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は
じ
め
に

　
近
年
︑
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
計
画
論
や
ド
イ
ツ
近
代
ア
ー
ト
の
世
界
に
お
い
て
︑

イ
ギ
リ
ス
の
風
景
式
庭
園
に
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂

（sharaw
adgi

）
と
い
う
︑
し
ば
ら
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
謎
の
言
葉
が
再
度
活
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

1
）

︒
こ
の
風
景
式
庭
園
の
絵
画
的
な
デ
ザ
イ
ン
・
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
従
来
︑
中
国
の
庭
園
に
見
ら
れ
る
︑
構
成
要
素
が
イ
レ

ギ
ュ
ラ
ー
に
混
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た（

2
）

︒

そ
し
て
こ
の
不
揃
い
の
庭
園
美
が
中
国
人
の
言
う
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
で
あ
る
と

い
わ
ゆ
る
英
語
圏
内
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
最
近
は
風
景
式
を
始
め
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
な
ど
の
動
き
は
す
べ
て
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
論
議
に
ま
で
展
開
し
て
い
る（

3
）

︒
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
中
国
人

の
概
念
で
は
な
く
︑
日
本
語
で
あ
ろ
う
と
の
仮
説
が
い
く
つ
か
あ
る
の
だ
が
︑

い
ず
れ
も
音
価
が
何
と
か
一
致
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
説
で
︑
そ
の
意
味
は

謎
の
ま
ま
で
あ
り
︑
資
料
の
裏
づ
け
も
な
い
し
推
論
も
断
定
説
も
さ
れ
て
は
い

な
い（

4
）

︒

　
謎
の
ま
ま
で
あ
る
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
無
論
こ
れ
ま
で
も
諸
説

異
な
っ
た
哲
学
的
︑
抽
象
的
な
解
釈
が
さ
れ
て
き
た
が
︑
歴
史
的
資
料
に
も
と

づ
く
基
礎
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

5
）

︒
そ
も
そ
も
中
国
の

﹁
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
﹂（w

ithout order

）
な
庭
園
と
︑
そ
の
基
に
な
る
﹁
シ
ャ
ラ
ワ

ジ
﹂
の
不
揃
い
美
と
言
わ
れ
る
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
ど

日
本
美
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
庭
園

―
―
「
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
」
を
求
め
て

ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
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の
よ
う
に
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か（

6
）

︒
さ
ら
に
不
揃
い
の
美
学
と
は
ど
の

よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
の
か
︑
こ
れ
ら
が
本
稿
を
論
じ
て
い
く
出
発
点
と
な
る
︒

そ
こ
で
ま
ず
十
七
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
論
争
を
振
り
返
り
︑
そ
の
周

辺
か
ら
資
料
を
整
理
し
て
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
の
本
当
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
︒

　
本
稿
の
第
一
章
で
は
風
景
式
庭
園
転
換
へ
の
引
き
金
を
引
い
た
イ
ギ
リ
ス
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
エ
ッ
セ
イ
に
出
て
く
る
﹁
不
揃
い
﹂︑
つ
ま
り
い

わ
ゆ
る
幾
何
学
的
で
は
な
い
美
が
︑
中
国
語
の
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
で
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
を
検
証
す
る
︒

　
第
二
章
と
第
三
章
で
は
︑
と
り
わ
け
テ
ン
プ
ル
に
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ

る
オ
ラ
ン
ダ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
テ
ン
プ

ル
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
滞
在
中
に
度
々
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
別
荘
を
訪
問
し
て
い
る
︒

そ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
は
絵
入
り
で
豊
か
な
表
現
を
も
っ
て
デ
ザ
イ
ン
の

考
え
方
ま
で
紹
介
し
て
い
る
︒
ま
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
﹁
非
幾
何
学
的
庭
園
美
﹂

を
日
本
の
着
物
の
柄
に
見
い
だ
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
テ
ン
プ
ル
の
﹁
シ
ャ
ラ
ワ

ジ
﹂
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
を
推
察
し
た
い
︒

　
第
四
章
と
第
五
章
に
お
い
て
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
が
日
本
語
の
﹁
洒
落
味
﹂

で
あ
る
と
の
仮
説
を
提
示
す
る
︒
そ
れ
を
現
在
使
わ
れ
て
い
る
﹁
し
ゃ
れ
味
﹂

か
ら
追
求
し
︑
江
戸
時
代
の
着
物
の
雛
形
本
に
み
ら
れ
る
﹁
洒し
ゃ

落ら

﹂
と
﹁
味
﹂

を
合
わ
せ
て
説
き
示
す
︒

　
第
六
章
と
第
七
章
で
は
テ
ン
プ
ル
に
日
本
の
美
学
と
思
わ
れ
る
﹁
洒
落
味
﹂

を
教
え
た
人
物
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
長
崎
に
滞
在
し
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
の
商
人
が
持
ち
帰
っ
た
蒔
絵
の
簞
笥
の
デ
ザ
イ
ン
か
ら
︑
革
新
的
と
も
言
え

る
﹁
洒
落
味
﹂
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒﹁Sharaw

adgi

﹂
は
工
芸

品
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
た
日
本
語
の
﹁
洒し
ゃ

落ら

味あ
じ

﹂
で
あ
る
こ
と
が
︑

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
手
紙
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︱
︱
状
況
証
拠
と
し
て
で
は

あ
る
が
︱
︱
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
を
も
っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ

ジ
﹂（sharaw

adgi

）
は
日
本
語
の
﹁
洒
落
味
﹂
か
ら
出
た
と
の
説
を
呈
示
し
︑

そ
れ
と
同
時
に
い
か
に
こ
の
概
念
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
論
争
に
取
入
れ
ら
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
と
立
証
を
行
う
︒

　
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
︑
古
典
及
び
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

か
ら
の
脱
却
と
近
代
の
啓
蒙
の
時
代
へ
の
移
行
が
中
心
と
な
る
が
︑
そ
の
際
︑

実
は
応
用
芸
術
の
演
じ
た
役
割
も
大
き
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
庭
園
と
工

芸
を
合
わ
せ
も
っ
た
美
学
論
は
美
術
史
研
究
上
ひ
と
つ
の
重
要
な
鍵
に
な
る
と

思
わ
れ
る
︒
ち
ょ
う
ど
そ
の
転
換
期
に
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
工
芸
品
が
オ
ラ
ン
ダ

の
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
り
工
芸
家
と
商
人
中
心
の

豊
か
な
江
戸
時
代
の
文
化
と
︑
や
は
り
商
人
と
工
芸
家
を
中
心
と
す
る
北
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化
と
の
間
に
一
種
の
共
通
点
が
生
じ
︑
そ
れ
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美

学
の
基
礎
の
一
部
を
築
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
︑
筆
者
は
推
量
す
る
の
で
あ
る
︒



日本美とヨーロッパ庭園――「シャラワジ」を求めて

9

一
章
　
幾
何
学
庭
園
の
批
判
と
謎
の
言
葉
「
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
」

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
史
に
お
い
て
最
も
重
要
な
時
代
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
で

あ
る
︒
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
文
芸
や
聖
書
原
典
を
も
と
に
し
て
︑
神
や

人
間
の
本
質
を
考
察
︑
研
究
す
る
知
識
人
は
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
も

あ
っ
た
︒
だ
が
十
六
世
紀
末
期
頃
に
は
︑
北
フ
ラ
ン
ス
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
ス
イ
ス
︑

ド
イ
ツ
︑
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
た
ち
の
研
究
の
重
点
は
聖
書
お
よ
び
古
典
資
料

よ
り
も
人
間
と
自
然
物
の
直
接
的
観
察
に
よ
る
研
究
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
そ

の
背
景
に
は
宗
教
改
革
に
と
も
な
う
旧
派
の
弱
体
化
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
十
七

世
紀
に
入
る
と
オ
ラ
ン
ダ
で
は
新
し
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
権
力
層
が
国
家

形
成
に
力
を
入
れ
︑
国
づ
く
り
に
必
要
と
な
る
都
市
創
成
が
促
進
さ
れ
た
︒
国

土
拡
張
を
目
的
に
干
拓
が
行
わ
れ
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
地
図
製
作
も
盛
ん
に
な
っ

た
︒
測
量
術
や
数
学

が
発
達
す
る
と
共
に

国
と
領
土
の
意
識
が

高
ま
り
︑
理
想
の
領

土
の
中
に
あ
る
個
人

の
﹁
庭
﹂
と
そ
の
造

り
方
も
進
歩
し
て
︑

権
力
者
た
ち
の
庭
園

に
対
す
る
趣
味
と
興
味
が
次
第
に
高
ま
っ
た
︒
当
時
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
様
式
に

定
め
ら
れ
た
幾
何
学
的
模
様
の
庭
造
り
に
新
し
い
測
量
術
が
取
り
い
れ
ら
れ
︑

さ
ら
に
一
段
階
進
ん
だ
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
平
面
図
に
計
算
さ
れ
た
厳
格
な

左シ
ン
メ
ト
リ
ー

右
対
称
に
な
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
王
の
周
辺
に
い
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
と
っ
て
こ

の
庭
園
様
式
は
人
気
が
高
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
中
に
お
い
て
非
幾

何
学
的
な
︑
不
揃
い
の
美
を
論
じ
︑
評
価
し
た
の
が
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・

ホ
イ
ヘ
ン
ス
（Sir C

onstantijn H
uygens, 1596–1687

）
で
あ
っ
た
（
図
１
）︒

ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
テ
ン
プ
ル
の
不
揃
い

　
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
十
七
世
紀
中
頃
オ
ラ
ン
ダ
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
庭
園
に
つ
い

て
の
﹁
賞
賛
文
学
﹂（hofdicht

）
に
お
お
い
に
参
加
し
た（

7
）

︒
し
か
し
こ
の
方
面

で
は
も
う
一
人
︑
重
要
な
イ
ギ
リ
ス
人
が
い
た
︒
そ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
と
の
外
交

に
活
躍
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
（Sir W

illiam
 Tem

ple, 1628–1699

）
で

あ
る
︒
テ
ン
プ
ル
も
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
同
様
に
主
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
幾
何
学
模

様
を
賞
賛
し
な
が
ら
︑
同
時
に
不
揃
い
美
も
評
価
す
る
人
物
で
あ
る
︒
テ
ン
プ

ル
は
彼
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
不
規
則
な
新
し
い
美
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
︒

　﹁︹
中
国
人
は
︺
そ
う
し
た
美
が
目
に
飛
び
込
み
︑
感
じ
と
っ
た
瞬
間
直
ち
に
︑

﹁Sharaw
adgi

は
良
い
﹂
と
か
﹁Sharaw

adgi

が
素
晴
ら
し
い
﹂
と
か
︑
あ
る
い

は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
言
っ
て
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
﹂

（
8
）

︒
こ
れ
は
謎
め
い
た

文
面
で
あ
る
︒
後
に
︑
と
り
わ
け
十
八
世
紀
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
庭
園
論
争
の
中

図 1　ネッチャーによるホイヘンスの肖
像画（1672）。Collection Rijksmuseum 
Amsterdam (SK-A-292).
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に
﹁sharaw

adgi

﹂
と
い
う
言
葉
が
時
折
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

9
）

︒
テ
ン
プ
ル

は
﹁sharaw

adgi

﹂
美
学
を
庭
園
美
学
に
応
用
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
︑
後
の

時
代
に
は
そ
れ
が
一
般
的
に
庭
園
そ
の
物
に
関
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
特
に
二
十
世
紀
後
半
か
ら
は
庭
園
論
争
か

ら
都
市
計
画
の
美
学
に
ま
で
応
用
さ
れ
て
︑
近
年
で
は
ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
等

に
ま
で
広
が
り
︑
サ
ウ
ン
ド
・
ス
ケ
ー
プ
や
近
代
芸
術
な
ど
︑
そ
の
意
味
が
格

別
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る（

10
）

︒
近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
テ
ン
プ
ル

の
唱
え
る
﹁
中
国
人
﹂
説
は
批
判
さ
れ
︑
中
国
の
学
者
に
よ
る
と
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

は
言
葉
と
し
て
中
国
語
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る（

11
）

︒
他
の

説
で
は
︑
こ
の
言
葉
は
オ
ラ
ン
ダ
経
由
で
テ
ン
プ
ル
の
耳
に
入
っ
た
の
で
は
な

い
か
︑
と
い
う
推
測
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
日
本
語
の
﹁
洒
落

味
﹂
で
あ
ろ
う
と
書
い
た
の
は
中
村
一
の
エ
ッ
セ
イ
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
に
つ
い

て
﹂（
一
九
八
七
）
で
あ
る
が
︑
た
だ
し
こ
の
推
定
の
み
が
記
さ
れ
て
い
て
︑

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
争
に
も
︑
江
戸
時
代
の
原
語
検
討
に
も
触
れ
て
お
ら
ず
︑

推
定
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い（

12
）

︒

二
章
　
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
と
日
本

　
テ
ン
プ
ル
は
十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
重
要
な
政
治
家
で
あ
る
︒

彼
は
準
男
爵
の
位
を
持
ち
︑
イ
ギ
リ
ス
大
使
と
し
て
二
度
に
わ
た
り
国
家
的
交

渉
の
た
め
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
に
長
期
間
滞
在
し
た
︒
そ
の
折
︑
数
回
ホ
イ
ヘ

ン
ス
の
別
荘
地
を
訪
問
し
た
︒
テ
ン
プ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
初
め
て
締
結
さ
れ

た
平
和
条
約
﹁
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
条
約
﹂
に
も
関
わ
っ
て
い
て
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と

二
人
は
オ
ラ
ン
ダ
皇
太
子
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
イ
ギ
リ
ス
王
の
娘
メ
ア
リ
ー
と
の
結

婚
準
備
を
も
し
た
の
で
あ
る
︒
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
王
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の

役
を
果
た
し
つ
つ
︑
同
時
に
文
化
人
と
し
て
趣
味
生
活
に
も
没
頭
し
て
い
た
︒

こ
の
こ
と
は
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
造
り
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ホ
イ
ヘ
ン

ス
は
庭
園
の
デ
ザ
イ
ン
に
凝こ

っ
て
い
て
︑
所
有
別
荘
地
ホ
ッ
フ
ワ
イ
ク

（H
ofw

ijck

）
に
は
小
さ
い
館
を
建
て
︑
主
に
庭
園
を
楽
し
め
る
よ
う
に
計
画
し
︑

そ
の
庭
に
つ
い
て
二
千
八
百
行
以
上
の
長
い
詩
を
書
い
て
い
る
︒
イ
ラ
ス
ト
入

り
で
印
刷
さ
れ
た
︑
庭
園
と
同
名
の
詩
集
﹃
ホ
ッ
フ
ワ
イ
ク
﹄
の
中
に
お
い
て

彼
は
︑
人
生
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
な
考
え
を
庭
と
い
う
テ
ー
マ
の

中
に
展
開
す
る
︒
た
と
え
ば
あ
る
ハ
ー
グ
の
貴
婦
人
に
宛
て
て
︑
バ
ラ
は
綺
麗

に
咲
い
て
い
る
が
結
局
枯
れ
る
し
か
な
い
︑
女
性
美
は
朽
ち
果
て
る
も
の
な
の

だ
と
説
く
︒
ま
た
子
供
の
教
育
も
︑
規
制
的
な
教
育
を
さ
せ
る
よ
り
も
そ
の
子

の
本
質
を
捕
ま
え
て
自
然
の
ま
ま
で
成
長
さ
せ
る
ほ
う
が
才
能
を
活
か
せ
る
と
︑

自
然
の
成
長
に
例
え
て
説
い
て
も
い
る
︒
子
供
の
教
育
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
期

の
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た（

13
）

︒

「
幾
何
学
」
対
「
不
揃
い
」

　
そ
し
て
ま
た
︑
自
分
の
庭
園
の
植
栽
︑
す
な
わ
ち
自
然
に
成
長
す
る
木
々
の

不
揃
い
さ
は
幾
何
学
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
は
合
わ
な
い
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
箇
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所
も
見
ら
れ
る
︒
当
時
︑
他

の
オ
ラ
ン
ダ
富
裕
層
の
庭
園

主
た
ち
︑
と
り
わ
け
ホ
イ
ヘ

ン
ス
の
友
人
や
詩
人
の
あ
い

だ
で
も
同
様
に
︑
古
典
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
の
形
か
ら
の
脱

却
や
︑
自
然
の
成
長
そ
の
ま

ま
の
木
々
を
評
価
し
︑
そ
う

い
う
美
学
を
観
察
し
評
価
す

る
論
調
が
見
ら
れ
る（

14
）

︒
ホ
イ

ヘ
ン
ス
は
詩
の
中
で
︑
こ
の

自
然
の
不
揃
い
さ
を
論
理
的

に
把
握
す
る
た
め
に
︑
日
本

の
着
物
を
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
例
え
︑
説
明
す
る
︒
つ

ま
り
︑
日
本
の
着
物
の
不
揃

い
さ
は
︑
幾
何
学
模
様
に
嵌

め
ら
れ
な
い
自
然
の
成
長
と

同
じ
美
学
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る（

15
）

︒
こ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス

の
詩
的
発
想
を
理
解
す
る
に

は
︑
彼
の
庭
園
と
当
時
の
日
本
の
着
物
の
両
方
を
細
か
く
検
討
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
︒

　
ま
ず
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
の
か
を
説
明
し

て
み
よ
う
︒
は
じ
め
に
庭
園
の
図
面
を
制
作
す
る
時
に
測
量
術
を
取
り
入
れ
︑

プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
細
か
く
計
算
し
た
地
割
に
従
っ
て
︑
堀
や
園
路
が
左
右
対

称
に
計
画
さ
れ
る
（
図
２
）︒
し
か
も
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
詩
的
発
想
は
土
を
シ
ョ

ベ
ル
で
区
切
る
こ
と
を
︑
着
物
の
仕
立
屋
が
手
織
物
の
布
を
切
る
作
業
に
例
え

て
い
る
︒
生
地
に
印
描
き
し
た
後
︑
鋏
は
さ
み

を
入
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
ホ
イ
ヘ

ン
ス
は
地
面
に
紐
で
線
を
引
き
シ
ョ
ベ
ル
を
入
れ
る
︑
的
確
な
測
量
に
よ
っ
て

図 2　ホイヘンスのホッフワイク庭園の平面図（1653）。詩のなかでホイヘンスは土地を生地のパターンの
ように裁断したと書きのこす。Collection Huygensmuseum Hofwijck (Kuitert 2013, figure 2).

図 3　ホイヘンスの息子の絵（1660）は庭園を風景画の
ようにピクチャレスクに描写する。図２と同じ庭園ではあ
るが、平面の地割は幾何学的であっても、立体風景は不揃
いで、直線はほとんど見られない。Ton van Strien et al. 
2-3; Amsterdam: KNAW Press, 2008, p. 238.
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土
地
は
無
駄
な
く
利
用
さ
れ
庭
園
の
土
台
と
な
る
と
言
う
︒
直
線
断
ち
で
細
か

く
計
算
さ
れ
た
日
本
の
着
物
生
地
の
﹁
布
割
り
﹂
と
同
じ
よ
う
に
︑
無
駄
な
く

利
用
さ
れ
る
こ
と
も
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
着
物
へ
の
喜
び
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る（

16
）

︒

　
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
幾
何
学
的
地
割
に
し
た
が
っ
て
木
々
を
植
え
る
︒
た
だ
︑
そ

の
植
栽
さ
れ
た
木
々
が
規
制
的
に
︑
直
線
や
四
角
に
合
わ
せ
て
伸
び
る
の
で
は

な
く
︑
い
わ
ゆ
る
自
然
に
ま
か
せ
て
︑
特
に
刈
り
込
み
も
さ
れ
ず
︑
不
揃
い
の

ま
ま
成
長
し
た
風
景
で
︑
こ
れ
を
﹁
規
制
の
中
の
不
揃
い
﹂
と
言
う
︒
こ
の
風

景
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息
子
が
描
い
た
絵
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
史
に
お
い
て
︑
こ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息
子
の
絵
は
︑
幾
何

学
的
で
は
な
く
絵
画
的
な
画
法
で
庭
園
風
景
を
描
い
た
例
と
し
て
は
か
な
り
早

い
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
（
図
３
）︒

日
本
の
着
物
と
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク

　
さ
て
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
着
物
の
模
様
の
非
対
称
︑﹁
不
揃
い
﹂
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
不
規
則
な
着
物
模
様
は
当
時
輸
入
さ
れ
た

古
伊
万
里
焼
の
陶
器
の
染
付
け
の
図
柄
に
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
傘
を
差
し

た
着
物
姿
の
女
性
ら
の
左
右
対
称
で
は
な
い
図
柄
か
ら
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ

る
︒
日
本
の
着
物
も
オ
ラ
ン
ダ
に
渡
り
︑
当
時
日
本
か
ら
輸
入
品
と
し
て
も
た

ら
さ
れ
た
わ
ず
か
な
（
慶
長
・
寛
文
）
小
袖
は
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
（Japonsche 

R
ock

）
と
い
う
名
で
オ
ラ
ン
ダ
に
知
ら
れ
︑
人
々
に
驚
く
ほ
ど
の
刺
激
を
与
え

た
︒
そ
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
感
覚
は
日
本
人
の
風
俗
と
し
て
モ
ン
タ
ヌ
ス
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
﹃
日
本
誌
﹄
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
絵
か
ら
も
分
か
る（

17
）

（
図
４
）︒

モ
ン
タ
ヌ
ス
の
絵
に
あ
る
不
揃
い
の
小
袖
の
デ
ザ
イ
ン
は
︑
牧
師
で
も
あ
る
モ

ン
タ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
宗
教
意
識
か
ら
は
規
律
外
れ
の
存
在
で
あ
る

遊
女
︑
す
な
わ
ち
規
律
外
れ
の
歪
ん
だ
モ
ラ
ル
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
説
明
さ
れ

て
い
る
︒
右
肩
の
上
か
ら
左
の
腕
の
下
の
生
地
に
網
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
て
︑

慶
長
小
袖
の
絞
り
染
め
の
定
番
と
も
い
え
る
デ
ザ
イ
ン
の
柄
で
あ
る
︒
ち
な
み

に
︑
こ
の
時
代
の
小
袖
の
背
を
中
心
に
し
て
見
て
み
る
と
布
全
体
は
左
右
対
称

に
見
え
る
が
︑
デ
ザ
イ
ン
は
左
右
対
称
で
は
な
く
︑﹁
不
揃
い
﹂
の
風
景
の
文

様
等
の
図
柄
が
右
肩
か
ら
左
身
頃
に
か
け
て
流
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

図 4　モンタヌスの「日本女郎」は小袖すがたである。
寛文小袖のような肩と袖の下は、足の縁と同様に絞り
染めで、左右対称ではなく、不揃いである。エッチン
グなので襟合わせが左前になっている。 A. Montanus. 
Gedenkwaerdige Gesantschappen ... (Amsterdam, 1669, 
p.321)、国際日本文化研究センター所蔵。
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（
図
５
）︒
初
期
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
は
日
本
製
で
︑
江
戸
参
府
の
折
︑
直
接

幕
府
か
ら
賜
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
日
本
で
入
手
し
た
ヤ
ポ
ン

セ
・
ロ
ッ
ク
は
か
な
り
派
手
な
絵
柄
で
︑
こ
れ
ら
の
着
物
は
現
存
せ
ず
︑
肖
像

画
の
み
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
︑
絵
の
中
に
は
家
紋
の
つ
い
て
い
る
着
物
を
着
用

し
て
い
る
人
物
も
描
か
れ
て
い
る（

18
）

︒
着
物
の
布
そ
の
も
の
は
左
右
対
称
で
あ
る

の
だ
が
︑
そ
こ
に
描
か
れ
た
文
様
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
左
右
対
称
で
は
な
く
︑

い
わ
ゆ
る
不
規
制
の
文
様
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
が
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
関
心
を
惹
き
︑

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
の
﹁
規
制
の
中
の
不
揃
い
﹂
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
詩
的
発
想
は
十
七
世
紀
に
一
般
的
な
芸
術
的
世
界
観
よ
り

も
か
な
り
進
ん
だ
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
ス
と
し
て
︑
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る（

19
）

︒

三
章
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
人
気
を
博
し
た
日
本
の
絹
の
着
物

　
合
計
数
千
枚
に
も
お
よ
ぶ
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
書
簡
は
現
在
ま
で
保
管
さ
れ
て
い

る
︒
彼
は
文
人
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
国
内
外
の
千
三
百
人
以
上
の
知
識
人
︑
政
治

家
︑
文
人
ら
と
ラ
テ
ン
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
︑
英
語
な
ど
で
手
紙

の
交
換
を
し
た（

20
）

︒
テ
ン
プ
ル
宛
て
に
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が
書
い
た
手
紙
も
何
通
か

残
っ
て
い
て
︑
自
分
の
庭
園
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
中
に
は
左

右
対
称
と
不
揃
い
と
い
う
テ
ー
マ
は
出
て
こ
な
い
︒
し
か
し
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は

テ
ン
プ
ル
以
外
の
人
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
日
本
の
着
物
に
つ
い
て
た
び
た
び

触
れ
て
い
る
︒
明
ら
か
に
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
着
物
に
と
て
も
興
味
を
持
ち
︑
時
折

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
倉
庫
を
訪
ね
た
友
人

か
ら
情
報
を
得
て
い
て
︑
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
が
最
近
日
本
か
ら
入
っ
た
か
ど

う
か
を
尋
ね
て
も
い
る
︒
実
際
︑
彼
は
手
に
入
れ
た
小
袖
二
着
を
ア
ン
ヌ
・

ド
ー
ト
リ
ッ
シ
ュ
（A

nne d

ʼAutriche, 1601–1666

）
に
献
上
し
て
い
る
︒
こ
の

ア
ン
ヌ
は
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
三
世
の
王
妃
で
︑
ル
イ
十
四
世
の
母
で
も
あ
る
︒

彼
女
は
未
成
年
の
息
子
に
代
わ
っ
て
摂
政
の
役
を
し
た
人
で
も
あ
り
︑
む
ろ
ん

ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
彼
女
周
辺
の
有
力
者
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
︒

憧
れ
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク

　
ホ
イ
ヘ
ン
ス
を
始
め
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
富
裕
層
の
あ
い
だ
に
異
国
へ
の
興
味
が

図 5　生地は左右対称、文様は右肩より左身頃に流
れて不揃いである。寛文6年（1666）の『御ひいな
かた』複製版、国際日本文化研究センター所蔵。
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高
ま
り
︑
東
イ
ン
ド
会
社
の
投
資
家
た
ち
は
遠
い
国
と
の
貿
易
︑
そ
の
投
資
と

利
益
に
大
き
な
夢
と
憧
れ
を
持
っ
た
︒
利
益
と
共
に
生
ま
れ
た
新
興
富
裕
層
や

貴
族
の
あ
い
だ
で
は
︑
日
本
の
上
着
と
い
わ
れ
る
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
が
ブ
ー

ム
に
な
る
︒
こ
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
は
鮮
や
か
な
色
彩
の
上
等
な
シ
ル
ク
製

品
で
︑
軽
く
て
暖
か
く
︑
室
内
︑
室
外
︑
ま
た
外
出
時
の
衣
装
に
も
な
っ
た
︒

特
に
絹
綿
の
軽
さ
と
暖
か
さ
に
驚
い
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
そ
れ
に
つ
い
て
小
さ
な

俳
句
の
よ
う
な
詩
を
書
き
残
し
︑
そ
の
詩
に
お
い
て
﹁
わ
た
﹂
と
い
う
日
本
語

をW
atten

と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
中
に
新
語
と
し
て
紹
介
し
た
︒
現
在
ド
イ

ツ
語
のW

atte

や
フ
ラ
ン
ス
語
のouate

な
ど
と
し
て
用
い
ら
れ
定
着
し
て
い

る
言
葉
で
あ
る（

21
）

︒

　
こ
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
︑
い
わ
ゆ
る
初
期
の
慶
長
・
寛
文
小
袖
は
ど
ち
ら

か
と
言
う
と
派
手
す
ぎ
て
長
く
は
好
ま
れ
ず
︑
一
六
四
〇
年
代
か
ら
は
一
色
染

の
み
を
日
本
に
特
別
注
文
す
る
こ
と
に
な
る
︒
絹
綿
と
共
に
大
量
に
東
イ
ン
ド

会
社
の
船
で
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
入
っ
た
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
は
こ
れ
ま
で
の

小
袖
で
は
な
く
︑
日
本
で
い
う
綿
入
れ
の
ド
テ
ラ
の
よ
う
な
物
で
あ
っ
た
が
︑

こ
れ
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
貴
族
た
ち
の
憧
れ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
な
り
︑
そ
こ
で

ま
す
ま
す
人
気
が
沸
騰
し
た
︒

　
そ
し
て
一
六
六
〇
︑一
六
七
〇
年
代
に
な
る
と
︑
特
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で

は
日
本
で
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
さ
れ
た
も
の
︑
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
で
新
た
に
作

り
直
し
た
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
が
大
流
行
し
た
︒
し
か
も
異
国
ヤ
ポ
ン
の
衣
装

を
着
て
自
分
の
肖
像
画
を
描
い
て
も
ら
う
こ
と
も
流
行
し
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息

子
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ン
（C

hristiaan H
uygens, 1629–1695

）
と
︑
ま
た
同
世
代

の
テ
ン
プ
ル
の
二
人
は
︑
ネ
ッ
チ
ャ
ー
（C

aspar N
etscher, c1639–1684

）
と
い

う
画
家
に
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
を
着
用
し
た
自
分
た
ち
の
肖
像
画
を
描
か
せ
て

い
る
︒
ネ
ッ
チ
ャ
ー
が
描
い
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
肖
像
（
一
六
七
二
年
）
は
古
典

的
な
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
風
の
衣
装
を
着
て
い
る
が
（
図
１
参
照
）︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス

図 6　ネッチャーによるヤポンセ・ロッ
ク着用のテンプル肖像画 (1675)。絵の
左後ろの背景には不揃いの木々が描か
れている。Collection National Portrait 
Gallery, London (Kuitert 2013, plate 
IV).

図 7　ネッチャーによるヤポンセ・ロッ
ク着用のホイヘンスの息子クリスティ
アーンの肖像画 (c.1671)。絵の左後ろ
の背景には古典的彫刻のある幾何学的
庭園が描かれている。Collection Haags 
Historisch Museum, The Hague, No. 
1926-0012-SCH.
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の
息
子
と
テ
ン
プ
ル
の
若
い
世
代
は
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
を
着
て
い
る
（
図
６
︑

７
）︒
ネ
ッ
チ
ャ
ー
は
他
の
肖
像
画
家
た
ち
と
同
様
に
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
一

着
を
お
客
用
の
衣
裳
と
し
て
工
房
に
用
意
し
て
い
て
︑
ネ
ッ
チ
ャ
ー
本
人
の
ヤ

ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
の
肖
像
画
も
残
さ
れ
て
い
る
（
図
８
ａ
︑
ｂ
）︒

ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
と
庭
園
美
―
―
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

　
テ
ン
プ
ル
の
言
葉
に
︑
中
国
人
た
ち
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
が
素
晴
ら
し
い
﹂
と

言
っ
て
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
と
あ
り
︑
そ
の
続
き
に
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
衣
装
︑
屛

風
絵
︑
陶
器
の
デ
ザ
イ
ン
に
現
れ
て
い
る
と
も
書
い
て
い
る（

22
）

︒
日
本
の
上
着
で

肖
像
画
を
描
い
て
も
ら
っ
た
テ
ン
プ
ル
と
︑
そ
の
友
人
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
庭
園

の
不
揃
い
を
日
本
の
着
物
に
例
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
不
揃
い
︑
シ
ャ
ラ

ワ
ジ
で
あ
る
着
物
を
着
用
し
て
い
る
テ
ン
プ
ル
と
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息
子
の
肖
像

画
の
背
景
に
は
庭
園
が
写
っ
て
い
る
︒
テ
ン
プ
ル
の
背
景
に
は
﹁
不
揃
い
﹂
の

自
然
的
な
風
景
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息
子
の
背
景
に
は
古
典
的
な
幾
何
学
的
庭
園

が
見
ら
れ
る（

23
）

︒
お
そ
ら
く
こ
の
二
人
の
間
に
そ
う
い
う
庭
園
論
争
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
︒
着
用
し
て
い
る
着
物
は
両
方
と
も
同
じ
も
の
で
あ
る
（
図
６
︑７

参
照
）︒
テ
ン
プ
ル
が
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
と
い
う
言
葉
を
紹
介
し
た
後
の
十
八
世
紀

以
降
に
お
い
て
︑
イ
ギ
リ
ス
で
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
庭
園
論
争
の
み
に
使
わ
れ
て

い
た
︒
し
か
し
テ
ン
プ
ル
の
エ
ッ
セ
イ
に
あ
る
表
現
や
使
い
方
を
調
べ
て
み
る

と
︑
彼
の
場
合
︑
実
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
庭
園
に
つ
い
て
で
は
な
く
︑
工
芸
品
の

不
揃
い
美
学
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
テ
ン
プ
ル
の
友
人
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
日
本
工
芸
品
の
愛
好
家
で
あ
り
︑

テ
ン
プ
ル
の
用
い
た
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
も
実
は
中
国
の
工
芸
で
は
な
く
︑
日
本
の
工

芸
品
に
係
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
︒

　
そ
こ
で
筆
者
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
と
い
う
言
葉
は
日
本
語
の
可
能
性
が
高
い
の
で

図 8 a　ネッチャーのヤポンセ・ロック
の肖像画（Attributed to one of his sons 
Théodore (1661–1732) or Constantin 
Netscher (1668–1723) ）。Collection 
and photo Les Arts décoratifs, Paris / 
Jean Tholance.

図 8 b　ネッチャーのヤポンセ・ロック
の花文様（図８a の部分）。
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は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
至
っ
た
次
第
で
あ
る
︒

四
章
　
江
戸
期
の
「
洒
落
」

　
今
日
な
お
︑
着
物
業
界
の
な
か
で
は
﹁
し
ゃ
れ
味
﹂
や
﹁
洒
落
味
﹂
と
い
う

言
葉
が
た
び
た
び
使
わ
れ
て
い
る
︒
雑
誌
﹃
美
し
い
キ
モ
ノ
﹄
に
お
い
て
は
︑

﹁
笹
模
様
の
し
ゃ
れ
味

0

0

0

0

の
あ
る
小
紋
で
お
食
事
を
﹂（
傍
点
は
カ
ウ
テ
ル
ト
）
と

い
う
見
出
し
の
下
に
着
物
姿
の
女
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て

い
る
︒ま

っ
す
ぐ
に
伸
び
る
竹
に
笹
を
紅
型
調
に
染
め
上
げ
た
小
紋
︒
無
地
感
覚

が
好
ま
れ
る
な
か
で
存
在
感
を
発
揮
し
ま
す
︒
松
模
様
の
織
り
な
ご
や
帯

を
合
わ
せ
て
新
年
を
寿
ぐ
気
持
ち
を
装
い
に
込
め
て（

24
）

︒

　
現
在
の
﹁
し
ゃ
れ
味
﹂
と
は
着
物
や
帯
の
模
様
と
そ
の
象
徴
的
意
味
の
取
り

合
わ
せ
等
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
︑
こ
の
例
を
見
る
と
新
年
の
寿
ぎ
を
表
現

し
て
い
る
︒
た
だ
そ
の
洒
落
を
楽
し
む
た
め
に
は
︑
目
立
た
た
ず
工
夫
さ
れ
た

模
様
の
デ
ザ
イ
ン
と
色
と
の
取
り
合
わ
せ
も
肝
心
で
︑
そ
の
工
夫
さ
れ
た
洒
落

を
す
こ
し
ず
つ
味
わ
わ
せ
て
発
見
さ
せ
る
に
は
知
識
︑
教
養
︑
セ
ン
ス
等
が
関

わ
っ
て
く
る
︒
こ
れ
ら
が
す
ぐ
れ
た
着
物
の
洒
落
味
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
︒

前
述
の
よ
う
に
︑
中
国
語
で
は
な
い
と
い
う
言
葉
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
は
日
本
語

の
﹁
洒
落
味
﹂
で
あ
る
と
の
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
江
戸
時

代
の
言
葉
は
︑
階
級
や
年
齢
な
ど
の
身
分
的
な
要
因
︑
男
女
の
違
い
に
よ
る
要

因
︑
さ
ら
に
は
話
す
相
手
や
場
面
な
ど
の
個
別
的
な
要
因
が
︑
複
雑
に
関
連
し

て
成
立
し
て
い
た（

25
）

︒
江
戸
期
の
日
本
語
資
料
の
中
に
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
は
い

な
い
の
だ
が
︑
テ
ン
プ
ル
本
人
も
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
は
自
身
の
耳
で
聞
い
た
言

葉
で
あ
る
と
書
い
て
お
り
︑﹁
話
し
﹂
言
葉
は
﹁
書
き
﹂
言
葉
よ
り
多
い
の
が

常
で
あ
る
か
ら
︑
テ
ン
プ
ル
の
い
た
十
七
世
紀
終
わ
り
頃
に
は
︑
こ
の
﹁
洒
落

味
﹂
が
江
戸
期
に
話
し
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

セ
ン
ス
と
滑
稽

　
ま
ず
は
﹁
洒
落
﹂
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
︒
江
戸
期
に
と
て
も
重
要
な

言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
︑
室
町
時
代
か
ら
様
々
な
内
容
と
含

み
で
使
わ
れ
︑
意
味
は
心
境
性
か
ら
江
戸
期
の
身
の
回
り
の
感
性
の
セ
ン
ス
お

よ
び
滑
稽
性
を
示
す
も
の
に
そ
の
中
心
が
移
る
︒
大
陸
か
ら
日
本
に
渡
っ
た

﹁
洒
落
﹂
と
い
う
熟
語
は
元
来
︑﹁
灑し
ゃ

落ら
く

﹂
と
同
様
の
古
典
中
国
語
で
あ
る（

26
）

︒
そ

し
て
漢
語
の
﹁
灑
落
﹂
は
中
世
仏
教
語
の
一
つ
と
し
て
﹃
碧
巌
録
﹄
に
も
﹁
灑し
ゃ

灑し
ゃ

落ら
く

落ら
く

﹂
と
し
て
登
場
し
︑﹁
い
か
な
る
も
の
に
も
こ
だ
わ
ら
ず
﹂︑﹁
執
着
せ

ず
︑
自
由
自
在
で
あ
る
こ
と
﹂
を
意
味
す
る（

27
）

︒
五
山
文
学
の
中
に
出
て
く
る
洒し
ゃ

落ら
く

は
﹁
何
の
屈
託
も
な
く
︑
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
心
境
・
境
地
に
あ
る

さ
ま
﹂
を
い
う
︒
本
来
は
文
学
用
語
で
は
あ
る
が
︑
接
待
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
決
ま

り
が
な
い
こ
と
に
も
﹁
洒
落
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
例
が
見
ら
れ
る（

28
）

︒
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「
し
ゃ
ら
く
」
と
「
じ
ゃ
ら
く
」

　
そ
こ
で
︑
右
に
挙
げ
た
﹁
し
ゃ
ら
く
﹂
と
室
町
期
の
﹁
じ
ゃ
ら
く
﹂
に
つ
い

て
探
っ
て
み
た
い
︒
初
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
教
理
文
献
に
は
仏
教
の
用
語
と
表
現

が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
や
ラ
テ
ン

語
の
翻
訳
に
お
い
て
は
︑
仏
教
語
を
使
用
し
て
日
本
文
と
し
て
も
わ
か
り
や
す

く
︑
か
つ
知
識
層
用
に
一
定
の
水
準
を
保
ち
つ
つ
教
義
を
説
こ
う
と
す
る
︒
そ

の
一
書
︑
す
な
わ
ち
罪
人
を
善
に
導
く
キ
リ
シ
タ
ン
手
引
書
﹃
ぎ
や
・
ど
・
ぺ

か
ど
る
﹄
に
邪じ
ゃ

楽ら
く

と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い
る（

29
）

︒
邪
楽
は
キ
リ
シ
タ
ン
に

と
っ
て
世
俗
欲
に
捕
ら
わ
れ
た
心
境
で
あ
り
︑
信
者
が
避
け
る
べ
き
悪
し
き
安

楽
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
元
来
仏
教
の
﹁
邪
﹂
と
い
う
字
は
こ
の
キ
リ
シ

タ
ン
言
述
に
方
便
と
し
て
使
わ
れ
︑
仏
教
的
﹁
邪
﹂
は
﹁
正
統
﹂
に
対
す
る

﹁
異
端
﹂
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
経
緯
が
あ
り
︑
そ
の
こ
と
は

一
休
宗
純
の
文
か
ら
も
理
解
で
き
る（

30
）

︒
よ
く
似
た
正
と
邪
の
対
比
が
キ
リ
シ
タ

ン
の
堅
信
論
︑
た
と
え
ば
聖
書
に
つ
ぐ
中
世
第
二
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

﹃C
ontem

ptus M
undi

﹄
に
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
で
﹃
こ

ん
て
む
つ
す
む
ん
地
﹄
と
題
し
て
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
同
書
に
お
い
て

も
正
し
い
信
仰
を
﹁
邪
楽
﹂
に
対
比
さ
せ
︑
信
仰
を
邪
魔
す
る
邪
欲
︑﹁
こ
の

世
に
あ
る
腐
っ
た
欲
望
﹂
を
邪
楽
と
呼
ん
で
い
る（

31
）

︒
こ
の
邪ジ
ャ

楽ラ
ク

は
﹃
日
葡
辞

書
﹄
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
あ
い
だ
だ
け
で
な
く
︑
一
般
的
に

﹁
腐
っ
た
︑
恥
ず
べ
き
癖
﹂
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い（

32
）

︒

正
統
性
か
ら
外
れ
た
―
―
洒
落

　
さ
て
、
こ
の
室
町
時
代
の
「
じ
ゃ
ら
く
」
と
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
し
ゃ

ら
く
」
が
言
語
的
に
関
係
す
る
の
か
否
か
、
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
充
分
に
検
討

さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、「
正
統
か
ら
外
れ
た
」
と
い
う
意
味
合
い
で
も
、

ま
た
そ
の
音
価
の
上
で
も
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

当
時
の
国
語
辞
書
で
あ
る
節
用
集
に
は
「
灑
落
」
が
「
シ
ャ
ラ
ク
」
と
し
て
、

「
洒
落
」
が
「
シ
ャ
ラ
」
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
近
世
前

期
に
お
け
る
節
用
集
の
流
れ
は
、
ほ
ぼ
、
ひ
と
つ
ら
な
り
の
系
譜
と
し
て
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
シ
ャ
ラ
」
は
お
そ
ら
く
江
戸
初
期
の
和
語
「
し

や
ら
」
に
通
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る（

33
）

。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
正
統
性
に
た
い
し
、

近
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
利
い
た
風
な
さ
ま
」、「
気
の
利
い
た
通
語
」
な
ど
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る（

34
）

。
や
が
て
女
性
言
葉
と
し
て
「
今
風
で
あ
か
ぬ
け
て
い
る

こ
と
、
気
の
き
い
た
身
な
り
を
す
る
こ
と
」
や
「
華
や
か
に
装
う
こ
と
」
に
も

使
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
る（

35
）

。
そ
し
て
漢
語
の
洒
落
と
和
語
の
「
し
や
ら
」
が
重

な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く（

36
）

。
だ
が
洒
落
の
発
音
は
江
戸
初
期
に
は
「
し
ゃ
れ
」

で
は
な
く
「
し
ゃ
ら
」
あ
る
い
は
「
し
や
ら
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
テ
ン
プ
ル
の

「
シ
ャ
ラ
」
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
時
代
が
進
む
と
洒
落
本

の
よ
う
に
「
し
ゃ
れ
」
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
和
語
「
し
や

ら
」
に
言
語
の
定
説
が
な
い
。
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洒
落
と
江
戸
期
の
デ
ザ
イ
ン

　
さ
て
、
は
た
し
て
本
当
に
十
七
世
紀
の
日
本
に
「
洒
落
味
」
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
て
い
た
の
か
、
も
し
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
か
、
そ
し
て
現
在
の
「
し
ゃ
れ
味
」
と
類
似
す
る
使
い
方
が
あ
っ
た

の
か
、
等
を
以
下
に
探
っ
て
み
た
。

　
現
代
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ブ
ッ
ク
に
あ
た
る
江
戸
初
期
の
小
袖
の
図
柄
を
載

せ
た
「
雛
形
本
」
は
、
一
六
六
〇
年
代
か
ら
大
量
に
出
版
さ
れ
た
。
特
に
『
御

ひ
い
な
か
た
』
に
見
ら
れ
る
寛
文
小
袖
の
デ
ザ
イ
ン
は
「
洒
落
」
と
し
て
評
価

さ
れ
て
い
た（

37
）

。
し
か
し
、
そ
の
洒
落
は
現
在
使
わ
れ
て
い
る
「
お
し
ゃ
れ
」
と

同
じ
意
味
で
は
な
か
っ
た
。「
お
し
ゃ
れ
」
は
軽
い
意
味
で
な
に
か
の
衣
装
や

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
の
外
観
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
江

戸
の
洒
落
は
も
っ
と
深
み
の
あ
る
理
屈
が
か
っ
た
意
味
で
あ
り
、
つ
ま
り
デ
ザ

イ
ン
の
場
合
に
は
そ
の
物
の
模
様
を
判
じ
絵
の
よ
う
に
解
読
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。『
御
ひ
い
な
か
た
』
に
見
ら
れ
る
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
橋
の
上
に
い
る

鷺さ
ぎ

が
笠
の
下
に
立
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
笠
鷺
」
で
、
こ
れ
は
江
戸
期
に
は

言
葉
の
遊
び
と
し
て
七
夕
伝
説
の
カ
サ
サ
ギ
の
イ
メ
ー
ジ
を
惹
き
起
こ
す
（
図

９
）。
つ
ま
り
『
家
持
集
』
の
歌
「
か
さ
さ
ぎ
の
渡
せ
る
橋
に
お
く
霜
の
白
き

を
見
れ
ば
夜
ぞ
更
け
に
け
る
」
に
よ
る
七
夕
の
恋
人
の
出
会
い
と
い
う
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
な
連
想
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
着
物
柄
の
絵
模
様
が
あ
る
も
の
の
表
象

と
な
り
、
そ
の
描
か
れ
た
柄
の
意
味
を
解
読
す
る
の
は
着
物
を
着
て
い
る
女
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
判
じ
絵
の
中

に
掛
け
ら
れ
て
い
る
意
味
合
い
そ
の
も
の
が
「
洒
落
」
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
は
、

模
様
の
洒
落
は
言
葉
の
遊
び
の
洒
落
と
よ
く
似
て
い
る
。

模
様
と
洒
落

　
こ
の
よ
う
な
洒
落
の
判
じ
模
様
が
明
暦
大
火
と
奢し
ゃ

侈し

禁
止
令
の
後
、
大
人
気

に
な
り
、
女
性
た
ち
は
禁
止
さ
れ
た
豪
華
な
染
め
と
刺
繍
の
か
わ
り
に
、
白
地

部
分
を
多
く
残
し
た
大
胆
な
柄
の
洒
落
文
様
と
い
う
新
し
い
豪
華
さ
に
よ
っ
て
、

禁
止
令
に
抵
抗
し
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
京
都
の
着
物
商
で
あ
る
茶
屋
四
郎
次

郎
に
よ
る
、「
洒
落
」
を
込
め
た
こ
う
し
た
図
柄
は
『
御
ひ
い
な
か
た
』
に

三
十
二
点
も
出
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
六
八
〇
年
代
に
茶
屋
家
の
「
茶
屋
辻
」

模
様
は
「
菱
河
師
宣
風
〔
原
文
マ
マ
〕」
が
著
者
と
さ
れ
る
本
に
紹
介
さ
れ
た
。

図 9　『御ひいなかた』の「ぢたゆふそめ」の「か
さゝぎのもやう」。寛文6年（1666）、複製版、
国際日本文化研究センター所蔵。
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そ
の
師
宣
本
人
も
「
洒
落
」
を
上
手
に
表
現
す
る
町
絵
師
と
し
て
江
戸
時
代
の

画
家
資
料
の
中
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
大
変
興
味
深
い（

38
）

。
こ
の
茶
屋
辻
の
洒

落
は
以
前
の
模
様
よ
り
も
複
雑
に
表
現
さ
れ
、
見
る
人
の
想
像
力
の
有
無
に

よ
っ
て
い
く
つ
も
の
解
釈
が
で
き
る
。
こ
の
茶
屋
辻
模
様
を
見
て
み
る
と
、
荒

い
波
の
浦
に
苫
屋
が
建
っ
て
い
て
、
藤
原
定
家
の
「
み
渡
せ
ば
花
も
も
み
じ
も

な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
ぐ
れ
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る（

39
）

。
苫
屋
は
場
合

に
よ
っ
て
三
階
建
て
の
も
の
も
あ
る
の
で
、
浦
に
立
つ
蜃
気
楼
の
よ
う
に
も
見

て
と
れ
る（

40
）

。
こ
の
茶
屋
辻
文
様
を
ゆ
っ
く
り
楽
し
み
な
が
ら
、
そ
の
図
案
の
ひ

と
つ
ず
つ
を
目
で
追
っ
て
い
る
う
ち
に
色
々
な
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
商
人
の
重
要
な
ビ
ジ
ネ
ス
・
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
っ
た
茶
屋
四
郎
次
郎
の
名

は
、
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
商
館
日
記
に
た
び
た
び
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
「
洒
落
」
は
江
戸
初
期
に
茶
屋
家
を
通
し
て
オ
ラ
ン
ダ
商
人
に
紹
介

さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
洒
落
に
つ
い
て
は
上
記

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
解
明
で
き
た
と
し
て
も
、
も
う
一
方
の
「
味
」
に
つ
い
て
は
ど

う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
章
　
江
戸
期
の
「
洒
落
」
と
「
味
」
―
―
「
洒
落
味
」

　
江
戸
時
代
の
工
芸
論
を
調
べ
る
に
は
着
物
業
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
︒
こ

の
分
野
に
は
特
に
資
料
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
美
し
い
着

物
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
女
性
が
憧
れ
を
持
つ
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ
を

実
際
に
手
に
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
に
違
い
な
い
︒
そ
こ
で
今
日
と
同
様
︑
そ

の
代
わ
り
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
本
を
読
む
の
が
江
戸
時
代
で
も
流
行

し
た
︒
こ
の
最
新
の
情
報
と
模
様
を
絵
で
紹
介
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
雛
形
本
は
︑

大
量
に
出
回
っ
た
︒
こ
の
雛
形
本
の
中
に
は
工
芸
を
論
じ
る
箇
所
も
数
多
い
︒

た
と
え
ば
﹃
都
ひ
い
な
か
た
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　
夫
絵
の
道
は
古
い
に
し

へ
よ
り
世
の
翫
も
て
あ
そ
びの

其
ひ
と
つ
に
し
て
思
ひ
を
の
べ
心

を
た
の
し
ま
し
む
類
の
な
か
だ
ち
也
︑
模も

様や
う

絵
も
又
此
一
躰た
い

に
て
百も
も

万
代

ま
て
も
闕
か
く
る

こ
と
な
き
物
な
り
か
し
︒
さ
れ
は
我
か
日
の
本
の
名め
い

所
風ふ
う

景け
い

天あ
め

地つ
ち

の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
類た
ぐ

ひ
し
ら
ぬ
唐
も
ろ
こ
しの

遠と
を

き
さ
か
ひ
迄
を
︒
纔
わ
づ
か

の
衣き
ぬ

に

染そ
め

顕あ
ら
はし

筆
に
彩
い
ろ
ど
りあ

る
は
︑
源げ
ん

氏じ

の
巻ま
き

に
い
せ
も
の
語
の
こ
と
く
さ
︑
古ふ
る

き

哥
故こ

事じ

今
や
う
連れ
ん

歌か

俳は
い

諧か
ひ

謎な
ぞ

な
ど
の
心
︑
模
様
に
お
よ
ぼ
さ
す
と
い
ふ
こ

図10　菱河師宣風の「茶屋辻模様」『四季
模様諸礼絵鑑』天和年間（1681–1684）。
遠藤貴子「「茶屋染」考――その名称の由
来と豪商茶屋家をめぐって」『研究紀要』
11号、野村文華財団図10。
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と
な
し
︹
中
略
︺
此
姿
を
味
あ
ぢ
は

い
模
様
を
こ
の
む
時
︑
遠と
を

き
に
行
が
ち
か
き

よ
り
す
る
ご
と
く
︑
高た
か

き
に
の
ほ
ら
ず
し
て
ひ
き
し
よ
り
す
る
と
き
の
助
た
す
け

と
も
な
り
な
ん
か
し
と
し
か
い
ふ（

41
）

︒

　
古
代
と
違
い
︑
こ
の
雛
形
本
の
時
代
の
読
者
に
は
︑
自
ら
が
直
接
遠
方
の
事

情
や
︑
階
級
の
ち
が
う
人
々
と
接
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
︑
源
氏
物
語
を
始
め

と
す
る
古
文
芸
や
古
事
︑
連
歌
︑
俳
諧
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
﹁
味
﹂
は
着
物
の
模
様
の
中
に
あ
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
︒
こ
の
文
書
か
ら
は
芸
術
の
広
い
社
会
性
と
歴
史
の
動
き
と
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
古
来
の
物
語
や
︑
歌
︑
名
所
な
ど
は
︑
も
と
も
と

公
卿
や
上
流
武
家
階
級
に
お
い
て
の
み
持
て
囃は
や

さ
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
戦
国
時

代
以
降
の
上
級
町
人
層
の
連
歌
︑
俳
諧
へ
の
接
近
と
江
戸
初
期
の
中
・
下
層
町

人
階
級
の
判
じ
絵
・
謎
遊
び
の
普
及
と
と
も
に
︑
十
七
世
紀
後
半
に
は
階
級
の

枠
を
越
え
て
万
人
の
デ
ザ
イ
ン
着
想
の
根
源
と
な
る
︒
岡
倉
天
心
は
そ
の
よ
う

な
社
会
的
動
き
を
宗
達
や
光
琳
の
人
気
か
ら
察
知
し
た
︒
こ
の
新
し
い
芸
術
が

上
級
町
人
層
と
﹁
洒
落
﹂
を
好
む
士
人
（
武
家
・
知
識
人
）
階
層
の
要
求
を
満

た
し
た
と
い
う
の
で
あ
る（

42
）

︒

味
の
働
き

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
﹃
都
ひ
い
な
か
た
﹄
に
あ
る
﹁
味
わ
い
模
様
﹂
と

﹁
心
﹂
と
の
表
現
で
あ
る
︒
デ
ザ
イ
ン
術
と
し
て
の
絵
模
様
は
︑
そ
の
す
べ
て

の
テ
ー
マ
を
抽
象
し
た
﹁
心
﹂
の
み
を
取
り
上
げ
て
模
様
と
し
て
表
現
さ
れ
た

の
で
あ
る
︒
抽
象
化
さ
れ
た
心
の
表
現
は
洒
落
で
あ
り
︑
そ
の
表
現
を
解
読
す

る
の
は
そ
の
﹁
洒
落
﹂
を
﹁
味
わ
う
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
す
る
と
﹁
洒
落
味
﹂
と

い
う
言
葉
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
そ
の
模
様
の
源
︑
た
と
え
ば
七
夕
の
物
語

を
理
解
し
︑
抽
象
し
た
上
で
︑
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
て
︑
模
様
の
一
枚
に
表
現
す

る
術
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
工
芸
家
の
術
は
上
手
な
ほ
ど
味
が
で
る
︒
た
し
か

に
江
戸
の
用
語
の
中
に
あ
る
表
現
﹁
味
を
や
る
﹂
は
﹁
う
ま
く
や
る
﹂
や
﹁
上

手
に
し
こ
な
す
﹂
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る（

43
）

︒
す
な
わ
ち
﹁
洒
落
味
﹂
は
洒
落
を
上

手
に
し
こ
な
す
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

洒
落
味
―
―
デ
ザ
イ
ン
の
迫
力

　
ほ
か
に
も
﹁
味
﹂
を
接
尾
語
と
し
て
用
い
る
江
戸
初
期
の
面
白
い
表
現
が
あ

る
︒
そ
れ
は
﹁
き
れ
あ
じ
﹂（
切
れ
味
︑
鋭
味
）
あ
る
い
は
﹁
く
ら
あ
じ
﹂（
鞍

味
）
と
い
う
言
葉
で
︑
ど
ち
ら
も
武
士
の
魂
に
関
す
る
必
需
品
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
品
に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
武
士
に
と
っ
て
貴
重
な

品
で
あ
る
刀
剣
と
馬
鞍
の
評
価
に
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
ス
テ
ー

タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
も
工
芸
家
が
ど
れ
ほ
ど
の
腕
利
き
か
を
計
る
も
の
で
あ
っ
て
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
味
﹂
は
そ
の
美
の
評
価
を
指
し
︑
刀
の
振
り
具
合
の
良
さ
や
鋭
利

さ
︑
ま
た
鞍
の
乗
り
心
地
の
良
さ
や
装
飾
の
見
事
さ
ま
で
も
意
味
し
て
い
る（

44
）

︒

つ
ま
り
﹁
味
﹂
は
高
級
に
し
て
複
雑
な
美
の
魔
術
を
表
現
す
る
こ
と
に
も
使
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
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ま
と
め
て
み
る
と
︑﹁
洒
落
味
﹂
は
デ
ザ
イ
ン
の
迫
力
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
優
れ
た
工
芸
技
術
を
融
合
す
る
言
葉
で
あ
り
︑
当
時
の
話
し
言
葉
と
し
て
は

ま
っ
た
く
違
和
感
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
上
記
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
︒
江
戸
時
代
の
資
料
に
書
か
れ
た
言
葉
と
し
て
の
証
拠
は
︑
現
時
点
で

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
書
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
言
葉
で

あ
る
が
︑
江
戸
初
期
の
工
芸
職
人
た
ち
は
商
売
相
手
（
オ
ラ
ン
ダ
商
人
を
含
め

て
）
と
の
商
談
に
際
し
︑
こ
ん
な
言
葉
を
用
い
て
取
引
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
で
︑﹁
し
ゃ
ら
﹂
と
﹁
あ
じ
﹂
を
オ
ラ
ン
ダ
語

で
表
記
す
る
と
︑
発
音
し
づ
ら
い
﹁sharaaji
﹂
に
な
り
︑
そ
こ
で
間
に
﹁
w
﹂

を
挟
み
﹁sharaw

aji

﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
江
戸
言
語
の
研
究
者
に

よ
る
と
︑
当
時
の
日
本
人
も
﹁
w
﹂
を
半
母
音
と
し
て
使
う
と
い
う
の
で

﹁
味
﹂
を
﹁
ワ
ジ
﹂
と
し
て
発
音
し
た
こ
と
は
断
定
で
き
る（

45
）

︒

六
章
　
蒔
絵
簞
笥
と
供
に
旅
し
た
「
洒
落
味
」

　
さ
て
︑
こ
こ
か
ら
は
﹁
洒
落
味
﹂
を
伝
え
た
人
物
や
そ
の
伝
播
経
路
に
つ
い

て
探
っ
て
み
た
い
︒
こ
の
謎
め
い
た
日
本
の
美
学
は
ど
の
よ
う
に
し
て
テ
ン
プ

ル
の
耳
に
入
っ
た
の
か
︑
最
後
の
謎
を
解
い
て
い
こ
う
と
思
う
︒
ホ
イ
ヘ
ン
ス

の
周
辺
に
は
日
本
文
化
の
専
門
家
と
言
わ
れ
る
何
人
か
の
人
物
が
い
た
︒
ホ
イ

ヘ
ン
ス
と
親
戚
関
係
を
持
つ
カ
ロ
ン
（François C

aron, 1600?–1673

）
と
ス
ペ
ッ

ク
ス
（Jacob Specx, 1589?–1647

以
降
）
は
ど
ち
ら
も
カ
ピ
タ
ン
と
し
て
平
戸

と
長
崎
に
長
期
間
滞
在
し
︑
特
に
カ
ロ
ン
は
日
本
語
が
堪
能
で
あ
っ
た
︒
か
れ

ら
を
通
じ
て
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
日
本
の
文
化
情
報
を
入
手
し
︑
異
国
の
美
し
い
工

芸
品
に
触
れ
美
意
識
を
高
め
た（

46
）

︒
し
か
し
日
本
の
鎖
国
令
が
厳
し
く
な
る
と
と

も
に
カ
ピ
タ
ン
は
長
く
日
本
に
滞
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
︒

一
六
三
九
年
に
カ
ロ
ン
は
日
本
語
が
達
者
な
最
後
の
カ
ピ
タ
ン
と
し
て
日
本
か

ら
出
国
し
た
の
で
あ
る
︒
日
本
で
洒
落
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
が
ブ
ー
ム
と
な
っ

た
の
は
︑
そ
れ
よ
り
後
の
一
六
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
り
︑
言
葉
と
し
て
の

﹁sharaw
adgi

﹂
が
テ
ン
プ
ル
の
文
書
に
現
れ
て
く
る
の
は
一
六
八
〇
年
代
で
あ

る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ス
ペ
ッ
ク
ス
や
カ
ロ
ン
が
﹁
洒
落
味
﹂
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝

え
た
と
い
う
の
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
︒

唯
一
の
日
本
通

　
い
っ
ぽ
う
テ
ン
プ
ル
の
ハ
ー
グ
滞
在
の
時
期
一
六
六
〇
～
一
六
七
〇
年
代
に
︑

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
周
辺
に
は
日
本
語
が
堪
能
な
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
唯
一
と
い
わ
れ
る

日
本
文
化
専
門
家
が
い
た
︒
そ
の
人
物
と
は
オ
ラ
ン
ダ
商
人
の
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ

ク
（E

rnst van H
ogenhoek, ?–1675

）
で
あ
っ
た
︒
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
カ
ピ
タ

ン
で
は
な
く
商
人
で
し
か
な
か
っ
た
︒
無
論
カ
ロ
ン
よ
り
低
い
立
場
に
い
る
人

物
で
あ
る
︒
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
鎖
国
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
六
五
四
年
か

ら
一
六
六
二
年
ま
で
長
崎
出
島
に
滞
在
し
︑
日
本
在
住
九
年
と
い
う
珍
し
い
経

歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
た（

47
）

︒
彼
の
公
的
立
場
が
低
い
た
め
︑
長
崎
奉
行
も
さ
ほ
ど

厳
し
く
は
扱
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
商
売
上
手
の
う
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え
に
日
本
語
も
よ
く
で
き
た
か
ら
︑
日
本
の
商
人
に
と
っ
て
も
便
利
な
人
物
で

あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒
彼
が
値
段
交
渉
の
会
議
に
参
加
し

た
確
か
な
証
拠
も
見
ら
れ
る
︒

　
当
時
︑
日
本
に
往
来
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
の
多
く
は
土
産
品
と
し
て
た
く

さ
ん
の
工
芸
品
を
持
ち
帰
り
︑
こ
れ
ら
を
本
国
に
帰
国
し
た
後
に
売
り
さ
ば
い

た
人
も
少
な
く
な
い
︒
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
こ
の
東
イ
ン
ド
行
き
商
人
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
何
ら
か
の
方
法
で
隠
れ
て

（
む
ろ
ん
個
人
の
利
益
の
た
め
に
）
こ
う
し
た
品
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
売
買
取
引

に
従
事
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い（

48
）

︒
こ
の
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
も
例
外
で
は
な

く
︑
蒔
絵
の
簞
笥
四
竿
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
私
物
と
し
て
運
ん
だ
︒
彼
の
簞
笥
は

特
に
大
き
く
︑
豪
華
か
つ
高
価
で
︑
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
の
雑
誌
に
ま
で
宣
伝
し
︑

そ
の
値
段
も
載
せ
て
い
た（

49
）

︒
東
イ
ン
ド
会
社
側
か
ら
は
︑
や
が
て
そ
の
行
き
過

ぎ
た
個
人
ビ
ジ
ネ
ス
が
も
と
で
嫌
わ
れ
た
存
在
に
な
り
︑
結
局
オ
ラ
ン
ダ
か
ら

離
れ
て
デ
ン
マ
ー
ク
で
商
工
会
議
所
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る（

50
）

︒

　
し
か
し
オ
ラ
ン
ダ
で
の
嫌
わ
れ
た
こ
と
は
実
は
表
向
き
だ
け
で
あ
っ
た
︒
そ

れ
は
彼
が
日
本
美
術
の
通
で
あ
り
︑
専
門
家
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
各
国
の
文
書
か
ら
読
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
一
例
を

挙
げ
る
と
︑
ロ
ン
ド
ン
の
学
問
的
雑
誌
に
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
の
日
本
観
察
の
記

事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
も
う
一
例
を
あ
げ
る
と
︑
フ
ラ
ン
ス
王
・
ル
イ
十
四

世
の
秘
書
ジ
ュ
ス
テ
ル
（H

enri Justel, 1620–1693

）
も
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
の
日

本
語
力
を
カ
ロ
ン
よ
り
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る（

51
）

︒
当
時
︑
日
本
の
最
新

情
報
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
︑
鎖
国
以
来
︑
数
十
年
ぶ

り
で
あ
っ
た（

52
）

︒
皆
の
興
味
を
惹
い
て
い
た
日
本
の
温
灸
に
つ
い
て
も
︑
日
本
通

第
一
人
者
の
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
東
洋
で
の
モ
ク
サ
の
経
験
を
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と

テ
ン
プ
ル
に
語
っ
て
お
り
︑
後
に
テ
ン
プ
ル
の
温
灸
に
つ
い
て
の
長
い
エ
ッ
セ

イ
が
ホ
イ
ヘ
ン
ス
に
献
じ
ら
れ
て
い
る（

53
）

︒
す
る
と
︑
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
と
い
う
言
葉

も
ホ
ー
へ
ン
フ
ッ
ク
か
ら
テ
ン
プ
ル
の
耳
に
入
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
て

く
る
︒
そ
し
て
こ
れ
を
解
く
鍵
は
蒔
絵
の
簞
笥
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

蒔
絵
の
洒
落

　
蒔
絵
の
伝
統
的
風
景
文
様
は
︑
平
安
時
代
の
﹁
葦
手
絵
﹂
以
来
の
伝
統
で
あ

る
︒
こ
れ
は
文
学
上
の
名
所
な
ど
を
象
徴
的
に
描
い
た
風
景
模
様
か
ら
発
達
し

た
も
の
で
あ
っ
た（

54
）

︒
そ
し
て
十
七
世
紀
中
頃
︑
京
都
の
漆
工
芸
は
そ
の
重
要
な

図11　僧正遍昭の歌「名にめでて、折れ
るばかりぞ、女郎花、われおちにきと、
人に語るな」を表現する留守文様。落馬
した遍昭の姿をあからさまに描かずのデ
ザインはいかにも洒落ている。『江戸蒔絵
――光悦・光琳・羊遊斎一』東京国立博物
館、2002年、図26。
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転
換
期
に
入
る
︒
洒
落
を
好
む
武
家
や
知
識
人
層
ま
た
富
裕
町
人
層
の
要
求
を

満
た
し
た
の
が
︑
町
絵
師
や
宗
達
︑
光
琳
な
ど
の
琳
派
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
で

あ
っ
た（

55
）

︒
伝
統
の
型
か
ら
は
み
出
し
た
斬
新
な
想
像
力
が
﹁
洒
落
﹂
と
し
て
評

価
さ
れ
た
︒
和
歌
の
意
図
を
あ
か
ら
さ
ま
に
描
か
ず
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
留
守
絵
﹂

の
蒔
絵
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
古
典
で
あ
り
な
が
ら
︑
あ
ら
た
な
諧か
い

謔
ぎ
ゃ
く

味

を
帯
び
た
発
想
が
愛
好
さ
れ
た
の
で
あ
る（

56
）

（
図
11
）︒
光
悦
の
舟
橋
蒔
絵
硯
箱

は
漆
工
芸
分
野
に
お
け
る
そ
の
洒
落
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
発

想
は
光
悦
本
人
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
漆
工
芸
家
た
ち
の
あ
い
だ
か
ら
出
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
資
料
か
ら
判
断
で
き
る（

57
）

︒
光
悦
の
漆
工
芸
家
の
洒
落
は
茶

屋
家
の
洒
落
デ
ザ
イ
ン
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
現
れ
て
く
る（

58
）

︒

海
外
客
の
憧
れ
―
―
輸
出
用
の
洒
落

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
の
輸
出
用
の
簞
笥
は
特
に
蒔
絵
が
高
く
評
価
さ
れ
た
︒
こ

れ
ら
高
級
蒔
絵
簞
笥
や
箱
は
珍
品
で
高
価
ゆ
え
︑
主
に
皇
室
・
王
族
の
手
に

渡
っ
た
︒
い
う
ま
で
も
な
く
当
時
も
︑
し
ば
し
ば
注
文
主
側
か
ら
時
代
の
流
行

に
合
わ
せ
て
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
が
出
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
時
代

は
︑
こ
れ
ま
で
も
て
は
や
さ
れ
た
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
﹁
南
蛮
﹂

幾
何
学
模
様
か
ら
︑
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
模
様
に
変
わ
る
時
期
で
も
あ
っ
た（

59
）

︒

こ
れ
ら
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
た
︑
い
く
つ
か
の
漆
工
芸
品
に
は
風
景
模
様
が
描

か
れ
て
い
る
︒
伝
統
的
な
庭
園
風
景
の
描
か
れ
た
模
様
の
蒔
絵
箱
は
カ
ロ
ン
が

一
六
三
〇
年
代
に
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
っ
た（

60
）

︒
そ
の
お
よ
そ
三
十
年
後
に
ホ
ー

ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
日
本
に
滞
在
し
た
︒
期
間
は
一
六
五
四
年
か
ら
一
六
六
二
年
ま

で
で
あ
り
︑
そ
の
時
期
に
京
都
の
漆
工
芸
商
人
は
良
い
注
文
を
受
け
る
た
め
に

毎
年
一
回
長
崎
に
出
向
き
︑
直
接
︑
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
ら
と
商
取
引
を
し
た
︒

ピ
ー
ク
は
一
六
五
八
年
と
一
六
六
五
年
の
間
と
見
ら
れ
︑
そ
の
時
期
の
東
イ
ン

ド
会
社
は
毎
年
︑
漆
簞
笥
を
何
十
竿
と
注
文
し
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
っ
て
帰
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
の
値
段
と
デ
ザ
イ
ン
の
や
り
取
り
に
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
自
身

が
参
加
し
た
こ
と
は
商
館
日
記
か
ら
窺
え
る
︒
簞
笥
だ
け
で
な
く
︑
イ
ン
ド
の

シ
ャ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
の
た
め
に
︑
象
に
乗
せ
る
屋
根
付
き
の
蒔
絵
鞍
な
ど
を

京
都
の
漆
職
人
に
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
注
文
し
た
も
の
も
あ
る（

61
）

︒
日
本
語
の
で
き

る
オ
ラ
ン
ダ
人
は
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
し
か
い
な
い
の
で
あ
り
︑
日
本
工
芸
家
の

﹁
話
し
﹂
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
場
に
登
場
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ホ
ー
ヘ
ン

フ
ッ
ク
は
注
文
主
と
し
て
︑
東
イ
ン
ド
会
社
だ
け
で
は
な
く
︑
自
分
個
人
の
売

り
物
に
な
る
よ
う
に
言
葉
た
く
み
に
要
望
し
た
に
違
い
な
い
︒
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ

ク
が
持
ち
帰
っ
た
簞
笥
に
は
オ
ラ
ン
ダ
王
室
所
蔵
の
二
竿
の
セ
ッ
ト
（
図
13
）︑

こ
れ
と
同
柄
の
一
竿
が
デ
ィ
ジ
ョ
ン
博
物
館
に
あ
り
︑
風
景
は
全
く
同
様
だ
が
︑

木
地
蒔
絵
︑
黒
地
で
は
な
い
（
図
14
）︒
こ
の
簞
笥
は
ル
イ
十
四
世
の
長
男
の

夫
人
マ
リ
ー
・
ア
ン
ヌ
・
ド
・
バ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
（M

arie-A
nne de B

avière 1660–

1690
）
の
所
有
と
さ
れ
る（

62
）

︒

簞
笥
の
洒
落
を
味
わ
う

　
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
の
簞
笥
は
特
注
で
︑
も
は
や
南
蛮
の
幾
何
学
模
様
で
は
な



24

く
︑
風
景
の
古
典
模
様
で
も
な
い
︑
庭
園
風
景
で
も
な
い
︑
実
際
に
日
本
の
国

の
風
景
と
そ
こ
を
旅
す
る
オ
ラ
ン
ダ
商
人
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
12
）︒
京
都

の
工
芸
家
お
よ
び
職
人
た
ち
は
︑
そ
の
新
し
い
発
想
を
い
か
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
顧
客
に
深
く
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
腐
心
し
た
︒
そ
の
う
え
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
ン
テ
リ
ア
に
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
不
思
議
な

工
夫
も
目
立
つ
︒
東
イ
ン
ド
会
社
が
持
っ
て
帰
っ
た
屛
風
や
簞
笥
は
豪
華
な
宮

殿
の
天
井
の
高
い
部
屋
に
は
不
向
き
で
あ
る
た
め
︑
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
小
さ

な
ブ
ー
ド
ゥ
ワ
ー
ル
︑
つ
ま
り
婦
人
の
私
室
に
置
か
れ
て
い
た
︒
し
か
し
ホ
ー

ヘ
ン
フ
ッ
ク
が
注
文
し
た
簞
笥
は
︑
応
接
間
や
広
間
の
部
屋
の
マ
ン
ト
ル
ピ
ー

ス
︑
あ
る
い
は
入
口
の
扉
の
両

脇
に
置
か
れ
る
た
め
︑
二
竿
の

左
右
対
称
の
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た

（
図
13
）︒
こ
の
簞
笥
の
バ
ロ
ッ

ク
風
の
台
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
職

人
に
作
ら
せ
て
い
る
︒
室
内
飾

り
が
左
右
対
称
で
あ
る
よ
う
に
︑

東
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
大
型
磁

器
瓶
の
左
右
対
称
セ
ッ
ト
も
同

じ
時
期
︑
一
六
六
〇
年
代
か
ら

流
行
す
る（

63
）

︒
と
り
わ
け
ホ
ー
ヘ

ン
フ
ッ
ク
が
持
ち
帰
っ
た
み
ご

と
な
簞
笥
に
は
富
士
山
や
出
島
の
ほ
か
︑
東
海
道
沿
い
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
理
的

風
景
が
簡
略
に
活
写
さ
れ
て
い
る
が
︑
左
向
き
と
右
向
き
に
対
称
的
に
写
さ
れ

て
お
り
︑
双
方
と
も
ま
っ
た
く
同
じ
絵
で
あ
る
︒
そ
の
風
景
の
中
心
に
は
︑
四

人
の
人
足
た
ち
が
こ
の
注
文
し
た
簞
笥
と
似
た
も
の
一
竿
を
担
い
で
橋
を
渡
っ

て
運
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
14
）︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
自
分

の
作
品
の
上
に
そ
の
作
品
そ
の
も
の
を
ま
た
描
写
（
紋
中
紋
）
す
る
の
も
︑
漆

職
人
に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
実
際
の
風
景
を
縮
図
に
し

て
︑
簞
笥
を
簞
笥
の
上
に
再
帰
的
に
描
い
た
り
︑
こ
の
上
に
風
景
を
鏡
映
的
に

二
つ
の
簞
笥
が
左
右
対
称
セ
ッ
ト
に
な
る
よ
う
描
い
た
り
︱
︱
い
か
に
そ
の
正

図12　ホーヘンフックが持って帰った蒔絵簞笥の正面
（部分）。オランダ王室所蔵。Y. Trousselle. La voie du
imari: l'aventure des porcelaines à l'époque Edo. CNRS 
Éditions, 2008, p113.

図13　ホーヘンフックが持って帰った蒔絵簞笥は左右対
称の二竿セット。オランダ王室所蔵。著者撮影。
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統
か
ら
外
れ
た
創
造
を
味
わ
う
か
を
論
じ
つ
つ
︑
京
都
漆
工
芸
商
人
た
ち
と
商

人
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
の
間
に
は
﹁
し
ゃ
ら
あ
じ
﹂
と
い
う
言
葉
が
飛
び
交
っ
て

い
た
と
想
像
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

七
章
　「
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
」
の
伝
播

　
し
か
し
︑
も
う
一
つ
の
疑
問
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族
や
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が

﹁
し
ゃ
ら
あ
じ
﹂
を
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
を

解
く
鍵
は
イ
ギ
リ
ス
女
王
メ
ア
リ
ー
に
宛
て
ら
れ
た
一
通
の
手
紙
に
隠
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
一
六
八
五
年
九
月
の

手
紙
は
︑
中
国
皇
帝
が
メ
ア
リ
ー

に
送
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
︑
漆
屛

風
の
美
学
が
細
か
く
英
語
で
説
明

し
て
あ
る
︒
メ
ア
リ
ー
が
自
分
の

宮
殿
の
イ
ン
テ
リ
ア
に
合
わ
な
い

屛
風
を
ノ
コ
ギ
リ
で
切
ら
せ
︑
そ

の
破
片
を
壁
飾
り
と
し
て
使
っ
た

こ
と
を
耳
に
し
た
中
国
皇
帝
が
メ

ア
リ
ー
の
野
蛮
な
行
動
に
た
い
し

て
怒
り
を
も
っ
て
手
紙
を
書
い
た
︑

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
屛

風
絵
は
細
か
い
象
徴
的
意
味
を
も
つ
︑
と
皇
帝
は
説
く
︒
様
々
に
略
し
た
絵
や

モ
チ
ー
フ
は
文
学
的
も
し
く
は
判
じ
絵
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ

を
バ
ラ
バ
ラ
に
き
ざ
み
︑
ま
た
勝
手
に
張
り
合
わ
せ
て
壁
飾
り
と
し
て
使
う
の

で
あ
れ
ば
︑
本
来
の
芸
術
性
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
書
い
て
い
る
の

で
あ
る
︒
こ
の
手
紙
文
に
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
書
か

れ
て
い
な
い
の
だ
が
︑
こ
の
屛
風
の
洒
落
味
の
働
き
が
明
白
に
表
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
隠
さ
れ
て
い
る
芸
術
的
な
意
味
が
メ
ア
リ
ー
の
判
断
で
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ

た
の
は
芸
術
性
を
壊
す
も
の
で
あ
る
と
中
国
皇
帝
は
説
明
す
る
︒
も
し
も
︑
こ

れ
か
ら
壁
飾
り
の
漆
絵
が
必
要
で
あ
れ
ば
︑
部
屋
や
壁
の
寸
法
を
教
え
て
も
ら

え
れ
ば
︑
特
別
注
文
し
て
中
国
で
作
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
︑
ノ
コ
ギ
リ

で
恣
意
的
に
切
る
こ
と
は
絶
対
に
や
め
て
ほ
し
い
︑
と
中
国
の
皇
帝
は
忠
告
す

る
の
で
あ
る
︒

皇
帝
の
手
紙
か
ら
読
み
取
れ
る
洒
落
味

　
実
は
こ
の
手
紙
は
中
国
皇
帝
か
ら
で
は
な
く
︑
メ
ア
リ
ー
が
親
し
く
し
て
い

る
ハ
ー
グ
の
友
人
が
書
い
て
送
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は

八
十
九
歳
に
も
な
っ
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が
文
学
的
遊
び
と
し
て
中
国
皇
帝
の
ふ
り

を
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
王
た
ち
が
中
国
の
儒
教
的
道
徳

や
国
家
組
織
に
つ
い
て
大
き
な
興
味
を
示
し
て
い
た
の
で
︑
メ
ア
リ
ー
に
注
意

換
起
を
す
る
た
め
に
︑
本
当
は
そ
れ
が
日
本
の
芸
術
品
で
あ
っ
て
も
中
国
の
物

と
見
せ
か
け
た
ほ
う
が
効
果
的
な
の
で
あ
っ
た（

64
）

︒
他
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
文
中
に

図14　絵の中心には簞笥を運ぶ人足がみられる（部分）。
ディジョン博物館所蔵。著者撮影。
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は
日
本
が
た
び
た
び
出
て
く
る
の
に
た
い
し
︑
中
国
が
出
て
く
る
の
は
今
回
の

み
で
あ
る
︒
こ
の
手
紙
か
ら
解
る
よ
う
に
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
日
本
の
洒
落
味
を
︑

﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
使
わ
な
く
て
も
︑
驚
く
ほ
ど
細
か

く
説
明
し
て
い
る
︒
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
身
分
の
低
い
商
人
た
ち
の
口
語
表
現
を
書

き
残
す
ま
で
は
し
な
か
っ
た
が
︑
日
本
工
芸
の
洒
落
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
美
学

と
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
伺
い
知
れ
る（

65
）

︒

　
当
時
の
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
判
じ
絵
︑
い
わ
ゆ
る
エ
ム
ブ
レ

マ
タ
（em

blem
ata

）
は
日
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
文
学
︑
こ
と
わ
ざ
︑
古

代
神
話
等
を
芸
術
の
モ
チ
ー
フ
に
す
る
︒
で
あ
る
か
ら
ホ
イ
ヘ
ン
ス
に
と
っ
て
︑

エ
ム
ブ
レ
マ
タ
と
同
様
に
洒
落
味
の
感
覚
を
理
解
す
る
の
は
き
わ
め
て
容
易
で

あ
っ
た
︒
そ
し
て
彼
の
ホ
ッ
フ
ワ
イ
ク
庭
園
そ
の
も
の
も
︑
一
つ
の
大
き
な
エ

ム
ブ
レ
マ
タ
遊
び
の
場
と
し
て
︑
し
か
も
洒
落
味
に
も
と
づ
い
て
出
来
上
が
っ

た
芸
術
作
品
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
洒

落
味
を
正
し
く
理
解
す
る
の
だ
が
︑
こ
れ
に
た
い
し
︑
テ
ン
プ
ル
に
は
洒
落
味

の
意
味
が
ど
れ
ほ
ど
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

テ
ン
プ
ル
と
中
国
人

　
中
国
皇
帝
を
装
う
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
手
紙
は
一
六
八
五
年
に
書
か
れ
た
︒
テ
ン

プ
ル
も
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
同
様
︑
イ
ギ
リ
ス
王
に
な
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
メ
ア

リ
ー
女
王
に
近
い
人
物
で
は
あ
る
が
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
ほ
ど
の
知
識
と
人
生
経
験

は
な
か
っ
た
︒
だ
が
彼
も
︑
女
王
が
中
国
の
皇
帝
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
と

の
噂
は
テ
ン
プ
ル
夫
人
（D

orothy

）
と
同
居
す
る
妹
（M

artha

）
か
ら
耳
に
し

た
に
ち
が
い
な
い
︒
二
人
と
も
メ
ア
リ
ー
の
親
友
で
あ
っ
た（

66
）

︒
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

を
紹
介
す
る
テ
ン
プ
ル
の
エ
ッ
セ
イ
は
﹁
中
国
皇
帝
﹂
の
手
紙
と
同
年
の

一
六
八
五
年
に
書
か
れ
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が
一
六
八
七
年
に
亡
く
な
っ
た
三
年
後

の
一
六
九
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
︒
庭
園
の
遊
び
と
文
学
的
評
価
を
賞
賛
す
る
こ

の
エ
ッ
セ
イ
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
へ
の
尊
敬
の
念
を
込
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

先
輩
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
﹁
中
国
皇
帝
﹂
文
学
遊
び
に
影
響
さ
れ
︑
テ
ン
プ
ル
自
身

も
中
国
へ
の
憧
れ
が
強
か
っ
た
︒
彼
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
日
本
の
美
学
概
念
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
中
国
人
が
陶
芸
︑
屛
風
︑
着
物
に
つ
い
て
言
う
言

葉
で
あ
る
と
エ
ッ
セ
イ
に
残
し
︑
中
国
人

0

0

0

の
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
は
こ
れ
を
通
し

て
世
界
に
広
ま
っ
た（

67
）

︒
テ
ン
プ
ル
が
洒
落
味
の
工
芸
品
に
つ
い
て
の
美
術
的
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
あ
る
程
度
理
解
し
た
の
は
違
い
な
い（

68
）

︒
だ
が
︑
彼
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

と
い
う
言
葉
を
︑
庭
園
の
不
揃
い
を
裏
づ
け
る
概
念
と
し
て
使
い
た
か
っ
た
︒

そ
し
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
か
ら
テ
ン
プ

ル
の
近
代
ロ
マ
ン
主
義
に
転
換
す
る
現
場
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
︒

シ
ャ
ラ
ワ
ジ
の
庭
園

　
エ
ッ
セ
イ
の
刊
行
と
ほ
ぼ
同
時
に
テ
ン
プ
ル
の
モ
ア
ー
・
パ
ー
ク
別
荘
の
庭

園
図
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
図
に
テ
ン
プ
ル
の
不
揃
い
の
庭
園
美
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
︒
く
ね
く
ね
曲
が
っ
た
園
路
が
自
然
曲
線
の
川
に
沿
っ
た
ま
ま
走
っ

て
い
る
︒
こ
の
不
揃
い
庭
園
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
︑
後
に
︑
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こ
の
別
荘
庭
園
は
イ
ギ
リ
ス
風
景
式
庭
園
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る（

69
）

︒
こ
れ
に

よ
り
風
景
式
庭
園
論
争
に
お
い
て
はsharaw

adgi

が
﹁
不
揃
い
﹂
と
の
意
味
に

な
っ
た
︒

　
以
上
の
考
察
か
ら
︑﹁
じ
ゃ
ら
く
﹂︑﹁
し
ゃ
ら
く
﹂︑﹁
し
や
ら
﹂︑﹁
し
ゃ

ら
﹂
と
﹁
あ
じ
﹂
を
ま
と
め
て
み
る
と
︑
ま
ず
商
人
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
が
長
崎

で
京
都
の
漆
工
芸
商
人
に
接
し
︑
そ
こ
で
得
た
﹁
し
ゃ
ら
あ
じ
﹂
と
い
う
言
葉

と
概
念
が
︑
日
本
工
芸
美
学
を
高
く
評
価
す
る
ホ
イ
ヘ
ン
ス
を
通
じ
て
テ
ン
プ

ル
の
﹁sharaw

adgi

﹂
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
伝
播
経
路
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

お
わ
り
に

　
以
上
︑
探
求
し
た
十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
理
解
の

具
体
例
か
ら
︑
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
日
本
の
工
芸
家
の
﹁
洒
落
味
﹂
に
由
来
し
て
い

る
と
十
分
な
裏
付
け
を
も
っ
て
主
張
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
と
は
こ

の
時
代
の
日
本
美
意
識
を
中
核
と
し
た
歌
・
名
所
・
故
事
・
謎
な
ど
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
迫
力
と
優
れ
た
工
芸
技
術
を
融
合
す
る
謂い
い

で
あ
る
︒

歌
・
名
所
の
多
く
は
風
景
模
様
で
あ
る
が
︑
京
都
の
蒔
絵
職
人
は
光
悦
な
ど
の

ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
た
め
に
新
し
い
﹁
洒
落
の
味
﹂
を
開
発
し
た
︒
オ

ラ
ン
ダ
商
人
側
か
ら
は
さ
ら
に
新
た
な
﹁
洒
落
味
﹂
が
要
求
さ
れ
︑
簞
笥
の
模

様
も
︑
も
は
や
古
典
文
学
な
ど
に
ち
な
む
模
様
で
は
な
く
︑
実
際
に
あ
っ
た
東

海
道
の
風
景
︑
旅
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
の
実
写
な
ど
が
注
文
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
蒔
絵
簞
笥
製
作
職
人
た
ち
に
は
今
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
﹁
洒
落

味
﹂
が
依
頼
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒

　
陶
器
や
蒔
絵
簞
笥
︑
屛
風
︑
小
袖
な
ど
に
も
描
か
れ
た
こ
れ
ら
の
風
景
模
様

は
︑
ま
さ
に
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
の
庭
園
風
景
論
に
マ
ッ
チ
し
︑
テ
ン
プ
ル

や
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
文
章
と
と
も
に
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
た
︒
テ
ン
プ
ル
以
降
︑
時
代
と
と
も
に
庭
園
文
化
の
な
か
で
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
の

意
味
は
﹁
不
揃
い
﹂
に
転
化
し
て
︑
風
景
画
と
と
も
に
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
美
に

発
展
し
た
︒
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
活
用
さ
れ
︑
風
景
式

図15　モアー・パークの本館のあたりにある幾何学的庭
園にたいし、左下に見える川の支流の間に挟んだ不揃い
の庭園はシャラワジとして評価されている。Moor Park 
water colour painting (1690s) attributed to Johannes Kip; 
Collection Surrey County Council, (Kuitert 2013, plate VI).
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庭
園
︑
ロ
マ
ン
主
義
︑
都
市
計
画
︑
最
近
で
は
サ
ウ
ン
ド
・
ス
ケ
ー
プ
︑
現
代

ア
ー
ト
に
ま
で
概
念
的
な
意
味
を
持
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
用
語
に
な
っ
て
い
る（

70
）

︒
も

と
は
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
な
交
流
︑
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
一

端
を
担
う
言
葉
で
あ
っ
た
︒
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
の
意
味
に
関

し
て
論
争
が
行
な
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
も
と
も
と
の
言
葉
の
意
味
は
分

か
ら
な
い
ま
ま
閑
却
さ
れ
て
き
た
︒
日
本
に
お
い
て
も
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
な
い

ま
ま
︑
国
語
の
辞
書
に
も
載
っ
て
お
ら
ず
︑
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

付
記
：
筆
者
は
拙
論
（
英
文
）“Japanese A

rt, A
esthetics, and a European D

iscourse: 

U
nraveling Sharaw

adgi ” ( Japan Review
 27,  2014)

に
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
のsharaw

adgi

意

識
を
紹
介
し
、
江
戸
時
代
の
着
物
デ
ザ
イ
ン
用
語
「
洒
落
味
」
と
の
比
較
か
ら
そ
の
美
学

を
追
究
し
た
。
本
論
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

謝
辞
：
本
論
文
は
二
〇
一
二
年
九
月
か
ら
日
文
研
外
国
人
研
究
員
と
し
て
一
年
間
滞
在
し

た
折
の
研
究
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
す
。
多
方
面
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
日
文
研
の
皆

様
に
心
よ
り
厚
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
1
）

C
hristian M

eyer and M
athias Poledna, Sharaw

adgi, C
atalogue of an exhibition held 

at Felsenvilla, B
aden, O

ct. 18 –D
ec. 20 , 1998 , W

alter K
önig, 1999 ; M

athew
 A

itchison 

(ed.), V
isual planning and the picturesque / N

ikolaus Pevsner, G
etty R

esearch Institute, 

2010 ; A
nthony V

idl, 

“Troubles in T
heory,

” The A
rchitectural Review

 20  (D
ecem

ber 

2011 ).

（
2
）

W
illiam

 Tem
ple, 

“Upon the G
ardens of Epicurus; or O

f G
ardening in the Year 1685 ,

” in 

M
iscellanea, the Second Part,  in Four Essays, Sim

pson, 1690 , pp. 57 , 58 : 

ʻWhat I have 

said of the best Form
s of G

ardens, is m
eant only of such as are in som

e sort regular; for 

there m
ay be other Form

s w
holly irregular, that m

ay, for ought I know
, have m

ore 

B
eauty than any of the others; but they m

ust ow
e it to som

e extraordinary dispositions 

of N
ature in the Seat, or som

e great race of Fancy or Judgm
ent in the C

ontrivance, 

w
hich m

ay reduce m
any disagreeing parts into som

e Figure, w
hich shall yet upon the 

w
hole, be very agreeable. Som

ething of this I have seen in som
e places, but heard m

ore 

of it from
 others, w

ho have lived m
uch am

ong the C
hineses [sic.]; a People, w

hose w
ay 

of thinking, seem
s to lie as w

ide of ours in Europe, as their C
ountry does. ... B

ut their 

greatest R
each of Im

agination, is em
ployed in contriving Figures, w

here the B
eauty 

shall be great, and strik [sic.] the Eye, but w
ithout any order or disposition of parts, 

that shall be com
m

only or easily observ

ʼd [sic.]. A
nd though w

e have hardly any 

N
otion of this sort of B

eauty, yet they have a particular W
ord to express it; and w

here 

they find it hit their Eye at first sight, they say the Sharaw
adgi is fine or is adm

irable, 

or any such expression of E
steem

. A
nd w

hoever observes the W
ork upon the best 

Indian G
ow

ns, or the Painting upon their best Skreens [sic.] or Purcellans [sic.], w
ill 

find their B
eauty is all of this kind (that is) w

ithout order

ʼ.

