
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら

は
︑
日
本
に
﹁
統
一
さ
れ
た
﹂
宗
教
が
あ
る
か
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
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じ
て
し
ま
う
が
︑
こ
れ
は
日
本
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
︑
た
く
さ
ん
の
宗
教

形
態
が
存
在
す
る
事
実
と
矛
盾
す
る
︒
二
︑
感
謝
と
い
う
考
え
方
が
日
本
の

修
行
（pp. 86-87

）
お
よ
び
文
化
一
般
と
関
連
し
て
い
る
な
ら
︑
も
う
少
し
そ

の
点
を
深
掘
り
し
て
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
︒
三
︑
本
書
は
い
さ
さ
か
唐
突

な
終
わ
り
方
を
す
る
が
︑
結
論
を
含
め
︑
あ
と
数
頁
の
書
き
足
し
が
あ
れ
ば
︑

も
っ
と
読
者
に
納
得
し
や
す
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
四
︑
著
者

自
身
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
だ
が
（p. 129

）︑
著
者
の
﹁
人
間
学
﹂
的
な
説

明
力
が
充
分
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
少
あ
る
︒
こ
う
し
た
若
干
の
留
保

点
を
除
け
ば
︑
本
書
は
日
本
的
禁
欲
や
修
行
一
般
に
つ
い
て
新
た
に
加
え
る

に
値
す
る
文
献
で
あ
り
︑
日
本
の
宗
教
お
よ
び
比
較
宗
教
学
の
分
野
の
研
究

者
︑
上
級
の
学
生
に
と
っ
て
極
め
て
貴
重
な
文
献
と
な
ろ
う
︒

（
翻
訳
：
朝
倉
和
子 

翻
訳
家
（
Ｓ
Ｗ
Ｅ
Ｔ
所
属
））

＊
本
稿
はJapan Review

 31  (2017 ) 

に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒
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伝
記
の
勢
い
が
と
ま
ら
な
い
︒
新
聞
や
書
評
紙
は
毎
週
の
よ
う
に
︑
ジ
ェ

イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
︑
ア
ン
・
ブ
ロ
ン
テ
︑
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
な
ど
私
た
ち

が
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
女
性
た
ち
の
新
し
い
伝
記
が
出
た
こ
と

を
知
ら
せ
て
く
れ
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
こ
れ
ま
で
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
女
性
た
ち
︱
︱
﹁
最
後
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
﹂
レ
オ
ノ
ー
ラ
・

キ
ャ
リ
ン
ト
ン
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

天
文
台
で
活
躍
し
た
数
学
者
た
ち
︑
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
﹁
最
後
の
愛
人
﹂
ク

ラ
レ
ッ
タ
・
ペ
タ
ッ
チ
な
ど
︱
︱
の
伝
記
も
出
た
︒

　
私
た
ち
の
分
野
も
遅
れ
を
と
っ
て
い
な
い
︒
奈
良
時
代
の
女
帝
や
十
六
世

紀
の
女
性
キ
リ
シ
タ
ン
か
ら
全
時
代
を
通
じ
た
女
流
詩
人
や
画
家
な
ど
驚
く

ほ
ど
多
様
な
日
本
の
女
性
の
生
涯
が
研
究
者
の
手
で
発
掘
さ
れ
︑
そ
の
イ
ン

パ
ク
ト
が
探
究
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
〇
〇
年
以
前
に
生
ま
れ
た
日
本
女
性
だ

け
を
と
っ
て
も
︑
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
の
先
駆
的
研
究
﹃
近
世
の
女

性
画
家
た
ち
﹄（Fister 1988

）︑
ハ
ル
コ
・
ナ
ワ
タ
・
ウ
ォ
ー
ド
﹃
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
の
世
紀
に
お
け
る
女
性
の
宗
教
指
導
者
﹄（W

ard 2009

）︑
チ
エ

コ
・
イ
リ
エ
・
モ
ル
ハ
ー
ン
﹃
優
雅
な
る
英
雄
︱
︱
日
本
の
伝
説
的
女
性
た

ち
﹄（M

ulhern 1991

）︑
レ
ベ
ッ
カ
・
Ｌ
・
コ
ー
プ
ラ
ン
ド
﹃
失
わ
れ
た
葉

︱
︱
明
治
日
本
の
女
性
作
家
た
ち
﹄（C

opeland 2000

）
な
ど
の
ほ
か
︑
個
々

の
女
性
の
伝
記
と
し
て
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ラ
フ
ィ
ン
﹃
中
世
日
本
の
女
性

再
発
見
︱
︱
阿
仏
尼
の
生
涯
と
政
治
︑
人
格
︑
文
学
作
品
﹄（Laffin 2013

）︑

ベ
テ
ィ
ー
ナ
・
グ
ラ
ム
リ
ヒ
゠
オ
カ
﹃
只
野
真
葛
論
︱
︱
男
の
よ
う
に
考
え

る
女
﹄（G

ram
lich-O

ka 2006

）︑
ア
ン
・
ウ
ォ
ル
ソ
ー
ル
﹃
た
お
や
め
と
明
治

維
新
︱
︱
松
尾
多
勢
子
の
反
伝
記
的
生
涯
﹄（W

althall 1998

）
な
ど
が
あ
る
︒

　
こ
れ
ら
の
本
や
そ
の
他
の
伝
記
を
私
は
楽
し
く
読
み
︑
多
く
の
こ
と
を
学

ロ
ー
ラ
・
ネ
ン
ツ
ィ

『
黒
沢
と
き
子
の
カ
オ
ス
と
コ
ス
モ
ス

―
徳
川
時
代
か
ら
明
治
時
代

を
生
き
た
あ
る
女
性
の
変
遷
』

 Laura N
enzi, T

he C
haos and C

osm
os of K

urosaw
a Tokiko: O

ne W
om

an’s Transit 
from

 Tokugaw
a to M

eiji Japan.

ゲ
イ
・
ロ
ー
リ
ー

University of Hawaiʻi Press, 2015
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ん
だ
︒
し
か
し
黒
沢
と
き
子
（
一
八
〇
六
︱
一
八
九
〇
）
の
生
涯
を
描
い
た
本

書
を
読
み
始
め
た
と
き
︑
私
は
一
種
の
お
の
の
き
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な

か
っ
た
︒
黒
沢
と
き
子
は
村
の
教
師
で
あ
り
巫
女
だ
っ
た
が
（
生
家
が
修
験
道

場
で
︑
と
き
子
は
陰
陽
道
に
通
じ
て
い
た
）︑
後
に
熱
狂
的
な
﹁
勤
王
派
﹂
に

な
っ
た
︒
幕
末
の
勤
王
派
は
攘
夷
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ぬ
か
の
如
く
（﹁
思
ひ

き
や
／
異
国
人
に
／
お
か
さ
れ
て
／
己
が
身
よ
り
を
／
打
弓
矢
と
は
﹂
と
と
き
子
は

書
い
て
い
る
﹇p. 49

﹈）︒
勤
王
派
は
︑
君
主
に
は
民
を
救
う
力
が
あ
る
と
信
じ

て
い
た
が
︑
私
に
し
て
み
れ
ば
︑
そ
れ
こ
そ
星
占
い
や
血
液
型
占
い
を
信
じ

る
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
錯
乱
・
錯
覚
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
信
念
に
駆

ら
れ
て
︑
と
き
子
は
水
戸
に
蟄ち
っ

居き
ょ

を
命
じ
ら
れ
て
い
た
旧
藩
主
徳
川
斉
昭

（
一
八
〇
〇
︱
一
八
六
〇
）
の
雪せ
つ

冤え
ん

を
孝
明
天
皇
に
訴
え
る
た
め
︑
一
八
五
九

年
に
水
戸
藩
に
あ
る
故
郷
の
村
を
出
て
︑
徒
歩
で
京
都
へ
向
か
う
こ
と
に
し

た
︒
と
き
子
の
直
訴
状
は
百
五
十
行
を
越
す
長
歌
に
し
た
た
め
ら
れ
︑
全
文

に
﹁
か
し
こ
き
君
﹂︑﹁
御
国
﹂︑
帝
の
お
わ
す
﹁
雲
居
／
雲
上
﹂
と
い
う
言
葉

が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
（pp. 70–77

）︒
当
時
︑
裸
眼
で
も
確
認
で
き
る
彗

星
が
一
八
五
八
年
（
安
政
五
年
）
の
夏
か
ら
年
末
に
か
け
て
現
れ
︑
と
き
子

は
こ
れ
を
天
の
示
さ
れ
た
凶
兆
だ
と
考
え
た
︒
そ
し
て
つ
い
に
は
京
都
で
獄

中
に
あ
っ
た
と
き
子
の
枕
辺
に
天
満
宮
様
（
菅
原
道
真
公
）
が
立
ち
︑﹁
ご
託

宣
﹂
を
下
さ
れ
た
（pp. 103–107

）︒

　
さ
て
︑
こ
の
本
を
楽
し
む
た
め
に
は
︑
と
き
子
が
正
気
に
戻
っ
て
く
れ
れ

ば
と
願
う
の
は
や
め
て
︑
こ
の
と
ん
で
も
な
い
異
界
の
道
案
内
を
し
て
く
れ

る
著
者
に
身
を
委ゆ
だ

ね
る
の
が
よ
い
︒
こ
の
著
者
の
語
り
口
は
と
き
子
の
物
語

を
た
だ
そ
の
ま
ま
伝
え
る
の
で
は
な
い
︒
著
者
は
つ
ね
に
読
者
に
寄
り
添
い
︑

と
き
子
の
経
験
し
た
こ
と
が
何
を
表
す
の
か
逐
一
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
る
︒

そ
れ
も
背
景
を
概
観
す
る
と
い
う
よ
り
︑
と
き
子
の
物
語
が
何
を
意
味
す
る

0

0

0

0

の
か
を
伝
え
て
く
れ
る
の
だ
︒
つ
ま
り
﹁
と
き
子
の
物
語
が
幕
末
危
機
︑
幕

府
の
崩
壊
︑
近
代
国
家
の
登
場
と
い
う
大
き
な
物
語
と
い
か
に
交
叉
し
︑
そ

れ
を
い
か
に
豊
か
に
色
付
け
て
い
く
か
﹂
が
語
ら
れ
る
（p. 3

）︒
時
と
し
て

私
は
著
者
が
一
歩
引
い
て
︑
物
語
そ
の
も
の
を
語
っ
て
く
れ
た
ら
と
思
っ
た

り
す
る
︒
け
れ
ど
こ
の
本
は
一
般
読
者
に
向
け
た
書
き
方
を
し
て
い
な
い
︒

こ
れ
は
少
な
く
と
も
と
き
子
に
つ
い
て
の
本
で
あ
る
と
同
じ
く
ら
い
︑
歴
史

科
学
に
つ
い
て
の
著
述
な
の
で
あ
る
︒﹁
記
憶
︑
改
竄
︑
記
憶
喪
失
﹂
と
題
さ

れ
た
第
三
部
は
︑
一
八
七
五
年
に
と
き
子
が
帝
国
の
大
義
に
尽
く
し
た
功
績

を
公
式
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
︑
二
十
世
紀
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
定

ま
っ
た
と
き
子
の
運
命
の
評
価
を
経
て
︑
一
九
六
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
第
一
回

大
河
ド
ラ
マ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
船
橋
聖
一
の
歴
史
小
説
﹃
花
の
生
涯
﹄

（
一
九
五
二
︱
五
三
）
に
至
る
ま
で
︑
と
き
子
の
た
ど
っ
た
﹁
歴
史
の
記
憶
の

旅
﹂
に
つ
い
て
ま
る
ま
る
四
章
を
費
や
し
て
い
る
︒

　
歴
史
上
︑
何
ひ
と
つ
際
立
っ
た
業
績
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
無
名
の
人
を

と
り
あ
げ
︑
伝
記
に
し
て
し
ま
う
手
腕
の
持
ち
主
は
こ
の
著
者
を
お
い
て
あ

る
ま
い
︒
論
旨
は
一
貫
し
て
明
晰
で
︑
叙
述
は
美
し
く
い
き
い
き
と
し
て
い

る
︒
次
の
よ
う
な
一
節
を
書
け
る
よ
う
な
人
が
ほ
か
に
い
よ
う
か
︒
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過
去
は
歴
史
家
や
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
独
占
領
域
で
は
な
い
︒
他
は
い

ざ
知
ら
ず
︑
小
説
家
や
映
画
の
撮
影
監
督
も
そ
の
禁
漁
区
に
侵
入
し
て

い
く
︒
そ
れ
は
正
確
さ
で
は
な
く
行
動
の
た
め
︑
研
究
で
は
な
く
壮
大

な
シ
ョ
ー
の
た
め
︑
教
育
で
は
な
く
娯
楽
の
た
め
な
の
で
あ
る
︒（p. 

190

）

　
こ
ん
な
記
述
も
あ
る
︒﹁
ど
ん
な
歴
史
家
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
ノ
ス
タ

ル
ジ
ア
に
は
選
択
的
記
憶
喪
失
が
必
要
だ
﹂（p. 197

）︒
こ
う
し
た
珠
玉
の
よ

う
な
所
見
が
文
章
の
そ
こ
こ
こ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
す
べ
て
の
伝
記
は
対
象
人
物
の
一
生
が
並
外
れ
た
も
の
で
あ
れ
平
凡
な
も

の
で
あ
れ
︑
そ
の
人
生
の
背
景
事
情
を
照
ら
し
だ
す
︒
伝
記
の
著
述
に
ト
レ

ン
ド
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
書
き
手
は
も
は
や
そ
の
人
生
を
一
目
瞭
然
の
単
純

な
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
彼

ら
は
む
し
ろ
﹁
一
人
の
人
間
の
人
生
が
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
並
外
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
︑
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
の
意
味
は
そ
の
唯
一
無
二
性
で
は
な
く
︑

典
型
性
で
あ
り
︑
い
か
に
個
人
の
人
生
が
文
化
全
体
に
影
響
す
る
よ
り
大
き

な
問
題
の
寓
意
に
な
っ
て
い
る
か
に
あ
る
﹂（Lepore 2001, p. 133

）
と
感
じ

て
い
る
︒
著
者
は
結
論
の
中
で
︑
こ
の
見
方
を
は
っ
き
り
と
拒
否
し
て
︑
こ

う
述
べ
た
︒﹁
と
き
子
の
物
語
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
（
ぱ
っ
と

し
な
い
と
言
っ
て
よ
い
）
そ
の
結
果
で
も
な
け
れ
ば
︑﹁
典
型
性
と
い
う
価
値
﹂

で
も
な
い
﹂（p. 201

）︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
物
語
は
﹁
大
き
な
歴
史
イ
ベ

ン
ト
を
マ
イ
ク
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
視
点
で
の
ぞ
き
見
る
こ
と
の
強
み
を
教
え

て
く
れ
る
﹂（p. 203

）︒
こ
こ
か
ら
私
た
ち
が
学
ぶ
多
く
の
こ
と
は
︑
と
き
子

自
身
が
学
ん
だ
こ
と
で
あ
る
︒

　
彼
女
が
︑
巫
女
と
し
て
村
人
た
ち
の
運
命
を
占
う
の
に
使
っ
た
八
卦

図
か
ら
学
ん
だ
の
は
︑
高
と
低
︑
大
と
小
︑
強
と
弱
の
絶
え
ざ
る
入
れ

替
わ
り
で
あ
っ
た
︒
二
つ
の
対
立
物
は
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
で
は
な
く
︑

共
に
機
能
し
合
う
︒
こ
う
し
た
宇
宙
観
は
︑
下
層
に
生
ま
れ
た
者
も
そ

の
身
分
か
ら
上
昇
で
き
る
と
い
う
考
え
方
と
全
く
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ

か
︑
そ
う
し
た
見
方
を
少
な
く
と
も
助
長
し
た
︒
そ
し
て
そ
の
結
果
︑

と
き
子
は
身
の
丈
よ
り
大
き
な
人
生
を
生
き
た
の
で
あ
る
︒（p. 203

）
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イ
タ
リ
ア
の
日
本
映
画
専
門
家
に
よ
る
︑
初
の
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映

画
通
史
で
あ
る
︒

　
先
行
す
る
唯
一
の
類
似
書
と
し
て
︑
南
伊
の
弁
護
士
で
ア
ニ
メ
愛
好
家
に

よ
る
熱
の
こ
も
っ
た
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
史
が
あ
る
（Tavassi 2012
）︒﹁
世

界
﹂
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
史
な
ら
ば
︑
こ
れ
ま
で
三
度
ま
と
め
ら
れ
て
き

た
（B

endazzi 1988; R
ondolino 2005; A

ntonini e Tognolotti 2009

︒B
endazzi

本

は
英
訳
あ
り
）︒
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
で
日
本
映
画
を
講
じ
る
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ

に
と
っ
て
︑﹃
日
本
映
画
史
﹄（N

ovielli 2001

︒
葡
訳
あ
り
）
以
来
の
﹁
歴
史
﹂

本
と
な
る
︒
歴
史
は
︑
一
度
編
ん
で
終
わ
り
と
な
ら
ず
︑
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す

る
な
り
︑
範
囲
を
広
げ
る
な
り
し
て
︑
増
補
し
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒﹃
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
︱
︱
最
新
日
本
映
画
に
お
け
る
暴
力
的
要

素
﹄（N

ovielli 2010

）
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
つ
い
て
の
更
新
と
し
て
︑
一
方
︑

本
書
は
﹃
日
本
映
画
史
﹄
で
残
さ
れ
た
空
白
部
を
埋
め
る
た
め
︑
約
十
五
年

の
の
ち
︑
三
年
の
準
備
期
間
を
経
て
世
に
問
わ
れ
て
い
る
︒

　
加
え
て
教
科
書
と
し
て
の
効
果
を
す
ぐ
に
発
揮
す
る
︒
発
刊
と
と
も
に
︑

イ
タ
リ
ア
の
大
学
初
と
な
る
﹁
日
本
ア
ニ
メ
史
﹂
と
銘
打
っ
た
専
門
講
座
が

立
ち
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
授
業
動
画
が
届
け
ら

れ
る
と
い
う
新
た
な
手
法
に
依
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
大
量
の
需
要
（
受
講
者
）

を
見
越
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ト
リ
ノ
大
学
の
ダ
リ
オ
・
ト
マ
ー
ジ
と
並

び
︑
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
映
画
研
究
を
牽け
ん

引い
ん

す
る
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
が
︑

ア
ニ
メ
史
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑
自
ら
の
研
究
教
育

上
の
必
要
性
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
時
代
と
社
会
の
要
請
ゆ
え
で
も
あ

る
︒

　
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
文
化
へ
の
関
心
は
︑
日
伊
国
交
百
五
十
周
年
事

マ
リ
ア
・
ロ
ベ
ル
タ
・
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ

『
ア
ニ
メ
ラ
マ

―
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
史
』

 M
aria R

oberta N
ovielli, A

nim
eram

a: Storia del cinem
a d’anim

azione giapponese. 