日
本
語
訳
﹁
私
が
こ
れ
ま

で
に
良
い
庭
園
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
の
は
規
則
の
あ
る
庭
園
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
︒

だ
が
こ
の
他
に
︑
完
全
に
不
揃
い
形
式
も
存
在
し
得
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
庭
園
が
︑

他
の
い
か
な
る
庭
園
よ
り
も
美
し
い
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し

そ
の
種
の
庭
園
の
美
は
︑
そ
の
︿
別
荘
地
﹀
の
︿
自
然
性
質
﹀
か
ら
な
る
か
︑
あ
る
い
は
︑

あ
る
偉
大
な
伝
統
の
あ
る
︿
想
像
﹀
と
︿
判
断
力
﹀
に
よ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑

ひ
と
つ
の
︿
図
案
﹀
の
中
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
調
和
な
部
分
を
縮
小
し
な
が
ら
全
体

を
快
適
に
す
る
︒
こ
う
し
た
例
の
あ
る
も
の
を
見
た
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
︑
む
し
ろ
私
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は
︑
中
国
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
生
活
し
た
こ
と
の
あ
る
人
た
ち
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
聞

い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
民
族
の
思
考
方
法
は
︑
か
れ
ら
の
国
の
大
き
さ
と
同
様
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒（
中
略
）
デ
ザ
イ
ン
の
構
成
要
素
も
揃
っ
て
は

い
な
い
︑
簡
単
に
は
読
み
取
れ
な
い
規
則
は
か
れ
ら
の
︿
想
像
力
﹀
の
偉
大
な
︿
力
﹀

で
あ
り
︑
見
事
な
︿
美
﹀
を
凝
ら
し
た
︿
図
案
﹀
が
︿
視
界
﹀
に
飛
び
込
む
の
で
あ
る
︒

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
︿
種
﹀
の
︿
美
﹀
に
関
す
る
観
念
を
全
く
と
言
っ
て
良
い
程
も
ち
合

わ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
︑
か
れ
ら
は
そ
れ
を
表
現
す
る
特
別
な
︿
言
葉
﹀
を
も
っ

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
か
れ
ら
は
︑
そ
う
し
た
美
が
︿
目
﹀
に
飛
び
込
み
︑
感
じ
と
っ

た
瞬
間
直
ち
に
︑﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
良
い
﹂
と
か
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
が
素
晴
ら
し
い
﹂
と
か
︑

あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
言
っ
て
︿
賞
賛
﹀
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
か
れ

ら
の
︿
着
物
﹀
の
模
様
︑
あ
る
い
は
か
れ
ら
の
︿
屛
風
﹀
や
︿
陶
器
﹀
に
あ
る
︿
絵
﹀

を
鑑
賞
す
れ
ば
︑
だ
れ
も
が
︑
か
れ
ら
の
︿
美
﹀
は
す
べ
て
こ
の
揃
い
の
な
い
美
で
あ

る
こ
と
を
見
つ
け
出
す
で
あ
ろ
う
﹂（
拙
訳
︑
英
語
の
原
文
の
大
文
字
に
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
日
本
語
で
︿
　
﹀
に
表
記
し
て
あ
る
）︒

（
3
）

C
iaran M

urray, Sharaw
adgi: T

he Rom
antic Return to N

ature, International Scholars 

Publications, 1999 ; 

松
平
圭
一
﹁
18
世
紀
英
国
式
庭
園
と
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂﹂﹃
活
水
論

文
集
　
英
米
文
学
・
英
語
学
編
﹄
四
二
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）︑
四
二
︱
五
八
頁
︒

（
4
）

E
. V. G

atenby, 

“The Influence of Japanese on E
nglish,

” The English Society of Japan 

英
文
學
研
究, Tokyo Im

perial U
niversity English Society 

東
京
帝
國
大
學
英
文
學
會 11 :4  

(10  O
ctober 1931 ), pp. 508 –520

：from
 Japanese 

ʻsoro-w
aji

ʼ (

揃
ハ
ジ), 

ʻnot being 

regular,

ʼ a form
 of the verb sorou.

” 

日
本
語
の
﹁
揃
ハ
ジ
﹂
か
ら
︑﹁
規
則
正
し
く
な
い
﹂︑

動
詞
﹁
揃
う
﹂
の
あ
る
形
態
と
ゲ
ー
ト
ン
ビ
ー
は
紛
ら
わ
し
い
仮
説
を
だ
す
︒
早
川
勇

﹁
英
語
に
入
っ
た
日
本
語
の
語
源
調
査
﹂
資
料
調
査
報
告
（﹃
英
学
史
研
究
﹄
三
八

（
二
〇
〇
五
）︑
七
一
︱
八
二
頁
）
も
﹁
揃
は
じ
﹂
説
を
と
り
︑
キ
ー
ラ
ン
・
マ
レ
イ
は

金
井
圓
の
話
を
引
用
し
︑
ソ
ロ
ワ
ジ
が
九
州
方
言
を
通
じ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
で
シ
ャ
ラ
ワ

ジ
と
発
音
す
る
仮
説
を
と
る
（C

iaran M
urray, 

“Sharaw
adgi: T

he Japanese Source of 

R
om

anticism
,

” The Transactions of the A
siatic Society of Japan 4 :13  (1998 ), p. 21

）︒

い
っ
ぽ
う
島
田
孝
右
（Takau Shim

ada, 

“Is Sharaw
adgi D

erived from
 the Japanese W

ord  

Sorow
aji?

” The Review
 of English Studies 48 :191  (1997 ), 350 –352

）
は
︑﹁
揃
は
じ
﹂

説
を
疑
問
視
し
︑
サ
ワ
ラ
ジ
︑﹁
触
ら
ず
﹂
か
ら
の
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
説
を
唱
え
て
い
る
︒
い

ず
れ
も
裏
づ
け
資
料
が
な
い
︒

（
5
）

Susi Lang and N
ikolaus Pevsner, 

“Sir W
illiam

 Tem
ple and Sharaw

aggi,

” The Architectural 

Review
 106  (D

ecem
ber 1949 ), pp. 391 –92 .

日
本
語
訳
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
﹃
美

術
・
建
築
・
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
　

I
﹄
鈴
木
博
之
・
鈴
木
杜
幾
子
訳
︑
鹿
島
出
版
︑

一
九
八
〇
年
︑
一
四
五
︱
一
五
三
頁
所
収
︒
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
に
よ
る
と
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂

の
元
の
意
味
に
つ
い
て
の
研
究
は
未
解
決
︒

（
6
）

Tem
ple, 

“Upon the G
ardens of E

picurus,

” op cit.

同
書
の
﹁w

ithout order

﹂
の
訳

語
﹁
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
﹂
は
︑
松
平
﹁
18
世
紀
英
国
式
庭
園
と
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂﹂
前
掲
書

に
よ
る
︒
ち
な
み
に
︑
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
﹃
美
術
・
建
築
・
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
﹄
前
掲
書
で

は
﹁
不
規
則
﹂︒
筆
者
は
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
に
し
た
が
い
﹁
不
揃
い
﹂
を
用
い
る
︒

（
7
）
オ
ラ
ン
ダ
で
い
う
﹁hofdicht

﹂
は
庭
園
を
賞
賛
す
る
文
学
で
︑
十
六
世
紀
終
わ
り
頃

か
ら
始
ま
る
︒C

f. W
illem

ien B
. de V

ries, W
andeling en verhandeling, U

itgeverij Verloren, 

1998 .

（
8
）

Tem
ple, 

“Upon the G
ardens of E

picurus,

” op cit.: 

ʻthey have a particular W
ord to 

express it; and w
here they find it hit their Eye at first sight, they say the Sharaw

adgi is 

fine or is adm
irable, or any such expression of E

steem
.

ʼ ﹁
す
な
わ
ち
︑
か
れ
ら
は
︑
そ

う
し
た
美
が
︿
目
﹀
に
飛
び
込
み
︑
感
じ
と
っ
た
瞬
間
直
ち
に
︑﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
良
い
﹂

と
か
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
が
素
晴
ら
し
い
﹂
と
か
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
言
っ

て
︿
賞
賛
﹀
す
る
の
で
あ
る
﹂（
拙
訳
）︒

（
9
）
ポ
ー
プ
（A

lexander Pope, 1688 –1744

）
や
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
（H

orace W
alpole, 1717 –

1797 , letter of June 13 , 1781  to Lord Strafford

）
の
庭
園
論
争
に
﹁sharaw

adgi

﹂
が
出

て
く
る
︒
ポ
ー
プ
の
手
紙 (letter of A

ugust 12 , 1724  to D
igby) 

に
﹁sharaw

aggi

﹂
と

の
ス
ペ
ル
が
み
ら
れ
る
︒Yu Liu, 

“In the N
am

e of the A
ncients: T

he C
ross-C

ultural 

Iconoclasm
 of Pope

ʼs G
ardening A

esthetics,

” Studies in Philology 105 :3  (2008 ), pp. 
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409 –428 ; T
he Letters of H

orace W
alpole, Fourth E

arl of O
rford by W

alpole, H
orace, 

1717–1797, edited by O
xford: C

larendon press, 1903 –1905 .

（
10
）
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
を
都
市
計
画
に
く
み
い
れ
て
い
る
（John Flem

ing, 

H
ugh H

onour, N
ikolaus Pevsner, T

he Penguin D
ictionary of A

rchitecture, Penguin, 

1980 , p. 296
）︒﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
の
サ
ウ
ン
ド
・
ス
ケ
ー
プ
は
ジ
ァ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
ワ
・

オ
ー
ゴ
ヤ
ー
ル
か
ら
始
ま
り
（Jean-François A

ugoyard, Pascal A
m

phoux and O
livier 

B
alay, Environnem

ent sonore et com
m

unication interpersonnelle, C
entre de recherche sur 

l

ʼespace sonore et l

ʼenvironnem
ent urbain à l

ʼÉcole N
ationale Supérieure d

ʼArchitecture 

 de G
renoble, 1985

）︑
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
メ
イ
ヤ
ー
が
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
を
現
代
ア
ー

ト
に
掛
け
て
い
る
（M

eyer and Poledna, Sharaw
adgi, op cit.

）︒

（
11
）
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
に
よ
る
︒J. A

. Sim
pson and E

. S. C
. W

einer (prep./

eds.), T
he O

xford English D
ictionary, 2 nd ed. C

larendon Press, 1989 , vol. X
V

, pp. 

176 –77 , entry sharaw
aggi.

（
12
）
中
村
一
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
に
つ
い
て
﹂︑
京
都
大
学
造
園
学
研
究
室
編
﹃
造
園
の
歴
史

と
文
化
﹄
養
賢
堂
︑
一
九
八
七
年
︑
二
四
三
︱
二
五
七
頁
︒

（
13
）
筆
者
論
文
（
“Enlightened E

ducation: G
row

th, the G
arden, and Japan Perceptions 

of C
onstantijn H

uygens (1596 –1687 )

” 

）
を
準
備
中
︒

（
14
）
そ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
友
人
の
庭
園
論
争
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒W

ybe K
uitert, 

“Japanese R
obes, Sharaw

adgi, and the Landscape D
iscourse of Sir W

illiam
 Tem

ple and 

C
onstantijn H

uygens,

” Garden H
istory 41 :2  (2013 ), pp. 161 –163

（
15
）
ʻEn, als ick oversloegh w

aer sulcken stell op trock,/ Soo viel ick op 

ʼt on-eens van 

een

ʼ Japonschen R
ock

ʼ ﹁
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
も
の
が
何
に
似
て
い
る
か
と
熟
考
し
た

と
き
︑
私
は
日
本
の
衣
服
の
不
揃
い
に
た
ど
り
着
い
た
﹂（
拙
訳
）︒T. van Strien (ed.), 

C
onstantijn H

uygens, H
ofw

ijck, w
ith W

illem
ien B

. de V
ries, B

and 1  (M
onum

enta 

Literaria N
eerlandica X

V, 1 –2 ). 2008 , p. 53 , v. 991 –92 .

（
16
）
ʻVerlappers (V

erplanters) van oud w
erck kost ick genadigh dulden: / M

aer Snijders 

van niew

ʼ stof en sagh ick niet t

ʼ ontschulden. / M
ijn Laken w

as geheel, en ick een 

schele geck, / Soo ick 

ʼt versnipperde m
et een versuft besteck.

﹁̓
私
は
古
め
か
し
い
制

作
物
を
作
り
直
す
仕
立
屋
（
植
木
屋
）
に
同
意
し
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
︑
新

し
い
布
を
切
る
人
を
容
認
す
る
こ
と
で
き
ま
せ
ん
︒ 

私
の
布
地
︹
庭
園
の
計
画
が
あ
る

敷
地
︺
は
ま
だ
完
全
で
あ
り
︑
そ
れ
を
間
抜
け
な
馬
鹿
の
図
案
に
よ
っ
て
断
片
的
に
切

り
取
る
な
ら
ば
︑
私
は
乱
視
の
愚
か
者
と
言
え
る
だ
ろ
う
﹂（
拙
訳
）︒Strien, 

C
onstantijn H

uygens, H
ofw

ijck, p. 53 , v. 1001 –1004 .

（
17
）

A
. M

ontanus, G
edenkw

aerdige G
esantschappen der O

ost-Indische M
aetschappy in ‘t Vereenigde 

N
ederland, aen de K

aisaren van Japan: Vervaetende W
onderlijke voorvallen op de Togt der 

N
ederlandsche G

esanten: B
eschryving Van de D

orpen, Sterkten, Steden, Landschappen, 

Tem
pels, G

ods-diensten, D
ragten, G

ebouw
en, dieren, G

ew
asschen, B

ergen, Fonteinen, 

vereeuw
de en nieuw

e O
orlogs-daeden der Japanders: Verçiert m

et een groot getal A
fbeeldsels 

in Japan geteikent: G
etrokken uit de G

eschriften en Reis-aentekeningen der zelve G
esanten; 

B
y Jacob M

eurs, B
oek-verkooper en Plaetsnijder, op de K

eisars-graft, schuin over de 

W
ester-m

arkt, in de stad M
eurs. A

m
sterdam

, 1669 , p. 321 .

（
18
）
派
手
な
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
着
用
の
肖
像
画
の
例
を
挙
げ
る
と
︑Steven W

olters 

(1682 –1683 ), an unknow
n m

an (G
isbert C

uper) (1680 ), 

あ
る
い
はC

ornelis van 

R
oyen (1680 )

が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
オ
ラ
ン
ダ
美
術
史
研
究
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（R
K

D
im

ages

）
所
蔵
︒
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
︑
二
百
枚
以
上
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ

ク
の
肖
像
画
が
あ
る
（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
五
年
四
月
二
八
日
）︒
ネ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ

る
以
下
（
図
8
）
の
肖
像
画
も
そ
の
例
の
一
つ
︒

（
19
）

K
uitert, 

“Japanese R
obes,

” op cit., pp. 166 –68 .

（
20
）

J. A
. W

orp (ed.), D
e B

riefw
isseling van C

onstantijn H
uygens (1608 –1687 ), 6  vols., 

M
artinus N

ijhoff, 1913 –1917 . 

こ
の
六
冊
に
王
室
︑
オ
ラ
ン
ダ
大
学
内
の
図
書
館
︑
英

国
博
物
館
等
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
文
通
な
ど
が
編
集

収
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
21
）

W
ybe K

uitert, 

“De Japanse w
atten van C

onstantijn H
uygens,

” Spiegel der Letteren 

56 :4  (2014 ), pp. 539 –50

：
ド
イ
ツ
語
の
﹁W

atte

﹂
は
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
直
接
入
っ
た
︒
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フ
ラ
ン
ス
語
の
十
七
世
紀
ま
で
の
﹁ouette

﹂
は
雁
の
羽
毛
を
示
し
た
が
︑
そ
の
意
味
は

オ
ラ
ン
ダ
の
﹁w

atten

﹂
の
影
響
を
受
け
て
十
七
世
紀
終
わ
り
頃
か
ら
﹁ouate

﹂（
絹
綿
）

に
変
わ
る
︒

（
22
）
ʻthey say the Sharaw

adgi is fine or is adm
irable 

… A
nd w

hoever observes the W
ork 

upon the best Indian G
ow

ns (Japonse R
ok, w

k.), or the Painting upon their best 

Skreens or Purcellans, w
ill find their B

eauty is all of this kind (that is) w
ithout order.

ʼ

﹁
か
れ
ら
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
良
い
﹂
と
か
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
が
素
晴
ら
し
い
﹂
と
か
言
う
︒

（
中
略
）
そ
し
て
︑
か
れ
ら
の
着
物
の
模
様
︑
あ
る
い
は
か
れ
ら
の
屛
風
や
陶
器
に
あ
る

絵
を
鑑
賞
す
れ
ば
︑
か
れ
ら
の
美
は
す
べ
て
こ
の
揃
い
の
な
い
美
で
あ
る
こ
と
を
見
つ

け
出
す
で
あ
ろ
う
﹂（
拙
訳
）︒Tem

ple, 
“Upon the G

ardens of E
picurus,

” op cit.

テ
ン

プ
ル
の
﹁Indian G

ow
n

﹂
は
当
時
︑
イ
ギ
リ
ス
で
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
の
呼
び
名
で

あ
っ
た
︒W

ybe K
uitert, 

“Reply to 

ʻA Letter to the E
ditor,

”̓ G
arden H

istory 42 :1  

(2014 ), p.129 ; W
ybe K

uitert, 

“Japanese A
rt, A

esthetics, and a E
uropean D

iscourse: 

U
nraveling Sharaw

adgi,

” Japan Review
 27  (2014 ), pp. 77 –101 , here p. 79 .

（
23
）
肖
像
画
の
背
景
な
ど
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒K

uitert, 

“Japanese R
obes,

”op cit., 

pp. 166 –68 .  

（
24
）
﹃
美
し
い
キ
モ
ノ
﹄
二
四
二
号
（
二
〇
一
二
年
冬
）︑
七
五
頁
︒

（
25
）
ア
ン
ナ
・
チ
ョ
ー
ル
ナ
ヤ
﹁
江
戸
語
の
位
相
︱
︱
遊
里
語
・
武
士
詞
﹂﹃
大
学
院
教
育

改
革
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
日
本
文
化
研
究
の
国
際
的
情
報
伝
達
ス
キ
ル
の
育
成
﹂
活
動

報
告
書
﹄
お
茶
の
水
女
子
大
学
︑
平
成
二
〇
年
度
（
二
〇
〇
九
）
学
内
教
育
事
業
編
︑

一
六
六
︱
一
六
八
頁
︒

（
26
）
諸
橋
轍
次
﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
第
六
巻
︑
大
修
館
書
店
︑
一
九
六
〇
年
︑
一
〇
八
八
頁

（N
o.17374 -26

）
で
は
︑﹁
洒
落
︑
シ
ャ
ラ
ク
﹂
は
﹁
①
さ
ら
つ
と
早
く
落
ち
る
﹂
灑
落

の
①
に
同
じ
︒
②
﹁
心
が
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
︒
わ
だ
か
ま
り
が
な
い
︒
灑
落
﹂
と
し

て
︑
江
淹
（
四
四
四
～
五
〇
五
）
か
ら
﹁
高
志
洒
落
︑
逸
気
寂
寥
﹂
を
引
用
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
﹁
③
㋑
気
の
利
い
た
さ
ま
︒
粹
な
風
俗
態
度
︒
仇
め
い
た
服
装
︒
㋺
生
意
気
︒

㋩
滑
稽
の
文
句
で
地
口
に
似
た
も
の
︒﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
ま
た
諸
橋
の
第
七
巻
︑

三
五
三
頁
（N

o.18774 -38

）
で
は
﹁
灑
落
︑
シ
ャ
ラ
ク
﹂
が
﹁
①
さ
ら
り
と
早
く
落
ち

る
﹂
の
意
で
潘
岳
（
二
四
七
～
三
〇
〇
）
の
﹃
秋
興
賦
﹄
や
江
淹
の
﹃
雑
體
﹄
に
用
い

ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
﹁
②
心
が
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
物
に
こ
だ
わ
ら
な
い
﹂
の
意
で
元

明
善
（
一
二
六
九
～
一
三
三
二
）
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
例
示
し
て
い
る
︒

（
27
）
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
第
五
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
四
年
︑
四
〇
五
頁
︑
及
び

中
村
元
﹃
佛
教
語
大
辞
典
﹄
上
巻
︑
東
京
書
籍
︑
一
九
七
五
年
︑
六
一
〇
頁
︑﹁
灑
灑
落

落
也
﹂︒
但
し
︑
中
村
が
﹃
碧
巌
録
﹄
二
〇
則
と
述
べ
て
い
る
の
は
誤
り
で
︑
六
〇
則
が

正
し
い
（
沢
田
天
瑞
﹁
庭
園
の
構
想
に
関
す
る
研
究
Ⅲ
・
大
徳
寺
孤
篷
庵
庭
園
の
構
造
に

つ
い
て
﹂﹃
造
園
雑
誌
﹄
三
六
巻
二
号
（
一
九
七
二
年
）︑
三
五
︱
四
〇
頁
）︒

（
28
）
﹁
客
ガ
一
盃
ノ
メ
バ
吾
モ
一
盃
ノ
ミ
︑
吾
ガ
一
盃
ノ
メ
バ
客
モ
一
盃
ノ
ム
ゾ
︒
三
四
ノ

句
︑
マ
コ
ト
ニ
等
閑
モ
ナ
キ
︑
洒
落
ナ
ル
体
也
﹂︒
中
国
人
と
日
本
人
の
七
言
絶
句
を
交

互
に
配
列
し
て
注
解
を
加
え
た
﹃
中
華
若
木
抄
三
﹄
か
ら
引
用
さ
れ
た
︑﹃
時
代
別
　
国

語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
三
﹄
一
九
九
四
年
︑
四
六
一
頁
︒﹃
中
華
若
木
抄
三
﹄
に
つ
い

て
は
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
第
三
巻
︑
三
八
八
頁
︒

（
29
）
﹁
色
身
の
望
み
に
引
か
れ
て
世
界
の
悪
食
と
な
る
邪
楽
を
離
れ
ざ
る
が
ゆ
へ
に
﹂（Luis 

de G
ranada

﹃
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
﹄
上
の
二
︑
長
崎
︑
一
五
九
九
年
か
ら
引
用
︑﹃
時

代
別
　
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
三
﹄
一
九
九
四
年
︑
四
六
一
頁
所
収
）︒
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
の
タ
イ
ト
ル
﹃
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
﹄
は
﹁
罪
人
の
ガ
イ
ド
﹂
の
意
︒
澤
大
洋
﹁
南

蛮
学
の
初
中
期
の
政
治
思
想
︱
︱
わ
が
国
最
初
の
西
洋
思
想
の
伝
達
と
発
展
﹂﹃
東
海
大

学
政
治
経
済
学
部
紀
要
﹄
三
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）︑
一
︱
二
〇
頁
︒

（
30
）
一
休
宗
純
﹃
自
戒
集
﹄
に
は
﹁
邪
法
︑
扶
け
難
し
︑
正
伝
の
師
︑
正
邪
は
︑
人
々
須

ら
く
弁
取
す
べ
し
﹂
と
あ
る
︒﹁
邪
法
難
扶
﹂
は
︑
邪
法
は
支
え
き
れ
な
い
︑
白
ら
倒
れ

る
の
は
必
定
︑
の
意
︒﹁
正
伝
の
師
﹂
は
︑
頌
﹁
正
伝
の
人
︑
為
人
の
乎
を
懐
に
す
﹂
と

見
え
て
お
り
︑
ま
た
同
じ
く
一
休
の
﹃
狂
雲
集
﹄﹁
霊
山
の
塔
に
題
し
︑
正
伝
庵
の
僧
に

贈
る
﹂
に
も
﹁
見
来
れ
ば
︑
真
箇
の
正
伝
庵
︑
宗
乗
を
説
か
ず
唯
だ
世
談
﹂
と
あ
る
こ

と
か
ら
︑
徳
禅
寺
内
の
塔
頭
正
伝
庵
を
拠
点
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
養
叟
及
び
そ
の

派
の
人
々
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
一
文
は
︑
何
が
正
法
で
あ
る
か
邪
法
で
あ
る
か
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は
︑
個
々
人
自
ら
が
判
断
し
見
極
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
︑
の
意
︒
飯
塚
大
展
﹁
一
休

宗
純
研
究
ノ
ー
ト
（
二
）・﹃
自
戒
集
﹄
校
註
（
上
）﹂﹃
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集
﹄

三
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）︑
二
八
九
︱
三
四
八
（
三
二
六
）
頁
︒

（
31
）
﹃
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
﹄
は
︑
十
五
世
紀
に
成
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
信
心
書
を
室

町
時
代
末
期
に
布
教
の
た
め
来
日
し
た
宣
教
師
が
中
心
に
な
っ
て
翻
訳
し
た
も
の
︒
も

と
も
と
ラ
テ
ン
語
で
﹁D

e Im
itatio C

hristi

﹂︑
ス
ペ
イ
ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
が

﹁C
ontem

ptus M
undi

﹂
で
あ
っ
た
︒
日
本
の
吉
利
支
丹
版
は
現
在
二
種
知
ら
れ
て
い
る
︒

一
五
九
六
年
（
慶
長
元
年
）
天
草
出
版
と
推
定
さ
れ
る
ロ
ー
マ
字
本
﹃C

O
N

T
EM

PT
V

S 

m
undi jenbu

﹄
と
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
京
都
の
原
田
ア
ン
ト
ニ
オ
の
刊
行
の
国

字
本
﹃
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
﹄
で
あ
る
︒﹁
か
な
し
き
か
な
︑
せ
け
ん
に
じ
う
ぢ
や
く

し
た
る
あ
に
ま
は
︑
じ
ゃ
ら
く
に
ま
け
︑
い
ば
ら
か
ら
た
ち
を
身
に
ま
と
ひ
た
る
事
を

ゑ
い
ぐ
は
と
お
も
ふ
事
は
︑
こ
れ
い
ま
だ
Ｄ
﹇D

eus=

ゴ
ッ
ド
﹈
の
か
ん
ろ
を
あ
ぢ
は
ゝ

ず
﹂（
新
村
出
・
柊
源
一
校
註
﹃
吉
利
支
丹
文
学
集
１
﹄
東
洋
文
庫
五
六
七
︑
平
凡
社
︑

一
九
九
三
年
︑﹃
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
﹄
巻
第
三
第
十
三
︑三
二
一
頁
）︒

（
32
）
﹃
日
葡
辞
書
﹄（R

odrigues G
irão, João Vocabolario da lingoa de Japam

, com
 adeclaracão 

em
 portugues, feito por alguns Padres e Irm

aõs da C
om

panhia de Jesus no collegio de Japam
 

da C
om

panhia de Jesus (N
angasaqui), 1603 , p. 140

）
の
解
釈
は
︑Iaracu. Yocoxim

ano 

tanoxim
i. Torpes cu desordenados gośtos. ¶

 Iaracuuo tanoxi-m
una. N

ão vos deis a torpes, 

&
 ruins de leitaçoés.

﹁
ジ
ャ
ラ
ク
・
よ
こ
し
ま
の
た
の
し
み
（
邪
の
楽
し
み
︑
淫
猥
な
︑

あ
る
い
は
︑
放
逸
な
た
の
し
み
︒）¶

じ
ゃ
ら
く
を
た
の
し
む
な
（
邪
楽
を
楽
し
む
な
︑

腐
っ
た
︑
恥
ず
べ
き
癖
に
走
ら
な
い
で
）﹂
で
あ
る
（
日
本
語
訳
は
︑
土
井
忠
生
︑
森
田

武
︑
長
南
実
編
訳
﹃
邦
訳
日
葡
辞
書
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︑
三
五
五
頁
）︒
な
お
︑

﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
第
十
巻
︑
小
学
館
︑
一
九
七
四
年
︑
二
〇
二
頁
は
﹁
邪
楽
﹂
を
﹁
人

間
と
し
て
す
べ
き
で
な
い
楽
し
み
方
﹂
と
︑
よ
り
柔
ら
か
い
表
現
で
﹃
日
葡
辞
書
﹄
を

引
用
し
て
い
る
︒

（
33
）
一
五
六
八
年
の
﹃
永
禄
十
一
節
用
﹄
は
﹁
洒
落
シ
ャ
ラ
　
簏
皃
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒

﹃
時
代
別
　
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
三
﹄
一
九
九
四
年
︑
四
六
一
頁
︒
慶
長
の
こ
ろ

（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
か
ら
出
版
さ
れ
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
古
本
節
用
集
﹂
の
一
で
あ
る

﹃
易
林
本
節
用
集
﹄
に
は
︑﹁
シ
ャ
ラ
ク
﹂
と
﹁
灑
落
﹂
が
表
記
さ
れ
て
い
る
︒
実
は
こ

の
﹃
易
林
本
節
用
集
﹄
が
慶
長
年
間
か
ら
元
禄
の
こ
ろ
ま
で
続
く
節
用
集
で
あ
る
︒
高

梨
信
博
﹁
草
書
本
節
用
集
に
つ
い
て
︱
︱
易
林
本
節
用
集
と
の
比
較
を
中
心
に
﹂﹃
国
文

学
研
究
﹄
八
三
巻
（
一
九
八
四
年
）︑
四
八
︱
五
九
頁
︒
元
禄
時
代
の
﹃
書
言
字
考
巻
九
﹄

は
洒
落
﹁
シ
ャ
レ
﹂
は
人
に
た
い
し
て
﹁
幽
艶
・
し
お
ら
し
い
﹂
や
﹁
颯
纚
　
し
な
や
か
﹂

な
こ
と
と
挙
げ
る
（﹃
書
言
字
考
節
用
集
﹄
第
二
冊
（
言
辭
　
九
下
）︑
中
田
祝
夫
・
小

林
祥
次
郎
﹃
書
言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
﹄
太
平
印
刷
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑

二
五
一
頁
に
引
用
）︒

（
34
）
元
和
七
～
九
年
（
一
六
二
一
～
一
六
二
四
）
の
仮
名
草
子
﹃
竹
斎
﹄
下
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
︒﹁
さ
れ
ば
我
身
の
不
堪
に
て
︑
か
く
歌
の
事
申
出
し
︒
し
や
ら
や
︑
け
ち

や
う
や
︑
推
参
や
︒
似
合
は
ぬ
事
に
て
ま
し
ま
せ
ど
も
﹂︒
こ
こ
に
お
け
る
﹁
し
や
ら
﹂

の
意
味
は
伝
統
に
対
比
す
る
近
代
の
﹁
利
い
た
風
﹂
で
あ
る
︒
三
河
の
八
橋
に
た
ど
り

着
い
た
竹
斎
は
格
式
あ
る
和
歌
の
伝
統
に
近
代
の
﹁
し
や
ら
﹂
な
る
男
と
し
て
自
身
を

卑
下
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
田
中
宏
﹁
整
版
本
﹃
竹
斎
﹄
の
研
究
（
そ
の
四
）﹂﹃
近

世
初
期
文
芸
﹄
一
三
号
︑
一
九
九
六
年
︑
三
九
︑四
〇
頁
︒

（
35
）
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
三
）
の
仮
名
草
子
﹃
可
笑
記
﹄
三
に
﹁
傾
城
と
い
へ
る
も
の

は
︹
略
︺
油
と
ろ
と
ろ
か
ね
黒
く
︑
薄
化
粧
に
花
車
︑
し
ゃ
ら
な
る
風
情
を
お
も
て
に

し
﹂
と
も
あ
り
︑
遊
女
の
飾
り
す
ぎ
を
批
判
す
る
︒

（
36
）
和
語
の
﹁
し
ゃ
ら
﹂
に
﹁
洒
落
﹂
の
漢
字
を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
室
町
時

代
以
降
﹁
さ
れ
﹂
が
﹁
し
ゃ
れ
﹂
に
拗
音
化
し
て
か
ら
の
こ
と
で
︑
江
戸
時
代
の
儒
学
者
︑

藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
～
一
六
一
九
年
）
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
︑
中
国
語
と
同
じ
﹁
な

に
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
心
境
﹂
の
意
味
に
使
っ
た
︒
石
毛
忠
ほ
か
編
﹃
日

本
思
想
史
辞
典
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
八
八
六
頁
︒

（
37
）
丸
山
伸
彦
﹁
近
世
前
期
小
袖
意
匠
の
系
譜
︱
︱
寛
文
小
袖
に
至
る
二
つ
の
系
統
﹂﹃
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
一
号
（
一
九
八
六
年
）︑
一
九
五
︱
二
二
四
頁
︑
及

び
京
都
国
立
博
物
館
編
﹃
花
洛
の
モ
ー
ド
︱
︱
き
も
の
の
時
代
﹄
思
文
閣
︑
二
〇
〇
一
年
︑
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二
三
頁
︒﹃
御
ひ
い
な
か
た
﹄
の
復
刻
版
と
研
究
は
︑
上
野
佐
江
子
編
﹃
小
袖
模
様
雛
形

本
集
成
﹄
学
習
研
究
社
︑
一
九
七
四
年
︑
一
巻
︑
二
四
︱
二
五
頁
︒

（
38
）
﹃
近
世
逸
人
画
史
﹄
小
林
忠
・
河
野
元
昭
監
修
日
本
絵
画
論
大
成
第
一
〇
巻
所
収
︑
ぺ

り
か
ん
社
︑
一
九
九
八
年
︑
二
八
三
︑三
一
一
︑三
一
二
頁
︒﹃
四
季
模
様
諸
礼
絵
鑑
﹄
を

紹
介
す
る
の
は
遠
藤
貴
子
﹁﹁
茶
屋
染
﹂
考
︱
︱
そ
の
名
称
の
由
来
と
豪
商
茶
屋
家
を
め

ぐ
っ
て
﹂﹃
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
﹄
一
一
号
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
九
頁
︒

（
39
）
﹃
新
古
今
集
﹄（
一
二
〇
五
）
秋
上
・
三
六
三
・
藤
原
定
家
︒

（
40
）
東
京
国
立
博
物
館
他
﹃
日
本
の
美
術
﹄
第
七
号
﹁
染
﹂
至
文
堂
︑
一
九
六
六
年
︑

九
七
︱
九
八
頁
︒

（
41
）
﹃
都
ひ
い
な
か
た
・
序
﹄
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）︒
上
野
佐
江
子
篇
﹃
小
袖
模
様
雛

形
本
集
成
﹄
前
掲
書
︑
二
巻
︑
四
︱
五
頁
︒

（
42
）
岡
倉
一
雄
編
﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
下
巻
︑
聖
文
閣
︑
一
九
三
八
年
︑
二
一
五
︱

二
一
六
頁
︒

（
43
）
中
村
幸
彦
ほ
か
編
﹃
角
川
古
語
大
辭
典
﹄
一
九
八
二
年
︑
一
巻
︑
八
一
頁
︒

（
44
）
﹁
き
れ
あ
じ
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
四
巻
︑
小
学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑

六
一
九
頁
︑﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
八
七
年
︑
二
巻
︑
一
三
五
頁
参
照
︑

江
戸
初
期
の
﹃
虎
寛
本
狂
言
﹄
で
は
﹁
扨
︑
そ
の
太
刀
（
た
ち
）
の
切
れ
味
は
何
と
有

た
ぞ
﹂
と
あ
る
︒﹁
く
ら
あ
じ
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
前
掲
︑
一
〇
三
三

頁
を
参
照
︑
元
禄
九
年
﹃
福
寿
丸
﹄
よ
り
﹁
誠
は
こ
な
た
の
御
馬
が
あ
ま
り
見
事
な
ゆ
へ
︑

く
ら
あ
ぢ
を
も
見
た
う
存
る
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

（
45
）
ぺ
ト
ラ
・
ロ
ー
ト
ハ
ウ
グ
は
﹁
ワ
﹂
の
発
音
に
つ
い
て
断
定
し
て
い
る
（Petra 

R
othaug, Abriß der japanischen Lautgeschichte, B

uske V
erlag, 1991 , pp. 55 , 57

）︒
シ
ャ

ラ
ワ
ジ
の
﹁
あ
じ
﹂
に
た
い
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ー
マ
字
の
ス
ペ
ル
が
あ
るadgi

︑ agi

︑ 

aggi

︑ adji 

は
す
べ
てaji

に
通
じ
る
︒
一
六
三
〇
年
（
寛
永
六
年
）
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
辞
書

（Vocabvlario de Iapon ... Tom
as Pinpin, y lacinto M

agaurtua, 1630

︑
復
刻
版
︑
天
理

大
学
出
版
部
︑
一
九
七
二
年
）
はagi

を
﹁
味
﹂
の
ロ
ー
マ
字
と
し
て
挙
げ
る
︒
な
お
︑

こ
こ
で
用
い
る
﹁shara’aji

﹂
ま
た
﹁sharaw

aji

﹂
は
ヘ
ボ
ン
式
表
記
で
あ
る
︒

（
46
）
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
（Lotharingen

）
公
爵
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
東
洋
美
術
に
た
い
す

る
専
門
的
知
識
を
高
く
評
価
し
て
い
た
（K

uitert, 

“Japanese R
obes,

” 2013 , p.174

）︒

（
47
）
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ミ
ヒ
ェ
ル
﹁﹁
日
本
に
関
す
る
観
察
﹂
︱
︱
一
六
六
九
年
刊
行

の
文
献
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
﹂
片
桐
一
男
編
﹃
日
蘭
交
流
史
︱
︱
そ
の
人
・
物
・
情

報
﹄
思
文
閣
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
九
九
︱
二
二
七
頁
︒

（
48
）
藤
田
加
代
子
﹁
17
︑
18
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
長
崎
商
館
に
お
け
る
私
貿

易
﹂﹃
江
戸
時
代
の
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
﹄
日
蘭
交
流
４
０
０
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

集
︑
洋
学
史
学
会
編
︑
二
〇
〇
一
年
︑
二
五
︱
三
二
頁
︒

（
49
）
“Som

e O
bservations C

oncerning Japan

︙,

” Philosophical Transactions 4  (1  January 

1669 ), pp. 983 –86 ; 

ミ
ヒ
ェ
ル
﹁﹁
日
本
に
関
す
る
観
察
﹂﹂
前
掲
書
︑
二
二
〇
︱

二
二
一
頁
︒

（
50
）

M
artha B

oyer, Japanese Export Lacquers from
 the Seventeenth C

entury in the N
ational 

M
useum

 of D
enm

ark, N
ational M

useum
 C

openhagen, 1959 , pp. 12 –13 .

（
51
）
ジ
ュ
ス
テ
ル
の
手
紙: R

upert H
all and M

arie B
oas H

all (eds./trans.), Th
e Correspondence 

of H
enry O

ldenburg, vol. 4 : 1667 –1668 , U
niversity of W

isconsin Press, pp. 416 , 417 , 440 , 

and 441 .

（
52
）
ミ
ヒ
ェ
ル
﹁﹁
日
本
に
関
す
る
観
察
﹂﹂
前
掲
書
︑
二
〇
一
︱
二
〇
二
頁
︒

（
53
）

W
illiam

 Tem
ple, 

“An E
ssay U

pon the C
U

R
E

 of the G
O

U
T

 by M
O

X
A

. W
ritten to 

M
onsieur de Z

ulichem
, N

im
egen, June 18 , 1677 .

” In Th
e W

orks of Sir W
illiam

 Tem
ple, 

Bart in Tw
o Volum

es. Volum
e the First. To w

hich is Prefix’d Som
e Account of the Life and 

W
ritings of the Author, J. R

ound, J. Tonson, J. C
larke, B

. M
otte, T. W

otton, S. B
irt, 

and T. O
sborne, 1731 , p. 134 –46 . 

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
貴
族
タ
イ
ト
ル
は
ム
ッ
シ
ュ
ー
・

ド
・
ズ
リ
ー
ヘ
ム
（M

onsieur de Z
ulichem

）
で
あ
る
︒

（
54
）
岩
崎
治
子
﹃
日
本
の
意
匠
事
典
﹄
岩
崎
美
術
社
︑
一
九
八
四
年
︑
一
三
〇
︱
一
三
三
頁
︑

及
び
武
田
恒
夫
ほ
か
﹃
日
本
の
文
様
︱
︱
風
物
﹄
光
琳
社
出
版
︑
一
九
七
五
年
︒

（
55
）
狩
野
尚
信
と
狩
野
派
町
絵
師
の
洒
落
に
つ
い
て
は
︑
寺
本
健
三
﹁
狩
野
尚
信
の
画
業

か
ら
み
た
江
戸
狩
野
成
立
の
研
究
﹂
京
都
工
芸
繊
維
大
学
博
士
論
文
甲
第
六
五
〇
号
︑
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二
〇
一
二
年
九
月
二
五
日
︑
六
〇
頁
︒

（
56
）
留
守
絵
と
洒
落
に
つ
い
て
は
︑﹃
江
戸
蒔
絵
︱
︱
光
悦
・
光
琳
・
羊
遊
斎
﹄
東
京
国
立

博
物
館
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
六
頁
︒

（
57
）
工
芸
家
の
立
場
に
つ
い
て
は
︑
岡
田
譲
﹁
光
悦
の
蒔
絵
﹂︑
林
屋
辰
三
郎
編
﹃
光
悦
﹄

第
一
法
規
出
版
︑
一
九
六
四
年
︑
一
二
五
︱
一
四
一
頁
︒

（
58
）
光
悦
は
京
都
の
鷹
峰
に
居
住
し
︑
そ
の
集
落
で
は
茶
屋
四
郎
次
郎
の
工
房
を
含
め
た

多
く
の
芸
術
家
︑
工
芸
家
達
が
活
躍
を
し
た
︒

（
59
）
輸
出
用
の
漆
工
芸
に
お
け
る
本
格
的
な
絵
模
様
の
様
式
は
一
六
五
〇
年
代
か
ら
始
ま

る
︒O

liver Im
pey and C

histiaan Jörg, Japanese Export Lacquer, 1580–1850, H
otei, 

2005 , p. 83 –85 .

（
60
）
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
ー
メ
ン
の
蒔
絵
箱
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー

ト
博
物
館
や
オ
ラ
ン
ダ
国
立
博
物
館
の
マ
ザ
リ
ン
の
蒔
絵
箱
は
い
ず
れ
も
カ
ロ
ン
の
注

文
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
わ
れ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
も
風
景
画
が
同
時
に
大
流
行
し

た
︒W

ybe K
uitert, 

“Spruces, Pines, and the Picturesque in Seventeenth C
entury 

N
etherlands,

” Studies in the H
istory of G

ardens &
 D

esigned Landscapes 38 :1  (2017 ), pp. 

1 –23 .

（
61
）

T
h. H

. Lunsingh Scheurleer, 

“Aanbesteding en verspreiding van Japansch lakw
erk 

d
oor d

e N
ed

erlan
d

ers in
 d

e zeven
tien

d
e eeu

w
,

” O
udheidkundig G

enootschap 

Jaarverslagen, vol. 82 -83  (1941 ), pp. 54 –74 , 63 –69 . 

一
六
五
六
年
の
商
館
日
記
の
資
料

は
以
下
を
参
照
︒D

agregisters van Z
acharias W

agenaar van N
ovem

ber 1656  in: Lunsingh 

Scheurleer, ibid. 

当
時
オ
ラ
ン
ダ
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
他
の
画
家
に
も
話
題
に
な
っ
た

シ
ャ
ー
と
象
の
様
々
な
エ
ッ
チ
ン
グ
や
絵
画
が
生
産
さ
れ
︑
名
残
と
し
て
長
崎
く
ん
ち

の
桶
屋
町
に
は
象
の
上
に
載
せ
た
屋
根
つ
き
鞍
の
中
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
椅
子
に
腰
を

掛
け
て
鐘
を
つ
い
て
い
る
傘
鉾
が
あ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
の
資
料
に
は
﹁oliphants-

huysje

﹂︑
象
の
東
屋
と
し
て
出
て
い
る
︒

（
62
）

C
atherine Tran (ed.) 

“Un cabinet japonais oublié,

” L’oeuvre du m
ois, M

usée des beaux-

arts D
ijon, juin 2011 , p. 1 –2 . 

ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
が
簞
笥
四
竿
を
持
ち
帰
っ
た
︒
ミ
ヒ
ェ

ル
﹁﹁
日
本
に
関
す
る
観
察
﹂﹂
前
掲
書
︑
二
二
〇
︱
二
二
一
頁; 

“Som
e O

bservations 

C
oncerning Japan 

…,

” op cit., p. 985 .

（
63
）

P. F. Ferguson, G
arnitures: Vase Sets from

 N
ational Trust H

ouses, V
&

A
 Publishing, 

London, 2016 , p. 3 .

（
64
）
当
時
の
中
国
の
理
解
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
錢
鍾
書 (Q

ian Z
hongshu, also C

h

ʼ

ien C
hung-shu), 

ʻChina in the E
nglish L

iterature of the Seventeenth C
entury,

” 

Q
uarterly Bulletin of C

hinese Bibliography 1  (1940 ), pp. 351 –84 .

（
65
）
ご
大
層
な
手
紙
文
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒ 

“... the m
ost curious, skilfull and 

artificial draw
ings and lim

ninge ...

” that represent 

“... the noble collection of those 

m
anyfold chosen and selected characters, containing in [the] excellent A

siatic language 

the w
ittiest speeches, proverbs, em

blem
s, parables, paradoxes and other higher 

m
ysteries, could be found such incontestable testim

onies of our nations high and 

transcendent w
isdom

 above all other people of the w
orld

” (J. A
. W

orp (ed.), D
e 

Briefw
isseling, op cit.; Zesde D

eel 1663–1687, M
artinus N

ijhoff, 1917 , pp. 456 , 457 , 

letter Septem
ber 27 , 1685  (N

o.7231 )). 

﹁
選
択
さ
れ
た
複
数
の
様
相
を
貴
重
に
取
り
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
が
ア
ジ
ア
の
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
面
白
い
話
︑
諺
︑
表
象

（
エ
ム
ブ
レ
ム
）︑
比
喩
︑
逆
説
お
よ
び
そ
れ
よ
り
優
れ
た
別
の
謎
を
意
図
す
る
︑
そ
の

最
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
巧
み
な
芸
術
的
な
企
画
と
表
現
法
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
国
々
の

方
が
世
界
の
そ
の
ほ
か
の
民
族
よ
り
も
上
回
る
物
事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
知
恵
あ
る
こ
と

は
動
か
ぬ
証
拠
で
あ
る
﹂（
拙
訳
）︒ 

（
66
）

Julia G
. Longe (ed.), M

artha, Lady G
iffard, H

er Life and C
orrespondence (1664–1722), 

Londen: G
eorge A

llen &
 sons, 1911 , pp. 37  and 139 .

（
67
）
テ
ン
プ
ル
の
中
国
憧
れ
に
つ
い
て
︑Q

ian Z
hongshu, 

ʻChina in the E
nglish Literature 

of the Seventeenth C
entury,

ʼ op cit., pp. 371 –76 .

（
68
）
“or som

e great race of Fancy or Judgm
ent in the C

ontrivance, w
hich m

ay reduce m
any 

disagreeing parts into som
e Figure, w

hich shall yet upon the w
hole, be very agreeable

” 

(Tem
ple, 

“Upon the G
ardens of E

picurus,

” op cit., p. 57 ). ﹁
あ
る
い
は
︑
あ
る
偉
大
な
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伝
統
の
あ
る
︿
想
像
﹀
と
︿
判
断
力
﹀
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
︿
図
案
﹀
の
中
に
さ
ま
ざ

ま
な
不
調
和
な
部
分
を
縮
小
し
な
が
ら
全
体
を
快
適
に
す
る
﹂（
拙
訳
）︒

（
69
）

G
eoffrey Jellicoe (ed.), Th

e O
xford C

om
panion to G

ardens, O
xford U

niversity Press, 

1986 , p. 513 ; John H
arris, 

“Is C
hisw

ick a 

ʻPalladian

ʼ Garden?

” Garden H
istory 32 :1  

(2004 ), pp. 124 –36 ; W
ybe K

uitert, 

“Context &
 Praxis: Japan and D

esigning G
ardens 

in the W
est,

” Die G
artenkunst 28 :2  (2016 ), pp. 278 –85 .

（
70
）

W
ybe K

uitert, 

“Japanese A
rt, A

esthetics, and a E
uropean D

iscourse,

” op cit., pp. 

79 –81 .
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は
じ
め
に

　
本
屋
惣
吉
と
は
江
戸
時
代
後
期
に
江
戸
で
活
躍
し
た
道
具
商
で
あ
る
︒
屋
号

は
名
を
略
し
た
本
惣
と
い
う
︒
惣
吉
の
名
は
二
代
続
き
︑
初
代
惣
吉
の
号
を
了
り
ょ
う

我が

（
一
七
五
三
生
）
と
い
い
︑
了
我
の
子
で
二
代
惣
吉
は
号
を
了
り
ょ
う

芸う
ん

（
藤
吉
／

一
八
五
七
か
一
八
五
八
没
）
と
い
う
︒
了
芸
は
文
献
に
よ
っ
て
了
雲
と
表
記
さ

れ
る
が
︑
そ
の
理
由
は
芸
と
雲
が
同
じ
読
み
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
な

お
本
稿
で
は
本
来
の
表
記
で
あ
る
了
芸
に
統
一
す
る
︒

　﹃
原
色
茶
道
大
辞
典
﹄
で
本
屋
了
我
は

江
戸
時
代
後
期
の
茶
人
︒
名
は
惣
吉
︒
古
本
商
だ
が
︑
深
川
冬
木
家
が
逼

迫
の
た
め
名
物
を
松
平
不
昧
に
譲
渡
す
る
の
を
斡
旋
し
︑
古
本
に
ひ
そ
め

て
運
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
る
︒
道
具
の
目
利
き
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
︒

九
十
余
歳
の
長
寿
が
伝
え
ら
れ
る（

1
）

︒

と
し
て
紹
介
さ
れ
︑
出
雲
藩
七
代
藩
主
松
平
治
郷
（
不ふ

昧ま
い

／
一
七
五
一
︱

一
八
一
八
︒
以
下
不
昧
に
統
一
）
に
︑
江
戸
の
材
木
商
冬
木
屋
上
田
家（

2
）（

以
下
︑

上
田
家
に
統
一
）
の
道
具
を
斡
旋
し
た
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

　
天
保
初
年
に
発
刊
さ
れ
た
﹃
江
戸
現
存
名
家
一
覧
﹄
中
︑
鑑
定
の
項
で
は
了

我
と
伏
見
屋
甚
右
衛
門
（
亀
田
宗
振
／
生
没
年
不
詳
）
の
名
前
が
確
認
で
き
る（

3
）

︒

甚
右
衛
門
は
茶
入
の
目
利
き
に
優
れ
た
人
物
で
︑
不
昧
に
も
多
く
の
道
具
を
取

江
戸
の
道
具
商
・
本
惣

―
―
了
我
、
了
芸
の
活
動
に
注
目
し
て

宮
武
慶
之
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り
次
い
だ
人
物
で
あ
る
︒
了
我
は
天
保
年
間
当
時
の
江
戸
に
お
け
る
道
具
の
鑑

定
家
と
し
て
重
き
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
︒

　
こ
の
ほ
か
文
献
で
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
天
保
年
間
に
成
立
し
た
方
外
道

人
（
生
没
年
不
詳
）
に
よ
る
﹃
江
戸
名
物
詩
（
初
編
）﹄
で
は
︑﹁
本
惣
茶
道
具

　
新
右
衛
門
町
角
﹂
と
あ
り
︑
当
時
の
屋
号
を
本
惣
と
い
い
本
屋
惣
吉
を
略
し

た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
︒
店
は
江
戸
の
新
右
衛
門
町
角
に
あ
っ
た
︒
ま
た
同

書
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

青
磁
染
付
高
麗
物
備
前
黄
瀬
戸
古
唐
津
所
持
道
具
多
名
器
鑑
定
当
今
第
一
人（

4
）

　
青
磁
︑
染
付
︑
高
麗
物
︑
備
前
︑
黄
瀬
戸
︑
古
唐
津
な
ど
を
所
持
し
て
道
具

も
多
く
︑
名
器
の
鑑
定
に
か
け
て
は
江
戸
で
の
第
一
人
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て

お
り
︑
江
戸
の
道
具
商
と
し
て
一
目
置
か
れ
る
店
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ

る
︒

　
従
来
︑
茶
道
具
商
の
本
惣
お
よ
び
了
我
︑
了
芸
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
な

く
︑
そ
の
行
状
が
部
分
的
に
語
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
こ
れ
ら
の
う
ち
主

要
な
も
の
を
挙
げ
て
お
く
と
美
術
商
で
あ
っ
た
中
村
作
次
郎
（
一
八
五
八
生
︑

没
年
不
詳
）
に
よ
る
﹃
好
古
堂
一
家
言
﹄（
一
九
二
〇
）
で
は
︑
吉
村
観
阿
（
白

醉
庵
／
一
七
六
五
︱
一
八
四
八
）
と
了
我
は
︑
不
昧
の
元
に
集
っ
た
道
具
商
の

う
ち
で
も
︑
俗
気
の
な
い
人
物
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
了
我
を
本

屋
惣
兵
衛
の
名
で
紹
介
し
て
い
る（

5
）

︒
こ
の
ほ
か
中
村
は
明
治
四
十
五
年

（
一
九
一
二
）
の
新
年
宴
会
の
席
上
で
了
芸
に
つ
い
て

只
今
で
も
箔
屋
町
で
金
満
家
を
以
て
知
ら
る
〻
︑
本
総
⎝
マ
マ
⎠︹

本
屋
惣
吉
︺
の

先
代
了
雲
と
申
し
た
人
は
安
政
頃
の
大
鑑
定
家（

6
）

と
紹
介
し
て
い
る
︒

　
茶
道
史
研
究
家
の
高
橋
義
雄
（
箒
庵
／
一
八
六
一
︱
一
九
三
七
︒
箒
庵
に
統

一
）
は
﹃
昭
和
茶
道
記
﹄（
一
九
二
九
）
で
︑
了
芸
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
﹃
麟

鳳
亀
龍
﹄
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
茶
器
の
鑑
定
に
優
れ
た
逸
話
を
紹
介
し
て

い
る（

7
）

︒
実
業
家
で
茶
人
の
松
永
安
左
衛
門
（
一
八
七
五
︱
一
九
七
一
）
は
﹃
桑

楡
録
﹄（
一
九
四
八
）
で
了
芸
と
親
し
か
っ
た
の
が
古
筆
了
仲
（
一
八
二
〇
︱

一
八
九
一
）
で
あ
り
︑
そ
の
没
年
が
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
六
十
九
歳
で
父

よ
り
は
や
く
死
ん
だ
と
紹
介
し
て
い
る（

8
）

︒

　
ま
た
箒
庵
﹃
近
世
道
具
移
動
史
﹄（
一
九
二
九
）
に
は
本
屋
平
蔵
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

本
屋
了
雲
〘
芸
〙
の
子
の
平
蔵
は
︑
了
雲
が
道
具
屋
は
二
代
続
く
商
売
に
非
ず
と

て
︑
悉
く
其
所
蔵
を
売
却
し
た
金
を
利
用
し
て
自
ら
名
器
を
買
取
つ
た
の

で
︑
当
時
仲
間
中
の
寵
児
と
為
つ
て
居
た（

9
）

　
平
蔵
は
了
芸
の
子
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
と
共
に
︑
父
の
よ
う
な
道
具
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屋
は
二
代
も
続
か
な
い
商
い
で
あ
る
と
し
て
所
蔵
品
を
こ
と
ご
と
く
売
却
し
︑

名
器
を
買
収
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
当
時
の
美
術
商
の
う
ち
で
は
寵
児

と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
︒

　
茶
杓
に
詳
し
い
高
原
慶
三
（
杓
庵
／
一
八
九
三
︱
一
九
七
五
）
は
﹃
茶
杓

三
百
選
﹄（
一
九
五
四
）
で
了
芸
に
つ
い
て

本
屋
了
芸
は
名
は
盈
成
︑
通
称
惣
吉
︑
本
屋
了
我
の
子
︒
茶
具
商
か
ら
質

屋
に
転
業
︒
鑑
定
に
長
ず
︒
安
政
五
年
二
月
六
日
歿
︑
六
十
九（

10
）

︒

と
紹
介
し
て
い
る
が
︑
松
永
と
は
了
芸
の
没
年
が
異
な
っ
て
い
る
︒

　
陶
磁
器
研
究
家
の
満
岡
忠
成
（
一
九
〇
七
︱
一
九
九
四
）
は
﹃
日
本
美
術
工

芸
﹄（
三
九
六
号
︑
一
九
七
一
）
で
上
田
家
の
道
具
流
出
に
了
我
が
関
係
し
た
こ

と
に
加
え
︑
了
芸
の
号
が
自
直
庵
で
︑
不
昧
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
紹
介
し

て
い
る（

11
）

︒

　
以
上
の
了
我
︑
了
芸
親
子
に
関
す
る
記
述
の
問
題
点
は
︑
了
我
の
生
没
年
や

惣
吉
︑
惣
兵
衛
な
ど
の
名
の
出
典
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
の
活
動
が

断
片
的
に
語
ら
れ
て
き
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
美
術
品
と
の

関
係
か
ら
も
本
惣
は
重
要
な
店
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
実
態
を
明
ら
か

に
で
き
て
い
な
い
︒

　
近
代
の
本
惣
の
形
態
を
考
え
る
に
あ
た
り
︑
高
橋
龍
雄
（
一
八
六
八
︱

一
九
四
六
）
の
﹃
日
本
趣
味
十
種
﹄（
一
九
二
四
）
で
﹁
今
本
屋
了
我
の
あ
と
は
︑

京
橋
区
に
あ
り
︑
東
京
市
の
一
等
公
民
の
富
豪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ（

12
）

︒﹂
と

あ
り
︑
了
我
の
子
孫
は
旧
京
橋
区
に
住
居
し
︑
東
京
市
の
一
等
公
民
︑
す
な
わ

ち
高
額
納
税
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
︒
ま
た
斎
藤
博
（
一
九
三
四
︱

二
〇
〇
〇
）
に
よ
る
﹃
質
屋
史
の
研
究
﹄（
一
九
〇
〇
）
で
は
︑
明
治
大
正
期
の

東
京
市
の
質
商
の
う
ち
︑
新
右
衛
門
町
に
あ
っ
た
太
田
惣
吉
が
営
ん
だ
本
惣
を

紹
介
し
て
い
る（

13
）

︒
新
右
衛
門
町
と
い
う
所
在
地
か
ら
考
え
︑
了
我
の
末
裔
と
同

定
さ
れ
る
︒

　
そ
も
そ
も
了
我
は
貸
本
屋
か
ら
身
を
起
こ
し
︑
天
保
年
間
に
は
新
右
衛
門
町

で
店
を
構
え
︑
江
戸
の
鑑
定
家
と
し
て
重
き
を
な
し
た
︒
そ
の
後
も
本
惣
は
新

右
衛
門
町
で
営
業
を
続
け
︑
近
代
で
は
質
商
を
営
み
︑
地
主
と
し
て
活
動
し
て

い
た
︒
江
戸
時
代
後
期
に
創
業
し
た
江
戸
の
道
具
商
中
︑
近
代
初
頭
ま
で
同
地

で
家
を
存
続
で
き
た
の
は
管
見
の
限
り
本
惣
の
み
で
あ
る
︒
本
惣
の
発
展
の
経

過
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
江
戸
に
お
け
る
美
術
品
の
移
動
と
と

も
に
︑
そ
の
交
流
か
ら
︑
当
時
の
茶
の
湯
文
化
の
周
辺
を
明
ら
か
に
で
き
る
も

の
と
期
待
で
き
る
︒

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
次
の
二
点
に
つ
い
て
論
じ
る
︒

　
一
点
目
は
本
惣
と
不
昧
と
の
交
流
で
あ
る
︒
不
昧
に
多
く
の
道
具
を
取
り
次

ぐ
一
方
で
︑
不
昧
に
近
侍
し
︑
そ
の
用
を
な
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
特
に

道
具
の
取
り
次
ぎ
と
︑
茶
会
へ
の
参
加
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒

　
二
点
目
は
本
惣
が
天
保
年
間
に
江
戸
で
有
力
な
道
具
商
に
な
っ
て
い
た
点
に

注
目
し
た
上
で
︑
人
と
金
の
流
れ
に
注
目
す
る
︒
人
の
動
き
に
関
し
て
は
︑
了
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芸
が
長
命
で
あ
っ
た
点
に
加
え
︑
子
で
あ
る
了
芸
︑
ま
た
同
じ
新
右
衛
門
町
に

店
を
構
え
た
本
屋
吉
五
郎
の
活
動
を
考
察
の
対
象
と
す
る
︒
金
の
動
き
に
関
し

て
は
︑
本
惣
の
理
財
活
動
に
注
目
す
る
︒
近
代
の
本
惣
は
︑
質
商
と
地
主
を
兼

ね
て
お
り
︑
金
融
と
土
地
の
観
点
か
ら
︑
本
惣
の
初
期
の
経
営
形
態
を
明
ら
か

に
す
る
︒

　
以
上
の
二
点
を
中
心
と
し
て
︑
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
不
昧
と

本
惣
の
創
業
の
関
係
を
辿
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
︒

一
　
了
我
の
活
動

（
１
）
出
自
と
生
年

　
こ
こ
で
了
我
研
究
の
上
で
重
要
と
な
る
了
我
の
出
自
と
生
年
の
二
点
を
紹
介

し
て
お
く
︒

　
一
点
目
は
了
我
の
出
自
で
あ
る
︒
了
我
は
不
昧
以
外
に
も
新
発
田
藩
主
溝
口

家
に
出
入
り
し
て
い
た
︒
新
発
田
藩
十
代
藩
主
溝
口
直
諒
（
翠
濤
／
一
七
九
九

︱
一
八
五
八
︒
以
下
︑
翠
濤
に
統
一
）
に
よ
り
安
政
元
年
に
書
か
れ
た
﹃
三
夢
続

録
﹄（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
に
は
︑
了
我
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
︒了

我
者
︑
本
貸
売
書
為
産
︑
甚
微
賤
也
︑
蒙
不
昧
公
之
厚
恩
而
為
骨
董
大

家
︑
公
賜
号
瑞
鳳
庵
︑
又
賞
監
茶
器
之
名
高
矣
︑
了
我
有
九
秩
寿
筵
之
茶

会
︑
因
会
其
茶
于
別
荘
︑
又
迄
九
十
余
歳
︑
延
召
于
吾
茶
会
矣（

14
）

（
了
我
は
本
と
書
を
貸
し
売
り
し
て
産
を
為
し
︑
甚
だ
微
賤
な
り
︒
不
昧
公
の

厚
恩
を
蒙
り
て
︑
骨
董
の
大
家
と
為
る
︑
公
よ
り
瑞
鳳
庵
の
号
を
賜
わ
り
︑
又
︑

茶
器
を
賞
監
す
る
の
名
高
し
︑
了
我
に
九
秩
寿
筵
の
茶
会
有
り
︑
因
り
て
其
の

茶
を
別
荘
に
会
す
︑
又
︑
九
十
余
歳
に
迄
る
ま
で
︑
吾
を
茶
会
に
延
召
す
）

　
了
我
は
元
々
︑
貸
本
屋
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
生
ま
れ
は
微
賤
の
出
で
あ
っ
た
︒

不
昧
に
見
出
さ
れ
︑
瑞
鳳
庵
の
庵
号
を
与
え
ら
れ
︑
道
具
の
故
実
に
詳
し
か
っ

図 1　橋姫手茶入銘「布引」（『赤星家所蔵品入札』より）

図 1―2　布引に付属する本屋了我添状（『赤星家所蔵品入札』より）
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た
︒
了
我
は
九
十
歳
の
時
︑
茶
会
を
別
荘
で
催
し
翠
濤
を
招
い
て
い
た
こ
と
が

知
れ
る
︒
こ
の
記
録
は
了
我
を
直
接
知
る
人
物
に
よ
り
書
か
れ
た
も
の
と
し
て

貴
重
で
あ
る（

15
）

︒

　
二
点
目
の
了
我
の
生
年
に
つ
い
て
︑
橋
姫
手
茶
入
銘
﹁
布
引
﹂（
図
１
）
に

付
属
す
る
本
屋
了
我
添
状
に
注
目
す
る
︒
赤
星
家
の
売
立
が
大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
六
月
十
一
日
に
東
京
美
術
倶
楽
部
で
開
催
さ
れ
た
︒
こ
の
と
き

作
成
さ
れ
た
売
立
目
録
が
﹃
赤
星
家
所
蔵
品
入
札
﹄
で
あ
り
︑
こ
の
茶
入
と
添

状
（
図
１
︱
２
）
が
所
載
さ
れ
る
︒
添
状
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

橋
姫
手
茶
入

布
引

右
は
宗
甫
公
御
所
持
秘
蔵
に
て

御
た
ん
す
三
ノ
引
出
に
御
入
被
置
候
を
御
代
に

其
ま
〻
に
て
宗
友
公
迄
御
伝
来
本
家
様

之
由
に
て
御
秘
蔵
御
座
候
由
其
砌
拝
見
之
者

委
敷
拙
者
へ
物
語
に
御
座
候
︑
尤
無
類
御
品

に
御
座
候
需
に
應
じ
て
し
た
〻
め
置
候
也

天
保
十
二
年
丑
　
孟
春
　

瑞
鳳
庵
了
我

米
年
有
一（

花
押
）

（
16
）

　
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
八
十
九
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
生
ま
れ
は
宝

暦
三
年
（
一
七
五
三
）
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
︒

（
２
）
不
昧
と
の
交
流

　
不
昧
と
了
我
の
関
係
を
考
え
る
と
き
︑
重
要
と
思
わ
れ
る
の
が
︑
不
昧
が
朽

木
綱
昌
（
不
見
／
一
七
五
〇
︱
一
八
〇
二
）
に
宛
て
た
消
息
で
あ
る
︒
こ
の
消

息
は
﹃
松
平
不
昧
伝
﹄（
一
九
一
七
）
に
所
収
さ
れ
︑
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

御
手
紙
拝
見
仕
候
︑
今
朝
の
茶
入
伊
賀
と
御
目
利
に
候
︑
私
も
仕
合
い
た

し
候
︑
御
互
に
老
衰
眼
力
薄
く
︑
若
手
に
は
及
不
申
︑
只
今
は
伏
甚
江
戸

に
て
の
目
利
に
な
り
申
候
︑
本
惣
出
精
い
た
し
候
故
︑
是
老
挙
な
が
ら
目

利
と
成
り
申
候
︑
麻
布
は
目
利
段
々
下
り
申
候
︑
凡
謹
而
御
拝
見
可
被
成

由
︑
早
く
御
目
に
掛
度
候
︑
藤
重
︑
春
雨
は
御
印
無
之
由
︑
絵
図
追
々
に

は
あ
げ
可
申
候
︑
御
快
く
候
は
ゞ
︑
二
十
日
過
に
必
夜
に
ひ
そ
か
に
御
出

可
被
下
候
︑
段
々
御
相
談
申
度
事
多
く
候
︑
底
面
茶
入
始
め
て
御
覧
の
よ

し
︑
即
御
帰
し
落
手
仕
候
︑
柳
藤
四
郎
も
手
筋
無
之
物
に
て
候
間
︑
御
覧

も
被
成
度
候
は
ゞ
あ
げ
可
申
哉
︑
是
は
に
く
本
名
の
茶
入
に
て
候
︑
御
返

事
次
第
に
可
仕
候
︑
か
な
し
や
〳
〵
︑
も
は
や
道
具
買
ふ
べ
き
金
と
て
は
︑

百
五
十
両
斗
に
相
成
候
︑
ゆ
く
年
を
待
申
候
也
︑
穴
賢
〳
〵
︑

一
々
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六
月
十
一
日

不
見
公

御
返
事（

17
）

　
不
見
︑
不
昧
共
に
老
眼
と
あ
る
こ
と
か
ら
老
年
期
と
考
え
ら
れ
︑
寛
政
期
か

ら
享
和
二
年
（
一
七
八
七
︱
一
八
〇
二
）
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
︒
文
中
に
﹁
本
惣
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑
若
い
頃
の
本
屋
惣
吉
す
な
わ
ち
了

我
と
目
さ
れ
る
︒
不
昧
は
了
我
が
中
年
に
さ
し
か
か
り
目
利
き
と
な
っ
た
こ
と

を
昌
綱
に
報
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
当
時
︑
了
我
は
三
十
七
歳
か
ら
五
十
歳

ま
で
の
間
と
な
り
︑
こ
の
時
期
す
で
に
不
昧
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
︒

　
了
我
と
不
昧
の
具
体
的
な
交
流
と
し
て
道
具
の
取
り
次
ぎ
が
あ
る
︒
不
昧
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
﹃
雲
州
蔵
帳
﹄

（
18
）

と
し
て
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
同
書

に
は
購
入
金
額
︑
時
期
︑
取
り
次
い
だ
道
具
商
の
名
前
も
記
載
さ
れ
る
︒
了
我

の
取
り
次
い
だ
作
品
を
一
覧
と
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
︒
了
我
が
不
昧
に
取
り

次
い
だ
作
品
の
う
ち
︑
現
存
す
る
作
品
と
︑
そ
の
所
蔵
者
︑
譲
渡
さ
れ
た
時
期

を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

　
千
利
休
作
竹
花
入
銘
﹁
園
城
寺
﹂（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
︒
図
２
）
と
付
属
す

る
利
休
筆
消
息
﹁
武
蔵
鐙
の
文
﹂（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
︒
図
３
）
は
冬
木
小
平

次
が
所
蔵
し
て
い
た
が
︑
文
化
元
年
に
了
我
の
取
り
次
ぎ
に
よ
り
不
昧
に
譲
渡

さ
れ
た
︒
中
興
名
物
茶
入
﹁
潮
路
庵
﹂（
個
人
蔵
︒
図
４
）
と
中
興
名
物
﹁
冬

上
之
部

名
物
並
之
部

中
興
物
之
部

大
名
物
之
部

宝
物
之
部
部

花
鳥
　
元
信
筆

二
枚
折
　
書
付
探
幽

遠
州
好
茶
箱

花
鳥
二
枚
折
探
幽
極

古
法
眼
筆

磯
部
︑
宗
甫
両
筆

利
休
述
懐
文

茂
古
林
墨
蹟

唐
物
手
付
菜
籠

伊
賀
瓢
箪
花
生

古
銅
八
掛
地
紋
花
生

青
磁
蕪
花
生

古
七
官

両
面
達
磨
香
合

黄
成
作

堆
朱
牛
香
合
人
物

イ
ビ
ツ
　
箱
遠
州

伊
賀
枷
藍
香
合

織
部
香
合
　
開
扇

青
磯
部
菊
香
合

鬼
熊
川
茶
碗
　

銘
村
雨

青
井
戸
茶
碗
　

銘
片
山

釘
彫
い
ら
ほ
茶
碗
　
銘
山
吹

と
〻
や
茶
碗
　

銘
朝
露

縄
簾
黄
瀬
戸
立
鼓
花
生

達
磨
　
澤
庵
筆

伯
庵
茶
碗

い
ら
ほ
茶
碗
銘
千
種

渋
紙
手
茶
入
　

銘
潮
路
庵

園
城
寺
花
生

竹
一
重
切

利
休
文
添

土
田
丸
壺
茶
入

鍋
屋
茶
入作
品
名

樽
與
左
衛
門

冬
木

樽
與
左
衛
門

樽小
堀

樽
與
左
衛
門

冬
木
︑仙
波
太
郎
兵
衛

大
橋

樽
與
左
衛
門

庸
軒
小
堀

樽
與
左
衛
門

松
平
甲
斐

樽
與
左
衛
門

冬
木
本
多
家

冬
木
喜
平
次

主
要
な
伝
来

文
化
寛
政

寛
政

享
和
文
政
文
化
元

購
入
年

本
惣
本
惣
本
惣
本
宗

本
宗（
了
芸
か
）

本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣

谷
権
・
本
惣

本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣
本
惣

本
屋
了
我

本
惣
本
惣
取
次

山
陰
合
同
銀
行

個
人
蔵

東
京
国
立
博
物
館

現
在
の
所
蔵

表 1　『雲州名物』にみる了我が不昧に取り次いだ作品
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木
伯
庵
﹂（
五
島
美
術
館
蔵
︒
図
５
）
は
樽
與
左
衛
門
（
生
没
年
不
詳
）
が
所
蔵

し
て
い
た
が
︑﹁
冬
木
伯
庵
﹂
は
寛
政
年
間
に
不
昧
が
入
手
し
て
い
る
︒

　
高
麗
釘
彫
伊
羅
保
茶
碗
銘
﹁
山
吹
﹂（
山
陰
合
同
銀
行
蔵
︒
図
６
）

（
19
）

の
旧
蔵
者
と
︑

不
昧
が
入
手
し
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
︒
伊
賀
伽
藍
香
合
（
東
京
国
立
博
物
館

蔵
︒
図
７
）
は
冬
木
屋
上
田
家
を
経
て
江
戸
の
商
人
仙
波
太
郎
兵
衛
（
生
没
年

不
詳
）
が
所
蔵
し
た
が
︑
こ
れ
ら
の
入
手
時
期
は
不
明
で
あ
る
︒

　
こ
の
う
ち
購
入
年
の
比
較
的
早
い
も
の
が
﹁
冬
木
伯
庵
﹂
で
︑
寛
政
年
間
に

本
惣
か
ら
千
両
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
時
期
︑
す
で
に
道
具
の
取
り
次
ぎ
を

行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

20
）

︒

　
そ
の
後
の
記
録
で
は
不
昧
の
茶
会
記
中
︑
了
我
が
招
か
れ
た
早
い
頃
の
も
の

で
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
五
月
二
十
二
日
︑﹁
御
隠
居
様
大
崎
へ
御
移
徒

初
め
て
の
御
会
﹂
と
し
て
川
村
及
夢
（
生
没
年
不
詳
）︑
惣
吉
︑
伏
見
屋
甚
右

衛
門
ら
と
と
も
に
参
会
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
と
き
了
我
︑

五
十
四
歳
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
了
我
は
不
昧
に
近
侍
し
︑
道
具
の
取
り
次
ぎ
な
ど
道
具
商
と
し

て
の
一
面
が
見
ら
れ
る
一
方
で
︑
茶
会
の
客
と

し
て
も
交
流
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
了
我

が
不
昧
に
近
侍
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
︑
藤
間
寛
氏
は
﹁
雲
州
家
蔵
帳
併
写
本
一

覧
﹂（﹃
雲
州
蔵
帳
図
鑑
﹄
所
収
）
の
う
ち
︑
文

化
年
中
に
了
我
に
よ
る
筆
記
と
し
て
﹃
宝
物
之

図 3　千利休筆「武蔵鐙の文」（東京国立博物館蔵）

図 5　中興名物「冬木伯庵」
（五島美術館蔵）

図 6　高麗釘彫伊羅保茶碗銘「山吹」
（山陰合同銀行蔵。『大名茶人松平不昧展』より）

図 4　中興名物瀬戸渋
紙手茶入「潮路庵」

（個人蔵）

図 2　千利休作竹花入
銘「園城寺」

（東京国立博物館蔵）

図 7　伊賀伽藍香合
（東京国立博物館蔵）
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部
﹄（
一
冊
︒
二
十
枚
）︑﹃
名
物
並
茶
入
之
部
﹄（
一
冊
︒
五
四
枚
）
を
紹
介
し

て
い
る（

21
）

︒
こ
の
こ
と
は
了
我
が
不
昧
に
近
侍
し
︑
そ
の
所
蔵
し
た
道
具
の
整
理

を
行
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
ほ
か
了
我
は
不
昧
に
よ
る
大
圓
庵
寄
進
に
も
関
係
し
て
い
る
︒
不
昧
は

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
焼
失
し
た
孤
篷
庵
の
再
建
に
尽
力
し
︑
孤
篷
庵
内

に
菩
提
所
と
な
る
大
圓
庵
を
寄
進
す
る
こ
と
と
な
る
︒

　
大
圓
庵
造
営
に
関
し
て
︑
不
昧
よ
り
大
徳
寺
孤
篷
庵
七
世
の
寰か
ん

海か
い

宗そ
う
し
ゅ
ん晙

（
一
七
五
二
︱
一
八
一
七
）
へ
の
消
息
中
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

残
暑
強
御
座
候
得
共
︑
彌
御
万
福
珍
重
奉
存
候
事
々
心
掛
候
得
共
︑
彼
是

と
故
障
御
座
候
て
︑
末
上
京
も
延
引
︑
何
卒
当
秋
末
は
︑
上
京
可
仕
と
存

候
へ
ど
も
︑
是
亦
決
定
も
末
致
候
︑
何
分
罷
上
候
心
に
は
御
座
候
︑
定
め

て
御
待
の
御
事
と
心
せ
き
申
候
︑
先
達
江
戸
よ
り
上
り
候
本
屋
惣
吉
と
申

者
︑
数
寄
屋
庭
廻
り
見
候
由
︑
委
細
咄
承
り
︑
一
入
早
く
見
申
度
︑
十
个

九
ッ
は
︑
秋
中
出
京
の
積
に
候
︒
一
︑
其
表
道
具
屋
仕
候
谷
松
屋
貞
八
と

申
者
︑
事
々
江
戸
へ
も
下
り
︑
目
利
を
出
精
仕
候
者
に
御
座
候
︑
何
卒
龍

光
院
什
物
︑
栗
柿
の
絵
︑
曜
変
天
目
︑
蜜
〘
密
〙
庵
墨
蹟
︑
是
等
を
拝
見
願
申
候
︒

乍
御
面
倒
可
相
成
ば
御
見
せ
可
被
下
候
︒
於
私
忝
可
存
候
︑
御
頼
申
候
︑

不
昧
一
々

七
月
二
十
三
日
　

孤
篷
庵
老
和
尚

二
空
下（

22
）

　
こ
の
文
面
か
ら
了
我
は
一
足
早
く
︑
不
昧
の
意
を
受
け
て
孤
篷
庵
に
赴
き
︑

数
寄
屋
や
庭
廻
り
の
様
子
を
報
告
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
︒

　
文
化
十
四
年
正
月
十
三
日
に
松
江
を
出
発
し
た
不
昧
は
︑
二
十
五
日
の
大
徳

寺
孤
篷
庵
に
寄
進
し
た
茶
室
大
圓
庵
の
披
露
の
茶
会
を
行
な
っ
て
い
る
︒
ま
ず

二
十
五
日
の
茶
会
で
は
︑
不
昧
は
宗
晙
︑
大
徳
寺
孤
篷
庵
八
世
の
大だ
い

鼎て
い

宗そ
う

允い
ん

（
一
七
七
五
︱
一
八
三
二
）︑
今
宮
宗
了
（
生
没
年
不
詳
）

（
23
）

を
招
い
た
際
に
用
い
た

道
具
は
︑
不
昧
が
孤
篷
庵
に
寄
進
し
た
道
具
が
主
で
あ
る
︒
な
お
二
日
後
の

二
十
七
日
︑
亭
主
が
宗
晙
で
︑
客
と
し
て
不
昧
︑
根ね

土づ
ち

宗そ
う

静せ
い

（
弧
輪
庵
／
生
没

年
不
詳
）︑
了
我
の
参
会
が
確
認
で
き
る
︒
了
我
が
同
席
し
て
い
る
点
に
注
目

す
る
と
︑
大
圓
庵
の
造
営
に
関
し
て
も
了
我
は
不
昧
の
意
を
受
け
て
行
動
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
後
︑
不
昧
ら
は
江
戸
へ
帰
府
す
る
に
際
し
同
年
正
月
晦
日
︑
四
日
市
の

清
水
本
陣
に
宿
泊
し
た
︒
宿
泊
記
録
が
清
水
本
陣
文
書
と
し
て
︑
現
在
︑
四
日

市
市
立
博
物
館
に
寄
託
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
﹁
文
化
十
四
年
松
平
不

昧
様
御
宿
割
帳
﹂（
以
下
︑
割
帳
に
統
一
）
が
あ
る
︒
こ
の
文
書
は
す
で
に
﹃
四

日
市
市
史
﹄
で
紹
介
さ
れ
︑
そ
の
解
説
で
は
出
雲
国
松
江
藩
主
の
松
平
不
昧
が
︑

国
元
へ
帰
る
際
に
四
日
市
に
宿
泊
し
た
と
き
の
家
臣
の
宿
割
帳
と
さ
れ
る（

24
）

︒
し

か
し
な
が
ら
大
圓
庵
の
茶
会
の
の
ち
︑
不
昧
は
大
崎
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

四
日
市
の
通
過
は
︑
江
戸
へ
の
帰
府
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
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割
帳
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

根
土
宗
静
　
　
　
　
　
つ
た
や

太
田
了
我
　
　
　
　
　
　
新
兵
衛

疋
田
一
二（

25
）

　
根
土
宗
静
︑
疋
田
一
二
︑
太
田
了
我
は
四
日
市
の
つ
た
や
新
兵
衛
の
宿
に
宿

泊
し
た
︒
宗
静
︑
一
二
は
不
昧
の
茶
会
に
多
く
招
か
れ
た
人
物
で
あ
る
︒
ま
た

太
田
了
我
と
あ
る
が
︑
近
代
の
了
我
の
子
孫
が
太
田
性
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
了
我
本
人
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
管
見
の
資
料
中
︑
惣

吉
が
太
田
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
点
で
も
重
要
で
あ
る
︒

割
帳
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑
家
臣
以
外
に
も
茶
友
を
引
き
連
れ
て
宿
泊
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
不
昧
が
彼
ら
を
帯
同
し
て
の
清
水
本
陣
を
は
じ
め
と
す

る
四
日
市
宿
の
宿
泊
は
︑
そ
の
数
日
前
に
行
な
わ
れ
た
大
圓
庵
披
露
の
茶
会
に

一
同
参
会
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
特
に
了
我
は
大
圓
庵
披

露
の
茶
会
の
準
備
に
際
し
︑
不
昧
の
意
を
受
け
貢
献
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

（
３
）
冬
木
屋
上
田
家
の
道
具

　
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
し
た
よ
う
に
了
我
は
上
田
家
の
道
具
流
出
に
関
与
し
た

と
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
了
我
が
不
昧
に
取
り
次
い
だ
上
田
家
旧
蔵
の
道
具
中
︑

千
利
休
筆
﹁
武
蔵
鐙
の
文
﹂（
図
３
）
に
注
目
す
る
︒
こ
の
掛
物
は
︑
当
初
︑

江
戸
時
代
中
期
の
江
戸
の
商
人
上
田
小
平
次
（
生
没
年
不
詳
）
が
所
蔵
し
て
い

た
︒

　
小
平
次
は
千
利
休
筆
﹁
遺ゆ
い

偈げ

﹂（
不
審
庵
蔵
）
を
所
蔵
し
て
い
た
が
︑
千
宗

左
（
如
心
斎
︑
天
然
／
一
七
〇
五
︱
一
七
五
一
）
の
懇
望
に
よ
り
︑
千
宗
室
（
又

玄
斎
︑
一
燈
／
一
七
一
九
︱
一
七
七
一
）︑
川
上
不
白
（
一
七
一
九
︱
一
八
〇
七
）

ら
の
斡
旋
に
よ
り
入
手
し
た
︒
入
手
に
際
し
︑
千
家
か
ら
上
田
家
に
贈
ら
れ
た

の
が
﹁
武
蔵
鐙
の
文
﹂
と
長
次
郎
作
黒
楽
茶
碗
銘
﹁
北
野
﹂（
石
川
県
立
美
術
館

蔵
）
で
あ
る
︒

　﹁
武
蔵
鐙
の
文
﹂
を
収
納
す
る
箱
（
図
８
）
に
は
甲
に
﹁
利
休
武
蔵
鐙
文
﹂

と
書
か
れ
︑
裏
に
は
如
心
斎
に
よ
り

図 8　千利休筆「武蔵鐙の文」を収納する箱墨書
左／裏　右／甲

（東京国立博物館蔵。『名物図鑑』より）
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（
上
段
）

利
休
む
さ
し
あ
ふ
み
の
文

（
中
段
）

御
音
信
／
よ
に
有
テ
／
は
と
い
ふ

（
下
段
）

名
に
高
き
富
士
を
詠
て
切
出
ス

ふ
し
き
の
筒
は
園
城
寺
也
一
笑
々
々
左
（
花
押
）

と
書
か
れ
て
い
る
︒

　
そ
の
後
︑
上
田
家
で
は
﹁
園
城
寺
﹂
と
﹁
武
蔵
鐙

の
文
﹂
を
︑
了
我
を
介
し
て
売
却
す
る
こ
と
と
な
る
︒

﹁
園
城
寺
﹂
を
入
手
し
た
不
昧
は
後
年
︑
園
城
寺
花

入
の
写
し
を
三
つ
作
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
銘
は

﹁
昏た
そ
が
れ

鐘
鳴
﹂（
個
人
蔵
）︑﹁
入い
り

相あ
い

﹂︑﹁
晩
鐘
﹂（
田
部

美
術
館
蔵
）
で
あ
る
︒
不
昧
作
園
城
寺
写
竹
花
入
銘

﹁
昏
鐘
鳴
﹂
に
は
不
昧
筆
﹁
武
蔵
鐙
の
文
写
し
﹂（
図

９
︱
１
）
が
付
属
す
る
︒﹁
武
蔵
鐙
の
文
写
し
﹂
を

収
納
す
る
箱
に
は
﹁
碧
雲
台
﹂
の
貼
紙
が
あ
る
こ
と

か
ら
︑
近
代
に
な
っ
て
益
田
孝
（
鈍
翁
／
一
八
四
八

︱
一
九
三
八
）
が
所
蔵
し
た
こ
と
が
知
れ
る（

26
）

︒
不
昧

に
よ
る
﹁
武
蔵
鐙
の
文
写
し
﹂
を
収
納
す
る
箱
に
は

了
我
に
よ
る
墨
書
が
あ
り
︑
甲
（
図
９
︱
２
）
に
は
﹁
利
休
武
蔵
鐙
　
御
う
つ

し
﹂
と
書
か
れ
︑
裏
に
は
先
述
の
如
心
斎
の
配
置
を
そ
の
ま
ま
写
し
︑
次
の
よ

う
な
墨
書
が
あ
る
︒

御
音
信

（
上
段
）

利
休
む
さ
し
あ
ふ
み
の
文

（
中
段
）

御
音
信
／
よ
に
有
テ
／

（
下
段
）

名
に
高
き
富
士
を
詠
て
切
出
ス

ふ
し
き
の
筒
は
園
城
寺
也
一
笑
々
々
左
（
花
押
）
左
判
と
如
心
斎
宗
左

書
付
有
之
了
我
證
之
（
花
押
）

　
了
我
に
よ
る
墨
書
の
年
代
は
明
ら
か
に
し
な
い
が
︑
不
昧
に
取
り
次
い
だ
作

品
の
写
し
を
了
我
が
墨
書
し
て
い
る
点
か
ら
︑
両
者
の
関
係
を
示
す
作
品
と
し

て
も
重
要
で
あ
る
︒
ま
た
了
我
が
冬
木
道
具
の
売
却
に
関
与
し
て
い
る
点
も
重

図 9 － 2　 不 昧
筆「武蔵鐙の文写
し」を収納する箱
甲（個人蔵）

図 9 － 1　不昧筆「武蔵鐙の文写し」（個人蔵）
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要
で
あ
る
︒

　
雲
州
蔵
帳
中
︑
上
田
家
旧
蔵
品
を
取
り
次
い
だ
道
具
商
で
は
伏
見
屋
が
多
く
︑

本
惣
に
よ
る
取
り
次
ぎ
は
わ
ず
か
で
あ
る
︒
ま
た
安
永
年
間
か
ら
上
田
家
道
具

を
取
り
次
い
だ
伏
見
屋
甚
右
衛
門
や
河
内
屋
宗
海
（
生
没
年
不
詳
）
な
ど
と
比

較
し
て
︑
時
期
は
寛
政
期
か
ら
と
後
発
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
上
田
家
と
了

我
は
そ
れ
な
り
の
関
係
を
築
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
朝
岡
興
禎

（
一
八
〇
〇
︱
一
八
五
六
）
に
よ
る
﹃
古
画
備
考
﹄
で
松
花
堂
昭
乗
（
一
五
八
四

︱
一
六
三
九
）
の
項
目
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

同
松
花
堂
昭
乗

画
大
津
馬
︑
唐
紙
半
切
立
物
︑
賛
沢
庵
︑
色
紙
に
書
て
張
︑
元
冬

木
よ
り
︑
本
総
〘
惣
〙
取
出
し
︑
大
坂
河
口
に
て
落
札
五
十
両
︑
其
後
莫
大
の
価

と
な
る（

27
）

︒

　
松
花
堂
に
よ
る
大
津
馬
（
図
10
）
は
現
在
︑
根
津
美
術
館
が
所
蔵
す
る（

28
）

︒
同

書
に
よ
れ
ば
元
は
冬
木
家
の
伝
来
で
あ
り
︑
本
総
す
な
わ
ち
本
惣
に
よ
り
流
出

さ
れ
た
作
品
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
上
田
家
と
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
︒

　
こ
の
ほ
か
︑
上
田
家
の
旧
蔵
品
で
本
屋
惣
吉
の
箱
書
付
が
あ
る
も
の
で
は
六

閑
斎
泰
叟
（
一
六
九
四
︱
一
七
二
六
）
に
よ
る
共
筒
茶
杓
銘
﹁
瀬
田
夕
照
﹂（
個

人
蔵
）
が
あ
る
︒﹃
茶
的
三
百
選
﹄（
一
九
五
四
）
に
よ
れ
ば
茶
杓
の
替
筒
は
竺

叟
に
よ
る
も
の
で
︑
筒
墨
書
に
は

〆
　
六
閑
斎
作
　
瀬
田
夕
照
　
宗
乾（

29
）

と
あ
り
︑
内
箱
に
は
同
人
に
よ
り
次
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
︒

八
景
之
内
　
瀬
田
夕
照
　
　
　
　
　
　
最
斎

庚
戌
歳
　
上
田
小
平
次
殿
へ
送
る
　
　
　（
花
押
）

　
竺
叟
が
江
戸
深
川
の
豪
商
で
あ
る
上
田
小
平
次
（
上
田
屋
冬
木
家
三
代
目
政

郷
の
次
男
）
に
贈
っ
た
茶
杓
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
︒
ま
た
外
箱
の
墨
書
は
本

屋
惣
吉
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
惣
吉
に
よ
る
箱
墨
書
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒

八
景
之
内
　
竺
叟
宗
乾
替
筒
箱
書
付
　

泰
叟
宗
安
茶
杓
　
冬
木
小
平
次
所
持

袋
書
付
　
仙
々
斎
筆

図10　 松 花 堂 昭 乗 筆
「大津馬」（根津美術館蔵）
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書
式
か
ら
了
我
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
茶
杓
は
了
我
の
活
躍
し

た
頃
に
流
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
両
者
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
重
要

な
作
品
で
あ
る
︒

（
４
）
了
我
の
妻

　
産
科
医
で
あ
る
片
倉
鶴
陵
（
一
七
五
一
︱
一
八
二
二
／
元
周
）
に
よ
り
︑
文

化
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
治
験
の
記
録
で
あ
る
﹃
静
倹
堂
治
験
﹄（
一
八
二
二
）

の
第
三
巻
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

日
本
橋
新
右
街
︑
本
屋
惣
吉
ガ
妻
︑
心
中
悸
シ
︑
胸
下
痞
鞭
︑
臍
上
動
気

ア
ツ
テ
失
音
不
能
開
声
︑
不
大
便
五
六
日
︑
時
ニ
復
頭
眩
ス
︑
脈
沈
細
ニ

メ
飲
食
不
レ
進
︑
他
毉
平
肝
流
気
飲
ヲ
用
ヒ
︑
其
他
数
剤
ヲ
更
テ
不
レ
効

在
ニ
床
褥
既
ニー
二
十
有
余
日
︑
文
化
辛
未
八
月
十
五
日
︑
治
ヲ
予
ニ
求
ム
︑

予
枳
縮
二
陳
湯
加
テニ

桔
梗
ー
与
ヘレ

之
兼
ル
ニ
清
心
湯
ヲ
家
方
振
出
シ
薬
ナ
リ
方

ハ
産
科
発
蒙
へ
載
ス
以
テ
︑

臨
臥
ニ
龍
飛
丸
見
傷
寒

啓

微
五
十
粒
ヲ
︑
毎
晩
頓
服
セ
シ
ム
︑
大
便
利
ヲ
得
テ
︑

諸
症
稍
快
ト
雖
モ
︑
唯
ダ
音
声
不
発
︑
悸
動
不
止
︑
十
九
日
剤
ヲ
改
テ
︑

灸
甘
草
湯
ヲ
用
ル
ー
〘
マ
マ
〙七
八
日
ニ
メ
︑
心
中
動
悸
止
ミ
︑
音
声
開
テ
常
ニ
復

ス
ル
ー
〘
マ
マ
〙ヲ

得
タ
リ（

30
）

　
本
惣
の
妻
の
病
状
に
つ
い
て
の
鶴
陵
の
記
録
で
あ
る
︒
こ
の
症
状
に
つ
い
て

元
日
本
東
洋
医
学
会
会
長
の
寺て
ら

師し

睦ぼ
く

宗そ
う

（
一
九
二
三
︱
二
〇
一
八
）
に
よ
っ
て

﹃
漢
方
医
学
講
座
﹄（
六
八
号
︑
一
九
九
三
）
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
引
用
し
て

お
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

日
本
橋
の
本
屋
惣
吉
の
妻
︑
心
中
が
悸
し
て
胸
下
痞
硬
︑
臍
上
に
動
悸
が

あ
っ
て
失
音
し
︑
声
を
出
し
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
五
︑六
日
大
便

が
出
な
い
︒
時
々
眩
暈
が
す
る
︒
脈
は
沈
細
で
食
欲
が
進
ま
な
い
︒
そ
こ

で
炙
甘
草
湯
を
用
い
た
と
こ
ろ
︑
七
︑八
日
で
動
悸
が
止
ん
で
︑
声
を
発

す
る
よ
う
に
な
っ
た（

31
）

︒

　
こ
の
症
状
に
つ
い
て
︑
玄
和
堂
診
療
所
院
長
の
寺
師
碩
甫
氏
の
教
示
に
よ
れ

ば
︑
一
概
に
断
言
で
き
な
い
と
し
た
上
で
︑﹁
十
日
以
上
︑
床
に
伏
し
て
い
る

様
子
や
︑
声
も
出
ず
︑
脈
も
細
く
︑
食
欲
も
な
い
な
ど
の
症
状
を
考
慮
す
る
と
︑

恐
ら
く
は
体
力
の
衰
え
た
高
齢
の
方
で
は
な
い
か
﹂
と
の
教
示
を
得
た
︒
完
治

し
た
時
期
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
年
）
八
月
五
日
で
あ
り
︑
こ
の
当
時
了
我

は
五
十
八
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
了
我
の
妻
と
比
定
さ
れ
る
︒

（
５
）
老
年
期
の
了
我

　
老
年
と
な
っ
た
了
我
は
江
戸
で
目
利
き
と
し
て
聞
こ
え
︑
本
阿
弥
空
中
作
信

楽
茶
碗
﹁
鶴
芝
﹂（
個
人
蔵
︒
図
11
）

（
32
）

や
杉
木
普
斎
作
共
筒
茶
杓
銘
﹁
雪
の
朝
﹂

（
個
人
蔵
︒
図
12
）

（
33
）

な
ど
の
作
品
に
墨
書
を
残
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
八
十
八
歳
︑
八
十
一
歳
の
時
の
筆
で
あ
る
︒
了
我
の
八
十
歳
代
の
活
動
に
注
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目
す
る
と
き
︑
江
戸
の
材
木
商
で
あ
る

川
村
伝
左
衛
門
に
よ
る
﹃
寛
政
三
亥
年

日
記
﹄（
三
井
文
庫
蔵
）
に
は
︑
天
保

七
年
十
一
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
茶

会
の
記
録
が
あ
る
︒
客
は
沼
津
藩
家
老

の
土
方
縫
殿
助
（
生
没
年
不
詳
）︑
川

村
伝
左
衛
門
（
生
没
年
不
詳
）︑
和
泉

屋
喜
平
次
（
生
没
年
不
詳
）︑
惣
吉
が

参
会
し
て
い
る
︒
天
保
七
年
は
了
我
八
十
四
歳
と
な
り
︑
こ
の
茶
会
に
参
会
し

て
い
た
の
は
了
我
と
目
さ
れ
︑
当
時
の
交
流
が
わ
か
る（

34
）

︒

　
了
我
自
身
に
よ
る
茶
会
は
先
述
の
通
り
︑
卒
寿
（
九
十
賀
）
茶
会
が
あ
る
と

さ
れ
る
が
記
録
を
確
認
で
き
な
い
︒

　
と
こ
ろ
で
山
本
麻
渓
（
生
没
年
不
詳
）
と
︑
東
京
の
茶
商
で
あ
る
木
全
宗
儀

（
生
没
年
不
詳
）
に
よ
り
一
年
間
の
日
別
の
茶
会
記
を
収
集
し
た
﹃
古
今
茶
湯

集
﹄（
一
九
一
七
）
に
は
︑
文
政
十
二
年
巳
丑
正
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た

本
屋
惣
吉
に
よ
る
茶
会
が
所
載
さ
れ
る
︒
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
は
了
我

七
十
七
歳
と
な
り
︑
喜
寿
の
茶
会
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒
客
は
薮
内
紹
安
︑

勝
与
一
郎
︑
榎
本
飛
騨
︑
伊
藤
喜
八
（
い
ず
れ
も
生
没
年
不
詳
）
で
あ
る
︒

　
当
日
の
道
具
組
み
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒

初
座

掛
物
　
　
元
伯
宗
旦
筆
一
行
　
梅
開
去
年
枝

釜
　
　
　
丸
　
寒
雉
作

香
合
　
　
交
趾
　
笠
牛

炭
斗
　
　
木
地
台

灰
器
　
　
吉
左
衛
門
素
焼

羽
箒
　
　
鶴

釻
　
　
　
火
筋

懐
石

向
付
　
　
た
ひ
ら
き
　
唐
か
ら
し
　
酢
み
そ
あ
へ

汁
　
　
　
よ
め
な

煮
物
椀
　
鯛
脊
切
　
土
筆
　
な
　
ふ
き
の
と
う

焼
物
　
　
よ
せ
白
魚

吸
物
　
　
つ
く
ば
ね

取
肴
　
　
塩
引
数
の
子
　
の
り

香
物
　
　
あ
さ
漬
大
根

図11　本阿弥空中作信楽茶碗「鶴芝」
（個人蔵）

図12　杉木普斎茶杓歌銘
「雪の朝」（個人蔵）
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菓
子
　
　
遠
山
も
ち

後
座

花
入
　
　
青
竹
尺
八
切

花
　
　
　
ぼ
け

水
指
　
　
木
地
釣
瓶

茶
入
　
　
利
休
瀬
戸
　
銘
初
花
　
遠
州
書

袋
　
　
　
長
楽
寺
裂

茶
碗
　
　
大
井
戸

茶
杓
　
　
貞
置
作
　
共
筒

建
水
　
　
さ
は
り
　
棒
の
先

蓋
置
　
　
青
竹

薄
茶
（
同
席
）

水
指
　
　
時
代
薬
罐

茶
器
　
　
黒
棗
　
宗
哲
作

茶
碗
　
　
青
磁
人
形
手

茶
銘
　
　
祝
の
白

惣
菓
子
　
紅
白
松
葉（

35
）

　
道
具
組
み
か
ら
四
畳
半
以
下
の
小
間
の
茶
席
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
初
座

の
床
の
間
に
は
元
伯
宗
旦
（
一
五
七
八
︱
一
六
五
八
）
に
よ
る
一
行
書
﹁
梅
開

去
年
枝
﹂
が
掛
け
ら
れ
た
︒
釜
は
宮
崎
寒
雉
（
何
代
か
は
不
明
）
に
よ
る
丸
釜

で
あ
る
︒
初
炭
点
前
の
時
に
は
木
地
台
の
炭
斗
︑
灰
器
は
楽
吉
左
衛
門
に
よ
る

素
焼
の
焙
烙
︑
羽
箒
は
鶴
︑
釻
は
火
筋
を
用
い
︑
改
ま
っ
た
印
象
を
与
え
る
︒

香
合
は
型
物
香
合
の
一
つ
で
あ
る
交
趾
焼
の
笠
牛
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
懐
石
と

な
り
菓
子
は
遠
山
餅（

36
）

が
振
る
舞
わ
れ
た
︒

　
後
座
の
濃
茶
で
は
床
の
間
の
掛
物
が
外
さ
れ
青
竹
尺
八
切
の
花
入
に
木
瓜
が

生
け
ら
れ
た
︒
点
前
の
道
具
は
木
地
釣
瓶
の
水
指
︑
茶
入
は
利
休
瀬
戸
︑
銘
は

初
花
（
小
堀
遠
州
箱
書
）
で
袋
は
長
楽
寺
裂
が
添
う
︒

　
茶
碗
は
大
井
戸
で
あ
る（

37
）

︒
茶
杓
は
江
戸
時
代
初
期
に
旗
本
で
茶
人
で
も
あ
っ

た
織
田
貞
置
（
一
六
一
七
︱
一
七
〇
五
）
に
よ
る
共
筒
で
あ
る
︒
建
水
は
砂
張

で
作
ら
れ
た
棒
の
先
と
い
う
形
状
の
も
の
で
蓋
置
は
青
竹
が
用
い
ら
れ
た
︒
正

月
と
祝
意
を
重
ね
た
格
調
高
い
道
具
組
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
薄
茶
も
同
席
で
行
わ
れ
︑
水
指
が
時
代
薬
罐
に
替
え
ら
れ
︑
茶
器
は
中
村
宗

哲
（
何
代
か
は
不
明
）
に
よ
る
黒
棗
︑
茶
碗
は
青
磁
人
形
手
で
あ
る
︒
茶
杓
の

表
記
が
な
い
が
︑
濃
茶
と
同
じ
︑
貞
置
に
よ
る
も
の
か
︑
別
の
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
象
牙
な
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
惣
菓
子
に
は
紅
白
松
葉
が
振
る
舞

わ
れ
た
︒
濃
茶
の
格
調
高
い
空
気
か
ら
薄
茶
席
で
は
軽
い
雰
囲
気
に
座
変
わ
り

さ
せ
る
惣
吉
の
配
慮
が
窺
わ
れ
る
︒
茶
会
の
会
場
は
︑
か
つ
て
不
昧
か
ら
命
名

さ
れ
た
茶
室
瑞
鳳
庵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
茶
会
は
了
我
の
茶
会
と
し

て
確
認
で
き
る
点
で
重
要
で
あ
る
︒
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二
　
本
惣
の
経
営
と
理
財

　
天
保
年
間
︑
本
惣
は
江
戸
の
道
具
商
と
し
て
一
目
置
か
れ
る
存
在
と
な
っ
て

い
た
が
︑
そ
の
規
模
の
大
き
さ
か
ら
︑
了
我
だ
け
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
︑

一
族
の
結
束
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
了
我
の
一
族
に
注
目
す
る
︒

た
だ
し
︑
現
時
点
で
了
芸
ら
の
活
躍
し
た
時
期
を
区
分
す
る
こ
と
は
史
料
の
不

足
か
ら
で
き
な
い
︒

（
１
）
息
子
・
了
芸

　
了
芸
は
は
じ
め
藤
吉
を
名
乗
り
不
昧
の
茶
会
に
も
多
く
参
加
し
て
い
る
︒
先

に
も
述
べ
た
と
お
り
不
昧
没
後
は
新
発
田
藩
主
溝
口
家
に
出
入
り
し
た
︒
と
い

う
の
も
翠
濤
は
小
堀
遠
州
二
百
年
遠
忌
に
あ
た
る
弘
化
三
年
五
月
に
茶
会
を
江

戸
中
屋
敷
（
幽
清
館
）
で
開
催
し
て
い
る
︒
こ
の
当
時
︑
各
所
で
遠
忌
の
茶
会

な
ど
の
催
し
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
溝
口
家
で
は
遠
州
伝
来
の
名
物
茶
道

具
が
あ
る
こ
と
か
ら
翠
濤
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
茶
会
で
あ
る
︒
こ
の
茶
会
で

は
遠
州
が
所
持
し
た
﹁
閑
極
法
雲
・
東
澗
道
洵
両
筆
墨
蹟
﹂（
個
人
蔵
）︑
古
瀬

戸
茶
入
銘
﹁
蛍
﹂（
畠
山
記
念
館
蔵
）
が
使
用
さ
れ
た
︒
参
会
し
た
客
に
つ
い

て
﹃
幽
清
館
雑
記
﹄（
第
五
巻
）
で
は
五
月
二
十
八
日
の
茶
会
に
谷
村
可
順

（
一
八
五
七
没
）
と
と
も
に
﹁
初
て
　
本
屋
了
芸
﹂
と
あ
り
︑
二
人
で
参
会
し

て
い
る
こ
と
が
知
れ
︑
さ
ら
に
了
芸
の
初
め
て
の
参
加
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
ま
た
︑
こ
の
点
か
ら
溝
口
家
に
は
了
我
︑
了
芸
親
子
が
出
入
り
し
て
い
た

こ
と
が
知
れ
る
︒

　
了
芸
も
父
了
我
同
様
に
箱
墨
書
を
残
し
て
い
る
︒
了
芸
に
よ
る
箱
墨
書
が
あ

る
作
品
で
は
片
桐
石
州
作
共
筒
茶
杓
銘
﹁
宗
仙
の
お
も
か
げ
﹂（
湯
木
美
術
館
蔵
︒

図
13
）

（
38
）

や
大
鳥
羽
箒
（
個
人
蔵
︒
図
14
）
が
あ
る
︒

図13　片桐石州作共筒茶杓銘「宗仙
のおもかげ」（湯木美術館蔵）

図14　大鳥羽箒（個人蔵）
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了
芸
の
活
動
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
了
我
︑
了
芸
親
子
に
よ
る
道
具
の
見
聞

録
と
な
る
﹃
苦
心
録
﹄
や
﹃
麟
鳳
亀
龍
﹄
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

　﹃
苦
心
録
﹄
と
は
名
物
を
は
じ
め
諸
家
の
所
蔵
す
る
茶
入
︑
釜
︑
漆
工
︑
楽

焼
茶
碗
︑
見
聞
し
た
茶
の
湯
道
具
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
︒
牧
孝
治
﹃
加
賀
の

茶
道
﹄（
一
九
八
三
）
に
よ
れ
ば
﹃
苦
心
録
﹄
と
は
了
芸
に
よ
る
手
控
を
大
阪

の
道
具
商
で
あ
っ
た
戸
田
露
吟
（
生
年
不
詳
︒
一
九
〇
五
没
）
が
名
付
け
た
も

の
で
あ
る（

39
）

︒

　﹃
麟
鳳
亀
龍
﹄
と
は
諸
家
が
所
蔵
す
る
道
具
を
図
版
と
と
も
に
紹
介
し
た
も

の
で
所
蔵
を
不
昧
と
す
る
作
品
の
う
ち
﹁
増
鏡
﹂︑﹁
志
賀
﹂︑﹁
潮
路
庵
﹂︑﹁
初

祖
﹂
に
は
﹁
手
前
よ
り
納
﹂
と
書
か
れ
︑
本
屋
が
不
昧
に
取
り
次
い
だ
道
具
と

わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
名
品
の
道
具
の
見
聞
録
を
残
す
こ
と
は
︑
作
品
の
状
況

を
後
世
に
伝
え
る
と
共
に
︑
本
惣
が
取
り
次
い
だ
道
具
を
記
す
こ
と
で
︑
そ
の

足
跡
を
残
す
も
の
と
い
え
る
︒

　
と
こ
ろ
で
土
浦
市
博
物
館
所
蔵
の
土
屋
家
が
所
蔵
し
た
道
具
リ
ス
ト
で
あ
る

﹃
土
屋
蔵
帳
﹄
の
写
本
が
あ
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
写
本
に
つ
い
て
今
回
︑

木
塚
久
仁
子
氏
に
よ
り
資
料
の
提
供
を
受
け
た
︒
奥
書
に
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
︒

右
相
州
公
よ
り
諸
侯
始
三
都
町
人
江
御
払
之
節
東
都
本
屋
惣
吉
な
る
人
写

置
有
理
︑
今
ま
た
東
都
山
本
佐
兵
衛
殿
よ
り
伝
借
写
之
置
　
嘉
永
五
年
壬

子
五
月

　﹃
土
屋
蔵
帳
﹄
に
所
載
さ
れ
る
道
具
が
市
中
に
流
出
し
た
当
時
の
記
録
な
ど

を
︑
本
屋
惣
吉
が
書
写
し
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
︑
嘉
永
五
年
に
山
本

佐
兵
衛
（
生
没
年
不
詳
）
か
ら
借
覧
し
た
こ
と
が
知
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
文
献

へ
の
関
心
か
ら
も
了
我
︑
了
芸
の
頃
に
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
︑
道
具
に
関
す

る
古
典
の
文
献
や
所
蔵
品
リ
ス
ト
に
深
い
関
心
が
あ
っ
た
足
跡
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
︒

（
２
）
新
右
衛
門
町
の
本
屋
吉
五
郎

　
霞か

兄け
い

老
人
（
一
八
〇
〇
生
︒
没
年
不
詳
）
に
よ
る
︑
参
会
し
た
茶
会
や
見
聞

し
た
道
具
の
記
録
が
現
在
︑
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
﹃
過
眼
録
﹄
で

あ
る
︒
同
書
第
三
九
巻
に
は
︑
四
月
七
日
正
午
︑
中
島
暁
河
（
生
没
年
不
詳
）

の
茶
会
に
了
我
︑
梅
屋
鞠き
く

塢う

（
一
七
六
二
︱
一
八
三
一
）︑
霞
兄
老
人
︑
本
屋
吉

五
郎
（
生
没
年
不
詳
）
が
参
会
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
同
書
の
題
箋

に
書
か
れ
る
干
支
に
信
を
置

け
ば
︑
丙
申
は
了
我
の
活
動

し
た
時
期
か
ら
︑
天
保
七
年

と
判
断
さ
れ
︑
了
我
八
十
四

歳
と
な
る
こ
と
か
ら
吉
五
郎

も
相
当
の
年
齢
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

図15　中興名物茶入「高取耳付」
（『大正名器鑑』より）
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と
こ
ろ
で
高
尾
山
薬
王
院
が
所
蔵
す
る
古
文
書
を
集
成
し
た
﹃
高
尾
山
薬
王

院
文
書
﹄
中
︑﹁
天
保
一
一
年
　
九
月
百
味
構
連
名
﹂
が
所
載
さ
れ
︑
そ
の
う

ち
の
世
話
人
の
一
人
に
﹁
新
右
衛
門
町
　
本
屋
吉
五
郎
﹂
の
名
が
確
認
で
き
る（

40
）

︒

こ
の
点
か
ら
︑
了
我
と
同
じ
く
新
右
衛
門
町
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
︒

　
吉
五
郎
を
巡
っ
て
は
中
興
名
物
茶
入
﹁
高
取
耳
付
﹂（
図
15
）
に
付
属
す
る

添
状
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

高
取
耳
付

　
覚

一
　
金
弐
百
円
也
　
　
　
高
取
耳
附
茶
入

箱
書
付
宗
甫
公
御
筆

袋
　
唐
物
織
留
純
子

古
金
ら
ん
山
崎
切

一
　
金
五
十
両
　
　
古
芦
屋
筋
釜

　
　
〆
金
弐
百
五
拾
両

右
之
通
代
金
慥
に
請
取
申
上
候
以
上

本
屋
吉
五
郎
○
印

川
村
様（

41
）

　
こ
こ
で
は
古
芦
屋
筋
釜
の
二
品
を
川
村
家
に
売
却
し
︑
そ
の
代
金
二
百
五
十

両
を
請
求
し
て
い
る（

42
）

︒
こ
の
点
か
ら
も
道
具
商
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
吉

五
郎
は
了
我
と
共
に
茶
会
へ
参
会
し
て
い
る
こ
と
や
︑
同
じ
町
内
に
店
を
構
え

て
い
た
点
か
ら
︑
了
我
の
兄
弟
か
そ
の
身
内
︑
も
し
く
は
独
立
を
許
さ
れ
た
人

物
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
︒

（
３
）
本
惣
の
理
財

　
こ
れ
ら
本
屋
の
一
族
の
結
束
も
あ
り
︑
天
保
年
間
に
本
惣
は
道
具
商
と
し
て

そ
れ
な
り
の
規
模
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
道
具
の
取
り
次
ぎ
に
よ
り

目
利
き
の
美
術
商
と
し
て
活
動
し
︑
富
商
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

そ
の
背
景
に
は
︑
美
術
品
の
売
上
を
運
用
す
る
手
法
と
し
て
︑
理
財
の
側
面
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
本
屋
の
経
営
状
況
と
そ
の
後
の

関
連
を
調
査
す
る
た
め
︑
江
戸
に
お
け
る
財
政
お
よ
び
金
融
関
係
の
資
料
か
ら

周
辺
を
み
て
い
き
た
い
︒

　
ま
ず
は
江
戸
の
商
人
が
幕
府
へ
上
納
し
た
御
用
金
に
注
目
し
た
い
︒﹃
江
戸

御
用
金
上
納
控
﹄（
三
井
文
庫
蔵
）
で
は
文
化
十
年
︑
十
一
年
に
新
右
衛
門
町

の
本
屋
惣
吉
が
と
し
て
二
百
両
を
上
納
し
て
お
り
︑﹃
御
用
金
納
帳
﹄
で
は
︑

文
化
十
年
十
二
月
十
九
日
に
や
は
り
新
右
衛
門
町
の
本
屋
惣
吉
の
名
で
︑

百
五
十
両
を
上
納
し
て
い
る（

43
）

︒
こ
の
上
納
を
行
な
っ
た
惣
吉
と
は
︑
時
期
か
ら

考
え
て
了
我
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
幕
府
へ
の
上
納
金
の
上
納
者
を
一
覧
に
し
た

﹃
用
金
上
納
帳
﹄（
国
会
図
書
館
蔵
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
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一
金
七
百
両
　
　
　
　
新
右
衛
門
町

本
屋
惣
吉

　
内

金
二
百
両
　
　
　
　
寅
十
月
二
十
日
納

金
五
百
両
　
　
　
　
卯
三
月
二
十
日
納（

44
）

　
本
屋
惣
吉
の
名
で
安
政
三
年
ま
で
納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
り
︑
了
我
が

長
命
で
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
こ
の
時
に
は
百
三
歳
と
な
り
︑
や
は
り
了
芸
に
よ
る

納
付
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
御
用
金
の
上
納
は
そ
の
後
も
あ
っ
た
よ
う
で
︑
安
政
元
年
六
月

二
日
︑
奉
行
所
か
ら
の
通
達
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

六
月
二
日

此
度
御
用
金
被
　
仰
付
候
町
人
共
奉
行
所
江

呼
出
︑
左
之
通
申
渡

町
人
　
六
拾
四
人

其
方
共
儀
︑
御
城
下
ニ
罷
在
︑
永
世
之
御
国
恩
難
有
心
得
︑
御
用
金
︑
上

納
金
等
先
年
も
出
精
致
し
候
処
︑
近
来
御
用
途
御
差
湊
︑
就
中
︑
海
防
筋

之
御
入
用
者
︑
先
前
御
見
合
茂
無
之
程
之
義
︑
其
上
禁
裏
炎
上
︑
総
而
御

入
用
高
相
重
り
候
御
場
合
よ
り
︑
此
度
御
融
通
之
た
め
︑
御
用
金
被
　
仰

付
候
︑
就
而
者
其
方
共
身
上
向
手
厚
之
趣
者
︑
常
々
相
聞
候
儀
ニ
付
︑
格

別
出
精
之
廉
際
立
候
様
可
致
︑
尤
︑
金
高
并
納
方
等
之
儀
者
︑
町
年
寄
共

よ
り
可
申
渡
候
︑

但
︑
此
度
御
用
金
者
勿
論
︑
文
化
度
御
用
金
共
︑
追
而
御
仕
法

相
定
︑
御
下
戻
相
成
候
間
︑
其
旨
を
も
可
存
︑

右
御
用
金
高
相
弁
候
上
者
︑
一
時
上
納
ニ
モ
不
限
︑
繰
合
ニ
寄
︑
此
節
よ

り
両
︑
三
度
ニ
割
合
︑
何
月
幾
日
何
程
︑
何
程
者
来
卯
春
迄
ニ
皆
納
之
積

を
以
請
書
差
出
︑
其
日
限
金
子
南
御
番
所
江
上
納
可
致
事（

45
）

　
当
時
︑
禁
裏
の
炎
上
な
ど
幕
府
が
多
額
の
金
子
を
必
要
と
し
た
た
め
身
代
が

し
っ
か
り
と
し
た
者
に
上
納
を
申
し
付
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
同
書

の
六
月
三
日
に
呼
出
し
た
名
前
の
中
に
は

七
百
両
　
新
右
衛
門
町

図16　服部宗侃金子請取覚
（天理大学付属天理図書館蔵）
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本
屋
惣
吉（

46
）

と
書
か
れ
て
お
り
︑
了
芸
に
は
七
百
両
を
納
め
る
よ
う
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
現
在
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
が
所
蔵
す
る
︑
奈
良
の
医
家

で
あ
る
服
部
家
の
文
書
の
う
ち
︑
服
部
宗そ
う

侃か
ん

（
時
亮
／
一
七
七
八
︱
一
八
八
三
）

に
よ
る
﹁
服
部
宗
侃
金
子
請
取
覚
﹂（
図
16
）
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

覚

一
　
金
八
拾
両
也

右
は
先
達
金
百
八
拾
両
御
願
い
申
主
其
後

百
両
慥
請
取
残
八
拾
両
今
度
入
用
之
処
ニ
付

慥
請
取
申
候
處
実
正
也
為
後
日
仍
ち
如
件

文
化
十
二
丙
戌
五
月
廿
日
　
　
服
部
宗
侃

本
屋
惣
吉
殿（

47
）

　
こ
の
証
文
は
本
屋
惣
吉
が
服
部
宗
侃
か
ら
金
子
百
八
十
両
を
借
用
し
完
済
し

た
と
き
の
も
の
で
あ
る
︒
百
両
は
先
に
返
済
し
た
が
︑
八
十
両
は
必
要
で
あ
っ

た
た
め
返
済
を
延
期
し
た
が
︑
文
化
十
二
年
五
月
に
完
済
し
た
と
い
う
受
け
取

り
で
あ
る
︒
前
年
の
文
化
十
年
と
二
十
年
に
は
︑
本
屋
惣
吉
の
名
で
幕
府
へ

二
百
両
を
上
納
し
て
お
り
︑
金
を
必
要
と
し
た
了
我
親
子
は
︑
百
八
十
両
の
借

用
を
宗
侃
に
申
し
込
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
な
上
納
を
可
能
と
し
た
背
景
に
は
︑
本
業
の
茶
道
具
売
買
以
外

に
理
財
活
動
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
旧
幕
府
引
継
書
の
中
に

あ
る
﹁
町
人
身
許
一
件
﹂（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
に
注
目
し
た
い
︒
同
書
は
慶

応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
︑
経
済
学
者
の
大
山
敷
太
郎

（
一
九
〇
二
︱
一
九
七
五
）
は
﹁
各
町
の
名
主
か
ら
町
奉
行
所
宛
に
提
出
し
た
︑

こ
の
と
き
御
用
金
年
賦
課
の
対
象
と
さ
れ
た
江
戸
町
人
の
身
元
︑
つ
ま
り
負
担

能
力
に
関
す
る
調
査
を
内
容
と
し
た
も
の
﹂
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る（

48
）

︒
そ
の

う
ち
深
川
永
代
寺
門
前
町
の
家
持
で
薬
種
や
両
替
を
営
ん
だ
岡
本
屋
正
十
郎

（
生
没
年
不
詳
）
の
借
財
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

一
　
金
　
千
五
百
両
　
但
︑
利
足
年
三
歩
八
厘

新
両
替
町
二
个
所
地
面

家
質
書
入
　
新
右
衛
門
町
本
屋
惣
吉
方
ゟ
借
用（

49
）

　
書
か
れ
た
年
代
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
前
よ
り
本

屋
方
か
ら
借
用
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
︒
こ
の
点
か
ら
当
時
の
本
屋
が
質
商

と
し
て
手
広
く
商
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
ほ
か
本
屋
の
資
産
状
況
を
示
す
資
料
と
し
て
天
保
十
二
年
七
月
二
十
六

日
︑
北
町
奉
行
遠
山
左
衛
門
尉
（
景
元
／
一
七
九
三
︱
一
八
五
五
）
に
遣
わ
さ

れ
た
文
書
で
あ
る
﹁
屋
敷
改
通
達
書
町
奉
行
宛
﹂（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
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に
注
目
す
る
︒
同
書
は
﹁
百
姓
名
代
抱
屋
敷
ハ
譲
請
可
能
ナ
ル
者
へ
譲
渡
サ
シ

ム
﹂
も
の
で
︑
土
地
の
所
有
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
二
日
後
で
あ
る

二
十
七
日
︑
町
年
寄
の
樽
藤
左
衛
門
（
生
没
年
不
詳
）
に
達
せ
ら
れ
た
﹁
町
奉

行
申
渡
書
﹂（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

寺
嶋
村
百
姓
豊
吉
名
代
ニ
而
同
村
内
役
人
　
　
　
新
右
衛
門
町
家
持

足
賃
銀
附
抱
屋
敷
所
持
い
た
し
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
屋
惣
吉（

50
）

　
寺
嶋
村
に
所
有
し
た
本
屋
惣
吉
の
土
地
は
豊
吉
を
名
代
と
し
て
所
有
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
同
文
書
で
請
印
し
て
い
る
人
物
に
注
目
す
る
と
﹁
新

右
衛
門
町
家
持
惣
吉
煩
ニ
付
代
　
忠
助
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
代
理
と
し
て
忠
助
が

捺
印
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
点
か
ら
当
時
の
本
屋
が
土
地
を
取
得
す

る
手
法
で
資
本
を
運
用
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
御
用
金
の
上
納
は
結
果
と
し
て
︑
江
戸
の
長
者
番
付
に
本
屋
惣

吉
の
名
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
と
い
う
の
も
嘉
永
七
年
発
行
の
﹃
東

都
持
○ま
る

長
者
鑑
﹄（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
に
は

金
七
百
両
　
本
屋
惣
吉（

51
）

と
あ
る
︒
番
付
で
の
資
産
の
最
高
位
は
五
千
両
で
︑
本
屋
は
三
段
目
に
位
置
付

け
ら
れ
︑
当
時
の
江
戸
に
お
い
て
は
富
裕
な
商
人
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ

る
一
方
で
︑
番
付
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で
︑
そ
の
信
用
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と

も
確
認
で
き
る
︒
こ
の
点
は
本
屋
が
道
具
商
で
あ
る
こ
と
に
加
え
︑
質
商
と
し

て
も
活
躍
す
る
に
際
し
て
︑
そ
の
信
用
の
高
さ
に
も
繫
が
っ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
ほ
か
了
芸
は
︑
そ
の
家
族
に
つ
い
て
も
伝
聞
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
幕
末

期
に
彦
根
藩
が
情
勢
を
知
る
た
め
に
風
聞
を
収
集
し
た
﹃
幕
末
風
聞
探
索
書
﹄

に
︑
幕
府
の
石
方
棟
梁
で
あ
る
亀
岡
石
見
家
に
つ
い
て
﹁
石
方
棟
梁
亀
岡
石
見

に
係
る
風
聞
探
索
報
告
（
御
徒
目
付
・
御
小
姓
目
付
）﹂
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
︒

上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
方
棟
梁
　
亀
岡
石
見

四
二
︑三
才

右
石
見
家
筋
の
儀
は
御
用
由
緒
に
て
︑
先
代
は
勝
手
向
不
如
意
既
に
多
分

の
借
財
に
恐
れ
︑
養
子
相
談
取
組
候
者
も
無
之
程
の
処
︑
当
石
見
儀
養
子

相
成
候
後
速
に
勝
手
向
取
直
し
︑
其
上
多
分
の
貯
金
等
出
来
候
か
に
相
聞
︑

右
石
見
身
分
の
儀
探
索
仕
候
処
︑
出
生
出
雲
に
て
名
前
不
相
知
得
共
神
職

の
子
に
て
︑
若
年
の
頃
江
戸
知
る
べ
へ
便
り
罷
出
︑
俳
諧
師
カ
フ
庵

と
申
者
の
よ
し
同
所
に
居
り

付
︑
其
後
日
本
橋
新
右
衛
門
町
質
渡
世
本
屋
宗
〘
惣
〙

吉
方
へ
奉
公
に
住
込
︑
同

所
に
久
し
く
相
勤
候
う
ち
︑
石
見
儀
見
体
穏
順
に
て
諸
事
無
如
在
〘
才
〙

取
廻
し

候
か
に
て
︑
宗
吉
娘
へ
密
通
い
た
し
一
説
に
は
右
娘
の
外
︑
母
へ
も
姦
通

い
た
し
候
か
に
申
者
も
有
之
候
よ
し
宗
吉
は
所
に

て
通
称
本
宗
と
唱
相
応
身
元
宜
敷
者
に
付
︑
石
見
の
内
心
色
情
迄
の
徒
事
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に
は
無
之
︑
金
子
を
も
引
出
し
可
申
一
計
に
も
可
有
之
か
︑
此
娘
も
深
く

石
見
を
執
心
い
た
し
︑
聟
に
成
り
金
千
両
を
貰
ら
ひ
娘
同
道
の
上
相
応
の

株
式
を
も
相
求
可
申
含
の
処
︑
衆
人
大
借
に
恐
れ
候
亀
岡
の
家
よ
り
多
分

の
借
財
を
引
受
︑
夫
婦
養
子
に
入
追
々
借
先
へ
も
掛
合
︑
尚
宗
吉
よ
り
も

金
子
融
通
い
た
し
候
か
に
て
速
に
身
代
取
直
し
候
上
︑
西
城
御
普
請
其
後

地
震
損
の
外
度
々
御
用
も
相
勤
︑
相
応
の
職
徳
を
得
弥
増
金
子
立
廻
り
候（

52
）

　
記
述
か
ら
︑
こ
の
新
右
衛
門
町
の
質
渡
世
本
屋
宗
吉
と
は
茶
の
湯
道
具
を

扱
っ
た
本
屋
惣
吉
と
同
定
さ
れ
る
︒
亀
岡
家
の
先
代
は
借
財
も
多
く
︑
養
子
縁

組
を
し
よ
う
と
も
︑
な
り
手
さ
え
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
︒
今
の
石
見
が
︑
養

子
に
な
っ
て
︑
持
ち
直
し
︑
貯
金
も
で
き
る
ほ
ど
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
か

つ
て
出
雲
の
神
職
の
子
で
あ
っ
た
石
見
が
︑
流
れ
着
い
て
江
戸
に
来
た
︒
こ
の

石
見
は
そ
の
後
︑
本
屋
で
住
み
込
み
し
ば
ら
く
働
い
た
が
︑
惣
吉
の
娘
と
密
通

し
︑
さ
ら
に
は
そ
の
母
親
に
ま
で
を
手
を
出
し
た
が
︑
娘
の
方
は
石
見
に
執
心

し
た
︒
石
見
は
金
を
無
心
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
︒
石
見
は
惣
吉
の
婿
と
な

り
︑
千
両
の
金
を
貰
い
︑
娘
同
道
の
上
︑
道
具
商
の
株
を
要
求
し
て
き
た
が
︑

惣
吉
の
周
辺
の
者
が
恐
れ
た
︒
時
を
同
じ
く
石
見
家
か
ら
借
財
を
肩
代
わ
り
す

る
代
わ
り
に
︑
娘
夫
婦
を
共
に
養
子
に
出
し
て
︑
石
見
家
を
継
が
せ
た
︒
そ
の

後
︑
惣
吉
は
石
見
家
に
融
通
し
︑
同
家
の
身
代
は
持
ち
直
し
た
︒
石
見
家
は
そ

の
後
も
幕
府
の
作
事
御
用
を
務
め
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
同
書
の
記
述
に
あ

る
よ
う
に
亀
岡
石
見
が
四
十
二
も
し
く
は
四
十
三
歳
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
生

年
は
文
政
元
年
か
同
二
年
で
あ
る
︒
仮
に
こ
の
出
来
事
が
石
見
の
青
春
期
の
出

来
事
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
了
我
八
十
歳
頃
で
あ
り
︑
了
芸
の
妻
子
に
つ
い

て
の
出
来
事
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
了
芸
の
娘
を
考
え
る
に
あ
た
り
︑
江
戸
文
化
の
風
俗
研
究
家
で
あ
る
三
田
村

鳶
魚
（
一
八
七
〇
︱
一
九
五
二
）
は
文
政
二
年
二
月
十
八
日
の
﹁
向
島
の
仮
装

行
列
﹂
を
し
た
柳
家
長
右
衛
門
の
倅
︑
鯉
三
郎
の
嫁
と
な
る
人
物
が
﹁
新
右
衛

門
町
の
茶
道
具
商
本
屋
惣
七
の
娘
﹂
と
紹
介
し
て
い
る（

53
）

︒
本
屋
惣
吉
と
は
了
芸

の
こ
と
を
さ
し
︑
そ
の
娘
は
複
数
人
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
当
時
の
本
惣
は
江
戸
で
有
力
な
商
人
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
家

族
に
つ
い
て
も
富
裕
で
あ
っ
た
た
め
の
出
来
事
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

む
す
び

　
本
稿
で
は
本
惣
の
起
業
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
を
歴
代
の
当
主
の
行
状
か
ら

み
て
き
た
︒
本
屋
の
当
初
は
貸
本
屋
で
身
を
起
こ
し
た
惣
吉
で
あ
り
︑
冬
木
家

な
ど
に
出
入
り
し
て
そ
の
道
具
の
売
却
取
り
次
ぎ
を
行
な
い
︑
不
昧
に
出
入
り

し
て
い
た
︒
不
昧
か
ら
瑞
鳳
庵
の
庵
号
を
与
え
ら
れ
︑
名
乗
っ
て
い
た
︒
本
屋

の
店
舗
が
新
右
衛
門
町
に
あ
り
︑
ま
た
茶
会
を
別
荘
で
開
催
し
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
瑞
鳳
庵
の
茶
室
も
い
ず
れ
か
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
了
我
の
生

年
が
判
明
し
た
こ
と
で
九
十
余
歳
と
い
う
長
命
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
本
屋
は
江
戸
で
御
用
金
を
幕
府
に
上
納
し
て
お
り
︑
道
具
商
と
し
て
そ
れ
な
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り
に
成
功
し
て
い
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
道
具
の
売
却
に
よ
り
︑
利
益
を
得
た
本

屋
は
そ
の
後
土
地
の
取
得
を
目
指
し
た
︒
こ
れ
ら
に
加
え
金
銭
的
に
も
大
き
な

余
裕
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
岡
本
家
へ
の
借
用
も
可
能
に
な
り
︑
質

商
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
利
益
の
運
用
と

い
う
側
面
で
あ
る
と
同
時
に
︑
質
種
と
し
て
茶
の
湯
道
具
を
扱
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
︑
長
期
的
な
仕
入
れ
に
も
つ
な
が
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
︒
い
わ
ば

本
屋
の
基
礎
は
了
我
︑
了
芸
親
子
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

　
本
屋
の
本
拠
地
は
新
右
衛
門
町
で
あ
っ
た
︒
近
代
に
お
い
て
本
屋
は
太
田
姓

を
名
乗
る
が
︑
こ
れ
は
不
昧
ら
と
と
も
に
帰
府
に
際
し
て
四
日
市
宿
で
宿
泊
し

た
時
点
で
す
で
に
確
認
さ
れ
︑
そ
れ
を
代
々
引
き
継
い
で
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
︒
ま
た
先
祖
代
々
か
ら
営
業
し
て
い
た
本
惣
の
あ
っ
た
新
右
衛
門
町
を
拠

点
に
︑
多
く
の
土
地
を
東
京
で
所
有
し
︑
昭
和
十
四
年
に
は
貸
地
業
も
営
む
地

主
の
立
場
で
あ
り
︑
ま
た
多
額
納
税
者
と
し
て
富
裕
な
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
た
︒
こ
の
こ
と
は
了
我
︑
了
芸
が
茶
の
湯
道
具
の
売
買
の
み
な
ら
ず
︑

御
用
金
の
上
納
が
で
き
る
だ
け
の
成
功
を
収
め
た
こ
と
と
な
る
が
︑
そ
の
背
景

に
は
質
商
や
土
地
の
所
有
と
い
う
理
財
活
動
が
確
認
で
き
た
り
︑
時
に
は
奈
良

の
服
部
家
か
ら
借
財
し
た
り
す
る
な
ど
と
い
っ
た
経
営
状
況
も
明
ら
か
と
な
っ

た
︒
特
に
宗
侃
の
父
は
奈
良
で
開
業
し
て
い
た
服
部
宗
賢
（
一
七
五
二
︱

一
八
二
〇
）
で
あ
り
︑
文
化
年
間
宗
賢
は
江
戸
に
も
定
期
的
に
診
察
所
を
も
う

け
診
察
し
て
い
た
︒
そ
の
時
の
記
録
は
﹃
桂
香
堂
処
剤
記
﹄（
国
会
図
書
館
蔵
）

で
確
認
で
き
る
︒
本
書
で
注
目
す
べ
き
点
は
︑
宗
賢
は
桂
川
甫
周
（
一
七
五
一

︱
一
八
〇
九
）
と
親
し
く
︑
甫
周
は
不
昧
の
侍
医
で
も
あ
り
︑
大
名
物
茶
入

﹁
伊
木
肩
衝
﹂（
個
人
蔵
）
を
取
り
次
い
だ
人
物
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
了
我
は
不

昧
周
辺
の
医
師
と
も
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

　
了
我
の
時
代
︑
本
惣
は
有
力
な
商
人
と
な
っ
た
が
︑
そ
の
背
景
に
は
若
い
頃

の
不
昧
と
の
交
流
が
あ
っ
た
も
の
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

謝
辞
：
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
遠
州
茶
道
宗
家
、
四
日
市

市
立
博
物
館
、
根
津
美
術
館
、
湯
木
美
術
館
、
山
陰
合
同
銀
行
、
株
式
会
社
ツ
ム
ラ
、
国

立
国
会
図
書
館
、
中
央
区
議
会
事
務
局
（
東
京
都
）、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
三
井
文
庫
、

慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
、
東
京
都

立
中
央
図
書
館
、
日
本
大
学
総
合
学
術
セ
ン
タ
ー
、
寺
師
碩
甫
氏
、
木
塚
久
仁
子
氏
、
個

人
の
ご
所
蔵
家
、
同
志
社
社
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
同
志
社
大
学
今
出
川
図
書
館
、
要
旨
翻

訳
の
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た M

aiko B
ehr

氏
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

付
記
：
本
研
究
成
果
は
平
成
二
九
年
度
お
よ
び
平
成
三
〇
年
度
、
髙
梨
学
術
奨
励
基
金
・

若
手
研
究
助
成
（
美
術
史
）「
近
世
江
戸
時
代
後
期
の
美
術
品
と
移
動
に
関
す
る
研
究
―
―

溝
口
家
を
起
点
に
」
に
よ
る
。

注（
1
）
﹃
原
色
茶
道
大
辞
典
﹄
八
二
九
頁
︒

（
2
）
冬
木
家
と
あ
る
が
正
し
く
は
冬
木
屋
上
田
家
で
あ
る
︒

（
3
）
藤
田
萬
樹
編
﹃
江
戸
現
存
名
家
一
覧
﹄︑
森
銑
三
︑
中
島
理
寿
編
︑﹃
近
世
人
名
録
集
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成
﹄
第
二
巻
所
収
︑
勉
誠
社
︑
一
九
七
六
年
︑
三
一
六
頁
︒

（
4
）
方
外
道
人
﹃
江
戸
名
物
詩
初
編
﹄︑
天
理
図
書
館
司
書
研
究
部
編
﹃
近
世
文
学
未
刊
本

叢
書
﹄
第
三
巻
所
収
︑
養
徳
社
︑
一
九
四
九
年
︑
二
八
六
頁
︒

（
5
）
中
村
作
次
郎
﹃
好
古
堂
一
家
言
﹄
一
九
一
九
年
︑
一
一
二
︱
一
一
四
頁
︒

﹁
文
化
文
政
天
保
の
頃
は
所
謂
大
御
所
様
の
盛
ん
な
時
代
で
あ
つ
た
か
ら
︑
道
具
屋
に
も

中
々
豪
ら
い
人
が
あ
り
ま
し
た
︑
就
中
白
醉
庵
観
阿
︑
本
屋
了
我
な
ど
は
大
分
変
わ
つ

た
人
で
︑
俗
気
を
離
れ
た
商
人
で
あ
つ
た
さ
う
で
す
︑
観
阿
︑
了
我
は
共
に
松
平
不
昧

公
の
恩
顧
を
受
け
た
御
出
入
商
で
あ
り
︑
又
時
に
は
公
の
茶
友
で
も
あ
つ
た
の
で
す
︑

茲
に
は
了
我
の
こ
と
を
少
し
申
上
げ
ま
す
︑
了
我
は
本
名
を
本
屋
惣
兵
衛
と
申
し
ま
す

の
で
︑
俗
に
本
惣
と
云
ひ
ま
す
︑
始
め
本
屋
の
小
僧
を
し
て
ゐ
ま
し
た
か
ら
︑
自
然
多

少
の
本
を
読
ん
で
書
画
骨
董
が
好
き
に
な
り
︑
遂
に
茶
道
具
商
と
な
つ
た
︑
恰
も
其
頃

不
昧
公
が
天
下
の
名
器
を
蒐
め
ら
る
〻
時
で
し
て
︑
多
く
の
道
具
屋
が
お
出
入
し
ま
し

た
が
︑
了
我
は
鑑
識
に
長
け
て
居
る
処
か
ら
︑
或
時
古
筆
と
了
我
の
両
人
を
呼
ん
で
︑

宋
元
の
書
画
二
十
余
幅
を
鑑
定
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︑
了
我
は
古
筆
に
も
劣
ら
ず
鑑
別
し

た
の
で
︑
公
大
に
感
せ
ら
れ
て
益
々
信
用
せ
ら
れ
た
と
申
す
こ
と
で
す
︒﹂

（
6
）
高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
﹄
熊
倉
功
夫
︑
原
田
茂
弘
校
注
︑
第
一
巻
︑
淡
交
社
︑

一
九
八
九
年
︑
五
九
頁
︒

（
7
）
高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
﹄
熊
倉
功
夫
︑
原
田
茂
弘
校
注
︑
第
一
巻
︑
淡
交
社
︑

二
〇
〇
二
年
︑
五
八
頁
︒
昭
和
二
年
五
月
二
十
九
日
の
五
友
会
参
照
︒

﹁
文
化
文
政
時
代
彼
の
麟
鳳
亀
龍
と
云
ふ
四
冊
本
名
器
録
を
著
は
し
た
本
屋
了
雲
は
︑
道

具
の
目
利
を
以
て
当
時
盛
名
が
あ
つ
た
の
で
︑
或
る
大
名
の
主
侯
が
其
鑑
識
を
試
さ
ん

と
︑
一
日
名
物
茶
入
を
丸
裸
に
し
て
他
の
雑
器
中
に
転
が
し
置
き
︑
さ
り
気
な
く
了
雲

に
見
せ
た
る
に
︑
彼
は
座
に
著
く
や
先
づ
暫
ら
く
と
て
漱
ひ
洗
手
を
な
し
た
る
上
︑

一
々
鑑
別
し
て
是
れ
は
名
物
何
々
で
︑
伝
来
は
云
々
︑
箱
書
付
は
爾
々
と
手
に
取
る
如

く
説
明
し
︑
二
十
二
品
中
唯
一
品
適
中
せ
ぬ
ば
か
り
で
あ
つ
た
の
で
︑
主
侯
も
大
に
彼

の
鑑
識
力
に
駭
服
し
た
と
云
ふ
伝
説
が
あ
る
︒﹂

な
お
同
書
の
解
説
（
五
九
頁
）
で
は
本
屋
了
芸
に
よ
る
﹃
麟
鳳
亀
龍
﹄
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

﹁
本
屋
了
雲
が
︑
草
間
直
方
の
﹃
茶
器
名
物
図
彙
﹄
茶
入
の
部
を
再
編
・
追
加
し
て
︑
名

物
茶
入
二
八
五
点
を
集
成
し
た
書
物
︒
各
茶
入
の
図
を
載
せ
て
詳
細
な
解
説
を
加
え
た

も
の
で
︑
写
本
四
冊
が
伝
わ
る
︒
了
雲
（
生
没
年
不
詳
）
は
江
戸
時
代
後
期
の
町
人
で
︑

了
我
の
子
︒
名
を
藤
吉
と
い
い
︑
日
本
橋
で
家
業
の
道
具
商
を
営
ん
だ
︒
ま
た
松
平
不

昧
と
も
茶
の
湯
の
交
流
が
あ
り
︑
不
昧
の
茶
会
に
も
し
ば
し
ば
招
か
れ
て
い
る
︒﹂

（
8
）
松
永
安
左
衛
門
﹃
桑
楡
録
﹄﹃
松
永
安
左
エ
門
著
作
集
﹄
第
五
巻
︑五
月
書
房
︑一
九
八
三
年
︑

一
六
六
︱
一
六
七
頁
︒

﹁
江
戸
深
川
の
富
豪
冬
木
家
が
零
落
し
た
時
︑
本
に
包
ん
で
本
を
見
せ
か
け
家
の
人
が
内

証
で
本
屋
に
持
ち
出
す
︒
本
屋
の
主
人
の
惣
吉
が
頼
ま
れ
て
こ
れ
を
道
具
屋
に
世
話
す

る
︒
そ
の
う
ち
に
ひ
と
か
ど
の
目
利
き
と
な
り
独
立
し
て
商
売
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑

晩
年
了
我
と
号
し
こ
の
人
の
目
利
き
で
凡
器
が
名
品
に
な
っ
た
り
し
て
骨
董
界
に
貢
献

す
る
よ
う
に
な
り
︑
天
保
の
年
九
十
二
歳
で
死
ん
だ
︒
そ
の
子
の
了
芸
と
い
う
の
が
こ

れ
ま
た
目
利
き
で
﹁
麟
鳳
亀
龍
﹂
と
い
う
本
を
著
し
︑
こ
れ
は
今
で
も
道
具
鑑
定
の
権

威
と
さ
れ
て
い
る
︒
了
芸
の
惣
吉
は
古
筆
了
仲
と
好
友
で
あ
っ
た
が
︑
安
政
四
年

六
十
九
歳
で
父
よ
り
は
や
く
死
ん
だ
︒﹂

（
9
）
高
橋
義
雄
﹃
近
世
道
具
移
動
史
﹄
慶
文
堂
書
店
︑
一
九
二
九
年
︑
一
五
頁
︒

（
10
）
高
原
杓
庵
﹃
茶
杓
三
百
選
﹄
第
二
篇
（
大
名
芸
林
派
篇
）
河
原
書
店
︑
一
九
七
七
年
︑

五
五
頁
︒

（
11
）
満
岡
忠
成
﹁
同
心
草
８
︱
冬
木
名
物
﹂﹃
日
本
美
術
工
芸
﹄
三
九
六
号
︑
日
本
美
術
工

芸
社
︑
一
九
七
一
年
︑
七
二
︱
七
三
頁
︒

﹁
冬
木
家
は
︑
茶
道
具
の
蒐
集
で
聞
こ
え
︑
世
に
冬
木
名
物
と
称
さ
れ
て
い
る
が
︑
た
ま

た
ま
本
屋
了
我
は
同
家
の
出
入
り
で
あ
っ
た
︒
本
屋
の
屋
号
の
よ
う
に
︑
も
と
了
我
は

貸
本
屋
︑
と
い
っ
て
も
高
級
な
方
で
︑
諸
大
名
や
金
持
が
出
入
先
で
あ
っ
た
が
︑
冬
木

家
が
斜
陽
に
な
る
と
︑
そ
の
茶
道
具
の
取
次
に
も
与
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
縁
で
︑
当

時
昇
天
の
勢
い
で
茶
道
具
の
蒐
集
を
し
て
い
た
不
昧
の
邸
に
も
出
入
り
す
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
そ
の
子
が
︑
幕
末
江
戸
に
お
け
る
茶
道
具
屋
の
大
ボ
ス
で
あ
る
了
芸
で
︑
父
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子
と
も
不
昧
と
は
殊
に
親
し
く
︑
両
名
の
瑞
鳳
庵
及
び
自
直
庵
の
号
は
不
昧
か
ら
の
拝

領
で
あ
る
︒﹂

（
12
）
高
橋
龍
雄
﹁
茶
器
の
話
﹂﹃
日
本
趣
味
十
種
﹄
文
教
書
院
︑
一
九
二
四
年
︑
二
二
八
︱

二
二
九
頁
︒

﹁
東
都
茶
器
商
の
重
鎮
山
澄
力
蔵
氏
の
話
に
︑
本
屋
が
こ
の
冬
木
道
具
を
不
昧
公
に
売
込

ん
だ
為
に
︑
莫
大
の
金
を
も
う
け
︑
沢
山
の
金
銀
を
笊
に
入
れ
て
︑
上
か
ら
吊
し
て
地

下
の
穴
庫
に
蓄
へ
込
ん
だ
と
い
ふ
︒
今
本
屋
了
我
の
あ
と
は
︑
京
橋
区
に
あ
り
︑
東
京

市
の
一
等
公
民
の
富
豪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
︒﹂

（
13
）
斎
藤
博
﹃
質
屋
史
の
研
究
﹄
新
評
論
︑
一
九
八
九
年
︑
一
一
一
頁
︑
附
表
﹁
東
京
旧

市
内
質
屋
一
覧
﹂
よ
り
︒
近
代
の
東
京
の
質
屋
に
つ
い
て
﹃
東
京
盛
大
有
名
質
商
一
覧

表
﹄（
一
八
九
七
年
）
お
よ
び
﹃
東
京
府
内
質
業
者
表
﹄（
一
九
一
三
年
）
か
ら
そ
の
屋

号
や
正
業
︑
兼
業
を
纏
め
た
も
の
の
う
ち
に
本
惣
を
屋
号
と
し
た
新
右
衛
門
町
の
質
店

に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

﹁
名
前
太
田
︑
屋
号
本
惣
︑
所
在
地
新
右
衛
門
町
︑
名
前
太
田
惣
吉
︑
専
兼
業
質
︒
道
具

商
資
産
一
〇
〇
〇
（
千
円
）﹂

（
14
）
﹃
三
夢
続
録
﹄
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
︒

（
15
）
た
だ
し
︑
い
つ
の
時
点
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
︒

（
16
）
高
橋
義
雄
編
﹃
大
正
名
器
鑑
﹄
第
四
編
上
︑
宝
雲
舎
︑
一
九
三
七
年
︑
二
七
︱
二
八
頁
︒

図
版
が
不
鮮
明
な
た
め
読
み
は
同
書
を
参
考
に
し
た
︒

（
17
）
松
平
家
編
輯
部
編
﹃
松
平
不
昧
伝
﹄
中
巻
︑
箒
文
社
︑
一
九
一
七
年
︑
八
九
頁
︒

（
18
）
﹃
雲
州
名
物
﹄（﹃
茶
道
古
典
全
集
﹄
第
十
二
巻
）
一
九
六
二
年
︑
淡
交
社
︑
三
六
九
︱

四
一
五
頁
︒

（
19
）
所
蔵
元
の
教
示
に
よ
れ
ば
︑
付
属
す
る
添
状
な
ど
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
20
）
前
掲
注
（
18
）﹃
雲
州
名
物
﹄︑
三
七
九
頁
︒
同
書
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

伯
庵
　
　
冬
木
　
堀
田
　
樽
与
左
衛
門
　
　
寛
政
　
　
本
惣
　
　
千
両

（
21
）
白
崎
秀
雄
﹃
雲
州
蔵
帳
図
鑑
﹄
別
冊
︑
歴
史
図
書
社
︑
一
九
七
五
年
︑
八
五
頁
︒

（
22
）
松
平
家
編
輯
部
編
﹃
松
平
不
昧
伝
﹄
中
巻
︑
箒
文
社
︑
一
九
一
七
年
︑
一
五
二
頁
︒

（
23
）
貞
本
義
保
︑
貞
本
義
保
編
﹃
今
宮
町
志
﹄
今
宮
町
︑
一
九
二
六
年
︑
三
四
八
頁
︒
同

書
で
は
今
宮
宗
了
の
所
持
し
た
茶
室
︑
宗
了
庵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

﹁
茶
人
宗
了
旧
居
の
遺
跡
は
十
萬
堂
の
南
隣
に
あ
る
︒
宗
了
一
日
雲
州
不
昧
侯
住
吉
参

詣
の
帰
途
を
此
の
庵
に
待
ち
受
け
て
茶
を
献
じ
た
︒
偶
〻
床
に
寒
菊
が
い
け
て
あ
つ
た

の
で
︑
不
昧
侯
は
其
の
花
の
趣
き
を
非
常
に
愛
で
ら
れ
︑
之
れ
を
所
望
さ
れ
た
︑
宗
了

は
直
ぐ
其
儘
に
献
じ
た
所
が
侯
は
大
に
喜
び
︑
何
か
望
む
所
が
あ
ら
ば
遠
慮
な
く
取
ら

せ
る
と
曰
は
れ
た
の
で
︑
宗
了
は
﹁
茶
室
を
建
築
し
よ
う
と
思
ひ
ま
す
が
︑
種
々
工
夫

し
て
も
良
い
思
案
が
付
き
ま
せ
ん
︑
若
し
然
る
べ
き
教
へ
を
給
は
ら
ば
非
常
の
仕
合
に

存
じ
ま
す
﹂
と
答
へ
た
︑
侯
は
﹁
承
知
い
た
し
た
﹂
と
快
諾
さ
れ
︑
江
戸
へ
還
ら
れ
て

の
ち
︑
専
門
の
工
匠
に
命
じ
案
を
作
ら
し
め
︑
其
れ
に
よ
り
て
茶
室
が
建
て
ら
れ
た
︑

そ
れ
が
宗
了
庵
だ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
不
昧
侯
の
筆
に
な
る
蕪
青
の
画
が
そ
の
水
屋

の
上
の
引
違
ひ
の
襖
に
今
も
残
つ
て
い
る
︒
目
下
其
庵
は
安
土
町
木
原
氏
の
所
有
に
帰

し
て
居
る
︒﹂

（
24
）
四
日
市
市
編
﹃
四
日
市
市
史
﹄
第
一
七
巻
︑
一
四
四
︱
一
四
六
頁
︒

（
25
）
前
掲
注
（
24
）︒

（
26
）
こ
の
作
品
に
つ
い
て
﹁
松
平
不
昧
公
遺
品
展
覧
会
列
品
目
録
﹂
で
は
益
田
孝
の
出
品

作
品
と
し
て
次
の
よ
う
に
所
載
さ
れ
る
︒

不
昧
公
作
園
城
寺
花
入
二
重
箱
包
裂
添
銘
昏
鐘
鳴

一
︑
受
筒
靑
彡
楽
院
作
歌
並
書
付
添

一
︑
武
蔵
鐙
文
公
写

（
27
）
朝
岡
興
禎
︑
太
田
謹
補
﹃
古
畫
備
考
﹄
上
巻
︑
思
文
閣
出
版
︑
一
九
七
〇
年
︑

三
五
四
頁
︒

（
28
）
松
花
堂
に
よ
る
緻
密
な
大
津
馬
の
絵
が
描
か
れ
︑
澤
庵
宗
彭
（
一
五
七
三
︱

一
六
四
六
）
に
よ
る
賛
は
色
紙
に
﹁
な
そ
も
か
く
お
も
に
大
津
の
う
ま
れ
き
て
わ
れ
も

う
き
世
に
な
れ
も
う
き
よ
に
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

（
29
）
高
原
杓
庵
﹃
茶
杓
三
百
選
﹄
第
三
篇
（
流
儀
篇
）
杓
庵
刊
行
会
︑
一
九
五
四
年
︑

六
六
︱
六
七
頁
︒
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（
30
）
片
倉
鶴
陵
﹃
静
倹
堂
治
験
﹄
第
三
巻
︑
文
政
五
年
刊
︒
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵

富
士
文
庫
蔵
︒

（
31
）
寺
師
睦
宗
﹃
漢
方
医
学
講
座
（
日
本
短
波
放
送
放
送
内
容
集
）﹄
第
六
八
号
︑

一
九
九
三
年
︑
六
九
︱
七
六
頁
︒

（
32
）
茶
碗
全
体
に
薄
作
で
あ
る
︒
土
は
信
楽
の
土
を
用
い
た
よ
う
で
︑
長
石
も
混
じ
っ
て

お
り
︑
二
箇
所
に
は
大
き
な
石
ハ
ゼ
に
近
い
長
石
も
見
ら
れ
る
︒
こ
の
混
ざ
り
具
合
が

マ
︱
ブ
ル
状
に
な
っ
た
部
分
も
あ
っ
て
︑
景
色
と
な
っ
て
い
る
︒
高
台
も
付
け
ら
れ
︑

内
側
も
少
し
削
ら
れ
て
い
る
︒
側
面
に
は
﹁
空
中
﹂
と
彫
銘
が
あ
る
︒
箱
の
材
質
は
桐

で
根
元
に
近
い
景
色
の
あ
る
上
質
な
部
分
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
箱
甲
に
は
次
の
よ
う

な
墨
書
が
あ
る
︒

空
中
　
茶
碗

靏
芝
　
　
⃞印

　
了
我
に
よ
る
筆
跡
で
あ
る
︒
な
お
印
に
は
﹁
碧
雲
台
﹂
と
あ
り
︑
益
田
鈍
翁
の
旧
蔵

を
示
す
蔵
印
で
あ
る
︒
箱
裏
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

不
二
の
嶺
は
問
は
て
も

空
に
し
ら
れ
け
り

雲
よ
り
う
へ
は
ミ
ゆ
る

し
ら
雪
　

古
哥
の
こ
〻
ろ
を

と
り
て

八
十
八
翁
了
我
誌
之
（
花
押
）

　
了
我
八
十
八
歳
の
時
︑
す
な
わ
ち
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
書
か
れ
た
と
判
明

す
る
︒
こ
の
筆
跡
か
ら
謹
直
に
書
か
れ
て
お
り
︑
花
押
も
七
十
歳
の
頃
と
比
較
し
て
変

化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
古
歌
と
は
﹃
新
勅
撰
集
﹄
に
み
え
る
守
覚
法
親
王
の
歌
で
あ
る
︒
そ
の
意
図
は

富
士
山
を
雪
で
描
く
こ
と
で
あ
り
︑
茶
碗
全
体
に
土
の
混
ざ
り
具
合
が
マ
︱
ブ
ル
状
と

な
っ
た
景
色
が
雪
を
彷
彿
と
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒

（
33
）
茶
杓
を
収
納
す
る
箱
に
は
了
我
に
よ
る
次
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
︒

愈
好
庵
主
人
の
　
　
　
　
八
十
一
翁
了
我

も
と
め
に
依
て
　
　
　
　
　
　
　
贈
之
（
花
押
）

　
了
我
八
十
一
歳
と
あ
る
こ
と
か
ら
天
保
四
年
に
愈
好
庵
主
人
の
も
と
め
に
応
じ
て

贈
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
︒

（
34
）
西
山
松
之
助
﹃
近
世
文
化
の
研
究
﹄（﹃
西
山
松
之
助
著
作
集
﹄
第
四
巻
）
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
八
三
年
︑
二
七
六
頁
︒

（
35
）
麻
渓
山
本
寛
︑
愛
山
木
全
宗
儀
編
﹃
古
今
茶
湯
集
﹄
巻
一
︑
木
全
宗
八
︑
一
九
一
七
年
︑

七
四
︱
七
五
頁
︒

（
36
）
こ
の
菓
子
は
餡
を
求
肥
で
包
み
︑
そ
の
上
に
砂
糖
が
ま
ぶ
し
て
あ
る
︒
形
が
遠
山
に

似
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
あ
る
と
さ
れ
る
︒

（
37
）
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
調
査
で
は
本
屋
了
我
に
よ
る
所
持
も
し
く
は
墨
書
あ
る
井
戸
茶

碗
を
確
認
で
き
て
い
な
い
︒
た
だ
し
了
芸
に
よ
る
書
付
の
あ
る
井
戸
茶
碗
で
は
銘
﹁
亀

山
﹂
が
あ
る
︒

（
38
）
こ
の
茶
杓
は
片
桐
貞
昌
（
石
州
／
一
六
〇
五
︱
一
六
七
三
）
が
桑
山
貞
晴
（
宗
仙
／

一
五
六
〇
︱
一
六
三
二
）
を
偲
ん
で
作
っ
た
茶
杓
で
あ
る
︒
内
箱
は
桐
材
で
面
取
り
し

て
お
り
︑
甲
墨
書
は
﹁
茶
杓
　
貞
昌
作
﹂
と
あ
り
︑
裏
に
は
不
昧
に
よ
り
﹁
宗
関
作
　

宗
仙
ノ
面
影
と
ア
リ
（
花
押
）﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
二
重
箱
も
桐
材
で
面
取
り
さ
れ
︑

甲
に
は
了
芸
に
よ
り

貞
昌
茶
杓
　
宗
仙
お
も
か
け
　
箱
書
不
昧
公

と
書
か
れ
︑
さ
ら
に
二
重
箱
裏
に
は
貼
紙
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

天
保
四
巳
と
し
十
月
十
日
余
前
宅
エ
古
筆

了
伴
様
御
出
之
節
此
茶
杓
御
覧
古
極

之
通
正
筆
吟
味
相
済
　
　
　
　
　
⃞調
　
⃞字

　
印
の
文
字
は
調
宇
と
読
め
る
︒
調
宇
に
つ
い
て
は
夏
目
成
美
（
一
七
四
九
︱

一
八
一
七
）
が
題
辞
を
記
し
た
﹃
塵
取
集
﹄
に
注
目
す
る
と
︑
寛
政
三
年
に
書
か
れ
た

成
美
の
題
辞
で
は
若
い
頃
調
宇
老
人
と
連
句
を
し
︑
親
し
く
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
知
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れ
る
︒
調
宇
老
人
に
よ
る
草
稿
に
二
代
目
調
宇
が
題
を
も
め
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
宗

仙
の
お
も
か
げ
﹂
の
紙
中
に
書
か
れ
る
調
宇
と
は
天
保
四
年
の
時
期
か
ら
考
え
二
代
目

調
宇
と
同
定
さ
れ
︑
調
宇
宅
に
了
伴
が
参
会
し
︑
茶
杓
に
付
属
す
る
極
め
の
鑑
定
を
行

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

（
39
）
牧
孝
治
﹃
加
賀
の
茶
道
﹄
北
国
出
版
社
︑
一
九
八
三
年
︑
一
七
七
頁
︒
同
書
で
紹
介

す
る
苦
心
録
の
序
文
で
は
﹁
一
玄
庵
露
吟
了
雪
居
士
手
記
﹂
が
掲
載
さ
れ
︑
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
︒

﹁
昔
年
加
州
ノ
同
業
ノ
者
︑
本
屋
了
雲
︹
芸
︺
ノ
手
控
ヲ
予
ニ
題
号
ヲ
依
頼
ス
︑
依
テ
苦

心
録
ト
名
付
ク
ル
︒﹂

（
40
）
法
政
大
学
多
摩
図
書
館
地
方
資
料
室
委
員
会
編
﹃
高
尾
山
薬
王
院
文
書
﹄
第
二
巻
︑

法
政
大
学
︑
一
九
九
一
年
︑
三
五
九
頁
︒

（
41
）
高
橋
義
雄
編
﹃
大
正
名
器
鑑
﹄
第
五
編
下
︑
大
正
名
器
鑑
編
纂
所
︒
一
九
二
六
年
︑

七
三
︱
七
四
頁
︒

（
42
）
同
右
︑
七
三
頁
︒

（
43
）
田
中
康
雄
編
﹃
江
戸
商
家
・
商
人
名
デ
︱
タ
総
覧
﹄
第
五
巻
︑
柊
風
舎
二
〇
一
〇
年
︑

四
六
一
頁
︒

（
44
）
﹃
用
金
上
納
帳
﹄
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒
請
求
記
号
八
〇
六
︱
八
〇
︒

（
45
）
石
井
良
助
︑
服
藤
弘
司
編
﹃
幕
末
御
触
書
集
成
﹄
第
四
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
︑

二
九
九
︱
三
〇
九
頁
︒

（
46
）
同
右
︑
三
〇
四
頁
︒

（
47
）
﹁
服
部
宗
侃
金
子
請
取
覚
﹂
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
︒

（
48
）
大
山
敷
太
郎
﹁
江
戸
町
人
の
幕
末
御
用
金
課
徴
の
実
態
︱
︱
慶
応
元
年
正
月
﹁
町
人

身
元
一
件
﹂
に
徴
し
て
み
た
る
﹂﹃
甲
南
経
済
学
論
集
﹄
第
一
〇
巻
第
三
号
︑
一
九
七
〇

年
︑
八
頁
︒

（
49
）
同
右
︑
二
一
頁
︒

（
50
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
市
中
取
締
類
集
﹄
十
四
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
八
〇
年
︑
三
五
九
︱
三
六
六
頁
︒

（
51
）
﹁
東
都
持
○
長
者
鑑
﹂﹃
江
戸
じ
ま
ん
﹄
所
収
︒
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
︒

（
52
）
井
伊
正
弘
編
﹃
幕
末
風
聞
探
索
書
﹄
下
巻
︑
雄
山
閣
︑
一
九
九
九
年
︑
二
八
二
︱

二
八
四
頁
︒

（
53
）
森
銑
三
︑
野
間
光
辰
︑
朝
倉
治
彦
編
﹃
三
田
村
鳶
魚
全
集
﹄
第
一
五
巻
︑
中
央
公
論
社
︑

一
九
七
六
年
︑
二
七
二
︱
二
七
三
頁
︒



63　『日本研究』 No. 59（2019）

は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
︑
戦
前
期
と
く
に
昭
和
期
に
お
い
て
日
本
が
ア
ジ
ア
各
地
で
展
開

し
た
資
源
調
査
活
動
に
焦
点
を
置
き
︑
そ
の
中
で
も
農
林
省
が
一
九
三
四
年
五

月
に
南
方
の
外
地
・
台
湾
で
行
っ
た
馬
事
調
査
に
事
例
を
求
め
︑
そ
の
調
査
の

実
態
と
報
告
書
が
作
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　
日
本
の
各
機
関
が
ア
ジ
ア
各
地
で
行
っ
た
調
査
活
動
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま

で
主
に
満
鉄
や
興
亜
院
を
中
心
と
し
て
︑
そ
の
報
告
書
か
ら
調
査
の
実
態
を
堀

起
こ
す
﹁
ボ
ー
リ
ン
グ
﹂
作
業
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
︑
従
来
な
か
な
か
手
が

付
け
ら
れ
ず
に
論
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︑
も
し
く
は
論
及
で
き
な
か
っ
た
負

の
側
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
現
地
調
査
と
見
せ
か
け
て
実
は

た
だ
単
に
机
上
の
資
料
調
査
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
や
︑
机
上
調
査
と
当
該
地

の
現
況
と
の
ブ
レ
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
し
て
か
か
る
調
査
の
在
り
方
の
限

界
性
︑
ひ
い
て
は
調
査
そ
の
も
の
の
杜
撰
さ
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た（

1
）

︒
こ

う
し
た
視
点
は
︑
無
批
判
的
に
神
話
化
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
日
本
の
調
査

活
動
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
性
を
提
示
し
︑
現
場
に
近
づ
い
た
視
点
で

多
様
な
側
面
を
あ
ぶ
り
出
し
た
意
味
で
も
大
い
に
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
当
時
の
調
査
そ
の
も
の
の
様
子
が
如
実
に
復
元
さ
れ
て
い
く

一
方
で
︑
そ
れ
が
果
た
し
て
実
際
の
政
策
に
ど
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
て
い
た
の

か
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
る
よ
う
に（

2
）

︑
た
し
か
に
調
査
自
体
が
有
し
て
い
た
実

用
性
・
実
効
性
︑
お
よ
び
後
の
政
策
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
影
響
力
︑
あ
る
い
は

「
畜
産
」
か
ら
再
考
す
る
戦
前
日
本
の
ア
ジ
ア
資
源
調
査

―
―
農
林
省
・
台
湾
馬
事
調
査
（
一
九
三
四
年
五
月
）
を
中
心
に

岡
﨑
滋
樹
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逆
に
そ
の
調
査
が
ど
れ
ほ
ど
政
策
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
と

い
う
課
題
に
つ
い
て
は
な
お
深
化
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま

さ
し
く
︑
調
査
と
政
策
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
同
時
代
の
見
解
を
借
り
る
な
ら

ば
︑
満
鉄
調
査
部
に
所
属
し
て
い
た
足
立
久
美
男
が
﹁
政
策
と
調
査
と
の
関
連

は
調
査
が
政
策
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
よ
り
も
調
査
か
ら
政
策
を
引
出
す
と
こ

ろ
に
積
極
的
意
義
が
存
す
る
﹂

（
3
）

と
︑
い
か
に
も
現
場
に
在
る
職
員
の
意
見
ら
し

く
冷
静
な
見
解
を
漏
ら
し
て
い
た
よ
う
に
︑
政
策
を
強
く
意
識
し
た
形
骸
的
な

調
査
が
散
見
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
日
本
の
対
外
戦
略
を
語
る
上
で
看

過
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
表
向
き
に
は
事
前
調
査
と
い
う
名
目
で
も
︑
実
質
的
に
は
既
定

の
政
策
が
あ
っ
て
の
立
案
関
連
調
査
な
ら
ば
︑
持
ち
場
の
公
務
に
忙
殺
さ
れ
報

告
書
の
提
出
期
限
に
追
わ
れ
る
役
人
は（

4
）

︑
必
然
的
に
官
庁
の
意
向
に
背
か
ず
立

案
を
幇ほ
う

助じ
ょ

す
る
関
係
資
料
を
で
き
る
だ
け
素
早
く
収
集
し
︑
な
お
か
つ
そ
れ
を

極
め
て
効
率
よ
く
整
理
・
引
用
し
た
机
上
調
査
に
終
始
す
る
こ
と
が
容
易
に
想

像
さ
れ
よ
う（

5
）

︒
こ
の
よ
う
に
政
策
に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
机
上
調
査
の
場
合
︑

当
然
な
が
ら
そ
の
調
査
の
有
効
性
が
那
辺
に
あ
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
︑
政
策
議

論
に
お
い
て
報
告
書
が
参
考
資
料
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
有
し
て
い
た
の

か
も
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
や
は
り
︑
冒
頭
で
触
れ
た
課
題
も
然
る
こ

と
な
が
ら
先
述
の
足
立
の
言
説
に
も
あ
る
通
り
︑
日
本
が
戦
前
に
ア
ジ
ア
各
地

で
展
開
し
た
各
調
査
を
考
究
す
る
な
ら
ば
︑
調
査
の
み
を
取
り
上
げ
る
の
で
は

な
く
︑
背
後
あ
る
い
は
前
後
に
あ
る
政
策
と
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
た

上
で
︑
そ
の
実
態
と
有
効
性
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う（

6
）

︒

　
上
記
の
問
題
意
識
を
念
頭
に
置
く
と
︑
や
は
り
本
稿
の
主
題
で
あ
る
馬
政
︑

つ
ま
り
主
務
官
庁
の
農
林
省
が
一
九
三
四
年
五
月
に
行
っ
た
台
湾
馬
事
調
査
は

非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
お
り
興
味
深
い（

7
）

︒
当
時
日
本
の
領
土
で
は
南
方
に
位
置

し
︑
水
牛
が
主
要
な
家
畜
で
﹁
馬
﹂
と
い
う
動
物
に
極
め
て
縁
が
薄
い
台
湾
は
︑

外
地
の
中
で
も
特
に
注
目
に
値
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
台
湾
に
お
け
る
馬
と
は

﹁
九
牛
の
一
毛
﹂

（
8
）

と
い
う
現
状
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
台
湾
馬
事
調
査

の
報
告
書
は
︑
明
ら
か
に
何
か
の
た
め
に
す
る
よ
う
な
記
述
が
目
立
ち
︑
馬
に

多
大
に
期
待
を
寄
せ
る
べ
く
︑
文
章
の
行
間
か
ら
上
か
ら
の
政
策
の
匂
い
が
強

く
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

9
）

︒

　
実
際
に
台
湾
調
査
に
出
向
き
︑
自
ら
報
告
書
も
作
成
し
た
農
林
省
畜
産
局
馬

産
課
技
師
の
佐
々
田
伴
久
は
現
地
の
馬
産
に
つ
い
て
︑
調
査
前
は
表
１
の
通
り

﹁
昭
和
七
年
末
の
馬
数
を
見
る
と
︑
三
百
三
十
三
頭
と
云
ふ
貧
弱
な
数
で
あ
る

か
ら
︑
概
観
的
に
馬
産
は
余
り
望
み
が
な
い
と
思
っ
て
ゐ
た
所
﹂︑
数
週
間
の

視
察
を
終
え
る
と
一
変
し
て
従
前
抱
い
て
い
た
﹁
其
の
想
像
が
誤
り
で
あ
る
の

を
感
じ
た
﹂

（
10
）

と
︑
か
な
り
の
手
応
え
を
得
て

帰
京
し
て
い
た
︒
た
し
か
に
台
湾
に
は
馬
産

の
潜
在
的
な
可
能
性
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
︑
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
調
査

前
と
調
査
後
で
極
端
且
つ
不
自
然
と
も
い
え

る
評
価
の
変
化
は
︑
見
方
を
変
え
れ
ば
元
々

水牛 286,255 

山羊 90,084 

黄牛 71,123 

馬 333 

表 1　台湾の現状（単位：頭）

出典：台湾総督府殖産局『台
湾農業年報・昭和8年版』同、
1934年、88～101頁。
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既
定
の
政
策
が
あ
り
︑
政
策
に
合
わ
せ
た
感
想
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
を
抱
か
せ
る
︒
つ
ま
り
︑
先
述
の
足
立
が
言
う
﹁
政
策
に
よ
っ
て
左
右
﹂

さ
れ
た
形
骸
的
な
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
を
無
理
矢
理
に
ご
ま
か
し
︑
や
や
大
袈

裟
に
言
え
ば
あ
た
か
も
調
査
を
経
て
立
案
可
能
と
判
断
し
た
よ
う
に
装
っ
た
非

常
に
﹁
わ
ざ
と
ら
し
い
﹂
感
想
に
さ
え
見
て
取
れ
る
︒

　
ち
な
み
に
︑
こ
の
﹁
馬
の
専
門
調
査
員
﹂
と
呼
ぶ
べ
く
佐
々
田
伴
久
は
官
庁

に
属
す
る
役
人
ら
し
く
︑
普
段
の
各
調
査
報
告
書
や
メ
デ
ィ
ア
向
け
の
政
策
関

連
文
書
で
は
︑
な
か
な
か
本
音
を
漏
ら
さ
ず
手
堅
い
文
脈
に
終
始
す
る
技
師
で

あ
っ
た
が（

11
）

︑
こ
と
台
湾
馬
事
調
査
に
な
る
と
上
述
の
よ
う
に
突
如
と
し
て
ト
ー

ン
が
急
変
す
る
奇
怪
な
論
調
を
見
せ
た
︒
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
︑
佐
々

田
本
人
に
と
っ
て
恐
ら
く
﹁
台
湾
﹂
が
最
も
自
分
自
身
の
本
音
と
国
の
政
策
の

間
で
揺
れ
る
難
し
い
地
域
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
︑
望
み
が
な
い
と
い
う
想

像
が
誤
っ
て
い
た
と
実
感
し
た
調
査
︑
も
し
く
は
若
干
皮
肉
な
言
い
方
を
す
れ

ば
見
込
み
が
な
い
と
い
う
想
像
が
全
く
の
誤
り
だ
っ
た
と
い
う
感
想
に
変
え
ら

れ
て
い
く
調
査
は
︑
当
時
の
立
案
を
担
う
下
級
役
人
の
業
務
実
態
と
心
理
状
況

を
も
照
射
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
で
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
日
本
側
の
﹁
調
査

の
政
治
性
﹂

（
12
）

を
意
識
し
つ
つ
︑
佐
々
田
の
台
湾
馬
事
調
査
と
そ
の
報
告
書
が
作

成
さ
れ
る
過
程
を
探
る
︒
彼
が
抱
く
本
音
と
官
庁
に
提
出
す
る
報
告
書
を
手
掛

か
り
に
︑
畜
産
資
源
の
側
面
か
ら
調
査
と
政
策
の
関
係
性
を
検
討
し
た
い
︒

第
一
章
　
馬
政
調
査
会
の
設
置
と
外
地
へ
の
関
心

一
　
調
査
に
向
け
た
準
備

　
こ
こ
で
は
︑
調
査
の
実
態
を
探
る
前
に
︑
ま
ず
馬
政
主
務
官
庁
で
あ
る
農
林

省
の
動
き
を
中
心
に
外
地
視
察
が
具
体
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
簡
略
に
整
理
し

て
お
く
︒
従
来
︑
馬
政
に
関
す
る
重
要
事
項
の
審
議
は
︑
主
務
官
庁
の
農
林
省

内
に
省
令
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
﹁
馬
政
委
員
会
﹂
に
て
行
わ
れ
て
い
た（

13
）

︒
本

委
員
会
の
委
員
は
主
に
農
林
省
の
馬
事
に
携
わ
る
官
僚
と
民
間
有
識
者
が
中
心

と
な
り
︑
そ
の
他
に
陸
軍
省
か
ら
も
軍
馬
補
充
部
本
部
長
等
を
招
し
ょ
う

聘へ
い

し
︑
お
よ

そ
年
に
一
回
の
間
隔
で
十
数
名
の
委
員
を
集
め
会
合
を
開
い
て
い
た
が
︑
比
較

的
規
模
も
小
さ
く
内
輪
の
意
見
交
換
会
の
よ
う
な
集
ま
り
で
あ
っ
た
感
さ
え
う

か
が
え
る（

14
）

︒
し
か
し
︑
そ
れ
ま
で
の
内
輪
的
な
馬
政
委
員
会
が
大
き
く
転
換
す

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
馬
政
第
一
次
計
画
の
終
了
で
あ
っ
た
︒
本
計
画
は

日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
六
年
か
ら
三
十
年
に
わ
た
っ
て
日
本
馬
の
馬
格
増
大
・

能
力
向
上
を
目
指
し
た
改
良
計
画
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
一
九
三
五

年
を
以
て
終
了
す
る
た
め
︑
早
く
も
農
林
省
と
陸
軍
省
の
官
僚
の
間
で
は
更
な

る
馬
匹
改
良
・
供
給
の
安
定
化
を
図
る
第
二
次
計
画
の
実
施
に
向
け
て
︑
水
面

下
で
準
備
が
始
め
ら
れ
て
い
た
︒

　
一
九
三
一
年
三
月
六
日
に
開
か
れ
た
帝
国
議
会
の
席
上
で
農
林
大
臣
町
田
忠

治
は
︑
第
二
次
計
画
立
案
を
見
据
え
て
す
で
に
﹁
陸
軍
大
臣
等
ト
モ
非
公
式
ニ
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打
合
セ
ヲ
シ
テ
居
﹂
り
︑﹁
今
後
ノ
馬
政
委
員
会
ハ
相
当
有
力
ナ
ル
方
々
ヲ
網

羅
シ
テ
馬
事
振
興
ニ
付
テ
御
努
力
ヲ
願
フ
積
リ
デ
ア
リ
マ
ス
︹
︙
︙
︺
七
年
度

ノ
予
算
ニ
得
ラ
ル
ル
ヤ
ウ
ニ
︑
之
ニ
対
ス
ル
恒
久
的
財
源
ハ
別
ノ
方
法
ニ
依
ッ

テ
得
ラ
ル
ル
調
査
ガ
済
ミ
マ
シ
テ
︑
大
蔵
省
ト
ノ
協
議
済
ニ
相
成
ッ
テ
居
リ
マ

ス
ガ
故
ニ
︑
七
年
度
予
算
ニ
於
テ
ハ
官
制
ニ
依
ル
馬
政
委
員
ヲ
造
ル
コ
ト
ハ
必

ズ
出
来
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
﹂

（
15
）

と
明
か
す
︒
つ
ま
り
︑
農
林
陸
軍
両
省
の
ト
ッ
プ
間

で
す
で
に
事
前
協
議
も
進
み
︑
従
来
の
農
林
省
令
に
依
る
馬
政
委
員
会
で
は
な

く
︑
官
制
に
基
づ
い
て
各
省
委
員
と
民
間
有
識
者
を
更
に
増
員
し
た
国
策
立
案

の
調
査
・
諮
問
機
関
を
設
置
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
難
題
で

あ
ろ
う
そ
れ
に
対
す
る
運
営
予
算
の
調
達
も
︑
担
当
の
大
蔵
省
に
対
す
る
﹁
根

回
し
﹂
ま
で
す
で
に
終
わ
っ
て
お
り
︑
調
査
委
員
会
設
置
は
ほ
ぼ
確
実
に
決

ま
っ
て
い
た
と
い
う
︒

　
そ
の
後
︑
内
閣
が
変
わ
り
後
藤
文
夫
が
農
相
を
引
き
継
ぐ
と
︑
後
藤
は

一
九
三
二
年
六
月
八
日
に
内
閣
総
理
大
臣
斎
藤
実
に
対
し
︑﹁
第
一
次
計
画
期

間
ハ
遠
カ
ラ
ズ
終
了
ス
ベ
キ
ヲ
以
テ
更
ニ
第
二
次
計
画
ノ
樹
立
及
其
ノ
実
行
ノ

為
慎
重
調
査
考
究
ヲ
要
ス
ル
﹂

（
16
）

こ
と
を
理
由
に
︑
正
式
に
官
制
に
よ
る
馬
政
調

査
会
設
置
の
閣
議
決
定
を
請
う
︒
本
案
に
つ
い
て
は
︑
政
府
内
の
一
部
役
人
か

ら
﹁
必
ズ
シ
モ
官
制
タ
ル
ヲ
要
セ
ズ
﹂
と
い
う
反
対
意
見
が
上
が
り
︑
翌
九
日

の
閣
僚
た
ち
に
よ
る
﹁
閣
議
決
定
ノ
委
員
会
ニ
テ
モ
可
ナ
ル
カ
ノ
如
ク
思
料
セ

ラ
ル
﹂

（
17
）

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
︑
最
終
的
に
は
当
初
の
予
定
通
り
官
制
制
定

が
承
認
さ
れ
る
︒
周
囲
か
ら
の
逆
風
を
受
け
な
が
ら
も
無
事
に
可
決
を
得
た
設

置
案
に
つ
い
て
︑
具
体
的
な
条
項
と
し
て
調
査
会
は
﹁
農
林
大
臣
ノ
監
督
ニ
属

シ
関
係
各
大
臣
ノ
諮
問
ニ
応
ジ
テ
馬
政
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ヲ
調
査
審
議
﹂
す

る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
そ
の
他
各
項
目
案
が
盛
り
込
ま
れ
︑
予
定
し
て
い
た

役
員
任
命
も
農
林
大
臣
を
会
長
に
置
き
︑
委
員
は
農
林
省
五
名
・
陸
軍
省
三

名
・
大
蔵
拓
務
両
省
各
一
名
・
貴
衆
両
院
議
員
計
六
名
・
有
識
者
九
名
の
計

二
十
六
名
と
い
う
華
や
か
な
構
成
で
あ
っ
た（

18
）

︒

　
こ
う
し
て
第
一
次
計
画
終
了
を
見
据
え
て
︑
尚
早
に
農
林
省
と
陸
軍
省
を
中

心
に
水
面
下
で
進
め
ら
れ
て
き
た
第
二
次
計
画
に
向
け
て
の
調
査
会
設
置
準
備

で
あ
っ
た
が
︑
政
府
内
で
官
制
に
よ
る
設
置
が
決
ま
る
と
上
記
の
具
体
的
な
官

制
案
が
約
四
个
月
後
に
開
か
れ
た
十
月
四
日
の
閣
議
で
承
認
さ
れ（

19
）

︑
翌
日
に
は

勅
令
第
三
〇
二
号
を
以
て
﹁
馬
政
調
査
会
官
制
﹂
が
公
布
さ
れ
る（

20
）

︒
約
一
年
半

前
に
町
田
前
農
相
が
帝
国
議
会
の
席
上
で
明
ら
か
に
し
た
新
委
員
会
構
想
は
こ

う
し
て
よ
う
や
く
実
現
に
至
り
︑
勅
令
が
公
布
さ
れ
た
翌
日
に
は
正
式
に
委
員

も
任
命
さ
れ
た
︒
最
終
的
に
は
表
２
の
通
り
︑
当
初
予
定
し
て
い
た
ま
ま
︑
各

省
お
よ
び
帝
国
議
会
議
員
︑
馬
事
に
関
す
る
有
識
者
を
加
え
た
陣
容
と
な
り
︑

主
務
官
庁
の
農
林
省
か
ら
は
大
臣
と
政
務
次
官
お
よ
び
次
官
の
重
鎮
が
顔
を
並

べ
て
い
る
︒
陸
軍
省
か
ら
も
次
官
と
軍
務
局
長
を
選
出
し
︑
大
蔵
省
か
ら
は
主

計
局
長
︑
拓
務
省
か
ら
も
次
官
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
一
見
す
る
と
か
な
り
豪
勢

な
閣
僚
・
官
僚
陣
で
固
め
ら
れ
た
︒
若
干
の
変
更
で
言
え
ば
︑
農
林
省
か
ら
五

名
出
す
予
定
だ
っ
た
委
員
数
は
四
名
と
な
り
︑
そ
の
分
有
識
者
が
一
名
増
の
十

名
と
い
っ
た
微
調
整
は
あ
る
も
の
の
︑
元
々
の
﹁
調
査
会
ハ
会
長
一
人
委
員
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二
十
五
人
以
内
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス
﹂

（
21
）

る
と
い
う
官
制
案
の
と
お
り
総
勢

二
十
六
名
で
落
ち
着
い
た
︒

　
ま
た
︑
上
記
委
員
に
は
帝
国
議
会
に
も
顔
と
融
通
が
利
く
貴
衆
両
院
議
員
を

含
め
︑
他
に
も
臨
時
委
員
四
名
と
陸
軍
農
林
両
省
の
担
当
課
長
か
ら
な
る
幹
事

委
員
三
名
︑
お
よ
び
農
林
省
か
ら
書
記
五
名
も
加
え
た
計
三
十
八
名
が
馬
政
調

査
会
に
召
集
さ
れ
︑
第
二
次
計
画
の
準
備
要
項
を
審
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る（

22
）

︒
こ
う
し
て
簡
単
に
人
数
を
見
て
み
て
も
︑
馬
産
現
場
か
ら
の
意
見
提

供
と
い
う
点
で
民
間
の
有
識
者
た
ち
が
多
数
選
ば
れ
て
い
る
が
︑
基
本
的
に
は

農
林
省
と
陸
軍
省
が
中
心
の
調
査
会
で
あ
り
︑
と
く
に
こ
の
両
省
の
担
当
課
長

で
固
め
ら
れ
た
幹
事
委
員
は
︑
後
の
外
地
計
画
立
案
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
と
な
る
の
で
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

二
　「
外
地
」
へ
の
視
線

　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
︑
先
に
触
れ
た
と
お
り
主
務
官
庁
の
農
林
省
は