土
肥
秀
行

Venezia: Marsilio, 2015
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業
（
二
〇
一
五
年
）
で
も
た
び
た
び
振
り
返
ら
れ
た
と
お
り
︑
当
初
は
高
雅

な
伝
統
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
三
十
年
の
間
に
ハ
イ
テ
ク
あ
る
い
は

ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
と
移
っ
て
き
た
︒
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
若
者
に
は
︑

﹁
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ａ
と
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
の
国
﹂
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
支
配
的
で
あ
る
︒
最

新
の
状
況
と
し
て
︑
ロ
ー
マ
有
数
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
を
擁よ
う

す
る
パ
ラ
ッ

ツ
ォ
・
デ
ッ
レ
・
エ
ス
ポ
ジ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
に
︑
二
〇
一
七
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
﹁
マ
ン
ガ
ジ
ア
︱
︱
ア
ジ
ア
漫
画
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
﹂
展
（
英
バ
ー

ビ
カ
ン
・
セ
ン
タ
ー
監
修
）
が
巡
回
し
︑
な
か
で
も
日
本
ア
ニ
メ
に
捧
げ
ら
れ

た
最
終
セ
ク
シ
ョ
ン
﹁
ア
ニ
メ
﹂
が
目
玉
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
︒
ち
な
み
に
同
展
示
会
場
で
︑
一
九
三
〇
年
に
は
﹁
日
本
美
術
展
覧
会
﹂

が
開
催
さ
れ
た
︒
横
山
大
観
に
代
表
さ
れ
る
日
本
画
壇
が
紹
介
さ
れ
︑
フ
ァ

シ
ズ
ム
政
権
の
支
援
と
︑
批
評
界
か
ら
の
好
反
応
や
多
く
の
集
客
に
よ
り
︑

当
時
の
日
本
文
化
理
解
に
大
き
く
貢
献
し
た
︒
大
観
か
ら
ア
ニ
メ
ま
で
の
日

本
観
の
変
遷
を
︑
八
十
年
と
い
う
ス
パ
ン
で
﹁
定
点
観
測
﹂
し
て
み
る
と
面

白
い
だ
ろ
う
︒

　
海
外
に
お
け
る
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
人
気
と
い
う
下
か
ら
の
突
き

上
げ
に
よ
り
︑
近
年
ア
ニ
メ
は
︑﹁
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
﹂
の
名
の
も
と
に
日
本

政
府
の
対
外
戦
略
に
組
み
込
ま
れ
た
︒
一
方
︑
イ
タ
リ
ア
で
は
︑
子
ど
も
向

け
の
娯
楽
︑
あ
る
い
は
商
業
的
で
あ
る
と
い
う
偏
見
か
ら
解
放
に
向
か
う
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
︑
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
﹁
文
化
﹂
の
枠
組
み
に
取
り
込
ま
れ

て
き
て
い
る
︒
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
︑
さ
ら
に
推
進
す
る
の
が
︑
ノ
ヴ
ィ

エ
ッ
リ
の
書
で
あ
り
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
で
あ
る
︒

　
で
は
さ
っ
そ
く
本
書
の
検
討
に
入
ろ
う
︒
タ
イ
ト
ル
の
﹁
ア
ニ
メ
ラ
マ
﹂

は
︑
手
塚
治
虫
と
虫
プ
ロ
に
よ
る
実
験
的
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
真
骨
頂
と
な

る
三
部
作
（
一
九
六
九
～
七
三
年
）
に
ち
な
む
︒
か
つ
て
﹃
日
本
映
画
史
﹄
が

大
島
渚
の
序
文
を
迎
え
て
い
た
よ
う
に
︑
毎
回
﹁
後
見
人
的
﹂
存
在
が
い
る
︒

　
著
者
は
ま
ず
︑
前
置
き
に
お
い
て
︑
テ
レ
ビ
シ
リ
ー
ズ
は
扱
わ
な
い
旨
こ

と
わ
る
︒
同
じ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
も
︑
映
画
と
テ
レ
ビ
を
分
け
て
し
ま
う

の
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
が
︑
あ
く
ま
で
も
日
本
映
画
史
と
い
う
大
き
な
括
り

に
属
す
る
一
冊
で
あ
る
た
め
だ
︒
映
画
史
家
と
し
て
の
矜き
ょ
う
じ持
が
感
じ
ら
れ
る

大
胆
な
線
引
き
で
も
あ
る
︒

　
た
し
か
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
続
く
テ
レ
ビ
シ
リ
ー
ズ
︑
そ
れ
に

一
九
八
〇
年
代
に
興
隆
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
ビ
デ
オ
（
Ｏ
Ｖ
Ａ
な
い
し
Ｏ
Ｄ
Ａ
）

は
︑
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
媒
体
で
あ
り
︑
こ

れ
ま
で
イ
タ
リ
ア
の
熱
狂
的
フ
ァ
ン
に
よ
り
発
表
さ
れ
て
き
た
多
く
の
ア
ニ

メ
本
で
は
︑
映
画
以
上
の
比
重
を
占
め
て
い
た
︒
一
例
と
し
て
ト
リ
ノ
の
グ

ル
ー
プ
︑
旧
ネ
オ
ン
エ
イ
ガ
に
よ
る
﹃
ア
ニ
メ
︱
︱
一
九
八
四
年
か
ら

二
〇
〇
七
年
ま
で
の
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
史
﹄（Fontana e Tarò 2007

）
で

は
︑
む
し
ろ
映
画
が
副
産
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
︒﹁
ア
ニ
メ
﹂
と
い
う
語
が
広

ま
る
の
も
︑
テ
レ
ビ
シ
リ
ー
ズ
の
興
隆
に
あ
わ
せ
︑
日
本
で
は
一
九
六
〇
年

代
以
降
︑
海
外
で
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
と
い
っ
て
も
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
本
が
︑﹁
テ
レ
ビ
も
の
﹂（
イ
タ
リ
ア
語
で
言
う
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と
こ
ろ
の
﹁
小
さ
な
画
面
も
の
﹂）
に
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
あ

く
ま
で
も
映
画
を
主
眼
に
据
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
代
わ
り
に
充
実
を

み
せ
る
の
が
︑
全
七
章
の
う
ち
前
四
章
を
占
め
る
﹁
テ
レ
ビ
前
史
﹂
で
あ
る
︒

第
一
章
﹁
起
源
﹂
で
は
︑
絵
巻
物
や
﹃
鳥
獣
戯
画
﹄
に
は
じ
ま
り
︑
影
絵
︑

幻
灯
（﹁
映
し
絵
﹂）︑
紙
芝
居
へ
と
ア
ニ
メ
前
史
が
描
か
れ
る
︒
漫
画
史
に
も

関
わ
る
﹃
北
斎
漫
画
﹄
や
諷
刺
画
家
・
北
澤
楽
天
が
︑
ア
ニ
メ
に
も
つ
な
が

る
こ
と
が
語
り
お
こ
さ
れ
る
︒

　
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
生
み
の
親
と
も
い
わ
れ
る
仏
人
コ
ー
ル
の
作
品
が
︑

一
九
一
〇
年
以
降
︑
日
本
で
も
上
映
さ
れ
︑
一
九
一
七
年
に
初
の
国
産
ア
ニ

メ
（
当
時
は
﹁
線
画
﹂
と
呼
ば
れ
る
）︑
下
川
凹
天
作
﹃
芋
川
椋
三
玄
関
番
の

巻
﹄
が
生
ま
れ
る
︒
宮
古
島
出
身
で
︑
楽
天
の
弟
子
と
し
て
漫
画
家
と
し
て

も
成
功
し
て
い
た
下
川
は
︑
同
時
期
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
方
法
で
ア
ニ
メ

製
作
に
あ
た
っ
て
い
た
幸
内
純
一
や
北
山
清
太
郎
と
共
に
︑
日
本
ア
ニ
メ
の

父
と
さ
れ
る
︒

　
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
本
の
読
者
は
︑
引
用
さ
れ
る
作
品
が
確
認
で
き
る
サ
イ
ト

﹁
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
﹂（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
フ
ィ

ル
ム
セ
ン
タ
ー
編
）
を
利
用
す
る
と
よ
い
︒
日
本
ア
ニ
メ
誕
生
一
世
紀
と
な
る

二
〇
一
七
年
に
立
ち
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
英
語
版
も
整
う
︒
他
の
動
画
サ
イ

ト
も
あ
わ
せ
れ
ば
︑﹁
副
読
本
﹂
的
リ
ス
ト
が
作
れ
よ
う
︒

　
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
以
前
の
メ
デ
ィ
ア
︑
す
な
わ
ち
下
川
に
と
っ
て
の
漫
画

だ
け
で
な
く
︑
幸
内
や
北
山
に
お
け
る
洋
画
の
素
養
︑
加
え
て
天
活
・
小
林

商
会
・
日
活
と
い
っ
た
既
存
の
有
力
映
画
製
作
配
給
会
社
の
競
合
と
い
っ
た

諸
要
素
か
ら
︑
新
た
な
映
像
の
誕
生
が
複
合
的
に
説
明
さ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん

映
画
（﹁
活
動
写
真
﹂）
の
範は
ん
ち
ゅ
う疇
に
あ
る
﹁
線
画
﹂
に
添
え
ら
れ
る
﹁
弁
士
﹂

の
意
義
は
︑
通
常
の
映
画
史
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
映
画
と
し

て
︑
当
然
な
が
ら
︑
大
衆
へ
の
影
響
力
を
買
わ
れ
︑
教
育
的
・
政
治
的
利
用

が
な
さ
れ
て
い
く
様
も
語
ら
れ
る
︒

　
い
か
に
も
動
的
な
新
分
野
ら
し
く
︑
大
藤
信
郎
に
よ
る
切
り
絵
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
や
音
楽
と
の
同
期
と
い
っ
た
様
々
な
手
法
の
実
験
が
続
く
︒
そ
こ
に

は
︑
一
九
二
〇
年
代
以
降
︑
独
ロ
ッ
ト
・
ラ
イ
ニ
ガ
ー
や
︑
米
フ
ラ
イ
シ
ャ
ー

兄
弟
（﹃
ベ
テ
ィ
・
ブ
ー
プ
﹄
の
生
み
の
親
と
し
て
知
ら
れ
る
）
と
い
っ
た
外
国

か
ら
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
忘
れ
な
い
︒
海
外
に
お
け
る
研
究
ら

し
く
︑
歌
舞
伎
や
浮
世
絵
な
ど
他
芸
術
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
か
ら
の
転
用
︑
童

話
や
神
話
へ
の
取
材
︑
特
に
想
像
獣
の
採
用
と
い
っ
た
日
本
的
な
テ
ー
マ
や
︑

受
賞
歴
や
特
集
上
映
に
あ
ら
わ
れ
る
欧
州
で
の
評
価
に
注
意
を
払
う
︒

　
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
﹁
史
観
﹂
に
お
い
て
は
︑
す
で
に
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
︑
日
本
に
お
け
る
映
画
と
し
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
先
鋭
性
が

強
調
さ
れ
る
︒
一
九
三
〇
年
代
に
は
︑
プ
ロ
キ
ノ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
親

和
性
を
み
せ
る
︒
ト
ー
キ
ー
を
い
ち
早
く
日
本
に
導
入
し
た
Ｊ
・
Ｏ
・
ス
タ

ヂ
オ
で
は
政
岡
憲
三
や
円
谷
英
二
が
人
形
ア
ニ
メ
制
作
に
あ
た
り
︑
同
﹁
漫

画
室
﹂
に
は
﹁
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
﹂
市
川
崑
が
在
籍
し
て
い
た
︒
田
河
水
泡
の

人
気
漫
画
で
ア
ニ
メ
化
さ
れ
た
﹃
の
ら
く
ろ
﹄
に
つ
い
て
は
︑
描
か
れ
る
軍
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人
精
神
は
﹁
あ
き
ら
か
に
不
自
然
﹂
と
の
︑
日
本
文
学
の
泰
斗
オ
ル
シ
の

﹃
日
本
漫
画
史
﹄（O

rsi 1998

）
で
の
見
方
を
︑
効
果
的
に
引
用
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
ま
た
︑
ア
ニ
メ
史
を
ま
と
め
た
映
画
史
家
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
と
︑
漫

画
史
を
ま
と
め
た
日
本
文
学
家
オ
ル
シ
の
対
称
的
な
二
人
を
擁
す
る
イ
タ
リ

ア
の
日
本
学
界
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

　
第
二
次
大
戦
中
の
﹁
国
策
映
画
﹂
と
し
て
瀬
尾
光
世
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
︑

日
本
初
の
中
長
編
ア
ニ
メ
﹃
桃
太
郎
﹄
二
部
作
に
し
て
も
︑﹁
洗
練
﹂
と
﹁
荘

厳
﹂
が
指
摘
さ
れ
る
︒
な
ら
ば
︑
戦
後
︑
ア
ニ
メ
の
復
興
が
熊
川
正
雄
や
山

本
早
苗
ら
に
よ
っ
て
精
力
的
に
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
も
︑
軍
国
主
義
と
は
ま

た
異
な
る
占
領
軍
か
ら
の
新
た
な
﹁
縛
り
﹂
ゆ
え
で
あ
っ
た
の
が
よ
く
わ
か

る
︒

　
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
に
お
い
て
︑
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
史
が
︑﹁
一
般
﹂
映
画

史
︑
さ
ら
に
は
歴
史
そ
の
も
の
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
の
は
︑
も
は
や
あ
き
ら

か
で
あ
る
︒
よ
っ
て
戦
後
日
本
で
激
化
す
る
労
働
運
動
と
赤
化
と
レ
ッ
ド

パ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
触
れ
る
︒
満
州
～
戦
後
の
中
国
～
日
本
～
ア
メ
リ
カ
で

人
形
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
に
発
表
し
た
持
永
只
仁
の
よ
う
な
存
在
を
通

し
て
︑
逆
に
大
文
字
の
歴
史
を
照
射
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
︒
ア
ニ
メ
作
家

と
し
て
も
重
要
な
足
跡
を
残
す
漫
画
家
・
手
塚
治
虫
が
登
場
し
︑
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
産
業
を
本
格
化
さ
せ
る
制
作
会
社
の
東
映
動
画
が
誕
生
す
る
の
は
︑

主
権
回
復
後
の
日
本
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
有
機
的
な
文
脈
に
沿
っ
て
歴
史
が

語
ら
れ
る
︒

　
最
終
三
章
（﹁
実
験
の
時
代
﹂︑﹁
シ
ミ
ュ
ラ
ク
ル
﹂︑﹁
世
界
制
覇
す
る
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
﹂）
が
カ
バ
ー
す
る
一
九
六
〇
年
代
以
降
は
︑
本
来
な
ら
ば
テ

レ
ビ
が
深
く
関
係
し
︑
多
く
の
フ
ァ
ン
本
が
重
点
的
に
扱
う
時
代
で
あ
る
︒

し
か
し
一
般
の
認
知
度
と
は
全
く
別
の
尺
度
で
︑
戦
前
の
実
験
主
義
を
継
承

す
る
一
九
六
〇
年
代
︑
歴
史
を
大
胆
に
読
み
替
え
る
﹁
模
像
﹂
の
流
行
す
る

一
九
七
〇
年
代
を
描
く
︒
こ
こ
三
十
年
の
流
れ
は
︑
思
想
と
直
結
し
た
社
会

現
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
興
味
深
い
︒
イ
タ
リ
ア
で
も
広
く
受
容
さ

れ
た
宮
崎
駿
や
﹃
ア
キ
ラ
﹄
か
ら
︑
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
美
術
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

に
出
展
し
た
こ
と
も
あ
る
束た
ば

芋い
も

ま
で
が
触
れ
ら
れ
︑
映
画
の
枠
外
に
至
っ
て

本
書
は
閉
じ
ら
れ
る
︒

　
本
文
内
で
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
書
き
換
え
ら
れ
︑
伊
語
訳
が
添
え
ら
れ

た
用
語
は
︑
巻
末
索
引
で
一
覧
で
き
る
︒
人
名
と
作
品
名
（
原
題
と
︑
イ
タ
リ

ア
で
の
英
語
版
通
名
も
し
く
伊
訳
タ
イ
ト
ル
で
も
引
け
る
）
の
索
引
も
︑
こ
の
歴

史
本
の
利
用
価
値
を
増
す
︒
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中
国
の
学
界
で
は
︑
こ
こ
十
数
年
間
︑﹁
漢
文
学
﹂
と
い
う
用
語
は
ち
ょ
っ