一
九
三
二
年
六
月
に
馬
政
調
査
会
の
設
置
を
閣
議
で
承
認
す
る
よ
う
要
請
し
た

が
︑
そ
の
際
に
考
慮
し
て
い
た
委
員
詮
衡
で
は
大
蔵
省
や
陸
軍
省
の
他
に
︑

﹁
拓
務
次
官
一
名
﹂
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
﹁
外
地
﹂
は

担
当
者
間
で
触
れ
ら
れ
て
は
い
た
が
︑
実
際
に
大
規
模
な
国
策
に
は
至
ら
な

か
っ
た（

23
）

︒
今
回
立
案
を
主
導
す
る
農
林
省
の
構
想
に
て
︑
第
二
次
計
画
で
は
こ

れ
ま
で
国
内
に
止
ま
っ
て
い
た
馬
政
計
画
を
本
格
的
に
外
地
ま
で
拡
大
す
る
こ

と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る（

24
）

︒
ま
た
︑
表
３
の
と
お
り
︑
こ
れ
に
前
後

氏名 職位（所属）
会長 農林省 後藤文夫 大臣

委員

大蔵省 藤井真信 主計局長

陸軍省
柳川平助 次官（陸軍中将）
山岡重厚 軍務局長（陸軍少将）
武藤一彦 軍馬補充部本部長（陸軍少将）

農林省

有馬頼寧 政務次官

石黒忠篤 次官
木島駒蔵 山林局長

村上龍太郎 畜産局長
拓務省 河田烈 次官

議員

佐藤達次郎 貴族院議員
松平頼壽 〃（帝国馬匹協会）
西尾忠方 〃（帝国馬匹協会）
高田耘平 衆議院議員

東武 〃（帝国馬匹協会）
八田宗吉 〃（帝国馬匹協会）

有識者

南澤時義 帝国馬匹協会
安井淳之助 〃

安田伊左衛門 〃
伊藤恭之助 〃
中野金次郎 〃

山地土佐太郎 〃
児玉伊織 〃
持田謹也 〃

藤田萬治郎 〃
大津大助 〃

氏名 職位（所属）

臨時委員

陸軍省 梅津美治郎
参謀本部総務部長

（陸軍少将）
農林省 長瀬貞一 農務局長

有識者
島村虎猪

東京帝国大学農
学部教授

神八三郎 帝国馬匹協会

幹事

陸軍省 坂本健吉
軍務局馬政課長

（陸軍騎兵大佐）

農林省
三浦一雄

畜産局畜政課長
（農林書記官）

横屋潤
畜産局馬産課長
（農林技師）

書記 農林省

荒木新造 営林局山林事務官
森永太七 畜産局畜政課属

高野善之助 〃
伊藤平蔵 畜産局馬産課属
緒方繁 〃

会長 委員 臨時委員 幹事 書記 計
農水省 1 4 1 2 5 13
陸軍省 × 3 1 1 × 5
大蔵省 × 1 × × × 1
拓務省 × 1 × × × 1
議員 × 6 × × × 6

有識者 × 10 2 × × 12
計 1 25 4 3 5 38

表 2　馬政調査会第一回総会委員（1932年12月12日）

出典：農林省畜産局『第一回馬政調査会議事録』同（出版年不明）中「職員」、5～8頁より筆者作成。
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し
て
農
林
省
は
第
二
次
計
画
の
立
案
準
備
に
入
る
に
あ
た
っ
て
︑
国
内
の
官
設

馬
産
・
畜
産
施
設
の
代
表
者
お
よ
び
馬
事
関
係
団
体
に
対
し
て
︑
具
体
的
な
希

望
調
査
項
目
の
諮
問
を
始
め
て
お
り
︑
こ
れ
ら
各
施
設
長
や
団
体
が
提
出
し
た

答
申
内
容
で
は
一
様
に
外
地
に
関
す
る
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
︒

　
と
く
に
注
意
す
べ
き
は
︑
一
九
三
二
年
十
二
月
十
二
日
の
馬
政
調
査
会
第
一

回
総
会
が
開
か
れ
る
前
に
行
わ
れ
た
国
内
種
馬
牧
場
・
種
馬
育
成
所
お
よ
び
種

馬
所
の
場
所
長
が
集
ま
る
︑
い
わ
ゆ
る
馬
産
現
場
の
ト
ッ
プ
会
談
で
あ
ろ
う
︒

本
会
議
は
一
九
三
一
年
七
月
二
～
四
日
の
三
日
間
に
わ
た
り
東
京
・
中
央
会
議

所
で
開
か
れ
︑
ま
ず
農
林
大
臣
と
畜
産
局
長
お
よ
び
馬
産
課
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

訓
示
と
指
示
お
よ
び
注
意
が
伝
え
ら
れ
た
後
に
︑
場
所
長
た
ち
が
﹁
馬
政
第
二

次
計
画
樹
立
に
関
す
る
所
見
如
何
﹂
に
つ
い
て
審
議
し
て
い
る（

25
）

︒
こ
れ
に
対
す

る
本
会
議
の
答
申
と
し
て
︑
外
地
に
関
連
す
る
部
分
で
抜
粋
す
る
と
︑
ま
ず
第

二
次
計
画
樹
立
準
備
に
関
す
る
事
項
に
お
い
て
は
﹁
拓
植
地
ノ
馬
政
調
査
ヲ
行

フ
コ
ト
﹂
を
挙
げ
︑
計
画
大
綱
に
関
す
る
事
項
で
は
﹁
拓
植
地
ニ
於
ケ
ル
産
馬

改
良
増
殖
ノ
計
画
ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
﹂
を
要
望
し
て
い
た（

26
）

︒

　﹁
拓
植
地
﹂
と
い
う
単
語
を
用
い
て
い
る
点
が
︑
あ
る
程
度
外
地
に
触
れ
て

い
る
拓
務
官
僚
と
は
異
な
り
︑
い
か
に
も
外
地
に
精
通
し
て
い
な
い
内
地
の
役

人
ら
し
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
は
注
視
す
べ
き
内
容
が
あ
る
︒
そ
れ
は

つ
ま
り
︑
ま
ず
は
調
査
を
優
先
に
行
う
な
ら
ま
だ
し
も
︑
調
査
を
行
う
と
同
時

に
計
画
も
立
て
る
と
い
う
︑
す
で
に
調
査
と
計
画
立
案
が
平
行
し
て
要
望
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
あ
く
ま
で
も
現
場
サ
イ
ド
か
ら
の
意
見
で
は
あ
る
が
︑

会議日 組織、団体
第二次計画に対する

答申決議の会合
外地に関する主な答申内容

1931年 

7月2日～4日
官設馬産施設

種馬牧場、種馬育成所及
種馬所各場所長会議

・拓植地ノ馬政調査ヲ行フコト 

・拓植地ニ於ケル産馬改良増殖ノ計画ヲ樹
ツルコト

1933年 

1月27日～28日
社団法人帝国馬匹協会 第7回定時総会

・朝鮮台湾及樺太ノ馬産ニ就テハ内地トノ
関係ヲ調整企画シ尚満蒙ノ馬産ニ関シ特
ニ考慮スルコト

1934年 

7月16日～20日
官設畜産施設

道庁府県畜産主務課長、
主任官及種畜場長会議

・外地馬政ニ関シ考慮ヲ払フト共ニ満洲国
馬産トノ連繋 

・内地、外地及満洲国馬産トノ連絡ヲ図ル
為馬政連絡委員会ヲ設置

1934年 

11月19日
社団法人日本乗馬協会 協会内役員会

・国策トシテ内地及殖民地ハ勿論満洲ニ対
シテハ之ト提携上一貫セル馬政方針ヲ確
立ス

1934年10月16日 

同 11月27日～28日
社団法人帝国競馬協会

第6回参事会 

第7回参事会
・外地及満洲国馬政トノ連絡ヲ図ルコト

表 3　馬政第二次計画準備段階における外地への関心

出典：「場所長会議」『馬事時報』第7号、1931年、77～78頁／「協会記事」『競馬協会会報』134号、1934年、2155～
2156頁／「協会記事」同上137号、1934年、2216～2217頁／農林省畜産局『馬事団体等ノ馬政第二次計画ニ関スル答申書』
同、1935年／日本馬事会『社団法人帝国馬匹協会業績概要』同、1943年、9頁／神翁顕彰会『続・日本馬政史・2巻』同、
1963年、196頁より筆者作成。
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こ
の
時
点
で
早
く
も
政
策
の
た
め
の
形
骸
的
な
調
査
を
求
め
て
い
た
と
も
思
わ

れ
︑
こ
の
よ
う
な
提
案
は
ま
さ
に
政
策
を
前
提
に
議
論
を
進
め
て
い
く
役
人
の

構
想
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
︒

　
そ
し
て
︑
か
か
る
疑
問
を
感
じ
さ
せ
る
答
申
事
項
で
あ
っ
た
が
︑
や
は
り
各

省
の
政
策
議
論
に
対
し
て
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
た
し
か
に
︑
拓
務
省
か
ら
委
員
選
出
を
予
定
し
て
い
る
時
点
で
︑
外
地

も
範
疇
に
含
め
た
政
策
立
案
を
予
定
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
︒
実
際

に
︑
後
述
す
る
一
九
三
二
年
十
二
月
に
開
か
れ
る
馬
政
調
査
会
第
一
回
総
会
で

も
︑
農
林
陸
軍
両
省
計
三
名
の
幹
事
委
員
が
作
成
し
た
計
画
準
備
要
項
が
議
論

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
こ
に
は
明
確
に
計
画
策
定
を
見
据
え
た
外
地
の
条

項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
政
策
議
論
を
リ
ー
ド
す
る
農
林
省
と
し
て

も
︑
具
体
的
な
政
策
方
針
を
模
索
す
る
段
階
で
現
場
サ
イ
ド
か
ら
の
意
見
が
欲

し
く
︑
ま
ず
信
頼
を
置
く
馬
産
現
場
の
ト
ッ
プ
た
ち
か
ら
出
さ
れ
た
提
案
は
︑

外
地
に
関
心
が
向
き
始
め
て
い
た
立
案
企
画
側
の
構
想
を
よ
り
一
層
固
め
さ
せ
︑

計
画
樹
立
の
準
備
を
進
め
る
た
め
の
根
拠
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
う
し
て
︑
内
地
で
は
馬
産
施
設
の
ト
ッ
プ
や
各
団
体
か
ら
続
々
と
﹁
外

地
﹂
へ
の
関
心
が
高
ま
り
︑
立
案
者
た
ち
に
本
格
的
に
外
地
を
直
視
さ
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
が
︑
実
際
に
政
策
立
案
に
向
け
た
議
論
が
な
さ
れ
る
馬
政
調

査
会
で
は
如
何
な
る
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
先
の
表
２
で
も
示
し
た
よ

う
に
︑
正
式
に
委
員
が
確
定
す
る
と
幹
事
委
員
に
は
農
林
省
か
ら
畜
産
局
畜
政

課
長
の
三
浦
一
雄
と
同
局
馬
産
課
長
の
横
屋
潤
︑
陸
軍
省
か
ら
は
軍
務
局
馬
政

課
長
坂
本
健
吉
の
各
担
当
課
長
三
名
が
任
命
さ
れ
︑
上
記
の
課
長
陣
は
調
査
会

に
お
い
て
﹁
会
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
ヲ
整
理
ス
﹂

（
27
）

る
役
割
に
あ
っ
た
︒
そ
し

て
︑
一
九
三
二
年
十
二
月
十
二
日
に
農
林
大
臣
官
邸
で
馬
政
調
査
会
第
一
回
総

会
が
開
か
れ
る
と
︑
そ
こ
で
は
﹁
関
係
各
大
臣
ノ
諮
問
ニ
応
ジ
テ
馬
政
ニ
関
ス

ル
重
要
事
項
ヲ
調
査
審
議
ス
﹂

（
28
）

る
と
い
う
官
制
第
一
条
に
則
っ
て
︑
農
林
大
臣

後
藤
文
夫
か
ら
提
出
さ
れ
た
諮
問
第
一
号
﹁
馬
政
第
二
次
計
画
樹
立
ニ
関
シ
特

ニ
準
備
調
査
ス
ベ
キ
事
項
如
何
﹂

（
29
）

が
議
題
と
な
る
︒

　
こ
こ
で
は
ま
ず
後
藤
農
相
か
ら
三
名
の
﹁
幹
事
ニ
於
イ
テ
一
応
作
成
ヲ
シ
タ

準
備
調
査
ノ
要
項
ガ
ア
リ
マ
ス
ノ
デ
︑
ソ
レ
ヲ
御
手
許
ニ
配
布
シ
テ
︑
当
局
ガ

ド
ウ
云
フ
風
ナ
意
向
ヲ
以
テ
準
備
ニ
臨
マ
ン
ト
シ
テ
居
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
御

承
知
ニ
ナ
ッ
テ
︑
其
ノ
事
項
ニ
関
連
シ
テ
御
質
問
︑
応
答
ガ
繰
返
サ
レ
レ
バ
便

利
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
︑
如
何
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ウ
カ
﹂

（
30
）

と
提
案
が
あ
り
審
議
に
入
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
に
つ
い
て
幹
事
委
員
の
一
人
で

あ
る
横
屋
が
︑
参
席
者
に
対
し
て
﹁
馬
政
第
二
次
計
画
樹
立
準
備
調
査
要
項
ニ

付
マ
シ
テ
︑
我
々
三
名
ノ
幹
事
ガ
作
リ
マ
シ
タ
モ
ノ
ヲ
大
体
御
説
明
申
上
マ

ス
﹂

（
31
）

と
各
項
目
の
説
明
を
読
み
上
げ
た
︒
全
十
三
項
目
か
ら
成
る
準
備
調
査
要

項
は
︑
そ
の
第
十
一
項
で
﹁
内
地
馬
産
ト
植
民
地
及
満
蒙
馬
産
ト
ノ
関
係
﹂
と

し
て
内
地
以
外
の
馬
政
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
各
要

項
の
議
論
に
関
し
て
は
議
長
の
後
藤
か
ら
︑
実
際
は
﹁
大
分
項
目
ガ
沢
山
ア
リ

マ
ス
ノ
デ
︑
之
ヲ
一
ツ
一
ツ
順
ヲ
逐
ウ
テ
参
リ
マ
ス
ヨ
リ
モ
︑
全
般
的
ニ
議
題

ト
シ
テ
御
質
問
ナ
リ
︑
御
意
見
ナ
リ
出
タ
方
ガ
宜
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
カ
ラ
︑
全
体
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ニ
付
テ
御
質
問
︑
御
意
見
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
ラ
ド
ウ
ゾ
﹂

（
32
）

と
の
建
議
が
出
た
こ
と

で
︑
一
項
目
ず
つ
細
か
く
取
り
挙
げ
て
深
い
議
論
が
な
さ
れ
な
い
︒
そ
し
て
︑

結
局
は
外
地
関
係
の
項
目
は
他
の
委
員
か
ら
何
も
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
会
議

が
終
了
し
︑
諮
問
に
対
す
る
答
申
で
上
記
各
要
項
を
﹁
特
ニ
準
備
調
査
ス
ル
ノ

要
ア
リ
ト
認
ム
﹂

（
33
）

と
し
て
︑
実
際
に
各
項
目
に
従
っ
て
立
案
が
進
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
︒

　
こ
う
し
て
︑
主
務
官
庁
の
農
林
省
と
陸
軍
省
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
て
き
た

立
案
企
画
は
︑
両
省
か
ら
選
ば
れ
た
三
名
の
幹
事
委
員
に
よ
っ
て
外
地
の
計
画

準
備
も
明
文
化
さ
れ
︑
集
中
審
議
が
な
さ
れ
た
午
後
の
部
約
三
時
間
の
会
議
中

に
異
議
や
修
正
意
見
も
な
く
可
決
さ
れ
た
︒
す
で
に
政
策
を
前
提
と
し
た
状
況

下
で
準
備
が
進
む
中
︑
次
章
で
は
農
林
省
の
担
当
調
査
員
が
ど
の
よ
う
に
台
湾

視
察
を
行
っ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
︒

第
二
章
　
農
林
技
師
の
台
湾
視
察

一
　
台
湾
を
知
ら
な
い
調
査
員

　
外
地
計
画
の
準
備
が
決
ま
っ
た
先
の
馬
政
調
査
会
で
︑﹁
台
湾
﹂
は
ど
の
よ

う
に
言
及
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
横
屋
は
準
備
要
項
を
説
明
す
る
際
︑
各
項
目

中
の
﹁
第
十
一
ハ
内
地
馬
産
ト
植
民
地
及
満
蒙
馬
産
ト
ノ
関
係
︑
私
ガ
申
ス
迄

モ
ナ
ク
朝
鮮
ニ
於
テ
ハ
五
万
五
千
頭
最
近
ニ
於
テ
ハ
五
万
二
千
頭
ト
聴
キ
及
ン

デ
居
リ
マ
ス
︑
樺
太
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
一
万
二
千
頭
︑
台
湾
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ

日程 地域 調査者 報告書

1933年3月～ 7月

満洲国 佐々田伴久 

（農林省畜産局馬産課技師） 

緒方繁 

（農林省畜産局馬産課技手）

満洲国・関東州・朝鮮 

馬事調査書 

（1933年10月）
関東州

朝鮮

1934年5月 台湾

佐々田伴久 

（同） 

石田左門 

（農林省畜産局馬産課技手）

台湾馬事調査書 

（1935年3月）

1934年7月～8月 樺太

横屋潤 

（農林省畜産局馬産課長） 

山本茂次郎 

（農林省畜産局馬産課技手）

樺太馬事調査書 

（1935年3月）

表 4　満洲国・外地の調査日程

出典：陸軍省嘱託・拓務省嘱託・農林技師・佐々田伴久『秘・満洲国・関東州・朝鮮馬事調査書』1933年／農林技師・佐々
田伴久『秘・台湾馬事調査書』1935年／横屋潤『樺太馬事調査書』1935年／「人事」『馬の世界』第13巻第7号、1933年、
57頁／農林技師・佐々田伴久「満洲馬産の印象」同上第13巻第8号、1933年、5頁／「人事」『台湾之畜産』第2巻第5号、
1934年、58頁／「人事」『馬の世界』第14巻第8号、1934年、72頁より筆者作成。
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三
百
二
十
五
頭
︑
関
東
州
ニ
於
テ
ハ
六
千
三
百
二
十
五
頭
﹂

（
34
）

と
い
う
よ
う
に
大

雑
把
に
農
林
省
畜
産
局
﹃
第
五
次
・
馬
政
統
計
﹄（
一
九
三
二
年
）
を
参
考
に

し
て
各
地
の
馬
数
だ
け
を
紹
介
し
て
い
る（

35
）

︒
彼
は
参
考
情
報
と
も
い
う
べ
く
︑

自
前
の
統
計
に
表
れ
る
各
地
の
馬
数
の
み
を
読
み
上
げ
た
が
︑
台
湾
に
つ
い
て

は
三
二
五
頭
と
驚
く
べ
き
少
な
さ
で
あ
っ
た
︒
上
述
し
た
よ
う
に
︑
参
席
し
た

各
委
員
か
ら
は
や
は
り
何
も
異
議
が
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
決
議
に
至
っ
た
わ
け

で
あ
る
が
︑
明
ら
か
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
数
字
だ
け
あ
っ
て
︑
ど
の
よ

う
に
台
湾
を
調
査
し
た
の
か
は
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
︒

　
で
は
︑
こ
れ
ま
で
直
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
外
地
の
調
査
が
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
て
い
た
か
と
言
う
と
︑
表
４
の
と
お
り
第
一
回
総
会
が
終
わ
っ
た
後
か
ら

立
て
続
け
に
農
林
省
の
担
当
者
が
現
地
視
察
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑

同
省
畜
産
局
馬
産
課
技
師
の
佐
々
田
伴
久
が
技
手
の
緒
方
繁
を
帯
同
し
て

一
九
三
三
年
三
月
か
ら
約
四
个
月
に
わ
た
っ
て
満
洲
国
と
関
東
州
︑
朝
鮮
を
実

地
視
察
し
︑
台
湾
に
つ
い
て
も
次
年
に
同
じ
く
佐
々
田
が
石
田
左
門
技
手
と
共

に
調
査
に
出
向
い
た
︒
樺
太
の
み
立
案
企
画
者
で
も
あ
る
馬
産
課
長
兼
技
師
の

横
屋
潤
が
山
本
茂
次
郎
技
手
を
引
き
連
れ
︑
自
ら
足
を
運
ん
で
現
地
視
察
し
て

い
る
︒

　
こ
こ
で
は
︑
外
地
担
当
官
庁
の
拓
務
省
で
は
な
く
︑
馬
政
調
査
会
の
主
務
官

庁
で
あ
る
農
林
省
の
馬
産
課
に
属
す
る
役
人
で
各
地
の
状
況
と
今
後
の
展
望
が

審
査
・
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
中
で
も
満
洲
国
・
関
東
州
・
朝
鮮
・
台

湾
と
今
回
の
外
地
視
察
を
ほ
ぼ
一
任
し
た
と
も
い
え
る
佐
々
田
伴
久
は
︑
先
に

挙
げ
た
課
長
ク
ラ
ス
以
上
の
官
僚
が
顔
を
並
べ
る
馬
政
調
査
会
の
委
員
に
は
選

出
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
現
場
で
動
き
回
る
技
師
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
委
員
一

覧
に
こ
そ
名
前
が
無
い
が
︑
内
地
の
役
人
の
中
で
最
も
外
地
に
深
く
関
わ
り
︑

な
お
か
つ
現
地
事
情
を
熟
知
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
馬
の
専
門
調
査
員
と
し
て

大
い
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
︑
官
僚
の
指
示
を
受
け
て
外
地
を
踏
査
し
た
農
林
技
師
佐
々
田

（
一
八
八
四
年
～
一
九
五
〇
年
︑
左
写
真
）
の
略
歴
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お

く
と
︑
彼
は
島
根
県
の
平
民
出
身
で
上
京
し
て
成
城
学
校
中
学
科
に
学
び

一
九
〇
九
年
に
第
六
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
後（

36
）

︑
東
京
帝
国
大
学
農
科
大
学
獣

医
学
科
に
入
学
し
︑
一
九
一
二
年
に
同
科
を
卒
業
し
て
い
る（

37
）

︒
同
科
を
卒
業
し

て
か
ら
す
ぐ
に
陸
軍
省
馬
政
局
に
技
手
と
し
て
入
局
し（

38
）

︑
一
九
一
五
年
に
技
師

に
昇
格
し
引
き
続
き
現
場
で
の
経
験
を
積
む
と
︑
一
九
二
二
年
か
ら
は
本
局
に

戻
り（

39
）

︑
馬
政
業
務
が
農
商
務
省
に
移
管
さ
れ
て
か
ら
は
同
省
所
属
の
技
師
と
し

て
馬
事
関
連
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
︒

　
佐
々
田
は
最
高
学
府
を
卒

業
し
た
畜
産
技
術
者
と
し
て

官
庁
の
門
を
叩
い
た
わ
け
だ

が
︑
明
治
後
期
以
降
に
馬
の

改
良
が
本
格
的
に
始
ま
っ
て

か
ら
は
畜
産
関
係
者
の
間
で

も
︑
軍
と
結
び
つ
き
が
あ
る

1909年第六高等学校卒業～1912年東
京帝国大学農科大学獣医学科卒業～
1912年陸軍省馬政局奥羽種馬牧場技
手～1915年同馬政局技師へ昇任、福
島種馬所長・鹿児島種馬所長～1922
年同馬政局本局馬政官～1923年農商
務省畜産局馬産課～
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﹁
馬
の
ほ
う
は
実
は
ち
ょ
っ
と
一
般
畜
産
と
は
な
れ
て
進
ん
で
き
て
お
る
の
で
︑

調
和
の
と
れ
な
い
地
位
に
お
か
れ
て
﹂
お
り
︑
省
庁
に
入
っ
て
﹁
畜
産
を
や
る

ん
だ
と
い
う
者
も
︑
馬
に
は
ち
ょ
っ
と
立
入
り
に
く
い
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
立

入
り
禁
止
の
関
係
に
お
か
れ
て
﹂

（
40
）

い
た
と
い
う
風
潮
が
あ
っ
た
中
︑
彼
は
一
貫

し
て
特
異
な
地
位
に
置
か
れ
る
馬
の
繁
殖
・
改
良
に
従
事
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑

か
か
る
現
場
に
在
る
技
師
と
い
う
一
面
の
ほ
か
に
︑
政
策
立
案
の
場
に
な
る
と

佐
々
田
は
省
内
で
﹁
馬
政
第
一
次
計
画
第
一
期
の
末
期
及
び
第
二
期
の
初
頭
に

お
け
る
調
査
と
立
案
に
当
り
︑
常
に
周
密
な
る
資
料
の
蒐
集
と
そ
の
企
画
に
努

め
︑
南
沢
︑
横
屋
の
二
課
長
を
補
佐
し
て
そ
の
措
置
に
万
全
を
期
せ
し
む
る
所

が
あ
っ
た
﹂

（
41
）

と
い
う
︒
た
し
か
に
︑
先
に
挙
げ
た
横
屋
は
佐
々
田
に
と
っ
て
東

基隆

嘉義

高雄

屏東

恒春
（中央研究所恒春種畜支所でのフィリピンポニー繁殖状況）

台北
（武徳会馬術部、競馬）

台南
（競馬、乗馬会、馬の利用状況）

台東
（牧野状況）

花蓮港
（吉野村の馬産状況）

図 1　佐々田の台湾調査行程

出典：農林技師・佐々田伴久「台湾の馬産を視察して」『馬

の世界』第14巻第8号、1934年、5頁より筆者作成。

日程 地域 調査者 報告書 備考

①
1918年12月 

～ 

1919年2月

・シベリア ( ザバイカ
ル洲、黒龍洲、沿海
洲 ) 

・北満洲

佐々田伴久 

（陸軍省馬政局鹿児島種馬所長）
不明

②
1924年6月 

～ 

1924年12月

・フランス、イギリス、
イタリア、オースト
リア、ハンガリー、
ドイツ

佐々田伴久 

（農商務省畜産局馬産課技師） 

佐藤彦輔 

（農商務省福島種馬所長）

・農林技師・佐々田
伴久「佛、英、伊、墺、
洪、獨ノ各国ニ於ケ
ル馬事調査」

種馬購買官として
渡欧

③
1926年9月 

～ 

1926年10月
・蒙古、南満洲

佐々田伴久 

（農林省畜産局馬産課技師） 

丹下謙吉 

（前農商務省畜産局馬産課長）

・農林技師・佐々田
伴久、獣医学博士・
丹下謙吉「満蒙馬匹
調査意見書」

満鉄の委託調査

④
1930年5月

～ 

1930年10月

・イギリス、フランス、
ドイツ

佐々田伴久 

（農林省畜産局馬産課技師） 

影山常太郎 

（農林省十勝種馬所長）

・農林技師・佐々田
伴久「英、佛、獨ノ
各国ニ於ケル馬事調
査」

種馬購買官として
渡欧

出典：「人事」『馬の世界』第4 巻第4号、1924年、61頁／「人事」同上第4 巻第11号、1924年、54頁／「人事」同上

第10巻第6号、1930年、61頁／「人事」同上第10巻第10号、1930年、46頁／神翁顕彰会『続・日本馬政史・1巻』同、

1963年、388頁／拙稿「帝国馬政の形成と『外地』問題－台湾馬政計画（1936年～）を中心に」『東アジア近代史』

第20号、2016年、194頁より筆者作成。

表 5　佐々田伴久の主な調査歴
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京
帝
大
獣
医
学
科
の
二
年
先
輩
に
あ
た
り
︑
部
署
内
で
は
先
に
課
長
に
出
世
し

た
上
司
と
同
窓
の
部
下
の
関
係
で
︑
互
い
に
補
佐
し
合
っ
て
い
た
間
柄
か
ら
見

る
と
︑
今
回
の
外
地
調
査
で
企
画
者
の
課
長
か
ら
全
幅
の
信
頼
を
置
か
れ
る

佐
々
田
が
調
査
を
依
頼
抜
擢
さ
れ
︑
い
き
な
り
立
案
準
備
の
場
面
で
登
場
し
て

き
た
こ
と
も
肯
け
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
現
場
に
在
る
技
師
で
あ
り
な
が
ら
︑
立
案
の
場
面
に
な
る
と
存

在
感
も
発
揮
し
て
い
た
佐
々
田
に
は
︑
重
要
な
調
査
員
に
抜
擢
さ
れ
る
理
由
が

更
に
あ
っ
た
︒
じ
つ
は
﹁
調
査
﹂
と
い
う
関
連
で
み
る
と
︑
彼
は
表
５
の
と
お

り
過
去
に
も
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
地
視
察
に
派
遣
さ
れ
た
経
歴
が
あ
り
︑

い
ず
れ
も
省
を
代
表
し
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
︑
な
お
か
つ
比
較
的
広
範
囲
で

長
期
に
及
ぶ
現
地
視
察
で
あ
る
︒
特
に
一
九
二
四
年
と
一
九
三
〇
年
の
欧
州
調

査
の
報
告
書
は
︑
馬
匹
改
良
の
根
幹
で
あ
る
種
馬
の
購
買
官
と
し
て
渡
欧
し
た

際
に
︑
視
察
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
合
間
を
縫
っ
て
現
地
の
統
計
・
資
料
を
収
集
し

て
整
理
し
た
も
の
で
︑
一
九
二
六
年
の
蒙
古
・
南
満
洲
調
査
は
満
鉄
の
委
託
を

受
け
て
当
地
の
実
情
を
視
察
し
︑
報
告
書
も
実
態
を
斟
酌
し
な
が
ら
自
ら
の
見

解
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
ち
な
み
に
一
九
二
四
年
の
は
じ
め
て
の
渡
欧

で
は
︑
実
務
経
験
を
積
み
重
ね
て
き
た
四
十
代
の
﹁
農
商
務
省
馬
産
課
の
中

堅
﹂

（
42
）

で
省
を
代
表
す
る
種
馬
購
買
官
に
指
名
さ
れ
︑
鹿
児
島
種
馬
所
長
の
キ
ャ

リ
ア
が
あ
る
佐
々
田
は
同
行
し
た
現
福
島
種
馬
所
長
の
佐
藤
彦
輔
と
と
も
に
︑

有
識
者
の
間
で
﹁
西
に
佐
々
田
あ
り
東
に
佐
藤
と
謡
ふ
べ
く
鹿
児
島
と
福
島
に

在
て
馬
産
界
に
令
聞
高
き
二
大
驍
将
﹂

（
43
）

と
高
く
評
価
さ
れ
大
き
な
期
待
を
背

負
っ
て
い
た
︒

　
そ
れ
か
ら
約
十
年
後
︑
佐
々
田
は
い
よ
い
よ
昇
進
も
視
野
に
入
る
で
あ
ろ
う

年
齢
に
な
り
︑
課
長
の
政
策
補
佐
や
欧
州
視
察
で
の
活
躍
を
経
て
︑
第
二
次
計

画
の
準
備
で
よ
う
や
く
立
案
の
最
前
線
に
立
つ
︒
た
だ
︑
調
査
対
象
地
域
の
中

で
唯
一
南
方
に
位
置
す
る
離
島
の
台
湾
に
つ
い
て
︑
佐
々
田
も
さ
す
が
に
﹁
自

分
は
台
湾
に
縁
故
の
薄
い
畜
産
局
の
馬
産
課
に
勤
務
し
て
居
り
ま
す
﹂

（
44
）

と
︑
詳

し
く
現
地
の
実
態
が
分
か
ら
な
い
こ
と
を
自
認
す
る
中
で
︑
政
策
準
備
に
対
し

て
如
何
な
る
回
答
を
得
た
の
か
を
以
下
で
見
て
い
き
た
い
︒

二
　
調
査
の
実
態

　
先
の
表
４
で
示
し
た
よ
う
に
︑
台
湾
馬
事
調
査
は
佐
々
田
と
部
下
に
あ
た
る

技
手
石
田
左
門
が
派
遣
さ
れ
︑
一
九
三
四
年
五
月
に
行
わ
れ
る
︒
水
牛
が
主
の

台
湾
畜
産
界
に
と
っ
て
﹁
馬
﹂
は
異
色
の
動
物
と
言
え
︑
さ
ら
に
は
か
か
る
異

色
の
動
物
に
関
す
る
大
規
模
な
国
策
に
台
湾
が
参
画
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
興
味
・
関
心
か
ら
か
︑
現
地
主
要
新
聞
﹃
台
湾
日
日
新
報
﹄
で
は
滞
在
中
の

佐
々
田
に
関
す
る
報
道
が
た
び
た
び
見
受
け
ら
れ
た
︒
佐
々
田
が
五
月
七
日
に

台
湾
に
到
着
す
る
と
︑
同
紙
は
﹁
第
二
次
馬
政
計
画
樹
立
の
準
備
︑
台
湾
を
も

包
含
し
て
計
画
︱
︱
佐
々
田
農
林
技
師
語
る
﹂
と
見
出
し
を
打
っ
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
記
事
を
掲
載
し
︑
こ
の
採
訪
に
対
し
て
︑
佐
々
田
は
以
下
の
よ
う
に
答

え
て
い
る
︒
中
央
の
担
当
各
省
で
は
目
下
第
二
次
の
馬
政
﹁
計
画
案
を
樹
て
る

準
備
中
な
の
で
︑
此
の
際
外
地
に
於
る
馬
政
を
も
考
慮
の
中
に
加
ふ
る
必
要
は
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な
い
か
︑
即
ち
現
在
朝
鮮
︑
樺
太
︑
関
東
州
に
つ
い
て
の
調
査
を
進
め
て
居
る

が
台
湾
と
し
て
も
統
計
的
に
見
て
馬
の
利
用
は
全
く
進
ん
で
居
ら
ぬ
の
で
特
に

此
の
際
台
湾
の
馬
政
を
此
の
中
に
加
へ
て
考
慮
の
必
要
は
な
い
か
と
い
ふ
点
に

つ
い
て
御
伺
ひ
し
た
次
第
で
す
﹂
と
述
べ
て
い
た
︒
後
半
の
﹁
御
伺
ひ
し
た
次

第
で
す
﹂
と
い
う
部
分
は
調
査
を
し
に
来
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
︑

新
し
い
政
策
構
想
に
お
い
て
台
湾
も
重
要
な
調
査
対
象
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を

前
置
き
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
こ
れ
に
続
い
て
彼
が
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
外
地
方
面
に
つ
い
て

﹁
尤
も
此
の
問
題
は
拓
務
省
関
係
に
な
り
ま
す
が
自
分
は
台
湾
の
馬
政
を
も
包

括
さ
る
る
も
の
と
し
て
総
督
府
の
御
意
見
を
お
伺
ひ
し
た
い
の
で
す
﹂

（
45
）（

傍
線

筆
者
）
と
︑
思
わ
ず
本
音
で
あ
る
か
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
漏
ら
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
︑
現
地
新
聞
記
者
の
取
材
に
対
し
て
何
気
な
く
語
っ
た

一
言
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
が
︑
こ
の
﹁
台
湾
の
馬
政
を
も
包
括
さ
る
る
も

の
と
し
て
総
督
府
の
御
意
見
を
お
伺
ひ
し
た
い
﹂
と
は
︑
あ
る
意
味
今
回
の
調

査
の
主
目
的
を
思
わ
ず
吐
露
し
て
し
ま
っ
た
決
定
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

つ
ま
り
︑
東
京
で
は
台
湾
も
加
え
た
外
地
の
馬
政
計
画
を
立
案
す
る
方
向
で
話

が
進
ん
で
お
り
︑
今
回
は
も
ち
ろ
ん
台
湾
の
様
子
も
視
察
す
る
が
︑
そ
れ
に
合

わ
せ
て
総
督
府
側
の
政
策
協
力
に
関
す
る
見
解
こ
そ
が
最
も
知
り
た
く
︑
計
画

策
定
を
前
提
と
し
た
先
方
と
の
意
見
交
換
の
た
め
に
遠
路
出
張
し
て
来
た
と
い

う
内
情
を
洩
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
も
看
取
で
き
る
︒

　
そ
し
て
︑
到
着
し
て
か
ら
挨
拶
の
た
め
に
総
督
府
に
立
ち
寄
り
︑
そ
こ
で
は

﹁
次
の
第
二
次
計
画
は
農
林
省
馬
政
調
査
会
に
よ
っ
て
昨
年
度
か
ら
お
膳
立
を

進
め
て
居
り
来
春
ま
で
に
は
之
を
纏
め
十
一
年
度
予
算
か
ら
取
掛
る
段
取
り
で

あ
る
︑
こ
の
計
画
は
内
地
の
馬
政
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
今
日
で
は

第
一
次
の
時
代
と
情
勢
も
大
分
違
っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
外
地
の
馬
政
を
も
精
査

し
之
を
考
慮
に
入
れ
る
要
が
あ
る
﹂
と
し
︑﹁
そ
こ
で
自
分
は
昨
年
度
拓
務
省

の
嘱
託
に
よ
り
満
洲
︑
関
東
州
︑
朝
鮮
の
馬
政
を
四
个
月
間
に
亘
っ
て
調
査
し

此
の
度
台
湾
を
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
﹂
と
趣
旨
説
明
を
し
た
︒
そ
し
て
︑
政

策
協
力
を
依
頼
す
る
総
督
府
の
官
僚
達
を
前
に
す
る
と
︑
ま
だ
台
湾
で
の
馬
産

の
実
態
が
分
か
ら
ず
総
督
府
側
の
意
向
も
未
知
で
あ
る
た
め
か
︑
や
や
控
え
め

と
も
み
え
る
ト
ー
ン
で
︑﹁
何
れ
に
す
る
も
内
地
の
馬
匹
奨
励
に
は
限
り
あ
る

こ
と
だ
か
ら
︑
台
湾
な
ど
に
於
て
自
ら
馬
産
を
図
る
こ
と
を
や
ら
ぬ
に
し
て
も

内
地
産
の
馬
を
大
い
に
利
用
す
る
様
に
考
へ
て
貰
ひ
た
い
﹂

（
46
）

と
︑
遠
回
し
に
言

葉
を
濁
し
な
が
ら
今
後
の
馬
匹
利
用
を
前
向
き
に
検
討
し
て
欲
し
い
と
懇
願
し

て
い
た
︒

　
到
着
早
々
に
︑
現
地
事
情
の
把
握
よ
り
も
政
策
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
︑
総
督
府
が
果
た
し
て
﹁
可
﹂
を
出
し
て
く
れ
る
か
否
か
︑
何
と
し
て
も
こ

の
出
張
中
に
先
方
か
ら
前
向
き
な
回
答
を
得
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
︑
政
策

立
案
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
追
わ
れ
る
現
場
の
役
人
の
一
面
を
露
呈
し
て
し
ま
っ

た
佐
々
田
で
あ
っ
た
が
︑
図
１
の
通
り
実
際
の
調
査
行
程
は
最
北
端
の
﹁
基
隆

か
ら
台
北
に
行
き
︑
そ
れ
よ
り
東
部
海
岸
の
花
蓮
港
庁
︑
台
東
庁
管
内
を
見
て
︑

西
部
海
岸
の
高
雄
州
に
出
で
恒
春
を
訪
ね
︑
次
い
で
屏
東
︑
高
雄
︑
台
南
︑
嘉
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義
の
都
市
を
見
︑
再
び
台
北
へ
戻
っ
て
全
島
を
一
周
し
た
﹂

（
47
）

の
で
あ
っ
た
︒
五

月
七
日
に
台
湾
に
到
着
す
る
と
︑
二
日
後
の
九
日
に
は
花
蓮
港
に
南
下
し
て
実

地
視
察
を
開
始
し
︑
二
十
六
日
に
帰
京
す
る
ま
で
約
三
週
間
に
わ
た
る
日
程
で

台
湾
本
島
の
海
岸
線
主
要
都
市
を
踏
破
し
無
事
出
張
を
終
え
た
わ
け
だ
が
︑
こ

の
期
間
中
に
﹁
特
に
視
察
し
た
の
は
︑
花
蓮
港
に
近
き
台
湾
の
新
興
馬
産
地
た

る
吉
野
村
の
産
馬
状
況
︑
東
部
海
岸
の
牧
野
状
況
︑
総
督
府
管
轄
の
恒
春
に
在

る
中
央
研
究
所
恒
春
種
畜
支
所
の
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
・
ポ
ニ
ー
の
蕃
殖
及
び
該
馬

と
内
地
馬
と
の
交
配
に
依
る
改
良
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
・
ポ
ニ
ー
の
状
況
︑
台
南
で

は
競
馬
場
︑
乗
馬
会
︑
其
の
他
馬
の
利
用
状
況
︑
台
北
で
は
武
徳
会
所
属
の
馬

術
部
や
開
催
中
の
競
馬
等
﹂

（
48
）

で
あ
っ
た
と
い
う
︒

　
そ
し
て
台
湾
本
島
を
東
か
ら
回
り
︑
台
北
に
帰
っ
て
く
る
と
や
は
り
各
種
会

合
や
催
し
の
参
加
に
忙
殺
さ
れ
た
よ
う
で
︑
五
月
二
十
一
日
に
は
総
督
府
か
ら

序
列
第
二
位
に
あ
た
る
平
塚
廣
義
総
務
長
官
が
自
ら
佐
々
田
を
官
邸
に
招
い
て

宴
会
を
開
き（

49
）

︑
翌
二
十
二
日
に
は
台
湾
畜
産
協
会
と
台
北
馬
事
協
会
が
共
催
で

台
北
警
察
会
館
に
て
行
っ
た
講
演
会
に
演
者
と
し
て
登
壇
し
て
い
る（

50
）

︒
さ
ら
に

二
十
三
日
に
は
鉄
道
ホ
テ
ル
に
て
台
北
馬
事
協
会
が
主
催
す
る
馬
に
関
す
る
座

談
会
に
招
か
れ（

51
）

︑
帰
京
前
々
日
の
二
十
四
日
に
は
台
北
放
送
局
の
ラ
ジ
オ
番
組

に
ゲ
ス
ト
と
し
て
出
演
し
︑﹁
馬
の
改
良
と
競
馬
﹂
と
題
し
て
馬
の
知
識
が
ま

だ
浅
い
台
湾
島
民
向
け
に
自
ら
の
声
を
届
け
︑﹁
競
馬
と
馬
産
の
密
接
不
可
分

な
る
所
以
を
も
述
べ
た
﹂

（
52
）

の
で
あ
っ
た
︒

　
上
記
の
と
お
り
︑
台
北
に
戻
っ
て
か
ら
は
毎
日
の
よ
う
に
招
宴
や
イ
ベ
ン
ト

が
続
き
︑
ほ
ぼ
休
む
暇
も
な
く
多
忙
に
過
ご
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
︑

二
十
一
日
の
総
務
長
官
招
宴
は
平
塚
長
官
以
外
に
も
総
督
官
房
文
書
課
長
の
能

澤
外
茂
吉
︑
文
教
局
長
の
安
武
直
夫
・
堀
田
鼎
交
通
局
総
長
・
田
端
幸
三
郎
専

売
局
長
・
桑
木
崇
明
台
湾
軍
司
令
部
参
謀
長
等
が
列
席
し
︑
総
督
府
お
よ
び
軍

の
主
要
役
人
挙
げ
て
の
歓
迎
ぶ
り
で
あ
っ
た（

53
）

︒
ま
た
︑
二
十
三
日
の
台
北
馬
事

協
会
が
開
い
た
会
合
も
︑
台
北
馬
事
協
会
兼
台
湾
競
馬
協
会
長
の
金
子
光
太
郎

の
ほ
か
に
︑
奥
田
達
郎
殖
産
局
特
産
課
長
と
今
回
の
調
査
で
佐
々
田
の
案
内
役

を
務
め
た
同
局
農
務
課
技
師
の
高
澤
壽
︑
台
湾
軍
か
ら
は
土
橋
一
次
参
謀
と
町

田
常
之
助
獣
医
部
長
等
が
参
席
し（

54
）

︑
互
い
に
台
湾
の
馬
産
に
つ
い
て
意
見
を
交

換
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
会
合
以
外
に
︑
台
湾
軍
司
令
官
松
井
石
根
の
招
待
も
受

け
て
︑
司
令
官
官
邸
で
台
湾
軍
司
令
部
の
重
任
た
ち
も
交
え
て
馬
産
に
関
す
る

意
見
交
換
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で（

55
）

︑
佐
々
田
に
と
っ
て
台
湾
出
張
の
後
半
は

ま
さ
に
政
策
説
明
と
協
力
を
要
請
す
る
挨
拶
行
脚
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

あ
っ
た
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
第
二
次
計
画
の
準
備
の
最
中
に
あ
っ
て
自
ら
外
地
の
実
態
を
見

て
回
り
︑
台
湾
で
も
総
督
府
側
の
見
解
を
知
り
た
か
っ
た
佐
々
田
に
と
っ
て
は
︑

上
述
の
各
種
会
合
は
直
接
に
政
策
協
力
を
要
請
で
き
る
極
め
て
﹁
政
治
的
﹂
な

集
ま
り
で
あ
り
︑
絶
好
の
機
会
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
ま

た
︑
総
督
府
や
台
湾
軍
か
ら
も
わ
ざ
わ
ざ
重
役
を
集
め
て
佐
々
田
を
招
い
た
と

こ
ろ
を
見
る
と
︑
今
後
は
自
分
た
ち
が
如
何
に
具
体
的
な
計
画
を
立
て
る
か
は

さ
て
お
い
て
︑
他
の
地
域
に
合
わ
せ
る
べ
く
中
央
か
ら
要
請
さ
れ
た
新
し
い
政
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策
を
と
り
あ
え
ず
は
前
向

き
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し

て
い
た
姿
勢
が
窺
え
よ
う
︒

実
際
に
︑
先
に
挙
げ
た
殖

産
局
農
務
課
技
師
の
高
澤

が
︑
外
地
も
含
め
た
﹁
第

二
次
馬
政
計
画
を
確
立
す

る
準
備
工
作
と
し
て
︑
昭

和
九
年
農
林
省
馬
産
課

佐
々
田
技
師
が
来
台
︑
本

島
馬
産
の
検
討
の
為
約
一

箇
月
の
予
定
を
以
て
各
地

を
調
査
し
総
督
府
と
必
要

な
る
打
合
せ
を
遂
げ
た
﹂

（
56
）

と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
︑

こ
の
出
張
中
に
政
策
協
力

と
い
う
部
分
で
は
現
地
で

計
画
案
を
作
成
し
て
い
く

総
督
府
側
と
着
実
に
話
が

進
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
︑

今
回
の
出
張
の
主
た
る
任

務
を
無
事
に
終
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
不
慣
れ
な
土
地
で
あ
る
台
湾
に
来
て
か
ら
約
三
週
間
が
経
ち
︑
出
張
後
半
の

慌
た
だ
し
い
挨
拶
回
り
を
終
え
る
と
︑
彼
は
二
十
六
日
の
蓬
莱
丸
に
乗
船
し
て

帰
京
の
途
に
つ
く
が
︑
離
台
の
際
に
は
到
着
時
と
同
じ
く
台
湾
日
日
新
報
の
取

材
に
対
し
て
︑
以
下
の
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
今
回
視
察
し

た
吉
野
村
で
の
馬
産
や
台
南
で
の
馬
利
用
︑
そ
の
他
台
北
で
の
馬
術
部
な
ど

﹁
台
湾
は
私
の
見
た
と
こ
ろ
で
も
最
近
馬
事
思
想
が
驚
く
ほ
ど
発
達
し
て
来
た

こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
が
︑
今
少
し
く
何
等
か
の
方
法
で
此
の
機
運
を
助
成
す

る
な
ら
ば
台
湾
の
馬
産
は
生
産
方
面
で
も
利
用
方
面
で
も
非
常
な
発
達
を
遂
げ

る
で
あ
ら
う
︑
之
が
た
め
に
は
軍
部
と
総
督
府
と
が
協
議
の
上
台
湾
の
特
殊
事

情
に
即
し
た
将
来
の
馬
産
方
針
を
確
立
し
︑
そ
の
方
針
に
基
き
国
防
︑
軍
事
︑

産
業
に
立
脚
し
て
諸
般
の
試
験
研
究
︑
助
成
施
設
等
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
﹂

（
57
）

と
︑
到
着
時
に
述
べ
た
政
策
協
力
に
対
す
る
総
督
府
の
可
否
を
伺
い
た
い
と
い

う
手
探
り
の
様
子
か
ら
︑
総
督
府
と
軍
部
が
上
手
く
折
衝
し
て
台
湾
の
事
情
に

見
合
っ
た
具
体
的
な
方
針
を
立
案
し
て
ほ
し
い
と
い
う
実
務
的
な
要
望
を
ち
ら

つ
か
せ
て
い
た
︒
台
北
で
接
見
し
た
総
督
府
と
軍
部
と
で
そ
れ
ぞ
れ
意
見
の
相

違
が
あ
ろ
う
と
も
︑
双
方
か
ら
協
力
的
な
回
答
を
得
て
い
た
と
は
思
わ
れ
る
が
︑

少
な
か
ら
ず
今
回
の
出
張
で
政
策
協
議
の
具
体
的
な
進
展
が
見
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
︒

　
そ
し
て
︑
佐
々
田
は
帰
京
し
て
か
ら
台
湾
馬
事
調
査
書
が
配
布
さ
れ
る
翌
年

三
月
の
馬
政
調
査
会
第
三
回
総
会
開
催
ま
で
の
間
︑
表
６
の
と
お
り
依
然
と
し

1934年

6/21 ～ 6/27   岩手・青森の産馬状況調査

7/29 ～ 8/6 　北海道東北六県産馬大会

7/16 ～ 7/20   道府県畜産主務課長同主任官及種畜場長会議

8/18 ～ 8/22   九州連合畜産共進会協議会

9/13 ～ 9/18   宮城・岩手・青森の産馬状況調査

9/30 ～           栃木県種畜場内役馬利用有畜農業練習所開所式出席、第27回栃木県種馬共進会

11/27 ～ 28     帝国競馬協会第7回参事会出席

1935年

1/14 ～ 1/22    熊本・鹿児島の災害救済打合せ

1/24                 帝国競馬協会第1回参事会出席

1/29 ～ 1/31    第9回帝国馬匹協会定時総会出席

表 6　台湾調査後の主な省務，出張

出典：社団法人帝国馬匹協会『第9回帝国馬匹協会定時総会報告』同、1935年、93頁／前掲『馬の世界』各号中の「人事」
欄／前掲『競馬協会会報』各号中の「協会記事」欄より筆者作成。
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て
農
林
省
関
係
の
出
張
や
会
議
が
続
く
中
︑
煩
雑
な
省
務
の
合
間
を
縫
っ
て
︑

分
量
に
す
る
と
一
頁
三
七
五
字
詰
め
原
稿
用
紙
お
よ
そ
一
〇
八
頁
分
︑
単
純
に

文
字
数
に
換
算
す
れ
ば
大
体
四
万
字
ほ
ど
に
も
達
す
る
台
湾
視
察
の
報
告
資
料

作
成
に
努
め
る
の
で
あ
っ
た
︒

第
三
章
　「
後
付
け
」
的
な
調
査
報
告
書

一
　
報
告
書
の
概
要

　
先
述
し
た
と
お
り
︑
官
庁
に
在
る
技
師
と
し
て
こ
れ
ま
で
数
度
の
海
外
お
よ

満洲国馬事調査書（1933年10月） 関東州馬事調査書（1933年10月）

1. 馬政 1. 馬政

2. 馬産 2. 馬産

3. 馬ノ利用 3. 馬ノ利用

4. 馬ノ取引 4. 馬ノ取引

5. 飼料ノ資源 5. 馬ノ保健衛生

6. 馬ノ保健衛生 6. 競馬

7. 競馬 7. 関東州馬産ノ現在及将来ニ対スル意見
8. 満洲国馬産ト其ノ接壌地馬産トノ関係 8. 第二次馬政計画樹立ニ際シ特ニ関東州ニ関シ考慮スベキ

事項
9. 満洲国馬産ノ現在及将来ニ対スル意見
10. 第二次馬政計画樹立ニ際シ特ニ満洲国ニ関シ考慮ス
ベキ事項

朝鮮（1933年10月） 台湾（1935年3月）

1. 馬政 1. 領台前ノ馬産

2. 馬産 2. 領台後ノ馬産

3. 馬ノ利用 3. 馬ノ利用

4. 馬ノ保健衛生 4. 飼料ノ資源

5. 競馬 5. 馬ノ保健衛生

6. 朝鮮馬産ノ現在及将来ニ対スル意見 6. 競馬
7. 第二次馬政計画樹立ニ際シ特ニ朝鮮ニ関シ考慮スベキ
事項

7. 台湾馬産ノ現在及将来ニ対スル意見

8. 馬政第二次計画樹立ニ際シ特ニ台湾ニ関シ考慮スベキ事
項

表 7　各地の目次

樺太（1935年3月）

1. 産馬ノ沿革

2. 産馬ノ現状並推移

3. 馬ノ種類及資質

4. 蕃殖及育成

5. 馬ノ飼養管理並衛生状況

6. 馬ノ利用並能力

7. 農業ト馬産トノ関係

8. 馬ノ売買取引並移出入

9. 馬産ニ関スル庁及地方ノ施設

10. 将来ニ於ケル馬産ニ関スル方針並施設計画

11. 所見

出典：前掲『秘・満洲国・関東州・朝鮮馬事調査書』／前掲『秘・
台湾馬事調査書』／前掲『樺太馬事調査書』の各目次。
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び
外
地
の
調
査
経
験
が
あ
る
佐
々
田
に
と
っ
て
︑
当
局
の
意
向
に
便
乗
し
た
報

告
書
の
作
成
は
あ
る
程
度
手
慣
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
今
回
の

台
湾
調
査
は
い
か
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
︑
先
の
二
度

に
わ
た
る
欧
州
視
察
に
お
い
て
︑
彼
は
各
国
の
現
況
を
報
告
し
て
い
た
が
︑
そ

の
馬
事
調
査
書
の
書
き
方
の
体
裁
と
し
て
は
︑
何
よ
り
も
﹁
堅
実
﹂
な
統
計
の

解
説
と
要
約
で
き
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
現
地
の
大
使
館
や
図
書
館
等
を
通
じ
て
入

手
し
た
と
思
わ
れ
る
統
計
資
料
を
多
用
し
︑
基
本
的
な
馬
数
や
牧
野
︑
競
馬
に

関
す
る
数
字
を
誇
張
す
る
こ
と
な
く
言
葉
を
上
手
く
選
び
つ
つ
解
説
し
て
現
状

を
伝
え
て
お
り
︑
最
終
章
で
現
地
の
将
来
の
馬
産
発
展
に
対
す
る
自
身
の
意
見

を
述
べ
︑
控
え
め
に
自
ら
の
色
を
出
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

　
で
は
︑
台
湾
の
馬
事
調
査
書
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
︑
そ
れ
は
一
九
三
五
年

三
月
に
脱
稿
し
て
お
り
︑
同
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
三
日
間
に
わ

た
っ
て
農
林
大
臣
官
邸
で
開
催
さ
れ
た
馬
政
調
査
会
第
三
回
総
会
の
席
上
で
︑

当
日
に
﹁
農
林
省
ヨ
リ
配
布
シ
タ
ル
参
考
資
料
﹂

（
58
）

と
し
て
樺
太
の
調
査
報
告
書

と
共
に
各
委
員
の
手
許
に
回
っ
て
い
る
︒
佐
々
田
が
台
湾
の
実
態
を
ど
の
よ
う

に
伝
え
︑
将
来
の
見
通
し
を
い
か
に
展
望
し
て
い
た
か
︑
こ
れ
を
探
る
上
で
ま

ず
は
調
査
報
告
の
﹁
目
次
﹂
を
見
れ
ば
そ
の
外
観
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

表
７
の
と
お
り
︑
各
地
の
調
査
報
告
書
で
佐
々
田
が
踏
査
し
た
満
洲
国
と
関
東

州
︑
朝
鮮
お
よ
び
台
湾
は
全
体
の
構
成
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
が
︑
横
屋
が

視
察
し
た
樺
太
の
み
目
次
の
内
容
が
若
干
異
な
っ
て
い
た
︒
こ
こ
で
の
佐
々
田

の
書
き
方
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
馬
産
に
関
す
る
歴
史
と
政
策
に
触
れ
た

後
に
︑
現
在
の
馬
の
利
用
状
況
や
飼
料
の
確
保
方
法
︑
疫
病
予
防
の
対
策
を
述

べ
︑
馬
事
振
興
と
関
わ
り
が
強
い
現
地
の
競
馬
の
実
態
を
取
り
挙
げ
て
い
る
︒

そ
し
て
最
後
に
は
こ
れ
ま
で
の
欧
州
視
察
で
作
成
し
た
報
告
書
と
同
じ
く
︑
将

来
に
対
す
る
所
見
と
各
地
の
馬
政
計
画
を
実
行
す
る
際
に
注
意
す
べ
き
点
を
挙

げ
て
ま
と
め
て
い
た
︒
樺
太
に
関
し
て
は
そ
の
目
次
が
佐
々
田
の
も
の
と
若
干

異
な
る
こ
と
か
ら
︑
農
林
省
と
し
て
は
あ
ら
か
じ
め
表
題
や
目
次
構
成
を
特
別

に
指
定
・
統
一
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
く
︑
各
自
の
書
き
方
に
任
せ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
︒
台
湾
馬
事
調
査
書
は
︑
佐
々
田
に
と
っ
て
最
初
に
調
査
を

行
っ
た
満
洲
国
か
ら
は
じ
ま
り
︑
関
東
州
と
朝
鮮
に
続
い
て
四
本
目
と
な
る
最

後
の
報
告
書
と
い
う
こ
と
で
︑
す
で
に
目
次
と
内
容
構
成
が
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

て
い
た
中
︑
政
策
施
行
を
強
く
意
識
し
た
前
提
で
見
た
現
地
の
実
態
が
ど
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　﹃
秘
・
台
湾
馬
事
調
査
書
﹄
で
は
︑
そ
の
緒
言
で
﹁
今
回
ノ
馬
産
調
査
主
要

ノ
目
的
ハ
一
昨
年
調
査
ヲ
遂
ゲ
タ
ル
満
洲
国
︑
関
東
州
及
朝
鮮
ノ
馬
産
同
様
従

来
比
較
的
閑
却
セ
ラ
レ
タ
ル
台
湾
馬
産
ガ
内
地
馬
産
ニ
相
当
重
大
ナ
ル
関
係
ヲ

有
ス
ル
ニ
鑑
ミ
将
ニ
樹
立
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
馬
政
第
二
次
計
画
ニ
於
テ
如
何
ニ

之
ヲ
考
慮
ニ
置
ク
ベ
キ
カ
ニ
付
検
討
ノ
要
ア
ル
ヲ
以
テ
台
湾
ニ
於
ケ
ル
馬
産
ノ

現
況
並
ニ
将
来
ノ
馬
産
方
針
等
ニ
関
シ
詳
細
ニ
調
査
研
究
シ
置
ク
必
要
ア
ル
ニ

因
ル
モ
ノ
ト
ス
﹂

（
59
）

と
い
う
文
言
で
始
ま
る
が
︑
と
り
わ
け
後
半
部
分
に
注
目
す

る
と
﹁
︙
︙
並
ニ
将
来
ノ
馬
産
方
針
等
ニ
関
シ
詳
細
ニ
調
査
研
究
﹂
と
記
さ
れ

て
お
り
︑
や
は
り
既
定
の
計
画
実
行
を
前
提
に
作
成
し
た
調
査
報
告
書
で
あ
る



「畜産」から再考する戦前日本のアジア資源調査――農林省・台湾馬事調査（一九三四年五月）を中心に

79

こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
換
言
す
れ
ば
そ
の
後
の
本
文
の
内
容
に

関
し
て
は
︑
政
策
を
強
く
意
識
し
た
肯
定
的
な
分
析
が
な
さ
れ
︑
な
お
か
つ
今

後
の
可
能
性
を
高
揚
さ
せ
る
よ
う
な
︑
差
し
障
り
の
な
い
き
れ
い
に
整
っ
た
文

章
構
成
に
仕
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
緒
言
で

は
﹁
台
湾
ヨ
リ
更
ニ
熱
帯
的
ナ
ル
﹁
イ
ン
ド
﹂︑﹁
ヒ
リ
ッ
ピ
ン
﹂︑﹁
シ
ャ
ム
﹂︑

﹁
ジ
ャ
ワ
﹂︑
等
ニ
於
テ
ハ
二
十
五
万
頭
乃
至
百
六
十
八
万
頭
余
（﹁
イ
ン
ド
﹂

一
︑六
八
二
︑七
三
八
頭
：﹁
ヒ
リ
ッ
ピ
ン
﹂
三
四
一
︑一
六
九
頭
：﹁
シ
ャ
ム
﹂

三
〇
三
︑四
五
一
頭
：﹁
ジ
ャ
ワ
﹂
二
五
〇
︑一
八
七
頭
）
ノ
馬
ヲ
擁
シ
熱
帯
地

ニ
於
ケ
ル
馬
飼
養
可
能
ノ
実
例
ヲ
示
シ
居
レ
ル
ト
台
湾
馬
産
ノ
現
況
ヨ
リ
見
ル

モ
之
ガ
適
否
ハ
問
題
視
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
﹂

（
60
）

と
南
方
各
地
の
事
例
を
台
湾
に
重

ね
合
わ
せ
︑
政
策
実
行
を
可
能
に
す
る
地
域
的
な
裏
付
け
も
十
分
に
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
た
︒

　
先
述
の
よ
う
に
今
回
の
調
査
で
彼
が
特
に
注
意
し
て
視
察
し
た
と
い
う
花
蓮

港
庁
の
移
民
が
集
う
吉
野
村
と
︑
台
湾
総
督
府
中
央
研
究
所
恒
春
種
畜
支
所
の

産
馬
状
況
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
台
湾
で
の
馬
匹
生
産
力
を
測
る
上
で
極
め
て

重
要
な
指
標
と
な
る
基
礎
資
料
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
先
述
の
通
り
南
方
で
の
馬

産
が
果
た
し
て
可
能
か
否
か
と
い
う
周
囲
の
雑
音
を
一
蹴
す
る
意
味
で
も
︑
そ

の
説
得
力
が
問
わ
れ
る
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た
︒
そ
の
な
か
で
も
︑
馬
政

計
画
の
履
行
を
支
え
る
で
あ
ろ
う
吉
野
村
で
の
民
間
馬
産
の
実
態
は
佐
々
田
も

か
な
り
重
視
し
て
お
り
︑
非
常
に
細
か
く
視
察
し
て
い
る
が
︑
そ
の
結
果
は
調

査
書
の
第
二
章
﹁
領
台
後
ノ
馬
産
﹂
中
で
︑
以
下
の
と
お
り
報
告
さ
れ
て
い
る
︒

繁殖用牝馬数

1年⽬ 50 生産馬数

2年⽬ 100
25

（50×0.5） 125

3年⽬ 150 50 25 225

4年⽬ 200 75 50 25 350

5年⽬ 262
（250+12） 100 75 50 13

（12） 500

6年⽬ 337
（300+37） 131 100 75 25

（25） 13 681

7年⽬ 424
（350+74） 168 131 100 38

（37） 25 13 899

8年⽬ 524
（400+124） 212 168 131 50

（50） 38 25 13 1161

9年⽬ 639
（450+189） 262 212 168 66

（65） 50 38 25 13 1473

10年⽬ 773
（500+273） 319 262 212 84

（84） 66 50 38 25 13 1842

11年⽬ 929
（550+379） 386 319 262 106

（106） 84 66 50 38 25 13 2278 計

図2 台湾⾺政計画⽣産予定

 
出典：農林省畜産局『秘・外地及満洲帝国⾺政計画』同（1935年）中の「台湾⾺政計画案」16⾴。
凡例：①繁殖⽤牝⾺数は毎年50頭移⼊．
   ②⽣産⾺数は前年の繁殖⽤牝⾺数×0.5（⽣産率）で算出．
   ③5年⽬からは前年⽣産⾺数の半分を繁殖⽤に移転．
   ④数値の繰上げ・繰下げが必要な場合は原史料に基づいて調整．

図 2　台湾馬政計画生産予定

出典：農林省畜産局『秘・外地及満洲帝国馬政計画』同（1935年）中の「台湾馬政計画案」16頁より筆者作成。
凡例：①繁殖用牝馬は毎年50頭移入。
　　　②生産馬数は前年の繁殖用牝馬数×0.5（生産率）で算出。
　　　③5年目からは前年生産馬数の半分を繁殖用に移転。
　　　④数値の繰上げ・繰下げが必要な場合は原史料に基づいて調整。
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す
な
わ
ち
︑
表
８
の
よ
う
に
一
九
二
九
年

か
ら
の
五
年
間
で
一
見
す
れ
ば
か
な
り
少

数
な
生
産
規
模
で
あ
る
が
︑﹁
昭
和
四
年
ヨ

リ
昭
和
八
年
ニ
至
ル
五
箇
年
間
ノ
蕃
殖
成

績
ハ
左
ニ
表
示
セ
ル
如
ク
相
当
見
ル
ベ
キ

モ
ノ
ア
リ
﹂︑
こ
こ
で
生
ま
れ
た
﹁
産
駒
ハ

運
動
ノ
不
足
護
蹄
ノ
失
宜
等
育
成
技
術
未

熟
ナ
ル
為
栄
養
状
態
不
良
ノ
モ
ノ
関
節
弛

弱
ニ
シ
テ
四
肢
ニ
故
障
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ヲ

混
ユ
ト
雖
体
高
骨
量
共
概
ネ
母
馬
ニ
優
リ

将
来
産
駒
育
成
上
指
導
宜
シ
キ
ヲ
得
レ
バ

新
興
馬
産
地
ト
シ
テ
相
当
名
声
ヲ
博
ス
ル

ニ
至
ル
ベ
シ
﹂

（
61
）

と
す
る
︒
栄
養
不
良
で
優
れ

な
い
一
面
も
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
つ
つ
︑
将
来
は
仮
に
産
駒
の
育
成
や
指
導

が
適
切
で
あ
れ
ば
今
後
の
主
要
民
間
馬
産
地
に
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
と
︑
大
胆

な
断
言
は
避
け
て
仮
定
条
件
付
き
で
可
能
性
が
あ
る
と
記
す
︒
た
だ
少
し
気
に

な
る
の
は
︑
一
九
三
〇
年
の
生
産
頭
数
が
受
胎
頭
数
を
上
回
っ
て
お
り
︑
若
干

疑
問
を
抱
か
せ
る
数
値
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
報

告
書
は
調
査
か
ら
す
で
に
約
十
个
月
経
過
し
て
脱
稿
し
て
い
る
た
め
︑
ひ
と
ま

ず
佐
々
田
の
真
意
を
探
る
た
め
に
調
査
当
時
の
見
解
に
遡
っ
て
こ
の
解
説
を
再

整
理
し
て
み
た
い
︒

　
吉
野
村
を
視
察
し
た
際
︑
佐
々
田
の
動
向
に
注
目
し
て
い
た
台
湾
日
日
新
報

は
︑
や
は
り
そ
の
様
子
を
報
道
し
て
い
た
が
︑
そ
こ
で
彼
は
記
者
に
対
し
て

﹁
吉
野
村
の
産
馬
は
成
績
頗
る
優
秀
で
そ
の
発
育
及
び
体
格
も
よ
く
花
蓮
港
地

方
は
将
来
産
馬
の
適
地
と
し
て
最
も
有
望
で
あ
る
唯
一
の
欠
点
は
管
理
不
充
分

の
た
め
運
動
不
足
で
胸
囲
が
せ
ま
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
故
に
今
後
は
主
と
し
て

此
の
欠
陥
を
補
ふ
こ
と
に
努
め
出
来
る
だ
け
運
動
を
与
え
遊
牧
す
る
こ
と
に
し

た
ら
よ
い
若
そ
れ
が
出
来
ね
ば
時
々
野
外
に
連
れ
出
し
て
運
動
さ
せ
る
の
も
一

策
で
あ
る
﹂

（
62
）

と
話
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
台
湾
か
ら
帰
京
し
た
直
後
の
感
想
で
も
や
は
り
吉
野
村
に
つ
い
て
︑﹁
東
部

海
岸
は
石
灰
質
に
富
ん
で
ゐ
る
関
係
か
ら
か
︑
産
駒
は
骨
量
も
あ
り
︑
内
地
の

後
進
馬
産
地
の
も
の
に
比
べ
て
も
見
劣
り
の
し
な
い
位
︑
出
来
も
非
常
に
良
い

事
を
感
じ
た
︒
村
の
人
々
も
︑
馬
に
熱
心
で
牝
馬
を
飼
養
し
た
い
と
云
ふ
希
望

者
が
続
々
出
て
ゐ
る
状
態
で
あ
る
︒
此
の
秋
に
は
競
馬
界
方
面
か
ら
牝
馬
を
四
︑

五
頭
寄
贈
す
る
と
の
事
で
あ
る
が
︑
牝
馬
が
増
加
し
て
生
産
が
盛
ん
に
行
は
れ

る
や
う
に
な
れ
ば
︑
将
来
此
の
村
は
台
湾
の
先
進
馬
産
地
と
し
て
有
名
に
な
ら

う
︒﹂

（
63
）

と
高
評
価
を
与
え
て
い
た
︒
た
し
か
に
︑
佐
々
田
が
示
す
よ
う
に
︑
こ

の
間
の
同
村
に
お
け
る
生
産
率
は
百
分
率
に
置
き
換
え
る
と
六
十
四
％
と
な
り
︑

同
時
期
の
内
地
の
民
間
馬
産
の
そ
れ
が
六
十
一
％
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
較
す
れ

ば
悪
く
な
い
数
値
で
あ
る（

64
）

︒
ベ
テ
ラ
ン
の
馬
産
技
師
で
非
常
に
目
が
肥
え
て
い

る
佐
々
田
に
は
︑
吉
野
村
の
産
馬
状
況
は
規
模
こ
そ
小
さ
い
も
の
の
生
産
さ
れ

た
馬
の
質
が
高
く
︑
予
想
を
覆
す
よ
う
な
立
派
な
結
果
に
映
っ
て
い
た
よ
う
で
︑

種付頭数 受胎頭数 生産頭数
1929年 10 8 ―
1930年 9 5 7
1931年 6 4 3
1932年 5 4 2
1933年 5 4 4

計 35 25 16

表 8　台湾の民間馬産

出典：前掲『秘・台湾馬事調査書』12丁。
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馬
事
思
想
を
有
す
る
内
地
移
民
に
よ
っ
て
馬
産
を
推
進
し
︑
か
つ
生
産
さ
れ
た

仔
馬
を
適
切
に
管
理
し
実
用
性
に
富
む
馬
匹
に
育
成
さ
せ
れ
ば
︑
台
湾
馬
政
計

画
を
実
施
す
る
上
で
最
も
重
要
な
民
間
馬
産
地
と
し
て
期
待
で
き
る
と
い
う
見

解
は
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
農
林
省
と
し
て
も
台
湾
で
馬
産
が

で
き
る
と
い
う
政
策
立
案
の
た
め
の
根
拠
が
欲
し
く
︑
馬
産
地
と
し
て
最
も
可

能
性
が
あ
る
吉
野
村
は
東
京
の
官
僚
を
説
得
す
る
に
も
格
好
の
明
る
い
材
料
で

あ
り
︑
立
案
調
査
員
の
役
人
で
あ
れ
ば
限
定
的
な
条
件
を
附
し
な
が
ら
将
来
の

可
能
性
を
強
調
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
吉
野
村
と
共
に
内
地
産
の
馬
が
繋
養
さ
れ
て
い
る
恒
春
種
畜
支
所
の
実
態
に

つ
い
て
も
︑
同
じ
く
そ
の
生
産
率
に
注
目
し
︑
表
９
の
通
り
﹁
昭
和
五
年
ヨ
リ

昭
和
八
年
ニ
至
ル
四
箇
年
ニ
於
ケ
ル
内
地
産

馬
ノ
種
付
牝
馬
数
ハ
七
頭
ニ
シ
テ
何
レ
モ
受

胎
且
生
産
シ
百
﹁
パ
ー
セ
ン
ト
﹂
ノ
好
成
績

ヲ
挙
ゲ
居
レ
ル
点
ヨ
リ
観
察
シ
気
候
風
土
ノ

相
違
ハ
蕃
殖
成
績
ニ
影
響
ナ
キ
コ
ト
ヲ
知
ル

ニ
足
ル
﹂

（
65
）

と
い
う
高
評
価
を
与
え
て
い
る
︒

吉
野
村
と
恒
春
種
畜
支
所
い
ず
れ
も
内
地
産

馬
が
順
調
に
繁
殖
を
続
け
て
お
り
︑
先
の
政

策
を
見
据
え
て
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
何
か

し
ら
肯
定
的
な
根
拠
が
欲
し
い
佐
々
田
に

と
っ
て
は
︑
規
模
こ
そ
零
細
で
は
あ
る
が
内

地
産
馬
を
台
湾
へ
移
植
し
た
場
合
で
も
支
障
が
な
い
と
説
得
で
き
る
絶
好
の
資

料
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

二
　
報
告
書
の
作
成
過
程

　
上
述
の
吉
野
村
と
恒
春
種
畜
支
所
の
例
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
馬
事
調

査
書
中
の
論
拠
で
あ
る
デ
ー
タ
は
自
身
が
現
地
で
視
察
し
て
得
た
も
の
で
︑
そ

の
記
録
に
基
づ
い
て
政
策
に
関
す
る
各
項
目
の
評
価
を
下
し
て
い
た
︒
こ
れ
ま

で
の
欧
州
視
察
で
も
自
身
で
収
集
し
た
統
計
を
多
用
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
︑

今
回
の
台
湾
報
告
書
で
も
や
は
り
多
く
の
統
計
表
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
非
常
に

興
味
深
い
︒
そ
こ
で
︑
こ
こ
で
は
政
策
立
案
に
あ
た
っ
て
最
重
要
参
考
資
料
に

な
る
調
査
報
告
書
が
︑
い
か
に
多
く
の
統
計
を
引
用
し
て
巧
み
な
文
章
で
解
説

さ
れ
︑
内
地
の
委
員
に
現
地
の
実
態
が
周
知
さ
れ
た
の
か
︑
そ
の
作
成
過
程
を

探
る
べ
く
︑
よ
り
細
か
く
参
考
資
料
の
引
用
関
係
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
︒

　
表
10
の
と
お
り
︑
本
報
告
書
で
は
計
二
十
一
箇
所
も
の
統
計
数
値
が
掲
載
さ

れ
て
お
り
︑
や
は
り
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
手
堅
く
解
説
を
す
る
所
謂
﹁
佐
々
田

ら
し
さ
﹂
が
如
実
に
表
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
デ
ー
タ
の
引
用
元
こ

そ
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
実
は
意
外
に
も
そ
の
多
く
が
容
易
に
判
明
す
る
の

で
あ
る
︒
ち
な
み
に
本
書
第
一
章
は
︑
先
述
の
目
次
で
も
示
し
た
よ
う
に
﹁
領

台
前
ノ
馬
産
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
の
文
章
は
佐
々
田
も
﹁
領
台
前
ノ
馬
産
ニ
関
シ

搭タ

伽カ

沙サ

古ゴ

之
馬
ト
題
シ
昭
和
六
年
七
月
発
行
ノ
台
湾
時
報
誌
上
ニ
発
表
セ
ラ
レ

タ
ル
台
湾
総
督
府
勤
務
ノ
福
井
蹄
枕
氏
ノ
研
究
ハ
参
考
ト
ナ
ル
ベ
キ
史
実
多
キ

フィリピンポニー 

（1913年～ 1933年）
内地産馬 

（1930年～ 1933年）

種付頭数 125 7

受胎頭数 89 7

生産頭数 74 7

表 9　台湾の官営馬産

出典：前掲『秘・台湾馬事調査書』21丁より筆者作成。
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農林技師・佐々田伴久
『秘・台湾馬事調査書』（1935年3月）

想定される参考資料

1 章 領台前ノ馬産（1～10丁）
台湾総督府殖産局農務課・福井蹄枕「搭伽沙古之馬に就
て」『台湾時報』第140号、1931年、70～80頁。

2
章
・
領
台
後
ノ
馬
産

①
花蓮港庁吉野村の1929～1933年の馬匹蕃殖成
績（12丁）

「台湾軍司令部／自昭和四年三月至昭和八年九月花蓮港庁
下貸付牝馬繁殖成績」（台湾軍獣医部「馬事懇談会記事」

『台湾之畜産』第2巻第6号、1934年、27頁）。

②
1934年5月に測定した花蓮港庁吉野村の蕃殖牝
馬及び産駒の馬体測定成績（13丁）

「馬体測定表」（花蓮港庁「花蓮港庁下の馬産」『台湾之畜
産』第2巻第10号、1934年、18～19頁）。

③ 台湾総督府管内馬匹頭数表（13～14丁） 台湾総督府官房調査課『台湾総督府統計書』（各年）。

④
馬産第一次計画第一期事業計画生産予定表（16～
17丁）

「馬産第一次計画第一期事業計画生産予定表」（「台湾馬政
計画案」農林省畜産局『秘・外地及満洲帝国馬政計画』同、
1935年、16頁）。

⑤
台湾総督府中央研究所恒春種畜支所で繋養する
種類・年齢別馬数（20丁）

「恒春種畜支所／甲・事業要項（1）飼養動物移動」（台湾総
督府中央研究所『昭和八年度・台湾総督府中央研究所農業
部業務功程』同、1934年、129頁）。

⑥
台湾総督府中央研究所恒春種畜支所で繋養する
馬匹の種類・年齢別馬体測定（20～21丁）

佐々田が台湾調査時に現地で測定した数値。

⑦
昭和8年迄の台湾総督府中央研究所恒春種畜支
所による所外貸付・払下・保管転換馬数（21～
22丁）

台湾総督府中央研究所『台湾総督府中央研究所農業部業務
功程』（各年）中の「恒春種畜支所／甲・事業要項（2）種
畜貸付」欄。

３
章
・
馬
ノ
利
用

⑧
花蓮港庁吉野村における荷馬車と水牛車の経済
的価値の比較（24丁）

「荷馬車と牛車」（台湾総督府殖産局「経済上より見たる台
湾の馬産」『台湾之畜産』第2巻第8号、1934年、52頁）。

⑨ 台南市における役牛馬経済比較（25丁）
「台南州役牛馬経済比較調書」（台湾総督府殖産局「経済上
より見たる台湾の馬産」『台湾之畜産』第2巻第8号、1934
年、52頁）。

⑩
台南市の役牛馬利用に関する当業者の答申（25～
26丁）

「台南州役牛馬比較（当業者の答申集）昭和八年」（台湾総
督府殖産局「経済上より見たる台湾の馬産」『台湾之畜産』
第2巻第8号、1934年、53頁）。

⑪
花蓮港庁における水田・畑作の水牛馬功程比較

（26丁）

「水田一期作及畑作水牛、馬功程比較表」（台湾総督府殖産
局「経済上より見たる台湾の馬産」『台湾之畜産』第2巻
第8号、1934年、48頁）。

⑫ 花蓮港庁における馬飼養経済・飼料（27丁）
「水田一期作及畑作水牛、馬功程比較表・飼料」（台湾総督
府殖産局「経済上より見たる台湾の馬産」『台湾之畜産』
第2巻第8号、1934年、49頁）。

４
章
・
飼
料
ノ
資
源

⑬ 花蓮港庁及び台東庁管内の牧野分布状況（28丁）台湾総督府の関係当局による資料（推定）。

表10　調査書に掲載された参考資料の引用関係
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ヲ
以
テ
左
ニ
之
ヲ
掲
載
ス
ル
コ
ト
ト
セ
リ
﹂

（
66
）

と
断

り
を
付
言
し
て
い
た
よ
う
に
︑
当
該
記
事
を
そ
の

ま
ま
転
載
し
て
い
た
︒
ち
な
み
に
︑
福
井
蹄
枕
と

は
お
そ
ら
く
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
り
︑
実
際
の
人
物

は
台
湾
総
督
府
殖
産
局
農
務
課
雇
の
福
井
浅
一
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
彼
は
台
湾
総
督
府
殖
産
局
農

務
課
内
に
置
か
れ
た
台
湾
畜
産
協
会
が
発
行
す
る

﹃
台
湾
之
畜
産
﹄
の
編
集
者
で
あ
り
︑
か
つ
発
行

代
表
者
で
も
あ
る
︒
彼
自
身
も
﹁
蹄
枕
﹂
と
い
う

ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
て
頻
繁
に
同
誌
上
に
記
事
を

投
稿
・
掲
載
し
︑
さ
ら
に
は
雑
誌
の
末
尾
に
あ
る

﹁
編
集
後
記
﹂
の
執
筆
を
担
当
す
る
こ
と
も
あ
り
︑

各
号
の
感
想
や
台
湾
畜
産
界
の
動
向
を
紹
介
し
て

い
た
︒

　
話
を
戻
す
と
︑
表
10
を
参
考
に
し
て
第
二
章
以

下
の
引
用
関
係
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
と
︑
第

六
章
の
﹁
競
馬
﹂
に
関
し
て
は
一
九
三
三
年
十
二

月
に
台
湾
競
馬
協
会
が
定
め
た
競
馬
施
行
規
程
を

転
載
す
る
こ
と
で
本
章
中
の
約
三
分
の
二
の
分
量

を
占
め
︑
そ
の
他
の
内
容
は
台
湾
調
査
の
前
後
に

刊
行
さ
れ
た
業
界
専
門
誌
﹃
台
湾
之
畜
産
﹄
及
び

５
章
・
馬
ノ
健
康
衛
生

⑭ 台湾で発生した炭疽病件数（29丁） 台湾軍獣医部関係の内部資料（推定）。

⑮ 内地と台湾の疾病軍馬数比較（30丁）
「疫馬発生統計表」（台湾軍獣医部「馬事懇談会記事」『台
湾之畜産』第2巻第6号、1934年、25～27頁）。※数値調
整有

６
章
・
競
馬

⑯ 優勝馬投票券附入場券発売成績（43～44丁）

①「台湾競馬会投票数調」（「競馬」『台湾之畜産』第1巻
第8号、1933年、58頁）／②「昭和八年中各地競馬の投票
数」（「競馬」『台湾之畜産』第2巻第 2号、1934年、54頁）
／③「台湾競馬会馬券売上」（高橋覚「台湾馬事の展望」『馬
の世界』第15巻第 3号、1935年、16頁）。

⑰ 1928～1934年の競争馬移入頭数（44丁）
台湾総督府の関係当局による貿易資料、台湾競馬協会関係
の統計資料（推定）。

⑱ 1928～1934年の競馬出走馬実頭数（44～45丁）
「台湾競馬会各季出走馬調」（「競馬」『台湾之畜産』第2巻
第5号、1934年、31頁）。

⑲ 内地と台湾のレコード比較（45丁）
①「秋季競馬」（「競馬」『台湾之畜産』第1巻第11号、
1933年、61 ～ 68頁）／②「出走馬レコード」（農林省畜
産局『第7次・馬政統計』同、1934年、178～179頁）。

⑳ 1933年の各地競馬賞金額（46丁） 台湾競馬協会関係の統計資料（推定）。

7
章
・
台
湾
馬
産
ノ
現
在
他

㉑ 内地台湾間馬一頭輸送費（49丁）
「内地より台湾迄馬一頭輸送賃」（台湾総督府殖産局「経済
上より見たる台湾の馬産」『台湾之畜産』第2巻第8号、
1934年、46～47頁）。※数値調整有
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﹃
馬
政
統
計
﹄
等
に
掲
載
さ
れ
る
関
連
の
統
計
等
を
引
用
し
て
ま
と
め
て
い
た

と
思
わ
れ
る
︒
よ
り
注
目
す
べ
き
は
︑
現
状
把
握
に
お
い
て
最
重
要
視
し
て
い

た
第
二
章
の
﹁
領
台
後
ノ
馬
産
﹂
と
続
く
第
三
章
﹁
馬
ノ
利
用
﹂
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
表
で
見
る
と
︑
こ
こ
で
も
引
用
さ
れ
た
数
値
は
佐
々
田
が
調
査
し
た
後
に

発
刊
さ
れ
た
﹃
台
湾
之
畜
産
﹄
内
の
記
事
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
多
用
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
が
︑
こ
れ
だ
け
を
見
て
安
直
に
第
一
章
の
よ
う
に
す
べ
て

他
人
の
記
事
を
引
用
・
転
載
し
た
と
断
定
す
る
の
は
尚
早
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

な
ぜ
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
参
考
資
料
を
よ
く
見
る
と
︑
佐
々
田
が
調
査
し
た
際
の

現
地
測
定
あ
る
い
は
実
地
調
査
の
結
果
と
思
わ
れ
る
も
の
も
散
見
さ
れ
︑
そ
れ

が
初
出
と
し
て
雑
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

特
に
第
三
章
は
︑
南
部
の
台
南
州
に
出
向
い
た
際
に
現
地
馬
匹
飼
養
者
に
対
し

て
行
っ
た
飼
養
収
支
の
経
費
調
査
と
︑
東
部
の
花
蓮
港
庁
で
計
測
し
た
農
場
で

の
牛
馬
の
畜
力
比
較
等
で
あ
り
︑
何
よ
り
過
去
台
湾
で
馬
に
関
す
る
実
用
的
な

資
料
が
乏
し
く
︑
佐
々
田
が
調
査
の
際
に
得
た
数
値
・
情
報
を
台
湾
総
督
府
も

宣
伝
資
料
と
し
て
重
宝
し
た
上
で
大
衆
向
け
に
公
表
し
た
と
の
見
方
も
可
能
で

あ
ろ
う
︒

　
こ
れ
ら
を
要
す
る
に
︑
佐
々
田
は
煩
雑
な
省
務
に
追
わ
れ
る
多
忙
な
中
で
︑

単
純
に
簡
単
に
入
手
し
得
る
他
人
の
記
事
・
資
料
を
引
っ
ぱ
り
出
し
て
︑
す
べ

て
あ
た
か
も
自
身
の
目
で
見
た
か
の
よ
う
に
効
率
良
く
文
章
を
書
き
上
げ
た
の

で
は
な
く
︑
実
は
本
人
が
調
査
し
た
際
の
デ
ー
タ
を
後
に
台
湾
総
督
府
側
が
雑

誌
上
で
公
表
し
︑
佐
々
田
も
手
元
の
原
資
料
を
数
値
的
根
拠
と
し
て
報
告
書
中

に
て
引
用
す
る
と
い
う
作
成
過
程
の
一
端
も
想
定
さ
れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

馬
政
計
画
と
い
う
政
策
を
強
く
意
識
し
た
調
査
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑

立
案
を
担
う
役
人
と
し
て
あ
く
ま
で
も
﹁
自
分
が
調
査
・
計
測
し
て
得
た
資

料
﹂
に
基
づ
い
て
現
状
を
分
析
し
︑
な
お
か
つ
将
来
性
を
計
る
と
い
う
︑
政
策

に
左
右
さ
れ
て
い
な
い
調
査
を
装
う
姿
勢
も
垣
間
見
え
よ
う
︒

　
そ
し
て
﹁
政
策
﹂
と
い
う
点
で
見
る
と
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
現
状
把
握
と

並
ん
で
非
常
に
重
要
な
項
目
が
将
来
の
計
画
方
針
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て

は
第
二
章
﹁
領
台
後
ノ
馬
産
﹂
中
で
取
り
上
げ
て
い
る
︒
表
10
で
は
④
の
﹁
馬

産
第
一
次
計
画
第
一
期
事
業
計
画
生
産
予
定
表
﹂
に
あ
た
る
が
︑
書
中
で
佐
々

田
は
﹁
総
督
府
ニ
於
テ
モ
愈
々
本
格
的
ニ
馬
産
振
興
ノ
必
要
ヲ
認
メ
新
ニ
馬
政

三
十
年
計
画
ヲ
樹
立
シ
之
ガ
実
行
ニ
着
手
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
レ
リ
﹂

（
67
）

と
︑
台
湾

総
督
府
側
も
具
体
的
な
政
策
案
を
す
で
に
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒

そ
の
﹁
馬
ノ
生
産
地
創
設
ニ
付
テ
ハ
馬
事
思
想
ノ
発
達
セ
ル
内
地
人
移
民
多
キ

東
部
地
方
ニ
主
力
ヲ
注
ギ
之
ガ
利
用
増
進
ニ
付
テ
ハ
全
島
的
ニ
助
成
指
導
ヲ
進

メ
第
一
期
十
箇
年
ニ
於
テ
﹁
ア
ラ
ブ
﹂
系
統
馬
九
千
頭
ヲ
普
及
シ
第
二
期
二
十

箇
年
ニ
於
テ
ハ
第
一
期
ノ
実
績
ニ
基
キ
馬
ノ
生
産
地
ヲ
西
部
地
方
ニ
モ
設
定
シ

第
一
次
計
画
全
期
間
ニ
於
テ
馬
数
十
一
万
頭
ヲ
普
及
セ
ン
ト
ス
ル
予
定
ナ
リ
﹂

（
68
）

と
︑
東
部
の
移
民
村
を
民
間
馬
産
地
に
設
定
し
て
︑
最
初
の
十
年
で
九
千
頭
︑

最
終
的
に
は
三
十
年
後
に
十
一
万
頭
に
ま
で
増
殖
さ
せ
る
具
体
的
な
数
字
も
提

示
さ
れ
て
い
た
︒
官
庁
主
体
の
政
策
調
査
だ
け
あ
っ
て
︑
さ
す
が
に
具
体
的
な

数
字
も
出
し
て
計
画
の
大
枠
組
み
と
見
通
し
を
も
予
測
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
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用
い
た
と
思
わ
れ
る
素
材
は
︑
明
ら
か
に
な
る
参
考
資
料
の
中
で
唯
一
の
秘
密

情
報
で
あ
っ
た
︒

　
そ
れ
は
︑
農
林
省
畜
産
局
が
作
成
し
た
﹃
秘
・
外
地
及
満
洲
帝
国
馬
政
計

画
﹄（
一
九
三
五
年
三
月
）
で
あ
り
︑
同
書
の
冒
頭
に
は
﹁
本
書
ハ
執
務
上
ノ
参

考
ニ
資
セ
ン
カ
為
外
地
及
満
洲
帝
国
ノ
馬
政
計
画
ヲ
蒐
集
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
﹂

（
69
）

と
い
う
付
言
が
あ
る
︒
お
そ
ら
く
同
局
が
各
地
域
か
ら
提
出
さ
れ
た
計
画
案
を

編
集
し
︑
立
案
の
進
捗
具
合
と
構
想
を
把
握
す
る
た
め
の
内
部
資
料
と
考
え
ら

れ
︑
時
期
的
に
も
外
地
の
立
案
が
調
査
か
ら
成
案
に
む
け
て
最
終
段
階
に
入
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
本
書
は
︑
台
湾
馬
事
調
査
書
と
同
月
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
完
成
し
て
い
る
が
︑
農
林
省
に
届
い
て
い
た
台
湾
馬
政
計
画
案
を
他
の
地
域

の
草
案
と
合
わ
せ
て
冊
子
に
編
集
す
る
中
で
︑
佐
々
田
も
ち
ょ
う
ど
作
成
中
で

あ
っ
た
台
湾
馬
事
調
査
書
に
掲
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
の
表
紙
に
は

﹁
秘
﹂
印
が
押
印
さ
れ
︑
そ
れ
が
厳
重
な
注
意
を
要
す
る
機
密
資
料
な
の
か
︑

あ
る
い
は
関
係
者
以
外
に
譲
渡
・
閲
覧
禁
止
の
秘
密
資
料
な
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
立
案
中
の
政
府
内
情
報
が
外
部
に
漏
れ
な
い
よ
う
扱
わ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
本
書
が
編
集
さ
れ
る
前
に
完
成
し
て
い
た
満
洲
国
と

関
東
州
︑
朝
鮮
の
調
査
報
告
書
に
は
こ
こ
で
収
録
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
計
画

案
は
載
せ
ら
れ
て
な
い
が
︑
台
湾
で
は
馬
政
計
画
原
案
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
の
で
︑
政
策
立
案
の
進
度
を
見
る
上
で
も
そ
の
内
容
は
大
い
に
興
味
深
い
︒

　
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
台
湾
馬
政
計
画
で
の
第
一
期
十
年
に
お
け
る
普
及

予
定
馬
数
は
︑
前
述
の
説
明
で
は
九
千
頭
と
記
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
う
ち
台

湾
で
生
産
さ
れ
る
予
定
の
馬
数
は
計
画
一
年
目
か
ら
種
付
を
行
い
︑
二
年
目
か

ら
十
一
年
目
ま
で
の
十
年
間
で
計
二
︑二
七
八
頭
に
設
定
さ
れ
て
い
る
（
図
２
）︒

じ
つ
は
︑
こ
こ
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
実
際
の
計
画
表
で
は
︑
一
頭
も
斃
死
す
る

こ
と
な
く
常
に
生
産
率
五
〇
％
の
割
合
で
右
肩
上
が
り
に
増
え
続
け
る
極
め
て

簡
単
な
生
産
見
込
み
が
計
算
さ
れ
て
い
た
︒
一
見
ま
る
で
夢
の
よ
う
な
完
璧
な

計
画
案
で
あ
る
が
︑
馬
産
に
精
通
し
て
い
る
佐
々
田
も
さ
す
が
に
台
湾
総
督
府

側
が
構
想
す
る
計
画
案
に
つ
い
て
は
︑
全
体
的
に
﹁
本
計
画
ノ
内
容
ニ
付
テ
ハ

更
ニ
修
正
ヲ
加
フ
ベ
キ
場
合
ア
ル
ベ
シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
ル
﹂

（
70
）

と
︑
あ
く
ま
で
も
先

方
も
作
成
途
中
で
︑
決
し
て
夢
の
よ
う
な
計
画
で
は
な
い
こ
と
を
補
足
し
て
い

る
︒
た
だ
単
に
無
批
判
的
に
他
の
資
料
を
転
載
し
て
︑
内
容
が
薄
い
報
告
書
を

作
成
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
︑
保
身
も
知
る
書
き
方
で
あ
っ
た
︒

　
こ
れ
ら
調
査
の
実
態
と
報
告
書
の
内
容
を
見
て
も
︑
そ
れ
は
構
想
中
の
政
策

に
強
く
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
特
筆
す
れ
ば
国
策
を
成
案
さ
せ
る
た
め
の

最
低
限
の
現
状
把
握
と
︑
最
終
点
検
の
よ
う
な
性
格
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
佐
々

田
は
こ
れ
ま
で
欧
州
視
察
を
経
験
し
て
き
て
お
り
︑
外
地
各
地
の
調
査
報
告
書

も
そ
れ
ま
で
の
書
き
方
︑
資
料
の
解
説
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
と
見
え
︑
と
く

に
こ
の
外
地
に
関
し
て
は
国
策
に
直
接
関
わ
る
も
の
だ
け
に
︑
自
身
の
過
失
に

つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
で
き
る
だ
け
堅
実
に
か
つ
丁
寧
に
言
葉
を
選
び
解
説
す

る
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
た
︒
そ
の
典
型
例
の
一
つ
が
︑
台
湾
馬
事
調
査
書
中
の

吉
野
村
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
極
め
て
限
定
的
な
仮
定
条
件
を
さ
り
げ

な
く
附
し
つ
つ
︑
今
後
の
期
待
を
し
っ
か
り
と
強
調
す
る
と
い
う
︑
巧
み
な
言
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葉
遣
い
で
公
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
慣
れ
た
役
人
が
書
く
文
章
で
あ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

　
で
は
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹃
秘
・
台
湾
馬
事
調
査
書
﹄
に
つ
い
て
︑
同
書

が
参
考
資
料
と
し
て
配
布
さ
れ
た
馬
政
調
査
会
の
席
上
に
お
い
て
︑
は
た
し
て

委
員
の
間
で
ど
れ
ほ
ど
台
湾
調
査
に
注
目
が
寄
せ
ら
れ
︑
ま
た
活
発
な
議
論
が

繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
先
述
の
通
り
︑
一
九
三
五
年
三
月

二
十
七
～
二
十
九
日
に
農
林
大
臣
官
邸
で
開
か
れ
た
馬
政
調
査
会
第
三
回
総
会

に
て
本
資
料
が
各
委
員
に
配
ら
れ
た
が
︑
じ
つ
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
会
議
中
に

各
大
臣
が
諮
問
案
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
な
く
︑
ま
た
各
委
員
が
関
心
を
示

し
て
積
極
的
に
挙
手
・
発
言
を
繰
り
返
し
︑
質
疑
応
答
の
応
酬
が
繰
り
広
げ
ら

れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
︒
唯
一
︑
帝
国
議
会
議
員
か
ら
選
出
さ
れ
た
高
田
耘
平

（
衆
議
院
）
が
会
議
の
終
わ
り
間
際
に
﹁
私
ノ
手
許
ニ
廻
ッ
テ
居
ル
モ
ノ
ヲ
見

ル
ト
︑
台
湾
ト
樺
太
ノ
馬
ニ
付
テ
ノ
調
査
書
ハ
参
ッ
テ
居
リ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
︑

朝
鮮
ニ
付
テ
ド
ウ
云
フ
御
調
査
ガ
ア
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
私
ノ
手
許
ニ

参
ッ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
﹂

（
71
）

と
︑
台
湾
と
樺
太
に
大
き
な
興
味
は
な
く
朝
鮮
の
情
報

を
欲
し
が
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
畜
産
局
長
の
高
橋
武
美

は
︑
先
ほ
ど
﹁
高
田
委
員
ノ
御
話
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
朝
鮮
ノ
馬
事
ノ
調
査
デ
ア
リ

マ
ス
ガ
︑
昨
年
御
手
許
ニ
差
上
ゲ
マ
シ
タ
モ
ノ
ニ
︑
満
洲
︑
関
東
州
︑
朝
鮮
ト

三
ツ
一
緒
ニ
書
イ
テ
ア
リ
マ
ス
︑
若
シ
無
カ
ッ
タ
ラ
又
差
上
ゲ
マ
ス
﹂

（
72
）

と
形
式

的
な
返
答
を
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
︒

　
上
記
の
よ
う
な
会
議
の
雰
囲
気
も
然
り
︑
こ
の
台
湾
の
調
査
内
容
の
不
備
・

不
適
を
指
摘
し
て
政
府
に
見
直
し
を
要
求
し
︑
真
剣
に
台
湾
馬
政
計
画
を
却
下

す
る
か
否
か
と
い
う
差
戻
し
議
論
を
発
議
す
る
こ
と
も
な
く
︑
何
と
も
順
調
に

半
年
後
に
開
か
れ
た
第
四
回
総
会
に
て
計
画
実
施
が
正
式
に
決
ま
る
︒
結
局
は
︑

佐
々
田
に
よ
る
台
湾
馬
事
調
査
書
も
数
あ
る
配
布
資
料
の
中
で
︑
果
た
し
て
各

委
員
に
熟
読
さ
れ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
︑
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
た
だ
持
ち
帰

ら
れ
る
だ
け
の
手
土
産
資
料
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
た
だ
︑

農
林
省
側
と
し
て
は
﹁
現
地
調
査
を
し
て
報
告
書
も
出
し
た
﹂
と
い
う
名
目
は

で
き
る
の
で
︑
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
も
表
向
き
に
は
政
策
立
案
の
担
保
に
な

り
十
分
に
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
が
︑
こ
れ
こ
そ
が
本
来
立
案
を
担
う
主
務
官

庁
と
し
て
意
図
し
て
い
た
予
想
通
り
の
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑

高
田
の
よ
う
な
委
員
側
の
立
場
か
ら
し
て
み
て
も
︑
そ
も
そ
も
彼
ら
は
勅
令
に

よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
調
査
会
の
委
員
で
あ
り
︑
と
く
に
民
間
か
ら
選
ば
れ
た
委

員
は
自
ら
の
経
歴
に
新
た
な
肩
書
が
増
え
る
非
常
に
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
天
皇
の
裁
可
を
受
け
て
設
置
さ
れ
た
調
査
会
の

委
員
に
任
命
さ
れ
︑
車
代
や
委
員
手
当
も
補
助
さ
れ
る
立
場
に
あ
る
の
な
ら
ば
︑

そ
こ
で
省
庁
が
出
し
た
既
定
の
政
策
に
関
す
る
議
案
に
つ
い
て
︑
せ
い
ぜ
い
政

府
側
の
意
向
に
大
き
く
背
か
な
い
程
度
の
議
論
を
す
る
だ
け
で
︑
外
地
を
含
め

た
計
画
立
案
も
農
林
・
陸
軍
両
省
の
各
担
当
課
長
が
明
文
化
し
た
時
点
で
猛
反

対
に
遭
う
こ
と
な
く
成
案
に
向
か
う
は
ず
で
あ
っ
た
︒
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要
す
る
に
︑
や
や
大
胆
に
換
言
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
こ
で
取
り
上
げ
た

佐
々
田
の
台
湾
視
察
も
︑
そ
れ
は
立
案
を
導
く
た
め
の
調
査
で
は
な
く
︑
成
案

を
前
提
と
し
た
調
査
で
あ
っ
た
︒
敢
え
て
よ
り
大
げ
さ
に
そ
の
調
査
の
性
格
を

表
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
全
く
白
紙
の
状
態
で
新
し
い
政
策
構
想
を
得

る
た
め
の
実
地
調
査
で
は
な
く
︑
中
央
が
提
起
し
具
体
的
準
備
を
進
め
る
計
画

案
に
つ
い
て
台
湾
総
督
府
側
の
意
向
を
確
認
し
︑
政
策
協
力
の
同
意
を
も
ら
う

た
め
の
︑
通
常
省
務
範
囲
内
に
止
ま
る
﹁
出
張
﹂
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
︒

畜
産
資
源
︑
特
に
外
地
を
包
含
す
る
馬
政
計
画
に
注
目
す
る
と
︑
本
稿
で
扱
っ

た
台
湾
の
事
例
の
よ
う
に
︑
政
策
を
企
画
し
て
調
査
を
行
う
と
い
う（

73
）

︑
昭
和
戦

前
期
の
日
本
で
垣
間
見
ら
れ
る
資
源
増
産
計
画
の
立
案
過
程
の
一
特
徴
が
顕
著

に
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
っ
た
︒

注（
1
）
調
査
の
実
態
を
詳
細
に
考
察
し
た
研
究
と
し
て
は
主
に
︑
本
庄
比
佐
子
・
内
山
雅
生
・

久
保
亨
編
﹃
興
亜
院
と
戦
時
中
国
調
査
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
）︑
松
村
高
夫
・

柳
沢
遊
・
江
田
憲
治
編
﹃
満
鉄
の
調
査
と
研
究
︱
︱
そ
の
﹁
神
話
﹂
と
実
像
﹄（
青
木
書

店
︑
二
〇
〇
八
年
）︑
他
に
も
末
廣
昭
責
任
編
集
﹃﹁
帝
国
﹂
日
本
の
学
知
・
第
六
巻
　

地
域
研
究
と
し
て
の
ア
ジ
ア
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒

　
本
稿
で
扱
う
﹁
畜
産
﹂
部
門
で
は
︑
吉
田
建
一
郎
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
︒

吉
田
は
興
亜
院
に
よ
る
緬
羊
調
査
を
取
り
上
げ
︑
羊
毛
資
源
獲
得
の
た
め
に
﹁
寒
羊
﹂

と
い
う
稀
品
種
の
実
地
調
査
を
行
っ
た
が
結
局
は
現
地
で
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
︑

そ
れ
が
過
去
の
関
連
史
料
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
の
幻
想
の
動
物
な
の
か
実
在
す
る

動
物
な
の
か
分
か
ら
な
い
曖
昧
な
情
報
が
蓄
積
・
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
起
因
し
︑

そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
日
本
側
の
机
上
調
査
と
実
地
調
査
の
ブ
レ
︑
中
国
認
識
の
問

題
点
を
指
摘
し
て
い
る
︒
興
味
深
い
指
摘
で
は
あ
る
も
の
の
︑
果
た
し
て
同
調
査
が
企

図
す
る
政
策
と
ど
れ
ほ
ど
関
連
が
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
（
同
﹁
興

亜
院
華
北
連
絡
部
﹃
北
支
那
緬
羊
調
査
報
告
﹄
に
つ
い
て
﹂﹃
史
学
﹄
第
八
十
五
巻
第
一

～
三
号
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
四
五
～
二
五
九
頁
）︒

（
2
）
加
藤
聖
文
﹁
書
評
・
本
庄
比
佐
子
ほ
か
編
﹃
興
亜
院
と
戦
時
中
国
調
査
︱
︱
付
・
刊

行
物
所
在
目
録
﹄﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
六
五
三
号
︑
二
〇
〇
四
年
︑
八
十
九
～
九
十
二
頁
︒

（
3
）
足
立
久
美
男
﹁
調
査
に
就
い
て
︱
︱
満
鉄
調
査
機
関
に
於
け
る
基
本
的
問
題
に
対
す

る
一
見
解
﹂﹃
満
鉄
調
査
彙
報
﹄
第
二
巻
第
三
号
︑
一
九
三
九
年
︑
八
頁
︒

（
4
）
た
と
え
ば
本
稿
で
取
り
上
げ
る
台
湾
を
例
に
挙
げ
る
と
︑
元
台
湾
総
督
府
農
商
局
農

務
課
技
手
石
橋
俊
治
は
農
業
統
計
調
査
に
お
け
る
﹁
統
計
数
値
の
正
確
さ
に
つ
い
て
は
︑

必
ず
し
も
保
証
さ
れ
な
い
点
が
多
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
農
業
統
計
は
街
庄
役
場
の
勧
業

職
員
が
戸
口
簿
︑
土
地
名
寄
帳
な
ど
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
︑
そ
の
年
々
の
農
業
の
事
情
を

考
慮
し
て
報
告
す
る
推
定
の
報
告
で
あ
っ
て
︑
年
報
の
報
告
期
限
が
近
ず
〘
マ
マ
〙く
と
︑
勧
業

職
員
は
数
日
間
ね
じ
り
鉢
巻
で
報
告
を
作
成
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒﹂
と

現
場
の
様
子
を
回
想
し
て
い
る
︒
石
橋
俊
治
﹁
農
業
に
関
す
る
諸
調
査
﹂
南
方
農
業
協

会
﹃
台
湾
農
業
関
係
文
献
目
録
﹄（
同
︑
一
九
六
九
年
）
六
頁
︒

（
5
）
他
の
文
献
資
料
を
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
ま
と
め
る
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
︑
平
山
勉

﹁
満
鉄
調
査
の
慣
習
的
方
法
︱
︱
統
計
調
査
を
中
心
と
し
て
﹂
前
掲
﹃
満
鉄
の
調
査
と
研

究
︱
︱
そ
の
﹁
神
話
﹂
と
実
像
﹄
二
十
五
～
一
二
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
6
）
い
っ
ぽ
う
で
︑
先
に
挙
げ
た
吉
田
の
事
例
の
よ
う
に
︑
資
源
の
現
地
調
達
を
見
据
え

て
調
査
を
実
際
に
行
っ
て
も
︑
該
当
資
源
の
確
認
が
不
十
分
に
終
わ
っ
た
事
例
も
散
見

さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
前
田
廉
孝
は
調
査
活
動
を
専
論
す
る
中
で
︑
か
か
る
調
査
結
果
を

招
い
た
要
因
と
し
て
︑
現
地
抗
日
勢
力
の
活
動
や
短
期
的
な
調
査
期
間
の
限
界
性
︑
動

植
物
資
源
の
生
育
期
と
調
査
時
期
の
ズ
レ
等
︑
よ
り
実
務
的
な
課
題
を
挙
げ
る
︒
同

﹁
戦
時
期
日
本
の
占
領
地
域
に
お
け
る
﹁
学
術
調
査
﹂
︱
︱
一
九
四
二
年
山
西
学
術
調
査
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研
究
団
を
中
心
に
﹂
柳
沢
遊
・
倉
沢
愛
子
編
﹃
日
本
帝
国
の
崩
壊
︱
︱
人
の
移
動
と
地

域
社
会
の
変
動
﹄（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
七
年
）
一
二
九
～
一
五
九
頁
︒

（
7
）
外
地
お
よ
び
満
洲
国
の
﹁
馬
政
﹂
に
つ
い
て
は
豊
富
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
と
は
言
い

難
い
が
︑
そ
の
中
で
も
大
瀧
真
俊
は
主
に
戦
時
期
の
満
洲
国
を
対
象
と
し
︑
馬
匹
資
源

を
満
洲
国
へ
送
出
す
る
国
策
の
成
否
を
正
面
か
ら
問
い
直
し
︑
戦
況
の
悪
化
に
よ
り
政

策
の
行
き
詰
ま
り
と
同
時
に
馬
匹
需
要
も
軍
馬
か
ら
食
糧
確
保
を
担
う
農
馬
へ
変
わ
る

と
い
う
︑
軍
部
の
動
員
に
翻
弄
さ
れ
る
馬
匹
資
源
を
満
洲
移
民
と
関
連
付
け
て
論
じ
た

馬
政
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
︑
大
い
に
注
目
に
値
す
る
視
座
を
提
示
し
て
い
る
︒
同
﹁
日

満
間
に
お
け
る
馬
資
源
移
動
︱
︱
満
洲
移
植
馬
事
業
一
九
三
九
～
四
四
年
﹂
野
田
公
夫
編 

﹃
日
本
帝
国
圏
の
農
林
資
源
開
発
︱
︱
﹁
資
源
化
﹂
と
総
力
戦
体
制
の
東
ア
ジ
ア
﹄（
京
都

大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
一
三
年
）
一
〇
三
～
一
三
八
頁
︒

（
8
）
高
澤
壽
﹁
台
湾
の
馬
産
に
就
て
﹂﹃
台
湾
時
報
﹄
第
一
八
五
号
︑
一
九
三
五
年
︑

二
十
四
頁
︒

（
9
）
本
調
査
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
帝
国
馬
政
の
形
成
と
﹁
外
地
﹂
問
題
︱
︱
台
湾
馬
政

計
画
（
一
九
三
六
年
～
）
を
中
心
に
﹂（﹃
東
ア
ジ
ア
近
代
史
﹄
第
二
十
号
︑
二
〇
一
六
年
︑

一
八
七
～
二
〇
九
頁
）
中
で
も
一
部
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
の
史
料
解
釈
や
方

法
論
に
は
修
正
を
要
す
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
内
容
を
整
理
し
尚
且
つ
よ
り

詳
細
に
台
湾
馬
事
調
査
を
再
考
し
︑
本
調
査
を
﹁
戦
前
日
本
の
ア
ジ
ア
資
源
調
査
﹂
に

位
置
付
け
直
す
作
業
と
し
た
い
︒

（
10
）
農
林
技
師
・
佐
々
田
伴
久
﹁
台
湾
の
馬
産
を
視
察
し
て
﹂﹃
馬
の
世
界
﹄
第
十
四
巻

第
八
号
︑
一
九
三
四
年
︑
五
頁
︒

（
11
）
例
え
ば
︑
佐
々
田
が
内
外
通
信
社
の
依
頼
に
応
じ
て
執
筆
し
た
タ
イ
プ
打
ち
原
稿

﹁
馬
政
第
二
次
計
画
の
樹
立
と
今
後
の
馬
産
の
重
点
﹂（
一
九
三
六
年
五
月
）
や
︑
同
﹁
国

防
及
産
業
と
馬
政
第
二
次
計
画
﹂﹃
農
業
と
経
済
﹄
第
四
巻
第
一
号
︑
一
九
三
七
年
︑

二
十
一
～
三
十
五
頁
︑
な
ど
を
参
照
︒

（
12
）
先
述
の
足
立
の
論
説
も
然
り
︑
蜷
川
虎
三
の
﹁
例
へ
ば
︑
或
者
は
調
査
を
以
て
︑
或

事
業
を
行
ふ
た
め
に
そ
の
条
件
を
満
足
す
る
事
情
が
あ
る
か
ど
う
か
︑
ま
た
そ
の
阻
害

的
事
情
が
如
何
な
る
形
で
存
す
る
か
を
実
際
に
就
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と

考
へ
る
に
対
し
︑
或
者
は
自
己
の
利
害
よ
り
出
発
し
て
当
該
事
業
を
行
は
ん
と
し
︑
こ

れ
を
対
社
会
的
に
主
張
せ
ん
が
た
め
に
こ
れ
を
理
屈
づ
け
る
︱
︱
科
学
的
に
粉
飾
す
る

︱
︱
と
い
ふ
こ
と
が
調
査
で
あ
る
と
考
へ
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
甚
し
い
相
違
で
︑
調
査

は
全
く
科
学
的
性
質
を
失
ひ
単
に
政
治
的
性
格
を
も
つ
一
つ
の
手
段
た
る
に
過
ぎ
な

い
︒﹂
と
の
指
摘
も
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
︒
同
﹁
調
査
論
︱
︱
調
査
に
於
け
る
諸
問
題
﹂

﹃
経
済
論
叢
﹄
第
四
十
九
巻
第
四
号
︑
一
九
三
九
年
︑
二
〇
～
二
十
一
頁
︒
な
お
︑
本
論

文
は
﹃
満
鉄
調
査
彙
報
﹄
第
二
巻
第
十
二
号
（
一
九
三
九
年
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
13
）
神
翁
顕
彰
会
編
﹃
続
日
本
馬
政
史
﹄
一
巻
（
同
︑
一
九
六
三
年
）
二
〇
八
～
二
一
七
頁
︒

（
14
）
同
上
︒

（
15
）
﹁
第
五
十
九
回
帝
国
議
会
貴
族
院
予
算
委
員
第
五
分
科
会
（
農
林
省
︑
商
工
省
︑
逓

信
省
）
議
事
速
記
録
第
三
号
﹂
一
九
三
一
年
三
月
六
日
︑
三
十
三
頁
︒

（
16
）
﹁
馬
政
調
査
会
官
制
ヲ
定
ム
﹂︑
国
立
公
文
書
館
﹃
公
文
類
聚
・
第
五
十
六
編
・
昭
和

七
年
・
第
六
巻
・
官
職
五
・
官
制
五
・
農
林
省
﹄
本
館
二
Ａ
︱
〇
一
二
︱
〇
〇
・
類

〇
一
七
七
三
一
〇
〇
︑
件
名
番
号
〇
三
二
）︒

（
17
）
同
上
︒

（
18
）
同
上
︒

（
19
）
﹁
閣
議
決
定
事
項
（
四
日
）﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
夕
刊
﹄
第
一
六
六
八
二
号
（
一
九
三
二

年
十
月
五
日
）
一
面
︒

（
20
）
﹁
官
報
﹂
第
一
七
三
二
号
（
一
九
三
二
年
十
月
六
日
）︑
一
五
七
頁
︒

（
21
）
註
16
と
同
じ
︒

（
22
）
農
林
省
畜
産
局
﹃
第
一
回
馬
政
調
査
会
議
事
録
﹄
同
（
出
版
年
不
明
）
中
﹁
職
員
﹂︑

五
～
八
頁
︒

（
23
）
例
え
ば
先
の
農
林
省
内
に
置
か
れ
た
馬
政
委
員
会
で
は
︑
第
四
回
委
員
会
（
一
九
二
七

年
六
月
一
日
～
二
日
︑
農
林
大
臣
官
邸
）
に
て
本
邦
の
馬
数
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
﹁
朝

鮮
︑
樺
太
等
ニ
於
ケ
ル
馬
産
事
業
ヲ
振
興
セ
シ
ム
ヘ
キ
手
段
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
﹂
と
委
員

間
で
意
見
が
上
が
っ
て
い
る
が
︑
中
央
政
府
が
外
地
全
体
を
巻
き
込
む
国
策
と
し
て
本
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格
的
に
立
案
す
る
の
は
後
の
第
二
次
計
画
か
ら
で
あ
る
︒
農
林
省
畜
産
局
﹃
第
四
回
馬

政
委
員
会
議
事
録
﹄（
出
版
年
不
明
）
中
﹁
諮
問
事
項
答
申
﹂︑
三
頁
︒ 

（
24
）
註
16
と
同
じ
︒

（
25
）
﹁
場
所
長
会
議
﹂﹃
馬
事
時
報
﹄
第
七
号
︑
一
九
三
一
年
︑
七
十
七
頁
︒

（
26
）
農
林
省
畜
産
局
﹃
馬
事
団
体
等
ノ
馬
政
第
二
次
計
画
ニ
関
ス
ル
答
申
書
﹄（
同
︑

一
九
三
五
年
）︑
一
～
三
頁
︒

（
27
）
註
20
と
同
じ
︒

（
28
）
同
上
︒

（
29
）
前
掲
﹃
第
一
回
馬
政
調
査
会
議
事
録
﹄
中
﹁
会
議
﹂︑
十
四
頁
︒

（
30
）
同
三
十
八
頁
︒

（
31
）
同
四
十
七
頁
︒

（
32
）
同
五
十
頁
︒

（
33
）
前
掲
﹃
第
一
回
馬
政
調
査
会
議
事
録
﹄
中
﹁
諮
問
事
項
ニ
対
ス
ル
答
申
﹂︑
九
十
一
頁
︒

（
34
）
前
掲
﹃
第
一
回
馬
政
調
査
会
議
事
録
﹄
中
﹁
会
議
﹂︑
四
十
九
頁
︒

（
35
）
発
言
内
容
と
数
値
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
恐
ら
く
農
林
省
畜
産
局
﹃
第
五
次
・
馬

政
統
計
﹄（
同
︑
一
九
三
二
年
）
中
の
外
地
馬
数
を
参
考
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

（
二
一
九
頁
）︒

（
36
）
﹁
官
報
﹂
第
七
八
〇
八
号
（
一
九
〇
九
年
七
月
六
日
）︑
一
一
八
頁
︒

（
37
）
﹁
官
報
﹂
第
八
七
一
九
号
（
一
九
一
二
年
七
月
十
二
日
）︑
二
七
四
頁
︒

（
38
）
神
翁
顕
彰
会
編
﹃
続
日
本
馬
政
史
﹄
三
巻
（
同
︑
一
九
六
三
年
）
一
五
八
頁
︒

（
39
）
内
閣
印
刷
局
編
﹃
職
員
録
﹄（
同
︑
一
九
二
二
年
）︑
一
四
九
頁
︒

（
40
）
農
業
発
達
史
調
査
会
編
﹃
農
業
発
達
史
調
査
会
資
料
第
四
十
九
号
︱
︱
岩
住
良
治
氏

述
畜
産
発
達
小
史
﹄（
同
︑
一
九
五
一
年
）
五
頁
︒

（
41
）
註
38
と
同
じ
︒

（
42
）
﹁
人
事
﹂﹃
馬
の
世
界
﹄
第
四
巻
第
四
号
︑
一
九
二
四
年
︑
六
十
一
頁
︒

（
43
）
﹁
第
一
回
輸
入
種
馬
を
観
る
﹂﹃
馬
の
世
界
﹄
第
四
巻
第
十
一
号
︑
一
九
二
四
年
︑

四
十
七
頁
︒

（
44
）
﹁
第
二
次
馬
政
計
画
樹
立
の
準
備
︑
台
湾
を
も
包
含
し
て
計
画
︱
︱
佐
々
田
農
林
技
師

語
る
﹂﹃
台
湾
日
日
新
報
朝
刊
﹄
一
二
二
四
六
号
（
一
九
三
四
年
五
月
八
日
）
七
面
︒

（
45
）
同
上
︒

（
46
）
﹁
我
国
の
馬
政
︑
今
後
外
地
関
係
も
調
査
︱
︱
農
林
省
佐
々
田
技
師
談
﹂﹃
台
湾
日
日

新
報
朝
刊
﹄
一
二
二
五
〇
号
（
一
九
三
四
年
五
月
十
二
日
）
五
面
︒

（
47
）
註
10
と
同
じ
︒

（
48
）
同
上
︒

（
49
）
﹁
長
官
が
佐
々
田
技
師
を
招
待
﹂﹃
台
湾
日
日
新
報
朝
刊
﹄
一
二
二
六
〇
号
（
一
九
三
四

年
五
月
二
十
二
日
）
二
面
︒

（
50
）
農
林
省
畜
産
局
馬
産
課
・
佐
々
田
技
師
﹁
欧
米
諸
国
の
馬
政
及
満
蒙
の
産
馬
﹂﹃
台
湾

之
畜
産
﹄
第
二
巻
第
六
号
︑
一
九
三
四
年
︑
五
十
二
頁
︒

（
51
）
前
掲
﹃
馬
の
世
界
﹄
第
十
四
巻
第
八
号
中
の
口
絵
︒

（
52
）
前
掲
﹁
台
湾
の
馬
産
を
視
察
し
て
﹂︑
五
～
六
頁
︒

（
53
）
註
49
と
同
じ
︒

（
54
）
註
51
と
同
じ
︒

（
55
）
註
10
と
同
じ
︒

（
56
）
総
督
府
技
師
・
高
澤
壽
﹁
台
湾
畜
産
会
令
の
公
布
を
祝
し
併
せ
て
既
往
を
回
顧
し
て
﹂

﹃
台
湾
之
畜
産
﹄
第
六
巻
第
一
号
︑
一
九
三
八
年
︑
三
十
三
頁
︒

（
57
）
﹁
国
防
に
立
脚
し
て
馬
産
施
設
を
進
め
よ
︑
有
望
性
は
充
分
あ
る
︱
︱
農
林
省
佐
々
田

技
師
視
察
談
﹂﹃
台
湾
日
日
新
報
朝
刊
﹄
一
二
二
六
四
号
（
一
九
三
四
年
五
月
二
十
六

日
）
五
面
︒

（
58
）
農
林
省
畜
産
局
﹃
秘
・
馬
政
調
査
会
第
三
回
総
会
議
事
録
﹄
同
（
出
版
年
不
明
）
中
﹁
附

録
﹂︑
三
一
三
頁
︒

（
59
）
農
林
技
師
・
佐
々
田
伴
久
﹃
秘
・
台
湾
馬
事
調
査
書
﹄（
一
九
三
五
年
）
中
﹁
緒
言
﹂︒

（
60
）
同
上
︒

（
61
）
同
十
二
～
十
三
丁
︒

（
62
）
﹁
吉
野
村
は
産
馬
に
好
適
︱
︱
佐
々
田
技
師
が
折
紙
を
附
す
﹂﹃
台
湾
日
日
新
報
朝
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刊
﹄
一
二
二
五
一
号
（
一
九
三
四
年
五
月
十
三
日
）
三
面
︒

（
63
）
前
掲
﹁
台
湾
の
馬
産
を
視
察
し
て
﹂︑
七
頁
︒

（
64
）
農
林
省
畜
産
局
﹃
第
八
次
・
馬
政
統
計
﹄（
同
︑
一
九
三
五
年
）︑
四
十
一
頁
︒

（
65
）
前
掲
﹃
秘
・
台
湾
馬
事
調
査
書
﹄
二
十
一
丁
︒ 

（
66
）
同
一
～
二
丁
︒

（
67
）
同
十
五
丁
︒

（
68
）
同
上
︒

（
69
）
農
林
省
畜
産
局
﹃
秘
・
外
地
及
満
洲
帝
国
馬
政
計
画
﹄（
同
︑
一
九
三
五
年
）
中
﹁
凡

例
﹂︒

（
70
）
註
67
と
同
じ
︒

（
71
）
前
掲
﹃
秘
・
馬
政
調
査
会
第
三
回
総
会
議
事
録
﹄
中
﹁
会
議
﹂︑
三
〇
六
頁
︒

（
72
）
同
三
〇
七
頁
︒

（
73
）
例
え
ば
満
洲
で
は
︑
満
鉄
の
調
査
に
も
携
わ
っ
た
三
輪
武
が
︑
か
の
産
業
開
発
五
箇

年
計
画
に
つ
い
て
︑
一
九
三
六
年
の
﹁
十
月
﹁
満
洲
国
﹂︑
関
東
軍
そ
れ
に
満
鉄
の
三
者

に
よ
る
湯
崗
子
会
議
で
五
ヵ
年
計
画
要
綱
案
が
決
定
さ
れ
る
の
と
前
後
し
て
︑
満
鉄
に

た
い
し
て
そ
の
実
行
計
画
作
成
の
依
頼
が
関
東
軍
か
ら
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
で
満
鉄
は

十
月
一
日
に
産
業
部
を
発
足
さ
せ
た
の
で
す
︒
計
画
部
や
地
方
部
な
ど
満
鉄
社
内
の
実

務
的
な
部
局
を
再
編
成
し
て
産
業
部
と
し
て
︑
五
ヵ
年
計
画
の
実
行
計
画
の
立
案
と
そ

れ
に
必
要
な
調
査
を
行
い
ま
し
た
︒﹂
と
現
場
の
様
子
を
回
想
し
て
い
る
︒
こ
の
見
解
に

つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
検
討
の
余
地
は
残
る
が
︑
政
策
立
案
と
調
査
が
同
時
に
進
行
す
る

実
態
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
の
内
容
と
も
共
通
す
る
大
き
な
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
︒﹁
特
別
連
載
・
満
鉄
調
査
関
係
者
に
聞
く
（
第
二
十
八
回
）︑
経
済
調

査
会
か
ら
調
査
部
ま
で
（
Ⅱ
）
︱
︱
調
査
の
自
主
的
企
画
と
総
合
調
査
﹂﹃
ア
ジ
ア
経

済
﹄
第
二
十
九
巻
第
十
号
︑
一
九
八
八
年
︑
七
十
三
～
七
十
四
頁
︒
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Ⅰ

　
日
本
近
代
文
学
史
に
お
い
て
︑
た
び
た
び
議
論
さ
れ
て
き
た
主
題
（
の
一

つ
）
に
︑
国
民
文
学
論
が
あ
る
︒
こ
の
論ト
ピ
ツ
ク題

に
つ
い
て
︑
内
藤
由
直
に
次
の
概

説
が
あ
る
︒

　
日
本
近
代
文
学
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
︑
国
民
文
学
と
は
何
か
を
問
う

議
論
は
一
八
九
〇
年
代
半
ば
に
そ
の
端
緒
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
︑
日
中

戦
争
下
の
一
九
三
〇
年
代
後
半
お
よ
び
戦
後
占
領
期
の
一
九
五
〇
年
代
前

半
に
そ
れ
ぞ
れ
一
大
論
争
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
︒
各
時
代
の
論
争
に
は

数
多
く
の
作
家
や
批
評
家
︑
そ
し
て
研
究
者
た
ち
が
参
加
し
た
が
︑
往
時

の
国
民
文
学
論
を
一
瞥
す
れ
ば
︑
そ
こ
で
は
論
者
に
よ
っ
て
各
人
各
様
の

国
民
文
学
概
念
が
提
起
さ
れ
て
い
た（

1
）

︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
内
藤
も
こ
う
し
た
祖
述
に
つ
づ
き
︑﹁
明
治
期
か
ら
昭
和
期
に

至
る
国
民
文
学
論
を
一
連
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
認
識
﹂
に
関
し
て
︑﹁
各

時
代
の
〝
国
民
文
学
〟
と
い
う
用
語
に
内
包
さ
れ
る
概
念
の
相
違
を
充
分
に
吟

味
す
る
こ
と
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
情
況
に
お
い
て
亢こ
う

進し
ん

し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
単
な
る
反
映
と
し
て
国
民
文
学
論
を
捉
え
︑
国
家
主
義
を
宣
揚
す
る
文

学
論
の
系
譜
と
見
て
し
ま
う
こ
と
﹂
を
﹁
大
き
な
問
題
点
﹂
と
し
て
指
摘
し
て

い
る（

2
）

︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
国
民
文
学
論
を
再
検
討
す
る
際
に
必
要
な
の
は
︑
ま

昭
和
一
〇
年
代
の
国
民
文
学
論

―
―
文
学
場
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

松
本
和
也
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ず
も
っ
て
︑
言
説
（
資コ
ー
パ
ス

料
体
）
の
幅
広
い

0

0

0

調
査
と
︑
フ
ラ
ッ
ト
な
視
座
か
ら
の

具
体
的
な
分
析
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
︒
と
い
う
の
も
︑
先
行
研
究
に
お

い
て
は
︑
限
定
的
な
視
角
・
資
料
に
即
し
て
︑
論
者
の
政
治
的
立
場
に
即
し
た

評
価
が
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
︑
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が

た
い
現
状
が
あ
る
か
ら
だ
︒
最
新
の
研
究
成
果
で
あ
る
内
藤
論
に
お
い
て
も
︑

そ
の
視
角
は
﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
﹂
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
︑
た
と

え
ば
﹁
戦
中
の
国
民
文
学
論
は
︑
戦
後
の
国
民
文
学
と
い
う
言
葉
に
汚
れ
の
痕

跡
を
残
す
ほ
ど
︑
戦
時
体
制
に
お
い
て
強
力
な
政
治
的
機
能
を
発
揮
し
た
﹂

（
3
）

と

一
面
的
な
指
摘
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
偏
向
は
︑
戦
後
の
国
民
文
学
論
の
み
を

積
極
的
に
評
価
す
る
小
田
切
秀
雄
に
よ
る
国
民
文
学
論
へ
の
論
及
を
並
べ
る
こ

と
で
も
︑
明
ら
か
に
な
る
︒

　
高
山
樗
牛
か
ら
太
平
洋
戦
争
下
に
い
た
る
ま
で
の
従
来
の
国
民
文
学
論

は
︑
広
汎
な
国
民
の
平
和
と
生
活
向
上
へ
の
ね
が
い
と
民
主
主
義
的
自
由

へ
の
要
求
と
の
全
的
な
絶
滅
の
上
に
超
国
家
主
義
的
な
﹁
国
民
﹂
文
学
＝

臣
民
文
学
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
︑
一
九
五
一
・
二
年
に

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
に
よ
る
民
族
的
隷
属
と
戦
争
の
危
機
と
の
な
か

か
ら
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
こ
ん
に
ち
の
国
民
文
学
の
イ
デ
ー
と
は
全
く
本

質
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る（

4
）

︒

　
つ
づ
け
て
︑﹁
前
者
が
﹁
上
か
ら
﹂
の
国
民
文
学
で
あ
る
な
ら
︑
こ
れ
は

﹁
下
か
ら
﹂
の
国
民
文
学
﹂

（
5
）

だ
と
い
う
小
田
切
に
は
︑
自
発
的
な
戦
後
の
国
民

文
学
論
を
是
と
し
︑
戦
前
ま
で
の
そ
れ
を
否
定
的
に
み
る
︑
戦
後
民
主
主
義
的

な
発
想
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
史
観
か
ら
す
れ
ば
︑
昭
和
戦
前
期
の
国

民
文
学
論
は
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
同
様
︑
歴
史
の
暗
部
と
し
て
全
面
的
に

否
定
さ
れ
る
他
な
い
︒

　
こ
う
し
た
位
置
づ
け
・
評
価
は
戦
後
長
ら
く
つ
づ
き
︑
一
九
六
〇
年
代
に

入
っ
て
も
︑
国
民
文
学
論
を
論
じ
る
際
に
は
︑
戦
前
／
戦
後
の
そ
れ
が
明
確
な

是
非
を
伴
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
た
︒﹁
国
民
文
学
論
が
提
起
さ
れ
る
時
期
は
︑

つ
ね
に
民
族
的
な
危
機
意
識
が
介
在
し
て
い
る
﹂
と
︑
戦
前
／
戦
後
の
国
民
文

学
論
に
共
通
点
を
指
摘
す
る
尾
崎
秀
樹
に
し
て
も
︑
や
は
り
両
者
を
対
比
す
る

次
の
論
述
へ
と
進
む
︒

戦
時
下
に
お
い
て
も
︑
ま
た
戦
後
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
体
制
へ
と
向
う

状
況
の
下
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
は
対

極
的
な
も
の
で
︑
ひ
と
つ
は
日
中
戦
争
勃
発
（
蘆
溝
橋
事
件
）
前
後
か
ら

太
平
洋
戦
争
開
始
に
い
た
る
数
年
間
の
も
の
だ
が
︑
主
と
し
て
国
策
の
戦マ
マ

に
沿
い
︑
日
本
的
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
︑
戦
後
の
そ

れ
は
︑
朝
鮮
戦
争
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
体
制
の
か
た
ま
る
過
程
に
お

い
て
︑
民
族
の
危
機
感
が
国
民
的
課
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ

た
時
期
に
論
議
さ
れ
た（

6
）

︒
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そ
の
上
で
︑
尾
崎
は
﹁
戦
時
下
に
お
け
る
国
民
文
学
論
争
は
多
く
の
問
題
を

は
ら
み
な
が
ら
も
︑
状
況
の
急
テ
ン
ポ
な
推
移
に
と
り
残
さ
れ
︑
未
解
決
の
ま

ま
投
げ
出
さ
れ
て
し
ま
う
﹂

（
7
）

と
そ
の
帰
結
を
論
じ
て
い
た
︒
ま
た
︑
生
松
敬
三

は
︑﹁﹁
国
民
文
学
論
﹂
に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
の
提
出
は
あ
り
な
が
ら
も
︑

形
態
と
し
て
は
必
ず
し
も
論
争
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
展
開
過
程
を
辿
つ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
﹂

（
8
）

と
評
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
理
想
の
国
民
文
学
実
作
の

出
現
と
ま
で
は
い
わ
ず
と
も
︑
論
争
の
決
着
な
ど
何
か
し
ら
の
明
確
な
到
達
点

を
想
定
し
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
否
定
的
な
評
価
を
下
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　
そ
の
こ
と
は
︑
先
行
研
究
の
多
く
が
︑
論
争
と
し
て

0

0

0

0

0

国
民
文
学
論
を
捉
え
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
に
も
関
わ
る
︒
本
稿
で
は
︑
日
本
文
学
史
上
顕
著
な
国
民

文
学
論
の
二
つ
の
ピ
ー
ク
を
も
つ
昭
和
戦
前
期
の
そ
れ
を
︑
昭
和
一
〇
年
代
の

国
民
文
学
論
と
称
し
て
検
討
し
て
い
く
が
︑
こ
の
議
論
は
何
か
し
ら
明
確
な
対

立
や
到
達
点
を
前
提
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
︑
さ
ら
に
い
え
ば
︑
同
時
代
の

論
者
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
そ
れ
は
最
優
先
の
関
心
事
で
は
な
く
︑
歴
史
の
渦
中

で
国
民
文
学
を
主
題
と
し
て
何
か
し
ら
を
言
表
す
る
行
為
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
反
応
や
再
編
成
等
々
の
言
説
上
の
実
践
・
過
程
に
こ
そ
歴
史
的

な
意
味
を
見
出
す
べ
き
な
の
だ
︒
別
言
す
れ
ば
︑
国
民
文
学
論
と
は
︑
当
の
主

題
の
た
め
に
書
か
れ
た
内
容
に
く
わ
え
︑
そ
の
言
表
を
通
じ
た
同
時
代
の
多
様

な
問
題
系
へ
の
論
及
と
し
て
歴
史
的
な
意
義
を
も
つ
の
だ
︒
そ
う
し
た
歴
史
的

様
相
を
重
視
す
る
本
稿
で
は
︑
し
た
が
っ
て
﹁
国
民
文
学
論
﹂
概
念
や
そ
の
際

の
﹁
国
民
﹂
概
念
の
定
義
や
刷
新
を
目
指
す
の
で
は
な
く
︑
国
民
文
学
論
を
同

時
代
文
学
領
域
の
諸
問
題
に
関
わ
る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
捉
え
て
︑
そ
の
言

説
編
成
に
つ
い
て
多
角
的
な
分
析
を
試
み
て
い
き
た
い
︒

Ⅱ

　
昭
和
一
〇
年
代
の
国
民
文
学
論
に
つ
い
て
は
︑
平
野
謙
が
﹁
中
日
戦
争
勃
発

前
後
と
太
平
洋
戦
争
中
と
︑
二
段
に
分
け
て
問
題
に
さ
れ
た
﹂

（
9
）

と
指
摘
し
て
い

る
が
︑
正
確
に
は
︑
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
上
半
期
と
︑
昭
和
一
五
年

（
一
九
四
〇
）
下
半
期
～
翌
年
の
二
度
の
ピ
ー
ク
を
も
ち
︑
昭
和
一
〇
年
代
末

に
お
い
て
も
断
続
的
に
議
論
さ
れ
て
い
っ
た
︒
本
節
で
は
︑
前
者
の
国
民
文
学

論
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
︒

　
ま
ず
は
︑
国
民
文
学
論
の
渦
中
に
開
催
さ
れ
た
座
談
会
︑
廣
津
和
郎
・
中 

條
百
合
子
・
窪
川
鶴
次
郎
・
武
田
麟
太
郎
・
片
岡
鐵
兵
・
島
木
健
作
・
阿 

部
知
二
・
徳
永
直
・
中
村
武
羅
夫
﹁
文
学
の
大
衆
化
の
問
題
﹂（﹃
新
潮
﹄

一
九
三
七
・
七
）
に
お
い
て
︑
国
民
文
学
が
話
題
と
さ
れ
た
箇
所
を
引
い
て
お

く
︒

中
村
︒
国
民
文
学
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
言
は
れ
て
ゐ
る
で
す
が
︑
あ
れ

は
︑
大
衆
化
と
関
連
の
な
い
こ
と
で
す
か
︒

廣
津
︒
日
本
主
義
の
こ
と
で
す
か
︒

中
村
︒
あ
れ
は
︑
ど
う
い
ふ
こ
と
で
す
か
︒
ち
よ
い
ち
よ
い
言
は
れ
て
ゐ
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る
ぢ
や
な
い
で
す
か
︒

島
木
︒
国
民
文
学
と
い
ふ
の
は
︑
最
初
に
そ
れ
を
言
ひ
出
し
た
人
が
新
日

本
主
義
と
い
は
れ
て
ゐ
る
グ
ル
ー
プ
に
附
属
し
て
ゐ
る
人
な
ん
だ
︒

（
一
五
一
頁
）

　
こ
こ
で
は
︑
国
民
文
学
論
に
つ
い
て
性
格
や
本
質
が
不
分
明
な
ま
ま
に
話
題

と
さ
れ
︑
座
談
会
タ
イ
ト
ル
通
り
の
大
衆
化
問
題
︑
特
定
の
主
義
主
張
︑
発
言

者
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
︒﹁
不
幸
な
こ
と
に
今
日
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
国
民
と

し
て
の
文
学
を
持
た
な
か
つ
た
︑
│
│
か
う
い
ふ
前
提
の
も
と
に
最
近
国
民
文

学
の
要
望
が
唱
へ
ら
れ
だ
し
た
﹂（
本
庄
陸
男
﹁
国
民
文
学
の
論
議
﹂﹃
信
濃
毎
日

新
聞
﹄
一
九
三
七
・
四
・
一
七
︑五
面
）
と
言
表
さ
れ
る
前
後
の
出
来
事
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
廣
津
と
島
木
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
︑
昭
和
一
〇
年
代
国
民
文

学
論
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
︑
淺
野
晃
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
松
本
欽
一

﹁
現
代
と
若
き
世
代
の
意
志
│
│
文
芸
時
評
﹂（﹃
文
芸
首
都
﹄
一
九
三
七
・
七
）

に
︑﹁﹁
日
本
的
な
も
の
﹂︑﹁
民
族
的
な
も
の
﹂
と
の
関
連
に
於
て
︑
文
学
の
大

衆
化
論
が
む
し
か
へ
さ
れ
︑
そ
れ
ら
の
論
策
の
延
長
と
し
て
︑
国
民
文
学
の
問

題
が
登
場
し
て
来
た
﹂（
九
八
頁
）
と
い
う
指
摘
が
み
ら
れ
る
数
个
月
前
︑
淺

野
晃
は
﹁﹁
日
本
的
な
も
の
﹂﹁
民
族
的
な
も
の
﹂
に
つ
い
て
の
問
題
が
正
し
く

把
握
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
は
悦
こマ
マ

ば
し
い
こ
と
だ
﹂
と
﹁
文
化
時
評
　
国
民
文

学
論
出
で
よ
﹂（﹃
新
評
論
﹄
一
九
三
七
・
三
）
を
書
き
お
こ
し
︑﹁
私
は
さ
ら
に

一
歩
を
進
め
て
︑
国
民
文
学
の
問
題
を
提
起
し
た
い
﹂（
三
七
頁
）
と
つ
づ
け
る
︒

淺
野
の
定
義
に
よ
れ
ば
︑﹁
国
民
文
学
と
云
ふ
の
は
名
前
の
よ
う
に
国
民
の
文

学
だ
︑
もマ
マ

少
し
詳
し
く
云
へ
ば
国
民
を
読
者
と
し
て
有
〘
も
〙

つ
て
ゐ
る
文
学
だ
﹂

（
四
二
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
成
立
条
件
に
つ
い
て
は
︑﹁
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
革
命
に
よ
つ
て
身
分
対
立
が
解
消
す
る
と
共
に
謂
は
ゆ
る
標
準
語
が
成
長

し
そ
の
上
に
立
つ
て
の
国
民
教
育
が
始
め
ら
れ
︑
か
く
て
国
語
が
確
立
し
た
﹂︑

﹁
そ
こ
で
国
民
の
す
べ
て
の
階
級
︑
す
べ
て
の
層
を
通
じ
て
読
ま
れ
る
文
学
の

成
立
が
可
能
と
な
り
︑
必
要
と
も
な
つ
た
﹂（
四
三
頁
）
と
い
う
歴
史
的
段
階

が
説
か
れ
て
い
る
︒
日
本
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
の
関
連
も
あ
り
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

も
近
し
い
国
民
文
学
論
論
者
と
目
さ
れ
が
ち
な
淺
野
で
は
あ
る
が
︑﹁
国
民
を

国
民
と
し
て
ひ
と
た
び
は
発
言
さ
せ
﹂
る
役
割
を
﹁
ど
の
階
級
の
知
性
が
果
た

す
か
﹂
と
自
ら
立
て
た
問
い
に
対
し
て
︑﹁
恐
ら
く
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
ら
う
﹂
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
役
割
を
重
視
し
︑

﹁
其
処
に
於
い
て
民
族
的
な
も
の
は
最
も
生
き
生
き
と
し
た
表
現
を
獲
得
す
る

で
あ
ら
う
﹂
と
述
べ
て
︑
国
民
文
学
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
結
び
つ
け
て
い

た
︒
さ
ら
に
︑
淺
野
は
﹁
文
学
的
諸
問
題
は
今
や
国
民
文
学
と
し
て
展
開
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
﹂（
四
五
頁
）
と
言
表
し
て
︑
国
民
文
学
論
へ
の
論
及
が
﹁
文
学

的
諸
問
題
﹂
に
繫
が
る
こ
と
ま
で
を
示
し
て
い
た
︒
保
田
與
重
郎
も
﹁
勝
利
の

悲
哀
│
│
明
治
の
精
神
﹂（﹃
文
芸
﹄
一
九
三
七
・
四
）
に
お
い
て
︑﹁
現
代
の
文

化
を
思
ふ
と
き
︑
新
し
い
国
民
文
学
を
世
界
の
高
さ
で
求
め
る
さ
き
に
︑
日
本

の
橋
を
必
要
と
す
る
と
僕
は
信
じ
る
﹂（
二
八
頁
）
と
言
表
し
︑
国
際
的
な
尺

度
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
︑
日
本
文
化
の
伝
統
を
重
視
し
て
い
く
︒
亀
井
勝
一
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郎
は
﹁
民
族
的
な
も
の
の
自
覚
が
呼
び
起
さ
れ
︑
国
民
文
学
論
が
提
唱
さ
れ
て

ゐ
る
﹂︑﹁
他
方
で
は
そ
れ
へ
の
反
駁
も
な
か
な
か
盛
ん
で
あ
る
﹂
と
国
民
文
学

論
を
め
ぐ
る
状
況
を
紹
介
し
た
上
で
︑﹁
提
唱
者
も
反
駁
者
も
︑
自
己
の
発
見

し
た
文
学
上
の
血
統
を
ま
づ
示
し
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う
﹁
註
文
﹂（﹁
編
輯
後

記
﹂﹃
日
本
浪
曼
派
﹄
一
九
三
七
・
四
︑一
〇
七
頁
）
を
出
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
議

論
の
公
平
性
を
期
す
よ
う
に
み
え
て
︑
国
民
文
学
（
論
）
と
は
﹁
血
統
︱
作
品

系
列
﹂
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
亀
井
の
史
観
を
強
要
す
る
と
同
時

に
︑
論
者
を
民
族
主
義
者
＝
日
本
主
義
者
／
欧
化
主
義
者
へ
と
二
分
し
て
い
く

明
確
な
立
場
表
明
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
中
村
武
羅
夫
﹁﹁
国
民
文
学
﹂
に
対
す

る
一
私
見
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
三
七
・
九
）
に
よ
る
︑﹁
国
民
文
学
と
い
ふ
以
上
︑

何
よ
り
も
先
づ
肝
要
な
こ
と
は
︑
そ
の
作
家
の
属
す
る
国
家
︑
そ
の
作
品
を
生

み
出
し
た
と
こ
ろ
の
国
家
の
特
徴
︑
国
の
性
質
や
︑
国
民
性
を
捕
へ
て
︑
そ
れ

を
拡
大
し
て
描
い
て
見
せ
る
文
学
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂（
二
七
五
頁
）
と

い
う
一
見
中
立
的
な
言
表
も
︑
そ
の
実
︑
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
と
い
え

る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
中
村
が
﹁
近
松
や
︑
西
鶴
や
︑
そ
れ
か
ら
元
禄
時
代
に
現

は
れ
た
多
く
の
浄
瑠
璃
文
学
な
ど
︑
日
本
人
の
生
活
を
描
き
︑
日
本
人
独
特
の

義
理
人
情
の
世
界
を
写
し
て
ゐ
る
点
で
︑
国
民
文
学
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
﹂

（
二
七
六
頁
）
と
例
示
し
た
こ
と
に
明
ら
か
で
︑
日
本
の
古
典
文
学
を
同
時
代

0

0

0

の
国
民
文
学
論
に
配
置
す
る
に
は
︑
同
一
民
族
に
よ
る
連
続
し
た
日
本
文
学
史

を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
︒
さ
ら
に
中
村
が
︑﹁
近
代
文
学
に
な
つ
て
︑
島

崎
藤
村
氏
の
﹁
家
﹂
だ
と
か
︑﹁
夜
明
け
前
﹂
だ
と
か
︑
そ
れ
か
ら
徳
田
秋
聲

氏
の
﹁
黴
﹂
や
﹁
爛
れマ
マ

﹂
や
︑﹁
あ
ら
く
れ
﹂
や
︑
そ
の
他
の
作
品
な
ど
︑
国

民
文
学
と
呼
ん
で
然
る
べ
き
﹂（
二
七
七
頁
）
だ
と
い
え
る

0

0

0

の
も
︑
そ
れ
ゆ
え

で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
昭
和
一
〇
年
代
の
国
民
文
学
論
を
通
じ
て
参
照
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
事

例
も
︑
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
窪
川
鶴
次
郎
は

﹁
新
た
な
る
文
芸
思
潮
の
要
望
﹂（﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
三
七
・
二
）
に
お
い
て
︑

﹁
今
や
︑
民
族
的
な
る
も
の
は
︑
文
芸
思
潮
の
特
色
と
し
て
で
は
な
く
︑
民
族

的
な
る
も
の
そ
の
も
の
が
﹁
文
芸
思
潮
﹂
と
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
︑
と
い
ふ
歴

史
的
現
象
﹂
に
注
意
を
喚
起
し
た
上
で
︑﹁
そ
の
最
も
見
易
い
事
実
は
︑
現
在

の
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
治
下
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文
学
﹂（
三
五
九
頁
）
だ
と
警
戒
し
て

い
る
︒
外
国
文
化
の
排
斥
と
連
動
し
た
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
に
お
い
て
︑

本
来
︑
ド
イ
ツ
文
学
は
排
さ
れ
る
べ
き
だ
が
︑
民
族
主
義
の
範
と
し
て
︑
例
外

的
に
顕
揚
さ
れ
て
い
く
︒

　
こ
う
し
た
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
の
攻
勢
に
対
し
︑﹁
存
在
し
て
ゐ
も

し
な
い
も
の
︹
純
粋
に
民
族
主
義
的
な
も
の
︺
を
︑
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の

如
く
強
弁
し
︑
人
眼
を
く
ら
ま
し
て
反
動
精
神
を
説
教
す
る
﹂（
三
波
利
夫
﹁
国

民
文
学
の
要
望
│
│
淺
野
晃
氏
に
﹂﹃
文
芸
首
都
﹄
一
九
三
七
・
五
︑一
一
六
頁
）
と

い
っ
た
淺
野
論
へ
の
論ろ
ん
ば
く駁

も
み
ら
れ
た
が
︑
主
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

場0

か
ら
反
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
︒
大
井
眞
爪
は
﹁
壁
評
論
　
い
よ
い
よ
国
民

文
学
論
へ
﹂（﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
三
七
・
三
・
一
六
）
に
お
い
て
﹁
将
来
︑
そ
れ

︹
国
民
文
学
︺
が
生
れ
る
と
仮
定
し
て
そ
れ
を
生
む
も
の
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
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の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
ら
う
こ
と
も
︑
ほ
ゞ
予
想
す
る
こ
と
が
出
来
る
﹂
と

予
示
し
な
が
ら
も
︑
し
か
し
﹁
今
日
の
や
う
に
階
級
対
立
の
激
し
く
な
つ
て
ゐ

る
時
云
ひ
か
へ
れ
ば
そ
れ
だ
け
国
民
の
内
部
に
意
識
や
感
情
の
上
で
の
分
裂
が

高
ま
つ
て
ゐ
る
時
︑
果
し
て
そ
う
し
た
国
民
文
学
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
か
︑

こ
れ
は
容
易
に
解
決
の
つ
く
問
題
で
は
な
い
﹂（
五
面
）
と
︑
そ
の
非
現
実
性

が
指
弾
さ
れ
て
い
た
︒
あ
る
い
は
︑
青
野
季
吉
は
﹁
文
芸
時
評
　
愛
国
文
学
と

国
民
文
学
﹂（﹃
政
界
往
来
﹄
一
九
三
七
・
四
）
で
︑﹁
今
日
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
素

朴
な
国
民
文
学
論
を
し
て
︑
そ
の
峠
を
越
さ
せ
な
い
為
め
に
は
︑
そ
の
ヒ
ユ
ー

マ
ニ
ス
チ
ツ
ク
な
面
を
当
然
在
り
う
る
大マ

マさ
に
ま
で
生
長
さ
せ
︑
そ
こ
に
含
ま

れ
る
民
衆
的
の
面
を
十
分
に
発
育
さ
せ
る
こ
と
﹂
の
必
要
性
を
説
き
︑﹁
そ
れ

以
外
に
は
︑
そ
の
愛
国
文
学
論
化
の
歪
曲
を
防
ぐ
こ
と
は
出
来
な
い
﹂（
二
一
七

頁
）
と
︑
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
へ
の
警
戒
を
言
表
し
て
い
た
︒

　
こ
う
し
た
声
を
集
約
し
つ
つ
︑
修
辞
ま
で
も
含
め
て
こ
の
時
期
の
国
民
文
学

論
言
説
の
要0

と
な
っ
た
の
が
︑
大
森
義
太
郎
﹁
文
学
と
民
族
性
の
交
渉
﹂（﹃
新

潮
﹄
一
九
三
七
・
五
）
で
あ
る
︒
大
森
は
︑﹁
さ
き
ご
ろ
来
︑
文
学
に
お
け
る
民

族
性
の
問
題
が
盛
ん
な
る
論
議
の
的
に
な
つ
て
ゐ
る
﹂（
二
頁
）
こ
と
か
ら
説

き
お
こ
し
︑﹁
わ
が
国
の
純
文
学
が
い
は
ゆ
る
私
小
説
で
あ
り
︑
社
会
的
生
活

を
描
き
︑
社
会
的
関
心
を
盛
る
こ
と
が
極
め
て
貧
し
か
つ
た
︑
ま
た
現
在
に
お

い
て
も
貧
し
い
﹂︑﹁
し
か
も
︑
大
衆
は
さ
う
い
ふ
社
会
的
な
も
の
を
求
め
つ
つ

あ
る
﹂
が
ゆ
え
に
︑﹁
純
文
学
は
大
衆
か
ら
見
拾
て
ら
れ
た
﹂（
一
〇
頁
）
と
状

況
把
握
を
示
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
純
文
学
と
大
衆
（
読
者
）
と
の
乖か
い

離り

を
︑
社

会
性
の
有
無
か
ら
説
明
す
る
の
が
大
森
論
︑
第
一
の
論
点
で
あ
る
︒
つ
づ
い
て

第
二
の
論
点
と
し
て
﹁
民
族
の
文
学
と
し
て
の
国
民
文
学
の
説
﹂（
一
二
頁
）

を
と
り
あ
げ
︑﹁
わ
が
国
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
な
階
級
対
立
は
す
で
に
早

く
に
は
じ
ま
つ
て
を
り
︑
近
年
に
い
た
つ
て
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
ゐ
る
﹂︑

﹁
現
代
に
は
︑
全
体
と
し
て
の
国
民
な
ど
は
見
出
さ
れ
な
い
﹂︑
こ
う
し
た
﹁
現

実
の
地
盤
﹂
に
お
い
て
﹁
国
民
文
学
生
れ
よ
な
ど
と
云
ふ
の
は
︑
無
意
味
こ
の

う
へ
も
な
い
﹂︑﹁
実
に
︑
阿
呆
の
言
﹂（
一
四
頁
）
だ
と
嘆
息
し
て
み
せ
る
︒

さ
ら
に
第
三
と
し
て
︑﹁
こ
ん
に
ち
︑
し
き
り
に
﹃
国
民
﹄
を
云
ふ
も
の
が
あ

る
﹂︑﹁
そ
の
国
際
的
代
表
は
ド
イ
ツ
・
ナ
ー
ツ
イ
﹂（
一
四
頁
）
だ
と
例
示
し

た
上
で
︑﹁
文
学
に
お
け
る
民
族
性
を
高
唱
し
て
ゐ
る
ひ
と
び
と
の
間
に
︑
か

う
い
ふ
ま
が
う
か
た
な
い
ナ
ー
ツ
イ
文
学
の
主
張
が
か
く
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
︑

我
々
の
深
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
﹂（
一
五
頁
）
だ
と
警
告
を

発
し
て
も
い
る
︒
し
て
み
れ
ば
︑
大
森
は
（
純
文
学
畑
の
）
民
主
主
義
的
な
国

民
文
学
論
を
︑
そ
の
社
会
性
の
欠
如
︑
現
実
誤
認
︑
国
粋
主
義
的
な
傾
斜
の
三

点
に
お
い
て
全
面
的
に
批
判
し
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
を
う
け
て
︑
す
ぐ
に
新

宿
兵
衛
﹁
壁
評
論
　
国
民
文
学
論
は
阿
呆
⁈
﹂（﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
三
七
・
四
・

二
〇
）
が
発
表
さ
れ
︑
国
民
文
学
論
一
般
を
否
定
し
つ
つ
も
︑﹁
国
民
の
最
大

多
数
た
る
勤
労
大
衆
に
よ
ま
れ
る
文
学
を
と
い
ふ
意
味
で
︑
そ
れ
で
こ
そ
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
を
通
過
し
て
今
日
に
い
た
つ
た
こ
の
国
の
文
学
が
︑
当
然
要
求

す
可
き
新
文
学
の
道
で
あ
ら
う
﹂（
五
面
）
と
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
彼
方

に
理
想
の
国
民
文
学
が
幻
視
さ
れ
も
し
た
︒
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青
野
季
吉
は
﹁
文
芸
時
評
　
民
衆
の
要
求
を
﹂（﹃
帝
国
大
学
新
聞
﹄

一
九
三
七
・
五
・
三
一
）
に
お
い
て
︑﹁
国
民
文
学
論
と
い
ふ
の
が
︑
最
近
︑
文

壇
の
問
題
と
成
り
︑
一
部
の
人
々
の
要
望
と
な
つ
て
ゐ
る
﹂︑﹁
若
い
人
々
に
は

こ
の
提
論
が
か
な
り
魅
力
を
も
つ
て
浸
潤
し
て
ゐ
る
と
聞
い
て
ゐ
る
﹂
と
︑
再

び
国
民
文
学
論
に
論
及
し
な
が
ら
︑﹁
こ
の
﹁
新
﹂
文
学
論
は
︑
重
大
な
一
つ

の
現
実
の
処
理
に
致
命
的
な
蹉
跌
を
見
せ
て
ゐ
る
﹂
と
し
て
︑﹁
今
日
の
階
級

現
実
﹂
を
指
示
し
︑﹁
現
在
︑
国
民
文
学
が
在
り
う
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
国

民
の
最
大
多
数
者
た
る
勤
労
・
無
産
大
衆
の
全
体
に
働
き
か
け
る
文
学
を
措
い

て
外
に
は
な
い
﹂︑﹁
だ
が
︑
そ
の
文
学
の
正
し
い
名
は
国
民
文
学
で
は
な
く
民

衆
文
学
﹂（
七
面
）
な
の
だ
と
改
称
を
提
案
す
る
︒

　
別
の
角
度
か
ら
は
︑
三
木
清
が
﹁
新
し
い
国
民
文
学
﹂（﹃
短
歌
研
究
﹄

一
九
三
七
・
六
）
で
︑﹁
万
葉
集
の
如
き
は
立
派
な
国
民
文
学
﹂（
八
二
頁
）
だ

と
例
示
し
な
が
ら
︑
次
の
よ
う
に
言
表
し
て
い
る
︒

小
説
そ
の
他
の
文
学
領
域
に
お
い
て
今
日
国
民
文
学
を
確
立
す
る
こ
と
は

容
易
な
問
題
で
な
い
に
し
て
も
︑
幸
に
短
歌
は
我
が
国
民
の
す
べ
て
の
階

層
に
普
及
し
︑
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
に
よ
つ
て
制
作
さ
れ
て
ゐ
る
文
学
で

あ
る
故
に
︑
先
づ
こ
の
領
域
に
お
い
て
新
し
い
国
民
文
学
が
現
は
れ
る
こ

と
が
考
へ
ら
れ
︑
そ
し
て
新
万
葉
集
に
よ
つ
て
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
の
で
あ
る
︒（
八
三
頁
）

　
こ
う
し
て
三
木
は
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
階
級
意
識
を
も
ち
こ
む
こ
と

で
︑
階
級
の
別
な
く
国
民
が
平
等

0

0

に
共
有

0

0

で
き
る
文
学
を
模
索
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
︒

　
こ
う
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
か
ら
の
国
民
文
学
論
と
し
て
は
︑
国

民
文
学
論
の
隆
盛
に
先
ん
じ
て
発
表
さ
れ
て
い
た
高
倉
テ
ル
の
議
論
も
見
逃
せ

な
い
︒
高
倉
は
﹁
日
本
国
民
文
学
の
確
立
（
下
）﹂（﹃
思
想
﹄
一
九
三
六
・
九
）

に
お
い
て
︑﹁
ど
こ
の
国
に
お
い
て
も
︑
文
学
発
展
の
︑
し
た
が
っ
て
文
学
大

衆
化
の
重
要
な
一
つ
の
段
階
と
し
て
︑
国
民
文
学
の
確
立
と
ゆ
う
時
期
が
あ

る
﹂（
三
三
六
頁
）
と
し
た
上
で
︑﹁
日
本
国
民
文
学
の
確
立
わ
︑
大
衆
の
立
場

か
ら
の
標
準
日
本
語
の
統
一
と
ゆ
う
国
語
の
問
題
と
︑
そ
れ
お
書
き
現
す
手
段

と
し
て
の
国
字
の
問
題
と
︑
こ
の
二
つ
の
問
題
と
固
く
結
び
つ
い
て
居
り
︑
そ

の
解
決
お
キ
ソ
と
し
て
︑
そ
の
上
に
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
だ
﹂（
三
四
七
頁
）

と
指
摘
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
文
学
大
衆
化
論
︑
文
学
を
享
受
す
る
国
民
・
読
者

層
を
問
題
化
し
た
先
駆
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
に
よ
る
国
民
文
学
論

で
︑
そ
の
将
来
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
も
い
た
︒

　
作
家
が
︑
大
衆
の
体
の
底
に
隠
れ
て
い
る
︑
基
本
的
な
要
求
お
見
つ
け
出

し
て
取
り
上
げ
︑
こ
れ
お
具
体
的
に
躍
動
さ
せ
︑
解
決
し
て
や
り
︑
そ
し
て
︑

そ
れ
お
︑
大
衆
の
最
も
要
求
す
る
﹁
書
き
方
﹂
で
表
現
す
る
時
︑
そ
こ
に
初

め
て
︑
そ
の
作
品
お
中
心
と
し
て
︑
読
者
層
の
編
成
替
え
が
行
わ
れ
る
︒
そ

れ
こ
そ
が
︑
文
学
の
大
衆
化
で
あ
り
︑
文
学
の
発
展
だ
︒（
三
五
二
頁
）
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し
て
み
れ
ば
︑
民
族
主
義
者
的
な
立
場
／
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
双
方

と
も
︑
国
民
文
学
論
言
説
の
急
所
は
国
民
︲
大
衆
と
い
う
概
念
＝
用
語
の
捉
え

方
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
内
実
を
め
ぐ
る
理
論
的
・
実
践
的
な
国
家
（
権

力
）
／
大
衆
間
の
綱
引
き
が
︑
国
民
文
学
論
の
隠
さ
れ
た
動
因
だ
っ
た
の
だ
︒

　
先
の
大
森
論
に
素
早
く
反
応
し
た
の
が
林
房
雄
で
︑﹁
文
壇
輿
論
の
無
力

︻
二
︼︱
︱
国
民
文
学
の
可
能
性
﹂（﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
三
七
・
五
・
一
六
）
で
は

﹁
左
翼
の
文
士
論
客
は
一
斉
に
反
対
を
唱
へ
︑
現
代
日
本
に
お
い
て
か
ゝ
る
説

を
な
す
こ
と
は
︑
明
ら
か
な
反
動
の
線
に
沿
ひ
︑
暗
黒
な
る
勢
力
を
支
持
す
る

も
の
だ
と
攻
撃
し
て
ゐ
る
﹂（
五
面
）
と
現
状
把
握
を
示
す
︒
つ
づ
く
﹁
文
壇

輿
論
の
無
力
︻
三
︼︱
︱
国
民
文
学
不
可
能
説
﹂（﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
三
七
・

五
・
一
八
）
で
林
は
︑﹁﹃
国
民
文
学
﹄
の
主
張
は
︑
現
文
壇
の
異
端
﹂︑﹁
阿
呆

の
言
と
し
て
嘲
笑
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
と
大
森
論
に
直
接
論
及
し
な
が
ら
︑﹁
に
も

拘
は
ら
ず
︑
主
張
者
と
実
戦マ
マ

者
は
増
し
て
行
く
で
あ
ら
う
﹂（
五
面
）
と
︑
追

い
風
を
感
じ
て
で
あ
ろ
う
︑
国
民
文
学
論
の
隆
盛
を
予
言
し
て
い
た
︒
淺
野
晃

も
﹁
国
民
文
学
論
の
根
本
問
題
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
三
七
・
八
）
に
お
い
て
︑﹁
国

民
文
学
と
い
ふ
こ
と
を
云
つ
た
ら
︑
実
に
ご
う
ご
う
と
反
対
論
が
出
て
来
た
﹂

こ
と
に
ふ
れ
︑
そ
の
理
由
を
﹁
国
民
と
い
ふ
言
葉
が
今
日
で
は
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム

と
い
ふ
こ
と
と
同
じ
意
味
に
ひ
び
く
か
ら
﹂
だ
と
捉
え
て
い
た
︒
た
だ
し
淺
野

は
︑
そ
れ
が
﹁﹁
進
歩
的
﹂
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
諸
君
の
耳
に
さ
う
ひ
び

く
の
で
あ
つ
て
︑﹁
国
民
﹂
の
耳
に
さ
う
ひ
び
く
の
で
は
な
い
﹂（
一
七
六
頁
）

と
︑
受
容
層
の
峻
別
を
強
調
し
な
が
ら
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
︒

今
日
︑
わ
れ
わ
れ
が
自
己
を
知
る
と
云
ふ
と
き
人
間
と
し
て
の
︑
個
人
と

し
て
の
︑
民
衆
と
し
て
の
︑
階
級
と
し
て
の
自
己
を
知
る
よ
り
も
さ
ら
に

深
く
︑
民
族
と
し
て
の
︑
日
本
人
と
し
て
の
自
己
を
知
る
こ
と
を
必
要
と

す
る
の
は
︑
そ
の
為
め
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
世
界
的
で
も
︑
個
性
的
で
も
︑

人
民
的
で
も
︑
階
級
的
で
も
な
し
に
︑
国
民
的
な

0

0

0

0

も
の
が
強
調
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒（
一
八
四
頁
）

　
こ
う
し
て
淺
野
は
︑
改
め
て
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
を
力
強
く
主
張
し

て
い
く
︒

　
森
山
啓
は
﹁
民
族
性
・
国
民
性
・
民
衆
性
﹂（﹃
文
学
界
﹄
一
九
三
七
・
六
）

に
お
い
て
﹁
五
月
の
文
芸
評
論
は
依
然
︑
文
芸
に
お
け
る
民
族
性
ま
た
は
国
民

性
の
問
題
を
め
ぐ
つ
て
賑
は
つ
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
観
察
を
示
し
な
が
ら
︑﹁
こ

の
議
論
の
渦
は
︑
大
き
く
言
へ
ば
︑
二
つ
の
潮
流
の
衝
突
か
ら
起
つ
﹂
た
も
の

で
︑
そ
れ
を
﹁
い
ふ
ま
で
も
な
く
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
と
そ
れ
に
反
対
の
傾
向
﹂

（
二
二
頁
）
だ
と
整
理
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
淺
野
・
亀
井
と
大
森
に
代
表

さ
れ
る
立
場
の
国
民
文
学
論
と
み
て
よ
い
︒
他
に
︑
花
岡
淳
二
は
﹁
国
民
文
学

を
帝
国
主
義
文
学
と
解
釈
す
る
人
は
多
い
﹂
こ
と
を
﹁
最
近
文
学
の
諸
問
題

（
三
）︱
︱
国
民
文
学
に
就
て
﹂（﹃
信
濃
毎
日
新
聞
﹄
一
九
三
七
・
七
・
二
八
）
に

お
い
て
嘆
き
︑﹁
日
本
の
作
家
が
︑
日
本
の
国
民
の
文
学
を
創
造
す
べ
き
は
当

然
﹂（
五
面
）
だ
と
︑
素
朴
な
意
見
を
表
明
し
て
も
い
た
︒
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こ
う
し
た
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
上
半
期
の
国
民
文
学
論
言
説
は
︑
杉

山
平
助
﹁
国
民
文
学
私
見
﹂（﹃
文
芸
﹄
一
九
三
七
・
七
）
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
る
︒

﹁
ま
づ
国
民
文
学
と
は
︑
何
で
あ
る
か
？
﹂︑﹁
そ
れ
に
つ
い
て
︑
誰
か
ら
も
承

認
せ
ら
れ
る
判
断
と
い
ふ
も
の
は
︑
未
だ
出
来
上
つ
て
ゐ
な
い
﹂（
三
頁
）
と

議
論
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
確
認
す
る
杉
山
は
︑
国
民
文
学
に
﹁
二
つ
の
考
へ

方
の
大
き
な
区
別
﹂
を
見
出
す
︒﹁
そ
の
一
つ
は
︑
国
民
文
学
と
は
︑
あ
る
国

民
の
持
つ
て
ゐ
る
最
高
の
文
学
の
こ
と
を
云
ひ
︑
こ
れ
こ
そ
わ
が
国
民
の
文
化

の
精
髄
で
あ
る
︑
と
云
つ
て
他
国
民
の
前
に
提
示
し
歓
び
語
り
得
る
文
学
﹂︑

﹁
即
ち
︑
国
家
の
代
表
的
文
学
﹂
だ
と
し
て
︑﹁
日
本
で
云
へ
ば
︑
古
事
記
︑
万

葉
集
︑
源
氏
物
語
︑
近
松
︑
西
鶴
︑
馬
琴
等
一
流
の
ク
ラ
シ
ツ
ク
は
す
べ
て
国

民
文
学
と
称
す
る
べ
き
も
の
﹂（
四
頁
）
だ
と
具
体
例
ま
で
を
示
す
︒
こ
の
第

一
の
タ
イ
プ
は
︑
他
国
文
学
と
の
相
対
的
な
特
色
の
差
異
が
︑
そ
の
文
学
作
品

の
卓
越
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
国
民
文
学
論
だ
と
い
え
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
杉

山
は
︑﹁
第
二
に
考
へ
ら
れ
る
国
民
文
学
と
は
︑
一
定
の
目
的
意
識
を
持
つ
た

も
の
﹂
だ
と
し
︑﹁
そ
の
目
的
意
識
は
︑
国
家
至
上
主
義
を
基
礎
と
し
︑
明
か

に
自
己
の
属
す
る
国
家
の
世
界
に
お
け
る
優
位
を
信
じ
︑
そ
の
精
神
的
及
び
物

質
的
優
勝
を
︑
世
界
に
お
け
る
最
高
の
目
標
と
し
て
観
念
し
︑
全
国
民
の
精
神

を
︑
そ
の
方
向
に
対
し
て
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
す
る
た
め
に
創
作
せ
ら
れ
る
文
学
﹂

（
五
頁
）︑
つ
ま
り
は
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
︒
し

て
み
れ
ば
︑
杉
山
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
に
よ
る
国
民
文
学
論
を
不
問

に
付
し
︑
国
民
文
学
論
言
説
全
体
を
政
治
意
識
（
民
族
意
識
）
の
濃
淡
に
よ
っ

て
二
分
し
た
こ
と
に
な
る
︒

　
ま
た
︑﹃
長
篇
小
説
﹄
一
九
三
七
年
七
月
号
に
お
け
る
特
輯
﹁
国
民
文
学
の

問
題
﹂
で
は
︑
青
野
季
吉
が
﹁
民
衆
文
学
へ
の
自
覚
﹂
で
﹁
国
民
文
学
の
主
張

が
従
来
お
よ
び
今
後
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
を
し
て
︑
そ
の
民
衆
文
学
的
自

覚
を
呼
び
起
す
と
す
れ
ば
︑
国
民
文
学
論
の
提
唱
に
も
ま
ん
ざ
ら
意
義
が
な
い

訳
で
は
な
い
﹂（
四
頁
）
と
︑
亀
井
勝
一
郎
が
﹁
民
族
の
英
雄
と
国
民
の
文
学
﹂

で
﹁
国
民
文
学
と
は
︑
ま
づ
第
一
に
民
族
の
英
雄
を
祭
る
文
学
を
謂
ふ
﹂（
四

頁
）
と
︑
持
説
を
繰
り
返
す
ば
か
り
だ
が
︑
中
野
重
治
が
﹁
曖
昧
な
合
言
葉
﹂

に
お
い
て
︑
な
ぜ
か
迂
回
さ
れ
て
き
た
論
点
を
指
摘
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
︒

﹁
国
民
文
学
と
い
ふ
言
葉
は
今
の
と
こ
ろ
一
つ
の
呼
び
声
﹂︑﹁
一
つ
の
反
動
的

な
呼
び
声
﹂（
七
頁
）
だ
と
捉
え
る
中
野
は
︑﹁
国
民
文
学
と
呼
ぶ
以
上
は
︑
国

民
の
構
成
に
つ
い
て
の
考
へ
を
彼
等
自
身
︹
国
民
文
学
論
者
︺
に
も
国
民
に
も

刺
戟
せ
ず
に
止
む
こ
と
は
出
来
な
い
﹂
と
し
て
︑﹁
現
在
の
朝
鮮
民
族
︑
台
湾

民
族
の
運
命
﹂（
九
頁
）
に
論
及
し
て
︑
国
民
文
学
論
に
お
け
る
国
民
と
い
う

概
念
＝
用
語
の
欺ぎ

瞞ま
ん

性
を
指
摘
し
た
︒

　
こ
う
し
て
隆
盛
を
み
た
昭
和
一
〇
年
代
の
国
民
文
学
論
・
第
一
の
ピ
ー
ク
は
︑

昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
下
半
期
に
︑
急
速
に
沈
静
化
し
て
い
く
︒
日
本
的

0

0

0

な
も
の

0

0

0

を
め
ぐ
る
議
論
も
同
様
の
消
長
を
た
ど
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
︑
こ
と

民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
は
追
い
風
が
や
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
失
速
し
た
と

も
と
れ
る
︒
た
だ
し
︑
よ
り
基
底
的
な
契
機
と
し
て
は
︑
日
中
戦
争
の
開
戦
の

影
響
が
考
え
ら
れ
る
︒
国
民
文
学
論
と
い
っ
た
個
別
具
体
的
な
議
論
で
は
な
く
︑
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戦
争
と
い
う
現
実
に
ど
う
向
き
あ
う
か
に
つ
い
て
︑
文
学
（
者
）
が
直
接
に
問

わ
れ
る
事
態
が
出し
ゅ

来っ
た
いし

た
の
だ
︒
そ
れ
で
も
︑
国
民
文
学
論
と
い
う
論ト
ピ
ツ
ク題

が
消

失
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
戦
争
状
態
に
入
っ
た
国
家
の
国
民
／
文
学
者
と
し
て
︑

い
か
に
社
会
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
︑
と
い
う
問
い
へ
と
変
奏
さ
れ
て
︑
こ

の
時
期
以
降
の
文
学
場
に
潜
行
し
て
い
く（

10
）

︒

　
そ
の
こ
と
を
証
し
立
て
る
よ
う
に
︑
日
中
戦
争
開
戦
か
ら
二
个
月
後
に
発
表

さ
れ
た
﹁
国
民
文
学
論
と
文
学
論
﹂（﹃
三
田
新
聞
﹄
一
九
三
七
・
九
・
二
五
）
で

窪
川
鶴
次
郎
は
︑﹁
国
民
文
学
な
る
名
の
も
と
に
国
民
文
学
を
主
張
し
て
ゐ
る

も
の
は
︑
極
め
て
少
数
の
や
う
だ
﹂︑﹁
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
国
民
文
学
論
は
︑

相
当
人
口
に
膾
炙
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
︑
表
層
／
深
層
の
両
義
的
な
動
向
を
指

摘
す
る
︒
こ
う
し
た
様
態
を
﹁
慣
用
句
的
性
質
﹂
と
捉
え
る
窪
川
は
︑﹁
慣
用

句
的
性
質
の
政
治
的
社
会
的
意
義
│
│
そ
の
最
も
現
実
的
な
意
義
こ
そ
︑
今
日

の
国
民
文
学
論
の
本
質
﹂（
五
面
）
だ
と
断
じ
て
︑
文
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が

国
民
文
学
論
を
参
照
点
と
し
て
︑
文
学
場
の
水
面
下
で
議
論
さ
れ
て
い
た
様
相

を
掬
い
あ
げ
て
い
た
︒

　
以
上
の
国
民
文
学
論
を
整
理
し
て
お
け
ば
︑
第
一
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
み
な
さ

れ
て
警
戒
さ
れ
た
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
が
あ
り
︑
そ
れ
に
対
峙
す
る
よ

う
に
︑
第
二
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
エ
ー
ト
ス
を
ひ
き
つ
ぎ
︑
国
民
読
者
を

重
視
す
る
国
民
文
学
論
が
位
置
づ
け
ら
れ
︑
そ
の
他
に
第
三
と
し
て
︑
政
治
的

な
立
場
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
︑
代
表
的
な
日
本
文
学
を
発
掘
・
要
望
し
て
い

く
国
民
文
学
論
が
あ
っ
た
︒

　
こ
こ
か
ら
丸
三
年
ほ
ど
︑
文
学
場
の
表
舞
台
か
ら
国
民
文
学
論
は
姿
を
消
す
︒

そ
の
間
︑
水
面
下
の
動
向
は
も
と
よ
り
︑
間か
ん

歇け
つ

的
な
議
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
︒
林
房
雄
は
﹁
文
学
と
国
策
﹂（﹃
改
造
﹄
一
九
三
八
・
六
）
に
お
い
て
︑

﹁
ふ
り
か
へ
れ
ば
万
葉
│
│
近
く
は
鷗
外
︑
漱
石
︑
武
者
小
路
実
篤
︑
島
木
健

作
︒
む
し
ろ
こ
の
単
列
の
中
に
国
民
文
学
の
正
統
が
あ
る
﹂︑﹁
文
化
が
あ
り
理

想
が
あ
る
﹂
と
︑
万
葉
集
以
来
の
日
本
文
学
史
の
﹁
正
統
﹂
を
国
民
文
学
の
そ

れ
と
し
て
捉
え
︑
日
本
文
壇
に
跋ば
っ

扈こ

す
る
﹁
文
化
な
く
理
想
な
き
瑣
末
小
説
﹂

（
九
二
頁
）
を
排
し
︑﹁
日
本
国
民
は
美
と
健
康
に
溢
れ
た
国
民
文
学
の
出
現
を

待
ち
望
ん
で
ゐ
る
﹂（
九
八
頁
）
の
だ
と
揚
言
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
亀
井
勝
一

郎
は
﹁
英
雄
主
義
と
文
学
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
三
八
・
六
）
で
︑﹁
国
民
文
学
と
は

ま
づ
第
一
に
民
族
の
英
雄
を
祭
る
文
学
﹂
だ
と
定
義
し
た
上
で
︑﹁
国
民
の
大

多
数
に
よ
つ
て
ま
と
も
に
愛
さ
れ
且
尊
敬
さ
れ
る
の
は
︑
危
機
に
遭
遇
し
た
民

族
を
率
ゐ
て
立
ち
︑
そ
の
た
め
に
犠
牲
と
な
つ
て
倒
れ
た
政
治
的
軍
事
的
英

雄
﹂（
二
頁
）
だ
と
し
て
︑﹁
こ
の
忘
れ
難
き
思
ひ
出
を
︑
詩
に
つ
く
り
歌
に
歌

ふ
の
が
詩
人
の
任
務
で
あ
り
︑
そ
れ
が
全
民
族
の
讃
歌
と
な
つ
た
と
き
は
じ
め

て
国
民
文
学
と
呼
び
う
る
も
の
が
生
れ
る
﹂（
三
頁
）
と
主
張
す
る
︒
こ
う
し

て
︑
民
族
／
国
民
を
混
用

0

0

し
な
が
ら
亀
井
は
︑﹁
英
雄
讃
歌
の
名
作
﹂
と
し
て

島
崎
藤
村
﹃
夜
明
け
前
﹄︑
武
者
小
路
実
篤
﹃
楠
正
成
﹄︑
藤
森
成
吉
﹃
渡
邊
華

山
﹄︑
吉
川
英
治
﹃
宮
本
武
蔵
﹄︑
林
房
雄
﹃
青
年
﹄・﹃
壮
年
﹄
を
例
示
し
︑

﹁
昭
和
年
代
が
も
つ
最
高
の
国
民
文
学
﹂（
八
頁
）
だ
と
評
価
し
て
い
る
︒
こ
う

し
た
議
論
を
現
代
史
に
重
ね
れ
ば
︑
日
中
戦
争
開
戦
後
の
戦
争
文
学
と
な
る
︒



昭和一〇年代の国民文学論――文学場のインターフェイス

101

亀
井
は
﹁
今
日
︑
日
本
の
国
民
の
最
大
関
心
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
戦
場
﹂
だ

と
指
摘
し
た
上
で
︑﹁
一
兵
卒
の
英
雄
的
行
為
は
︑
お
そ
ら
く
様
々
の
姿
に
お

い
て
今
後
日
本
文
学
の
切
実
な
要
素
と
な
る
で
あ
ら
う
﹂
と
新
た
な
国
民
文
学

の
誕
生
を
予
言
し
つ
つ
︑﹁
何
が
我
々
の
心
を
う
つ
か
﹂︑﹁
生
死
の
間
に
の
み

開
花
す
る
同
胞
愛
の
美
し
さ
︑
そ
の
壮
烈
な
美
し
さ
に
他
な
ら
ぬ
﹂（
九
頁
）

と
も
述
べ
て
い
た
︒
ま
た
︑
貴
司
山
治
は
﹁
戦
争
と
文
学
者
︻
中
︼︱
︱
国
民

文
学
樹
立
へ
﹂（﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
三
八
・
七
・
三
〇
夕
）
に
お
い
て
︑﹁
文
学

者
が
も
つ
と
国
家
そ
の
も
の
に
近
よ
り
︑
政
治
的
関
心
を
持
つ
て
仕
事
を
す
る

こ
と
﹂（
四
面
）
に
よ
っ
て
︑
戦
争
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
国
民
文
学
が
出
現
す

る
こ
と
を
待
望
し
て
も
い
た
︒

　
実
際
︑
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
上
半
期
の
国
民
文
学
論
ブ
ー
ム
が
︑
数

年
後
の
第
二
の
ピ
ー
ク
か
ら
振
り
返
ら
れ
る
時
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
か
︑

本
節
の
最
後
に
そ
の
こ
と
を
検
証
を
し
て
お
く
︒

　
宮
尾
誠
勝
は
﹁
国
民
文
学
の
基
礎
理
論
﹂（﹃
三
田
文
学
﹄
一
九
四
〇
・
一
二
）

に
お
い
て
︑﹁
国
民
文
学
を
要
望
す
る
声
は
︑
嘗
て
数
年
前
に
も
起
つ
た
こ
と

が
あ
つ
た
﹂
こ
と
に
ふ
れ
︑﹁
今
日
︹
昭
和
一
五
年
末
︺
の
如
く
︑
国
民
一
般

の
間
か
ら
湧
き
起
つ
た
要
望
で
は
な
く
︑
単
に
一
部
の
文
学
者
の
間
に
要
望
さ

れ
た
現
象
に
過
ぎ
﹂
ず
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
何
時
の
間
に
か
消
え
て
終
つ
た
﹂（
七
九

頁
）
と
捉
え
て
い
る
︒
岡
澤
秀
虎
﹁﹁
国
民
文
学
﹂
に
つ
い
て
│
│
国
民
主
義

文
学
と
国
家
主
義
文
学
﹂（﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
四
一
・
二
）
で
も
︑﹁
そ
の
時

は
よ
り
多
く
﹁
民
族
性
﹂
と
関
連
し
て
論
ぜ
ら
れ
︑
結
局
否
定
的
見
解
の
優
勢

裡
に
一
応
葬
り
去
ら
れ
た
や
う
に
見
え
た
﹂（
一
三
二
頁
）
と
評
さ
れ
︑
古
谷
綱 

武
も
﹁
郷
土
文
学
こ
そ
国
民
文
学
﹂（﹃
文
化
日
本
﹄
一
九
四
一
・
三
）
に
お
い
て
︑

そ
の
理
由
を
﹁
提
唱
が
具
体
的
な
思
想
内
容
を
も
た
ず
︑
た
ゞ
国
民
と
し
て
の

新
し
い
自
覚
に
め
ざ
め
た
ひ
と
び
と
の
︑
精
神
の
決
意
や
覚
悟
の
叫
び
に
す
ぎ

な
か
つ
た
ゝ
め
﹂（
五
二
頁
）
と
み
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
民
族
主
義
的
な
国

民
文
学
論
を
想
起
し
な
が
ら
︑
そ
の
論
者
や
思
想
内
容
の
難0

ゆ
え
に
結
実
を
み

な
か
っ
た
と
︑
国
民
文
学
論
・
第
一
の
ピ
ー
ク
を
捉
え
て
い
た
︒
も
と
よ
り
論

難
さ
れ
た
も
の
の
︑
数
年
後
ま
で
強
く
記
憶
に
残
っ
た
の
は
︑
当
時
の
多
様
な

国
民
文
学
論
の
う
ち
民
族
主
義
的
な
も
の
の
み
だ
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
で
も
︑
矢

崎
弾
が
﹁
国
民
文
学
創
造
の
条
件
（
1
）﹂（﹃
国
民
新
聞
﹄
一
九
四
〇
・
一一
・
三
〇
） 

で
︑﹁
事
変
前
の
民
族
主
義
文
芸
の
提
唱
は
こ
の
ご
ろ
の
前
触
れ
で
あ
り
︑
そ

の
予
報
で
あ
り
︑
今
日
の
転
機
を
も
た
ら
す
歯
車
に
油
を
そ
ゝ
ぐ
役
割
を
は
た

し
た
﹂（
四
面
）
と
指
摘
し
た
通
り
︑
昭
和
一
〇
年
代
の
国
民
文
学
論
は
︑
新

体
制
運
動
を
機
に
︑
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
下
半
期
か
ら
︑
再
び
表
舞
台