と
し
た
流
行
語
に
な
っ
た
観
が
あ
る
︒
書
名
に
こ
の
三
文
字
を
銘
打
っ
た
単

行
本
だ
け
を
見
て
も
︑
王
暁
平
著
﹃
亜
洲
漢
文
学
﹄（
二
〇
〇
九
年
）
を
は
じ

め
︑
高
文
漢
・
韓
梅
著
﹃
東
亜
漢
文
学
関
係
研
究
﹄（
二
〇
一
〇
年
）
や
陳
福

康
著
﹃
日
本
漢
文
学
史
﹄（
二
〇
一
一
年
）︑
そ
れ
か
ら
金
程
宇
著
﹃
東
亜
漢

文
学
論
考
﹄（
二
〇
一
三
年
）
な
ど
︑
す
で
に
何
種
類
も
出
て
い
る
︒
ま
た

﹁
中
国
知
網
﹂（
C
N
K
I
）
を
検
索
し
て
み
る
と
︑
関
連
の
学
術
論
文
が
年

間
三
︑四
十
本
ぐ
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
量
産
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
分
か
る
︒
こ
れ

か
ら
書
評
す
る
王
宝
平
主
編
﹃
東
亜
視
域
中
的
漢
文
学
研
究
﹄（
以
下
﹃
東
亜

視
域
﹄
と
略
す
︒﹁
視
域
﹂
と
は
視
野
︑
視
角
の
意
）
は
︑
言
わ
ず
も
が
な
こ
の

流
行
と
密
接
に
関
係
す
る
一
冊
に
他
な
ら
な
い
︒

　
こ
こ
で
い
う
﹁
漢
文
学
﹂
は
︑
日
本
の
﹁
カ
ン
ブ
ン
ガ
ク
﹂
と
漢
字
表
記

こ
そ
同
じ
だ
が
︑
両
者
の
外
延
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
︑
ま
ず

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
例
え
ば
右
の
諸
書
は
︑
い
ず
れ
も
中
国
大
陸

以
外
の
国
々
︱
︱
た
と
え
ば
日
本
︑
韓
国
︑
あ
る
い
は
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
︱
︱

に
現
存
す
る
漢
文
の
書
籍
や
作
品
を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
ま
た

﹁
亜
洲
漢
文
学
﹂
や
﹁
東
亜
漢
文
学
﹂
と
い
っ
て
も
︑
お
お
む
ね
中
国
本
土
の

作
品
は
研
究
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
︒
類
似
の
用
語
と
し
て
︑﹁
域
外
漢

籍
研
究
﹂
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
︑﹁
域
外
﹂
の
二
文
字
が
端
的
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
︑
要
す
る
に
中
国
周
辺
諸
国
の
漢
文
資
料
を
目
玉
と
し
て
扱
っ
た

と
こ
ろ
に
︑
漢
文
学
研
究
の
特
色
が
現
れ
て
い
る
︒

　
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
︑
日
本
の
﹁
漢
文
学
﹂
は
も
っ
ぱ
ら
中
国
古
来
の

文
学
や
中
国
古
典
文
学
︑
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
︒
や
や
こ
し
い
こ

と
に
︑
こ
ち
ら
の
用
法
も
早
く
か
ら
大
陸
に
輸
入
さ
れ
︑
し
か
も
現
代
中
国
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語
に
根
付
い
た
の
で
あ
る
︒
魯
迅
の
﹃
漢
文
学
史
綱
要
﹄（
一
九
二
六
年
）
に

お
け
る
﹁
漢
文
学
﹂
の
用
法
は
そ
の
典
型
だ
が
︑
近
年
で
は
﹁
英
漢
文
学
翻

訳
﹂
や
﹁
蒙
漢
文
学
交
流
﹂
の
よ
う
に
︑
中
国
文
学
全
般
を
指
す
用
語
と
し

て
使
わ
れ
た
例
も
少
な
く
な
い
︒
本
稿
は
︑
こ
ち
ら
の
﹁
漢
文
学
﹂
に
触
れ

な
い
︒

　
先
に
挙
げ
た
一
連
の
単
行
本
の
な
か
で
︑
評
者
が
最
初
に
読
ん
だ
の
は
︑

王
小
平
著
﹃
亜
洲
漢
文
学
﹄
で
あ
っ
た
︒
日
︑
韓
︑
越
諸
国
の
漢
詩
や
漢
文

小
説
を
縦
横
無
尽
に
論
じ
る
そ
の
研
究
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
︑
た
い
へ
ん

感
動
し
た
覚
え
が
あ
る
︒
ま
た
︑
日
本
現
存
の
中
国
逸
書
を
数
多
く
見
つ
け

出
し
︑
数
十
種
類
の
書
物
を
一
大
叢
書
に
し
て
景
印
出
版
し
た
金
程
宇
氏
の

仕
事
に
も
︑
た
い
へ
ん
敬
服
し
た
（﹃
和
刻
本
古
逸
書
叢
刊
﹄
二
〇
一
二
年
）︒

最
近
で
は
︑
研
究
蓄
積
の
急
速
な
増
大
に
戸
惑
っ
た
り
︑
新
し
い
成
果
の
把

握
が
い
よ
い
よ
困
難
だ
と
感
じ
た
り
も
し
て
い
る
︒

　
昨
年
︑
域
外
漢
籍
研
究
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
張
博
偉
氏
（
南
京
大

学
）
が
﹃
東
亜
漢
文
学
研
究
的
方
法
与
実
践
﹄（
中
華
書
局
︑
二
〇
一
七
年
）

と
い
う
書
を
出
し
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
域
外
漢
籍
﹂
に
関
す
る
近
年
の
研

究
は
︑﹁
新
材
料
・
新
問
題
・
新
方
法
﹂
の
三
段
階
に
お
い
て
旧
来
の
古
典
学

研
究
と
一
線
を
画
す
る
と
い
う
︒﹁
新
材
料
﹂
と
は
文
献
を
収
集
・
整
理
・
紹

介
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
段
階
で
は
諸
地
域
の
漢
籍
を
一
つ
の
ま
と
ま

り
と
し
て
捉
え
た
こ
と
で
︑
個
別
の
文
献
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
く
︑

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
二
つ
目
の
﹁
新
問
題
﹂
と
は
︑﹁
中
国
文

学
﹂﹁
日
本
文
学
﹂
と
い
っ
た
国
別
の
壁
を
取
り
壊
し
て
︑
新
し
い
問
題
提
起

を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
三
番
目
の
﹁
新
方
法
﹂
は
い
さ
さ
か
分
か
り
に
く

か
っ
た
が
︑
張
氏
が
提
唱
す
る
﹁
方
法
と
し
て
の
漢
字
文
化
圏
﹂
を
考
え
る

と
︑
要
す
る
に
近
代
以
来
の
欧
米
中
心
主
義
的
な
偏
り
を
是
正
し
て
︑
漢
籍

研
究
に
適
す
る
独
自
な
方
法
論
を
構
築
し
よ
う
︑
と
い
う
こ
と
か
と
思
わ
れ

る
︒

　
張
氏
が
い
う
﹁
新
材
料
・
新
問
題
・
新
方
法
﹂
は
︑
近
年
の
域
外
漢
籍
研

究
に
対
し
て
︑
中
国
文
学
研
究
者
側
の
意
気
揚
々
た
る
宣
言
と
で
も
称
せ
よ

う
︒
実
際
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︒
こ
の
三
段
階
説
を
念
頭
に
置
き
︑

以
下
︑﹃
東
亜
視
域
﹄
を
俎そ
じ
ょ
う上

に
載
せ
て
そ
の
一
端
を
見
て
み
よ
う
︒

　﹃
東
亜
視
域
﹄
は
︑
二
〇
一
二
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
︑

浙
江
工
商
大
学
（
在
杭
州
）
日
本
語
言
文
化
学
院
と
二
松
学
舎
大
学
日
本
漢

文
教
育
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
共
同
主
催
に
よ
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
東

亜
漢
文
学
研
究
　
回
顧
と
展
望
﹂
に
寄
せ
た
三
十
七
本
の
報
告
の
内
︑
計

二
十
九
本
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
る
︒
四
八
〇
頁
と
い
う
か
な
り
分
厚
い
分

量
は
︑
同
書
の
内
容
の
充
実
を
物
語
っ
て
い
る
︒

　
編
者
は
︑
浙
江
工
商
大
学
の
王
宝
平
氏
で
あ
る
︒
氏
は
近
代
中
日
文
化
交

流
史
お
よ
び
書
誌
学
の
分
野
で
多
く
の
業
績
を
挙
げ
た
研
究
者
で
あ
り
︑
な

が
ら
く
中
国
の
日
本
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
一
人
で
も
あ
る
︒
十
数
種
類
に

も
及
ぶ
著
書
の
中
で
︑
代
表
作
の
﹃
清
代
中
日
学
術
交
流
の
研
究
﹄（
汲
古
書
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院
︑
二
〇
〇
五
年
）
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
︑
関
西
大
学
に
提
出
さ
れ

た
博
士
論
文
で
も
あ
る
︒
一
昨
年
︑
か
の
浩こ
う

瀚か
ん

な
﹃
大
河
内
文
書
﹄
計
八
種

七
十
八
巻
七
十
六
冊
を
︑﹃
日
本
蔵
晩
清
中
日
韓
筆
談
資
料
　
大
河
内
文
書
﹄

（
浙
江
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
六
）
と
い
う
題
を
つ
け
︑
す
べ
て
カ
ラ
ー
で
景

印
出
版
し
た
こ
と
は
︑
氏
が
成
し
遂
げ
た
大
き
な
仕
事
と
い
え
よ
う
︒
日
本

語
言
文
化
学
院
の
長
を
長
年
務
め
た
氏
は
︑
こ
こ
二
十
数
年
間
︑
日
本
文
化

や
日
中
文
化
交
流
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
集
会
を
数
多
く
主
催
し
た
︒
評
者

は
院
生
の
頃
か
ら
そ
れ
ら
の
会
議
に
し
ば
し
ば
足
を
運
び
︑
多
く
の
こ
と
を

学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
︒

　
さ
て
︑
中
国
文
学
研
究
者
た
ち
が
巻
き
起
こ
し
た
漢
文
学
研
究
の
ブ
ー
ム

を
︑
日
本
研
究
者
の
王
氏
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
︒
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
︑﹃
東
亜
視
域
﹄
の
中
で
明
言
が
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
同
書
の
﹁
あ
と
が

き
﹂
を
読
む
と
︑﹁
域
外
漢
文
資
料
の
調
査
と
研
究
﹂
は
今
や
﹁
顕
学
﹂
に

な
っ
た
と
い
う
事
実
を
︑
氏
が
過
分
な
ほ
ど
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
︒
そ
し
て
研
究
集
会
の
開
催
理
由
に
つ
い
て
︑﹁
学
術
の
時
流
に
乗
り

遅
れ
な
い
た
め
︑
研
究
最
前
線
に
ド
ッ
キ
ン
グ
す
る
た
め
﹂
云う
ん

々ぬ
ん

と
す
こ
し

言
葉
を
濁
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
漢
文
学
ブ
ー
ム
の
中
で
日
本
研
究
者

の
影
が
薄
い
と
い
う
危
機
感
を
︑
氏
が
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
評
者

は
忖そ
ん

度た
く

す
る
︒

　
そ
し
て
論
文
執
筆
陣
の
構
成
を
見
る
と
︑
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
目
下
の
漢

文
学
研
究
に
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
い
う
編
者
の
意
図
が
よ
り
は
っ
き
り
と
現

れ
て
い
る
︒
執
筆
者
は
︑
中
国
国
内
の
研
究
者
十
八
名
︑
日
本
在
住
の
中
国

人
研
究
者
二
名
︑
台
湾
の
研
究
者
三
名
︑
日
本
人
学
者
五
名
︑
ア
メ
リ
カ
の

大
学
に
在
籍
す
る
研
究
者
一
名
な
ど
︑
ま
さ
に
多
士
済
々
で
あ
る
︒
各
人
の

専
門
分
野
が
さ
ま
ざ
ま
で
︑
共
通
点
を
強
い
て
言
え
ば
︑
漢
籍
を
研
究
材
料

と
し
て
利
用
し
た
と
い
う
点
だ
け
だ
っ
た
︒
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
る
と
︑﹃
東

亜
視
域
﹄
は
東
ア
ジ
ア
漢
文
学
に
対
す
る
学
際
的
な
研
究
を
目
指
し
た
も
の

と
い
え
る
︒

　
同
書
に
収
録
さ
れ
た
二
十
九
本
の
論
文
は
︑
編
者
に
よ
っ
て
四
つ
に
分
類

さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
﹁
東
亜
漢
文
学
総
合
研
究
﹂（
八
篇
）
と
﹁
東
亜
漢

文
学
個
案
研
究
﹂（
八
篇
）︑﹁
東
亜
漢
文
学
交
流
研
究
﹂（
七
篇
）︑﹁
東
亜
漢

文
学
小
説
研
究
﹂（
六
篇
）
と
あ
る
︒
一
読
し
て
い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
た
の

は
︑
何
よ
り
も
テ
ー
マ
の
豊
富
さ
で
あ
る
︒
檀
君
神
話
の
由
来
を
考
察
し
た

も
の
が
あ
れ
ば
︑﹃
日
本
書
記
﹄
成
立
の
文
献
上
の
特
質
を
論
じ
た
も
の
も
あ

る
︒
禅
文
学
の
受
容
︑
禅
僧
の
墨
跡
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
あ
れ
ば
︑
ベ
ト

ナ
ム
漢
文
小
説
の
出
版
事
情
に
注
目
し
た
も
の
も
あ
る
︒
中
国
文
人
の
日
本

旅
行
記
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
あ
れ
ば
︑
明
治
漢
詩
人
の
中
国
体
験
を
説
き

明
か
そ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
︒
時
代
で
い
う
と
上
下
二
千
年
︑
空
間
で
い

う
と
東
西
五
千
キ
ロ
︑
つ
ま
り
東
ア
ジ
ア
の
全
時
代
と
全
地
域
を
カ
バ
ー
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒
二
十
世
紀
以
前
の
東
ア
ジ
ア
に
存
在
し
て
い
た
漢
文
世

界
の
広
が
り
を
知
る
に
は
︑
ま
さ
に
好
個
の
読
み
物
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑

こ
れ
ら
の
報
告
を
一
々
取
り
上
げ
て
臧ぞ
う

否ひ

す
る
こ
と
は
︑
評
者
の
力
で
は
到
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底
で
き
な
い
︒
以
下
︑
気
に
な
っ
た
点
だ
け
を
述
べ
て
責
め
を
塞ふ
た

ぎ
た
い
︒

　　﹃
東
亜
視
域
﹄
の
中
で
評
者
が
最
初
に
注
目
し
た
の
は
︑
漢
文
学
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
学
術
史
に
関
連
す
る
一
連
の
論
考
で
あ
る
︒
上
述
し
た
よ
う
に
︑

周
辺
諸
国
の
漢
籍
に
対
す
る
研
究
が
中
国
の
学
界
で
脚
光
を
浴
び
て
か
ら
す

で
に
十
年
以
上
経
ち
︑
そ
の
ブ
ー
ム
が
今
も
な
お
続
い
て
い
る
︒
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
そ
れ
に
対
す
る
学
術
的
な
反
省
は
︑
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
ま
だ
不
十
分
だ
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
︒
こ
の
問

題
に
対
し
て
︑
本
書
は
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
有
益
な
反
省
材
料
を
提
供
し

て
い
る
︒

　
王
宝
平
氏
の
論
文
﹁
近
百
年
来
中
国
人
編
日
本
漢
詩
述
略
﹂
は
︑
陳
鴻
誥

編
﹃
日
本
同
人
詩
選
﹄（
一
八
八
三
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
の
百
三
十
年
の

間
に
︑
中
国
人
の
手
に
よ
っ
て
編
纂
・
出
版
さ
れ
た
日
本
漢
詩
集
計
二
十
一

部
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
︒
驚
い
た
こ
と
に
︑
こ
れ
ら
の
詩
集
を
編
ん
だ

人
物
に
は
詩
客
文
人
あ
る
い
は
人
文
学
研
究
者
の
ほ
か
︑
い
く
さ
に
明
け
暮

れ
た
軍
閥
（
斉
燮
元
﹃
日
本
漢
詩
選
録
﹄︑
一
九
二
五
年
）
や
︑
バ
リ
バ
リ
の
役

所
高
官
（
王
長
春
﹃
和
詩
選
﹄︑
一
九
四
二
年
）
と
い
っ
た
意
外
な
顔
も
含
ま
れ

る
︒
か
つ
て
田
舎
の
青
年
だ
っ
た
毛
沢
東
が
幕
末
の
僧
・
月
性
の
詩
句
﹁
男

児
︑
志
を
立
て
︑
郷
関
を
出
づ
﹂
を
高
吟
し
て
故
郷
を
去
り
︑
や
が
て
革
命

運
動
に
身
を
投
じ
た
︑
と
い
う
逸
話
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
例
と
あ
わ
せ

て
考
え
る
と
︑
近
代
中
国
社
会
に
及
ぼ
し
た
日
本
漢
詩
の
影
響
は
実
に
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
︒
さ
ら
に
改
革
開
放
後
の
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
︑
日

本
の
漢
詩
に
対
す
る
中
国
人
の
関
心
が
ふ
た
た
び
高
ま
り
︑
つ
い
に
﹃
域
外

詞
選
﹄（
一
九
八
一
年
）
の
よ
う
な
四
万
冊
も
売
れ
た
ヒ
ッ
ト
作
が
現
れ
た

（
三
七
八
頁
）︒
と
に
か
く
日
本
の
漢
詩
に
対
す
る
中
国
人
の
関
心
は
け
っ
し

て
近
年
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
に
対
す
る
鑑
賞
と
研
究
の
歴
史
は