で
第
二
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
く
︒

Ⅲ

Ⅲ

－

１

　
昭
和
一
〇
年
代
半
ば
の
国
民
文
学
論
・
第
二
の
ピ
ー
ク
は
︑
文
学
（
者
）
に

よ
る
新
体
制
運
動
へ
の
関
わ
り
方
と
し
て
論ト
ピ
ツ
ク題

と
な
っ
て
い
く
︒
榊
山
潤
は
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﹁
国
民
文
学
と
は
何
か
﹂（﹃
文
芸
﹄
一
九
四
〇
・
一
二
）
に
お
い
て
︑﹁
最
近
︑

国
民
文
学
と
い
ふ
こ
と
が
︑
や
た
ら
に
使
は
れ
る
︒
す
こ
し
軽
々
し
い
と
思
は

れ
る
く
ら
ゐ
︑
こ
れ
は
今
日
の
流
行
語
と
な
つ
て
ゐ
る
﹂
こ
と
に
ふ
れ
︑﹁
新

体
制
に
協
力
す
る
た
め
の
︑
文
学
者
の
合
言
葉
と
い
へ
ば
︑
殆
ん
ど
全
部
が
国

民
文
学
﹂（
一
四
三
頁
）
だ
と
み
て
い
た
︒
ま
た
︑
渡
邊
和
郎
も
﹁
国
民
文
学

論
議
と
新
人
に
就
い
て
︱
︱
文
芸
時
評
﹂（﹃
思
想
と
文
学
﹄
一
九
四
〇
・
一
二
）

で
︑﹁
新
体
制
と
い
ふ
言
葉
が
︑
一
つ
の
流
行
語
と
な
つ
た
と
同
様
に
︑
国
民

文
学
と
い
ふ
言
葉
が
︑
こ
の
頃
の
文
壇
の
流
行
語
と
な
つ
た
﹂（
五
八
頁
）
と

指
摘
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
河
上
徹
太
郎
ら
に
よ
る
﹃
文
学
界
﹄
誌
上
の
座
談

会
で
も
︑
国
民
文
学
論
は
次
の
よ
う
に
話
題
に
さ
れ
る
︒

林
　
国
民
文
学
と
い
ふ
も
の
は
吾
々
の
作
品
と
し
て
︑
狙
ふ
べ
き
も
の
で

な
く
て
︑
頭
の
中
に
在
つ
て
︑
そ
れ
を
︙
︙
︒

中
島
　
だ
か
ら
今
国
民
文
学
を
作
ら
う
と
か
作
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
よ
り

も
︑
出
来
て
来
る
の
だ
よ
︒

林
　
だ
か
ら
文
学
者
は
俺
が
国
民
文
学
を
作
ら
う
と
思
つ
て
居
れ
ば
宜
い

の
だ
よ
︒

中
島
　
そ
れ
が
却
つ
て
の
ん
気
み
た
い
に
聞
え
る
な
︒
一
体
俺
達
の
目
の

前
に
は
も
う
少
し
真
剣
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
随
分
あ
る

の
だ
が
ネ
︒
国
民
文
学
と
い
ふ
問
題
も
さ
う
い
ふ
観
点
で
考
へ
れ
ば
誰

の
頭
に
も
あ
る
の
だ
ら
う
が
ネ
︒
今
の
青
野
さ
ん
と
林
君
の
議
論
に
し

て
も
妙
な
気
が
す
る
ね
︒

亀
井
　
各
々
決
意
を
語
つ
て
居
る
わ
け
サ
︒

舟
橋
　
君
（
中マ

マ島
）
の
真
面
目
な
国
民
文
学
と
い
ふ
の
は
何
だ
︒

中
島
　
僕
は
今
申
上
げ
た
通
り
国
民
文
化
に
し
ろ
国
民
文
学
に
し
ろ
︑
さ

う
い
ふ
も
の
を
作
る
下
地
を
作
る
︒
そ
の
方
を
本
気
で
考
へ
て
ゐ
る
の

だ
︒
今
日
の
座
談
会
の
空
気
は
和
気
藹
々
で
或
は
議
論
も
出
て
仲
々
宜

い
け
れ
ど
も
︑
何
だ
か
ま
だ
焦
点
を
外
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ

る
の
だ
︒

（
河
上
徹
太
郎
・
林
房
雄
・
舟
橋
聖
一
・
亀
井
勝
一
郎
・
中
村
光
夫
・
中
山

義
秀
・
井
伏
鱒
二
・
深
田
久
彌
・
青
野
季
吉
・
中
島
健
蔵
﹁
文
学
と
新
体
制

（
同
人
座
談
会
）﹂﹃
文
学
界
﹄
一
九
四
〇
・
一
一
︑九
九
頁
）

　
こ
こ
か
ら
は
︑
第
一
に
︑﹁
文
学
と
新
体
制
﹂
と
い
う
論ト
ピ
ツ
ク題
の
中
で
国
民
文

学
が
議
論
さ
れ
︑
つ
ま
り
は
政
治
・
国
家
と
文
学
者
と
の
関
係
が
顕
在
化
し
て

き
た
こ
と
︑
第
二
に
︑
相
変
わ
ら
ず
論
者
に
よ
っ
て
目
指
す
べ
き
国
民
文
学

（
論
）
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
︑
そ
れ
と
関
わ
っ
て
第
三
に
︑
国
民
文

学
そ
れ
自
体
よ
り
も
︑
そ
の
﹁
下
地
﹂
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
は

じ
め
る
こ
と
︑
が
確
認
で
き
る
︒

　
こ
こ
で
時
計
の
針
を
戻
せ
ば
︑
日
中
戦
争
開
戦
後
に
北
支
に
飛
ん
で
現
地
報

告
の
先
鞭
を
つ
け
た
林
房
雄
は
﹁
私
の
新
生
活
体
制
（
二
）︱
︱
国
民
文
学
の

傑
作
を
﹂（﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
四
〇
・
八
・
二
一
夕
）
を
書
き
︑﹁
真
の
新
体
制
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の
も
と
に
於
て
は
︑﹁
国
民
文
学
﹂
が
一
般
の
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
が
︑
そ

の
時
に
な
つ
て
あ
わ
て
な
い
た
め
に
︑
今
か
ら
国
民
文
学
の
傑
作
を
書
き
た
め

て
お
く
﹂（
三
面
）
と
︑
自
信
に
満
ち
た
予
言
を
し
て
い
た
︒
同
じ
陣
営
で 

は
︑
亀
井
勝
一
郎
が
﹁
英
雄
詩
の
創
造
﹂（﹃
帝
国
大
学
新
聞
﹄
一
九
四
〇
・

一
一
・
二
五
）
に
お
い
て
︑﹁
国
民
文
学
と
は
今
日
の
文
学
者
に
と
つ
て
一
つ

の
覚
悟
﹂
だ
と
断
じ
て
は
︑﹁
国
民
文
学
と
は
ま
づ
第
一
に
民
族
の
英
雄
を
祭

る
文
学
﹂
だ
と
持
説
を
繰
り
返
し
つ
つ
︑﹁
今
日
ま
で
の
日
本
文
学
史
で
︑
最

大
の
国
民
文
学
﹂
と
し
て
﹁
忠
臣
蔵
﹂
を
あ
げ
︑﹁
こ
れ
ほ
ど
普
遍
的
に
愛
さ

れ
た
文
学
は
他
に
な
い
﹂（
六
面
）
と
論
陣
を
張
っ
て
い
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
私
は 

現
代
の
日
本
の
政
治
家
た
ち
の
文
学
へ
の
お
せ
つ
か
い

0

0

0

0

0

を
拒
絶
し
た
い
﹂（
中
谷 

博
﹁
国
民
主
義
文
学
理
論
の
提
唱
︱
︱
其
の
三
﹂﹃
文
化
組
織
﹄
一
九
四
〇
・

一
〇
︑一
一
頁
）
と
い
う
声
も
あ
が
っ
た
が
︑
転
向
後
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

者
が
多
く
国
策
文
学
に
向
か
っ
た
こ
と
と
連
動

0

0

す
る
よ
う
に
︑
彼
／
彼
女
ら
が

国
民
文
学
論
も
支
え
て
い
っ
た
︒
他
に
︑
新
た
な
国
民
文
学
論
と
し
て
は
︑
和

田
傳
が
﹁
新
興
文
学
の
検
討
（
５
）︱
︱
新
な
性
格
へ
﹂（﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
四
〇
・ 

四
・
一
七
）
で
あ
げ
る
﹁
来
る
べ
き
国
民
文
学
﹂（
五
面
）
と
し
て
の
農
民
文

学
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
戦
争
文
学
同
様
︑
転
向
文
学
の
変バ

リ

エ

ー

シ

ヨ

ン

奏
＝
最
新
版
で
も

あ
っ
た
︒

　
新
体
制
（
言
説
）
が
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
せ
た
こ
の
時
期
︑
実
に
多
く
の
国
民

文
学
論
が
産
出
さ
れ
て
い
っ
た
が
︑
そ
の
論
理
構
成
・
主
題
を
検
討
し
て
い
く

と
︑
ほ
ぼ
四
つ
の
系
統
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
①
と
し
て
︑
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
が
あ
る
︒
淺
野
晃
は
﹁
国
民
文
学

へ
の
道
│
│
日
本
文
学
の
新
動
向
と
し
て
の
民
族
文
学
・
理
想
主
義
文
学
・
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
文
学
に
就
い
て
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
四
〇
・
一
一
）
に
お
い
て
︑

﹁
わ
れ
わ
れ
の
言
ふ
国
民
文
学
は
︑
国
民
の
再
形
成
の
た
め
に
絶
対
に
必
要
な

国
民
的
＝
臣
民
的
感
覚
の
回
復
の
た
め
の
戦
ひ
﹂
で
︑﹁
こ
の
戦
ひ
に
於
い
て
︑

わ
れ
わ
れ
は
拠
る
べ
き
源マ

マ理
を
︑
古
典
を
確
立
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
断

じ
︑
次
の
よ
う
に
日
本
文
学
史
を
再
構
築
し
て
い
く
︒

理
想
主
義
文
学
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
国
で
は
肇
国
の
精
神
を
根
元
と
す
る
か

ら
︑
そ
れ
の
古
典
は
︑
歴
史
す
な
は
ち
日
本
書
記
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
文
学
は
英
雄
を
う
た
ふ
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
の
古

典
は
叙
事
詩
＝
古
事
記
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
そ
し
て
抒
情
詩
の
古
典
は
︑

万
葉
で
あ
る
だ
ら
う
︒
か
く
古
典
を
確
定
す
る
時
︑
国
民
文
学
の
伝
統
は

脈
々
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
伝
承
さ
れ
る
︒（
三
一
頁
）

　
保
田
與
重
郎
は
﹁
国
民
文
学
と
い
ふ
こ
と
﹂（﹃
文
芸
﹄
一
九
四
〇
・
一
二
）

に
お
い
て
︑﹁
国
民
文
学
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
数
年
来
淺
野
晃
氏

の
主
と
し
て
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
最
近
一
般
に
こ
の
声
を
き
く
の

は
︑
も
と
よ
り
好
ま
し
い
時
代
の
進
歩
﹂（
一
三
九
頁
）
だ
と
判
じ
た
上
で
︑

﹁
国
民
文
学
論
の
根
本
は
文
学
者
の
志
と
︑
わ
が
文
学
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
﹂（
一
四
〇
頁
）
と
そ
の
目
的
を
明
示
し
な
が
ら
も
︑﹁
十
九
世
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紀
式
小
説
の
思
想
と
構
成
と
形
式
に
疑
問
を
も
つ
﹂
が
ゆ
え
に
﹁
国
民
文
学
の

と
つ
つ
き
は
︑
国
民
的
英
雄
や
伝
説
史
話
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
し
て
︑

百
人
一
首
を
見
出
し
︑﹁
こ
れ
だ
け
が
日
本
の
家
庭
に
於
て
︑
極
め
て
自
然
に

日
本
人
の
先
祖
の
美
や
趣
味
や
感
情
や
考
へ
方
を
回
想
せ
し
め
る
﹂（
一
四
一

頁
）
と
︑
裾
野
の
広
い
国
民
文
学
論
を
展
開
し
て
い
る（

11
）

︒

　
日
本
の
古
典
文
学
な
ら
ば
︑
風
巻
景
次
郎
﹁
国
民
文
学
と
古
典
（
一
～
四
）﹂

（﹃
中
外
商
業
新
報
﹄
一
九
四
〇
・
一
一
・
一
六
～
二
〇
）
が
あ
る
︒
風
巻
は
﹁
国

民
文
学
と
古
典
（
二
）︱
︱
古
典
は
今
日
尚
生
き
て
ゐ
る
国
民
文
学
﹂（﹃
中
外

商
業
新
報
﹄
一
九
四
〇
・
一
一
・
一
七
）
で
︑
古
典
を
﹁
現
在
の
眼
を
以
て
見
通

し
て
︑
そ
の
視
野
の
裡
に
あ
る
位
置
を
占
め
︑
あ
る
意
味
を
持
つ
て
働
き
か
け

て
く
る
も
の
﹂
だ
と
定
義
し
︑
日
本
文
学
の
連
続
性
を
前
提
と
し
て
﹁
古
典
は

す
べ
て
国
民
文
学
﹂（
六
面
）
だ
と
言
表
し
て
い
る
︒

　
こ
う
し
た
見
方
を
大
々
的
に
展
開
し
た
の
が
︑
民
族
的
な
伝
統
を
前
提
と
し

た
日
本
文
学
史
か
ら
︑
時
代
ご
と
の
国
民
文
学
を
再
発
見

0

0

0

し
て
い
く
︑﹃
新

潮
﹄
の
特
集
﹁
わ
が
国
の
国
民
文
学
﹂（
一
九
四
〇
・
一
一
）
で
あ
る
︒
藤
田
徳

太
郎
は
﹁
上
古
の
国
民
文
学
﹂
で
︑﹁
上
古
の
文
学
こ
そ
は
︑
現
代
の
国
民
文

学
の
建
設
に
確
固
た
る
指
針
を
示
す
座
標
と
な
る
に
違
ひ
な
い
﹂
と
い
う
評
価

軸
を
示
し
た
上
で
︑﹁
物
語
の
方
面
に
古
事
記
﹂︑﹁
詩
歌
の
方
面
に
万
葉
集
﹂

が
あ
る
と
し
て
︑﹁
両
書
と
も
︑
わ
が
国
家
の
持
つ
不
朽
の
古
典
で
あ
る
と
と

も
に
︑
醇
乎
た
る
民
族
精
神
の
光
明
を
永
久
に
輝
か
せ
る
不
滅
の
聖
書
﹂

（
一
一
八
頁
）
だ
と
評
し
て
い
る
︒
舟
橋
聖
一
は
﹁
源
氏
物
語
と
国
民
文
学
﹂
で
︑

﹁
わ
が
民
族
の
優
秀
性
を
︑
世
界
に
向
つ
て
誇
示
し
う
る
や
う
な
大
芸
術
﹂

（
一
二
三
頁
）
と
し
て
源
氏
物
語
を
あ
げ
て
い
る
︒
桑
原
暁
一
は
﹁
民
族
生
活

の
体
験
と
内
心
の
表
現
│
│
近
古
に
於
け
る
国
民
文
学
に
関
連
せ
し
め
て
﹂
に

お
い
て
︑﹁
わ
れ
わ
れ
が
国
民
文
学
の
真
実
の
伝
統
を
求
め
︑
当
時
の
民
族
生

活
の
内
心
の
直
接
的
表
現
に
ふ
る
る
た
め
に
は
︑
更
に
す
す
ん
で
和
歌
を
よ
む

の
ほ
か
は
な
い
﹂（
一
二
九
頁
）
と
述
べ
る
︒
塩
田
良
平
は
﹁
江
戸
時
代
の
国

民
文
学
﹂
で
︑
西
鶴
の
浮
世
草
子
︑
馬
琴
﹃
里
見
八
犬
伝
﹄︑
頼
山
陽
﹃
日
本

外
史
﹄
を
﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
高
峰
と
見
︑
萌
芽
的
の
も
の
か
ら
次
第
に
国

民
精
神
醸
成
へ
と
進
ん
で
行
き
︑
幕
末
に
至
つ
て
辺
境
事
あ
る
に
及
び
︑
茲
に

日
本
の
意
識
が
高
ま
つ
て
遂
に
﹁
外
史
﹂
へ
と
結
実
し
た
﹂（
一
三
三
頁
）
と

み
る
︒
雅
川
滉
は
﹁
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
於
け
る
国
民
文
学
﹂
に
お
い
て
︑

﹁
散
文
芸
術
に
於
け
る
国
民
文
学
的
色
彩
の
稀
薄
は
︑
実
に
小
説
形
式
が
欧
洲

的
所
産
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
原
因
し
て
ゐ
る
﹂
と
捉
え
︑﹁
明
治
以
後
の
詩

歌
に
於
け
る
︑
万
葉
復
興
の
運
動
が
︑
散
文
芸
術
の
欧
洲
化
と
反
し
て
︑
韻
文

芸
術
の
復
古
化
と
い
ふ
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
﹂（
一
三
五
頁
）
の
だ
と

し
て
︑﹁
現
代
に
於
け
る
国
民
文
学
の
問
題
﹂
は
︑﹁
近
代
小
説
の
問
題
と
し
て

よ
り
は
︑
ま
づ
詩
文
学
の
問
題
と
し
て
考
へ
ら
れ
︑
合
理
主
義
よ
り
は
詩
的
精

神
の
所
産
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂（
一
三
七
頁
）
と
︑
日
本
固

有
の
詩
歌
を
注
目
し
て
い
く
︒

　
こ
う
し
て
み
る
と
︑
国
文
学
者
の
議
論
は
︑
淺
野
や
保
田
の
そ
れ
と
は
︑
立

場
や
思
想
を
異
に
し
な
が
ら
も
︑
日
本
文
学
史
を
前
提
と
し
て
︑
そ
こ
か
ら
国
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民
文
学
に
値
す
る
作
品
を
選
択
し
て
い
く
と
い
う
振
る
舞
い
に
お
い
て
近
似
し

て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
淺
野
晃
は
﹁
国
民
文
学
運
動
私
見
﹂（﹃
新
潮
﹄

一
九
四
〇
・
一
二
）
に
至
る
と
︑﹁
私
の
言
ふ
国
民
文
学
運
動
と
い
ふ
の
は
︑
文

学
に
於
け
る
第
二
の
尊
皇
攘
夷
運
動
﹂（
三
四
頁
）
と
ま
で
い
う
よ
う
に
な
り
︑

﹁
文
学
を
通
じ
て
の
国
民
再
形
成
を
目
ざ
す
教
育
運
動
︑
そ
れ
を
私
は
国
民
文

学
運
動
と
呼
ぶ
﹂（
三
六
頁
）
と
︑
文
学
者
を
教
育
す
る
立
場
に
据
え
て
︑
民

族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
の
運
動

0

0

と
し
て
の
局
面
を
強
調
し
て
い
く
よ
う
に
な

る
︒
し
て
み
れ
ば
︑
国
文
学
者
に
よ
る
国
民
文
学
論
と
の
差
異
は
明
ら
か
だ
が
︑

議
論
の
枠
組
み
と
主
張
内
容
は
共
有
さ
れ
て
い
た
︒

　
②
と
し
て
︑
国
民
文
学
を
直
接
議
論
す
る
の
で
は
な
く
︑
国
民
の
文
化
水
準

向
上
を
目
指
す
べ
き
だ
と
す
る
国
民
文
学
論
が
あ
る
︒
岸
田
國
士
・
河
上
徹
太

郎
﹁
大
い
な
る
構
想
（
対
談
）﹂（﹃
文
芸
﹄
一
九
四
〇
・
一
二
）
に
お
い
て
︑﹁
国

民
文
学
と
い
ふ
概
念
を
︑
ど
う
い
ふ
風
に
扱
ふ
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
︑
仕

事
の
上
で
お
考
へ
で
す
か
？
﹂
と
い
う
河
上
の
問
い
に
︑
岸
田
は
次
の
よ
う
に

応
じ
て
い
る
︒

や
つ
ぱ
り
文
学
だ
け
を
離
さ
な
い
で
︑
文
学
と
芸
術
の
部
門
を
一
緒
に
し

て
︑
話
合
つ
た
ら
ど
う
か
と
思
ひ
ま
す
ね
︒︹
略
︺
か
う
い
ふ
機
会
に
文
学
︑

芸
術
等
を
一
丸
と
し
て
︑
国
民
的
な
も
の
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
？
　
と

い
ふ
こ
と
を
研
究
す
る
︒
し
か
も
そ
れ
は
押
し
出
し
て
ゆ
く
と
い
ふ
よ
り
︑

寧
ろ
み
ん
な
が
モ
ヤ
〳
〵
と
頭
の
中
で
も
つ
て
ゐ
る
も
の
を
並
べ
て
︑
そ

の
中
か
ら
屹
度
共
通
な
理
念
が
発
見
で
き
る
ん
ぢ
や
な
い
か
と
い
ふ
期
待

を
も
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
す
︒（
一
一
頁
）

　
こ
う
し
て
岸
田
は
︑
国
民
文
学
を
論
じ
つ
つ
も
︑
文
学
に
限
ら
ず
他
の
芸
術

部
門
と
の
連
携
を
通
じ
て
︑
国
民
文
化
を
基
盤
か
ら
考
え
よ
う
と
し
て
い
く
︒

豊
島
與
志
雄
も
︑﹁﹁
国
民
文
学
﹂
の
展
望
﹂（﹃
文
芸
﹄
一
九
四
〇
・
一
二
）
に

お
い
て
︑
国
民
文
化
・
文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
比
喩
を
提
示
し
て
い
る
︒

記
念
碑
全
体
の
構
成
を
考
へ
る
こ
と
な
く
︑
与
へ
ら
れ
た
台
石
の
上
に
据

ゑ
る
像
だ
け
を
拵
へ
る
の
で
は
︑
決
し
て
真
の
国
民
文
学
は
出
来
上
ら
な

い
︒
碑
に
つ
け
る
像
だ
け
を
拵
へ
る
こ
と
は
︑
御
用
文
学
の
為
す
べ
き
こ

と
で
あ
り
︑
ま
た
は
堕
落
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒

真
の
国
民
文
学
は
台
石
を
も
こ
め
た
記
念
碑
全
体
を
考
案
し
製
作
す
べ
き

で
あ
り
︑
そ
れ
に
は
︑
国
家
的
理
想
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

（
一
三
七
頁
）

　
さ
ら
に
万
葉
集
を
例
示
す
る
豊
島
は
︑
御
用
文
学
を
排
し
つ
つ
︑
し
か
し

﹁
国
家
的
理
想
﹂
を
も
つ
文
学
を
志
向
し
て
い
く
︒
同
様
の
ね
じ
れ

0

0

0

は
︑
宮
尾

誠
勝
が
﹁
国
民
文
学
の
基
礎
理
論
﹂（﹃
三
田
文
学
﹄
一
九
四
〇
・
一
二
）
に
お

い
て
︑﹁
日
本
の
現
実
は
新
し
い
国
民
文
学
の
成
立
を
熾
烈
に
要
望
し
て
ゐ

る
﹂
こ
と
に
ふ
れ
つ
つ
︑﹁
単
に
文
壇
的
な
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
同
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時
に
芸
術
文
化
の
一
般
的
な
問
題
﹂（
七
八
頁
）
だ
と
論
及
し
て
お
り
︑
新
体

制
と
国
民
文
学
論
と
の
関
係
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
︒

国
民
文
学
樹
立
の
要
望
は
施
政
者
の
側
か
ら
文
化
政
策
的
に
強
制
さ
れ
た

の
で
は
な
く
︑
時
局
に
眼
覚
め
た
国
民
の
間
に
自
然
発
生
的
に
湧
き
起
つ

て
来
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
伴
つ
て
必
然
的
に
文
学
者
自
身
の
中
か
ら
︑

及
び
文
学
に
関
心
を
有
す
る
一
部
の
識
者
の
間
か
ら
起
つ
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
れ
が
偶
々
現
在
に
於
て
は
政
策
的
な
要
求
（
大
政
翼
賛
会
及
び
内
閣
情

報
局
の
文
化
統
制
）
と
結
付
い
て
来
て
ゐ
る
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
ら

う
︒（
八
〇
～
八
一
頁
）

　
そ
の
上
で
宮
尾
は
︑﹁
国
民
文
学
の
当
面
の
目
的
の
第
一
は
︑
全
国
民
の
文

化
的
水
準
を
向
上
せ
し
め
︑
新
体
制
下
の
日
本
文
化
の
基
礎
を
樹
立
す
る
こ

と
﹂
で
︑﹁
現
代
に
於
け
る
小
説
︑
詩
︑
戯
曲
等
の
有
ゆ
る
文
学
作
品
は
︑
国

民
に
対
し
て
何
等
か
与
へ
る
も
の
な
く
し
て
は
そ
の
存
在
理
由
を
持
つ
べ
き
で

は
な
い
﹂（
八
一
頁
）
と
ま
で
述
べ
た
︒
こ
れ
ら
が
︑
新
体
制
下
の
国
民
文
化

論
＝
国
民
文
学
論
で
あ
る
︒

　
③
と
し
て
︑
②
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
の
延
長
線
上
に
︑
読
者
を
積

極
的
に
問
題
化
し
て
い
く
国
民
文
学
論
が
あ
る
︒
赤
木
俊
は
﹁﹁
国
民
文
学
﹂

と
読
者
﹂（﹃
構
想
﹄
一
九
四
〇
・
一
一
）
で
︑﹁
今
日
私
達
が
直
面
し
て
ゐ
る

﹁
国
民
文
学
﹂
は
未
だ
甚
だ
漠
と
し
て
実
体
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
で
︑
そ

の
首
唱
者
達
に
依
つ
て
各
人
各
様
の
解
釈
を
下
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
状
態
﹂
だ

と
国
民
文
学
論
の
現
状
に
ふ
れ
た
上
で
︑﹁﹁
国
民
文
学
﹂
の
死
活
の
鍵
を
握
る

も
の
は
読
者
の
問
題
﹂（
八
一
頁
）
だ
と
そ
の
要
諦
を
示
し
た
︒
ま
た
︑
②
の

国
民
文
学
論
と
重
ね
る
よ
う
に
し
て
中
島
健
蔵
は
﹁
基
準
の
再
建
﹂（﹃
文
芸
﹄

一
九
四
〇
・
一
二
）
に
お
い
て
︑﹁
国
民
文
学
提
唱
の
新
し
い
意
義
は
︑
現
代
文

学
の
国
民
的
基
準
の
再
建
に
あ
る
﹂︑﹁
国
民
文
学
の
条
件
は
︑
万
民
の
心
を
動

か
し
︑
万
民
の
意
識
を
富
ま
せ
︑
最
も
気
む
づ
か
し
い
高
級
な
者
か
ら
︑
最
も

素
朴
な
者
に
到
る
ま
で
に
︑
何
物
か
を
与
へ
る
こ
と
﹂
だ
と
い
う
見
解
を
示
し

た
上
で
︑﹁
作
家
を
鞭
打
し
︑
作
家
を
罵
る
前
に
︑
先
づ
読
者
の
反
省
が
必

要
﹂（
一
五
二
頁
）
だ
と
述
べ
︑
読
者
の
役
割
を
強
調
し
て
い
た
︒

　
こ
の
時
期
に
は
︑
広
範
な
読
者
と
い
う
意
味
で
の
大
衆
文
学
や
︑
旧
来
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
か
ら
の
国
民
文
学
論
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
︑
一
国
民

と
し
て
の
読
者
＝
書
き
手
に
よ
る
言
表
も
多
い
︒
こ
れ
が
④
︑
文
学
者
が
そ
の

生
活
を
書
く
こ
と
で
国
民
文
学
と
す
る
と
い
う
国
民
文
学
論
で
あ
る
︒
福
原
麟

太
郎
﹁
国
民
文
学
﹂（﹃
日
本
読
書
新
聞
﹄
一
九
四
〇
・
一
〇
・
一
五
）
に
お
け
る
︑

﹁
文
学
の
本
質
は
必
然
的
に
国
民
文
学
性
に
あ
る
﹂︑﹁
文
学
の
あ
り
や
う
自
身

が
国
民
文
学
﹂（
二
面
）︑
中
野
好
夫
﹁
文
化
政
策
へ
望
む
　
文
芸
（
下
）︱
︱

国
民
文
学
の
途
﹂（﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
四
〇
・
一
一
・
一
五
）
に
よ
る
﹁
一
国
民

と
し
て
︑
動
揺
の
中
か
ら
摑
み
得
た
国
民
的
理
想
の
感
動
を
醇
乎
た
る
文
学
と

し
て
表
現
す
る
こ
と
が
真
に
国
民
文
学
の
道
﹂（
五
面
）
と
い
っ
た
言
表
が
そ

れ
に
あ
た
る
︒
実
作
者
で
は
︑
榊
山
潤
が
﹁
国
民
文
学
と
は
何
か
﹂（﹃
文
芸
﹄
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一
九
四
〇
・
一
二
）
に
お
い
て
︑﹁
文
学
者
の
政
治
的
協
力
と
い
ふ
こ
と
は
︑
結

果
と
し
て
書
く
以
外
に
何
も
の
も
な
い
﹂︑﹁
手
さ
ぐ
り
の
目
標
が
︑
と
り
あ
へ

ず
国
民
文
学
﹂（
一
四
三
頁
）
だ
と
い
う
見
解
を
示
し
︑
さ
ら
に
﹁
国
民
文
学

と
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
市
井
生
活
者
の
持
つ
て
ゐ
る
市
民
感
情
を
︑
国
民
感
情
に

お
き
か
へ
て
眺
め
る
こ
と
︑
わ
れ
わ
れ
自
身
が
身
に
つ
け
て
ゐ
た
︑
小
市
民
性

を
脱
し
て
国
民
の
一
員
と
考
へ
る
こ
と
︑
そ
こ
か
ら
始
ま
る
﹂（
一
四
五
頁
）
と
︑

一
国
民
と
し
て
の
自
覚
を
言
明
し
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
伊
藤
整
は
﹁
国
民
文

学
と
い
ふ
考
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
四
〇
・
一
一
）
で
国
民
文
学
を
﹁
今
の
我
々
に

与
へ
ら
れ
た
最
大
な
命
題
﹂
と
捉
え
︑﹁
極
め
て
緊
迫
し
た
現
在
の
日
本
国
民

の
文
学
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
し
︑
ゲ
エ
テ
の
文
学
が
ド
イ
ツ
人
に
と
つ
て

持
つ
て
ゐ
る
や
う
な
広
い
意
味
の
も
の
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
﹂
と
し
て
︑

﹁
私
な
ど
の
考
へ
る
理
想
的
な
状
態
は
︑
現
在
の
日
々
の
生
活
に
前
者
の
や
う

な
意
味
で
合
致
し
な
が
ら
︑
そ
の
ま
ま
で
後
者
の
や
う
な
も
の
と
な
り
得
る
や

う
な
作
品
﹂（
一
〇
六
頁
）
だ
と
言
表
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
伊
藤
整
は
﹁
国
民

の
文
学
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
四
〇
・
一
二
）
で
も
︑﹁
文
学
者
の
日
記
の
や
う
な
形

の
も
の
と
し
て
で
も
い
い
か
ら
か
う
い
ふ
時
代
の
生
活
の
相
を
描
い
て
見
た

い
﹂（
二
八
頁
）
と
述
べ
て
︑
身
近
な
生
活
を
書
く
こ
と
を
国
民
文
学
へ
と
結

び
つ
け
て
い
く
︒

　
こ
こ
ま
で
の
国
民
文
学
論
・
第
二
の
ピ
ー
ク
に
展
開
さ
れ
た
議
論
の
論
点
を

ま
と
め
て
お
け
ば
︑
①
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
︑
②
国
民
の
文
化
水
準
向

上
を
目
指
す
国
民
文
学
論
︑
③
読
者
を
問
題
化
し
て
い
く
国
民
文
学
論
︑
④
文

学
者
の
生
活
を
重
視
す
る
国
民
文
学
論
︑
の
四
タ
イ
プ
が
出
揃
っ
て
い
た
︒

Ⅲ

－
２

　
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
に
な
っ
て
も
︑
特
輯
﹁
日
本
国
民
と
文
学
﹂
の

リ
ー
ド
﹁
国
民
と
文
学
の
特
輯
に
つ
い
て
﹂（﹃
日
本
学
芸
新
聞
﹄
一
九
四
一
・

一
・
一
〇
）
で
︑﹁
国
民
文
学
論
が
流
行
し
な
が
ら
み
ん
な
五
里
霧
中
で
論
じ

あ
つ
て
ゐ
る
﹂︑﹁
こ
れ
が
現
代
文
学
の
内
的
な
要
求
に
よ
つ
て
叫
ば
れ
た
の
で

は
な
く
︑
外
部
的
な
政
治
へ
の
協
力
姿
態
と
し
て
恰
好
だ
か
ら
﹂（
二
面
）
だ

と
揶
揄
さ
れ
る
程
度
に
は
︑
国
民
文
学
論
は
盛
ん
で
あ
っ
た
︒
前
年
の
タ
イ
プ

を
手
が
か
り
に
︑
こ
の
年
の
議
論
も
検
討
し
て
い
こ
う
︒

　
①
は
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
で
あ
る
︒
福
田
清
人
は
﹁
国
民
文
学
私

見
﹂（﹃
文
芸
情
報
﹄
一
九
四
一
・
一
）
で
︑﹁
国
民
文
学
と
い
ふ
場
合
や
は
り
︑

国
民
の
精
神
の
烈
し
い
燃
焼
が
中
核
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
︑
国
民
を

そ
の
中
心
に
置
こ
う
と
し
︑
そ
の
ゆ
く
え
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
る
︒

我
々
は
こ
れ
︹
国
民
文
学
︺
を
古
典
に
求
め
て
み
れ
ば
︑
先
づ
古
事
記
が

あ
る
︒
そ
れ
は
国
家
創
造
の
著
し
い
意
志
を
示
し
て
ゐ
る
︒
こ
ゝ
に
あ
る

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
含
む
大
き
な
精
神
は
︑
今
日
本
が
更
に
大
き
い
日
本
に

も
り
上
ら
ん
と
す
る
時
︑
我
々
の
精
神
に
う
け
つ
が
ね
ば
な
ら
な
い
も
の

だ
︒
次
に
万
葉
集
が
あ
る
︒
こ
れ
は
最
も
高
貴
な
る
お
方
か
ら
下
は
乞
食

の
や
う
な
身
分
に
い
た
る
ま
で
の
歌
を
集
め
て
あ
る
こ
と
も
御
承
知
の
通
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り
で
あ
る
︒
民
族
精
神
の
豊
か
さ
を
︑
国
家
を
た
ゝ
へ
る
歌
か
ら
︑
純
愛

の
悲
歌
に
も
みマ

マだ
さ
れ
る
︒（
一
二
頁
）

　
も
ち
ろ
ん
︑
階
級
差
を
こ
え
て
︑
ひ
ろ
く
国
民
を
対
象
と
し
た
議
論
で
あ
り

な
が
ら
︑
そ
の
要
諦
と
し
て
民
族
を
根
拠
と
し
た
議
論
に
は
違
い
な
い
︒
淺
野

晃
は
﹁
愛
国
文
学
と
亡
国
文
学
﹂（﹃
日
本
学
芸
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
一
・
一
〇
）

で
は
︑﹁
国
民
に
ま
で
形
成
す
る
や
う
な
作
用
を
有
つ
文
学
は
興
国
文
学
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
﹂（
三
面
）︑
つ
づ
く
﹁
愛
国
文
学
と
亡
国
文
学
（
承

前
）﹂（﹃
日
本
学
芸
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
一
・
二
五
）
で
は
︑﹁
国
民
文
学
論
は
そ

れ
自
体
危
機
論
﹂︑﹁
帰
す
る
と
こ
ろ
は
臣
従
の
悲
願
の
文
学
﹂（
三
面
）
と
い
っ

た
国
家
存
亡
と
連
動
し
た
も
の
と
し
て
国
民
文
学
論
を
展
開
し
て
い
く
︒
ま
た
︑

齋
藤
清
衞
は
﹁
国
民
文
学
史
の
問
題
﹂（﹃
文
芸
文
化
﹄
一
九
四
一
・
一
）
で
﹁
新

二
千
六
百
年
史
が
︑
現
代
の
同
胞
に
強
力
な
示
唆
で
あ
つ
た
や
う
に
︑
世
界
文

学
史
に
連
な
る
べ
き
国
民
文
学
形
成
の
跡
を
語
り
︑
そ
れ
が
将
来
日
本
文
学
の

進
む
べ
き
方
向
の
暗
示
と
な
る
さ
う
し
た
も
の
を
欲
し
い
﹂（
二
五
頁
）
と
言

表
し
て
い
た
︒

　
②
・
③
・
④
の
タ
イ
プ
は
︑
こ
の
年
に
は
合
流
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
︒
ま
た
︑
山
室
静
﹁
文
芸
時
評
　
国
民
文
学
論
へ
の
希
望
﹂（﹃
政
界
往
来
﹄

一
九
四
一
・
一
）
に
は
︑﹁
文
学
は
健
全
な
心
の
糧
と
し
て
︑
単
に
少
数
者
を

自
慰
的
に
喜
ば
す
の
で
は
な
く
︑
大
多
数
の
国
民
を
力
づ
け
︑
慰
ま
し
励
ま
す

も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
﹂
と
し
た
上
で
︑
淺
野
晃
（
タ
イ
プ
）
の
発
言
を
警

戒
し
て
﹁
そ
れ
︹
国
民
文
学
論
︺
を
狭
い
意
味
で
の
国
家
主
義
的
方
向
に
求
め

る
の
は
︑
却
つ
て
国
民
の
包
摂
性
を
狭
め
︑
無
用
の
摩
擦
を
多
く
し
て
︑
広
い

発
展
性
を
妨
げ
る
し
か
な
い
﹂（
三
一
一
頁
）
と
い
っ
た
言
明
も
み
ら
れ
る
︒

国
民
文
学
論
に
つ
い
て
﹁
各
論
者
が
思
ひ
思
ひ
の
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
て
︑
国

民
文
学
の
基
準
と
な
る
も
の
は
未
だ
決
定
づ
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
﹂
と
判
じ
る

﹁
作
家
と
国
民
　
新
し
い
文
学
の
基
準
﹂（﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
四
一
・
一
）
の
高

沖
陽
造
は
︑﹁
新
文
学
の
性
質
﹂
は
﹁
偉
大
な
国
民
的
情
熱
や
目
的
に
結
び
つ

い
た
人
間
的
感
動
の
創
造
に
か
か
は
る
も
の
﹂（
三
〇
頁
）
だ
と
し
て
︑
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

　
国
民
文
学
に
お
い
て
は
︑
作
家
は
一
面
教
育
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ら
う
︒
彼
は
国
民
的
現
実
の
う
ち
に
沈
潜
し
︑
国
民
の
健
全
な
生
活
か

ら
︑
そ
の
精
神
や
感
情
か
ら
学
ぶ
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
言
葉
の
美
的
表
現

に
よ
つ
て
︑
一
層
普
遍
的
な
高
い
も
の
と
し
て
や
り
︑
国
民
の
無
意
識
的

な
も
の
を
さ
へ
意
識
的
な
も
の
と
し
︑
彼
ら
の
感
情
を
浄
化
し
て
や
る
︑

か
く
て
国
民
の
声
は
︑
作
家
の
声
と
な
り
︑
作
家
の
魂
は
国
民
の
魂
と
な

る
︒（
三
八
頁
）

　
こ
こ
で
文
学
者
は
︑
国
民
に
対
す
る
教
育
者
で
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
生
活

の
媒
介
者
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
変
奏
す
れ
ば
︑
赤
木
俊
﹁
国

民
文
学
の
課
題
﹂（﹃
日
本
学
芸
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
一
・
一
〇
）
が
示
す
︑﹁
国
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民
と
文
学
は
今
日
深
い
溝
に
依
つ
て
分
た
れ
て
居
り
︑
い
か
に
し
て
そ
の
溝
を

埋
め
ん
と
す
る
か
に
国
民
文
学
の
最
も
大
き
い
課
題
が
あ
る
﹂
と
国
民
間
の
階

級
差
を
問
題
化
す
る
国
民
文
学
論
と
な
る
︒
す
で
に
読
者
を
問
題
化
し
て
い
た

赤
木
は
︑﹁
広
汎
な
読
者
層
の
成
立
は
国
民
生
活
水
準
の
上
昇
を
要
求
す
る
﹂︑

﹁
国
民
と
い
ふ
の
は
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
確
立
さ
れ
た
人
間
に
依
る
協

同
の
社
会
を
建
設
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
人
々
を
指
す
﹂（
二
面
）
と
︑
国

民
文
化
水
準
の
向
上
を
期
し
つ
つ
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
か
ら
の
国
民

文
学
論
へ
も
近
接
し
て
い
く
︒
政
治
的
な
立
場
を
示
し
た
の
は
︑
岡
澤
秀
虎

﹁﹁
国
民
文
学
﹂
に
つ
い
て
│
│
国
民
主
義
文
学
と
国
家
主
義
文
学
﹂（﹃
早
稲
田

文
学
﹄
一
九
四
一
・
二
）
で
あ
る
︒
同
論
で
岡
澤
は
︑﹁
今
日
︑
所
謂
﹁
昭
和
維

新
﹂
の
新
体
制
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
革
新
的
機
運
が
確
立
さ
れ
る
と
そ
れ
に

呼
応
す
る
が
如
く
︑
こ
の
術
語
が
漠
然
た
る
雰
囲
気
を
持
つ
た
合
言
葉
と
し
て

浮
び
上
つ
て
来
た
﹂（
一
三
二
～
一
三
三
頁
）
と
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
近
代

民
族
国
家
の
成
立
が
生
み
出
し
た
文
化
を
︑﹁
国
民
文
化
﹂
と
名
付
け
︑
そ
の

一
翼
た
る
文
芸
を
﹃
国
民
文
学
﹄
と
呼
ん
だ
﹂
の
だ
と
す
る
岡
澤
は
︑﹁
重
要

な
こ
と
は
︑
文
学
史
上
の
こ
の
﹃
国
民
文
学
﹄
は
︑
そ
の
実
質
に
於
て
︑
近
代

市
民
の
文
芸
﹂（
一
三
六
頁
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
︑﹁
大
政
翼
賛
運

動
に
伴
ふ
新
文
芸
は
︑
国
家
主
義
文
芸
﹂（
一
四
〇
頁
）
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
論

じ
て
︑
同
時
代
の
国
民
文
学
論
を
批
判
す
る
︒

　
④
に
近
い
の
は
︑
石
川
達
三
の
発
言
で
あ
る
︒
石
川
は
﹁
新
文
学
の
出
発

（
上
）︱
︱
批
評
家
に
な
り
す
ぎ
た
作
家
﹂（﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
一
・

二
四
）
で
﹁
私
は
国
民
文
学
の
樹
立
と
い
ふ
言
葉
を
ま
だ
一
度
も
口
に
し
た
こ

と
は
な
い
﹂
と
述
べ
︑﹁
作
家
は
新
体
制
に
つ
い
て
何
も
語
る
必
要
は
な
い
﹂︑

﹁
立
派
な
作
品
を
産
む
こ
と
が
即
ち
彼
の
抱
負
で
あ
り
理
論
﹂（
三
面
）
だ
と
い

う
立
場
を
示
し
た
︒
つ
づ
く
﹁
新
文
学
の
出
発
（
下
）︱
︱
作
家
は
情
熱
を
失

つ
て
ゐ
る
﹂（﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
一
・
二
五
）
で
石
川
は
︑﹁
国
民

文
学
の
提
唱
を
︑
た
だ
単
純
に
︑
良
き
文
学
へ
の
待
望
と
い
ふ
程
度
に
軽
く
考

へ
て
お
き
た
い
﹂
と
述
べ
︑﹁
国
民
文
学
は
提
唱
さ
れ
て
も
作
家
は
み
な
情
熱

を
失
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
﹂
現
状
を
﹁
一
番
い
け
な
い
﹂
と
判
じ
︑﹁
統

制
だ
の
︑
検
閲
だ
の
で
必
要
以
上
に
作
家
を
脅
か
し
て
ゐ
て
は
︑
新
し
い
文
学

は
決
し
て
出
て
来
な
い
﹂（
三
面
）
と
︑
創
作
環
境
の
保
持
を
主
張
し
て
い
た
︒

　
く
わ
え
て
タ
イ
プ
⑤
と
し
て
︑
国
民
文
学
の
内
実
を
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
議
論
し

て
い
く
国
民
文
学
論
が
あ
る
︒
大
衆

0

0

小
説
家
の
村
雨
退
二
郎
は
﹁
文
芸
中
央
会

と
国
民
文
学
﹂（﹃
文
芸
情
報
﹄
一
九
四
一
・
一
）
で
︑﹁
私
は
国
民
文
学
を
︑
純

文
学
単
独
の
問
題
で
な
く
︑
大
衆
文
学
の
新
形
態
で
も
な
く
︑
文
学
一
元
化
と

分
離
で
き
な
い
問
題
と
信
じ
て
居
り
︑
ま
た
浪
曼
主
義
の
復
興
で
は
絶
対
に
な

く
︑﹁
国
民
主
義
の
文
学
﹂
で
あ
り
︑
同
時
に
﹁
新
理
想
主
義
文
学
﹂
と
呼
ぶ

こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
﹂（
一
五
頁
）
と
言
明
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
推
理

0

0

小
説

家
の
木
々
高
太
郎
も
﹁
文
化
時
評
（
４
）︱
︱
文
芸
中
央
会
最
初
の
問
題
﹂（﹃
東 

京
日
日
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
二
・
一
）
で
︑﹁
国
民
文
学
と
い
ふ
称マ

マ呼
の
よ
く

理
解
さ
れ
な
い
の
は
︑
日
本
に
未
だ
に
国
民
文
学
の
称マ

マ呼
に
値
す
る
文
学
が
生

れ
ず
︑
純
文
学
は
私
小
説
の
う
ち
に
︑
大
衆
文
学
は
娯
楽
と
媚
俗
の
う
ち
に
過
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ご
さ
れ
て
来
た
か
ら
﹂
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
し
︑﹁
今
や
し
か
し
︑
従
来

の
文
学
よ
り
湧
き
出
で
て
︑
純
文
学
に
し
て
大
衆
文
学
で
あ
る
筈
の
︑
新
ら
し

い
国
民
文
学
を
待
望
し
︑
こ
れ
を
迎
へ
︑
促
す
こ
と
が
急
務
﹂（
三
面
）
だ
と
︑

村
雨
同
様
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
︒
両
者
と
も
純
文
学
作
家
で
は
な
く
︑
ま

た
︑
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
学
団
体
の
統
合
組
織
で
あ
る
日
本
文
芸
中
央
会
に

関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
な
新
し
い
文
学
を
目

指
し
て
い
た
の
だ
︒

　
こ
の
後
︑﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
﹂
と
い
う
総
題
の
も
と
︑﹃
読
売
新
聞
﹄
紙

上
で
一
四
回
に
わ
た
っ
て
︑
国
民
文
学
（
論
）
を
め
ぐ
る
︑
多
様
な
立
場
の
文

学
者
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
く
︒
こ
こ
ま
で
に
整
理
し
た
①
～
⑤
の
タ
イ
プ

を
手
が
か
り
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
要
所
を
検
討
し
て
い
こ
う
︒

　
本
多
顯
彰
は
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
１
︼︱
︱
何
が
真
の
文
学
か
﹂

（
一
九
四
一
・
二
・
二
七
夕
）
に
お
い
て
︑﹁
国
民
文
学
の
基
礎
が
国
民
生
活
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
は
何
人
も
異
論
は
あ
る
ま
い
﹂
と
し
た
上

で
︑
純
文
学
作
家
︑
大
衆
作
家
い
ず
れ
も
が
そ
れ
に
該
当
し
な
い
と
判
じ
︑

﹁
そ
れ
︹
国
民
文
学
︺
は
澎
湃
と
し
て
盛
り
上
る
国
民
生
活
の
表
現
の
一
つ
と

し
て
お
の
づ
か
ら
生
れ
る
や
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂（
三
面
）
と
述

べ
る
（
②
・
④
）︒
亀
井
勝
一
郎
は
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
２
︼︱
︱
民
族
の

犠
牲
者
﹂（
一
九
四
一
・
二
・
二
八
夕
）
で
︑﹁
わ
が
文
学
史
上
︑
こ
れ
こ
そ
国

民
文
学
だ
と
い
へ
る
代
表
作
品
﹂
と
し
て
﹃
万
葉
集
﹄︑﹃
平
家
物
語
﹄︑﹃
忠
臣

蔵
﹄
を
あ
げ
︑﹁
い
づ
れ
を
と
つ
て
も
︑
そ
の
時
代
の
民
族
の
︑
最
も
心
奥
を

流
れ
た
感
情
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
﹂（
三
面
）
こ
と
を
指
摘
し
た
（
①
）︒
淺
野
晃

は
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
３
︼︱
︱
﹂
確
信
と
歴
史
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
一

夕
）
で
︑﹁
わ
れ
〳
〵
の
仕
事
は
過
去
の
偉
大
な
国
民
文
学
の
伝
統
あ
る
ひ
は

血
統
を
身
を
以
て
護
符
す
る
こ
と
に
あ
る
と
信
ず
る
﹂（
三
面
）
と
持
説
を
繰

り
返
す
（
①
）︒
ま
た
︑
林
房
雄
は
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
５
︼︱
︱
神
聖
な

る
国
民
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
六
夕
）
で
︑﹁
日
本
人
は
今
東
亜
の
生
死
を
賭
し

て
国
民
と
し
て
更
生
せ
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
﹂
こ
と
を
強
調
し
︑﹁
己
れ
に
押
し
︑

人
に
押
し
︑
文
学
の
顔
に
も
押
す
﹁
非
国
民
﹂
の
烙
印
が
必
要
な
の
だ
﹂（
三

面
）
と
言
表
し
て
お
り
（
①
）︑
い
ず
れ
も
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
で
あ

る
︒
丹
羽
文
雄
は
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
４
︼︱
︱
平
作
者
の
努
力
﹂

（
一
九
四
一
・
三
・
五
夕
）
で
︑﹁
国
民
文
学
は
今
日
や
明
日
か
ら
新
し
く
始
ま

る
も
の
で
は
な
く
︑
私
た
ち
は
意
識
的
無
意
識
的
に
か
ゝ
は
ら
ず
︑
国
民
文
学

に
従
事
し
て
き
て
ゐ
る
﹂（
三
面
）
と
述
べ
（
④
）︑
榊
山
潤
も
﹁
国
民
文
学
の

樹
立
へ
︻
８
︼︱
︱
熱
意
の
表
現
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
九
夕
）
で
︑﹁
国
民
的
自

覚
の
新
鮮
と
︑
方
向
へ
の
ゆ
る
み
な
き
協
力
が
︑
国
民
文
学
の
出
発
﹂
だ
と
し

て
︑﹁
国
民
文
学
は
︑
今
日
の
大
い
な
る
熱
意
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂

（
三
面
）
と
述
べ
て
お
り
（
④
）︑
文
学
者
自
身
の
生
活
・
自
覚
へ
の
反
省
が
国

民
文
学
（
論
）
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
る
︒
間
宮
茂
輔
は
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ

︻
６
︼︱
︱
根
本
か
ら
の
考
察
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
七
夕
）
に
お
い
て
︑﹁﹁
国
民

文
学
﹂
に
と
つ
て
の
大
き
な
不
幸
は
︑
そ
れ
が
新
体
制
の
呼
声
に
応
じ
て
誰
が

唱
へ
る
と
も
な
く
唱
へ
ら
れ
始
め
た
︑
と
い
ふ
点
に
あ
る
﹂（
三
面
）
と
指
摘
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し
て
い
る
︒
つ
づ
く
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
７
︼︱
︱
ま
こ
と
の
文
学
﹂

（
一
九
四
一
・
三
・
八
夕
）
で
間
宮
は
︑﹁
多
く
の
国
民
に
親
し
ま
れ
愛
さ
れ
︑

時
に
は
良
き
慰
み
を
︑
時
に
は
激
励
を
注
入
す
る
や
う
な
文
学
を
創
る
と
同
時

に
︑
国
民
の
想
意
を
摑
み
︑
国
民
の
要
求
を
取
上
げ
た
文
学
を
創
ら
ね
ば
な
ら

な
い
﹂（
三
面
）
と
︑
幅
広
い
国
民
読
者
層
へ
訴
え
か
け
る
国
民
の
た
め
の
創

作
を
目
指
す
（
③
）︒
あ
る
い
は
︑
打
木
村
治
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
９
︼

︱
︱
協
同
勤
労
の
精
神
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
一
一
夕
）
の
よ
う
に
︑﹁
農
民
文

学
﹂（
三
面
）
な
ど
︑
す
で
に
他
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
文
学
を
国
民
文
学

だ
と
称
す
議
論
も
み
ら
れ
た
（
後
述
す
る
新
た
な
タ
イ
プ
⑥
）︒
舟
橋
聖
一
は

﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
10
︼︱
︱
生
命
的
流
れ
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
一
三
夕
）

に
お
い
て
︑﹁
日
本
国
民
に
と
つ
て
︑
光
栄
と
な
り
︑
誇
り
と
な
り
︑
且
つ
十

分
な
愛
敬
を
う
け
る
や
う
な
文
学
作
品
を
以
て
︑
は
じ
め
て
国
民
文
学
と
称
し

う
る
﹂
の
だ
と
し
て
︑﹁
日
本
に
於
て
︑
古
く
よ
り
伝
へ
ら
れ
︑
遺
さ
れ
て
来

た
古
典
文
学
作
品
は
︑
殆
ど
悉
く
と
い
つ
て
も
い
ゝ
程
︑
文
学
的
に
優
秀
な
作

品
﹂（
三
面
）
だ
と
評
し
た
︒
つ
づ
く
﹁
国
民
文
学
の
樹
立
へ
︻
11
︼︱
︱
節
操

を
持
せ
よ
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
一
四
夕
）
に
お
い
て
舟
橋
は
︑﹁
現
代
に
於
け

る
国
民
文
学
の
樹
立
と
は
︑
現
代
の
古
典
を
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
作

家
の
覚
悟
の
程
も
︑
並
大
抵
の
こ
と
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
﹂（
三
面
）
と
︑
古

典
に
連
な
る
作
品
を
国
民
文
学
と
考
え
て
い
た
（
①
・
④
）︒
貴
司
山
治
は
﹁
国

民
文
学
の
樹
立
へ
︻
12
︼︱
︱
作
家
の
課
題
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
一
五
夕
）
で
︑

﹁
そ
の
民
族
の
伝
統
精
神
と
︑
国
家
生
活
が
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
国
民
文

学
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
﹂
と
述
べ
︑﹁
そ
れ
に
は
純
文
学
と
か
大
衆
文
学
と
か
︑

歴
史
文
学
と
か
現
代
文
学
と
か
の
区
別
は
あ
え
て
問
は
な
く
て
も
い
ゝ
﹂（
三

面
）
と
些
末
な
ジ
ャ
ン
ル
の
種
差
よ
り
も
︑
民
族
・
生
活
に
即
し
た
エ
ッ
セ
ン

ス
を
強
調
し
て
い
た
（
①
・
④
・
⑤
）︒
海
音
寺
潮
五
郎
は
﹁
国
民
文
学
の
樹

立
へ
︻
13
︼︱
︱
思
想
の
建
設
を
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
一
六
夕
）
に
お
い
て
︑

﹁
国
民
文
学
の
必
須
の
条
件
﹂
と
し
て
﹁
多
数
の
読
者
を
持
ち
得
︑
そ
し
て
そ

の
国
民
へ
の
精
神
的
感
化
力
が
大
で
あ
る
こ
と
﹂
を
あ
げ
︑﹁
日
本
の
古
典
中

か
ら
︑
平
家
物
語

0

0

0

0

︑
八
犬
伝

0

0

0

︑
日
本
外
史

0

0

0

0

の
三
つ
﹂（
三
面
）
を
例
示
し
て
い

る
（
①
・
②
・
③
）︒
先
駆
的
な
国
民
文
学
論
者
で
も
あ
る
高
倉
テ
ル
は
︑﹁
国

民
文
学
の
樹
立
へ
︻
完
︼︱
︱
内
容
と
形
式
﹂（
一
九
四
一
・
三
・
一
八
夕
）
で
︑

﹁﹁
国
民
﹂
ぜ
ん
た
い
の
大
き
な
義
理
人
情
（
倫
理
）
を
ひ
ろ
び
ろ
と
取
り
上
げ
︑

新
ら
し
く
そ
れ
を
国
民
に
自
覚
さ
せ
︑
国
民
に
力
ずマ
マ

よ
い
民
族
的
自
信
と
方
向

を
持
た
せ
る
所
ま
で
行
つ
て
︑
初
め
て
文
学
は
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
高
い
文
学

と
な
る
こ
と
が
出
来
る
﹂（
三
面
）
と
言
表
し
︑
改
め
て
国
民
文
学
を
定
義
し

て
い
る
（
①
・
②
・
③
・
④
）︒

　
し
て
み
る
と
︑
こ
の
シ
リ
ー
ズ
記
事
に
お
け
る
国
民
文
学
論
を
通
覧
し
て
明

ら
か
な
の
は
︑
大
半
が
こ
れ
ま
で
に
議
論
さ
れ
て
き
た
論
点
の
反
復
で
あ
る
こ

と
と
︑
民
族
主
義
的
な
観
点
が
ほ
と
ん
ど
の
国
民
文
学
論
に
︑
そ
れ
と
し
て
目

立
つ
こ
と
な
く
︑
逆
に
い
え
ば
ご
く
自
然
な
要
素
と
し
て
多
く
浸
潤
し
て
き
た

こ
と
で
あ
る
︒
江
馬
修
﹁
国
民
文
学
と
は
何
ぞ
や
（
下
）︱
︱
農
民
生
活
の
中

に
﹂（﹃
信
濃
毎
日
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
三
・
七
）
に
至
っ
て
は
︑
国
民
文
学
を



112

﹁
一
言
で
国
策
文
学
︑
も
し
く
は
大
政
翼
賛
文
学
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
︑

日
本
民
族
の
本
質
と
特
性
を
描
く
と
共
に
︑
新
東
亜
建
設
と
い
ふ
大
き
な
政
治

的
目
標
に
読
者
を
総
動
員
す
る
に
役
立
た
し
め
る
や
う
な
文
学
の
事
﹂（
三
面
）

だ
と
言
明
す
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
大
勢
と
し
て
は
小
口
優
が
﹁
国
民
文

学
﹂（﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
四
一
・
三
）
で
指
摘
す
る
通
り
︑﹁
国
民
文
学
の
必

要
は
異
口
同
音
に
力
説
さ
れ
て
ゐ
る
が
︑
国
民
文
学
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る

か
︑
或
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ

つ
て
そ
の
見
解
主
張
に
著
し
い
相
違
が
見
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
︑
否
︑
大
抵
の

人
は
こ
の
言
葉
の
曖
昧
な
の
を
利
用
し
て
︑
こ
れ
に
各
自
勝
手
の
意
味
を
持
た

せ
て
或
は
全
く
何
の
意
味
も
持
た
せ
ず
に
使
つ
て
ゐ
る
﹂（
七
五
頁
）
の
だ
︒

こ
う
し
て
︑
盛
ん
に
産
出
さ
れ
て
い
く
国
民
文
学
論
言
説
が
国
民
文
学
の
概
念

を
再
編
成
し
て
い
く
と
同
時
に
︑
個
々
の
言
表
に
お
い
て
は
︑
当
時
の
書
き
手

た
ち
の
目
に
映
じ
た
︑
文
学
の
諸
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒

　
こ
こ
ま
で
に
あ
げ
た
国
民
文
学
論
の
タ
イ
プ
①
～
⑥
の
他
に
も
︑
こ
の
時
期

に
は
新
た
な
見
解
が
示
さ
れ
も
し
た
︒
ま
ず
︑
先
に
挙
げ
た
新
た
な
タ
イ
プ
⑥

の
補
足
を
し
て
お
く
︒
多
様
な
レ
ッ
テ
ル
文
学
の
﹁
総
合
﹂（
五
面
）
を
国
民

文
学
に
求
め
る
土
屋
光
司
﹁
国
民
文
学
へ
の
期
待
﹂（﹃
日
本
学
芸
新
聞
﹄

一
九
四
一
・
五
・
一
〇
）︑﹁
真
の
郷
土
文
学
で
あ
る
こ
と
が
︑
国
民
文
学
の
母

胎
で
あ
り
︑
国
民
文
学
の
リ
ア
リ
テ
イ
は
︑
そ
れ
が
郷
土
文
学
で
あ
る
こ
と
の

な
か
に
あ
る
﹂（
五
三
頁
）
と
主
張
す
る
古
谷
綱
武
﹁
郷
土
文
学
こ
そ
国
民
文

学
﹂（﹃
文
化
日
本
﹄
一
九
四
一
・
三
）︑
論ト
ピ
ツ
ク題
通
り
農
民
文
学
︑
大
陸
開
拓
文
学

を
掲
げ
る
︑
岩
倉
政
治
﹁
農
民
文
学
と
国
民
文
学
﹂（
加
藤
武
雄
ほ
か
﹃
国
民
文

学
の
構
想
﹄
聖
紀
書
房
︑
一
九
四
二
）︑
福
田
清
人
﹁
国
民
文
学
と
し
て
の
大
陸

開
拓
文
学
﹂（
同
前
）
な
ど
が
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
関
し
て
︑
田
中
幾
太
郎
は

﹁
国
民
文
学
の
軌
跡
﹂（﹃
日
本
学
芸
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
五
・
一
〇
）
に
お
い
て
︑

﹁
要
は
た
ゞ
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
︑
一
つ
の
時
代
の
流
行
冠
詞
と
し
て
余
り

﹃
国
民
文
学
﹄
な
る
文
学
を
濫
用
し
な
い
こ
と
ゝ
︑
作
者
自
身
も
︑
た
だ
漠
然

と
無
暗
に
﹃
国
民
文
学
﹄
な
ど
の
銘
を
符
さ
な
い
こ
と
が
肝
要
﹂（
五
面
）
だ

と
言
表
し
て
い
た
︒
逆
に
い
え
ば
︑
国
民
文
学
と
い
う
用
語
に
様
々
な
ジ
ャ
ン

ル
を
代
入
す
る
⑥
の
タ
イ
プ
は
︑
国
民
文
学
論
が
継
続
さ
れ
て
き
て
も
な
お
︑

そ
の
内
実
が
不
分
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
可
能
な
議
論
と
な
っ
て
い
る
の
だ
︒

　
他
に
︑
政
治
主
導
に
よ
る
国
民
文
学
論
と
し
て
︑
新
体
制
運
動
後
︑
日
本
文

芸
中
央
会
も
﹁
国
民
文
芸
の
樹
立
と
は
︑
国
家
の
直
面
せ
る
歴
史
的
現
実
の
中

に
国
民
生
活
の
真
実
を
摑
み
取
り
︑
民
族
発
展
の
歴
史
的
必
然
の
過
程
と
一
致

し
て
国
民
の
精
神
を
振
興
さ
せ
︑
国
家
を
し
て
︑
当
面
に
は
東
亜
共
栄
圏
に
於

て
︑
窮
極
に
は
世
界
に
於
て
︑
最
高
の
文
化
国
家
た
ら
し
む
る
た
め
に
︑
文
芸

の
側
か
ら
翼
賛
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
﹂（﹁
日
本
文
芸
中
央
会
の
使
命
﹂

﹃
日
本
学
芸
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
三
・
一
〇
︑四
面
）
と
い
う
指
針
の
も
と
で
国
民

文
学
の
実
作
を
目
指
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
日
本
文
学
の
古
典
が
再
評
価
さ
れ
て

い
く
中
︑
近
藤
忠
義
は
﹁
国
文
学
と
国
民
文
学
　
文
壇
人
と
国
文
学
者
の
握
手

が
急
務
﹂（﹃
帝
国
大
学
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
三
・
二
六
）
で
︑﹁
文
壇
人
と
国
文

学
者
と
が
︑
在
来
の
無
縁
状
態
を
一
擲
し
て
︑
双
方
の
武
器
を
貸
与
し
合
ふ
こ
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と
の
出
来
る
や
う
な
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
つ
く
り
出
す
や
う
協
力
し
な
く
て
は
な

ら
ぬ
﹂（
八
面
）
と
︑
実
作
者
と
国
文
学
者
の
連
携
を
呼
び
か
け
て
も
い
た
︒

Ⅲ

－

３

　
こ
こ
で
︑
昭
和
一
〇
年
代
の
国
民
文
学
論
・
第
二
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
一
年

後
︑
メ
タ
国
民
文
学
論
か
ら
も
検
討
を
進
め
た
い
︒
先
行
研
究
に
あ
た
る
小
松

伸
六
﹁
戦
争
文
学
の
展
望
﹂
で
は
︑﹁
戦
争
文
学
の
第
二
期
に
入
つ
た
昭
和

十
五
・
六
年
頃
の
﹁
国
民
文
学
﹂
要
望
の
声
は
︑
折
角
戦
場
文
学
に
あ
き
た
ら

ぬ
反
省
と
し
て
も
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
︑
作
品
と
し
て
は
何
一
つ
結
実

せ
ず
﹁
西
郷
隆
盛
﹂（
林
房
雄
）
と
か
﹁
楠
正
成
﹂（
淺
野
晃
）
の
よ
う
な
﹁
自

我
﹂
の
意
識
の
一
ぺ
ん
す
ら
感
じ
さ
せ
ぬ
神
秘
的
な
自
称
歴
史
小
説
が
国
民
文

学
の
代
用
品
と
し
て
登
場
し
た
﹂

（
12
）

と
批
判
的
に
論
及
さ
れ
て
い
る
︒

　
同
時
代
に
戻
れ
ば
︑
第
一
に
︑
板
垣
直
子
﹃
事
変
下
の
文
学
﹄（
第
一
書
房
︑

一
九
四
一
）
が
あ
る
︒
板
垣
は
︑﹁
四
〇
年
の
秋
に
な
つ
て
国
民
文
学
の
議
論

に
就
い
て
の
特
輯
が
︑
か
な
り
多
く
現
は
れ
た
﹂
こ
と
に
論
及
し
て
い
る
が
︑

そ
れ
を
﹁
或
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
︑
こ
ん
ど
は
﹁
国
民
文
学
﹂
と
い
ふ
名
前

を
考
へ
つ
い
た
﹂︑﹁
そ
し
て
そ
れ
が
方
々
へ
う
つ
つ
て
い
つ
た
﹂（
三
九
〇
頁
）

と
い
う
言
説
上
の
出
来
事
と
み
て
お
り
︑
国
民
文
学
に
つ
い
て
は
﹁
文
学
本
来

の
文
化
的
使
命

0

0

0

0

0

を
一
層
強
め
た
る
質
的
に
向
上
し
た
作
品
を
作
る
こ
と
﹂
だ
と

﹁
解
釈
﹂
し
︑
し
か
も
そ
れ
が
﹁
作
家
と
い
ふ
も
の
の
国
策
に
参
与
す
る
最
も

有
効
に
し
て
特
有
の
道
﹂（
三
九
一
頁
）
だ
と
捉
え
て
い
た
︒
第
二
に
︑
無
署

名
﹁
新
潮
評
論
　
国
民
文
学
に
つ
い
て
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
四
一
・
五
）
で
も
︑

﹁
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
は
︑
国
民
文
学
論
が
盛
ん
に
行
は
れ
て
ゐ
る
﹂
と

い
う
現
状
把
握
が
示
さ
れ
た
上
で
︑﹁
新
聞
の
学
芸
欄
︑
文
学
専
門
雑
誌
︑
そ

の
他
文
学
に
関
係
の
あ
る
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
︑
何
か
彼
か
国
民
文
学
に

つ
い
て
論
じ
︑
ど
う
い
ふ
意
味
で
か
国
民
文
学
の
問
題
に
触
れ
て
を
ら
ぬ
も
の

は
な
い
﹂（
五
頁
）
と
い
っ
た
言
説
状
況
自
体
が
重
視
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
国

民
文
学
論
の
内
実
が
﹁
や
つ
ぱ
り
各
人
各
説
で
︑
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
に
過
ぎ

な
い
﹂︑﹁
国
民
文
学
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
作
品
の
数
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑

形
式
か
ら
い
つ
て
も
︑
内
容
か
ら
言マ
マ

つ
て
も
︑
余
り
に
多
様
性
に
富
む
が
た
め

に
︑
国
民
文
学
と
い
ふ
特
殊
な
性
格
が
相
殺
さ
れ
合
つ
て
︑
却
つ
て
暖
味
な
︑

摑
ま
へ
に
く
い
も
の
に
な
つ
て
し
ま
ふ
﹂（
七
頁
）
の
だ
と
︑
言
説
状
況
が
国

民
文
学
論
を
霧
散
さ
せ
て
い
く
様
相
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒
第
三
に
︑
江
馬
修

は
﹁
文
学
と
国
民
性
﹂（﹃
日
本
学
芸
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
六
・
一
〇
）
で
︑
や
は

り
﹁
最
近
数
年
間
︑
国
民
文
学
の
呼
び
声
が
高
い
﹂︑﹁
文
学
と
国
民
性
と
云
ふ

や
う
な
問
題
で
あ
ち
こ
ち
で
論
議
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
こ
と
に
ふ
れ
︑﹁
今
頃
ど
ん

な
理
由
で
今
さ
ら
ら
し
く
国
民
文
学
が
提
唱
さ
れ
た
り
︑
文
学
と
国
民
性
の
問

題
が
論
じ
ら
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
﹂
と
い
う
問
い
を
立
て
︑

﹁
大
き
な
原
因
の
一
つ
﹂
と
し
て
﹁
一
時
ヤ
ン
ガ
ー
ゼ
ネ
レ
ー
シ
ヨ
ン
を
風
靡

し
て
ゐ
た
国
際
主
義
的
な
思
潮
が
︑
人
々
か
ら
多
く
の
国
民
性
を
喪
失
せ
し
め
︑

文
学
に
於
い
て
も
非
国
民
的
な
傾
向
が
多
く
な
つ
た
と
見
ら
れ
た
事
﹂（
二
面
）

を
あ
げ
て
い
る
︒
同
様
に
︑
加
藤
武
雄
も
﹁
国
民
文
学
小
論
﹂（
加
藤
武
雄
ほ
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か
﹃
国
民
文
学
の
構
想
﹄
聖
紀
書
房
︑
一
九
四
二
）
で
︑﹁
古
典
と
絶
縁
し
︑
歴

史
を
忘
却
し
︑
唯
︑
ひ
た
す
ら
に
欧
米
の
そ
れ
に
追
従
し
た
の
が
︑
明
治
以
降

の
新
文
学
﹂
だ
と
捉
え
た
上
で
︑﹁
こ
ゝ
に
於
て
︑
日
本
精
神
を
基
調
と
し
た

新
文
化
の
樹
立
が
要
求
さ
れ
︑
同
時
に
︑
国
民
文
学
の
建
設
が
提
唱
さ
れ
る
に

至
つ
た
の
は
︑
当
然
過
ぎ
る
ほ
ど
当
然
の
事
だ
﹂（
二
五
九
～
二
六
〇
頁
）
と
国

民
文
学
論
隆
盛
の
要
因
を
指
摘
し
︑
国
民
文
学
は
﹁
外
来
思
想
の
影
響
の
下
に

久
し
く
忘
れ
て
ゐ
た
我
等
の
伝
統
を
回
顧
す
る
事
か
ら
は
じ
ま
る
﹂（
二
八
〇

頁
）
の
だ
と
言
表
し
て
い
た
︒
第
四
と
し
て
︑
小
田
切
秀
雄
は
﹁
国
民
文
学
論

へ
の
省
察
﹂（﹃
日
本
文
芸
﹄
一
九
四
一
・
七
）
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
た
︒

近
代
日
本
の
文
学
が
国
民
の
う
ち
か
ら
孤
立
し
て
永
く
自
己
封
鎖
的
な
い

と
な
み
を
つ
づ
け
て
来
た
こ
と
へ
の
反
省
は
︑
す
で
に
数
年
前
繰
り
返
し

論
議
さ
れ
た
文
学
大
衆
化
の
問
題
の
な
か
に
強
く
意
識
さ
れ
て
ゐ
た
の
で

あ
つ
た
が
︑
そ
の
後
も
横
光
利
一
の
﹁
純
粋
小
説
論
﹂
の
提
唱
の
な
か
に

同
じ
反
省
が
全
く
別
の
方
向
に
於
い
て
意
識
さ
れ
て
以
来
︑
文
学
を
国
民

万
人
の
も
の
と
す
る
た
め
の
努
力
は
現
代
文
学
の
根
本
的
な
課
題
の
一
つ

と
し
て
残
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
小
田
切
は
︑
国
民
文
学
論
の
来
歴
を
文
学
（
者
）
と
国
民
（
読

者
）
の
乖
離
か
ら
捉
え
つ
つ
︑﹁
そ
れ
が
最
近
に
至
つ
て
国
民
文
学
の
要
望
と

い
ふ
形
で
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
つ
て
来
た
﹂（
六
頁
）
の
だ
と
︑
一
連
の
動

向
を
整
理
す
る
︒
同
様
の
乖
離
に
つ
い
て
は
︑
古
谷
綱
武
も
﹁
国
民
文
学
の
童

話
性
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
四
一
・
五
）
で
︑﹁
国
民
文
学
へ
の
要
望
﹂
の
な
か
に

﹁
小
説
家
と
小
説
の
︑
一
般
社
会
か
ら
の
遊
離
を
埋
め
よ
う
と
す
る
願
ひ
︑
埋

め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
考
へ
﹂（
八
六
頁
）
を
見
出
し
て
い
た
︒

　
こ
う
し
た
時
期
に
︑
淺
野
晃
は
評
論
集
﹃
国
民
文
学
論
﹄（
高
山
書
院
︑

一
九
四
一
）
を
上
梓
し
︑
そ
の
﹁
跋
﹂
に
﹁
こ
れ
を
特
に
国
民
文
学
論
と
題
し

た
の
は
︑
今
日
国
民
文
学
と
い
ふ
言
葉
が
あ
ま
り
に
濫
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
嘆

か
は
し
い
か
ら
﹂（
二
八
一
頁
）
だ
と
い
う
一
節
を
書
き
つ
け
る
︒
昭
和
一
〇

年
代
を
通
じ
て
︑
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
を
主
張
し
て
き
た
淺
野
は
︑
旧

来
の
議
論
を
政
局
の
追
い
風
を
受
け
て
再
文
脈
化
し
な
が
ら
︑
論ト
ピ
ツ
ク題

と
し
て
国

民
文
学
論
を
再
提
示
し
て
い
く
︒
こ
う
し
た
動
向
に
即
し
て
︑
中
河
與
一
は

﹁
新
し
い
国
民
文
学
の
性
格
﹂（﹃
雄
弁
﹄
一
九
四
一
・
九
）
で
︑
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
︒

国
民
文
学
と
い
ふ
も
の
は
︑
唯
国
策
に
沿
つ
て
居
る
か
ら
よ
い
と
か
︑
或

は
現
在
の
時
勢
に
合
つ
て
居
る
か
ら
結
構
だ
と
か
い
つ
た
だ
け
の
も
の
で

は
な
く
︑
本
当
に
民
族
精
神
︑
国
民
精
神
を
昂
め
る
も
の
な
ら
ば
︑
必
ず

し
も
国
策
の
事
を
書
い
て
な
く
と
も
︑
真
の
意
味
の
国
民
文
学
で
あ
る
と

思
ふ
の
で
す
︒（
三
七
頁
）
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ま
た
︑
吹
田
順
助
は
﹁
国
民
文
学
発
生
の
必
然
性
︱
︱
止
揚
さ
れ
て
到
達
す

る
全
体
化
の
傾
向
﹂（﹃
帝
国
大
学
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
一
〇
・
二
〇
）
に
お
い
て
︑

﹁
今
後
の
日
本
の
国
民
文
学
は
そ
の
基
調
に
お
い
て
日
本
精
神
︑
民
族
意
識
︑

協
同
体
的
感
情
を
持
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
指
針
を
示
し
︑

﹁
日
本
の
文
学
者
は
従
来
の
個
人
主
義
的
・
小
我
的
立
場
か
ら
脱
却
し
て
︑
新

し
い
精
神
的
立
脚
地
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
﹂（
八
面
）
と
︑
国
民
文
学
の
書

き
手
た
る
文
学
者
の
変
化
を
促
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
当
時
の
状
況
を
正
し

0

0

く0

ふ
ま
え
︑
国
策
や
政
治
を
突
き
抜
け
た
適
切
な

0

0

0

精
神
こ
そ
が
国
民
文
学
の
要

件
だ
と
さ
れ
て
い
く
︒

　
ま
た
︑
国
民
文
学
と
し
て
の
戦
争
文
学
も
注
目
を
集
め
て
い
く
︒
佐
藤
観
次

郎
は
﹁
真
実
の
強
さ
﹂（﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
四
一
・
九
）
で
︑
ま
ず
︑﹁
今
日
︑

国
民
文
学
と
い
ふ
も
の
が
︑
世
上
に
何
にマ
マ

か
と
問
題
に
な
つ
て
ゐ
る
が
︑
私
は

こ
の
史
上
空
前
の
大
事
変
に
際
会
し
た
日
本
国
民
の
中
か
ら
︑
特
に
戦
争
の
絶

対
面
に
際
会
し
て
︑
自
分
の
生
命
を
曝
し
た
体
験
者
が
︑
一
国
民
と
し
て
の
強

き
表
現
力
を
も
つ
て
︑
新
ら
し
い
国
民
文
学
の
形
を
示
めマ
マ

し
て
貰
ひ
た
い
し
︑

そ
の
文
学
の
生
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
一
人
﹂（
二
五
頁
）
だ
と
い
う
立
場
を

明
示
し
︑
次
の
よ
う
に
し
て
具
体
的
な
戦
争
文
学
を
あ
げ
つ
つ
︑
そ
れ
ら
の
共

通
点
も
指
摘
し
て
い
く
︒

独
り
火
野
氏
の
作
品
︹
火
野
葦
平
﹃
土
と
兵
隊
﹄︺
の
み
な
ら
ず
︑
上
田
廣

氏
の
﹃
黄
塵
﹄
に
し
て
も
︑
日
比
野
士
朗
氏
の
﹃
呉
淞
ク
リ
ー
ク
﹄
に
し

て
も
︑
棟
田
博
氏
の
﹃
分
隊
長
の
手
記
﹄
に
し
て
も
︑
里
村
欣
三
氏
の
﹃
徐

州
戦
﹄
に
し
て
も
︑
皆
戦
争
の
現
実
に
ぶ
つ
か
つ
て
︑
そ
の
生
々
し
い
体

験
を
実
際
に
よ
く
描
破
し
た
も
の
で
あ
る
︒︹
略
︺
そ
れ
︹
表
現
の
強
さ
︺

は
︑
作
者
が
︑
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
境
地
か
ら
︑
真
面
目
な
も
の
を
抉
り
出

し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
と
見
る
︒（
二
六
頁
）

　
他
に
も
︑
中
務
保
二
が
﹁
戦
争
文
学
私
見
﹂（﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
四
一
・
九
）

で
︑﹁
国
民
の
共
通
心
理
の
上
に
立
つ
て
文
学
作
品
が
生
れ
る
な
ら
ば
︑
こ
れ

を
新
し
い
意
味
の
戦
争
文
学
と
言
へ
る
﹂
と
し
て
︑﹁
国
民
が
国
を
あ
げ
て
闘

ふ
戦
争
目
的
完
遂
す
る
た
め
に
生
き
ぬ
く
国
民
生
活
を
描
い
た
文
学
﹂
を
﹁
戦

争
文
学
﹂
＝
﹁
国
民
文
学
﹂（
三
七
頁
）
だ
と
捉
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
河
本
敦
夫 

も
︑﹁
芸
術
の
公
共
性
と
国
民
文
学
﹂（﹃
京
都
帝
国
大
学
新
聞
﹄
一
九
四
一
・
一
一
・ 

五
）
で
︑﹁
真
の
文
芸
は
国
民
共
同
体
の
体
験
を
美
的
に
形
象
化
す
る
も
の
で

あ
り
︑
本
来
国
民
的
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
ゐ
る
﹂（
四
面
）
と
言
表
し

て
い
る
︒﹁
呉
淞
ク
リ
ー
ク
﹂
の
著
者
で
あ
る
日
比
野
士
朗
も
︑﹁
戦
争
と
日
本

文
学
﹂（
加
藤
武
雄
ほ
か
﹃
国
民
文
学
の
構
想
﹄
聖
紀
書
房
︑
一
九
四
二
）
に
お
い

て
︑﹁
戦
争
そ
の
も
の
が
︑
国
民
全
部
の
最
も
身
近
い
関
心
の
的
で
あ
つ
た
こ

と
﹂（
一
四
五
頁
）
に
注
意
を
喚
起
し
た
上
で
︑﹁
戦
争
文
学
が
直
接
に
民
衆
の

支
持
を
得
た
﹂
理
由
と
し
て
︑﹁
作
者
自
身
が
︑
一
兵
士
と
し
て
︑
崇
高
な
戦

争
の
理
念
に
鍛
へ
ら
れ
︑
し
か
も
一
身
を
鴻
毛
の
軽
き
に
置
い
た
と
い
ふ
︑
激

し
い
戦
場
の
条
件
を
備
へ
て
ゐ
た
﹂（
一
四
五
～
一
四
六
頁
）
こ
と
を
あ
げ
︑
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﹁
戦
争
文
学
と
い
ふ
も
の
は
新
し
い
国
民
文
学
と
し
て
︑
文
壇
の
な
か
に
ぬ
つ

と
姿
を
現
し
て
来
た
﹂（
一
四
九
頁
）
と
振
り
返
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑

タ
イ
プ
⑥
の
最
新
版
と
し
て
戦
争
文
学
も
ま
た
国
民
文
学
論
と
い
う
文
脈
の
中

へ
と
と
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
︒

　
そ
う
し
た
戦
争
文
学
の
書
き
手
で
あ
る
上
田
廣
は
︑﹁
ひ
と
つ
の
問
題
﹂

（﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
四
一
・
九
）
で
﹁
ひ
と
こ
ろ
︑
国
民
文
学
論
が
盛
ん
で

あ
つ
た
﹂
こ
と
に
ふ
れ
︑﹁
然
し
ま
だ
︑
各
人
各
説
で
︑
帰
す
る
と
こ
ろ
を
知

ら
な
い
感
じ
﹂
だ
と
感
触
を
述
べ
つ
つ
︑﹁
そ
の
う
ち
に
︑
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム

に
も
倦
き
ら
れ
︑
今
に
消
え
て
し
ま
い
さ
う
な
気
も
す
る
﹂（
三
二
頁
）
と
︑

言
説
の
ゆ
く
え
を
予
示
し
て
い
た
︒

　
実
際
︑
上
田
の
発
言
に
前
後
し
て
︑
国
民
文
学
論
の
失
速
が
語
ら
れ
て
い
く
︒

無
署
名
﹁
文
壇
余
録
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
四
一
・
一
〇
）
に
お
い
て
は
︑﹁
国
民
文

学
に
対
す
る
論
議
が
︑
盛
ん
に
行
は
れ
た
の
は
︑
た
し
か
去
年
の
秋
ご
ろ
か
ら

以
後
の
こ
と
だ
つ
た
﹂︑﹁
そ
し
て
今
年
の
三
四
月
の
こ
ろ
ま
で
は
︑
相
当
の
関

心
と
熱
意
と
が
あ
る
ら
し
く
︑
誰
も
彼
も
国
民
文
学
に
対
し
て
一
応
の
意
見
を

試
み
た
﹂（
二
二
頁
）
と
国
民
文
学
論
の
隆
盛
を
振
り
返
っ
た
上
で
︑﹁
一
時
の
流 

行
と
し
て
︑
誰
も
彼
も
﹁
国
民
文
学
々
々
々
々
﹂
で
あ
つ
た
も
の
が
︑
今
で
は

け
ろ
り
と
忘
れ
果
て
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
﹂
こ
と
に
﹁
慨
嘆
﹂（
二
三
頁
）
し
て
い
る
︒ 

ま
た
︑
淺
見
淵
﹁
昭
和
十
六
年
の
創
作
界
﹂（﹃
若
草
﹄
一
九
四
一
・
一
二
）
に

お
い
て
も
︑﹁
昭
和
十
六
年
の
創
作
界
を
顧
み
て
︑
先
づ
浮
ぶ
の
は
︑
去
年
か

ら
し
き
り
に
国
民
文
学
要
望
の
声
が
盛
ん
で
そ
の
論
議
も
相
当
活
発
に
行
は
れ

た
の
に
も
拘
ら
ず
︑
国
民
文
学
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
近
い
作
品
も
現
は
れ
な
か

つ
た
と
い
ふ
こ
と
﹂（
一
一
頁
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
短
期
間

に
お
け
る
国
民
文
学
論
の
隆
盛
と
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
り

0

0

が
な
か
っ
た

こ
と
が
批
判
的
に
回
顧
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
の
文
学
場
で
は
︑﹁
国
民
文
学

よ
り
も
歴
史
文
学
の
方
が
︑
い
つ
の
ま
に
か
盛
ん
に
な
つ
た
﹂（
板
垣
直
子
﹁
文

芸
時
評
　
歴
史
小
説
の
進
む
べ
き
方
向
﹂﹃
新
文
化
﹄
一
九
四
二
・
七
︑三
二
頁
）
の

だ
︒

　
た
だ
し
︑
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
国
民
文
学
論
言
説
の
歴
史
的
な
特
質
と

は
︑
何
か
し
ら
の
実
作
や
国
民
文
学
論
の
定
義
な
ど
と
は
別
に
あ
っ
た
︒
多
様

な
立
場
か
ら
国
民
や
文
学
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
言
表
が
産
出
さ
れ

つ
づ
け
︑
そ
う
し
た
国
民
文
学
論
が
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
（
＝
装
置
）
と
な
っ

て
︑
こ
の
時
期
の
諸
問
題
が
言
表
さ
れ
て
い
く
側
面
に
こ
そ
︑
国
民
文
学
論
の

意
義
を
み
る
べ
き
な
の
だ
︒

　
本
節
の
ま
と
め
を
か
ね
て
︑
こ
こ
で
国
民
文
学
論
が
浮
上
さ
せ
た
諸
問
題
を

改
め
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
︒
ま
ず
は
︑
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
国
民
文
学

論
・
第
二
の
ピ
ー
ク
後
に
発
表
さ
れ
た
メ
タ
言
説
と
し
て
︑
村
雨
退
二
郎
﹁
日

本
小
説
文
学
の
原
理
﹂（
加
藤
武
雄
ほ
か
﹃
国
民
文
学
の
構
想
﹄
聖
紀
書
房
︑

一
九
四
二
）
を
参
照
し
て
お
く
︒
村
雨
は
︑﹁
国
民
文
学
の
声
が
高
く
な
つ
た

の
は
︑
日
本
が
ひ
そ
か
に
米
英
と
の
決
戦
を
決
意
し
︑
長
期
戦
体
制
に
突
入
し

た
頃
で
あ
つ
た
﹂︑﹁
対
米
英
宣
戦
布
告
の
一
年
前
︑
昭
和
十
五
年
の
秋
か
ら
冬

に
か
け
て
︑
国
民
文
学
は
文
壇
の
日
程
に
登
り
︑
ヂ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
こ
れ
を



昭和一〇年代の国民文学論――文学場のインターフェイス

117

日
本
文
学
の
画
期
的
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
採
上
げ
た
﹂
と
︑
ブ
ー
ム
を
振
り
返
り

な
が
ら
次
の
よ
う
に
問
題
化
し
て
い
く
︒

　
こ
の
問
題
︹
国
民
文
学
論
︺
の
提
起
さ
れ
た
時
機
の
善
悪
を
私
は
知
ら

な
い
︒
あ
る
ひ
は
︑
か
う
い
ふ
時
機
で
な
け
れ
ば
採
上
げ
な
い
ほ
ど
︑
日

本
の
文
学
者
の
西
洋
心
酔
は
徹
底
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
の
意

味
で
は
︑
む
し
ろ
絶
好
の
時
機
を
捉
へ
た
と
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
︑

一
面
︑
国
民
文
学
の
誤
解
︑
曲
解
は
︑
こ
の
時
機
の
特
殊
的
で
あ
る
こ
と

に
関
係
し
て
ゐ
る
の
で
︑
時
機
を
誤
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
る
︒

　
と
に
か
く
︑
政
治
的
社
会
的
圧
力
に
よ
つ
て
捲
起
さ
れ
た
文
壇
新
体
制
︑

文
学
者
の
国
策
協
力
と
い
ふ
こ
と
が
︑
同
時
に
起
つ
た
国
民
文
学
運
動
と
︑

機
械
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
︑
国
民
文
学
の
進
展
に
予
想
外
の
大

き
な
障
害
と
な
つ
た
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒（
一
八
三

頁
）

　
こ
こ
に
は
︑
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
国
民
文
学
論
の
特
徴
の
一
面
が
集
約

さ
れ
て
い
る
︒
も
と
よ
り
︑
国
民
文
学
論
は
文
学
場
に
お
け
る
文
学
（
者
）
の

問
題
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
論ト
ピ
ツ
ク題

は
そ
も
そ
も
︑
国
内
外
の
政
治
動
向
に
直
接
的

に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
も0

あ
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
具
体
的
な
か
た
ち
を
と
る
と
︑

新
体
制
運
動
（
大
政
翼
賛
会
）
や
日
本
文
芸
中
央
会
の
指
導

0

0

を
う
け
る
こ
と
と

も
な
り
︑
こ
こ
に
文
化
統
制
や
各
種
文
学
団
体
と
の
関
わ
り
も
生
じ
︑
ひ
ろ
く

国
民
文
化
が
論
じ
ら
れ
も
し
た
︒
他
に
も
︑
民
族
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑

フ
ァ
シ
ズ
ム
が
論
じ
ら
れ（

13
）

︑
そ
れ
に
対
峙
す
る
警
戒
論
も
展
開
さ
れ
る
中
︑
日

本
文
学
史
上
に
お
け
る
古
典
作
品
の
再
評
価
が
進
み
︑
韻
文
（
詩
や
短
歌
）
へ

の
注
目
も
進
ん
だ
︒
伝
統
的
な
韻
文
に
対
し
︑
散
文
が
西
洋
由
来
の
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
る
こ
と
も
再
認
識
さ
れ
︑
西
洋
（
文
化
）
／
東
洋
（
文
化
）
の
二
項
対
立

は
︑
や
が
て
大
東
亜
共
栄
圏
と
い
う
思
想
へ
と
至
る
︒
文
学
場
で
は
︑
レ
ッ
テ

ル
文
学
・
国
策
文
学
が
議
論
さ
れ
る
う
ち
に
︑
戦
場
を
体
験
し
た
兵
士
に
よ
る

戦
争
文
学
が
圧
倒
的
な
説
得
力
・
影
響
力
を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑

こ
う
し
た
文
学
場
の
変
化
に
伴
い
な
が
ら
︑
文
学
者
た
ち
は
︑
昭
和
一
〇
年
代

の
歴
史
の
渦
中
で
文
学
と
は
何
か
︑
文
学
者
と
し
て
の
存
在
意
義
（
何
を
書
く

か
︑
い
か
に
生
き
る
か
）
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
く
中
︑
国
民
と
い
う
概
念

＝
用
語
の
意
味
内
容
も
変
容
を
遂
げ
︑
書
き
手
た
る
文
学
者
と
そ
の
読
み
手
で

あ
る
国
民
の
関
係
性
も
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
遂
行
に
向
け
て
再
編
成
さ

れ
て
い
っ
た
︒

　
昭
和
一
〇
年
代
の
国
民
文
学
論
は
︑
ブ
ー
ム
に
限
れ
ば
昭
和
一
六
年

（
一
九
四
一
）
に
収
束
す
る
︒
た
だ
し
︑
国
民
文
学
論
が
文
学
場
の
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
で
も
あ
っ
た
以
上
︑
そ
の
機
能
は
以
後
も
つ
づ
い
て
い
く
︒