思
い
の
ほ
か
早
か
っ
た
︒
全
体
像
を
摑
も
う
と
す
る
な
ら
︑
百
年
以
上
の
タ

イ
ム
ス
パ
ン
が
必
要
で
あ
り
︑
埋
も
れ
た
先
駆
者
の
存
在
も
見
逃
し
て
は
い

け
な
い
︒
王
論
文
は
︑
こ
の
よ
う
に
日
本
の
漢
文
学
と
中
国
社
会
と
の
関
わ

り
の
一
端
を
示
し
た
と
同
時
に
︑
通
時
的
な
考
察
の
重
要
さ
を
説
い
た
の
で

あ
る
︒

　
一
方
︑
三
人
の
台
湾
人
学
者
は
︑
各
人
が
歩
ん
だ
漢
文
学
研
究
の
道
程
お

よ
び
そ
こ
か
ら
得
た
知
見
を
報
告
し
て
い
る
︒
陳
益
源
論
文
は
︑
こ
の
半
世

紀
以
来
の
台
湾
人
研
究
者
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
漢
籍
の
整
理
と
研
究
の
い
き
さ

つ
を
回
顧
し
つ
つ
︑
ベ
ト
ナ
ム
漢
籍
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
力
説
す
る
︒

そ
れ
か
ら
王
国
良
論
文
と
王
三
慶
論
文
は
共
に
漢
文
小
説
に
光
を
あ
て
た
も

の
で
︑
主
と
し
て
当
事
者
の
立
場
か
ら
﹃
越
南
漢
文
小
説
叢
刊
﹄（
一
九
八
七

年
）
や
﹃
日
本
漢
文
小
説
叢
刊
﹄（
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
大
部
の
資
料
集
を
ど

の
よ
う
に
編
ん
だ
か
を
詳
し
く
紹
介
す
る
︒
思
う
に
︑
台
湾
の
漢
文
学
研
究

は
︑
中
国
国
内
の
そ
れ
に
比
べ
て
︑
発
足
の
時
期
が
十
年
以
上
も
早
い
だ
け

で
な
く
︑
文
献
の
収
集
や
共
同
研
究
の
組
織･

実
施
な
ど
の
面
に
お
い
て
も

優
れ
た
も
の
が
あ
り
︑
む
ろ
ん
研
究
成
果
の
蓄
積
も
厚
い
︒
台
湾
で
培
つ
ち
か
わ
れ
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た
経
験
と
成
果
は
︑
中
国
国
内
の
研
究
者
に
果
た
し
て
ど
の
ぐ
ら
い
意
識
さ

れ
︑
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
事
実
︑
王
国
良
氏
は
近
年
中
国
国
内
で
出

版
さ
れ
た
日
本
漢
文
小
説
の
研
究
書
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
研
究
の
浅
さ
を
率

直
に
指
摘
し
て
い
る
（
四
〇
三
頁
）︒
ち
ょ
っ
と
耳
の
痛
い
話
だ
が
︑
日
本
漢

文
学
の
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
︒

　
同
じ
く
外
部
か
ら
の
発
言
と
し
て
︑
日
本
の
視
点
に
拠
っ
た
報
告
も
あ
る
︒

そ
の
一
つ
︑﹁
漢
文
学
﹂
と
い
う
概
念
が
中
国
語
圏
で
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
︑
明
治
期
の
日
本
人
が
こ
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に

創
出
し
た
か
を
考
察
し
た
の
が
︑
杜
軼
文
氏
の
論
文
﹁
試
論
明
治
時
期
日
人

的
漢
文
学
意
識
﹂
で
あ
る
︒
杜
氏
は
﹁
漢
学
﹂﹁
漢
文
﹂﹁
漢
詩
﹂
な
ど
の
和

製
漢
語
の
意
味
変
遷
を
追
跡
し
︑
そ
の
う
え
東
京
大
学
に
お
け
る
﹁
漢
文
学

科
﹂
設
立
の
経
緯
や
︑﹁
漢
文
学
﹂
と
﹁
支
那
文
学
﹂
と
の
関
係
︑
日
本
人
が

著
し
た
中
国
文
学
史
に
見
え
る
﹁
漢
文
学
﹂
意
識
な
ど
を
も
論
じ
て
い
る
︒

そ
こ
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
は
︑
中
国
の
古
典
を
純
粋
な
外
国
文
学
と
見

る
の
で
は
な
く
︑
日
本
文
学
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
︑

明
治
知
識
人
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
漢
文
学
意
識
で
あ
る
︒
日
本
の
中
国
文

学
史
研
究
が
世
界
に
先
駆
け
て
発
達
し
た
こ
と
も
︑
実
は
こ
の
よ
う
な
意
識

と
深
く
関
係
し
て
い
る
︑
と
杜
氏
は
指
摘
す
る
︒

　
杜
論
文
の
ほ
か
に
︑
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
数
篇
の
報
告
も
収
め
ら
れ
て

い
る
︒
つ
ま
り
藤
原
敦
光
﹃
三
教
勘
注
抄
﹄
を
対
象
と
し
て
︑
平
安
時
代
人

の
漢
文
研
究
法
を
考
証
し
た
河
野
貴
美
子
論
文
︑
近
代
日
本
漢
文
学
研
究
の

先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
柿
村
重
松
の
事
跡
を
発
掘
し
た
町
泉
寿
郎
論
文
︑
倉

石
武
四
郎
著
﹃
本
邦
に
お
け
る
支
那
学
の
発
達
﹄
の
文
化
史
的
意
味
を
説
い

た
佐
藤
進
論
文
︑
石
崎
又
造
﹃
近
世
日
本
支
那
俗
語
文
学
史
﹄
の
特
色
を
分

析
し
た
川
辺
雄
大
論
文
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
論
考
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
漢
文
学

の
一
局
面
を
細
か
く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
ま
と
め
て
読
ん
で
い
く
と
︑

日
本
の
漢
文
学
が
た
ど
っ
た
道
程
︑
な
か
ん
ず
く
学
問
の
中
心
か
ら
周
辺
へ

と
追
い
や
ら
れ
て
い
く
凋
ち
ょ
う
ら
く落

の
過
程
が
何
と
な
く
見
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
︒

そ
の
中
で
日
本
漢
文
学
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
︑
川
辺
氏
は
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒
つ
ま
り
中
国
で
日
本
漢
文
学
は
域
外
漢
籍
と
位

置
づ
け
ら
れ
︑
中
国
文
学
の
一
部
と
看
做
さ
れ
る
が
︑
日
本
で
は
︑
漢
文
学

は
ち
ょ
う
ど
国
文
学
と
中
国
文
学
の
間
に
挟
ま
れ
て
︑
ど
ち
ら
か
ら
も
あ
ま

り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
苦
し
い
立
場
に
あ
る
（
四
四
二
頁
）︒
漢
文

学
に
対
す
る
認
識
も
位
置
づ
け
も
︑
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
社
会
環
境
も
︑
国
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
︑
こ
こ
で
思
い
知
ら
さ
れ
る
︒

　
そ
う
い
え
ば
︑
こ
こ
数
年
日
本
の
漢
文
や
漢
詩
関
連
の
研
究
が
ず
い
ぶ
ん

中
国
に
紹
介
さ
れ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
反
響

は
今
ひ
と
つ
大
き
く
な
か
っ
た
こ
と
を
︑
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒

今
こ
こ
で
理
由
を
考
え
る
と
︑
や
は
り
漢
文
学
に
対
す
る
認
識
の
差
お
よ
び

社
会
環
境
の
差
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
と
も
あ
れ
︑
中
国
の
漢
文

学
研
究
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
を
浮
上
さ
せ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
ま
ず

﹃
東
亜
視
域
﹄
を
評
価
し
た
い
︒
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も
う
一
つ
︑
評
者
が
同
書
に
注
目
し
た
の
は
︑
目
下
の
漢
文
学
研
究
で
脚

光
を
浴
び
て
い
る
研
究
者
た
ち
の
報
告
で
あ
る
︒
こ
の
方
面
で
は
︑
王
暁
平

氏
の
論
文
﹁
日
本
漢
文
学
と
文
化
翻
訳
﹂
を
は
じ
め
︑
孫
虎
堂
氏
の
論
文

﹁
日
本
漢
文
小
説
研
究
理
路
芻
議
﹂
お
よ
び
孫
文
氏
の
論
文
﹁〝
漢
籍
比
較
文

献
学
〟
芻
議
﹂
な
ど
が
あ
る
が
︑
な
か
で
も
王
暁
平
論
文
は
力
作
で
︑﹃
東
亜

視
域
﹄
の
巻
頭
に
飾
ら
れ
て
い
る
︒
同
論
文
は
日
本
漢
文
学
の
﹁
二
重
性
格
﹂︑

つ
ま
り
中
国
文
学
の
外
観
と
日
本
文
学
の
内
実
を
兼
有
す
る
こ
と
に
着
眼
し
︑

﹁
日
本
文
学
的
性
格
﹂
の
部
分
を
無
視
し
て
真
の
作
品
理
解
が
成
立
し
な
い
と

主
張
す
る
︒
論
文
の
見
所
は
な
ん
と
言
っ
て
も
作
者
の
博
学
ぶ
り
で
︑
例
え

ば
﹃
源
氏
物
語
﹄
関
連
の
漢
文
作
品
と
し
て
︑
作
者
不
詳
の
﹃
賦
光
源
物
語

詩
﹄
や
江
馬
細
香
の
漢
詩
﹁
読
紫
史
﹂
三
首
︑
さ
ら
に
菊
池
三
渓
の
﹃
訳
準

綺
語
﹄
な
ど
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
知
ら
れ
て
い
な
い
資
料
を
引
用
し
て
評

者
を
驚
か
せ
た
︒
し
か
も
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
滲に
じ

み
出
て
い
る
い
わ
ゆ
る

﹁
和
臭
﹂
に
対
し
て
︑
王
氏
は
わ
ざ
わ
ざ
響
き
の
良
い
﹁
外
意
﹂
と
い
う
造
語

に
言
い
換
え
︑
漢
文
学
の
﹁
新
成
員
﹂﹁
新
気
象
﹂
と
し
て
む
し
ろ
プ
ラ
ス
に

捉
え
て
い
る
（
一
七
頁
）︒

　
王
暁
平
氏
は
も
と
も
と
多
く
の
業
績
を
残
し
た
中
国
文
学
者
で
あ
る
︒
氏

の
視
線
は
︑
し
か
し
今
や
中
国
文
学
研
究
の
領
域
を
確
実
に
超
え
て
い
る
︒

中
国
文
学
研
究
の
立
場
に
拘
泥
せ
ず
︑
日
本
文
化
に
立
脚
し
て
漢
文
作
品
を

理
解
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
た
氏
の
主
張
は
︑
今
後
の
漢
文
学
研
究
に

果
た
し
て
新
生
面
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
評
者
は
こ
の
点
に
関

し
て
楽
観
的
で
あ
り
︑
ま
た
中
国
の
日
本
研
究
も
同
時
に
活
発
化
し
て
い
く

こ
と
を
期
待
す
る
︒

　﹃
東
亜
視
域
﹄
の
中
で
注
目
に
値
す
る
論
考
は
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
あ
る
︒

平
安
期
の
日
本
文
人
と
渤
海
国
使
節
と
の
唱
酬
を
考
察
し
た
高
兵
兵
論
文
と

李
美
子
論
文
︑
朝
鮮
と
琉
球
の
文
学
交
流
を
考
察
し
た
張
源
哲
論
文
︑
南
宋

の
禅
文
学
と
五
山
文
学
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
黄
啓
江
論
文
は
︑
い
ず
れ
も

実
証
に
立
脚
し
た
堅
実
な
研
究
で
あ
り
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
的
交
流
と

書
籍
交
流
の
知
ら
れ
ざ
る
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
張

博
偉
氏
の
三
段
階
説
を
借
り
て
言
う
と
︑
こ
れ
ら
の
論
考
は
漢
文
学
研
究
に

﹁
新
材
料
﹂
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
︒

　
そ
れ
か
ら
﹃
日
本
書
紀
﹄
成
立
の
謎
を
巡
っ
て
︑
森
博
達
説
に
真
正
面
か

ら
反
論
す
る
井
上
亘
氏
の
﹁
日
本
書
紀
の
謎
は
解
け
た
か
﹂
も
た
い
へ
ん
力

の
込
も
っ
た
論
考
で
あ
る
︒
中
国
音
韻
学
の
知
識
を
駆
使
し
て
日
本
漢
籍
の

分
析
に
挑
む
井
上
氏
の
研
究
手
法
は
︑
域
外
漢
籍
研
究
の
目
線
か
ら
い
う
と
︑

﹁
新
方
法
﹂
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
音
韻
学
は
も
と
も
と
中
国
人
学
者
の

御
家
芸
で
は
な
い
か
と
い
う
不
確
か
な
印
象
を
持
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
を
自

家
薬
籠
中
に
す
る
日
本
人
研
究
者
が
い
る
こ
と
に
︑
正
直
驚
い
た
︒
こ
の
学

問
の
刺
激
に
富
む
大
論
争
に
︑
音
韻
学
に
明
る
い
中
国
人
研
究
者
も
ぜ
ひ
参

戦
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　
全
体
の
印
象
と
し
て
︑﹃
東
亜
視
域
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
は
︑
読
み

ご
た
え
の
あ
る
も
の
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
て
い
る
︒
中
国
の
漢
文
学
研
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究
お
よ
び
日
本
文
化
研
究
の
現
状
に
関
心
を
持
つ
読
者
に
は
︑
一
読
し
て
ほ

し
い
一
冊
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
実
証
性
の
乏
し
い
報
告
︑
文
献
調
査
が
不

十
分
な
報
告
︑
あ
る
い
は
中
国
国
内
の
大
学
院
修
士
論
文
程
度
の
も
の
が
︑

何
本
か
混
じ
り
込
ん
で
い
る
︒
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
集
で
あ
る
以
上
︑
仕

方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
本
書
の
傷
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

賢
明
な
読
者
に
は
︑
そ
れ
ら
を
読
み
飛
ば
す
こ
と
を
薦
め
た
い
︒

　﹃
東
亜
視
域
﹄
を
読
む
時
︑
新
し
い
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
︑
し
ば
し
ば
見
慣

れ
ぬ
人
名
や
書
名
に
出
く
わ
し
た
︒
漢
文
世
界
の
広
さ
と
奥
深
さ
を
あ
ら
た

め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
同
時
に
︑
こ
れ
ら
の
用
語
が
せ
っ
か
く
一
冊
の
書

物
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
せ
め
て
人
名
索
引
と
書
名
索
引
の

よ
う
な
ア
イ
テ
ム
を
つ
け
て
ほ
し
か
っ
た
︑
と
も
思
っ
た
︒
事
実
︑
中
国
で

出
版
さ
れ
た
学
術
書
の
中
に
は
︑
索
引
が
つ
い
て
い
な
い
も
の
が
け
っ
こ
う

あ
る
︒
知
識
の
範
囲
を
読
者
に
簡
潔
に
伝
え
る
た
め
︑
あ
る
い
は
読
者
に
効

率
的
に
利
用
し
て
も
ら
う
た
め
︑
や
は
り
あ
る
ほ
う
が
良
か
ろ
う
︒
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ア
ナ
ー
ル
学
派
の
﹁
長
期
持
続
﹂
と
い
う
視
座
か
ら
︑
戦
前
の
植
民
地
期
︑

戦
後
︑
そ
し
て
ポ
ス
ト
冷
戦
期
を
考
え
る
本
書
の
射
程
は
長
い
︒
過
去
数
十

年
に
わ
た
る
北
米
や
日
本
の
学
問
成
果
を
駆
使
し
て
︑
多
分
野
・
多
言
語
で

展
開
さ
れ
た
理
論
や
批
評
︑
テ
ク
ス
ト
に
言
及
し
つ
つ
︑
重
要
な
局
面
に
焦

点
を
当
て
る
︒
冷
戦
体
制
︑
日
米
関
係
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
占
領
︑
帝
国
と
国

民
国
家
な
ど
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た
り
︑
沖
縄
︑
憲
法
︑
従
軍
慰
安
婦
︑
ア

ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
と
ア
メ
リ
カ
社
会
︑
原
爆
な
ど
問
題
群
も
多
彩
で
あ
る
︒

一
冊
の
本
が
こ
れ
だ
け
多
面
的
・
多
元
的
な
事
象
に
︑
こ
れ
だ
け
の
深
度
と

精
緻
さ
を
備
え
た
思
考
で
も
っ
て
斬
り
込
む
の
を
目
撃
す
る
機
会
は
あ
ま
り

な
く
︑
本
書
は
今
後
も
幅
広
い
学
際
的
な
領
域
で
参
照
さ
れ
︑
議
論
を
先
導

し
て
い
く
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
本
の
醍
醐
味
の
一
つ
は
︑
戦
後
の
日
米
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
犠

牲
に
さ
れ
︑
利
用
さ
れ
て
き
た
も
の
は
何
か
︑
米
山
リ
サ
氏
が
剔て

っ

抉け
つ

し
て
い

く
そ
の
過
程
に
あ
る
︒
氏
が
議
論
と
検
証
の
場
と
す
る
の
は
︑
返
還
後
も
米

軍
基
地
が
集
中
す
る
沖
縄
で
あ
り
（
第
一
章
）︑
米
軍
占
領
下
の
日
本
人
女
性

解
放
神
話
で
あ
り
（
第
二
章
）︑
日
本
の
歴
史
修
正
主
義
者
の
言
説
と
女
性
国

際
戦
犯
法
廷
で
あ
り
（
第
三
章
）︑
日
本
に
よ
る
強
制
労
働
な
ど
に
対
す
る
賠

償
を
求
め
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
の
訴
訟
で
あ
り
（
第
四
章
）︑
一
九
九
五
年
︑

戦
後
五
十
年
の
節
目
に
起
き
た
ア
メ
リ
カ
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
の
原
爆

展
を
巡
る
論
争
（
第
五
章
）
で
あ
る
︒

　
太
平
洋
を
ま
た
が
る
こ
れ
ら
の
事
象
に
︑
九
〇
年
代
以
降
盛
ん
に
な
っ
た

国
境
を
超
え
た
リ
ド
レ
ス
︑
と
い
う
観
点
か
ら
米
山
氏
は
接
近
す
る
︒
日
本

語
に
よ
る
前
著
﹃
暴
力
・
戦
争
・
リ
ド
レ
ス
︱
︱
多
文
化
主
義
の
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
）
か
ら
引
き
続
き
︑
氏
は
議
論
の
根
底
に

米
山
リ
サ

『
冷
戦
の
廃
墟

―
ア
メ
リ
カ
の
正
義
と
日
本
の
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て

の
太
平
洋
を
横
断
す
る
批
評
』

 Lisa Yoneyam
a, C

old W
ar Ruins: Transpacific C

ritique of A
m

erican Justice and 
Japanese W

ar C
rim
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柴
田
優ゆ
う
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Duke University Press, 2016
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こ
の
リ
ド
レ
ス
の
概
念
を
据
え
る
︒
そ
れ
は
︑
歴
史
的
な
ト
ラ
ウ
マ
の
補
償

を
試
み
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
さ
れ
た
り
従
属
さ
せ
ら
れ
た
り
社
会
的
な
死
を

も
た
ら
さ
れ
て
き
た
り
し
た
こ
と
に
対
す
る
是
正
を
求
め
る
実
践
を
意
味
す

る
︒

　
こ
の
リ
ド
レ
ス
の
軌
跡
を
追
っ
て
い
く
中
で
︑
米
山
氏
は
多
く
の
重
要
な

指
摘
を
す
る
︒
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
日
本
の
戦
争
犯
罪
を
追
及
す
る
ア
ジ
ア

人
ま
た
は
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
リ
ド
レ
ス
の
動
き
は
﹁
日
本
の
戦
争
犯

罪
の
ア
メ
リ
カ
化
﹂
ひ
い
て
は
﹁
世
界
正
義
の
ア
メ
リ
カ
化
﹂
を
も
た
ら
す

が
︑
彼
ら
が
行
動
を
起
こ
す
背
景
に
は
︑
冷
戦
下
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
人
権

回
復
を
求
め
る
動
き
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
︒
つ

ま
り
冷
戦
の
封
じ
込
め
戦
略
の
対
象
は
︑
共
産
勢
力
に
限
ら
な
か
っ
た
の
だ
︒

氏
は
︑
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
犯
罪
は
リ
ド
レ
ス
さ
れ
な
い
の
か
に
つ
い
て

も
考
察
す
る
︒
そ
れ
は
﹁
ア
メ
リ
カ
に
よ
り
自
分
は
解
放
さ
れ
︑
自
分
の
受

け
た
傷
も
癒
さ
れ
︑
社
会
復
帰
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
﹂
と
い
う
﹁
解
放
と

リ
ハ
ビ
リ
（
治
癒
と
更
正
）
の
神
話
﹂
が
力
を
持
っ
て
い
る
た
め
だ
︒
ア
メ

リ
カ
の
恩
恵
を
受
け
た
結
果
と
し
て
現
在
の
自
分
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑
ア
メ

リ
カ
側
に
は
何
も
債
務
は
な
い
の
で
あ
る
︒

　
刮か
つ

目も
く

す
べ
き
は
︑
そ
う
し
た
論
点
の
理
論
化
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
小
説
や
メ

デ
ィ
ア
報
道
︑
出
版
活
動
や
裁
判
の
行
く
末
な
ど
の
分
析
を
通
じ
て
︑
リ
ド

レ
ス
の
（
不
）
可
能
性
の
実
態
が
印
象
的
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
第

一
章
で
︑
沖
縄
の
本
土
復
帰
前
夜
に
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
大お
お

城し
ろ

立た
つ

裕ひ
ろ

の
﹃
カ

ク
テ
ル
・
パ
ー
テ
ィ
﹄
を
取
り
上
げ
︑
登
場
人
物
の
沖
縄
の
女
性
が
二
重
三

重
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
く
さ
ま
を
浮
き
彫
り
に
す
る
︒
米
兵
に
レ
イ
プ
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
暴
行
を
さ
れ
た
後
で
米
兵
に
け
が
を
さ
せ
た
と
し

て
︑
原
告
の
み
な
ら
ず
被
告
と
し
て
も
法
廷
に
立
た
さ
れ
る
の
だ
︒
し
か
も

物
語
中
で
彼
女
は
自
分
の
声
を
与
え
ら
れ
ず
︑
最
終
的
に
は
両
方
の
裁
判
で

の
敗
訴
が
予
想
さ
れ
る
中
︑
彼
女
の
父
親
の
声
だ
け
が
前
景
化
し
て
い
く
︒

だ
が
封
じ
込
め
ら
れ
る
の
は
彼
女
だ
け
で
な
い
︒
こ
の
父
親
も
本
土
か
ら
来

た
記
者
に
︑
沖
縄
で
の
日
本
軍
の
残
虐
行
為
を
話
せ
な
い
︒
一
方
︑
登
場
人

物
の
中
に
は
︑
日
中
戦
争
及
び
国
共
内
戦
の
避
難
民
で
あ
る
中
国
人
男
性
も

い
る
︒
戦
争
中
日
本
人
兵
士
に
妻
を
レ
イ
プ
さ
れ
た
彼
は
︑
米
軍
の
不
公
正

に
口
を
つ
ぐ
み
︑
沖
縄
の
収
奪
に
実
質
的
に
参
加
す
る
︒
暴
力
の
経
験
と
記

憶
が
こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も
絡
ま
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
米
軍
占
領
下
に
お
け
る
日
本
人
女
性
へ
の
参
政
権
付
与
を

取
り
上
げ
︑
こ
れ
が
戦
後
︑
ア
メ
リ
カ
は
偉
大
で
特
別
︑
と
い
う
例
外
主
義

の
思
想
強
化
に
利
用
さ
れ
て
き
た
と
論
じ
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
勝
利
と
占
領
に

よ
っ
て
日
本
人
女
性
は
解
放
さ
れ
た
の
だ
か
ら
︑
日
本
に
お
け
る
米
軍
の
軍

事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
も
正
当
化
さ
れ
て
当
然
︑
と
い
う
解
放
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が

こ
う
し
て
確
立
さ
れ
る
︒
同
時
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
も
﹁
正
し
い
戦
争
﹂

﹁
正
義
の
戦
争
﹂
だ
と
正
当
化
さ
れ
る
︒
現
実
に
は
ア
メ
リ
カ
は
新
興
植
民
地

主
義
勢
力
と
し
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
か
ら
の
解
放
を
旗
印
に
ア
ジ
ア

の
覇
権
を
日
本
と
競
っ
て
い
た
の
だ
が
︑
そ
う
し
た
戦
前
か
ら
の
帝
国
と
し
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て
の
歴
史
は
捨
象
さ
れ
る
︒
そ
の
後
イ
ラ
ク
侵
攻
の
際
に
も
利
用
さ
れ
た
こ

の
解
放
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
冷
戦
期
の
地
政
的
想
像
力
の
鍵
と

な
っ
た
︒

　
こ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
︑
白
人
中
産
階
級
の
ア
メ
リ
カ
人
女
性
を
近
代
の

進
歩
の
担
い
手
と
す
る
冷
戦
期
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
力
を
得
る
︒
実
際
に
は
日

本
人
女
性
に
劣
ら
ず
︑
異
性
愛
主
義
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
家
庭
の
内
に
閉
じ
込
め

ら
れ
て
い
た
の
だ
が
︑﹁
人
種
化
さ
れ
た
植
民
地
の
女
性
﹂
と
の
対
比
に
よ
っ

て
︑
ア
メ
リ
カ
白
人
女
性
は
正
統
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
正
義
を
代
表
す
る
こ

と
に
な
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
日
本
人
女
性
が
こ
の
﹁
人
種
化
さ
れ
た
植
民
地

の
女
性
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
様
子
も
︑
ア
メ
リ
カ
の
戦
時
中
の
報
道

を
追
う
過
程
で
米
山
氏
は
鮮
や
か
に
描
き
出
す
︒
開
戦
当
初
は
︑
ア
メ
リ
カ

人
女
性
を
戦
争
協
力
に
駆
り
立
て
る
意
図
も
あ
り
︑
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
は
日

本
人
女
性
に
つ
い
て
︑
日
本
人
男
性
に
負
け
ず
軍
国
主
義
的
で
近
代
的
だ
と

書
き
立
て
て
い
た
の
が
︑
戦
争
終
結
間
近
に
な
る
と
︑
日
本
人
男
性
に
奴
隷

扱
い
さ
れ
て
き
た
弱
々
し
い
存
在
だ
と
描
き
始
め
る
︒

　
第
三
章
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
冷
戦
体
制
の
さ
ら
に
核
心
に
踏
み
込
み
︑
日

米
関
係
と
の
相
関
性
を
論
じ
る
︒
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
保
守
派
の
修
正

主
義
者
は
︑
二
十
世
紀
半
ば
の
冷
戦
期
の
ア
メ
リ
カ
思
想
を
補
完
す
る
役
割

を
果
た
し
た
︑
と
米
山
氏
は
指
摘
す
る
︒
そ
う
し
た
補
完
作
業
に
よ
っ
て
︑

ア
メ
リ
カ
の
従
属
国
家
と
し
て
の
非
対
称
な
関
係
維
持
を
画
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
氏
が
注
目
す
る
の
が
︑
愛
国
心
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
接
続
性
で
あ
る
︒

修
正
主
義
者
が
特
に
批
判
し
た
の
は
従
軍
慰
安
婦
問
題
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ

リ
ー
教
育
だ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
国
家
の
歴
史
を
︑
誇
り
と
名
誉
と
い
う
男
性

性
の
問
題
に
置
き
換
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒

　
従
属
国
家
に
な
る
選
択
と
男
性
性
と
冷
戦
︱
︱
こ
の
配
置
を
考
え
る
に
あ

た
り
︑
米
山
氏
は
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
男
性
性
の
問
題
を
参
照
す
る
︒

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
モ
デ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
彼
ら
は
︑
ま
さ
に
そ
の
役
割
を
う
ま
く
果
た
す
こ
と
に
よ
り
︑

ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
潜
在
す
る
人
種
差
別
も
実
質
的
に
受
け
入
れ

る
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
そ
こ
で
は
︑
ア
ジ
ア
系
男
性
の
性
を
規
範
か
ら
外
れ

た
も
の
と
み
な
す
差
別
的
イ
メ
ー
ジ
も
構
造
化
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
ア
メ
リ

カ
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
資
格
を
得
る
の
と
引
き
換
え
に
︑
彼
ら
は
傷
つ

い
た
自
己
を
自
ら
の
内
に
抑
圧
す
る
︒
そ
う
や
っ
て
顕
現
す
る
の
が
男
性
ヒ

ス
テ
リ
ー
で
あ
る
︒

　
九
〇
年
代
は
ポ
ス
ト
冷
戦
初
期
で
︑
国
際
情
勢
に
対
す
る
不
安
が
醸
成
さ

れ
た
時
期
だ
っ
た
︒
朝
鮮
半
島
の
分
断
が
続
く
な
ど
東
ア
ジ
ア
で
は
現
実
に

冷
戦
が
継
続
中
で
あ
り
︑
ポ
ス
ト
冷
戦
と
い
う
言
い
方
は
も
と
も
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
地
域
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
か
と
い
っ
て
東
ア
ジ
ア
が

﹁
冷
戦
後
﹂
の
不
安
と
無
縁
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
そ
う
し
た
ポ
ス

ト
冷
戦
の
不
透
明
さ
の
中
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
従
属
国
家
で
い
続
け
る
と
い
う

選
択
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
﹁
モ
デ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
国
家
﹂
で
い
続
け
る
こ

と
で
も
あ
り
︑
自
己
抑
圧
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
男
性
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
引
き
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受
け
る
こ
と
を
伴
う
︒
そ
も
そ
も
戦
後
日
本
の
軍
事
国
家
か
ら
平
和
国
家
へ

の
歩
み
は
女
性
化
の
過
程
と
も
言
え
︑
だ
か
ら
こ
そ
修
正
主
義
者
に
と
っ
て

﹁
普
通
の
国
に
な
る
﹂
と
い
う
考
え
は
︑
毀き

損そ
ん

さ
れ
た
男
性
性
を
回
復
す
る
と

い
う
寓
意
を
含
む
機
制
と
し
て
︑
魅
力
的
に
映
る
の
で
あ
る
︒

　
第
四
章
と
第
五
章
の
一
部
で
な
さ
れ
る
議
論
は
前
掲
書
に
も
登
場
す
る
が
︑

興
味
深
い
の
は
︑
ア
ジ
ア
人
や
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
リ
ド
レ
ス
は
︑
日
本
の
戦
争
犯
罪
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
ア
メ
リ

カ
と
い
う
国
家
と
再
交
渉
を
経
ざ
る
を
得
な
い
︑
と
い
う
米
山
氏
の
指
摘
で

あ
る
︒
リ
ド
レ
ス
の
過
程
で
︑
国
家
が
定
め
た
正
義
と
言
説
を
正
統
的
な
も

の
と
し
︑
ア
メ
リ
カ
に
同
化
す
る
手
順
を
踏
ま
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
︒
だ

が
氏
は
︑
彼
ら
が
支
配
的
な
言
説
に
完
全
に
親
和
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え

る
︒
そ
し
て
︑
も
し
彼
ら
が
ア
メ
リ
カ
の
帝
国
主
義
的
暴
力
と
人
種
主
義
を

も
俎そ
じ
ょ
う上
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
多
元
的
な
記
憶
を
捨
て
る
こ
と
な
く
︑

新
し
い
公
共
性
を
切
り
開
く
可
能
性
が
あ
る
と
期
待
す
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
日
本
や
ア
ジ
ア
の
戦
後
と
ポ
ス
ト
冷
戦
を
考
え
る
に
は
︑

ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
性
を
考
慮
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
本
書
は
示
す
︒

第
五
章
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
の
原
爆
展
論
争
に
お
い
て
も
︑
日
米
が
太

平
洋
を
隔
て
て
複
雑
に
絡
み
合
う
さ
ま
が
描
か
れ
る
︒
例
え
ば
︑
原
爆
に
よ

る
人
的
被
害
の
展
示
に
反
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
愛
国
主
義
者
が
口
に
す
る
論

理
が
︑
日
本
の
リ
ベ
ラ
ル
派
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
と
し
て
行
っ
て
き
た

日
本
の
植
民
地
支
配
と
戦
争
加
害
に
対
す
る
隠
蔽
や
忘
却
へ
の
批
判
と
重
な

り
合
う
︒
こ
う
し
た
絡
ま
り
合
う
関
係
性
を
長
期
持
続
的
に
分
析
す
る
本
書

は
︑
日
本
研
究
︑
ア
メ
リ
カ
人
研
究
︑
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
研
究
︑
占
領
研

究
︑
冷
戦
研
究
︑
正
義
の
研
究
な
ど
の
領
域
横
断
の
実
践
書
で
も
あ
る
︒

　
ポ
ス
ト
冷
戦
後
の
リ
ド
レ
ス
は
地
政
学
的
に
考
え
る
べ
き
︑
と
い
う
米
山

氏
の
分
析
に
不
足
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
東
ア
ジ
ア
で
日
本
に
植
民
地
支
配
さ

れ
た
人
々
︑
と
り
わ
け
韓
国
で
の
韓
国
人
ら
の
関
わ
り
を
検
証
す
る
こ
と
だ

ろ
う
︒
慰
安
婦
に
つ
い
て
の
朴パ
ク

裕ユ

河ハ

氏
の
著
書
を
巡
る
訴
訟
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
︑
同
国
内
の
論
争
の
磁
場
は
ア
メ
リ
カ
ま
た
は
日
米
間
の
分
析
だ
け
で

は
つ
か
め
な
い
︒
現
在
︑
東
ア
ジ
ア
の
政
治
は
新
し
い
局
面
に
入
っ
て
い
る
︒

中
国
の
経
済
・
軍
事
両
面
で
の
大
国
化
︑
北
朝
鮮
の
核
開
発
︑
韓
国
経
済
の

躍
進
な
ど
︑
日
本
が
ア
ジ
ア
で
︑
ま
た
ア
メ
リ
カ
が
世
界
で
︑
圧
倒
的
な
存

在
感
を
持
っ
て
い
た
頃
の
世
界
観
で
は
対
処
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
︒

ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
変
容
も
︑
こ
の
地
域
を
揺
る
が
す
︒
だ
が
︑
米
山

氏
が
本
書
で
活
写
し
た
日
米
の
基
本
的
な
関
係
性
と
構
造
は
︑
こ
う
し
た
状

況
変
化
の
中
で
解
体
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
深
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
︒
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本
書
は
︑
副
題
に
あ
る
﹁
征
服
さ
れ
た
出
雲
の
神
﹂
を
主
軸
に
︑
日
本
に

お
け
る
﹁
近
代
神
道
﹂
の
成
立
成
過
程
を
描
く
も
の
で
あ
る
︒﹁
近
代
神
道
﹂

と
は
﹁
宗
教
に
非
ざ
る
公
的
神
道
祭
儀
﹂
と
﹁
宗
教
的
信
仰
﹂
に
分
離
し
た

段
階
の
神
道
と
解
さ
れ
る
︒﹁
征
服
さ
れ
た
出
雲
の
神
﹂
と
は
︑
現
在
︑
出
雲

大
社
の
主
神
に
定
位
さ
れ
る
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
﹁
征
服
さ
れ
た
﹂
神
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
︑
第
一