Ⅳ

　
本
稿
の
課
題
は
︑
前
節
ま
で
に
一
応
の
検
討
を
終
え
た
︒
と
い
う
の
も
︑
ア
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ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
開
戦
以
後

0

0

に
語
ら
れ
る
国
民
文
学
論
は
︑
従
来
か
ら
二
つ

の
意
味
で
質
的
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
か
ら
だ
︒
第
一
に
︑
言
表
内
容
の
大
半

は
従
来
の
国
民
文
学
論
の
反
復
で
あ
り
︑
第
二
に
︑
時
局
・
戦
局
の
推
移
に
伴

い
︑
文
学
論
が
す
べ
か
ら
く
国
家
や
国
民
を
主
題
と
す
る
状
況
と
な
っ
て
お
り
︑

こ
と
さ
ら
に
国
民
文
学
論
を
主
張
す
る
意
義
が
う
す
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
︑
つ

ま
り
は
昭
和
一
〇
年
代
に
議
論
さ
れ
て
き
た
国
民
文
学
論
の
総
体
が
︑
文
学
場

に
お
け
る
前
提
条
件
と
化
し
て
い
く
の
が
昭
和
一
〇
年
代
末
の
状
況
な
の
だ
︒

　
こ
う
し
た
歴
史
の
推
移
は
︑
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ 

る
︒
本
多
顕
彰
は
﹁
新
文
学
の
基
礎
︱
︱
地
道
な
思
考
﹂（﹃
日
本
評
論
﹄

一
九
四
二
・
三
）
で
︑﹁
我
我
独
特
の
忠
君
愛
国
の
真
情
﹂︑﹁
我
々
独
特
の
親

子
の
情
愛
﹂︑﹁
我
々
日
本
人
に
独
特
の
死
生
観
﹂
を
例
示
し
︑﹁
そ
の
や
う
な

共
通
の
人
間
的
真
実
の
上
に
の
み
︑
国
民
が
共
有
し
う
る
文
学
が
築
か
れ
﹂︑

﹁
そ
れ
が
国
民
文
学
﹂
な
の
だ
と
定
義
す
る
︒
こ
こ
で
本
多
が
︑
国
民
文
学
の

﹁
要
件
﹂
で
あ
る
﹁
共
通
の
環
境
と
共
通
の
歴
史
﹂（
一
八
七
頁
）
を
い
か
に
想

定
し
て
い
た
か
は
︑﹁
大
東
亜
文
学
の
展
望
の
際
に
︑
真
先
き
に
国
民
文
学
の

樹
立
を
主
張
﹂
し
︑﹁
次
に
残
る
問
題
は
︑
こ
の
国
民
文
学
を
︑
ど
う
し
て
大

東
亜
十
億
の
国
民
の
共
有
物
に
ま
で
拡
大
す
る
か
﹂（
一
八
八
頁
）
だ
と
い
う

発
言
に
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
国
民
文
学
の
捉
え
方
は
︑
次
の
高
見
順

﹁
大
東
亜
共
栄
圏
と
国
民
文
学
﹂（﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
四
三
・
四
・
九
）
に
も
み

て
と
れ
る
︒

私
は
現
地
︹
ビ
ル
マ
︺
で
︑
向
ふ
の
作
家
か
ら
︑
代
表
的
な
日
本
の
現
代

文
学
を
翻
訳
し
て
一
般
民
衆
の
要
望
に
こ
た
へ
た
い
か
ら
︑
そ
の
作
品
を

し
ら
せ
て
く
れ
と
幾
度
言
は
れ
た
こ
と
か
︒
そ
の
つ
ど
私
は
選
択
に
迷
つ

た
︒
こ
れ
は
是
非
公
的
に
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
同
時
に
公
的
に
定

め
ら
る
べ
き
作
品
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
か
ゝ
る
公
的
な
作
品
た
る
べ
き

国
民
文
学
を
︑
文
学
者
が
こ
ぞ
つ
て
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
真
の
国
民

文
学
と
は
か
ゝ
る
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒（
四
面
）

　
太
平
洋
戦
争
開
戦
前
夜
の
南
方
徴
用
に
よ
っ
て
ビ
ル
マ
に
行
っ
た
高
見
順
が
︑

﹁
向
ふ
の
作
家
﹂
か
ら
問
わ
れ
る
国
民
文
学
と
は
︑
民
族
主
義
的
な
観
点
は
も

ち
ろ
ん
︑
諸
外
国
と
の
比
較
を
前
提
と
し
た
日
本
文
学
で
も
あ
る
︒
し
か
も
︑

そ
れ
が
こ
れ

0

0

と
決
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
も
含
め
て
︑
昭
和
一
〇
年
代
の

国
民
文
学
論
（
の
論
点
）
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
れ
で

い
て
︑
い
ず
れ
の
意
識
も
︑
こ
れ
ま
で
の
国
民
文
学
論
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ

て
お
り
︑
何
よ
り
右
に
い
う
国
民
文
学
と
は
︑
大
東
亜
共
栄
圏
の
盟
主
国
と
し

て
範
た
る
こ
と
ま
で
が
求
め
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る（

14
）

︒

　
も
う
一
本
︑
昭
和
一
〇
年
代
の
代
表
的
な
国
民
文
学
論
と
し
て
言
及
さ
れ
る

機
会
の
多
い
︑
岩
上
順
一
﹁
国
民
文
学
論
﹂（
佐
藤
春
夫
・
宇
野
浩
二
編
﹃
近
代

日
本
文
学
研
究
　
昭
和
文
学
作
家
論
　
下
巻
﹄
小
学
館
︑
一
九
四
三
）
も
参
照
し
て

お
く
︒
こ
の
年
に
治
安
維
持
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
岩
上
だ
が
︑

こ
こ
で
は
﹁
た
だ
ひ
と
り
︑
昭
和
文
学
に
於
て
最
も
高
い
芸
術
的
な
水
準
を
た
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も
ち
な
が
ら
︑
国
民
文
学
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
作
品
を
形
成
し
得
た
の
は
島

崎
藤
村
﹂︑﹁
昭
和
の
初
頭
を
か
ざ
る
﹁
夜
明
け
前
﹂
は
︑
あ
る
意
味
で
は
国
民

文
学
の
夜
明
け
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
だ
つ
た
﹂
と
︑
藤
村
﹃
夜
明
け
前
﹄
を

特
権
的
に
賞
賛
し
︑
そ
の
理
由
を
﹁
こ
こ
で
は
じ
め
て
︑
今
日
の
国
民
が
い
か

に
形
成
さ
れ
て
来
た
か
の
歴
史
的
な
理
由
が
︑
緊
密
な
芸
術
的
調
和
を
も
つ
形

象
を
通
じ
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
﹂（
一
〇
九
頁
）
こ
と
に
み
て
い
た
︒
つ
ま
り
は
︑

国
民
国
家
に
お
け
る
国
民
形
成
史
と
し
て
︑
し
か
も
そ
れ
が
高
い
芸
術
性
を
備

え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
夜
明
け
前
﹄
は
岩
上
に
と
っ
て
理
想
の
国
民
文

学
と
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
さ
ら
に
岩
上
は
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
自
体
は
肯

定
し
な
が
ら
も
︑
そ
こ
に
国
民
・
生
活
・
文
学
の
﹁
再
編
成
﹂
と
い
っ
た
マ
ル

ク
ス
主
義
的
な
問
題
意
識
を
も
ぐ
り
こ
ま
せ
て
は
︑
次
の
よ
う
に
国
民
文
学
論

を
展
開
し
て
い
く
︒

満
洲
事
変
に
つ
づ
く
日
支
事
変
︑
大
東
亜
戦
争
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る

戦
争
等
々
の
勃
発
に
よ
る
第
二マ
マ世

界
大
戦
が
︑
否
応
な
し
に
国
民
全
体
を

戦
争
に
直
面
せ
し
め
た
︒
国
民
の
生
と
死
と
が
︑
容
赦
な
い
現
実
と
し
て

問
は
れ
る
に
い
た
つ
た
︒
国
民
生
活
そ
の
も
の
が
︑
こ
の
世
界
史
的
な
戦

争
に
直
面
し
て
あ
た
ら
し
く
再
編
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
︒
国
民

と
し
て
の
自
己
が
根
柢
か
ら
凝
視
し
変
革
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
の

で
あ
る
︒
か
く
し
て
文
学
も
︑
あ
た
ら
し
い
眼
を
ひ
ら
い
て
︑
国
民
と
は

何
ぞ
や
と
の
問
ひ
に
答
へ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
︒
国
民
文
学

建
設
の
声
は
︑
こ
こ
か
ら
ま
づ
発
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
訳
だ
︒

（
一
一
〇
頁
）

　
先
の
高
見
論
同
様
︑
こ
こ
で
も
旧
来
の
論
点
を
継
承
し
つ
つ
︑
明
ら
か
に
太

平
洋
戦
争
開
戦
以
後
の
国
民
文
学
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
要
所
は
︑
世

界
史
的
な
戦
争
を
戦
う
日
本
国
民
と
し
て
の
文
学
︑
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
︒

あ
る
い
は
︑
金
子
謙
一
は
﹁
文
学
維
新
論
︱
︱
影
山
正
治
・
淺
野
晃
・
保
田
與

重
郎
論
﹂（﹃
公
論
﹄
一
九
四
二
・
二
）
に
お
い
て
︑
国
民
文
学
を
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
た
︒

　
国
民
文
学
は
︑
真
の
国
民
政
治
の
原
動
力
を
な
す
も
の
だ
︒
文
学
者
は
︑

此
の
強
い
自
信
を
持
て
︑
猫
の
目
の
様
に
変
る
瑣
々
た
る
政
治
現
象
に
使

役
さ
れ
て
︑
片
々
た
る
御
用
文
学
︑
便
乗
文
学
の
濫
造
に
満
足
し
て
は
な

ら
な
い
︒
文
学
は
最
も
純
粋
な
も
の
で
あ
る
︒
最
も
純
粋
に
︑
歴
史
と
民

族
と
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
︒（
一
五
五
頁
）

　
こ
こ
で
金
子
は
︑﹁
政
治
現
象
﹂
や
﹁
御
用
文
学
﹂
を
排
し
な
が
ら
︑
し
か

し
国
民
に
直
接
働
き
か
け
る
﹁
純
粋
﹂
な
文
学
を
通
じ
て
︑
文
学
者
は
﹁
歴
史

と
民
族
﹂
に
寄
与
し
う
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
金
子
は
︑﹁
真
摯

な
大
衆
文
学
者
た
ち
︑
殊
に
吉
川
英
治
氏
の
業
績
は
︑
深
く
顧
ら
れ
て
い
ゝ
﹂

（
一
五
五
頁
）
と
︑
民
族
主
義
的
な
国
民
文
学
論
を
ジ
ャ
ン
ル
論
へ
と
架
橋
し
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よ
う
と
し
て
も
い
た
の
だ
︒

　
こ
こ
ま
で
本
節
で
と
り
あ
げ
た
国
民
文
学
論
は
︑
論
点
は
い
ず
れ
も
従
来
の

国
民
文
学
論
の
反
復
だ
が
︑
論
者
の
政
治
的
立
場
を
こ
え
て
︑
か
つ
て
民
族
主

義
的
な
国
民
文
学
論
と
目
さ
れ
て
い
た
も
の
へ
と
一
元
化
し
て
い
る
︒
そ
の
際
︑

か
つ
て
は
階
級
や
政
治
的
立
場
の
分
裂
が
議
論
さ
れ
て
い
た
国
民
と
い
う
概
念

＝
用
語
も
ま
た
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
を
戦
う
国
民
国
家
の
一
員
へ
と
一
元

化
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
こ
の
時
期
の
国
民
文
学
論
に
は
﹁
純
粋
﹂
と
い
う

修
辞
が
象
徴
す
る
よ
う
に
︑
す
で
に
民
族
主
義
や
大
東
亜
共
栄
圏
と
い
っ
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
ま
で
が
透
明
化
さ
れ
た
前
提
条
件
と
し
て
定
着
し
て
い
る
︒

　
昭
和
一
〇
年
代
末
に
お
け
る
国
民
文
学
論
最
後
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
﹁
特
輯
　

国
民
文
学
の
大
道
﹂（﹃
文
学
界
﹄
一
九
四
四
・
二
）
は
︑
無
署
名
﹁
編
輯
後
記
﹂

に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒

　
国
民
文
学
出
で
よ
の
声
は
久
し
い
︒
勿
論
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
ゝ
で
性

急
且
つ
形
式
的
に
﹁
国
民
文
学
﹂
の
何
で
あ
る
か
を
定
義
づ
け
よ
う
と
は

思
は
な
い
︒
し
か
し
︑
い
ま
大
東
亜
の
各
地
域
に
︑
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
末
期

文
化
を
全
く
克
服
し
た
︑
醇
乎
と
し
て
醇
な
る
ア
ジ
ア
文
化
の
精
華
を
産

み
出
さ
う
と
い
ふ
と
き
︑
そ
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
日
本
文
学
の
現
状
に

遺
憾
な
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
か
︒
大
東
亜
文
学
を
含
め
て
︑
新
し
い
国

民
文
学
の
方
向
は
い
か
に
あ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
︒﹁
国
民
文
学
の
大

道
﹂
を
特
輯
し
た
所
以
で
あ
る
︒（
一
一
二
頁
）

　
こ
こ
に
お
い
て
国
民
文
学
論
と
は
︑
大
東
亜
文
学
／
日
本
文
学
を
重
ね
た

﹁
新
し
い
国
民
文
学
﹂
の
謂
い
で
あ
り
︑
す
で
に
昭
和
一
〇
年
代
に
議
論
さ
れ

て
き
た
そ
れ
と
は
︑
大
き
く
性
質
を
異
に
し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
特
徴
は
︑
次

に
引
く
︑
神
保
光
太
郎
﹁
大
東
亜
文
学
序
論
﹂
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

大
東
亜
文
学
の
樹
立
と
は
︑︹
略
︺
各
民
族
が
︑
そ
の
民
族
の
伝
統
を
自

覚
し
︑
そ
の
固
有
性
を
発
揮
創
造
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
達
成
さ
れ
る
も
の

と
思
ふ
︒
こ
の
意
味
で
︑
現
在
の
日
本
文
学
の
︑
国
民
文
学
へ
の
意
欲
と

推
進
︑
皇
道
文
学
の
自
覚
と
宣
揚
と
決
意
と
は
そ
の
ま
ま
︑
大
東
亜
各
国

の
今
後
の
文
学
活
動
に
対
し
て
先
進
の
典
範
を
顕
示
し
て
ゐ
る
と
い
へ
る

で
あ
ら
う
︒
そ
し
て
︑
更
に
︑
こ
の
皇
道
文
学
︑
或
は
国
民
文
学
の
興
隆

に
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
前
代
に
対
す
る
反
省
と
し
て
︑
明
治
以
降
︑
ヨ
ー
ロ

ツ
パ
文
学
の
影
響
下
に
︑
久
し
く
切
断
さ
れ
た
か
に
さ
へ
見
え
た
ふ
る
さ

と
大
東
亜
︑
祖
国
日
本
へ
の
帰
還
と
覚
醒
と
の
意
味
が
含
め
ら
れ
て
ゐ
る

と
思
ふ
︒（
六
頁
）

　
タ
イ
ト
ル
に
も
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
に
︑
こ
こ
で
は
国
民
文
学
＝
日
本
文
学
の

正
し
い
呼
称
が
﹁
大
東
亜
文
学
﹂
と
さ
れ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
影
響
を
排
し

つ
つ
︑﹁
ふ
る
さ
と
﹂
＝
﹁
大
東
亜
﹂
＝
﹁
祖
国
日
本
﹂
へ
の
回
帰
が
謳
わ
れ

て
い
る
︒
こ
れ
は
一
般
的
な
文
学
論
と
い
う
よ
り
は
︑
文
学
論
の
か
た
ち
を
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と
っ
た
大
東
亜
共
栄
圏
の
覇
権
を
目
指
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
れ
自
体
で
あ
る
︒

丹
羽
文
雄
は
﹁
私
の
国
民
文
学
﹂
に
お
い
て
︑﹁
私
の
考
へ
る
今
日
の
国
民
文

学
は
︑
戦
ひ
に
勝
つ
た
め
の
文
学
で
あ
る
﹂︑﹁
よ
い
作
品
で
あ
る
よ
り
も
先
に
︑

役
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
で
篩
に
か
け
る
べ
き
で
あ
る
﹂（
一
三
頁
）
と
言
明

し
て
︑
率
先
し
て
芸
術
性
を
放
棄
し
︑
戦
争
へ
の
貢
献
の
み
を
国
民
文
学
の
基

準
と
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
麻
生
種
衛
も
﹁
二
つ
の
可
能
性
﹂
に
お
い
て
︑﹁
今

日
の
や
う
な
時
代
に
於
て
は
︑
日
本
民
族
の
驚
天
動
地
の
活
動
の
事
実
を
報
道

す
る
こ
と
に
作
家
逹
の
誇
り
と
栄
誉
と
が
あ
り
︑
そ
れ
が
国
民
文
学
の
一
つ
の

大
き
な
方
向
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂（
一
五
頁
）
と
︑
や
は
り
芸
術
性
と
は

異
な
る
局
面
︱
︱
戦
争
に
直
接
貢
献
し
う
る
報
道
こ
そ
が
国
民
文
学
な
の
だ
と

言
表
し
て
い
た
︒
あ
る
い
は
︑
平
田
次
三
郎
は
﹁
国
民
文
学
の
趨
勢
﹂
に
お
い

て
︑﹁
国
民
の
倫
理
的
地
盤
が
在
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
の
基
礎
に
連
がマ
マ

る

が
如
き
も
の
で
あ
る
な
ら
︑
私
ど
も
は
︑
た
と
へ
理
念
的
に
西
洋
を
剋
克
し
た

る
新
し
き
文
学
を
建
設
し
え
た
と
し
て
も
︑
一
朝
に
し
て
そ
の
足
場
の
倒
壊
に

よ
り
︑
埋
没
せ
し
め
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
﹂
と
国
民
文
学
以
前
に
国
民
の
足
場
た

る
倫
理
を
問
題
化
し
た
上
で
︑﹁
ま
づ
国
民
的
倫
理
の
革
新
の
方
嚮
と
結
び
付

い
た
文
学
を
﹂（
二
三
頁
）
と
︑
こ
こ
で
も
芸
術
性
を
擁
し
た
文
学
そ
れ
自
体

で
は
な
く
︑
西
洋
の
そ
れ
と
異
な
る
﹁
国
民
的
倫
理
の
革
新
﹂
に
寄
与
す
る
文

学
ば
か
り
が
求
め
ら
れ
て
い
く
︒

　
こ
う
し
た
様
相
が
︑
昭
和
一
〇
年
代
末
︑
太
平
洋
戦
争
開
戦
か
ら
二
年
余
が

た
っ
た
時
点
で
の
︑
文
芸
誌
に
お
け
る
﹁
特
輯
　
国
民
文
学
の
大
道
﹂
で
示
さ

れ
た
︑﹁
新
し
い
国
民
文
学
の
方
向
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
昭
和
一
〇
年
代
末

に
は
︑
も
は
や
国
民
文
学
論
は
蒸
発

0

0

し
て
し
ま
っ
て
お
り
︑
少
な
く
と
も
狭
義

の
文
学
（
者
）
固
有
の
問
題
は
後
景
に
か
す
ん
で
い
る
︒
そ
れ
で
も
︑
昭
和

一
〇
年
代
に
展
開
さ
れ
た
国
民
文
学
論
が
不
毛
だ
っ
た
と
は
決
し
て
い
え
な
い

こ
と
は
︑
す
で
に
論
じ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
︒

注（
1
）
内
藤
由
直
﹁〝
国
民
文
学
〟
と
は
何
か
﹂（﹃
国
民
文
学
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
│
│
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
運
動
批
判
の
理
路
と
隘
路
﹄
双
文
社
出
版
︑
二
〇
一
四
）︑
七
頁
︒

（
2
）
同
書
︑
一
三
頁
︒

（
3
）
内
藤
由
直
﹁
国
民
文
学
論
の
動
因
│
│
︿
政
治
と
文
学
﹀
論
争
の
問
題
﹂（﹃
国
民
文

学
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
﹄
前
掲
）︑
二
四
頁
︒

（
4
）
小
田
切
秀
雄
﹁
日
本
の
近
代
文
学
と
国
民
文
学
﹂（
日
本
文
学
協
会
編
﹃
日
本
の
小
説

Ⅱ
　
日
本
文
学
講
座
　
第
五
巻
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
五
五
）︑
一
八
九
頁
︒

（
5
）
同
右
︒

（
6
）
尾
崎
秀
樹
﹁
戦
時
下
の
国
民
文
学
論
﹂（﹃
古
典
と
近
代
文
学
﹄
第
五
号
︑

一
九
六
九
・
一
〇
）︑
一
六
頁
︒

（
7
）
同
書
︑
二
〇
頁
︒

（
8
）
生
松
敬
三
﹁
戦
時
国
民
文
学
論
争
﹂（﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄
第
二
六
巻
第
九
号
︑

一
九
六
一
・
七
）︑
七
〇
頁
︒

（
9
）
平
野
謙
﹁
太
平
洋
戦
争
下
の
国
民
文
学
論
﹂（﹃
文
学
﹄
第
二
三
巻
第
二
号
︑

一
九
五
五
・
二
）︑
一
〇
〇
頁
︒

（
10
）
こ
う
し
た
局
面
も
含
め
︑
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
文
学
場
の
動
向
に
つ
い
て
︑
拙

著
﹃
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る
︱
︱
新
人
・
太
宰
治
・
戦
争
文
学
﹄（
立
教
大
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学
出
版
会
︑
二
〇
一
五
）︑﹃
日
中
戦
争
開
戦
後
の
文
学
場
︱
︱
報
告
／
芸
術
／
戦
場
﹄

（
神
奈
川
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
八
）
参
照
︒

（
11
）
後
に
︑
浅
井
中
佐
・
馬
杉
少
佐
・
牧
洋
・
青
木
洪
・
木
下
俊
・
田
中
英
光
・
崔
載
瑞
・

金
鐘
漢
﹁
軍
人
と
作
家
　
徴
兵
の
感
激
を
語
る
﹂（﹃
国
民
文
学
﹄
一
九
四
二
・
七
）
に

お
い
て
︑
牧
は
﹁
保
田
與
重
朗マ
マ

さ
ん
の
も
の
は
大
和
民
族
の
一
つ
の
血
の
純
血
を
護
る

と
い
ふ
か
︑
余
り
偏
つ
た
考
へ
方
の
や
う
に
思
ふ
の
で
す
が
︙
︙
︒﹂
と
発
言
し
て
い
た
︒

こ
れ
を
受
け
て
田
中
は
﹁
文
章
を
書
か
れ
る
時
は
半
島
の
人
︑
台
湾
の
人
と
い
ふ
や
う

な
こ
と
を
意
識
し
て
書
い
て
ゐ
な
い
か
ら
で
す
よ
︒﹂（
五
二
頁
）
と
応
じ
て
い
る
︒
な

お
︑
牧
洋
は
﹁
国
民
文
学
の
諸
問
題
﹂（﹃
緑
旗
﹄
一
九
四
二
・
四
／
引
用
は
﹃
緑
旗
（
復

刻
版
）﹄
オ
ー
ク
ラ
情
報
サ
ー
ビ
ス
︑
二
〇
〇
九
）
に
お
い
て
も
︑﹁
国
民
文
学
の
問
題

に
対
す
る
朝
鮮
文
壇
の
態
度
は
︑
未
だ
に
多
く
懐
疑
的
で
あ
る
や
う
だ
が
︑
こ
の
現
象

は
朝
鮮
の
作
家
達
の
不
誠
実
さ
に
全
部
の
責
任
が
あ
る
と
云
ふ
よ
り
も
︑
そ
の
幾
分
の

責
任
は
︑
内
地
文
壇
に
お
け
る
国
民
文
学
論
に
も
あ
る
﹂
と
指
摘
し
︑
そ
の
理
由
を
﹁
そ

れ
ら
の
殆
ん
ど
全
部
と
言
つ
て
い
い
位
に
︑﹁
民
族
﹂
と
云
ふ
こ
と
を
建
前
と
し
て
居
り
︑

民
族
の
伝
統
と
か
︑
民
族
の
生
活
と
か
︑
伝
承
的
国
民
性
と
言
つ
た
や
う
な
も
の
を
基

礎
と
し
て
論
じ
て
居
る
た
め
に
︑
そ
れ
が
非
常
に
国
粋
的
で
あ
り
︑
偏
狭
で
あ
る
か
の

印
象
を
与
へ
る
﹂（
復
刻
版
六
五
〇
頁
）
点
に
み
て
い
る
︒

（
12
）
小
松
伸
六
﹁
戦
争
文
学
の
展
望
﹂（
荒
正
人
編
﹃
昭
和
文
学
十
二
講
﹄
改
造
社
︑

一
九
五
〇
）︑
一
九
一
頁
︒

（
13
）
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
前
後
︑
日
本
の
文
学
場
は
ア
ジ
ア
へ
の
視
線
を
前
景
化

さ
せ
て
い
た
︒
伊
藤
整
・
村
山
知
義
・
今
日
出
海
﹁
朝
鮮
・
満
洲
を
め
ぐ
り
て
﹂（﹃
文

学
界
﹄
一
九
三
九
・
九
）
や
︑
芥
川
賞
候
補
と
な
り
選
評
（﹃
文
芸
春
秋
﹄

一
九
四
〇
・
三
）
で
朝
鮮
民
族
と
い
う
要
素
が
注
目
さ
れ
た
金
史
良
﹁
光
の
中
に
﹂（﹃
文

芸
首
都
﹄
一
九
三
九
・
一
〇
）
な
ど
を
皮
切
り
に
︑
単
行
本
で
は
島
木
健
作
﹃
満
洲
紀

行
﹄（
創
元
社
︑
一
九
四
〇
）
が
話
題
を
呼
び
︑
雑
誌
で
は
﹃
文
学
界
﹄
が
村
山
知
義
﹁
朝

鮮
文
学
に
つ
い
て
﹂（﹃
文
学
界
﹄
一
九
四
〇
・
五
）︑
韓
植
﹁
朝
鮮
文
学
最
近
の
動
向
﹂

（
同
前
）︑
木
崎
龍
﹁
満
洲
文
学
通
信
﹂（
同
前
）
以
来
︑
各
地

0

0

の
動
向
を
報
告
す
る
よ
う

に
な
り
︑﹃
文
芸
﹄
で
は
﹁
朝
鮮
文
学
特
輯
﹂（
一
九
四
〇
・
七
）
が
組
ま
れ
た
︒
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
同
時
期
に
日
本
国
内
で
展
開
さ
れ
た
国
民
文
学
論
で
は
︑
周
辺
ア
ジ
ア

各
国
・
地
域
と
の
関
係
が
直
接
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

（
14
）
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
の
下
に
︑
欧
米
を
対
置
し
た
上
で
︑
日
本
を
盟
主
と
し
た
大
東

亜
の
一
体
化
を
志
向
す
る
言
説
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
﹁
第
一
回
大
東
亜
文
学
者
大
会
の

修
辞
学
│
│
大
東
亜
共
栄
圏
言
説
の
亀
裂
﹂（﹃
神
奈
川
大
学
ア
ジ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
﹄
第

五
号
︑
二
〇
一
八
・
三
）
で
分
析
を
試
み
た
︒
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書
評

　
私
の
個
人
的
な
記
憶
か
ら
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
︒
は
じ
め
て
井
上
ひ

さ
し
と
い
う
作
家
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
一
九
八
六
年
北
京
日
本
学
研
究
セ

ン
タ
ー
の
春
学
期
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
︒
当
時
師
事
し
て
い
た
日
本
文

学
研
究
者
の
前
田
愛
先
生
か
ら
︑﹁
君
︑
日
本
文
学
や
日
本
語
を
理
解
す
る
に

は
︑
井
上
ひ
さ
し
の
作
品
を
読
ん
で
お
い
た
方
が
よ
い
﹂
と
云
わ
れ
た
こ
と

が
あ
る
︒
実
は
︑
そ
の
前
年
︑
中
国
で
創
刊
し
て
間
も
な
か
っ
た
﹃
日
本
文

学
﹄
雑
誌
に
お
け
る
井
上
ひ
さ
し
特
集
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
同
誌
の

特
集
に
は
︑﹁
悪
魔
﹂
や
﹁
笛
吹
峠
の
話
売
り
﹂
な
ど
短
篇
小
説
六
編
の
翻
訳

と
﹁
井
上
ひ
さ
し
と
そ
の
小
説
の
世
界
﹂
と
い
う
評
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
︒

そ
の
特
集
は
中
国
に
お
け
る
最
初
の
井
上
ひ
さ
し
研
究
だ
と
い
え
る
︒
自
分

も
当
時
︑
井
上
ひ
さ
し
を
研
究
対
象
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
︒
そ
し

て
日
本
で
の
短
期
留
学
中
に
は
せ
っ
せ
と
井
上
さ
ん
の
作
品
を
集
め
た
も
の

だ
が
︑
方
言
や
語
呂
合
わ
せ
︑
駄
洒
落
な
ど
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
い
︑
言
葉
遊

び
の
よ
う
な
文
体
を
用
い
て
日
本
文
化
の
土
着
性
と
現
代
性
を
表
現
し
た
そ

の
作
品
を
読
み
込
む
と
い
う
こ
と
は
︑
大
変
骨
が
折
れ
る
作
業
で
あ
っ
た
︒

結
局
︑
私
な
り
の
井
上
ひ
さ
し
論
が
書
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
度
︑

著
者
の
﹃〝
国
家
〟
与
〝
国
民
〟
︱
︱
井
上
厦
的
文
学
世
界
﹄（﹃﹁
国
家
﹂
と

﹁
国
民
﹂
︱
︱
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
世
界
﹄）
を
読
ん
で
︑
あ
ら
た
め
て
︑
自
分

が
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
作
品
を
読
ん
だ
当
時
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
︒

﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
の
中
国
語
翻
訳
か
ら
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
に
近
づ
い

た
張
立
波
さ
ん
が
﹃〝
国
家
〟
与
〝
国
民
〟
︱
︱
井
上
厦
的
文
学
世
界
﹄
を
刊

行
し
た
こ
と
は
︑
中
国
の
井
上
ひ
さ
し
研
究
に
お
い
て
画
期
的
な
出
来
事
だ

と
思
わ
れ
る
︒
日
本
で
広
く
読
ま
れ
て
い
る
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
は
︑
中
国

で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

張
立
波

『「
国
家
」
と
「
国
民
」
―
―
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
世
界
』

张
立
波
『〝
国
家
〟
与
〝
国
民
〟
――
井
上
厦
的
文
学
世
界
』

王
　
成

上海社会科学院出版社，2014年
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本
書
は
中
国
語
で
書
か
れ
た
博
士
論
文
に
修
正
を
加
え
︑
出
版
し
た
も
の
で

あ
る
︒
そ
の
構
成
は
﹁
序
章
﹂︑﹁
第
一
章
　
国
家
戦
争
体
制
下
の
︿
非
国

民
﹀
︱
︱
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄﹂︑﹁
第
二
章
　
天
皇
制
国
家
体
制
の
暴
露

と
批
判
︱
︱
﹃
組
曲
虐
殺
﹄﹂︑﹁
第
三
章
　
井
上
ひ
さ
し
国
家
観
の
集
大
成

︱
︱
﹃
吉
里
吉
里
人
﹄
に
お
け
る
理
想
国
家
﹂︑﹁
第
四
章
　
井
上
ひ
さ
し
の

宇
宙
観
︱
︱
﹃
き
ら
め
く
星
座
﹄﹂︑﹁
第
五
章
　
井
上
国
家
観
の
源
と
そ
の
表

現
﹂︑﹁
結
び
﹂
か
ら
成
っ
て
い
る
︒

　
中
国
語
の
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
翻
訳
す
れ
ば
︑﹃﹁
国
家
﹂
と

﹁
国
民
﹂
︱
︱
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
世
界
﹄
と
な
る
が
︑
本
書
に
序
文
を
寄
せ

た
井
上
ユ
リ
夫
人
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
日
本
語
で
﹃
井
上
ひ
さ
し
論
︱
︱
国

家
と
国
民
﹄
と
表
記
し
て
い
る
︒
日
本
語
と
中
国
語
の
タ
イ
ト
ル
を
比
べ
る

と
︑
両
者
の
間
に
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

井
上
ユ
リ
夫
人
は
国
家
と
国
民
か
ら
鉤
括
弧
を
外
し
て
お
り
︑
ま
た
﹁
井
上

ひ
さ
し
の
作
家
活
動
を
つ
ら
ぬ
く
太
い
柱
は
︑
人
々
が
ど
う
共
同
し
て
︑
よ

り
人
間
ら
し
い
集
団
・
社
会
を
作
っ
て
い
け
る
の
か
︑
で
あ
り
ま
す
︒
張
さ

ん
は
﹃
国
家
と
国
民
﹄
と
題
し
て
︑
ま
さ
に
こ
こ
に
注
目
し
︑
論
考
を
深
め

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒﹂（
二
頁
）
と
い
う
指
摘
で
は
︑﹁
国
家
と
国
民
﹂
と
い

う
言
葉
を
使
わ
ず
に
﹁
人
間
ら
し
い
集
団
・
社
会
を
つ
く
る
﹂
と
い
う
表
現

を
使
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
︒

　
本
書
に
は
︑
国
家
観
と
は
何
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
作
品
分
析
を
通
し

井
上
ひ
さ
し
の
﹁
国
家
観
﹂
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
各
作
品
の
思
想
を
論

じ
つ
つ
︑
ま
た
作
家
の
人
間
形
成
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
国
家
観
の

源
流
を
考
察
す
る
と
い
う
全
体
的
な
構
想
が
見
ら
れ
る
︒

　
序
章
で
は
︑
本
書
の
問
題
提
起
が
書
か
れ
て
い
る
︒
井
上
文
学
は
現
代
日

本
の
美
学
︑
文
化
︑
社
会
︑
政
治
︑
経
済
︑
日
常
生
活
な
ど
に
広
く
か
か

わ
っ
て
い
る
か
ら
︑
日
本
の
現
代
文
学
を
語
る
と
き
︑
避
け
て
通
れ
な
い
と

認
識
し
た
︒
そ
こ
で
︑
本
書
で
ま
と
め
ら
れ
た
井
上
文
学
の
研
究
は
︑﹁
個
別

の
作
品
論
で
は
な
く
よ
り
広
い
視
野
で
井
上
文
学
を
全
体
的
に
捉
え
る
べ
き

だ
﹂（
一
六
頁
）
と
い
う
捉
え
方
で
︑
井
上
ひ
さ
し
の
作
家
活
動
を
つ
ら
ぬ
く

太
い
柱
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
の
太
い
柱
に
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
に

お
け
る
﹁
国
家
観
﹂
を
見
出
し
た
著
者
は
︑
日
本
人
が
戦
争
を
ど
う
捉
え
る

べ
き
か
︑
敗
戦
を
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
︑
日
本
と
い
う
国
家
に
ど
う
向

か
う
べ
き
か
︑
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑
井
上
ひ
さ
し
が
生
涯
取
り
組
ん
だ

文
学
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
井
上
ひ

さ
し
は
﹁
こ
の
国
の
か
た
ち
﹂
を
つ
ね
に
文
学
を
通
し
て
問
い
続
け
て
き
た

の
で
あ
る
︒

　
著
者
は
﹁
国
家
観
﹂
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る
︒
国
家
観
と
は
︑
個
人
が
国
家
の
役
割
や
国
家
と
個
人
の
関
係
に
対
す

る
見
方
︑
考
え
方
な
ど
と
い
っ
た
主
観
的
な
も
の
を
指
す
︒
古
典
的
自
由
主

義
の
根
本
思
想
に
お
い
て
は
︑
国
家
の
権
力
よ
り
個
人
の
権
利
が
優
先
さ
れ

る
︒
古
典
的
自
由
主
義
者
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
︑
憲
法
の
形
で
個
人
の
自

由
と
財
産
を
保
護
し
︑
国
家
に
侵
犯
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
著
者
の
解
釈
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に
よ
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
古
典
的
自
由
主
義
の
論
理
に
基
づ
き
︑
国
家
と
個
人

の
関
係
に
つ
い
て
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
て
い
る
︒
一
つ
は
﹃
吉
里
吉

里
人
﹄
に
登
場
し
た
富
を
摑
ん
だ
農
民
た
ち
の
よ
う
に
︑
国
家
の
農
業
政
策

に
よ
る
農
業
や
農
民
へ
の
影
響
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
も
せ
ず
︑
農
業
政

策
に
よ
る
物
質
的
満
足
に
安
住
し
て
︑
無
自
覚
的
に
国
家
政
策
の
協
力
者
と

な
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
個
人
の
権
利
か
ら
国
家
及
び
そ
の
政

策
に
疑
問
を
持
つ
人
び
と
で
あ
る
︒
本
書
に
お
い
て
筆
者
は
︑
井
上
ひ
さ
し

が
国
家
機
構
や
国
家
政
策
︑
ま
た
は
個
人
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た

こ
と
が
そ
の
作
品
を
通
し
て
井
上
ひ
さ
し
の
﹁
国
家
観
﹂
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
戯
曲
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
を
中
国
語
の
﹃
上
海
月
亮
﹄（
広
西

師
範
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
）
に
翻
訳
し
た
著
者
は
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
論

を
展
開
し
て
い
る
︒
一
般
的
に
︑﹁
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹂
は
ア
ジ
ア
を
代
表

す
る
世
界
的
文
学
者
魯
迅
の
生
涯
を
描
く
井
上
ひ
さ
し
の
評
伝
劇
の
最
高
峰

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
著
者
は
そ
れ
を
﹁
非
国
民
﹂
の
群
像
を
描
い
た
力

作
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
︒
登
場
人
物
の
須
藤
五
百
三
︑
魯
迅
︑
内
山
完
造

を
﹁
国
家
体
制
を
飛
び
出
す
︿
非
国
民
﹀﹂
像
や
﹁
国
家
体
制
に
対
抗
す
る

︿
非
国
民
﹀﹂
像
や
﹁
国
家
体
制
を
利
用
す
る
︿
非
国
民
﹀﹂
像
に
分
類
し
な
が

ら
議
論
を
展
開
し
て
い
る
︒
井
上
ひ
さ
し
は
そ
の
よ
う
な
﹁
非
国
民
﹂
像
を

描
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
国
家
体
制
が
完
全
に
信
頼
で
き
る
も
の
で
は
な
く
︑

国
民
の
一
人
ひ
と
り
が
個
性
を
守
り
︑
国
家
と
対
抗
す
る
こ
と
を
表
現
し
て

い
る
と
み
な
し
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
上
海
を
舞
台
に
し
た
戯
曲
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
を
﹁
非
国

民
﹂
の
群
像
と
し
て
論
じ
た
箇
所
は
︑
や
や
手
薄
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に

も
感
じ
ら
れ
る
︒
井
上
ひ
さ
し
は
︑
上
海
を
舞
台
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

近
代
日
本
も
含
め
た
帝
国
主
義
の
侵
略
の
歴
史
を
認
識
し
な
が
ら
︑
国
境
を

越
え
て
︑
上
海
の
内
山
書
店
に
集
ま
っ
た
魯
迅
や
内
山
完
造
や
須
藤
五
百
三

と
い
う
人
び
と
の
つ
な
が
り
を
発
見
し
た
︒
つ
ま
り
︑
井
上
ひ
さ
し
は
戯
曲

﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
を
通
し
て
︑﹁
非
国
民
﹂
と
い
う
よ
り
国
家
の
枠
組

み
を
超
え
た
人
間
同
士
の
国
際
的
な
連
携
の
空
間
を
構
築
し
た
と
読
み
取
れ

る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
︑
董
炳
月
の
﹁
井
上
厦
的
〝
反
魯

迅
〟
︱
︱
︽
上
海
月
亮
︾
的
喜
劇
芸
術
与
意
義
結
構
﹂（﹁
井
上
ひ
さ
し
の
︿
反

魯
迅
﹀
︱
︱
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄
に
お
け
る
喜
劇
芸
術
と
意
味
構
造
﹂）
で
︑

井
上
の
構
築
し
た
﹁
内
山
書
店
﹂
と
い
う
空
間
が
﹁
魯
迅
の
蔣
介
石
政
府
に

抵
抗
す
る
空
間
で
あ
る
一
方
︑
内
山
や
須
藤
た
ち
が
天
皇
制
に
抵
抗
す
る
空

間
で
も
あ
る
︒
そ
こ
は
︑
近
代
国
家
に
抵
抗
す
る
空
間
が
構
築
さ
れ
︑
人
間

と
人
間
が
対
面
す
る
空
間
と
な
っ
た
︒
井
上
ひ
さ
し
は
そ
の
空
間
で
魯
迅
と

日
本
人
の
友
情
の
中
に
あ
る
国
家
を
超
え
た
価
値
と
普
遍
性
と
い
う
倫
理
道

徳
を
発
見
し
た
﹂
と
い
う
一
面
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
著
者
の
論
と
関
連
さ

せ
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
︒

　﹁
非
国
民
﹂
と
い
う
言
葉
は
中
国
語
に
は
存
在
し
な
い
が
︑
著
者
は
日
本
語

漢
字
概
念
と
し
て
そ
の
ま
ま
中
国
語
の
文
章
に
使
っ
て
い
る
︒
そ
の
日
本
語
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の
概
念
は
国
民
と
し
て
の
義
務
を
忘
れ
た
者
や
国
家
に
叛そ
む

い
た
人
を
指
す
が
︑

特
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
や
戦
中
に
お
い
て
︑
軍
や
国
の
政
策
に
批
判
的

で
︑
非
協
力
的
な
も
の
を
貶
お
と
し

め
て
い
っ
た
言
葉
で
あ
る
︒
独
立
し
た
個
性
を

持
ち
︑
戦
前
︑
戦
中
の
軍
国
主
義
的
な
国
家
体
制
に
対
抗
し
て
︑﹁
非
国
民
﹂

に
な
る
こ
と
は
危
険
を
伴
う
こ
と
だ
っ
た
︒
小
林
多
喜
二
の
よ
う
に
︑
特
高

警
察
に
代
表
さ
れ
る
国
家
と
の
戦
い
に
よ
っ
て
︑
正
義
を
堅
持
し
︑
そ
の
勇

気
あ
る
人
間
性
を
示
し
た
﹁
非
国
民
﹂
は
井
上
ひ
さ
し
が
讃
え
る
国
民
像
で

も
あ
る
︒
著
者
は
︑
警
察
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
小
林
多
喜
二
を
描
い
た
戯

曲
﹃
組
曲
虐
殺
﹄
を
井
上
ひ
さ
し
の
社
会
活
動
︑
特
に
﹁
九
条
の
会
﹂
の
呼

び
か
け
人
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
︒
な
か
で
も
︑
井
上
ひ
さ
し
の
父
親

で
あ
る
井
上
修
吉
が
戦
前
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
雑
誌
を
自
分
の
薬
局
で

販
売
し
た
だ
け
で
︑
警
察
に
三
回
逮
捕
さ
れ
︑
拷
問
を
受
け
た
た
め
︑
病
気

を
患
っ
て
三
十
四
歳
の
若
さ
で
な
く
な
っ
た
︑
と
い
う
作
家
論
的
な
背
景
説

明
を
取
り
入
れ
な
が
ら
︑
小
林
多
喜
二
の
拷
問
死
と
父
親
の
拷
問
を
受
け
た

病
死
を
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
た
︒
本
書
で
は
戯
曲
﹃
組
曲
虐
殺
﹄
か
ら
︑
個
人

の
尊
厳
が
守
れ
な
い
天
皇
制
国
家
を
批
判
し
た
井
上
ひ
さ
し
の
現
代
社
会
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
と
い
う
著
者
の
ス
タ
ン
ス
も
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
弱
者
の
側
に
立
っ
て
権
力
を
批
判
し
て
き
た
井
上
ひ
さ
し
を
日
本
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
継
承
者
と
見
な
す
丸
谷
才
一
の
説
を
無
批
判
に
受
け
い
れ
た

著
者
は
︑
小
林
多
喜
二
を
パ
ロ
デ
イ
化
し
た
﹃
組
曲
虐
殺
﹄
を
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
の
系
譜
に
入
れ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
日
本
に
も
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
し
︑
中
国
に
も
小
林
多
喜
二
の
受
容
史
が

あ
る
︒
井
上
ひ
さ
し
が
ど
の
よ
う
に
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
継
承
者
に

な
っ
た
か
に
つ
い
て
︑
本
書
は
実
証
的
な
論
証
を
せ
ず
に
︑
桐
原
良
光
の

﹃
井
上
ひ
さ
し
伝
﹄
を
参
考
に
し
た
だ
け
で
︑
井
上
ひ
さ
し
が
な
ぜ
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
と
し
て
の
﹃
組
曲
虐
殺
﹄
を
書
い
た
の
か
︑
そ
の
理
由
を
論
じ
よ

う
と
し
た
︒
そ
れ
よ
り
︑﹃
組
曲
虐
殺
﹄
が
ど
う
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
論
考
を
深
め
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
︒

　﹁
昭
和
庶
民
伝
﹂
と
し
て
書
か
れ
た
﹃
き
ら
め
く
星
座
︱
︱
昭
和
オ
デ
オ
ン

堂
物
語
﹄
を
論
じ
た
本
書
の
第
五
章
で
は
︑
井
上
ひ
さ
し
の
宇
宙
観
に
焦
点

を
当
て
た
と
こ
ろ
が
面
白
か
っ
た
︒﹁
私
小
説
﹂
に
因
ん
だ
﹁
私
戯
曲
﹂
と
い

う
作
品
は
︑
太
平
洋
戦
争
前
夜
の
軍
国
主
義
一
色
の
時
代
に
巻
き
込
ま
れ
な

が
ら
も
﹁
き
ら
め
く
星
座
﹂
の
よ
う
な
昭
和
オ
デ
オ
ン
堂
一
家
の
物
語
を
井

上
ひ
さ
し
の
家
に
基
づ
い
て
描
い
た
の
で
あ
る
︒
宇
宙
の
広
大
さ
を
思
え
ば

戦
争
を
起
こ
す
人
類
が
愚
か
な
も
の
だ
と
表
現
し
た
井
上
ひ
さ
し
の
反
戦
思

想
に
注
目
す
る
著
者
は
︑
宇
宙
︑
地
球
︑
人
間
と
い
う
三
位
一
体
の
宇
宙
観

を
戦
争
時
代
の
﹁
大
日
本
帝
国
﹂
観
を
超
え
る
も
の
と
し
て
︑﹁
天
人
合
一
﹂

に
ま
で
昇
華
さ
せ
た
︒

　﹁
国
民
﹂
と
﹁
非
国
民
﹂
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
︑
昭
和
戦
前
︑
戦
中
の
歴

史
を
描
い
た
﹃
シ
ャ
ン
ハ
イ
ム
ー
ン
﹄︑﹃
組
曲
虐
殺
﹄︑﹃
き
ら
め
く
星
座
﹄

と
い
う
戯
曲
を
分
析
し
な
が
ら
︑
井
上
ひ
さ
し
の
﹁
国
家
観
﹂
を
ま
と
め
た

著
者
は
︑
戦
後
の
歴
史
を
描
い
た
﹃
吉
里
吉
里
人
﹄
と
い
う
長
編
小
説
を
分
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析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
井
上
ひ
さ
し
の
﹁
理
想
国
家
﹂
観
も
論
じ
て
い
る
︒

﹁︿
理
想
国
家
﹀
に
お
け
る
立
国
の
本
﹂
や
﹁︿
理
想
国
家
﹀
に
お
け
る
戦
力
の

本
︱
︱
医
療
保
障
﹂︑﹁︿
理
想
国
家
﹀
に
お
け
る
農
業
モ
デ
ル
﹂
と
い
う
見
出

し
か
ら
見
て
も
︑
著
者
の
論
じ
方
は
︑
作
品
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
作
者
井

上
ひ
さ
し
の
思
想
を
読
み
取
る
も
の
で
あ
る
︒
日
本
か
ら
独
立
し
た
﹁
吉
里

吉
里
国
﹂
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
描
い
た
井
上
ひ
さ
し
の
国
家
構
想
は
︑﹁
憲

法
九
条
﹂
を
守
る
こ
と
や
文
化
立
国
や
医
療
立
国
や
農
業
立
国
な
ど
を
含
め

た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
日
本
と
い
う
国
家
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
国
家
の
構

想
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒

　
一
方
︑
井
上
文
学
に
お
け
る
現
代
日
本
の
文
明
批
評
を
論
考
し
た
本
書
は
︑

国
民
作
家
と
し
て
の
井
上
ひ
さ
し
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
走
り
す
ぎ
た
と
い
う

謗そ
し

り
を
免
れ
な
い
︒
作
品
の
内
容
分
析
に
よ
っ
て
︑
作
家
の
﹁
国
家
観
﹂
を

考
察
す
る
や
り
方
も
作
者
の
仕
掛
け
た
落
と
し
穴
に
は
ま
り
や
す
い
︒
例
え

ば
︑﹃
し
み
じ
み
日
本
・
乃
木
大
将
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
八
四
年
）
の
作
品
論
を

取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
井
上
ひ
さ
し
が
暴
き
出
し
た
近
代
日
本
の
国

家
の
本
質
と
は
︑
劇
中
の
天
皇
が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
︑
こ
の
明
治
と
い
う
時
代

は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
︑
忠
臣
や
篤
農
や
︑
節
婦

や
孝
子
な
ど
の
型
を
演
じ
︑
そ
の
型
を
完
成
さ
せ
︑
周
囲
の
手
本
た
ら
ん
と

つ
と
め
る
時
代
な
の
だ
︒
国
民
に
型
を
示
し
︑
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
選
ば

せ
る
︒
こ
れ
が
国
家
と
い
う
も
の
の
仕
事
な
の
だ
︒﹂（
新
潮
文
庫
︑
一
二
〇

頁
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
国
民
に
﹁
忠
臣
︑
孝
子
﹂
の
型
を
押
し
付
け

る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
天
皇
国
家
と
い
う
近
代
日
本
の
本
質
を
暴
く
井
上
ひ

さ
し
の
国
家
認
識
に
つ
い
て
は
︑
本
書
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒

　
博
士
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
本
書
に
は
丁
寧
な
年
譜
が
付
け
ら
れ
て
お
り
︑

作
家
論
的
な
展
開
も
見
せ
て
い
る
が
︑
方
法
論
と
し
て
解
釈
学
と
マ
ル
ク
ス

を
使
い
︑
実
証
研
究
を
あ
え
て
し
な
い
と
明
言
し
て
い
る
が
︑
そ
の
ぶ
ん
論

考
が
手
薄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
日
本
語
論

ま
で
発
表
し
て
近
代
国
家
の
形
成
と
言
語
問
題
を
生
涯
に
問
い
続
け
て
き
た
︑

言
葉
の
魔
術
師
の
よ
う
な
井
上
ひ
さ
し
を
論
じ
る
の
に
︑
戯
曲
や
小
説
に
お

け
る
ジ
ャ
ン
ル
や
言
葉
の
問
題
を
配
慮
せ
ず
に
︑
作
品
の
表
現
を
そ
の
ま
ま

作
家
に
還
元
す
る
解
釈
の
仕
方
に
は
無
理
が
あ
る
︒
ま
た
著
者
が
井
上
ひ
さ

し
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
論
考
の
中
に
︑
井
上
ひ
さ
し
の

﹁
国
家
﹂
に
つ
い
て
語
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
対
談
な
ど
作
家
を
め
ぐ
る
資
料

を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
の
も
︑
や
は
り
本
書
に
お
け
る
手
落
ち
だ
と
思
わ
れ

る
︒
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本
書
﹃
朴パ
ク

正チ
ョ
ン

煕ヒ

と
近
代
朝
鮮
︱
︱
軍
国
主
義
の
起
源
一
八
六
六
︱

一
九
四
五
年
﹄
の
著
者
カ
ー
タ
ー
・
エ
ッ
カ
ー
ト
は
︑
一
九
九
一
年
の
著
作（

1
）

に
お
い
て
︑
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
朝
鮮
人
資
本
家
の
成
長
を
論
じ
る
こ

と
で
い
わ
ゆ
る
植
民
地
収
奪
論
に
異
議
を
唱
え
︑
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
︒

そ
の
エ
ッ
カ
ー
ト
が
︑
今
度
は
︑
朴
正
煕
（
一
九
一
七
～
七
九
年
）
の
伝
記
を

書
く
と
い
う
︒
大
韓
民
国
歴
代
大
統
領
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
毀き

誉よ

褒ほ
う

貶へ
ん

が

激
し
い
と
さ
れ
る
朴
正
煕
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
重
要
な
伝
記
的
研
究
が
い

く
つ
か
出
て
い
る（

2
）

︒
本
書
が
そ
こ
に
い
か
な
る
新
た
な
洞
察
を
加
え
る
の
か
︑

東
ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
研
究
に
関
わ
る
研
究
者
に
と
っ
て
︑
大
い
に
気
に
か

か
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒（
な
お
︑
以
下
で
は
﹁
満
州
（
国
）﹂
の
カ
ッ
コ
は

省
略
し
た
︒）

　
以
下
︑
本
書
の
内
容
を
追
っ
て
い
こ
う
︒
序
章
で
は
︑
朴
正
煕
政
権

（
一
九
六
一
年
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
国
家
再
建
最
高
会
議
議
長
に
就
任
︑

一
九
六
三
～
七
九
年
大
統
領
）
の
も
と
で
の
韓
国
近
代
化
の
雛
形
は
︑
朴
正
煕

が
一
九
四
〇
年
代
︑
満
洲
国
陸
軍
軍
官
学
校
と
日
本
陸
軍
士
官
学
校
に
お
い

て
内
面
化
し
た
軍
隊
生
活
モ
デ
ル
に
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る

こ
と
を
目
指
す
と
し
て
い
る（

3
）

︒

　
第
一
章
﹁
軍
事
化
の
時
代
︱
︱
戦
争
の
波
﹂
で
は
︑
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事

化(m
ilitarization)

に
は
歴
史
的
に
二
つ
の
波
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
第
一
の
波

は
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
伝
統
的
に
武

を
文
よ
り
低
く
見
て
い
た
朝
鮮
王
朝
で
は
︑
一
八
六
〇
年
代
以
降
の
洋
擾
に

対
応
し
て
︑
ま
ず
大
院
君
政
権
が
軍
事
改
革
に
着
手
し
た
︒
そ
し
て
︑
大
韓

帝
国
期
︑
高
宗
皇
帝
の
主
導
し
た
軍
備
拡
張
と
近
代
化
が
︑
第
一
の
波
に
お

カ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
エ
ッ
カ
ー
ト

『
朴
正
煕
と
近
代
朝
鮮
―
―
軍
国
主
義
の
起
源
一
八
六
六
―
一
九
四
五
年
』

C
arter J. E

ckert, Park C
hung H

ee and M
odern K

orea: T
he Roots of M

ilitarism
, 

1866–1945 

松
田
利
彦

Harvard University Press, 2016
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け
る
軍
政
改
革
の
頂
点
と
な
っ
た
︒﹁
大
韓
帝
国
軍
は
結
局
の
と
こ
ろ
韓
国
併

合
か
ら
国
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑
朝
鮮
王
朝
末
期
の
軍
事
化
の

試
み
と
い
う
︑
よ
り
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
﹂（
四
四

頁
）
と
評
価
し
て
い
る
︒

　
第
二
章
﹁
精
神
の
軍
事
化
︱
︱
軍
と
国
家
に
対
す
る
新
し
い
考
え
方
﹂
は
︑

朝
鮮
開
化
派
が
開
港
後
の
早
い
時
期
か
ら
軍
事
制
度
と
国
家
近
代
化
の
連
関

性
を
認
識
し
て
い
た
と
論
じ
︑
兪ユ

吉ギ
ル

濬チ
ュ
ン
と
朴パ
ク

泳ヨ
ン

孝ヒ
ョ

の
事
例
を
取
り
あ
げ
る
︒

日
本
の
侵
略
が
強
ま
る
に
つ
れ
︑
救
国
の
た
め
に
武
を
重
視
す
る
思
想
が
現

れ
た
︒
植
民
地
期
も
︑
一
部
の
朝
鮮
人
エ
リ
ー
ト
が
こ
う
し
た
軍
事
思
想
を

継
承
し
﹁
文
弱
﹂
を
批
判
し
た
︒

　
第
三
章
﹁
軍
事
化
の
場
所
と
人
︱
︱
士
官
学
校
と
士
官
学
校
生
徒
﹂
で
は
︑

朴
正
煕
の
性
格
形
成
に
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
と
さ
れ
る
日
本
と
満
洲
国

で
の
士
官
学
校
教
育
に
焦
点
を
当
て
る
︒
著
者
の
枠
組
み
で
は
朝
鮮
軍
事
化

の
﹁
第
二
の
波
﹂
と
さ
れ
る
日
中
戦
争
全
面
化
以
降
の
時
期
に
当
た
る
︒
朴

正
煕
は
︑
一
九
四
〇
年
に
満
洲
国
陸
軍
軍
官
学
校
に
入
学
︑
四
二
年
に
日
本

陸
軍
士
官
学
校
に
編
入
し
四
四
年
に
卒
業
し
た
︒
日
満
の
士
官
学
校
へ
の
朝

鮮
人
入
学
者
は
満
洲
事
変
後
増
加
し
た
が
︑
本
書
は
そ
の
入
学
動
機
を
分
析

し
つ
つ
︑
朝
鮮
人
士
官
学
校
生
徒
・
将
校
を
﹁
親
日
派
﹂
と
見
な
す
従
来
の

議
論
に
は
慎
重
に
距
離
を
お
く
︒
士
官
学
校
に
お
い
て
﹁
日
系
﹂
と
﹁
満

系
﹂
生
徒
の
狭
間
で
曖
昧
な
立
場
に
置
か
れ
た
朝
鮮
人
生
徒
は
︑
概
し
て
日

本
軍
の
価
値
観
を
忠
実
に
身
に
つ
け
た
﹁
ま
じ
め
﹂
な
学
生
と
い
う
位
置
を

占
め
た
︒
と
り
わ
け
朴
正
煕
は
︑
軍
隊
へ
の
あ
こ
が
れ
を
強
く
持
ち
模
範
的

か
つ
情
熱
的
な
生
徒
で
あ
り
︑
こ
の
時
代
の
﹁
朴
正
煕
の
﹁
馬
鹿
真
面
目
﹂

ぶ
り
が
究
極
的
に
は
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
韓
国
の
近
代
化
志
向
の
国

家
と
社
会
を
形
作
っ
た
﹂（
一
〇
三
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
︒

　
第
四
章
﹁
政
治
と
地
位
︱
︱
特
別
な
志
向
﹂
は
︑
士
官
学
校
教
育
を
通
じ

た
軍
の
特
権
的
意
識
の
形
成
に
つ
い
て
論
ず
る
︒
日
満
の
士
官
学
校
は
い
ず

れ
も
一
般
社
会
と
隔
絶
し
て
い
た
︒
生
徒
は
厳
し
い
身
体
規
律
を
求
め
ら
れ
︑

外
界
の
娯
楽
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
た
︒
他
方
︑
明
治
維
新
か
ら
日
清
・
日
露

戦
争
︑
満
洲
事
変
に
い
た
る
日
本
陸
軍
の
栄
光
の
歴
史
と
の
つ
な
が
り
は
常

に
意
識
さ
せ
ら
れ
︑
戦
史
教
育
や
戦
跡
見
学
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
︒
朝
鮮

人
は
天
皇
を
日
本
人
ほ
ど
神
聖
視
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
︑
士
官
学

校
教
育
は
天
皇
の
股こ

肱こ
う

と
い
う
意
識
を
生
徒
に
扶
植
す
る
役
割
を
は
た
し
た
︒

　
第
五
章
﹁
政
治
と
権
力
︱
︱
唯
一
の
義
務
﹂
は
︑
軍
人
の
政
治
関
与
に
つ

い
て
論
ず
る
︒
一
九
三
〇
年
代
︑
日
本
で
青
年
将
校
が
﹁
昭
和
維
新
﹂
を
呼

号
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
︑
朝
鮮
で
は
︑
甲
申
政
変
五
十
周
年
特
集
や
革
命

一
心
会
事
件
（
一
九
〇
〇
年
）
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
回
顧
が
出
回
っ
て
い
た
︒

そ
れ
ら
は
︑
日
満
の
朝
鮮
人
士
官
学
校
生
徒
に
軍
人
の
直
接
行
動
を
賞
揚
す

る
心
性
を
も
た
ら
し
た
︒
加
え
て
満
洲
で
は
︑
五
・
一
五
事
件
や
二
・
二
六

事
件
の
連
累
者
が
優
遇
さ
れ
︑
彼
ら
の
思
想
も
士
官
学
校
生
徒
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
︒

　
第
六
章
﹁
国
家
と
社
会
︱
︱
革
命
︑
改
革
︑
統
制
﹂
は
︑
戦
時
期
の
経
済
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思
想
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
著
者
の
見
立
て
で
は
︑
解
放
後
韓
国
に
お
け
る
朴

正
煕
政
権
の
開
発
独
裁
体
制
の
淵
源
は
︑
世
界
恐
慌
以
降
の
日
本
の
国
家
資

本
主
義
志
向
に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
日
満
の
士
官
学
校
に
広
ま
っ
て

い
た
三
つ
の
反
資
本
主
義
的
議
論
と
し
て
︑
朝
鮮
人
・
中
国
人
生
徒
に
民
族

解
放
理
論
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
︑
財
閥
を
敵
視
し
対
外

膨
張
と
も
結
び
つ
い
た
昭
和
維
新
論
︑
総
力
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
統

制
経
済
論
を
取
り
あ
げ
て
い
る
︒
な
お
︑
朴
正
煕
が
共
産
主
義
に
傾
倒
し
て

い
た
の
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
︑
本
書
は
︑
朴
正
煕
が
満
洲
国
軍

官
学
校
に
入
る
ま
で
に
左
翼
思
想
に
﹁
馴
染
ん
で
い
た
（no stranger

）
の
は

間
違
い
な
く
︑
共
鳴
し
て
い
た
（sym

pathetic
）
と
し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ

た
﹂
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
（
二
〇
〇
頁
）︒

　
第
七
章
﹁
戦
術
と
精
神
︱
︱
必
勝
﹂
は
︑
日
満
の
士
官
学
校
に
お
け
る
精

神
教
育
に
注
目
す
る
︒
歩
兵
に
よ
る
突
撃
主
義
や
夜
間
襲
撃
は
︑
講
義
や
実

地
演
習
あ
る
い
は
剣
道
の
稽
古
で
教
え
込
ま
れ
た
︒﹁
必
勝
の
信
念
﹂
や
﹁
一

死
御
奉
公
﹂
と
い
っ
た
精
神
主
義
は
︑
解
放
後
韓
国
の
朴
正
煕
の
軍
事
ク
ー

デ
タ
ー
を
支
え
同
志
を
同
調
さ
せ
る
基
盤
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

　
第
八
章
﹁
秩
序
と
規
律
︱
︱
自
発
的
な
服
従
﹂
で
は
︑
朴
正
煕
政
権
︑
特

に
一
九
七
二
年
以
降
の
維
新
体
制
に
見
ら
れ
る
社
会
統
制
と
規
律
の
淵
源
を

探
る
︒
日
満
の
士
官
学
校
で
は
︑
起
臥
寝
食
に
至
る
ま
で
規
律
化
さ
れ
た
︒

著
者
は
フ
ー
コ
ー
の
規
律
権
力
論
を
援
用
し
な
が
ら
︑
身
体
動
作
や
時
間
厳

守
な
ど
の
規
律
が
︑
区
隊
長
な
ど
の
上
か
ら
の
監
視
や
暴
力
的
制
裁
︑
生
徒

同
士
の
相
互
監
視
︑
日
記
を
書
く
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
た
様
相

を
描
い
て
い
る
︒

　
終
章
で
は
︑
日
本
敗
戦
に
よ
る
日
満
の
軍
官
学
校
の
終
し
ゅ
う

焉え
ん

を
跡
づ
け
︑
日

本
陸
軍
の
文
化
を
内
面
化
し
た
韓
国
人
将
校
が
解
放
後
の
韓
国
軍
を
創
建
し

て
い
く
記
述
で
結
ば
れ
て
い
る
︒

　
本
書
を
通
読
し
た
読
者
は
︑
本
書
が
多
く
の
資
料
を
駆
使
し
て
日
満
の
士

官
学
校
の
雰
囲
気
を
生
き
生
き
と
再
現
し
て
い
る
こ
と
に
︑
ま
ず
感
銘
を
受

け
る
に
違
い
な
い
︒
本
書
に
よ
っ
て
︑
朴
正
煕
の
呼
吸
し
た
時
代
の
空
気
を

読
者
も
と
も
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
言
語
の
壁
を
も
の
と
も
せ

ず
︑
満
洲
国
陸
軍
軍
官
学
校
に
お
け
る
日
本
人
・
朝
鮮
人
・
中
国
人
元
生
徒

の
回
顧
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
縦
横
に
駆
使
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
朴
正
煕
の
満

洲
国
軍
官
学
校
に
お
け
る
同
級
生
（
第
二
期
生
）
だ
っ
た
細
川
実
の
日
記

（
一
九
四
一
～
四
二
年
）
を
発
掘
し
た
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
︒
こ
れ
ら

の
資
料
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
︑
士
官
学
校
の
文
化
を
﹁
団
結
﹂﹁
意

志
﹂﹁
切
磋
琢
磨
﹂
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
切
り
取
り
︑
生
徒
た
ち
の

精
神
世
界
を
示
し
て
み
せ
た
手
腕
は
さ
す
が
と
言
え
よ
う
︒

　
ま
た
︑
朝
鮮
王
朝
末
期
か
ら
植
民
地
に
か
け
て
の
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事
化

の
流
れ
を
︑
大
胆
に
描
い
た
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
本
書
の
優
れ
た
点
は
︑
同
時
に
問
題
点
と
も
表
裏
一

体
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
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第
一
に
︑
既
に
別
の
書
評
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
書
名
か
ら
予
想
さ

れ
る
よ
う
な
朴
正
煕
の
伝
記
的
記
述
は
乏
し
く
︑
そ
の
時
代
背
景
の
方
が
む

し
ろ
前
面
に
出
て
い
る（

4
）

︒
著
者
は
︑
朴
正
煕
が
日
本
陸
軍
の
エ
ー
ト
ス
を
吸

収
し
た
こ
と
が
解
放
後
韓
国
に
お
け
る
朴
政
権
に
よ
る
経
済
成
長
の
性
格
を

決
定
づ
け
た
と
︑
た
び
た
び
強
調
し
て
い
る
︒
無
論
︑
そ
の
こ
と
は
否
定
し

え
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
日
満
の
士
官
学
校
生
徒
が
み
な
朴
正
煕
の
よ
う

に
︑
戦
後
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
国
家
の
近
代
化
を
担
う
独
裁
的
国
家
指
導
者

と
し
て
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
な
ぜ
朴
正
煕
の
み
が

日
本
軍
の
価
値
観
を
国
家
運
営
に
応
用
し
え
た
の
か
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
︒
し
か
し
︑
本
書
は
朴
正
煕
の
置
か
れ
た
﹁
環
境
﹂
を
問
題
に
は
し

て
も
︑
そ
れ
を
受
け
と
め
内
面
化
し
た
朴
正
煕
の
﹁
個
性
﹂
に
つ
い
て
は
︑

た
だ
﹁
馬
鹿
真
面
目
﹂
だ
っ
た
と
い
う
見
解
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
日
満
の
士
官
学
校
を
並
列
し
て
分
析
し
て
い
る
た
め
に
︑
満
洲
国
軍

官
学
校
後
に
日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
に
進
ん
だ
朴
正
煕
の
思
想
形
成
過
程
が

時
経
列
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒
こ
れ
ら
の
点
で
は
趙チ
ョ

甲カ
プ

濟チ
ェ

の
朴
正
煕
伝（

5
）

に
及
ば
な
い
︒

　
第
二
に
︑
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事
文
化
の
形
成
史
と
し
て
本
書
を
読
ん
だ
場

合
で
も
︑
ス
ケ
ー
ル
の
壮
大
さ
と
そ
れ
が
故
の
議
論
の
細
や
か
さ
の
不
足
の

両
方
を
感
じ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
︒
第
一
章
に
お
け
る
朝
鮮

開
港
後
の
軍
事
化
に
つ
い
て
は
︑
大
院
君
や
高
宗
︑
急
進
開
化
派
に
焦
点
を

あ
わ
せ
る
あ
ま
り
︑
た
と
え
ば
富
国
強
兵
路
線
と
は
異
な
る
﹁
小
国
主
義
﹂

を
志
向
し
た
穏
健
開
化
派
の
思
想
的
営
み（

6
）

は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑

こ
の
時
期
の
軍
事
制
度
の
変
化
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
一
般
民
衆
の
軍

事
観
・
軍
隊
観
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
に
︑
植
民
地
期

末
期
︑
朝
鮮
軍
事
化
の
﹁
第
二
の
波
﹂
を
多
く
の
朝
鮮
人
が
肯
定
的
に
受
け

と
め
た
と
し
︑
か
つ
︑
そ
こ
に
は
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
﹁
第
一
の
軍
事
化
の

遺
産
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂（
六
三
頁
︒
一
〇
八
︑一
五
六
～
一
五
九
頁
な

ど
も
同
様
）
と
す
る
本
書
の
主
張
に
は
必
ず
し
も
得
心
が
い
か
な
か
っ
た
︒

戦
時
期
朝
鮮
社
会
に
お
い
て
︑
軍
人
の
直
接
行
動
を
メ
デ
ィ
ア
が
賞
賛
し
社

会
全
体
が
軍
事
化
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
日
中
戦
争
期
︑
朝
鮮
人
陸
軍
志
願
兵
制
度
が
実
施
さ
れ
て

も
上
流
家
庭
は
志
願
せ
ず
多
く
は
貧
困
農
民
が
経
済
的
理
由
か
ら
志
願
し
た

と
さ
れ
る
こ
と
︑
一
般
民
衆
は
日
帝
敗
戦
願
望
を
も
ち
戦
争
に
距
離
を
お
い

て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
︑
な
ど
反
証
は
い
く
ら
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

7
）

︒

ま
ず
は
そ
の
よ
う
な
通
説
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
丁
寧
に
向
き
合
っ
た
う
え
で
議

論
を
展
開
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

　
本
書
は
第
二
巻
の
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
お
り
︑
朴
正
煕
大
統
領
の
も
と
で

の
国
家
主
導
型
経
済
開
発
の
様
相
を
描
く
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
本
書
評
の
示

し
た
い
く
つ
か
の
疑
問
点
に
も
そ
こ
で
回
答
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
︒
ま
た
︑
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
著
者
は
︑
か
つ
て
植
民
地
下

に
お
け
る
朝
鮮
人
資
本
で
あ
っ
た
湖
南
財
閥
に
つ
い
て
大
著
を
著
し
た
（
註

（
１
）
参
照
）︒
同
書
は
︑
戦
後
韓
国
の
経
済
成
長
の
ル
ー
ツ
が
植
民
地
期
に
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あ
っ
た
と
す
る
い
わ
ゆ
る
植
民
地
近
代
化
論
の
一
つ
の
火
付
け
役
と
も
な
っ

た
︒
そ
し
て
本
書
も
︑
や
は
り
経
済
成
長
を
主
導
し
た
朴
正
煕
の
行
動
原
理

の
源
流
を
植
民
地
期
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
両
著
に
は
︑

戦
後
韓
国
に
お
け
る
経
済
成
長
の
淵
源
を
植
民
地
期
に
探
ろ
う
と
す
る
問
題

関
心
が
一
貫
し
て
い
る
︒
前
回
の
著
作
で
着
目
し
た
朝
鮮
人
資
本
家
と
今
回

の
著
作
の
焦
点
で
あ
る
国
家
指
導
者
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
韓
国
の
経
済

成
長
に
関
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
大
き
な
見
取
り
図
を
続
巻
で
は
提
示
し

て
く
れ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
︒

註（
1
）

C
arter J. E

ckert, O
ffspring of Em

pire: T
he K

och’ang K
im

s and the C
olonial O

rigins of 

K
orean C

apitalism
, 1876–1945 (U

niversity of W
ashington Press, 1991 ). 

邦
訳
は
︑

カ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
エ
ッ
カ
ー
ト
﹃
日
本
帝
国
の
申
し
子
︱
︱
高
敞
の
金
一
族
と
韓
国

資
本
主
義
の
植
民
地
起
源
一
八
七
六
︱
一
九
四
五
﹄（
草
思
社
︑
二
〇
〇
四
年
）︒

（
2
）
飯
倉
江
里
衣
﹁
満
洲
国
陸
軍
軍
官
学
校
と
朝
鮮
人
︱
︱
口
述
資
料
を
通
し
て
み
る
教

育
経
験
﹂（﹃
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
﹄
第
五
四
号
︑
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
一
六
四
頁
︑

註
（
１
）（
２
）
に
︑
朴
正
煕
に
つ
い
て
の
伝
記
的
研
究
お
よ
び
満
州
国
の
軍
官
学
校

に
お
け
る
朝
鮮
人
に
つ
い
て
の
研
究
に
つ
い
て
の
既
存
の
文
献
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒

（
3
）
こ
の
よ
う
な
視
角
は
︑
著
者
エ
ッ
カ
ー
ト
が
か
ね
て
提
唱
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
︑

本
書
は
そ
の
本
格
的
展
開
を
目
指
し
た
も
の
と
言
え
る
︒
カ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
エ
ッ
カ
ー

ト
﹁
五
月
一
六
日
軍
事
革
命
︱
︱
歴
史
的
視
点
﹂（
趙
利
済
・
渡
辺
利
夫
・
カ
ー
タ
ー
・

Ｊ
・
エ
ッ
カ
ー
ト
編
﹃
朴
正
煕
の
時
代
︱
︱
韓
国
の
近
代
化
と
経
済
発
展
﹄
東
京
大

学
出
版
会
︑
二
〇
〇
九
年
）
参
照
︒

（
4
）

B
ruce C

um
ings, 

“Carter J. E
ckert, Park C

hung H
ee and M

odern K
orea: T

he Roots of 

M
ilitarism

, 1866–1945. C
am

bridge, M
ass.: H

arvard U
niversity Press, 2016 ,

” The 

A
m

erican H
istorical Review

 123 :3  (June 2018 ), p. 928 .

（
5
）
趙
甲
濟
﹃
朴
正
煕
︱
︱
韓
国
近
代
革
命
家
の
実
像
﹄（
邦
訳
︑
亜
紀
書
房
︑

一
九
九
一
年
）︒

（
6
）
趙
景
達
﹁
近
代
朝
鮮
の
小
国
思
想
﹂（
菅
原
憲
二
・
安
田
浩
編
﹃
国
境
を
貫
く
歴
史

認
識
︱
︱
教
科
書
・
日
本
︑
そ
し
て
未
来
﹄
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
）︒

（
7
）
宮
田
節
子
﹃
朝
鮮
民
衆
と
﹁
皇
民
化
﹂
政
策
﹄（
未
來
社
︑
一
九
八
五
年
）︑
卞
恩
眞

﹃
日
帝
末
抗
日
秘
密
結
社
運
動
研
究
︱
独
立
과
解
放
︑
建
国
을
향
한
朝
鮮
民
衆
의
努

力
﹄（
선
인
︑
二
〇
一
八
年
）︒
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グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
史
的
唯
物
論
の
あ
ら
た
な
射
程

　
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
新
著
︑﹃
マ
ル
ク
ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
﹄
は
︑

ヘ
ー
ゲ
ル
が
構
想
し
た
普
遍
的
歴
史
あ
る
い
は
普
遍
史
（U

niversal H
istory

）

に
か
わ
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
提
示
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
射
程
の
広

さ
と
深
さ
を
再
評
価
し
︑
そ
の
分
析
的
視
点
を
救
い
出
す
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
︑
欧
米
諸
国
で
行
わ
れ
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
研

究
が
い
わ
ゆ
る
﹁
西
洋
マ
ル
ク
ス
主
義
﹂
︱
︱
ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

（Perry A
nderson

）
がW

estern M
arxism

と
呼
ん
だ
そ
れ
︱
︱
を
特
権
化
し
て

き
た
こ
と
︑
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
が
﹃
資
本
論
第
一
巻
﹄
の
第
一
編
で
展
開
す

る
商
品
形
態
と
そ
の
物
神
崇
拝
（fetishism

）
を
資
本
主
義
社
会
の
普
遍
的
な

支
配
形
態
だ
と
断
定
し
て
き
た
こ
と
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
も
あ
る
︒
西
洋

マ
ル
ク
ス
主
義
は
︑
ジ
ェ
ル
ジ
ュ
・
ル
カ
ー
チ
が
﹃
歴
史
と
階
級
意
識
﹄
の

な
か
で
マ
ル
ク
ス
の
い
う
商
品
形
態
を
資
本
主
義
社
会
特
有
の
物
象
化
現
象

（reification

）
と
し
て
と
ら
え
︑
そ
れ
が
近
代
の
社
会
関
係
を
質
か
ら
量
へ
︑

具
体
性
か
ら
抽
象
性
へ
︑
使
用
価
値
か
ら
交
換
価
値
へ
と
従
属
さ
せ
︑
人
間

の
生
を
そ
の
根
元
か
ら
均
質
的
で
無
機
質
な
も
の
に
作
り
変
え
て
し
ま
う
と

い
う
主
張
に
始
ま
り
︑
そ
の
後
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
代
表
さ
れ

る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
近
代
お
よ
び
啓
蒙
主
義
批
判
に
引
き
継
が
れ
て

い
っ
た
︒
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
︑
こ
の
社
会
関
係
の
商
品
化
と
い
う
均
質

化
・
非
人
間
化
過
程
（
疎
外
論
）
に
た
い
し
て
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
や

サ
ミ
ー
ル
・
ア
ミ
ン
が
マ
ル
ク
ス
︑
レ
ー
ニ
ン
︑
毛
沢
東
に
倣
っ
て
理
論
化

し
た
﹁
不
均
等
発
展
﹂（uneven developm

ent

）
と
い
う
概
念
を
援
用
し
な
が

ら
︑
資
本
主
義
は
自
己
増
殖
の
た
め
に
世
界
を
均
質
化
す
る
の
で
は
な
く
︑

異
種
混
合
的
な
差
異
（difference

）
を
抱
え
込
み
︑
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
人
種
︑

ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン

『
マ
ル
ク
ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
―
―
資
本
主
義
の
拡
張
に
お
け
る

歴
史
と
時
間
』

H
arry H

arootunian, M
arx A

fter M
arx: H

istory and T
im

e in the Expansion of 
C

apitalism

平
野
克
弥

Columbia University Press, 2015
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階
級
の
よ
う
な
差
異
化
を
必
要
と
す
る
と
主
張
す
る
︒

　
こ
の
論
拠
と
し
て
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
︑
マ
ル
ク
ス
が
非
資
本
主
義

社
会
︱
︱
封
建
的
農
村
社
会
や
先
住
民
社
会
︱
︱
が
資
本
主
義
的
生
産
様
式

に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
使
っ
た
概
念
︑
形
式
的
包

摂
と
実
質
的
包
摂
に
焦
点
を
当
て
る
︒
実
質
的
包
摂
は
︑
西
洋
マ
ル
ク
ス
主

義
が
主
張
し
た
よ
う
に
︑
資
本
主
義
社
会
が
商
品
形
態
に
よ
る
社
会
の
物
象

化
現
象
を
貫
徹
す
る
事
態
を
指
す
一
方
で
︑
形
式
的
包
摂
は
︑
そ
れ
が
過
去

の
様
々
な
残
余
︑
遺
制
を
抱
え
込
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
︑
完
全
な
均
質
的
世

界
を
実
現
し
得
な
い
状
態
を
意
味
し
て
い
る
︒
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
に
と
っ

て
重
要
な
分
析
的
概
念
は
︑
形
式
的
包
摂
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
こ
の
概
念
の

可
能
性
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
出
発
し
︑
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
︑
ア
ン
ト

ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
︑
ホ
セ
・
カ
ル
ロ
ス
・
マ
リ
ア
テ
ギ
︑
そ
し
て
︑
山
田
盛

太
郎
や
宇
野
弘
蔵
を
読
み
解
く
こ
と
で
系
譜
学
的
に
分
節
化
し
て
い
く
︒
こ

の
形
式
的
包
摂
の
読
解
作
業
は
︑
世
界
を
覆
い
尽
く
そ
う
と
す
る
資
本
主
義

が
︑
歴
史
的
︑
文
化
的
︑
社
会
的
に
異
質
な
共
同
体
に
遭
遇
し
︑
そ
れ
ら
の

異
種
性
を
ど
の
よ
う
に
自
己
増
殖
の
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
ん
で
い
く
の
か
︑

そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
社
会
的
変
容
・
編
成
を
引
き
起
こ
す
の
か
︑
ま
た

ど
の
よ
う
に
自
ら
の
不
完
全
性
や
矛
盾
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
か
と
い

う
問
い
の
探
求
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
﹃
マ
ル
ク

ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
﹄
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
解
釈
を
支
配
し
て
き
た

商
品
形
態
の
分
析
的
視
点
（
実
質
的
包
摂
）
に
代
わ
る
新
た
な
視
点
︱
︱
形

式
的
包
摂
が
提
示
す
る
歴
史
的
思
考
︱
︱
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
本
書
評
で
は
本
書
の
詳
細
な
検
討
は
紙
面
上
難
し
い
の
で
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー

ニ
ア
ン
の
形
式
的
包
摂
の
解
釈
を
と
お
し
て
見
え
て
く
る
新
た
な
グ
ロ
ー
バ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
可
能
性
を
二
つ
の
点
に
絞
っ
て
論
じ
て
み
た
い
︒

１
．
い
わ
ゆ
る
封
建
的
遺
制
（
旧
社
会
の
残
存
物
）
は
日
本
の
後
進
性
や
近
代

の
歪
い
び
つさ

を
示
す
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
資
本
主
義
の
世
界
的
展
開
が
生 

み
出
す
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
内
容
は
︑
資
本
と
遭
遇 

し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
や
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
そ
こ
に
資
本
主
義
と
非
資 

本
主
義
社
会
の
遭
遇
の
歴
史
性
︑
歴
史
的
差
異
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き 

る
し
︑
近
代
社
会
形
成
を
複
雑
な
異
種
混
合
性
（heterogeneity

）
の
生
産 

と
し
て
理
解
す
べ
き
根
拠
を
見
い
だ
せ
る
︒

２
．
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
が
は
っ
き
り
と
論
じ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
︑

彼
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
グ
ラ
ム
シ
︑
マ
リ
ア
テ
ギ
の
読
解
か
ら
見
い

だ
さ
れ
る
論
点
で
あ
り
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
﹂
と
呼
ば
れ
て
き
た

旧
植
民
地
︑
先
住
民
︑
奴
隷
制
度
の
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た
あ

ら
た
な
問
題
系
で
も
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
黒
人
史
研
究
︑
南
米
植
民
地
史
︑

北
米
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
史
︑
奴
隷
貿
易
史
︑
パ
レ
ス
チ

ナ
占
領
の
研
究
な
ど
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
始
め
て
い
る
人
種
化
と
資
本

主
義
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
問
題
系
で
あ
る
︒
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第
一
の
点
か
ら
始
め
よ
う
︒
本
書
は
︑
世
界
を
覆
い
尽
く
そ
う
と
す
る
資

本
主
義
が
非
近
代
的
な
生
産
様
式
︑
社
会
関
係
︑
慣
習
︑
時
間
性
と
遭
遇
し

た
時
に
︑
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
包
摂
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
︑
次

の
よ
う
に
主
張
す
る
︒
資
本
主
義
の
増
殖
と
拡
張
は
︑
非
近
代
的
な
社
会
組

織
や
共
同
体
を
完
全
に
破
壊
し
た
う
え
で
包
摂
す
る
の
で
は
な
く
︑
利
用
で

き
る
﹁
伝
統
的
な
﹂
要
素
は
積
極
的
に
保
存
し
︑
横
領
し
︑
作
り
変
え
る
こ

と
を
目
指
す
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
こ
の
包
摂
の
過
程
は
︑
資
本
が
ど
の
よ
う
な

歴
史
的
・
社
会
的
・
経
済
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
差
異
と
遭
遇
す
る
の
か
と

い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
商
品
形
態
に
よ
っ
て
世
界
が
均
質

化
さ
れ
る
過
程
で
も
︑
普
遍
的
な
歴
史
的
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
︑
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
国
民
精
神
が
自
己
実
現
た
め
に
自
由
を
獲

得
し
て
い
く
旅
路
で
も
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
包
摂
の
過
程
は
︑
過
去
と

現
在
の
融
合
が
生
み
出
す
重
層
的
な
時
間
性
と
異
種
混
合
性
に
満
ち
︑
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
多
様
に
生
き
ら
れ
た
時
間
＝
歴
史
を
生
み
出
し
て
き
た
と
ハ
ル

ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
主
張
す
る
（p.

26–27

）︒
換
言
す
れ
ば
︑
資
本
は
︑
自
己

の
増
殖
と
拡
張
の
た
め
に
︑
極
め
て
具
体
的
で
異
質
な
歴
史
的
状
況
と
遭
遇

し
︑
そ
れ
を
包
摂
す
る
こ
と
で
非
均
質
的
で
不
均
等
な
世
界
を
生
み
出
し
て

き
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
近
代
世
界
は
資
本
の
運
動
を
通
し
て
︑
ロ
ー
カ
ル
な
世
界
が

同
時
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
と
な
り
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
は
ロ
ー
カ
ル
な

世
界
で
顕
在
化
す
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
出
し
た
︒
こ
の
観
点
に
立
っ
て
︑

ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
︑﹁
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
普
遍
的
な
歴
史
に
変

わ
っ
て
︑
正
真
正
銘
の
世
界
史
の
展
望
を
提
示
し
た
時
︑﹁
特
定
の
場
所
に
根

ざ
し
た
存
在
（local being

）﹂
を
﹁
普
遍
的
な
存
在(universal being)

﹂
へ
と

転
換
す
る
こ
と
︑
つ
ま
り
そ
れ
は
特
殊
な
も
の
を
普
遍
化
し
︑
普
遍
的
な
も

の
を
特
定
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
の
だ
﹂
と
主
張
す
る
（p. 