に
記
紀
に
描
か
れ
た
国
譲
り
神
話
に
由
来
す
る
︒
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
︑
大
和

政
権
が
八
世
紀
に
編
纂
し
た
﹃
古
事
記
﹄
お
よ
び
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
︑
国
土

の
創
造
神
と
し
て
現
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
高
天
原
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
命

に
従
っ
て
自
ら
が
切
り
拓
い
た
国
土
を
譲
り
︑
出
雲
に
立
て
ら
れ
た
神
殿
に

隠
退
す
る
︒﹁
征
服
﹂
の
主
体
は
︑
し
た
が
っ
て
︑
ア
マ
テ
ラ
ス
と
そ
の
子
孫

と
さ
れ
る
ニ
ニ
ギ
お
よ
び
天
皇
︑
天
皇
を
中
心
と
し
た
大
和
政
権
で
あ
る
︒

　
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
︑
天
皇
を
中
心
と
し
た
近
代
国
民
国
家
形
成
の
過
程
に

お
い
て
︑
再
び
﹁
征
服
さ
れ
﹂
る
︒
国
家
祭
儀
の
中
心
に
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と

天
皇
が
位
置
づ
け
ら
れ
︑﹁
宗
教
的
信
仰
﹂
の
面
に
お
い
て
も
所い

わ
ゆ
る謂

祭
神
論
争

の
結
果
︑
主
神
の
地
位
を
ア
マ
テ
ラ
ス
ら
に
占
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
︒

　
た
だ
そ
れ
は
︑
近
代
前
夜
ま
で
に
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
再
﹁
征
服
﹂
に
値
す

る
力
量
を
蓄
え
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
︒
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
︑
ア
マ
テ

ラ
ス
や
天
皇
を
相
対
化
し
得
る
だ
け
の
力
を
身
に
纏ま
と

っ
て
い
っ
た
時
代
︑
そ

れ
が
近
世
で
あ
っ
た
︒
本
書
の
叙
述
が
近
世
の
開
幕
期
で
あ
る
十
七
世
紀
か

ら
開
始
さ
れ
る
の
は
︑
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

　
以
下
に
各
章
の
内
容
を
簡
介
す
る
︒
第
一
章
は
︑
中
近
世
移
行
期
︑
出
雲

社
が
仏
教
の
影
響
か
ら
脱
し
︑
本ほ
ん

地じ

垂す
い

迹じ
ゃ
く

説
に
よ
っ
て
仏
色
を
纏
わ
さ
れ
た

鍾
以
江

『
日
本
に
お
け
る
近
代
神
道
の
起
源

―
征
服
さ
れ
た
出
雲
の
神
』

 Y
ijiang Z

hong, T
he O

rigin of M
odern Shinto in Japan: 

T
he Vanquished G

ods of Izum
o. 

井
上
智
勝

Bloomsbury, 2016
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ス
サ
ノ
ヲ
に
代
わ
っ
て
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
主
神
を
占
め
た
段
階
の
叙
述
で
あ

る
︒
戦
国
期
の
当
地
の
統
治
者
尼
子
家
に
よ
っ
て
神
仏
習
合
化
が
進
め
ら
れ

た
出
雲
社
は
︑
寛
文
年
間
︑
江
戸
幕
府
と
松
江
藩
の
全
面
的
支
援
を
受
け
て

行
わ
れ
た
修
造
途
上
に
お
い
て
仏
教
色
を
一
掃
す
る
︒
そ
の
前
提
に
は
︑
近

世
武
家
政
権
成
立
過
程
に
お
け
る
仏
教
の
凋ち
ょ
う
ら
く落

と
︑
朱
子
学
者
・
儒
家
神
道

家
に
よ
る
仏
教
排
斥
の
思
想
が
あ
っ
た
︒

　
第
二
章
で
は
︑
出
雲
信
仰
の
民
衆
化
が
紹
介
さ
れ
る
︒
十
八
世
紀
前
期
︑

幕
府
の
財
政
窮
乏
に
よ
り
修
造
へ
の
支
援
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
出
雲
社

は
︑
御お

師し

の
活
動
に
活
路
を
見
出
し
︑
各
地
に
講
社
が
設
立
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
ゆ
く
︒﹁
大
国
主
﹂
と
漢
字
表
記
さ
れ
る
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
︑﹁
大

国
﹂
す
な
わ
ち
﹁
だ
い
こ
く
﹂
の
音
通
ゆ
え
に
福
神
の
大
黒
と
も
習
合
し
て
︑

国
土
創
造
の
神
か
ら
民
衆
に
親
し
ま
れ
る
現
世
利
益
の
神
へ
と
神
格
の
幅
を

広
げ
て
ゆ
く
︒
毎
年
十
月
に
神
が
出
雲
に
集
ま
る
た
め
︑
そ
の
他
の
地
で
神

が
不
在
に
な
る
と
い
う
神
無
月
の
考
え
方
が
出
雲
社
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
各

地
に
広
が
り
︑
縁
結
び
の
信
仰
も
高
揚
し
た
︒

　
第
三
章
で
は
︑
十
八
世
紀
後
期
か
ら
十
九
世
紀
前
半
期
に
か
け
て
︑
国
学

者
に
よ
っ
て
神
道
的
宇
宙
観
が
形
成
さ
れ
︑
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
幽
冥
界
の
主

宰
神
・
魂
の
救
済
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
︒
国

学
者
に
よ
る
ム
ス
ビ
の
神
︑
す
な
わ
ち
造
化
三
神
の
形
而
上
化
に
も
言
及
さ

れ
る
︒
そ
れ
ら
の
動
向
は
︑
当
時
の
全
球
的
な
﹁
知
﹂
の
流
通
︑
就な
か
ん
ず
く中
︑
西

洋
天
文
学
と
基
督
教
の
救
済
の
論
理
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

死
魂
の
行
方
と
救
済
を
も
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
神
道
は
︑
内
憂
外
患
の

世
相
の
中
で
混
乱
す
る
個
々
の
民
衆
に
安
心
を
提
供
す
る
﹁
宗
教
﹂
の
相
貌

を
具そ
な

え
た
︒

　
第
四
章
で
は
︑
後
期
水
戸
学
者
に
よ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
上
昇
︑
明
治
維
新

期
の
宗
教
政
策
の
推
移
と
︑
日
本
型
政
教
分
離
へ
と
至
る
過
程
が
跡
づ
け
ら

れ
る
︒
明
治
初
期
の
神
道
は
近
世
ま
で
の
展
開
の
上
に
︑
祭
儀･

信
仰
さ
ら

に
は
民
衆
教
化
な
ど
を
包
括
す
る
多
義
的
な
相
貌
を
具
え
て
立
ち
現
れ
る
︒

か
か
る
神
道
は
︑﹁
文
明
﹂
の
宗
教
で
あ
る
基
督
教
と
競
合
す
る
可
能
性
を
帯

び
た
︒
基
督
教
へ
の
敗
北
は
︑
政
府
が
構
築
を
目
指
す
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
根
幹
の
滅
失
と
︑
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
﹁
日
本
﹂
と
し
て
の
自
意
識
の

解
体
を
意
味
し
た
︒
仏
教
の
回
復
を
企
図
す
る
島
地
黙
雷
ら
は
︑
国
家
と
宗

教
に
公
私
の
区
分
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
か
か
る
危
機
回
避
の
方
向

性
を
示
し
︑
そ
れ
を
達
成
す
る
︒

　
第
五
章
で
は
︑
明
治
初
年
の
神
道
の
多
義
性
が
惹
起
す
る
問
題
と
︑
神
道

の
再
定
義
の
過
程
を
描
く
︒
幽
冥
界
の
主
宰
神
と
し
て
神
道
的
宇
宙
観
の
中

心
に
あ
っ
た
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
︑
仏
教
・
基
督
教
と
と
も
に
︑
な
お
ア
マ
テ

ラ
ス
や
天
皇
権
威
を
相
対
化
し
得
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
天
皇
と
ア

マ
テ
ラ
ス
を
基
軸
に
し
た
国
家
の
構
築
を
目
指
す
政
府
は
︑
国
家
祭
儀
と
宗

教
の
切
断
に
よ
っ
て
競
合
を
回
避
す
る
︒
神
道
事
務
局
で
の
祭
神
論
争
に
も

敗
れ
た
こ
と
で
神
道
的
宇
宙
観
が
展
開
し
て
ゆ
く
途
は
絶
た
れ
︑
無
毒
化
さ

れ
た
出
雲
社
と
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
︑
近
世
に
形
成
し
た
民
衆
的
基
盤
の
上
に
︑
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教
派
神
道
の
一
つ
と
し
て
存
続
し
て
ゆ
く
︒

　
以
上
が
本
書
各
章
の
内
容
で
あ
る
︒
第
一
章
の
前
に
は
﹁
導
入
﹂
が
︑
第

五
章
の
後
に
﹁
結
論
﹂
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒

　
ア
マ
テ
ラ
ス
を
相
対
化
す
る
存
在
と
し
て
の
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
復
活
は
︑

近
世
日
本
に
横
溢
し
て
い
た
は
ず
の
︑
天
皇
や
ア
マ
テ
ラ
ス
を
絶
対
的
な
価

値
と
み
な
い
意
識
の
端
的
な
表
現
形
態
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
の
後
に
豊
か

に
展
開
し
て
ゆ
く
は
ず
の
神
道
の
可
能
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒

か
か
る
事
態
の
描
出
は
︑
日
本
に
お
け
る
日
本
近
世
史
研
究
が
考
究
し
て
き

た
︑
天
皇
権
威
の
相
対
化
と
い
う
課
題
と
も
共
鳴
し
合
う
も
の
で
あ
る
︒

　
た
だ
︑
本
書
が
目
指
す
境
地
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
地
点
で
は
な
い
︒
著
者

は
﹁
導
入
﹂
に
お
い
て
︑
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
に
焦
点
を
当
て
た
神
道
史
の
再
構

築
は
︑
列
島
を
越
え
た
歴
史
的
視
角
を
提
供
し
︑
近
代
日
本
創
出
の
過
程
を

国
家
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
描
き
出
す
も
の
と
な
る
と
述
べ
る
︒
兎
角
︑

日
本
と
い
う
内
向
的
な
枠
組
み
の
中
で
語
ら
れ
が
ち
な
神
道
の
歴
史
を
︑
国

境
を
越
え
た
交
流
史
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
︑
本
書
の
主
眼
な
の
で
あ

る
︒

　
単
に
十
八
世
紀
後
期
か
ら
の
西
欧
諸
国
の
日
本
へ
の
接
近
と
︑
そ
れ
に
対

す
る
日
本
の
自
国
意
識
の
高
揚
と
い
う
位
相
だ
け
で
は
な
い
︒
著
者
は
特
に
︑

近
代
神
道
の
形
成
過
程
に
お
い
て
︑
神
道
の
対
極
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
が
ち

な
基
督
教
や
西
洋
知
識
の
影
響
に
よ
る
﹁
知
﹂
の
改
編
を
論
じ
る
こ
と
に
力

点
を
置
い
て
い
る
︒
そ
の
影
響
は
︑
西
洋
社
会
と
日
本
が
初
め
て
直
接
邂
逅

し
た
織
豊
期
に
お
い
て
既
に
認
め
ら
れ
る
︑
と
す
る
︒
織
田
信
長
が
基
督
教

と
西
洋
天
文
学
の
知
識
を
利
用
し
て
仏
教
に
打
撃
を
与
え
た
こ
と
や
︑
著
者

が
﹁
神
道
の
自
立
﹂
と
位
置
づ
け
る
林
羅
山
の
神
道
説
が
朱
子
学
の
み
な
ら

ず
基
督
教
か
ら
も
強
く
影
響
を
受
け
た
﹁
超
国
籍
の
知
の
融
合
体
﹂
で
あ
っ

た
こ
と
が
例
示
さ
れ
る
︒
十
八
世
紀
後
期
以
降
に
展
開
す
る
国
学
者
の
神
道

説
も
ま
た
︑
基
督
教
と
西
洋
天
文
学
の
知
識
に
触
発
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
︒

服
部
中
庸
は
西
洋
天
文
学
の
知
識
を
導
入
し
て
神
道
的
宇
宙
観
を
構
想
し
︑

平
田
篤
胤
は
神
道
の
構
築
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
救
済
論
を
導
入
し
て
神
道
的
な

来
世
観
を
樹
立
し
た
︑
と
す
る
ご
と
く
で
あ
る
︒
大
国
隆
正
も
ま
た
︑
儒
教

の
み
な
ら
ず
基
督
教
と
﹁
万
国
公
法
﹂
の
影
響
下
に
自
説
を
構
築
し
た
と
い

う
︒

　
斯
様
に
︑
神
道
は
和
洋
中
の
﹁
知
﹂
の
混
合
体
で
あ
っ
た
が
︑
西
欧
就
中

ロ
シ
ア
の
領
土
的
野
心
に
対
抗
し
得
る
日
本
﹁
固
有
﹂
の
外
皮
を
纏
っ
た
た

め
︑
そ
の
姿
を
曝
け
出
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
説
く
︒
ま
た
︑
内
憂
外
患
の

世
相
の
中
で
︑
神
道
が
社
会
と
個
人
の
関
係
を
表
象
す
る
も
の
に
展
開
し
て

い
っ
た
点
に
も
︑
基
督
教
国
の
国
家
戦
略
か
ら
の
学
び
が
あ
っ
た
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
神
道
の
在
り
方
は
︑
維
新
政
府
が
神
道
に
よ
る
国

民
統
合
を
図
る
前
提
と
な
っ
た
︒
さ
り
な
が
ら
︑
基
督
教
は
維
新
政
府
に

と
っ
て
脅
威
で
あ
り
︑﹁
近
代
神
道
﹂
の
成
立
は
対
基
督
教
政
策
と
表
裏
の
関

係
に
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
︑
神
道
が
想
起
さ
せ
る
日
本
の
固
有
性
と
い
う
幻
想
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を
打
破
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒
神
道
の
形
成
に
基
督
教
や
西
洋
知
識
が

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑
日
本
に
自
閉
し
な
い
﹁
知
﹂
や

文
化
交
流
の
在
り
方
を
考
究
す
る
と
い
う
著
者
の
姿
勢
は
︑
現
在
の
日
本
の

歴
史
や
文
化
を
め
ぐ
る
学
術
状
況
に
も
向
け
ら
れ
る
︒
著
者
は
︑﹁
結
論
﹂
に

お
い
て
内
容
を
総
括
す
る
代
わ
り
に
︑
近
現
代
日
本
に
お
け
る
出
雲
地
域
や

オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
位
置
づ
け
に
即
し
て
︑﹁
戦
後
の
研
究
者
は
︑
国
家
は
脱
構

築
し
得
た
が
民
族
は
脱
構
築
し
得
て
い
な
い
﹂︑
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
日
本
は
相
変

わ
ら
ず
国
民
国
家
︹
単
一
民
族
国
家
︑
井
上
註
︺
と
い
う
位
相
に
止
ま
っ
て
い

る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
戦
前
期
︑
外
国
へ
の
拡
張
主
義
に

有
用
な
神
と
し
て
機
能
し
た
︒
一
方
で
戦
後
に
お
い
て
は
︑
出
雲
は
天
皇
の

相
対
化
を
行
う
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
の
︑
反
対
に
そ
の
議
論
は
日

本
と
い
う
枠
組
み
を
出
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
表
象
す
る
戦
前
日
本
の
植
民
地
主
義
へ
の
評
価
は
︑
確

か
に
戦
後
の
歴
史
・
文
化
研
究
に
お
い
て
︑
列
島
・
半
島
・
大
陸
の
相
互
交

流
の
議
論
を
抑
制
す
る
方
向
に
機
能
し
て
い
る
一
面
を
有
す
る
よ
う
に
み
え

る
︒
国
境
を
越
え
た
歴
史
・
文
化
研
究
の
必
要
性
を
説
く
研
究
実
践
は
数あ
ま

多た

提
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
い
く
つ
が
真
に
か
か
る
呪
縛
か
ら
自
由
で

あ
り
得
て
い
る
か
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
知
﹂
を
巡
る
あ
る
種
の
閉
塞
状
況
を
打

開
す
る
必
要
性
を
︑
著
者
は
訴
え
て
い
る
と
考
え
る
︒

　
著
者
は
出
雲
の
神
に
︑
そ
の
役
割
を
果
た
す
潜
在
力
を
見
て
す
ら
い
る
︒

日
本
の
神
々
に
か
か
る
役
割
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
︱
︱
い
や
︑
著
者
に
言
わ
せ
れ
ば
こ
の
発
想
自
体
が
﹁
脱
構
築
﹂
さ

れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
︱
︱
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
全
球
化
時
代
の
現

在
︑
長
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
日
本
の
内
向
的
な
排
他
性
か
ら
の
脱
却
は
︑
不

可
避
の
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

　
以
上
︑
本
書
は
︑
神
道
が
国
境
を
越
え
た
﹁
知
﹂
の
交
流
の
賜
で
あ
る
こ

と
を
示
す
試
み
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
全
球
化
時
代
の
日
本
の
歴
史
・
文
化

研
究
の
在
り
方
へ
の
提
言
で
も
あ
る
︒
細
か
な
批
判
は
今
は
措お

き
︑
日
本
を

相
対
化
す
る
た
め
の
試
み
と
い
う
点
に
こ
そ
本
書
の
意
義
は
所
在
す
る
と
理

解
し
て
お
き
た
い
︒
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autobiography with this question in mind leads us to discover that he described his own 
withdrawal from the left-wing political movement in the summer of 1953 as a major turning 
point. This article closely examines Amino’s activities in the 1950s, which he cites as a crucial 
turning point for his research, by comparing them with left-wing political movements at that time.

The article begins by confirming the relationship between Amino and the Japanese 
Communist Party (JCP) soon after Japan was defeated in WWII (Section 1). After that, focusing 
on the period of the major split in the JCP from 1950 on, the article analyzes the political situation 
surrounding Amino (Section 2), and the nature of the history-related activities he was carrying out 
(Section 3). Finally, the article examines the form in which Amino resumed his historical research 
in the late 1950s, that is, after he withdrew from the left-wing political movement (Section 4).

Through the afore-mentioned process of examination, this article suggests that Amino 
Yoshihiko turned to the examination of theories that had been politically rejected, after he 
withdrew from the leftist political movement, within which he had been caught up in the turmoil 
in the early 1950s. In addition, the article points out that Amino had already experienced 
problems with the media’s representation of history in the 1950s.

Keywords :  Amino Yoshihiko; Amino-style history (Amino-style historical view); Japanese Communist 
Party; International Communist Movement; JCP’s split in 1950; Mountain Village Operation 
Unit; representation of history; chorus; kamishibai (picture-story shows); theory that the 
period of the Northern and Southern Dynasties was a period of feudal revolution
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論文要旨・SUMMARIES

〈研究論文〉

一九五〇年代の網野善彦にとっての政治と歴史
――国際共産主義運動からの出発

 内 田 　 力

　日本中世史家の網野善彦（生没年一九二八～二〇〇四年）は、一九七〇年代ごろから新しい
歴史学の潮流（「社会史」）の代表的人物として注目されるようになり、のちに「網野史学」・

「網野史観」と称される独自の歴史研究のスタイルを打ち立てた人物である。かれの歴史観は、
とくに大衆文化の実作者への影響が大きく、映画監督の宮崎駿や小説家の隆慶一郎、北方謙
三の作品にその影響がみられる。
　では、網野はなぜこれほどまで個性的な歴史研究者になったのか。そう考えて網野の自伝
を読むと、一九五三年の夏に左翼政治運動から離脱したことが重大な転換点として語られて
いる。本論文では、網野自身が研究上の重大な転換点として語っていた一九五〇年代の網野
の活動を、同時代の左翼政治運動の潮流とつきあわせて検証した。
　本論文ではまず、日本の敗戦直後における網野と共産党の関係について確認した（第一節）。
そのうえで、一九五三年以降の共産党分裂期を対象として、網野をとりまく政治的状況を分
析するとともに（第二節）、網野が歴史をめぐっていかなる活動を展開していたのかを分析
した（第三節）。最後に、一九五〇年代後半、つまり網野が左翼政治運動から離脱したあとに、
いかなるかたちで歴史研究を再開したのかを検討した（第四節）。
　以上をとおして本論文では、一九五〇年代前半の一時期、国際共産主義運動の一部分に組
み込まれて翻弄されていた網野善彦が、左翼運動離脱後に、政治的に否定された学説の検証
に向かったことを示した。くわえて、一九五〇年代の段階ですでに、歴史を表象するメディ
アの問題に接していたことを指摘した。

【網野善彦、網野史学（網野史観）、日本共産党、国際共産主義運動、50年分裂、山村工作隊、
歴史表象、合唱、紙芝居、南北朝封建革命説】

Politics and History for Amino Yoshihiko in the 1950s:  
His Beginnings with the International Communist Movement

UCHIDA Chikara

Historian Amino Yoshihiko (1928–2004), who specialized in medieval Japan, began attracting 
attention as a representative of a new current in history (social history) around the 1970s, and 
established a unique style of historical studies, later known as “Amino-style history” or the “Amino-
style historical view.” His historical viewpoint has had a major impact on those involved in creative 
activities in the field of popular culture, in particular. Works by movie director Miyazaki Hayao, 
and novelists Ryū Keiichirō and Kitakata Kenzō all show the influence of Amino.
 What made Amino an academic historian of such distinctive individuality? Reading his 
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Hashimoto Heihachi’s “Ragyō shōnen-zō” and Wood-Mastering:  
His Vision to Differentiate Woodcarving and “Wood Sculpting”

FUKUE Yoshizumi

In the history of modern Japanese sculpture, few wood sculptors have been characterized as being 
as idiosyncratic as Hashimoto Heihachi (1897–1935). The representative works he unveiled at the 
exhibitions of the Nihon Bijutsuin (lit. “Japanese Academy of Fine Arts”) look mysterious and 
somehow enigmatic, and their distinctive novelty still attracts special attention and interest. This 
study is a close observation of Hashimoto’s “Ragyō shōnen-zō” (lit. “Statue of a Naked Boy”), 
which has served as the starting point for much academic discourse that has had a long-term 
impact on interpretations of Hashimoto’s works, and to prepare the groundwork for  a revaluation 
of his work.
 As a highly skilled woodcarver, Hashimoto applied various idiosyncratic techniques to the 
different works he submitted to exhibitions, aiming for an originality beyond existing expressions 
in woodcarving. However, it was also the case that his advanced skills made his works difficult to 
understand. Hashimoto himself gave little explanation about the techniques he used, and his 
theory about sculpture based on his own unique logic made his works appear even more enigmatic.
There has been a tendency to dismiss the enigma as characteristic of Hashimoto, but this view has 
blurred the boundary between his own personality and the structure of his works, and has caused a 
bias toward “spirituality” in critiques of his works. “Ragyō shōnen-zō,” which this study deals with 
in detail, has a characteristic edge cut on its surface, and a large crack in its back. These issues have 
attracted particular attention based on a misunderstanding caused by this bias, but it might be 
better said that they constitute an aspect of the work itself, created by a combination of techniques 
and the actual material used for creating this statue.
 In this study, I confirm that the techniques Hashimoto used and the work’s formal 
characteristics were often contradictory to terms previously used in critical discourse about his 
work, such as “cylindrical form,” “centripetal,” and “wood core.” By comparing new findings with 
the principles of sculpture techniques, this study frees Hashimoto from the critical clichés that 
have long adhered to him, and examines the meanings of the unique techniques he applied to 
“Ragyō shōnen-zō” and the crack that he left as it was. This study shows that Hashimoto overcame 
the restrictions his material imposed on him by taking advantage of its physical properties, aiming 
to create “sculpture” beyond the “border between stone-carving and woodcarving.” Given that 
Hashimoto found autonomous value in his material’s very physical properties, and applied these 
properties to his own methodology, proper recognition should be granted to his awakening to the 
originality inherent even in modern objets d’art. Here it is suggested that, in light of these 
intentions of his, a fundamental revision is required of conventional academic discourse that has 
tended to rely on such spiritual concepts as “wood animism.”

Keywords : Hashimoto Heihachi; “Ragyō shōnen-zō”; modern sculpture; Ishii Tsuruzō; pointing 
technique; direct carving technique; woodcarving; “Ishi-ni-tsuite;” Ogiwara Morie; Nihon 
Bijutsuin-ten
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論文要旨・SUMMARIES

Keywords :  “Chikai no Mihashira”; Kakei Katsuhiko; Kan-nagara-no-michi (old Shinto); Charter Oath; 
Minakami Shichirō; Take Island; Futara Yoshinori; Watanabe Hachirō; Itō Kōshō; Mt. Kanpū

〈研究論文〉

橋本平八《裸形少年像》と木材の克服
――木彫と「木製の彫刻」を分ける眼差し

福 江 良 純

　近代日本彫刻史の中で、橋本平八（1897–1935）ほど、異色性をもって語られる木彫作家
も少ない。彼が日本美術院展で発表した代表作品は、神秘的でどこか謎めいており、今日に
おいても色褪せない斬新性は話題と関心を集めている。本研究は、永らく橋本作品の解釈に
影響を及ぼす論説の発端となった作品《裸形少年像》の実見調査を行い、橋本の再評価を可
能にする環境を整えるものである。
　木彫の技能に長

た

けていた橋本は、出品作それぞれに特異な技法的処置を施し、既存の木彫
表現を超えた独創性を狙った。ただし彼の場合、確かな技能が却って発表作品を難解なもの
にしたことも事実である。その技法に関する橋本自身の説明は乏しく、独特の論法による彼
の彫刻論も作品を一層謎めかせることになった。
　これまでは、そうした謎めいたところが橋本の特質として括

くく

られる傾向にあったが、この
見方は、作者橋本の人物像と作品が持つ構造との境界を曖昧にし、橋本作品の評論上に「精
神性」というバイアスを形成することにもなった。本研究が取り上げる《裸形少年像》の、
作品表面に残る特徴的な刃物痕と背面に裂開する大きな干割れの問題は、係るバイアスに
よって誤解のうちに注目された、制作技術と彫刻材料が織りなした作品上の様相と言える。
　筆者は、調査の過程で、橋本が採った技法処置と作品形態上の諸特徴が、かつてこの作品
上に語られた「円筒形の形」、「求心的」、「木心」などの批評言説と相いれないことを確認し
ていった。本研究は、新しく得られた調査内容を彫刻技法の原理と照合することで、橋本に
纏
まと

わりついてきた評論上の定型文から彼を解放するとともに、《裸形少年像》に適用された
特殊な手法や放置された干割れの意味を検証した。その結果、橋本は素材の物性を逆手に取っ
てその制約を克服し、そのことで「石彫木彫の区別」を超えた「彫刻」を目指したことが明
らかになった。素材の物性自体に自律的価値を認め、方法論上に応用した橋本には、近代的
オブジェにも通じるオリジナリティの覚醒が認められるべきである。こうした橋本の意思の
前では、「木のアニミズム」などという霊性観念をもってされる傾向にあった従来の論説は、
根本的な見直しが要求されるであろう。

【橋本平八、《裸形少年像》、近代彫刻、石井鶴三、星取り法、直彫り法、木彫、《石に就いて》、
荻原守衛、日本美術院展】
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てようと運動を展開したことであろう。筧や水上たちは、国民皆が標語としての御誓文の精
神に則り、建設に参加することで、一人一人に国家の構成者としての「自覚」を持たせ、秩
序に基づいた形で自らの精神を高めることを求めたのである。そしてこの大義名分があった
からこそ、「誓の御柱」建設運動は地域の人々の精神的教化の素材として伊東たち地域で社
会教育を主導する人々にも受け入れられ、日本各地に建設されるに至ったのである。

【「誓の御柱」、筧克彥、隨神道（古神道・神ながらの道）、五箇条の御誓文、水上七郎、多景島、
二荒芳徳、渡邉八郎、伊東晃璋、寒風山】

On the “Chikai no Mihasira” Construction Movement and Its Spread 
Across Japan

NISHIDA Shōichi

This article deals with monuments known as “Chikai no Mihashira” (lit. “pillar of the oath”) as 
part of research on how the thought of Kakei Katsuhiko, a scholar of Shinto and public law, 
spread. The construction of “Chikai no Mihashira” monuments was proposed in 1921 by 
Minakami Shichiro, then Chief of Shiga Prefecture’s Police Department and a student of Kakei 
Katsuhiko. The first “Chikai no Mihashira” was erected on Take Island, an islet in Lake Biwa, 
Shiga Prefecture, in 1926. Minakami constructed “Chikai no Mihashira” monuments to respond 
to the rapid social changes occurring after WWI, including the rise of democratic thought and 
socialism, and also to “concretize” the thought of Kakei Katsuhiko, his respected mentor.
 Minakami’s activities were aimed at heightening individual citizens’ “self-awareness” as  
members of the nation. “Chikai no Mihashira” monuments, whose construction Minakami 
proposed, were intended to embody the spirit of the nation, and also act as a visual representation 
of Kakei’s thought. From the construction of the first monument in Shiga Prefecture as the starting 
point, a movement to construct such monuments was handed down—even after Minakami’s death 
from disease—by the Dainippon Iyasakakai, an organization established mainly by Minakami’s 
friends Futara Yoshinori and Watanabe Hachiro and by Kakei Katsuhiko himself; together they 
constructed monuments in other area, too. As clearly shown by the example of Itō Kōshō in Akita 
Prefecture in particular, these activities of the Dainippon Iyasakakai developed by involving local 
educators who devoted themselves to social education based on their religious passion and in the 
hope of improving their own local communities.
 It is thought that the true value of the movement for the construction of “Chikai no 
Mihashira” monuments lay in the fact that those involved in it treated the “Imperial Oath,” which 
Emperor Meiji swore to Shinto deities at the restoration of imperial rule, as a set of slogans citizens 
should chant repeatedly; they led the movement by proposing the construction of monuments as a 
symbol of the oath. Kakei, Minakami, and their associates urged individual citizens to be “self-
aware” as members of the nation and raise their own spirits in line with the social order by 
participating in the construction of monuments in the spirit of the Imperial Oath. This cause 
helped immensely in motivating local leaders involved in social education, like Ito, to accept the 
“Chikai no Mihashira” construction movement as a useful means for the spiritual edification of the 
local people, and led to these monuments being constructed across Japan.
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doctorate, however, he suffered great mental anguish following the enactment of the ‘Immigration 
Act of 1924,’ and died at an American hospital in November of the same year.
 Having completed an academic course of study at a Japanese university, Arnell was a 
pioneer among Japanologists. However, due to his untimely death, very little is known about him. 
This article aims to address that issue, bringing to light biographical information about his life 
with particular focus on events that took him from Sweden to Tacoma in the United States, where 
he interacted with immigrants from Japan. The ‘Immigration Act of 1924’ is presented here as a 
trigger that led to Arnell’s death on account of it standing in direct opposition to the kind of 
interaction he felt he was fortunate to have with immigrants that defined his life in Japan.
 Following Arnell’s death, his former teacher and close friend, Fujimura, became 
instrumental in calling for an end to English education at Japanese schools, drawing much 
attention. This reflects the resignation and depths of despair Fujimura came to feel after his friend’s 
death, with regard to the futility of relations between nations and ethnic groups.

Keywords :  Arnell, Fujimura Tsukuru, Hosei University, Tokyo Imperial University, Tokyo University of 
Commerce, History of Japanese Literature, kabuki, noh/kyōgen, international student, 
immigrant

〈研究論文〉

「誓の御柱」建設運動とその広がりについて
西 田 彰 一

　本稿では筧克彥の思想がどのように広がったのかについての研究の一環として、「誓の御
柱」という記念碑を取り上げる。「誓

ちかい

の御
み

柱
はしら

」は、一九二一年に当時の滋賀県警察部長であり、
筧克彥の教え子であった水

みな

上
かみ

七
しち

郎
ろう

の手によって発案され、一九二六年に滋賀県の琵琶湖内の
小島である多

た

景
け

島
しま

に最初の一基が建設された。水上が「誓の御柱」を建設したのは、デモク
ラシーの勃興や、社会主義の台頭など第一次世界大戦後の急激な社会変動に対応し、彼の恩
師であった筧克彥の思想を具現化するためであった。
　水上の活動は、国民一人一人に国家に相応しい「自覚」を促

うなが

すものであった。この水上の
提唱によって作り出された記念碑が、国民精神の具現化であり、同時に筧の思想の可視化で
ある「誓の御柱」なのである。この記念碑の建設運動は、滋賀県に建てられたことを皮切り
に、水上が病死した後も彼の友人であった二

ふ た ら

荒芳徳や渡邊八郎、そして筧克彥らが結成した
大
だい

日
にっ

本
ぽん

彌
いや

榮
さか

會
かい

に継承され、他の地域でもつくられるようになった。こうした大日本彌榮会の
活動は、特に秋田の伊東晃璋の事例に明らかなように、宗教的情熱に基づいて地域を良くし
たいという社会教育に取り組む地域の教育者を巻き込む形で発展していったのである。
　この「誓の御柱」建設運動の真価は、明治天皇が王政復古の際に神々に誓った五箇条の御
誓文を、国民が繰り返し唱えるべき標語として読み替え、それを象徴する国民の記念碑を建
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明治末の米国人留学生チャールズ・ジョナサン・アーネル
――忘れられた日本学者の生涯

古 俣 達 郎

　本稿では、明治末のアメリカ人留学生で日本学者であったチャールズ・ジョナサン・アー
ネル（Charles Jonathan Arnell 1880–1924）の生涯が描かれる。今日、アーネルの名を知るものは
皆無に等しいが、彼は一九〇六（明治三十九）年に日本の私立大学（法政大学）に入学した
初めての欧米出身者（スウェーデン系アメリカ人）である。その後、外交官として米国大使
館で勤務する傍ら、一九一三年に東京帝国大学文科大学国文学科に転じ、芳賀矢一や藤村作
のもとで国文学を修めている（専門は能楽・狂言などの日本演劇）。卒業後は大学院に通いな
がら、東京商科大学（現：一橋大学）の講師に就任し、博士号の取得を目指していたが、「排
日移民法」の成立によって精神を病み、一九二四年十一月、アメリカの病院で急逝した。
　アーネルは日本の大学を正規の課程で修めた先駆的な日本学者でもあったが、早世したこ
ともあり、その存在はほとんど知られていない。それゆえ、本稿では、アーネルの伝記的事
実を明らかにすることに主眼が置かれており、とりわけ、彼の生涯の出発点である、スウェー
デンからの移住先タコマの地での日本人移民との出会いに注目している。なぜなら、アーネ
ルの死のきっかけとなった「排日移民法」の成立は、移民同士の出会いによって始まった彼
の生そのものを否定するものであったからである。
　アーネルの死後、恩師であり、親しい友人でもあった藤村は、英語教育廃止論を展開し、
大きな反響を呼ぶ。そこにはアーネルの死を契機として、藤村が抱くに至った国家及び民族
間の関係性への諦念と絶望が見られるのである。

【アーネル、藤村作、法政大学、東京帝国大学、東京商科大学、国文学史、能楽・狂言、歌
舞伎、留学生、移民】

Charles Jonathan Arnell, an American Student in the Late Meiji Era: 
The Life of the Forgotten Japanologist

KOMATA Tatsurō

This article discusses the life of Charles Jonathan Arnell (1880–1924), an international student 
from the United States who studied in Japan in the late Meiji era and went on to become a 
Japanologist. Though few today have heard of him, in 1906, Arnell, a Swedish-born US citizen, 
became the first international student from the West to attend one of Japan’s private universities 
(Hosei University). Then, in 1913, while in the employ of the US embassy as a diplomat, he 
continued his studies—specializing in noh and kyōgen—under esteemed scholars such as Haga 
Yaichi and Fujimura Tsukuru at Tokyo Imperial University’s Department of Japanese Literature. 
Building on this, he went on to graduate school, where he pursued a doctorate while lecturing at 
Tokyo University of Commerce—now known as Hitotsubashi University. Before completing his 
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Karuta Turned into Characters: Muda karuta, Santō Kyōden’s Most 
Complex Kibyōshi of Personification (gijinka)

Paola MASCHIO  

Muda karuta (1787) is a kibyōshi by Santō Kyōden, in which the characters are personalized mekuri 
karuta, or European-derived playing cards used in the game of mekuri. In previous research, this 
work has been mentioned for its original theme, but it has not been particularly valued either by 
scholars of Kyōden or of karuta. However, if it is read with an eye on the rules of mekuri, it is 
possible to understand its structure and the reason why it is entertaining.
 In this article, after a summary of basic facts about mekuri karuta and its rules, I focus on 
how each character is constructed as a personification (gijinka) of each card, reflecting its value and 
function in the game. For example, the card with the highest value is aofuda no roku 
(corresponding to the six of clubs), which is worth 60 points, and this is personalized as the much 
sought-after Lady Rokudai Gozen.
 I then explain how the relationship between the characters reflects that between the cards in 
the game of mekuri. For example, the scene where Oshichi is saved from Akazō by the ghost (yūrei) 
can be read as follows: when a player goes to take the aofuda no shichi card  by using the akafuda 
no shichi card, another player uses the yūrei card, a sort of joker. Therefore, it is possible to describe 
the structure of Muda karuta as mimicking a mekuri card game.
 With this new reading of Muda karuta, the place of this work in Kyōden’s kibyōshi with 
personified characters can be reconsidered. Kyōden’s first success was Gozonji no shōbaimono 
(1782), a story of personified books, which had a big impact on the whole kibyōshi repertoire. For 
the rest of the Tenmei era (1781–1789), Kyōden authored kibyōshi that followed the pattern of his 
first success, changing the object of the personification. Muda karuta is different in that its 
structure (a mekuri card game) matches the original form of the characters (personified playing 
cards).
 After the Kansei reforms, kibyōshi became more popular. They were no longer a 
divertissement for Edo intellectuals, but were written for a wider audience. Kyōden continued to 
write kibyōshi with personified characters in the Kansei era, but lacked detaile and their structure 
no long matched the object of personification as in Muda karuta, which can be considered the 
genre’s  most complex and mature example.

Keywords :  card game, karuta, Kansei, kibyōshi, gijinka, personification, play, mekuri, Santō Kyōden, 
Tenmei
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京伝の擬人物黄表紙の到達点
―カルタ見立ての『寓骨牌』をめぐって

マスキオ・パオラ

　『寓
むだ

骨
かるた

牌』（天明七［一七八七］年刊）は、その時期に江戸で大流行していた「めくりカルタ」
（ポルトガル由来のトランプカードで行われるカードゲーム）を擬人化して登場させる山東京伝
の黄表紙である。従来の研究では、珍しい題材の擬人物の一つとして挙げられてきたが、特
に意義があるとはされてこなかった。しかし、当時の読者が持っていためくりカルタの知識
を意識しながら本作を読むことで、その構成や娯楽性を理解することができる。
　本稿ではまず、めくりカルタの基礎知識や遊び方を紹介し、『寓骨牌』でそれぞれの札が
どのように擬人化されているかを分析した。『寓骨牌』の擬人化の手法はゲームにおける役
割を反映しているといえる。例えば、クラブ・スペード・ダイヤ・ハートに当たるハウ（青

札）・イス（赤札）・オウル・コップの四種一～十二の計四十八枚のうち、最大の点数が付く
青札の六は、姫君の六大御前として擬人化されている。実際のゲームで点数の高い札が狙わ
れるように、『寓骨牌』の物語で六大御前はさまざまな登場人物に思いを寄せられる。
　次に、作品の趣向を考察した。「めくり」のルールを意識しながら物語を読んだ結果、登
場人物の関係もゲームを反映していることがわかる。例えば、赤蔵がお七と桐三郎を追いか
けている時に、鬼と幽霊が突然現れて難儀を救う場面は、ある遊戯者が赤札の七で青札の七
を取ろうとしている様子に、ジョーカーのような役割を果たす鬼札や幽霊札が突然現れる
ゲームの様子に見立てられている。よって、『寓骨牌』は「カルタ見立て」の趣向を持って
いるといえる。
　このような解釈によって、山東京伝の擬人物黄表紙における『寓骨牌』の位置付けを改め
て考察することが必要になる。京伝が『御存商売物』（天明二年）で人気作者となってから
素材を変えて同じパターンで天明期に執筆した擬人物黄表紙と比較して、『寓骨牌』では擬
人化された札にお家騒動に見立てためくりの勝負を演じさせることで、「お家騒動の擬人物」
の趣向をさらに複雑にし、凝りに凝った作品を生み出した。この後、寛政の改革以降の大衆
化した京伝の黄表紙には、そのように細かく編まれた擬人物は見出されない。そのため、『寓
骨牌』は京伝の擬人物黄表紙の到達点と見なせるのではないか。

【遊び、寛政の改革、カルタ、擬人化、黄表紙、山東京伝、天明期、見立て、めくりカルタ、
『寓骨牌』】
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wrote the chapter with a special purpose in mind.
 To consider these problems, this article focuses on the argument concerning the origin of 
the name “sarugaku” in the third section of the Shingi chapter, particularly the description of the 
adoption of the two Chinese characters “申楽” for the term “sarugaku.”  Since this issue has long 
been considered as a key to discussions on the bibliographical problems of this chapter, this author 
has conducted an in-depth study by reviewing previous research. As a result, this article suggests 
that the Shingi chapter was written between the 25th and 26th years of the Ōei era (1418 and 
1419), shortly before the completion of the Fūshi kaden. Since the Shingi chapter explains the 
origin of the name sarugaku, by referring to the Shuowen jiezi, a Chinese character dictionary 
compiled in Later Han China, as well as the Nihon shoki and Shinto theories, it is reasonable to 
assume that the author of this chapter was an intellectual who possessed such knowledge. At the 
same time, the terminology, the content and the style of the argument used in the chapter imply 
that, although the originator produced a draft of the Shingi chapter, it was Zeami who completed 
the chapter in an integrated form. In doing so, Zeami added an emphasis on the Shintoistic and 
Japanese nature of the art of sarugaku. It seems that Zeami had two purposes for this emphasis. 
First, he intended to affiliate Yamato Sarugaku with the artistic lineage of kagura (sacred Shinto 
music and dance) and to define its fundamental duty as the offering of Okina Sarugaku 
performances at Kasuga Shrine on the occasion of the Takigi Sarugaku ritual at Kofuku-ji Temple. 
This is evidenced by Zeami’s reference to Tōgen Zuisen’s explanations in Shikishō 史記抄 (lit. 
“Notes on Shiji”) of related episodes in the Biographies of Jesters in Shiji. The second purpose was 
to show the effectiveness of sarugaku performances in bringing peace to the land and longevity to 
people. As evidence of such effectiveness, Zeami refers to historical events in the eras of Prince 
Jōgū (Shōtoku) and Emperor Murakami. As the background that drove Zeami to write this 
chapter, he probably embraced a sense of crisis about the continuity of his own theater company, 
since the then shogun, Ashikaga Yoshimochi, favored Zoami, an actor of the Dengaku Shinza 
theater company, rather than the Yamato Sarugaku Kanzeza theater company, led by Zeami 
himself. Accordingly, Zeami might have sought to reinforce his company’s relationships with 
Kasuga Shrine and Kofuku-ji Temple, both being located outside the capital.
 This article thus maintains that the Shingi chapter of Fūshi kaden is not a simple 
compilation of pre-existing traditions, but it includes the endeavor (創作) of intellectuals other 
than Zeami, a fact that requires careful attention when using the chapter as a historical source. As 
suggested in another article of mine, I also believe that Zeami completed the chapter according to 
the same background and with the same intentions as his revision of Kaden and other chapters of 
Fūshi kaden in the mid-20th year of the Ōei era (1394–1427).

Keywords :  noh; Zeami; Fūshi kaden; Shingi chapter; sarugaku; Shuowen jiezi; Prince Jogu; Hata no 
Kawakatsu; Shikisho; Ashikaga Yoshimochi; Zōami
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阿弥と見てよいかどうか等、文献学的な問題が多く積み残されている。また、同篇は従来、
既成の伝承を比較的素朴に綴った猿楽伝説と見られ、その著述に世阿弥の特別な意図がな
かったかどうかなど、伝書としての性格や史料論的な観点に注目した検証は行われていない。
　これらの問題について、同篇の文献学的問題に関する従来の考察において眼目とされてい
る「さるがく」を「申楽」と表記すべきとする同篇第三条の「申楽」命名由来説にあらため
て着目し、先行研究を参照しつつ考証・考察を行うと、同篇は『風姿花伝』完成直前の応永
二十五、二十六年（一四一八、一四一九年）の著述と推定される。「申楽」命名由来説は、中
国後漢の字書『説

せつ

文
もん

解
かい

字
じ

』や日本書紀・神道説関連の知識に基づいており、その教養を有す
る知識人が考案したと推測される。また同篇の用語・説の内容・文体から、その人物は神儀
篇の素案の執筆をも行ったと見られるが、最終的にそれに手を加え、猿楽の神道性・日本国
性を強調して全体をまとめたのは世阿弥だと考えられる。その世阿弥の意図は、一つには、
桃源瑞仙『史記抄』滑稽列伝所収関連逸話の参照により見出されるように、大和猿楽を「神
楽」の藝系であるとして、興福寺薪猿楽の際の春日社への翁猿楽奉仕をその根本の務めと位
置付けることにあり、もう一つには、太子及び村上天皇統治期の由緒に基づき、猿楽の国土
安穏・寿命長遠の効用を示すことにあったと見られる。その背景として、当時の足利義持が
田楽新座の増阿弥を厚遇したために、大和猿楽観世座を率いる世阿弥が自座の存続に危機感
を抱き、都以外の春日興福寺との関係保持に力めたなどの事情を想定しうる。
　このように『風姿花伝』神儀篇は、既成伝承の素朴な集合体ではなく世阿弥以外の知識人
による創作を含んでおり、資料としてのあつかいに注意を要するとともに、他の拙稿に推測
した応永二十年代半ばの『花伝』『風姿花伝』他篇の世阿弥自身による書き替えと一体の背
景事情や執筆意図によって書き上げられた一篇だと考える。

【能楽、世阿弥、『風姿花伝』、神儀篇、申楽、猿楽、『説文解字』、上宮太子、秦河勝、『史記
抄』、足利義持、増阿弥】

The Writing Process of the Shingi Chapter in Fūshi kaden and Zeami’s 
Intention in Writing It: An Explanation of the Naming of Sarugaku

SHIGETA Michi

Among the five chapters of the Fūshi kaden 風姿花伝 , a noh treatise written in medieval Japan, 
the Shingi 神儀 chapter has been regarded as a valuable source for academic studies. In addition to 
researchers of the history of noh, those of the history of traditional Japanese performing arts, the 
history of narrative literature, and folklore have paid particularly keen attention on this chapter. 
Many bibliographical problems, however, remain unresolved, including the time of this chapter’s 
creation and the validity of the assumption that it was written by Zeami. While the Shingi chapter 
has long been viewed as a relatively simple description of pre-existing sarugaku performance 
traditions, so far there has been no close examination of the treatise’s characteristics as a book 
written with the intention of handing down secret teachings. Nor has it been studied from a 
historiographical perspective. More specifically, it has not been established whether or not Zeami 
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perspectives: interpretation of classical words, phonology, and rhetoric.
 An interpretation of the words in the inscription requires a close examination of eight 
particular phrases. For this purpose, I collected some related examples of word use not only from 
reference books, official histories, comprehensive collections, bronze inscriptions, records of statue 
creation, and Dunhuang bianwen, all from China, but also Chinese Buddhist scriptures transcribed 
in Japan. This process helped me conclude that the inscription can be read in an authentic Chinese 
style. From this viewpoint, I produced a new and literal Japanese translation of the inscription 
when viewed as a Chinese text.
 From the perspective of the sounds of the characters, I examined how rhyming characters 
are distributed in the inscription using rhyme league advocated in the Qieyun (an ancient Chinese 
rhyming dictionary). Paying attention to techniques used in rhymed bronze inscriptions found in 
prose texts written in the West Zhou dynasty, that is, free-verse inscriptions in which rhyming 
characters are arranged, I revealed how the inscription in question is rhymed.
 Research from a rhetorical perspective, which has been neglected in previous studies of the 
inscription, has to begin by carefully examining the characters 大 (large) and 天 (heaven). These 
characters appear to be favorites of the author of the inscription, as they are used repeatedly among 
all the fifty eight different characters. The main theme, repeated about twelve times, and its 
arrangements, cannot be explained without reference to the techniques used in Tang poetry. In 
addition, a close study reveals that seven terms in the first half of the inscription— 大宮治天下 
(rule the whole country from the palace), 天皇 (emperor), 大 , 賜 (grant), 歳次 (year), 年 (year), 
and 仕奉 (a polite expression)—are skillfully repeated in the second half. Comprehensive 
observation also shows an association between concentric circles, whirlpools, and waves. Moreover, 
twenty-one rhetorical expressions related to the character 池 (pond) found in the beginning of the 
inscription correspond with the number of years between the making of the vow to erect the statue 
and the statue’s completion: twenty-one years from the year of hinoe-uma to the year of hinoto-u  
in the East Asian sexagenary calendar system.
 Based on the above considerations, this study aims to restore the minority argument that 
the inscription is written in authentic Chinese style, and proposes a reform of the current 
mainstream methods of description in literary history.

Keywords :  Emperor Yōmei; Prince Shōtoku; washū (particularly Japanese peculiarities found in Chinese 
texts written by Japanese authors); texts in authentic Chinese style; Qieyun; bronze inscriptions; 
chiasmus; collection of phrases; collection of characters; senmyō (Emperor’s order)

〈研究論文〉

『風姿花伝』神儀篇の成立経緯と著述の意図
――「申楽」命名説を軸として

重 田 み ち

　日本中世の能楽論書『風姿花伝』五篇のうちの神儀篇は、能楽史研究をはじめ藝能史・説
話史研究、民俗学等の資料として注目されてきた。しかし、その成立時期や著者を純粋に世
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 （【　】内はキーワード）

〈研究論文〉

法隆寺薬師仏光背銘新論
頼 　 衍 宏

　法隆寺金堂に珍蔵されている「銅造薬師如来坐像」という国宝の光背銘は、日本の国語学
ないし古典文学の領域で重要な位置を占めている。その文体について、現代の有力説では和
文とされている。一方で、「正格の漢文」という波

は

戸
と

岡
おか

旭
あきら

の説もある。ここでは、この少数
説を支持して、訓詁・音韻・修辞という三つの側面から検証した。
　字義については、とくに八箇所の文字列に即して考証する必要がある。そのために、中国
の類書・正史・総集・金文・造像記・敦煌変文にとどまらず、日本で写経された漢訳仏典も
視野に入れて、しかるべき用例を若干拾った。結果、純漢文体で読むことができた。この観
点に基づいて、筆者は新しい読み下し文を作成してみた。
　字音については、『切韻』の韻摂を導入して、銘文における韻字の分布を調査してみた。
また、西周の散文のなかに存在する押韻をもつ金文、言い換えれば、非定型のなかに韻字を
布陣する金石文の技法に注目しつつ、本銘の押韻状況を割り出した。
　従来論じられていない修辞については、まず異なる字数五十八字のうち「大」「天」とい
う執筆者の愛字から見ていく必要がある。その十二回ほど繰り返されている主旋律および配
置の有り様は、唐詩に示された技法を抜きにしては考えられない。そのうえ、本銘を検討す
ると、前半の「大宮治天下」「天皇」「大」「賜」「歳次」「年」「仕奉」の七箇所が後半でその
まま繰り返されているという技巧も発見した。総合的に観察すると、同心円・渦・波という
繫がりが認められる。冒頭の「池」に因んだ二十一箇所の修辞は、ちょうど発

ほつ

願
がん

の「丙午」
から完成の「丁卯」までの二十一年間に相当する。
　以上の考察により、正格漢文体とする少数説を復権させるとともに、現行における文学史
の主流的な記述の仕方の刷新を提起したい。

【用明帝、聖徳太子、和臭、正格漢文、切韻、金文、交錯配列法、集句、集字、宣命】

Three Issues Regarding the Inscription on the “Yakushi Image Aureole” 
in the Hōryūji Main Hall

LAI Yenhung

The inscription on the reverse of the aureole of the seated bronze statue of Yakushi Nyorai 
(Medicine Buddha) treasured in the Kondō, the main hall, of Hōryūji Temple in Nara, and 
designated a National Treasure, occupies an important position in the fields of Japanese linguistics 
and classical Japanese literature. The current dominant theory argues that the inscription is in the 
style of a Japanese text, while Hato’oka Akira maintains that it is a text written in authentic 
Chinese style. This article supports the latter minority argument, and examines it from three 
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