237

）︒
彼
に
従
え
ば
︑
こ
の
転
換
こ
そ
︑
資
本
の
運
動
が
生
み
だ
し
た
グ
ロ
ー

バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
可
能
性
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
後
進
性
の
象
徴
の
よ
う

に
議
論
さ
れ
て
き
た
封
建
的
遺
制
は
︑
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
と
グ
ロ
ー
バ

ル
の
弁
証
法
が
生
み
だ
し
た
世
界
的
な
現
象
に
す
ぎ
ず
︑
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史

状
況
に
よ
っ
て
発
現
形
態
は
違
っ
て
く
る
も
の
の
︑
資
本
主
義
の
発
祥
の
地

と
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
ら
抱
え
込
ん
で
き
た
問
題
で
あ
る
︒﹃
マ
ル
ク

ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
﹄
は
︑
こ
の
文
脈
で
︑
山
田
盛
太
郎
を
評
価
し

つ
つ
も
︑
日
本
の
封
建
的
遺
制
を
特
殊
な
﹁
型
﹂
と
し
て
非
歴
史
的
に
理
論

化
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
一
方
︑
農
業
問
題
を
論
じ
な
が
ら
﹁
資
本
主
義
は
︑

そ
の
発
生
︑
発
展
︑
確
立
に
障
害
と
な
ら
な
い
限
り
︑
旧
社
会
の
残
存
物
を

も
許
容
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
時
に
は
逆
に
︑
か
か
る

残
存
物
の
温
存
を
さ
え
求
め
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
論
じ
た
宇
野
弘
蔵
を
︑
形

式
的
包
摂
論
を
深
化
さ
せ
た
理
論
家
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
（p.192

）︒

　
第
二
の
点
に
移
ろ
う
︒
当
然
な
が
ら
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
グ
ロ
ー
バ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
︑
資
本
主
義
が
非
資
本
主
義
世
界
に
対
し
て
破
壊
的
な
暴

力
を
行
使
し
︑
不
均
等
な
関
係
性
が
最
も
深
刻
な
か
た
ち
で
現
れ
る
状
況
を
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視
野
に
入
れ
て
い
る
︒
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
が
﹃
資
本
蓄
積
論
﹄
の

な
か
で
展
開
し
た
﹁
自
然
経
済
の
制
服
﹂
の
議
論
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
︑
資

本
主
義
が
商
品
化
さ
れ
え
な
い
社
会
関
係
に
向
け
る
容
赦
な
い
暴
力
を
形
式

的
包
摂
の
一
形
態
と
し
て
論
じ
て
い
る
︒
自
然
経
済
の
制
服
と
は
︑
い
わ
ゆ

る
自
然
資
源
獲
得
の
た
め
に
先
住
民
か
ら
土
地
を
収
奪
し
︑
か
れ
ら
の
労
働

力
を
徹
底
的
に
搾さ
く

取し
ゅ

す
る
植
民
地
的
制
服
と
強
奪
を
意
味
し
て
い
る
︒
ハ
ル

ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
に
よ
れ
ば
︑
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
は
︑
資
本
が
非
資
本
主
義
的

社
会
と
ど
の
よ
う
に
出
会
う
の
か
と
い
う
問
い
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑﹁
資
本

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
社
会
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
時
︑
自
己
の
発
展
に

と
っ
て
障
害
で
あ
る
も
の
を
根
絶
さ
せ
る
よ
う
な
政
策
を
必
ず
伴
っ
て
い

る
﹂
事
実
を
深
く
認
知
し
て
い
た
（p. 100

）︒
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
依
拠
し

な
が
ら
︑
封
建
社
会
が
資
本
主
義
社
会
に
移
行
す
る
際
︑
貧
農
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
化
︱
︱
生
産
手
段
の
収
奪
と
労
働
力
の
商
品
化
︱
︱
を
促
進
し
た

の
と
は
対
照
的
に
︑
自
然
経
済
の
制
服
は
先
住
民
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
化

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
主
張
す
る
︒
つ
ま
り
︑
生

活
手
段
や
生
産
手
段
の
収
奪
を
と
お
し
て
先
住
民
を
商
品
交
換
の
流
れ
の
中

に
統
合
し
︑
伝
統
的
な
生
産
形
態
を
商
品
生
産
へ
と
変
質
さ
せ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒
自
然
経
済
の
制
服
は
そ
の
生
産
形
態
の
根
絶
を
目
指
す

戦
い
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑
そ
の
形
態
に
依
拠
し
て
き
た
人
々
は
︑

幾
度
と
な
く
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
経
験
し
て
き
た
の
だ
と
︒
確
か
に
︑
資
本
主

義
と
出
会
う
こ
と
で
︑
多
く
の
非
資
本
主
義
社
会
は
壊
滅
さ
せ
ら
れ
て
き
た
︒

い
わ
ゆ
る
原
始
的
蓄
積
に
お
け
る
経
済
外
的
強
制
を
指
し
て
マ
ル
ク
ス
が

﹁
残
虐
な
力
﹂（brute force

）
と
よ
ん
だ
暴
力
的
な
収
奪
過
程
︑
ま
た
は
パ
ト

リ
ッ
ク
・
ウ
ル
フ
が
開
拓
植
民
地
主
義
（settler colonialism

）
を
指
し
て
﹁
排

除
の
論
理
﹂
と
よ
ん
だ
殺
戮
的
な
移
住
・
占
領
の
過
程
は
︑
北
米
や
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
を
始
め
︑
世
界
各
地
で
近
代
社
会
の
萌
芽
期
に
幾
度
と
な
く
繰
り

返
さ
れ
て
き
た
現
象
で
あ
る
︒

　
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
自
然
経
済
の
制
服
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑
マ
ル
ク
ス

同
様
そ
の
破
壊
的
暴
力
性
の
指
摘
で
止
ま
る
の
だ
が
︑
彼
の
形
式
的
包
摂
の

解
釈
は
︑
こ
の
問
題
系
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
可
能
性
を
孕は
ら

ん
で
い
る
︒
近

年
︑
い
わ
ゆ
る
原
始
的
蓄
積
の
再
理
論
化
が
進
ん
で
い
る
が
︑
そ
の
な
か
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
︑
つ
ま
り
︑
資
本
主
義
の
形
成
期
に
限
ら
ず
︑
そ
の

再
生
産
過
程
に
お
い
て
ま
っ
た
く
無
用
で
あ
り
ま
た
障
害
と
さ
え
見
な
さ
れ

て
き
た
労
働
形
態
（
狩
猟
︑
採
取
︑
コ
モ
ン
ズ
な
ど
）
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
直

す
の
か
と
い
う
問
い
を
考
え
る
う
え
で
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
形
式
的
包

摂
の
議
論
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
︒
封
建
的
土
地
所
有
制
が
資
本
主

義
制
度
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
過
程
や
︑
賃
金
労
働
の
社
会
関
係
が
農
村
社
会

に
お
け
る
労
働
形
態
を
変
質
さ
せ
て
い
く
過
程
︑
ま
た
入い
り

会あ
い

地ち

が
収
奪
さ
れ
︑

資
本
主
義
的
土
地
所
有
制
（
私
有
財
産
制
）
に
統
合
さ
れ
て
い
く
過
程
な
ど
は
︑

マ
ル
ク
ス
を
始
め
︑
か
れ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
唯
物
論
的
歴
史
研
究
が
つ
ぶ

さ
に
分
析
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
に
お
け
る
封
建
的
遺
制
を
め
ぐ
る

議
論
も
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
し
︑
上
述
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し
た
通
り
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
も
こ
の
文
脈
の
な
か
で
マ
リ
ア
テ
ギ
︑
山

田
盛
太
郎
︑
宇
野
弘
蔵
の
理
論
を
考
察
し
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
い
わ
ゆ
る
封
建
制
や
近
代
国
民
国
家
の
外
に
置
か
れ
て
き
た
先

住
民
︑
移
民
︑
奴
隷
︑
障
害
者
ま
た
は
難
民
が
ど
の
よ
う
に
包
摂
・
排
除
さ

れ
て
き
た
の
か
︑
彼
ら
・
彼
女
ら
の
収
奪
が
資
本
主
義
社
会
の
創
出
と
再
生

産
と
ど
の
よ
う
な
構
造
的
つ
な
が
り
を
持
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
は
︑

マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
な
か
で
も
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
︒﹁
国
民
国
家
史
﹂
の
枠
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
人
々
を
資

本
主
義
形
成
と
そ
の
持
続
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
︑
近

代
社
会
の
重
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
の
暴
力
の
多
面
性
︑

多
重
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
し
︑
資
本
主
義
制
度
そ
の
も
の
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
人
種
主
義
に
起
因
す
る
虐

殺
︑
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
︑
襲
撃
︑
収
奪
︑
搾
取
を
︑
資
本
が
非
資
本
主
義
的

世
界
と
遭
遇
す
る
と
き
に
生
み
出
す
構
造
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
た
と

き
に
︑
原
始
的
蓄
積
論
や
形
式
的
包
摂
論
は
ど
の
よ
う
に
見
直
さ
れ
る
べ
き

だ
ろ
う
か
︒

　
い
ず
れ
に
し
ろ
︑﹃
マ
ル
ク
ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
﹄
は
︑
多
く
の
刺

激
に
満
ち
た
視
点
を
提
供
し
て
い
る
︒
本
書
は
︑
近
年
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル

ヒ
ス
ト
リ
ー
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
中
︑
マ
ル
ク
ス
が
構
想
し
た
世
界

史
の
可
能
性
に
立
ち
返
り
︑
資
本
主
義
が
も
た
ら
し
た
近
代
と
い
う
世
界
の

姿
を
再
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
著
作
に
な
る
だ
ろ
う
︒
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国
際
法
史
を
専
門
と
す
る
山
内
進
氏
は
︑
か
つ
て
﹁
日
本
人
が
最
初
に
出

会
い
︑
そ
の
知
識
を
う
る
た
め
に
努
力
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
初
の
法
は
国
際

法
﹂
だ
っ
た
と
述
べ
た
（
山
内
進
﹁
明
治
国
家
に
お
け
る
﹁
文
明
﹂
と
国
際
法
﹂

﹃
一
橋
論
叢
﹄
第
一
一
五
巻
第
一
号
﹇
一
九
九
六
年
﹈︑
一
九
頁
）︒
実
際
︑
幕
末

維
新
期
に
西
欧
の
国
際
法
は
万
国
公
法
の
名
で
移
入
さ
れ
︑
そ
れ
は
あ
る
意

味
で
西
洋
文
明
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
日
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
︒
山
内

氏
は
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
法
学
で
主
張
さ
れ
て
い
た
文
明
国
基
準

を
指
摘
し
︑
そ
れ
が
当
該
期
の
日
本
人
の
精
神
的
傾
向
に
及
ぼ
し
た
刻
印
を

論
じ
た
︒
西
洋
国
際
法
が
唱
え
る
文
明
国
基
準
に
よ
れ
ば
︑
国
際
法
＝
万
国

公
法
は
一
定
の
文
明
的
段
階
に
達
し
た
国
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑

そ
れ
以
外
の
半
開
国
や
未
開
国
・
野
蛮
国
は
国
際
法
上
平
等
な
取
り
扱
い
を

受
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
︒
明
治
期
の
日
本
は
こ
の
西

洋
世
界
の
要
請
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
︑
万
国
公
法
の
文
明
国
基
準
に

則
っ
た
国
づ
く
り
に
邁ま
い

進し
ん

す
る
︒
そ
れ
は
︑
不
平
等
条
約
の
改
正
を
国
是
と

す
る
明
治
日
本
に
と
っ
て
︑
不
可
避
の
道
だ
っ
た
︒

　
そ
の
よ
う
に
論
じ
る
一
方
で
︑
山
内
氏
は
重
要
な
留
保
も
付
し
て
い
る
︒

右
の
よ
う
な
文
明
国
基
準
は
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
学
の
コ
モ
ン
セ

ン
ス
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
︒
そ
も
そ
も
︑
そ
れ
ま
で
の
国
際
法
思
想
に

は
︑
自
然
法
の
伝
統
が
確
固
と
し
て
あ
っ
た
︒﹁
自
然
国
際
法
（jus gentium

 

naturale

）﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
地
上
の
す
べ
て
の

国
家
・
民
族
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
普
遍
的
な
国
際
法
が
存
在
す
る
︒
諸
国
民

の
自
然
的
権
利
と
独
立
・
自
由
を
尊
重
す
る
法
規
範
で
あ
る
︒
他
方
で
︑﹁
意

思
国
際
法
（jus gentium

 voluntarium

）﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
文

明
国
相
互
間
の
合
意
を
根
拠
と
す
る
国
際
法
で
あ
り
︑
十
九
世
紀
に
お
け
る

ダ
グ
ラ
ス
・
ハ
ウ
ラ
ン
ド

『
国
際
法
と
日
本
の
主
権
―
―
十
九
世
紀
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル

秩
序
の
台
頭
』

D
ouglas H

ow
land, International Law

 and Japanese Sovereignty: 
T

he Em
erging G

lobal O
rder in the 19th C

entury

瀧
井
一
博

Macmillan, 2016
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そ
の
拡
充
が
︑
排
他
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
の
席
巻
と
い
う
事
態
を
招
来

し
た
︒

　
だ
が
︑
意
思
国
際
法
の
席
巻
も
︑
実
際
に
は
単
純
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主

義
の
展
開
と
同
一
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
資
本
主
義
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
捗
す
る
な
か
︑
西
欧
諸
国
は
世
界
中
の
様
々
な
国
々
と
の
通
商
関

係
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
国
際
法
の
適
用
範
囲
も
拡

大
す
る
と
い
う
柔
軟
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
︒
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
法

の
権
威
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
は
︑
文
明
国
基
準
を
堅
持
し
つ
つ
も
︑

そ
の
文
明
と
は
︑
相
手
国
と
の
外
交
や
通
商
関
係
に
お
い
て
信
義
誠
実
を
旨

と
し
︑
他
国
民
の
生
命
や
財
産
を
保
障
す
る
姿
勢
と
体
制
と
観
念
し
て
い
た
︒

国
際
法
は
︑
決
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
自
己
完
結
的
な
も
の
で
は
な
く
︑

他
の
文
明
圏
に
も
開
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
教
授
と
し
て
東
ア
ジ
ア
近
代
史
を
専
門
と
す
る
著

者
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
本
書
は
︑
以
上
の
よ
う
な
山
内
氏
の
提
示
し
た
問
題

意
識
と
軌
を
一
に
し
て
︑
十
九
世
紀
の
国
際
法
史
の
見
直
し
を
提
唱
す
る
も

の
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
︑
日
本
を
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
見
な
し
て
考
察
の
対

象
と
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
︒
文
明
国
基
準
を
掲
げ
る
従
来
の
研
究
が
主
張

す
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
り
︑
日
本
は
幕
末
の
開
国
当
初
か
ら
国
際
法
の
適
用

資
格
を
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
日
本
自
身
も
そ
の
資
格
を
積
極

的
に
活
用
し
て
国
際
法
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
に
寄
与
し
た
︒
本
書
の
論
旨

を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
に
な
る
︒
以
下
︑
順
を
追
っ
て
︑
そ
の

説
く
と
こ
ろ
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
︒

　
第
一
章
で
は
︑
既
述
の
よ
う
な
本
書
の
問
題
関
心
と
論
敵
が
設
定
さ
れ
る
︒

本
書
が
論ろ
ん

駁ば
く

の
対
象
と
す
る
の
は
︑
国
際
関
係
論
の
英
国
学
派
で
あ
る
︒
著

者
に
よ
れ
ば
︑
英
国
学
派
は
国
際
シ
ス
テ
ム
と
国
際
社
会
を
区
別
し
︑
十
九

世
紀
の
日
本
は
西
洋
主
導
の
国
際
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
が
︑
西
洋
諸

国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
国
際
社
会
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
た
︒
国
際
社
会

の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
に
は
︑
文
明
国
基
準
を
ク
リ
ア
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
︑
実
際
の
国
際
法
の

実
務
の
上
で
︑
日
本
は
そ
の
国
家
主
権
を
尊
重
さ
れ
て
お
り
︑
国
際
社
会
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
も
認
知
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
︑
そ
の
論
証
が
以
下
で
詳

論
さ
れ
る
︒

　
ま
ず
第
二
章
で
は
︑
一
八
七
一
年
に
勃
発
し
た
普
仏
戦
争
の
際
の
中
立
宣

言
や
一
八
七
二
年
の
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
︑
国
際
法
を

援
用
す
る
日
本
の
主
張
が
関
係
各
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
が
言
及
さ

れ
る
︒
ま
た
︑
一
八
七
三
年
に
二
つ
の
国
際
法
学
会
が
創
設
さ
れ
て
い
る
が
︑

そ
の
う
ち
国
際
法
協
会
（T

he International Law
 A

ssociation

︒
当
初
はT

he 

A
ssociation for the R

eform
 and C

odification of the Law
 of N

ations

）
で
は
設
立

時
か
ら
日
本
人
メ
ン
バ
ー
を
含
め
︑
ま
た
万
国
国
際
法
学
会
（Institut de 

droit international

）
で
も
一
八
九
二
年
に
日
本
人
会
員
を
迎
え
て
い
る
︒
こ

れ
ら
の
事
実
は
︑
国
際
法
適
用
の
範
囲
が
西
洋
文
明
国
に
限
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
︒
よ
り
決
定
的
だ
っ
た
の
は
︑
主
権
国
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家
と
し
て
の
同
型
性
（isom

orphism

）
だ
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
る
︒

　
第
三
章
で
は
い
わ
ゆ
る
不
平
等
条
約
が
取
り
扱
わ
れ
る
︒
幕
末
の
日
本
が

西
洋
列
強
と
締
結
し
た
条
約
は
︑
治
外
法
権
と
協
定
税
率
を
定
め
た
も
の
と

し
て
国
家
間
の
不
均
衡
な
関
係
を
背
景
に
し
た
も
の
と
一
般
に
見
な
さ
れ
て

い
る
︒
し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
︑
条
約
の
土
台
に
あ
っ
た
の
は
主
権
国
家
の

対
等
性
の
観
念
で
あ
り
︑
条
約
で
定
め
ら
れ
た
不
平
等
な
措
置
は
︑
そ
の
例

外
と
し
て
日
本
が
相
手
国
に
認
め
た
特
権
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
換
言
す
れ

ば
︑
条
約
と
い
う
明
示
の
合
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
︑
主
権
国
家
間
の
平
等
な

関
係
か
ら
外
れ
た
特
例
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︑
日
本

と
西
洋
諸
国
と
の
間
に
は
同
じ
主
権
国
家
と
し
て
の
対
等
性
が
前
提
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　
第
四
章
は
︑
こ
の
時
代
に
成
立
し
た
電
信
︑
郵
便
︑
鉄
道
︑
衛
生
と
い
っ

た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
諸
制
度
と
そ
れ
に
伴
う
国
際
行
政
法
の
発
展
の

な
か
で
の
日
本
の
位
置
づ
け
が
論
じ
ら
れ
る
︒
ま
ず
一
八
六
五
年
に
設
立
さ

れ
た
万
国
電
信
連
合
（International Telegraph U

nion

）
と
一
八
七
四
年
創
設

の
万
国
郵
便
連
合
（U

niversal Postal U
nion

）
へ
の
日
本
の
加
盟
に
つ
い
て
考

察
さ
れ
る
︒
二
つ
の
国
際
組
織
に
お
い
て
日
本
は
︑
当
初
よ
り
参
加
を
認
め

ら
れ
て
い
た
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
︑
構
成
メ

ン
バ
ー
の
平
等
を
う
た
っ
た
﹂（p.

80

）
結
果
に
他
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑

一
八
八
〇
年
代
に
開
催
さ
れ
た
海
底
ケ
ー
ブ
ル
保
護
の
た
め
の
国
際
会
議
や

万
国
衛
生
会
議
で
も
日
本
は
積
極
的
に
参
加
し
︑
ま
た
迎
え
ら
れ
て
い
た
︒

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
伴
う
行
政
制
度
の
国
際
化
を
支
え
る
た
め
に
︑
こ

こ
で
も
要
請
さ
れ
て
い
た
の
は
文
明
国
と
し
て
の
内
実
よ
り
も
主
権
国
家
と

し
て
の
同
型
性
（isom

orphism

）
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
第
五
章
は
︑
日
清
・
日
露
戦
争
時
の
日
本
に
よ
る
国
際
法
の
援
用
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
︒
有
賀
長
雄
や
高
橋
作
衛
と
い
っ
た
国
際
法
学
者
に
よ
る
戦

時
国
際
法
遵
守
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
へ
の
論
及
の
ほ
か
︑
特
に
興
味
深
い

の
は
︑
日
露
戦
時
に
日
本
が
フ
ラ
ン
ス
を
牽
制
し
て
ロ
シ
ア
艦
隊
へ
の
物
資

支
給
を
限
定
し
た
措
置
で
あ
る
︒
こ
れ
は
中
立
国
制
度
の
厳
格
化
を
要
請
し

て
い
た
英
米
両
国
の
支
持
を
得
て
︑
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
会
議
で
の
条
約

化
の
布
石
と
な
っ
た
︒
日
本
は
こ
こ
で
単
に
国
際
法
の
受
益
者
の
み
な
ら
ず
︑

そ
れ
を
能
動
的
に
構
成
し
︑
形
成
す
る
主
体
と
し
て
行
動
し
た
︒
そ
こ
で
決

定
的
だ
っ
た
の
は
︑
文
明
国
と
い
う
実
態
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
︑
主

権
国
と
し
て
の
体
裁
を
備
え
て
い
た
か
ど
う
か
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が

認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
あ
と
は
﹁
交
渉
を
通
じ
て
外
交
に
よ
り
︑
国
際
協
定
を

通
じ
て
法
的
に
︑
そ
し
て
戦
争
を
通
じ
て
直
接
に
﹂
自
国
の
意
思
を
貫
徹
す

る
こ
と
が
認
容
さ
れ
て
い
た
（p.126

）︒

　
最
後
に
第
六
章
で
は
︑
以
上
の
論
述
を
総
括
し
て
︑
日
本
が
十
九
世
紀
の

国
際
法
の
発
展
に
果
た
し
た
意
義
が
ま
と
め
ら
れ
る
︒
非
西
洋
圏
の
国
で
あ

り
な
が
ら
い
ち
は
や
く
主
権
国
家
の
装
い
を
ま
と
っ
た
日
本
は
︑
国
際
法
の

適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
む
し
ろ
国
際
法
の
妥
当
す
る
国
際
社
会

の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
れ
︑
日
本
も
そ
の
役
割
を
積
極
的
に
担
っ
た
の
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で
あ
る
︒﹁
国
際
法
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
︑
大
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ク
ラ
ブ
に

と
ど
ま
ら
な
く
な
る
に
つ
れ
︑
日
本
の
成
功
は
国
際
共
同
体
に
自
ら
の
原
理

を
吟
味
す
る
よ
う
強
い
た
︒
日
本
が
国
際
法
や
国
家
の
行
動
を
国
際
化
し
た

こ
と
で
︑
西
洋
の
威
信
は
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
ほ
ど
失
墜
し
た
と
結
論
づ

け
て
も
誇
張
で
は
な
い
と
私
に
は
思
え
る
﹂（p.

142

）︒
そ
の
よ
う
に
著
者
は

最
後
に
述
べ
て
い
る
︒

　
明
治
維
新
後
の
日
本
は
不
平
等
条
約
の
改
正
を
目
指
し
て
︑
西
欧
基
準
の

文
明
国
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
く
自
己
改
革
に
努
め
て
き
た
︑
そ
れ
は
西
洋

文
明
が
当
時
の
国
際
社
会
の
規
範
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
は
日

本
近
代
史
を
語
る
際
の
決
ま
り
文
句
で
あ
る
︒
本
書
は
そ
の
よ
う
な
定
型
的

理
解
に
重
大
な
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
文
明
国
基
準
な
る
も

の
は
国
際
法
の
実
務
で
は
意
味
を
も
っ
て
お
ら
ず
︑
そ
こ
で
の
根
本
原
理
と

は
あ
く
ま
で
主
権
国
家
間
の
平
等
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︒
そ
し
て
︑

十
九
世
紀
国
際
法
史
に
お
け
る
日
本
の
積
極
的
な
貢
献
を
究
明
し
た
こ
と
も

本
書
の
大
き
な
意
義
で
あ
る
︒
日
本
と
い
う
触
媒
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

国
家
間
の
平
等
を
胚
胎
さ
せ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
は
︑
真
の
意
味
で

国
際
法
へ
と
転
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
︒

　
文
明
で
は
な
く
︑
主
権
国
家
と
し
て
の
同
型
性
（isom

orphism

）
こ
そ
が

こ
の
時
期
の
国
際
法
を
貫
徹
し
︑
推
進
し
て
き
た
指
導
原
理
だ
っ
た
と
の
著

者
の
指
摘
は
説
得
的
で
あ
る
︒
他
方
で
︑
日
本
の
側
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
︑

文
明
を
規
準
に
す
る
か
主
権
国
家
を
規
準
に
す
る
か
の
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
日

本
は
西
洋
主
導
の
国
際
秩
序
に
参
入
し
︑
そ
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
拡
充
を
促
進

し
て
き
た
と
の
歴
史
の
見
取
り
図
は
動
か
し
得
な
い
︒
ど
ち
ら
に
し
て
も
︑

日
本
は
﹁
長
い
十
九
世
紀
に
お
け
る
国
際
法
と
主
権
国
家
な
る
も
の
の
成
功

と
失
敗
を
示
し
て
い
る
﹂
の
で
あ
る
（p.143

）︒

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
文
明
か
主
権
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
︑
日
本

が
西
洋
中
心
の
国
際
秩
序
の
触
媒
と
な
っ
た
と
の
評
価
は
避
け
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
十
九
世
紀
に
お
い
て
日
本
が
国
際
法
の
発
展
に
寄
与
で

き
た
も
う
ひ
と
つ
の
あ
り
方
は
︑﹁﹁
文
明
化
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
﹂
の

呪
縛
か
ら
離
れ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
は
異
な
る
﹁
文
明
国
﹂
の
存
在
を
国

際
法
の
次
元
で
認
め
︑
そ
れ
と
共
存
し
︑
国
際
法
世
界
を
多
少
と
も
主
体
的

に
変
え
て
い
く
こ
と
﹂（
山
内
前
掲
論
文
︑
三
八
頁
）
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ

の
可
能
性
は
︑
今
な
お
積
み
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
︒
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本
書
は
︑
現
生
人
類
を
骨
格
・
皮
膚
・
毛
髪
な
ど
の
形
質
的
特
徴
に
よ
っ
て

分
け
る
﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
が
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
十
四
世
紀
か
ら
十
八

世
紀
前
半
に
お
い
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
日
本
人
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
︑
ど
の
よ

う
な
眼
差
し
を
も
っ
て
見
て
い
た
の
か
︑
そ
の
変
遷
過
程
を
辿
る
著
作
で
あ
る
︒

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ハ
イ
フ
ァ
大
学
で
教
鞭
を
執と

る
本
書
の
筆
者
ロ
テ
ム
・

コ
ー
ナ
ー
氏
（R

otem
 K

ow
ner, 1960–

）
は
︑
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
近
代
日
本

を
テ
ー
マ
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
日
本
学
研
究
者
で
あ
る
︒
そ
の
研

究
と
並
行
し
て
︑
彼
は
現
代
に
お
け
る
人
種
差
別
と
そ
の
発
達
の
歴
史
研
究

に
も
長
年
取
り
組
ん
で
お
り
︑
両
研
究
視
座
の
集
合
形
と
し
て
完
成
し
た
本

書
は
︑
中
世
か
ら
現
代
に
至
る
日
本
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
の
邂か
い

逅こ
う

と
そ
こ

か
ら
始
ま
る
交
流
の
変
遷
を
追
う
︑
二
巻
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
先
駆
け
第
一

巻
に
位
置
す
る
著
作
で
あ
る
︒

　
本
書
は
﹁
想
像
﹂
の
段
階
︑﹁
観
察
﹂
の
段
階
︑﹁
再
検
討
﹂
の
段
階
と
い

う
三
つ
の
部
で
構
成
さ
れ
︑
上
記
三
部
は
日
欧
交
流
史
上
の
各
段
階
を
指
し

示
し
て
い
る
︒
ま
ず
第
一
部
﹁
想
像
﹂
の
段
階
で
は
︑
一
三
〇
〇
年
か
ら
日

本
へ
鉄
砲
が
伝
来
す
る
一
五
四
三
年
ま
で
の
間
に
︑
早
く
も
﹁
黄
金
の
国
﹂

ジ
パ
ン
グ
に
憧
れ
を
抱
い
た
商
人
兼
冒
険
家
の
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
（M

arco 

Polo, 1254–1324

）
や
︑
そ
の
憧
れ
を
実
践
に
移
し
大
航
海
時
代
の
嚆こ
う

矢し

と

な
っ
た
探
検
家
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
（C

hristopher C
olum

bus, 

1451–1506

）
等
の
記
述
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
︒
彼
ら
の
著
述
か
ら
は
︑﹁
ジ

パ
ン
グ
﹂
及
び
﹁
ジ
パ
ン
族
﹂
出
現
へ
の
憧
憬
︑
さ
ら
に
は
日
本
文
化
に
つ

い
て
先
駆
的
か
つ
高
潔
と
捉
え
る
西
洋
人
た
ち
の
眼
差
し
が
う
か
が
え
︑
そ

こ
か
ら
コ
ー
ナ
ー
氏
は
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
お
け
る
現
代
人
種
科
学

認
識
や
人
種
観
の
不
在
を
読
み
解
い
て
い
る
︒

ロ
テ
ム
・
コ
ー
ナ
ー

『
白
か
ら
黄
へ
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
種
観
に
み
る
日
本
人

一
三
〇
〇
―
一
七
三
五
年
』

R
otem

 K
ow

ner, From
 W

hite to Yellow
: T

he Japanese in European R
acial T

hought, 
1300–1735 

光
平
有
希

McGill-Queen’s University Press, 
2014
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続
く
第
二
部
﹁
観
察
﹂
の
段
階
で
は
︑
一
五
四
三
年
か
ら
日
本
が
鎖
国
期

に
入
る
一
六
四
〇
年
ま
で
の
時
期
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
で
布
教

活
動
を
行
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
（Francisco 

X
avier, ca. 1506–1552

）
や
︑
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
（Luís Fróis, 1532–1597

）

等
の
記
述
を
基
に
し
た
コ
ー
ナ
ー
氏
の
分
析
に
よ
る
と
︑
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
記
述
か
ら
は
︑
日
本
人
に
対
す
る
一
貫
し
た
生
物
学
的
︑
分
類
学
的

視
点
か
ら
の
枠
組
み
や
認
識
は
い
ま
だ
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
︑
コ
ー
ナ
ー
氏
は
一
六
四
〇
年
か
ら
一
七
三
五
年
の
時
期

を
扱
う
第
三
部
﹁
再
検
討
﹂
の
段
階
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
人
に
対
す

る
見
方
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
と
論
じ
て
い
る
︒
変
化
の
契
機
を
同
時
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
植
物
学
︑
医
学
︑
科
学
的
思
想
の
勃
興
に
帰
し
た
上

で
︑
コ
ー
ナ
ー
氏
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
外
科
医
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ

ル
（E

ngelbert K
aem

pfer, 1651–1716

）
に
よ
る
日
本
関
係
記
述
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
も
た
ら
し
た
影
響
や
︑
植
物
学
者
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン
ネ
（C

arl 

von Linné, 1707–1778

）
が
一
七
三
五
年
に
著
し
︑
人
種
体
系
を
追
究
し
た

﹃
自
然
の
体
系
（System

a naturae

）﹄
に
強
い
眼
差
し
を
向
け
る
︒
そ
し
て
各
記

述
の
分
析
を
通
じ
︑
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
黄
色
人
種

観
が
形
作
ら
れ
︑
日
本
人
を
含
む
黄
色
人
種
へ
の
軽
視
傾
向
が
加
速
す
る
様

相
を
描
き
︑
さ
ら
に
上
記
の
三
段
階
に
お
け
る
全
体
像
と
し
て
︑
日
本
人
が

﹁
白
﹂
か
ら
﹁
黄
﹂
へ
と
至
る
道
筋
を
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
本
書
で
コ
ー
ナ
ー
氏
は
︑
近
世
・
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人

種
観
の
変
遷
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
人
全
般
へ

向
け
ら
れ
た
黄
色
人
種
へ
の
西
洋
側
の
視
点
を
提
示
す
る
︒
と
同
時
に
︑
本

書
で
は
一
般
的
な
人
種
観
に
対
し
て
も
光
が
当
て
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え

人
種
観
を
包
括
し
︑
な
お
か
つ
形
成
を
導
く
人
的
外
観
や
風
習
に
つ
い
て
の

個
別
的
言
及
が
数
多
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
豊
富
な
情
報
量
を
含
む

研
究
の
中
で
︑
や
や
な
い
も
の
ね
だ
り
の
読
了
後
の
感
を
記
す
な
ら
ば
︑﹁
表

象
﹂
と
し
て
の
個
別
的
言
及
か
ら
共
通
部
分
を
抜
き
出
し
て
得
た
黄
色
人
種

の
﹁
概
念
﹂
に
対
す
る
著
者
の
語
り
に
さ
ら
に
深
く
傾
聴
し
た
い
と
い
う
思

い
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
著
者
が
今

後
刊
行
さ
れ
る
第
二
巻
の
研
究
成
果
を
併
せ
た
議
論
で
言
及
し
て
く
だ
さ
る

こ
と
を
お
願
い
し
た
く
思
う
︒

　
以
上
︑
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
︑
本
書
は
文
献
学
的
観
点
か
ら

極
め
て
詳
細
に
テ
キ
ス
ト
分
析
さ
れ
た
重
要
な
著
作
で
あ
る
︒
ま
た
︑
様
々

な
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
︑
人
種
の
区
別
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
を
実
証
的
に
分
析
す
る
本
書
の
内
容
は
︑
歴
史
研
究
書
と
い

う
枠
組
み
を
越
え
て
︑
現
代
の
我
々
が
直
面
す
る
人
種
観
を
介
在
し
た
多
く

の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
︑
立
ち
向
か
え
ば
良
い
の
か
︑
そ
の
視
座
を
与

え
る
も
の
で
も
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
生
物
学
的
に
文
化
を
分
断
す
る
の
で
は
な

く
︑
よ
り
文
化
風
俗
的
な
側
面
か
ら
各
地
域
に
住
む
人
間
を
区
別
し
て
い
た

﹁
人
種
﹂
誕
生
前
に
生
き
た
人
々
の
視
点
か
ら
学
ぶ
意
義
に
つ
い
て
も
︑
本
書

は
読
者
に
対
し
て
大
い
に
語
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
︒



『日本研究』 No. 59（2019）　144

書
評

　
紀
元
前
一
四
六
年
の
コ
リ
ン
ト
ス
の
戦
い
以
降
︑
ギ
リ
シ
ャ
語
圏
が
徐
々

に
ロ
ー
マ
の
一
部
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
腕
力
や
武
器
で
ギ
リ
シ
ャ
を
制
覇

で
き
た
ロ
ー
マ
だ
が
︑
ギ
リ
シ
ャ
と
比
べ
て
文
化
︑
文
明
的
に
明
ら
か
に
劣

る
︒
ロ
ー
マ
の
有
名
な
文
人
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
（
紀
元
前
六
五
︱
紀
元
前
八
年
）

が
︑
そ
の
差
を
指
し
て
こ
う
書
い
た
：

G
raecia capta ferum

 uictorem
 cepit 

et artes intulit agresti Latio.

（
虜
に
な
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
が
野
生
的
な
勝
者
を
虜
に
し
て
︑

野
暮
っ
た
い
ロ
ー
マ
に
文
明
を
教
え
た
︒）

　
最
近
読
み
終
え
た
本
を
読
ん
で
い
た
時
に
︑
頻
繁
に
こ
の
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス

の
一
言
を
思
い
出
し
た
︒
本
書
は
︑
ま
さ
に
そ
の
コ
リ
ン
ト
ス
の
戦
い
と
そ

の
後
の
発
展
に
似
た
状
況
を
描
写
す
る
︒
激
し
い
戦
い
の
末
に
︑
ア
メ
リ
カ

と
い
う
帝
国
が
腕
力
や
武
器
で
日
本
を
制
覇
し
た
︒
し
か
し
︑
日
本
と
比
べ

て
文
化
的
︑
文
明
的
に
明
ら
か
に
劣
る
（
日
本
列
島
の
ほ
と
ん
ど
の
都
市
を
的

に
し
て
空
襲
し
た
米
軍
が
日
本
文
化
の
首
都
︑
京
都
を
敢
え
て
残
す
こ
と
に
し
た
こ

と
が
そ
の
劣
等
を
暗
黙
に
認
め
た
と
も
言
え
よ
う
）︒
ア
メ
リ
カ
の
虜
に
な
っ
た

日
本
だ
が
︑
ア
メ
リ
カ
が
勝
利
し
て
間
も
無
く
か
え
っ
て
日
本
文
化
ブ
ー
ム

が
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
波
紋
を
広
げ
始
め
た
︒
野
暮
っ
た
い
ロ
ー
マ
が
﹁
捕

虜
﹂
の
弟
子
に
な
っ
て
文
明
を
教
わ
っ
た
︒

　
こ
の
戦
後
日
本
文
化
ブ
ー
ム
が
メ
ッ
ト
ラ
ー
女
史
の
新
著
の
テ
ー
マ
だ
︒

と
て
も
流
暢
で
親
し
み
易
い
英
語
で
メ
ッ
ト
ラ
ー
は
日
本
文
化
の
ア
メ
リ
カ

で
の
浸
透
の
し
方
を
巧
妙
に
分
析
す
る
︒
こ
の
一
年
で
読
ん
だ
本
の
う
ち
︑

メ
ー
ガ
ン
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
・
メ
ッ
ト
ラ
ー

『
地
下
鉄
で
日
本
へ
―
―
米
国
の
日
本
文
化
に
対
す
る
魅
了

一
九
四
五
―
一
九
六
五
年
』

M
eghan W

arner M
ettler, H

ow
 to Reach Japan by Subw

ay: A
m

erica’s Fascination 
w

ith Japanese C
ulture, 1945–1965

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
モ
ー
ガ
ン

University of Nebraska Press, 2018
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メ
ッ
ト
ラ
ー
の
新
書
は
ト
ッ
プ
５
の
一
冊
で
︑
是
非
お
勧
め
し
た
い
本
だ
︒

合
わ
せ
て
七
章
を
通
し
て
在
米
日
本
文
化
の
受
け
入
れ
の
沿
革
を
紹
介
す
る
︒

　
第
一
章
で
は
︑﹁
渋
い
﹂
の
概
念
の
ル
ー
ツ
や
そ
の
歴
史
的
文
脈
を
扱
う
︒

戦
後
日
本
文
化
ブ
ー
ム
は
︑
い
き
な
り
か
偶
然
に
爆
発
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒

戦
前
︑
そ
し
て
戦
中
で
も
複
雑
な
日
米
関
係
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
︑
メ
ッ

ト
ラ
ー
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
人
種
差
別
的
な
﹁
日
本
﹂
に
対
す
る
見
方
と
ア
メ

リ
カ
の
階
級
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
同
時
に
説
明
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
の
日
本
占
領

の
考
え
方
と
そ
の
文
明
の
背
景
を
も
考
え
る
︒

　
第
一
章
で
し
っ
か
り
敷
い
た
基
盤
の
上
に
本
の
残
り
の
構
造
が
建
て
ら
れ

る
︒
第
二
章
は
︑﹁
サ
ム
ラ
イ
映
画
﹂
が
ア
メ
リ
カ
で
大
人
気
を
集
め
た
理
由

な
ど
を
掘
り
探
っ
て
描
い
て
い
る
︒
未
だ
に
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
が
︑
例
え

ば
黒
澤
明
の
映
画
を
日
本
文
化
を
代
表
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
が
︑
メ
ッ

ト
ラ
ー
に
よ
る
と
そ
れ
が
大
勘
違
い
だ
︒
日
本
の
映
画
監
督
︑
ス
タ
ジ
オ
な

ど
は
も
ち
ろ
ん
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
映
画
を
作
成
し
て
い
る
の
で
︑
で
き
る
だ

け
観
客
の
好
み
を
察
し
て
そ
れ
に
合
わ
せ
た
映
画
を
作
ろ
う
と
す
る
︒
例
え

ば
﹁
羅
生
門
﹂
が
︑
ア
メ
リ
カ
で
日
本
に
対
す
る
印
象
を
作
っ
た
一
つ
の
大

き
な
映
画
だ
が
︑
実
は
そ
の
映
画
は
日
本
で
は
人
気
を
集
め
て
い
な
か
っ
た
︒

﹁
日
本
﹂
を
観
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
観
客
︑﹁
日
本
﹂
を
見
せ

て
い
る
と
思
っ
て
い
た
日
本
の
映
画
業
界
︑
そ
し
て
﹁
日
本
﹂
の
イ
メ
ー
ジ

を
傀
儡
化
し
よ
う
と
挑
ん
で
い
た
占
領
軍
︑
ア
メ
リ
カ
外
交
な
ど
の
影
響
が

そ
れ
ぞ
れ
合
流
し
て
﹁
羅
生
門
﹂
を
生
産
し
た
︒
立
場
に
よ
っ
て
見
方
が
変

わ
っ
て
く
る
筋
を
持
つ
有
名
な
映
画
が
出
来
上
が
っ
た
流
れ
は
︑
ま
さ
に

﹁
羅
生
門
﹂
ら
し
い
︒

　
メ
ッ
ト
ラ
ー
が
頻
繁
に
繰
り
返
し
て
言
う
ポ
イ
ン
ト
だ
が
︑
こ
の
よ
う
に

誤
解
や
期
待
は
ず
れ
を
重
ね
て
戦
後
の
日
米
が
関
係
を
築
い
て
き
た
︒
第
三

章
は
︑
一
九
五
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
に
流
行
っ
て
い
た
生
け
花
や
盆
栽
の
歴
史

を
説
く
︒
占
領
軍
の
一
員
と
し
て
日
本
へ
派
遣
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
将
校
た

ち
と
一
緒
に
来
日
し
た
奥
さ
ん
た
ち
は
言
葉
︑
文
化
な
ど
一
切
わ
か
っ
て
い

な
い
外
国
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
言
葉
が
わ
か
ら
な
く
て
も
楽
し
め
る

お
花
︑
植
木
鉢
で
培
う
植
物
な
ど
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
結

果
︑
多
く
の
米
軍
将
校
の
奥
さ
ん
が
生
け
花
や
盆
栽
を
習
い
始
め
た
︒

　
日
本
で
は
生
け
花
と
盆
栽
は
︑
特
に
﹁
女
性
﹂
の
芸
で
は
な
い
一
方
で
︑

ア
メ
リ
カ
の
性
別
役
割
を
背
景
に
考
え
る
と
﹁
お
花
﹂
は
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
女
性
の
分
野
だ
︒
主
人
の
日
本
で
の
滞
在
期
間
が
終
わ
っ
て
一
緒
に
ア
メ

リ
カ
に
帰
っ
た
婦
人
た
ち
が
日
本
で
習
っ
た
趣
味
を
続
け
た
く
て
ア
メ
リ
カ

で
の
生
け
花
ク
ラ
ブ
︑
盆
栽
ク
ラ
ブ
な
ど
を
立
ち
上
げ
た
︒
そ
の
過
程
で
ア

メ
リ
カ
で
生
け
花
︑
盆
栽
の
イ
メ
ー
ジ
が
女
性
ら
し
く
な
っ
た
︒

　
第
三
章
の
延
長
線
と
し
て
︑
第
四
章
で
は
﹁
渋
い
﹂
も
の
が
ど
う
や
っ
て

ア
メ
リ
カ
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
か
が
説
明
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑

一
九
五
〇
年
代
下
旬
と
一
九
六
〇
年
代
上
旬
に
流
行
っ
た
﹁
障
子
﹂
と
﹁
火

鉢
﹂
は
︑
日
本
で
知
ら
れ
て
い
る
物
と
若
干
異
な
る
︒
そ
の
ま
ま
運
輸
し
て

販
売
し
て
も
売
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
の
市
場
に
合
う
よ
う
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に
こ
の
商
品
が
色
々
加
工
さ
れ
た
わ
け
だ
︒
見
た
目
の
い
い
障
子
で
マ
ン

ハ
ッ
タ
ン
の
ア
パ
ー
ト
を
飾
り
た
い
米
国
人
が
い
た
が
︑
や
は
り
竹
と
紙
で

出
来
た
普
通
の
障
子
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
よ
く
使
わ
れ
る
ス
チ
ー
ム
暖
房
に

耐
え
ら
れ
な
い
︒
な
の
で
︑
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
で
開
店
し
た
高
島
屋
百
貨
店
は

木
材
︑
フ
ァ
イ
バ
ー
グ
ラ
ス
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
障
子
を
売
る
こ
と
に
し
た
︒

（
高
島
屋
ま
で
地
下
鉄
で
行
け
た
こ
と
か
ら
﹁
地
下
鉄
で
日
本
へ
﹂
と
言
う

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
っ
た
よ
う
だ
︒）
火
鉢
も
︑
石
炭

で
食
べ
物
を
焼
く
こ
と
に
楽
し
い
面
も
あ
る
の
に
対
し
て
︑
ア
パ
ー
ト
内
で

炭
火
焼
き
が
無
理
と
思
う
主
婦
も
ア
メ
リ
カ
で
は
多
く
い
た
か
ら
︑
結
局
電

気
火
鉢
が
誕
生
し
て
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
︒﹁
障
子
﹂
と
﹁
火
鉢
﹂
は
︑
似

た
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
異
な
る
物
に
な
っ
た
︒

　
こ
こ
で
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
戦
後
日
本
の
現
実
と
︑
ア
メ

リ
カ
人
が
持
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
大
き
さ
だ
︒
大
き
さ
と
言

う
よ
り
も
︑﹁
激
し
さ
﹂
が
も
っ
と
相
応
し
い
︒
当
時
の
日
本
は
必
死
に
再
発

展
︑
再
建
︑
再
出
発
す
る
真
っ
只
中
で
︑
東
京
を
は
じ
め
街
々
で
摩
天
楼
が

着
々
と
空
に
昇
っ
て
︑
工
業
︑
金
融
︑
交
通
な
ど
が
再
び
栄
え
て
い
る
国

だ
っ
た
︒
そ
う
い
う
超
モ
ダ
ン
な
国
は
︑﹁
障
子
﹂
や
﹁
火
鉢
﹂
ど
こ
ろ
か
車
︑

洗
濯
機
︑
マ
ン
シ
ョ
ン
︑
新
幹
線
で
の
出
張
︑
海
外
旅
行
な
ど
を
欲
し
て
い

た
︒
だ
か
ら
︑﹁
日
本
文
化
﹂
を
﹁
発
見
﹂
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ア
メ
リ

カ
人
が
な
ん
と
も
面
白
い
︒
メ
ッ
ト
ラ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
︑
永
遠
に
過
去

に
留
ま
る
日
本
は
女
性
ら
し
い
日
本
で
︑
男
ら
し
い
戦
前
︑
戦
中
の
日
本
と

違
っ
て
脅
威
に
な
ら
ず
︑
ア
メ
リ
カ
の
手
に
落
ち
て
い
た
︒
占
領
軍
︑
そ
し

て
日
本
の
有
識
者
が
わ
ざ
と
そ
の
柔
ら
か
い
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し

て
い
た
︒
ア
メ
リ
カ
の
消
費
者
が
購
入
し
て
い
た
の
は
︑
日
本
の
単
な
る

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒

　
色
ん
な
勘
違
い
が
あ
っ
た
が
︑
最
も
誤
解
さ
れ
て
い
た
日
本
文
化
の
分
子

は
多
分
﹁
禅
﹂
だ
︒﹁
禅
﹂
と
言
う
の
は
︑
意
外
と
ア
メ
リ
カ
と
深
い
関
係
が

あ
る
︒
次
の
第
五
章
︑
第
六
章
で
は
︑
メ
ッ
ト
ラ
ー
が
﹁
禅
﹂
の
在
米
の

根
っ
こ
の
下
ろ
し
方
に
つ
い
て
説
明
す
る
︒
こ
こ
で
メ
ッ
ト
ラ
ー
は
︑﹁
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
と
い
う
概
念
に
沿
っ
た
論
調
を
発
展
す
る
︒

　﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
と
は
何
か
︑
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
人
は
少
な
く
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
︒
大
英
帝
国
が
イ
ン

ド
︑
エ
ジ
プ
ト
︑
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
に
膨
ら
ん
だ
こ
と
に
伴
っ
て
︑
支
配
し
て

い
た
地
域
の
文
化
︑
宗
教
︑
言
語
な
ど
に
興
味
を
持
っ
た
﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ス
ト
﹂
が
西
洋
で
登
場
し
た
︒
誠
意
を
持
っ
て
異
文
化
を
研
究
︑
経
験
し
た

い
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
と
思
う
が
︑
一
九
七
九
年
に
出
版
さ
れ
た
エ
ド

ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
と
い
う
本
で
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ス
ト
が
強
く
批
判
さ
れ
る
︒
進
歩
し
つ
つ
あ
る
西
洋
と
対
照
的
に
据
え
ら

れ
て
い
る
﹁
東
洋
﹂
は
︑
彼
ら
の
目
か
ら
見
る
と
永
遠
に
子
供
っ
ぽ
く
︑
単

純
︑
未
発
展
︑
精
神
的
か
つ
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
に
見
え
た
が
︑
そ
れ
は
大
き
な

間
違
い
で
あ
る
と
サ
イ
ー
ド
は
き
つ
く
指
摘
し
た
︒

　
ア
メ
リ
カ
で
も
︑﹁
東
洋
﹂
が
﹁
精
神
﹂
の
場
だ
と
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
唱
え
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る
人
物
は
も
ち
ろ
ん
居
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
い
う
人
物
は
詐
欺
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
印
象
が
強
い
︒
例
え
ば
︑
マ
ダ
ム
・
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
と
い
う
ロ
シ

ア
人
が
ア
メ
リ
カ
で
テ
オ
ソ
フ
ィ
ー
と
い
う
新
宗
教
を
宣
教
し
︑﹁
東
洋
﹂
の

知
恵
を
発
信
し
て
い
る
と
本
人
は
言
っ
て
い
た
が
︑
見
極
め
や
す
い
ペ
テ
ン

で
ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
狭
義
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト

は
︑
ア
メ
リ
カ
で
意
外
と
珍
し
か
っ
た
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
禅
の
場
合
は
違
う
︒
第
一
次
︑
第
二
次
世
界
大
戦
を
通
し
て

ア
メ
リ
カ
は
キ
リ
ス
ト
教
︑
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
を
失
い
︑
異
な
る
信
仰
を
探

す
人
が
多
く
な
っ
た
︒
釈
宗
演
︑
鈴
木
大
拙
な
ど
の
学
者
や
臨
済
宗
の
先
生

が
戦
後
ア
メ
リ
カ
で
禅
を
宣
教
し
︑
そ
の
教
え
が
イ
ン
テ
リ
や
カ
ト
リ
ッ
ク

神
父
な
ど
の
中
で
人
気
を
集
め
た
︒
有
名
な
ア
メ
リ
カ
人
修
道
士
ト
マ
ス
・

マ
ー
ト
ン
が
禅
学
に
は
ま
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
座
禅
を
勧
め
︑
ア
メ
リ

カ
詩
人
ゲ
リ
ー
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
が
禅
の
詩
を
英
訳
し
禅
の
美
学
を
広
告
し
︑

そ
し
て
大
金
持
ち
の
ナ
ン
シ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
ロ
ス
が
禅
坊
主
に
な
っ
て

ア
メ
リ
カ
人
を
日
本
へ
招
き
禅
の
研
究
を
広
め
た
︒
彼
ら
は
︑
詐
欺
師
で
は

な
く
︑
ア
メ
リ
カ
版
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
だ
っ
た
︒
本
気
に
東
洋
の
こ
と
に

つ
い
て
勉
強
が
し
た
か
っ
た
︒

　
こ
れ
ら
の
人
々
の
活
動
な
ど
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
社
会
全
体
が
禅
に
興
味

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
障
子
︑
火
鉢
︑
映
画
な
ど
と
同
じ
く
︑
本
物
の
禅

が
ア
メ
リ
カ
化
す
る
流
れ
で
変
形
し
て
﹁
ゼ
ン
﹂︑
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
版
禅
︑

に
切
り
替
え
ら
れ
た
︒
禅
と
い
う
宗
教
︑
伝
統
な
ど
が
そ
の
個
性
を
失
っ
て
︑

一
般
的
な
考
え
方
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
︒
ゼ
ン
は
︑
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て

斬
新
か
つ
ク
ー
ル
︑
平
等
的
か
つ
イ
ン
テ
リ
っ
ぽ
い
︑
古
く
て
新
し
い
一
風

変
わ
っ
た
風
だ
っ
た
︒
禅
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
ア
メ
リ
カ
人
で

さ
え
も
︑
ゼ
ン
と
い
う
言
葉
を
散
々
に
使
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
宗
教
の
味
が

希
薄
し
た
一
方
︑
文
化
の
味
が
濃
く
な
っ
た
︒
例
え
ば
ピ
ア
ノ
の
音
楽
家

ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
は
︑
四
分
三
十
三
秒
ま
で
も
及
ぶ
全
く
静
か
な
﹁
音
楽
﹂

を
作
成
し
て
︑
そ
れ
は
ゼ
ン
の
音
楽
だ
と
説
明
す
る
︒
モ
リ
ス
・
グ
レ
イ
ヴ

ス
と
い
う
画
家
が
墨
を
で
た
ら
め
に
紙
に
こ
ぼ
し
滲
ま
せ
た
作
品
を
ゼ
ン

ア
ー
ト
と
位
置
付
け
る
︒
そ
し
て
小
説
家
の
ジ
ェ
ー
・
デ
ィ
ー
・
サ
リ
ン

ジ
ャ
ー
や
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ル
ア
ッ
ク
が
あ
ら
ゆ
る
英
語
の
文
法
を
破
っ
て

﹁
突
然
﹂
の
小
説
を
﹁
そ
の
ま
ま
﹂
書
い
て
︑
そ
れ
を
ゼ
ン
小
説
と
言
っ
て
い

た
︒
多
少
禅
を
研
究
し
て
い
た
彼
ら
も
︑
や
は
り
﹁
禅
﹂
フ
ァ
シ
ョ
ン
の
波

に
便
乗
し
た
と
い
え
よ
う
︒
さ
ら
に
続
け
る
と
︑
結
局
ア
メ
リ
カ
全
国
が
そ

の
禅
か
ら
抽
象
し
た
ゼ
ン
と
い
う
概
念
を
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
砕
い
て
︑Z

en 

が
時
勢
に
な
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
の
民
衆
的
な
テ
レ
ビ
番
組
に
も
い
わ
ゆ
る

ビ
ー
ト
（
つ
ま
り
︑Z

en

の
生
活
ぶ
り
を
す
る
人
）
が
登
場
し
た
こ
と
で
禅
の

堕
落
が
完
璧
に
な
っ
た
︒
ど
う
し
て
も
︑
日
本
文
化
が
ア
メ
リ
カ
に
上
陸
す

る
と
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
を
身
に
着
け
て
し
ま
う
傾
向
が
強
い
︒

　
最
後
の
第
七
章
で
は
︑
メ
ッ
ト
ラ
ー
が
そ
の
あ
と
の
﹁
日
本
文
化
﹂
の
発

展
を
考
え
て
︑
特
に
﹁
ゴ
ジ
ラ
﹂
と
い
う
映
画
の
東
西
で
の
解
釈
の
擦
れ
違

い
を
考
え
る
︒﹁
ゴ
ジ
ラ
﹂
は
︑
日
本
の
立
場
か
ら
み
る
と
非
常
に
有
意
義
な
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映
画
で
︑
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
や
核
兵
器
の
危
険
な
ど
を
説
教
す
る
作
品
だ
が
︑

ア
メ
リ
カ
人
に
は
︑﹁
ゴ
ジ
ラ
﹂
は
単
な
る
怪
獣
映
画
に
過
ぎ
な
い
と
思
っ
て

い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
︒
要
す
る
に
︑
戦
争
で
負
け
て
な
か
な
か
そ
の
経

験
を
忘
れ
ら
れ
な
い
日
本
と
︑
戦
争
で
勝
っ
て
直
ぐ
に
そ
の
過
去
を
流
し
去

ら
せ
た
ア
メ
リ
カ
と
︑
互
い
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
理
解
し
難
い
と
こ
ろ

が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
た
︒
こ
こ
で
メ
ッ
ト
ラ
ー
の
本
の
題
名
の
潜
在
す
る

皮
肉
が
浮
か
ん
で
く
る
︒﹁
地
下
鉄
で
日
本
へ
﹂
と
い
う
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
高
島

屋
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
あ
っ
た
が
︑
当
然
︑
地
下
鉄
で
日
本
ま
で
届
か
な

い
︒
ア
メ
リ
カ
で
味
わ
っ
た
﹁
日
本
﹂
は
︑
結
局
日
本
で
は
な
か
っ
た
︒

　
ち
な
み
に
︑
一
つ
気
に
な
る
点
が
あ
る
︒
メ
ッ
ト
ラ
ー
の
本
の
参
考
文
献

を
見
る
と
ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
資
料
が
英
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

に
気
付
い
て
違
和
感
を
感
じ
た
︒
確
か
に
こ
の
本
は
﹁
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
﹂

の
本
と
類
似
し
て
い
る
が
︑
ア
メ
リ
カ
が
ど
れ
だ
け
日
本
を
勘
違
い
し
て
い

た
か
と
明
ら
か
に
し
た
い
意
志
で
書
か
れ
た
本
と
し
て
︑
英
語
の
本
の
み
を

使
用
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
少
々
腹
に
据
え
か
ね
る
︒
昔
の
﹁
東
洋
﹂
を
研

究
す
る
人
は
︑
で
き
る
限
り
現
地
の
言
葉
を
覚
え
て
研
究
活
動
を
行
な
っ
て

い
た
が
︑
サ
イ
ー
ド
な
ど
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
あ
え
て
現
地
の
言
葉
を
勉

強
し
な
い
学
者
が
増
え
て
い
る
気
が
す
る
︒
メ
ッ
ト
ラ
ー
の
本
は
︑
英
語
だ

け
で
日
本
を
研
究
で
き
る
か
で
き
な
い
か
の
実
験
と
し
て
書
く
こ
と
を
試
み

た
本
と
し
て
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
大
成
功
で
収
ま
っ
た
と
思
う
︒
が
︑
英

語
圏
の
本
の
み
を
参
考
に
し
て
書
か
れ
た
本
に
見
え
る
﹁
日
本
﹂
の
定
義
に

は
不
安
を
抱
く
︒
結
局
︑
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
が
想
像
し
た
﹁
日
本
﹂
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
虜
に
な
っ
た
日
本
が
勝
利
者

ア
メ
リ
カ
に
文
化
を
教
え
た
が
︑
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
教
え
だ
け
を
持
ち
帰
り
︑

お
世
話
に
な
っ
た
先
生
の
存
在
を
忘
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
改
め
て
確
認

し
た
い
︒



149　『日本研究』 No. 59（2019）

書
評

　
本
書
は
︑
日
本
の
能
と
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
︑
Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
イ
ツ
︑
ベ

ル
ナ
ル
ト
・
ブ
レ
ヒ
ト
︑
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
︑
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ

ケ
ッ
ト
︑
伊
藤
道
郎
︑
横
道
萬
里
雄
︑
小
津
安
二
郎
ら
二
十
世
紀
の
芸
術
家

た
ち
の
作
品
や
活
動
︑
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
を
用
い
て
︑
テ
ク
ス
ト
分
析
と

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
両
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て

論
じ
て
い
る
︒
西
洋
及
び
日
本
の
近
現
代
文
学
・
文
化
へ
の
能
の
影
響
に
関

し
て
︑
個
々
の
事
例
に
関
す
る
作
品
間
︑
作
家
間
の
影
響
関
係
の
指
摘
に
つ

い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
︑
本
書
の
方
法
の
特

徴
は
︑
能
を
め
ぐ
る
異
文
化
間
交
流
や
摩
擦
を
︑
教
育
学
の
視
点
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
教
育
あ
る
い
は
訓
練
と
い
う
形
態
を
と
る
関
係
の
背
後

に
あ
る
伝
統
と
攪
乱
︑
服
従
と
転
覆
の
緊
張
関
係
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る

点
で
あ
る
︒

　
著
者
は
︑
現
在
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
准
教
授
で
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︑

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
︑
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
を
専
門
と
し
て
い
る
︒
プ
レ
ス
ト
ン
は
︑
訓
練
︑
教
育
︑

翻
訳
︑
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
︑
上
演
と
い
う
能
の
国
際
的
な
移
動
／
影
響
関

係
の
問
題
に
︑
異
文
化
間
の
美
学
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
教
育
と
い
う
視
点

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
西
洋
と
東
洋
︑
受
容
の
成
功
と
失
敗
︑
従
属

と
攪
乱
︑
文
化
の
盗
用
と
多
文
化
主
義
と
い
う
二
項
対
立
的
な
関
係
に
よ
っ

て
把
握
す
る
批
評
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

　
プ
レ
ス
ト
ン
は
︑
能
の
教
義
を
学
び
︑
鼓
や
謡
︑
舞
を
実
際
に
稽
古
し
た

観
点
を
交
え
な
が
ら
︑
詩
︑
ダ
ン
ス
︑
音
楽
︑
映
画
︑
演
劇
と
い
う
多
ジ
ャ

ン
ル
に
わ
た
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
能
の
影
響
︑
さ
ら
に
伊
藤
道
郎
と
ア
メ
リ

キ
ャ
リ
ー
・
Ｊ
・
プ
レ
ス
ト
ン

『
ひ
ざ
を
折
る
こ
と
を
学
ぶ
―
―
能
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
教
育
の
旅
』

C
arrie J. Preston, Learning to K

neel: N
oh, M

odernism
, and Journeys in Teaching  

鈴
木
暁
世

Columbia University Press, 2016
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カ
の
小
劇
場
運
動
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（
第
三
章
）
や
︑
イ
ェ
イ
ツ
﹃
鷹

の
井
戸
﹄
を
翻
案
し
た
横
道
萬
里
雄
の
新
作
能
﹃
鷹
の
泉
﹄（
一
九
四
九
）
と

﹃
鷹
姫
﹄（
一
九
六
七
）︑
小
津
安
二
郎
の
作
品
に
お
け
る
能
の
役
割
を
分
析

（
第
五
章
）
す
る
こ
と
で
︑
古
典
芸
能
の
現
代
日
本
演
劇
や
日
本
映
画
と
の
関

係
を
考
察
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
記
述
ス
タ
イ
ル
は
︑
能
の
教
義
︑
教
育

方
法
と
上
演
形
態
の
特
質
を
把
握
す
る
こ
と
が
︑
パ
ウ
ン
ド
︑
イ
ェ
イ
ツ
︑

そ
し
て
ベ
ケ
ッ
ト
等
の
作
品
に
お
け
る
能
の
影
響
を
解
明
す
る
上
で
重
要
で

あ
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
補
助
線
の
役
割
を
果
た
し
︑
本
書
の
独
創
的
な

視
点
を
確
保
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
部
分
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う

な
視
点
は
本
書
の
タ
イ
ト
ルLearning to K

neel
（
ひ
ざ
ま
ず
く
／
ひ
ざ
を
折
る

／
正
座
す
る
こ
と
を
学
ぶ
）
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
︑
能
の
稽
古
に
お
い
て
正

座
を
習
う
こ
と
︑
教
育
の
場
及
び
政
治
権
力
が
包
含
す
る
従
属
と
攪
乱
の
関

係
︑
サ
ド
・
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
い
う
複
数
の
文
脈
を
共
起
さ
せ
る
︒
本
書
は
能

と
西
洋
文
学
と
の
関
係
を
再
検
討
し
︑
異
文
化
と
関
わ
っ
た
芸
術
家
の
交
流

を
辿
る
だ
け
で
は
な
く
︑
異
文
化
間
の
教
育
や
学
習
に
包
含
さ
れ
て
い
る
問

題
を
考
え
る
う
え
に
お
い
て
も
︑
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
︒

　
本
書
の
各
章
の
章
題
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒Introduction to N

oh 

Lessons

︱1 . E
zra Pound as N

oh Student

︱2 . T
heater in the 

“Deep

”: W
. B

.

Yeats

ʼs At the H
aw

k’s W
ell

︱Itō  M
ichio

ʼs H
aw

k Tours in M
odern D

ance and 

T
heater

︱4 . Pedagogical Interm
ission: A

 L
esson Plan for B

ertolt B
recht

ʼs 

R
evisions

︱5 . N
oh C

ircles in Tw
entieth-C

entury Japanese Perform
ance

︱6 . 

Trouble w
ith T

itles and D
irectors: B

enjam
in B

ritten and W
illiam

 Plom
er

ʼs 

C
urlew

 R
iver and Sam

uel B
eckett

ʼs Footfalls/Pas

︱C
oda.

　
第
一
章
で
は
︑
能
が
い
か
に
パ
ウ
ン
ド
の
イ
マ
ジ
ズ
ム
と
翻
訳
理
論
に
影

響
を
与
え
た
か
を
考
察
し
て
い
る
︒
著
者
は
︑
謡
曲
﹃
羽
衣
﹄
に
︑
個
人
的

自
我
の
放
棄
が
啓
示
へ
の
接
近
を
可
能
に
す
る
謙
虚
さ
へ
の
レ
ッ
ス
ン
と
い

う
テ
ー
マ
を
読
み
取
る
︒
パ
ウ
ン
ド
に
よ
る
能
の
翻
訳
に
は
︑﹁
誤
読
﹂
に
満

ち
た
文
化
の
盗
用
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
著
者
は
流
派

に
よ
っ
て
複
数
の
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
能
に
お
い
て
厳
密
な
テ
ク
ス
ト
論

を
展
開
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
能
の
口
伝
と
集
団
的
制
作
が
生
み
出
す
混

成
性
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
文
化
横
断
的
な
教
育

と
学
習
の
一
例
と
し
て
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︱
平
田
禿と
く

木ぼ
く

︱
パ
ウ
ン
ド
の
ホ
モ
・

ソ
ー
シ
ャ
ル
的
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
翻
訳
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
し

て
い
る
︒
た
だ
︑
世
阿
弥
を
参
照
し
て
の
ホ
モ
・
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
へ

の
指
摘
は
や
や
性
急
す
ぎ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
︒
む
し
ろ
フ
ェ
ノ
ロ
サ

と
の
共
著
﹃
能
　
日
本
古
典
演
劇
の
研
究
（‘N

oh’, or A
ccom

plishm
ent: A

 Study 

of the C
lassical Stage of Japan

）﹄（
一
九
六
九
）
に
お
い
て
パ
ウ
ン
ド
が
展
開
し

た
﹁
イ
メ
ー
ジ
の
結
合
﹂
と
い
う
能
へ
の
理
解
が
︑
い
か
に
彼
の
﹁
創
造
的

翻
訳
﹂
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
﹃
羽
衣
﹄﹃
錦
木
﹄
の
翻
訳
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
し
︑
能
の
翻
訳
が
イ
マ
ジ
ス
ト
と
し
て
の
詩
法
の
展
開
に
つ
な
が
っ
て

い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
箇
所
に
本
書
の
成
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
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ら
に
︑
一
九
九
三
年
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
高
砂
﹄
翻
訳
草
稿
に
お
い
て
︑

パ
ウ
ン
ド
が
﹃
万
葉
集
﹄
を
帝
の
名
前
と
取
り
違
え
て
い
る
点
を
は
じ
め
と

す
る
﹁
誤
解
﹂
に
着
目
し
︑
パ
ウ
ン
ド
が
﹃
高
砂
﹄
に
詩
と
帝
の
宗
教
的
な

力
と
の
結
合
お
よ
び
詩
と
政
治
の
永
続
性
と
い
う
テ
ー
マ
を
見
出
し
て
い
る

点
か
ら
︑
彼
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
美
学
へ
の
接
近
の
要
因
を

う
き
ぼ
り
に
し
︑
さ
ら
に
﹃
ピ
サ
詩
編
﹄
に
﹁
羽
衣
﹂﹁
熊
坂
﹂
な
ど
が
引
用

さ
れ
て
い
る
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
箇
所
が
興
味
深
い
︒

　
第
二
章
で
は
︑
イ
ェ
イ
ツ
に
よ
る
能
の
受
容
と
戯
曲
﹃
鷹
の
井
戸
﹄

（
一
九
一
六
）
の
国
際
的
な
移
動
の
様
態
の
考
察
を
通
し
て
︑
こ
の
作
品
に
ど

の
よ
う
に
イ
ェ
イ
ツ
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
演
劇
に
望
ん
だ
理
念
や
ア
ン
ビ
ヴ
ァ

レ
ン
ト
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
反
映
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
示
し
て
い

る
︒
著
者
は
︑
イ
ェ
イ
ツ
が
﹃
日
本
の
高
貴
な
る
劇
数
篇
﹄
の
序
文
に
お
い

て
︑
伊
藤
道
郎
の
舞
を
﹁
心
の
奥
底
の
世
界
に
移
り
住
ん
だ
﹂（inhabit at it 

w
ere the deep of the m

ind

）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
こ
と
に
着
目
し
︑
野
口

米
次
郎
の
能
に
つ
い
て
の
評
論
や
野
口
宛
の
イ
ェ
イ
ツ
書
簡
等
を
用
い
な
が

ら
︑
イ
ェ
イ
ツ
が
能
に
エ
ゴ
の
放
棄
や
他
の
精
霊
に
憑
依
さ
れ
た
受
動
的
な

生
の
在
り
方
を
見
出
し
た
と
指
摘
す
る
︒﹃
鷹
の
井
戸
﹄
に
お
い
て
泉
の
守
人

は
﹁
シ
ー
﹂
に
取
り
憑
か
れ
る
が
︑
こ
の
憑
依
／
魅
惑
と
い
う
状
態
は
﹃
キ
ャ

ス
リ
ー
ン
・
ニ
・
フ
ー
リ
ハ
ン
﹄
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
イ
ェ
イ
ツ
に

と
っ
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
芸
術
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
︑
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
︒
本
書
が
指
摘
す
る
︑
イ
ェ
イ
ツ
が
能
に
見
出
し
︑
自

ら
の
戯
曲
に
お
い
て
追
究
し
た
自
我
以
外
の
力
へ
の
服
従
と
い
う
美
学
は
︑

偉
大
な
リ
ー
ダ
ー
の
権
威
へ
の
服
従
と
い
う
身
振
り
に
お
い
て
︑
イ
ェ
イ
ツ

が
生
涯
に
お
い
て
接
近
し
た
い
く
つ
か
の
種
類
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
す
な

わ
ち
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
接
近
に
代
表

さ
れ
る
複
雑
な
彼
の
政
治
性
を
説
明
可
能
に
し
て
い
る
︒

　
本
書
の
最
終
章
で
展
開
さ
れ
る
ベ
ケ
ッ
ト
﹃
あ
し
お
と
﹄（
一
九
七
六
）
と

能
の
関
係
を
論
じ
る
際
の
方
法
は
︑
戯
曲
中
心
の
演
劇
研
究
を
見
直
し
︑
上

演
に
い
た
る
ま
で
の
教
授
法
︑
舞
台
空
間
︑
演
出
︑
装
置
︑
身
体
表
現
を
も

考
慮
に
入
れ
る
本
書
の
戦
略
が
有
効
に
働
い
て
い
る
︒﹃
あ
し
お
と
﹄
上
演
に

は
︑
ベ
ケ
ッ
ト
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
舞
台
演
出
と
舞
台
美
術
を
遵
守
し
︑

上
演
ノ
ー
ト
や
記
録
類
と
同
時
に
︑
戯
曲
に
付
さ
れ
て
い
る
詳
細
な
ト
書
き

に
よ
っ
て
彼
の
振
り
付
け
を
も
再
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
著

者
は
︑
初
演
時
に
メ
イ
を
演
じ
た
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ウ
に
よ
る
ベ
ケ
ッ
ト
の
演
出

に
関
す
る
記
録
の
な
か
の
︑
ベ
ケ
ッ
ト
が
歩
き
方
︑
姿
勢
︑
ス
ピ
ー
ド
︑
歩

数
ま
で
を
も
﹁
真
似
﹂
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
記
述
に
着
目
す
る
︒
そ

し
て
︑
詞
章
だ
け
で
は
な
く
演
出
や
身
体
表
現
を
含
め
た
舞
台
空
間
上
の
動

き
を
ト
ー
タ
ル
で
保
存
・
継
承
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
能
と
そ
の
﹁
鸚お
う

鵡む

返
し
﹂
に
よ
る
身
体
の
動
き
と
台
詞
の
発
生
に
対
す
る
教
授
法
と
の
類
似
を

指
摘
す
る
︒

　
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
高
橋
康
也
ら
が
ベ
ケ
ッ
ト
へ
の
能
の
影
響
に
つ
い

て
指
摘
し
て
い
る
が
︑
ベ
ケ
ッ
ト
と
能
の
関
係
は
作
家
の
伝
記
的
ア
プ
ロ
ー
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チ
や
︑
戯
曲
﹃
ハ
ッ
ピ
ー
・
デ
イ
ズ
﹄（
一
九
六
一
）
の
登
場
人
物
ウ
ィ
ニ
ー

に
﹃
鷹
の
井
戸
﹄
か
ら
の
引
用
を
思
わ
せ
る
﹁
心
の
目
に
呼
び
起
こ
す
﹂（
“I 

call to the eye of the m
ind

”）
と
い
う
台
詞
を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
の
比
較

文
学
的
方
法
だ
け
で
は
な
く
︑
舞
台
の
演
出
方
法
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
指

摘
は
研
究
史
に
興
味
深
い
視
点
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
︒
登
場
人
物
た
ち
は
︑

﹃
ハ
ッ
ピ
ー
・
デ
イ
ズ
﹄
で
は
舞
台
の
進
行
に
つ
れ
て
土
に
埋
ま
っ
て
い
き
︑

﹃
プ
レ
イ
﹄（
一
九
六
三
）
で
は
骨
壺
に
入
れ
ら
れ
︑﹃
あ
し
お
と
﹄
で
は
舞
台

上
を
九
歩
ご
と
に
正
確
に
折
り
返
す
︒
ベ
ケ
ッ
ト
は
︑
舞
台
上
の
動
き
を
極

力
少
な
く
し
︑
負
荷
を
か
け
ら
れ
た
身
体
か
ら
ど
の
よ
う
に
言
葉
が
紡
ぎ
出

さ
れ
る
か
に
関
心
を
抱
き
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
心
の
奥
底
﹂
や
深
淵
を

表
現
し
よ
う
と
し
て
お
り
︑
そ
の
点
に
こ
そ
イ
ェ
イ
ツ
を
経
由
し
た
間
接
的

な
能
の
影
響
関
係
を
指
摘
で
き
る
と
い
う
主
張
は
説
得
力
を
持
つ
︒﹃
あ
し
お

と
﹄
の
観
客
は
︑
拘
束
さ
れ
た
姿
勢
で
一
足
ご
と
に
歩
く
と
い
う
抑
制
さ
れ

た
身
体
表
現
と
言
葉
の
両
面
に
よ
っ
て
﹁
心
の
奥
底
﹂
を
見
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
︒
ベ
ケ
ッ
ト
の
演
出
法
は
︑
能
の
教
授
法
と
同
じ
く
役
者

や
演
出
家
の
主
体
を
侵
犯
し
︑
服
従
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
主
体
︑

服
従
︑
権
力
と
い
っ
た
人
間
の
生
に
お
け
る
本
質
的
な
問
題
を
考
え
る
こ
と

に
導
い
て
く
れ
る
事
例
と
言
え
る
︒

　
惜
し
む
ら
く
は
︑
言
語
的
制
約
に
よ
っ
て
︑
本
書
に
は
日
本
語
で
書
か
れ

た
研
究
成
果
が
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な
い
︒
特
に
比
較
文
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
箇
所
で
は
︑
長
谷
川
年
光
﹃
イ
ェ
イ
ツ
と
能
と
モ
ダ
ニ

ズ
ム
﹄（
一
九
九
五
）︑
成
恵
卿
﹃
西
洋
の
夢
幻
能
﹄（
一
九
九
九
）︑
高
橋
康
也

﹃
橋
が
か
り
︱
︱
演
劇
的
な
る
も
の
を
求
め
て
﹄（
二
〇
〇
六
）
等
の
先
行
す

る
諸
研
究
と
の
関
係
︑
名
前
の
誤
記
が
気
に
な
っ
た
︒
だ
が
︑
本
書
に
は
舞

台
資
料
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
︑
さ
ら
に
参
考
映
像
が
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
の
い
た
る
所
に
︑
著
者

に
よ
る
能
の
稽
古
や
授
業
実
践
に
基
づ
く
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
的
な
記
述

︱
︱
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
多
義
的
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
能
の
稽
古
の
時

に
正
座
す
る
／
ひ
ざ
を
折
る
痛
み
を
記
述
す
る
（
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
）
こ

と
か
ら
は
じ
ま
り
︑
パ
ウ
ン
ド
﹃
ピ
サ
詩
篇
﹄
の
講
読
（
第
一
章
）︑
二
〇
一
三

年
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
﹃
鷹
の
井

戸
﹄
の
上
演
（
第
二
章
）︑
ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇
を
使
用
し
た
授
業
実
践
（
第

四
章
）
等
︱
︱
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
能
の
構
造
を
知
る
著
者
で
あ
る
か

ら
こ
そ
︑
指
揮
者
を
持
た
ず
︑
シ
テ
と
地
謡
︑
囃
子
と
が
呼
応
し
︑
時
に
共

起
的
に
表
現
を
創
出
し
て
い
く
と
い
う
能
の
構
造
と
ブ
リ
テ
ン
の
音
楽
と
の

比
較
（
第
六
章
）
が
示
唆
に
富
む
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
本
書
の

構
成
そ
れ
自
体
が
︑
前
場
︑
中
入
り
︑
後
場
と
い
う
能
の
曲
構
成
を
喚
起
さ

せ
る
も
の
に
な
っ
て
お
り
︑
文
献
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら
ず
︑
上
演

と
い
う
観
点
か
ら
演
劇
を
捉
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
方
法
論
が
本
書
全
体
を

貫
い
て
い
る
︒
演
劇
の
多
文
化
間
の
移
動
の
研
究
を
通
し
て
︑
芸
術
︑
教
育
︑

政
治
に
お
け
る
主
体
と
従
属
性
の
問
題
を
理
論
的
に
説
明
し
た
成
果
で
あ
り
︑

著
者
の
方
法
論
は
今
後
の
研
究
の
視
点
を
広
げ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
︒
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自
伝
や
自
叙
伝
と
は
﹁
自
分
で
書
い
た
自
身
の
伝
記
﹂
と
い
う
ふ
う
に
定

義
さ
れ
て
い
る
が
（﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄）︑
こ
の
一
般
的
な
捉
え
方
よ
り
も

十
九
世
紀
末
に
西
洋
自
伝
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
や
用

語
と
し
て
認
識
さ
れ
が
ち
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
特
に
ル
ソ
ー
の
﹃
告

白
﹄︑
日
本
で
は
福
沢
諭
吉
の
﹃
福
翁
自
伝
﹄
が
典
型
的
な
自
伝
と
し
て
評
価

さ
れ
︑
自
伝
の
原
型
と
し
て
模
倣
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
見
方
で
は
啓
蒙
期
以

前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
伝
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
化
圏
の
自
伝
も
軽
視

さ
れ
る
傾
向
が
強
く
︑
研
究
対
象
に
さ
れ
る
の
は
ま
れ
で
あ
る
︒
た
と
え

﹁
自
伝
的
作
品
﹂
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
て
も
︑
平
安
時
代
の
日
記
や
随
筆
︑

中
世
の
紀
行
文
︑
近
世
の
（
実
録
的
な
）
家
伝
な
ど
が
︑
自
伝
の
視
点
か
ら

ま
と
め
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
江
戸
時
代
の
自
伝
と
し
て

よ
く
挙
げ
ら
れ
る
﹃
折
り
た
く
柴
の
記
﹄（
新
井
白
石
）︑﹃
夜よ

職な
べ

草ぐ
さ

﹄（
鈴
木
牧

之
）︑﹃
夢
酔
独
言
﹄（
勝
小
吉
）
な
ど
は
︑
執
筆
の
動
機
︑
ジ
ャ
ン
ル
︑
形
の

う
え
で
差
異
が
多
く
︑
こ
れ
ら
の
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
を
自
伝
と
し
て
比
較

し
て
も
︑﹁
日
本
人
の
自
伝
の
伝
統
﹂
を
な
さ
な
い
︒
し
か
し
︑
ほ
か
の
﹁
自

伝
的
な
テ
ク
ス
ト
﹂︑
回
想
文
も
視
野
に
入
れ
る
と
︑
豊
か
な
自
己
表
現
の
世

界
が
広
が
る
︒
そ
こ
で
︑
著
者
が
問
題
化
し
て
い
る
の
は
︑
日
本
人
の
自
伝

に
表
れ
る
自
我
意
識
や
自
伝
的
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
的
真
実
性
で
は
な
く
︑
自

己
言
及
が
可
能
な
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
は
執
筆
さ
れ
る
内
容
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
る
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
具
体
的
に
い
え
ば
︑﹁
中
身
が
器
を

求
め
る
の
か
︑
器
が
中
身
を
生
む
の
か
﹂
と
い
う
問
い
か
け
に
絞
ら
れ
る
が
︑

こ
れ
は
著
者
が
二
〇
〇
一
年
の
﹃
日
文
研
﹄
第
二
五
号
に
発
表
し
た
論
文
の

タ
イ
ト
ル
に
も
見
ら
れ
る
︒

　
シ
ャ
モ
ニ
氏
の
こ
の
六
百
頁
を
超
え
る
単
行
本
は
︑
日
本
の
﹁
自
分
で
書

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ャ
モ
ニ

『
回
想
と
自
己
演
出
―
―
十
七
世
紀
日
本
の
自
伝
』

W
olfgang Scham

oni, Erinnerung und Selbstdarstellung. A
utobiographisches 

Schreiben im
 Japan des 17. Jahrhunderts

ユ
デ
ィ
ッ
ト
・
ア
ロ
カ
イ

Harrassowitz Verlag, 2016
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い
た
自
身
の
伝
記
﹂
と
い
う
タ
イ
プ
の
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
自
伝
的
テ
ク
ス
ト

と
し
て
の
特
徴
に
集
中
し
て
読
み
直
す
試
み
で
あ
る
︒
も
と
に
し
て
い
る
資

料
の
リ
ス
ト
に
十
七
世
紀
に
書
か
れ
た
自
伝
的
テ
ク
ス
ト
が
全
部
含
ま
れ
る

は
ず
は
な
い
が
︑
三
十
年
間
ほ
ど
の
著
者
の
研
究
︑
調
査
に
よ
っ
て
︑
日
本

の
研
究
者
か
ら
も
協
力
を
得
て
収
集
し
た
作
品
リ
ス
ト
で
あ
る
︒
範
囲
は

﹁
自
身
の
経
験
を
あ
る
程
度
の
時
間
的
な
展
望
か
ら
顧
み
て
生
涯
を
語
る
﹂
と

い
う
ふ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の

は
例
え
ば
自
伝
的
序
文
や
賛
︑
自
伝
的
な
書
簡
な
ど
の
割
合
短
い
文
章
で
あ

る
︒

　
自
伝
と
い
う
視
座
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
普
段
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
に

属
す
る
テ
ク
ス
ト
が
色
々
な
共
通
点
を
見
せ
は
じ
め
る
︒
著
者
の
選
ん
だ

三
十
一
の
テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
十
七
世
紀
に
書
か
れ
た
も
の
で
︑
な
か
に
は

女
性
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
三
つ
が
あ
る
︒
な
ぜ
十
七
世
紀
を
選
ん
だ
の
か
︑
複

数
の
理
由
が
あ
る
︒
一
六
〇
〇
年
か
ら
一
七
〇
〇
年
ま
で
と
い
う
の
は
︑
日

本
の
歴
史
上
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
区
分
で
あ
る
が
︑
内
乱
の
時
代
が
終

わ
っ
て
︑
江
戸
時
代
が
始
ま
る
区
切
り
で
も
あ
る
し
︑
新
し
い
時
代
の
政
治

的
︑
社
会
的
︑
文
化
的
特
徴
が
次
第
に
形
を
と
る
期
間
で
も
あ
る
︒
自
伝
の

歴
史
で
言
う
と
︑
中
世
に
主
に
僧
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
自
伝
が
も
っ
と
広
い

範
囲
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
家
族
や
寺
院
の
中
で
保
存
さ
れ
て
︑

次
々
の
世
代
に
伝
授
さ
れ
て
い
く
︒

　
著
者
が
訴
求
対
象
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
︑
海
外
の
日
本
学
者
と
共
に

自
伝
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
歴
史
学
者
︑
文
化
比
較
研
究
者
で
あ
る
︒
そ

の
た
め
に
歴
史
的
背
景
を
割
合
詳
し
く
描
い
て
︑
脚
注
で
細
か
く
様
々
な
条

件
を
説
明
し
て
い
る
︒
補
論
と
し
て
加
え
て
い
る
﹁
近
世
の
人
名
に
関
す
る

規
定
﹂
は
日
本
の
苗
字
と
名
前
を
明
確
に
紹
介
し
︑
特
に
海
外
の
読
者
に

と
っ
て
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
日
本
の
人
名
を
説
明
し
て
い
る
︒
こ

れ
は
日
本
史
︑
文
化
史
に
関
わ
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
も
と
て
も
便
利
な
手

が
か
り
に
な
る
︒
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
理
解
の
前
提
条
件
と
し
て
も
う
一
つ
の

重
要
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ド
イ
ツ
語
訳
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン

ト
︑﹁
翻
訳
し
て
失
わ
れ
る
も
の
﹂
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
語
訳
で

は
︑
原
文
は
漢
文
で
あ
っ
た
の
か
︑
和
文
で
あ
っ
た
の
か
区
別
で
き
な
く
な

る
か
ら
︑
自
己
表
現
の
言
語
に
よ
る
差
異
が
失
わ
れ
る
︒
そ
れ
よ
り
も
翻
訳

者
に
と
っ
て
一
番
微
妙
な
と
こ
ろ
は
人
称
代
名
詞
で
あ
る
︒
複
数
の
一
人
称

（
そ
し
て
︑
人
称
ゼ
ロ
）
が
使
わ
れ
る
日
本
語
と
唯
一
の
一
人
称
代
名
詞
し
か

用
い
な
い
ド
イ
ツ
語
の
間
に
は
︑
翻
訳
で
ど
う
し
て
も
消
え
る
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
あ
る
︒
日
本
語
の
待
遇
表
現
と
自
己
名
称
と
し
て
使
わ
れ
る
三
人
称
や
号

の
翻
訳
は
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
と
て
も
よ
く
考
察
さ
れ

て
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
︒

　
本
書
の
構
造
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
︒
問
題
意
識
を
明
確
に
展
開
す
る

前
文
に
続
い
て
︑
十
七
世
紀
の
歴
史
的
な
背
景
︑
一
六
〇
〇
年
ま
で
の
自

伝
・
自
叙
伝
の
伝
統
︑
そ
し
て
直
接
な
背
景
と
し
て
は
十
六
・
十
七
世
紀
の

軍
記
・
戦
記
が
紹
介
さ
れ
る
︒
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四
五
〇
頁
を
占
め
る
本
文
で
は
同
じ
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
三
十
一
の
自
伝
的

な
テ
ク
ス
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
作
品
の
（
と
き
に
複
数
あ
る
）
タ
イ
ト
ル

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
ド
イ
ツ
語
訳
︑
そ
れ
に
続
い
て
作
者
の
伝
記
︑
テ
ク
ス
ト

の
成
立
と
ジ
ャ
ン
ル
︑
伝
播
の
条
件
と
刊
行
（
印
刷
）︑
内
容
の
概
要
︑
ド
イ

ツ
語
訳
︑
解
釈
（
コ
メ
ン
ト
）︑
出
典
と
先
行
文
献
が
記
さ
れ
る
︒
三
十
一
人

の
作
者
の
な
か
に
は
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
の
資
料
が
豊
富
に
あ
る
場
合
と
ほ

と
ん
ど
な
い
場
合
が
あ
り
︑
そ
れ
で
個
々
の
紹
介
が
当
然
あ
る
程
度
異
な
る
︒

翻
訳
は
圧
倒
的
に
部
分
訳
で
あ
る
が
︑
三
つ
の
短
い
自
伝
が
完
全
訳
で
載
っ

て
い
る
︒
元
政
﹁
霞
谷
山
人
伝
﹂（
一
六
六
八
頃
）︑
徳
川
光
圀
﹁
梅
里
先
生

碑
﹂（
一
六
九
一
）︑
村
上
冬
嶺
﹁
二
魂
伝
﹂（
一
六
九
八
）
の
三
つ
の
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
︒
三
十
一
の
具
体
例
す
べ
て
を
こ
こ
で
は
紹
介
で
き
な
い
が
︑
例

と
し
て
い
く
つ
か
挙
げ
た
い
︒

　
木
俣
守
勝
は
﹁
紀
年
自
記
﹂（
一
六
一
〇
）
で
軍
記
・
戦
記
の
伝
統
を
踏
ま

え
て
︑
子
孫
に
忠
と
孝
の
徳
を
伝
え
る
た
め
に
参
陣
や
軍
功
な
ど
を
証
す
る

軍
忠
状
を
残
し
て
い
る
︒
中
世
の
先
例
を
模
範
と
し
な
が
ら
も
自
分
の
生
涯

を
（
封
建
制
度
の
中
の
自
分
で
は
あ
る
が
）
誕
生
か
ら
晩
年
ま
で
語
っ
て
お
り
︑

自
伝
の
前
段
階
と
し
て
興
味
深
い
︒

　
現
存
す
る
数
の
少
な
い
女
性
の
自
伝
の
中
で
は
︑
京
極
伊
知
子
の
一
六
五
〇

年
に
書
か
れ
た
﹁
涙
草
﹂
が
自
分
の
息
子
に
そ
の
誕
生
と
龍
野
の
大
名
京
極

高
和
に
よ
る
猶
子
の
条
件
を
語
る
︒
ス
タ
イ
ル
の
整
っ
た
文
学
的
な
価
値
の

あ
る
擬
古
文
で
︑
夫
の
死
︑
子
供
と
の
別
れ
の
悲
し
み
を
描
い
て
︑
わ
ず
か

九
年
間
の
出
来
事
を
報
告
し
な
が
ら
︑
平
安
時
代
の
女
性
の
日
記
を
思
わ
せ

る
︒

　
元
政
の
﹁
霞
谷
山
人
伝
﹂︑
一
六
九
字
か
ら
な
る
漢
文
自
伝
は
中
国
の
伝
記

の
形
を
守
り
な
が
ら
そ
れ
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
︑
五
世
紀
の
陶
淵
明
﹁
五
柳

先
生
伝
﹂
の
伝
統
に
沿
う
︒
自
伝
と
し
て
は
極
端
な
例
で
あ
る
が
︑
伝
記
と

自
伝
の
密
接
な
関
係
と
自
伝
の
自
己
皮
肉
的
な
可
能
性
を
挙
示
す
る
︒

　
山
鹿
素
行
は
古
学
派
の
代
表
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
︑
そ
の

﹃
配
所
残
筆
﹄（
一
六
七
五
）
は
日
本
の
自
伝
と
し
て
昔
か
ら
研
究
と
翻
訳
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
で
あ
る
︒
本
書
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

は
︑
遺
言
書
︑
年
譜
︑
覚
書
の
複
数
の
機
能
を
果
た
し
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
︑

ほ
か
の
テ
ク
ス
ト
と
比
較
関
連
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
自
伝
と
し

て
の
特
徴
が
立
体
的
に
提
示
さ
れ
る
︒

　
宇
治
加
賀
掾
は
﹁
門
弟
教
訓
﹂（
一
六
九
七
）
の
中
で
弟
子
に
浄
瑠
璃
の
教

え
を
二
千
六
百
字
程
度
の
テ
ク
ス
ト
で
説
い
た
う
え
で
︑
自
分
の
生
涯
に
つ

い
て
六
百
字
あ
ま
り
の
自
伝
を
加
え
て
い
る
︒
こ
の
芸
談
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

に
添
え
た
序
は
︑
加
賀
掾
の
個
人
的
な
養
成
と
自
分
が
歩
ん
で
き
た
芸
能
の

道
を
範
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
︒

　
十
七
世
紀
自
伝
の
具
体
例
の
解
説
が
終
わ
る
と
総
括
と
し
て
集
め
た
資
料

の
共
通
点
や
特
徴
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒﹁
自
伝
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
﹂
と
い
う
の

は
︑
著
者
の
主
な
関
心
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
自
伝
の
﹁
器
﹂
に
な
る
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
と
機
能
を
説
い
て
い
る
︒
十
七
世
紀
を
一
つ
の
同
時
的
な
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断
面
に
し
て
︑
私
的
と
公
的
な
機
能
を
指
針
に
︑
書
き
上
げ
︑
奉
公
書
︑
訴

状
︑
家
伝
︑
書
︑
随
筆
︑
年
譜
︑
序
︑
伝
︑
行
状
な
ど
の
特
色
を
︑
本
文
で

挙
げ
ら
れ
た
具
体
例
を
引
き
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
︒﹁
文
体
の
諸
特
色
﹂
の

部
分
は
漢
文
︑
文
語
文
︑
候
文
︑
擬
古
文
の
言
葉
遣
い
と
文
体
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
紹
介
し
︑
そ
し
て
最
後
に
作
者
の
社
会
的
環
境
と
近
世
日
本
の
自
伝

の
機
能
と
そ
の
社
会
の
中
の
役
割
を
緊
密
に
観
察
し
て
︑
十
七
世
紀
自
伝
の

内
容
の
主
な
傾
向
を
概
括
す
る
︒

　
本
書
を
読
ん
で
︑
日
本
に
自
伝
の
伝
統
が
な
い
︑
あ
る
い
は
自
伝
は
存
在

し
て
も
数
が
少
な
い
︑
と
い
う
見
方
は
明
ら
か
に
偏
見
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
三
十
一
の
テ
ク
ス
ト
は
幅
広
く
そ
の
時
代
の
自
己

表
現
の
多
様
性
を
証
明
し
て
い
て
︑
歴
史
研
究
︑
文
学
研
究
に
お
い
て
の
意

義
が
と
て
も
大
き
い
︒
歴
史
研
究
者
や
文
学
専
門
家
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
が

ち
な
こ
の
タ
イ
プ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
学
際
的
な
︑
文
学
︑
歴
史
学
︑
文
献
学

を
合
わ
せ
た
方
法
で
捉
え
れ
ば
︑
日
本
の
自
伝
研
究
に
刺
激
を
与
え
る
可
能

性
を
持
つ
し
︑
海
外
の
歴
史
研
究
︑
比
較
研
究
の
視
点
か
ら
も
大
事
な
研
究

成
果
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
伝
が
持
つ
教
訓
的
範
例

（exem
plum

）
の
機
能
や
自
伝
で
の
夢
の
役
割
な
ど
︑
様
々
な
共
通
点
が
見
ら

れ
︑
将
来
性
の
あ
る
比
較
研
究
︑
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
︒
も
と
も

と
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
素
材
に
し
て
い
な
が
ら
︑
ド
イ
ツ

語
で
記
さ
れ
て
い
る
本
書
の
研
究
成
果
を
︑
ぜ
ひ
日
本
語
に
訳
し
て
日
本
の

読
者
に
も
提
供
し
て
ほ
し
い
︒
日
本
の
歴
史
自
伝
研
究
を
こ
の
原
点
か
ら
広

げ
て
い
け
ば
︑
比
較
文
化
史
の
う
え
で
も
︑
文
学
史
の
う
え
で
も
︑
豊
富
な

研
究
成
果
が
期
待
で
き
る
︒
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　﹃
東
ア
ジ
ア
史
に
行
く
道
︱
︱
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
歴
史
学
と
植
民
地
近

代
﹄(

ソ
ウ
ル
：
図
書
出
版
チ
ェ
ク
グ
ァ
ハ
ム
ケ
︑
二
〇
一
八
年
四
月)

は
︑

﹁
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂（transnational history

）
と
い
う
歴

史
学
の
方
法
論
と
﹁
植
民
地
近
代
﹂（colonial m

odern

）
と
い
う
認
識
論
的
枠

組
み
を
通
し
て
︑
一
国
史
や
民
族
史
を
乗
り
越
え
て
東
ア
ジ
ア
史
叙
述
の
可

能
性
を
探
っ
た
著
作
で
あ
る
︒
著
者
の
尹ユ
ン

海ヘ

東ド
ン

氏
（
漢
陽
大
学
校
比
較
歴
史
文

化
研
究
所
・
教
授
）
は
韓
国
と
東
ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
を
研
究
し
て
い
る
が
︑

主
に
植
民
地
時
代
の
研
究
を
従
来
の
一
国
史
の
枠
組
み
を
越
え
て
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
歴
史
学
を
志
向
す
る
研
究
者
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

　
文
学
を
専
門
と
す
る
私
と
し
て
は
︑
最
近
も
っ
と
も
勢
い
良
く
歴
史
学
の

新
し
い
言
説
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
歴
史
学
研
究
者
が
書
い
た
著
作
の
書
評

を
依
頼
さ
れ
た
際
︑
少
し
躊た
め
ら躇

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
文

学
分
野
に
も
当
然
文
学
史
と
い
う
領
域
が
あ
り
︑
一
国
文
学
史
や
国
文
学
の

限
界
を
論
ず
る
こ
と
も
頻
繁
で
あ
り
︑
そ
の
議
論
が
は
じ
ま
っ
て
か
な
り
の

時
間
が
経
っ
て
い
る
︒
歴
史
学
の
様
々
な
理
論
的
動
向
や
歴
史
的
事
実
に
そ

れ
ほ
ど
詳
し
く
な
い
立
場
で
は
あ
る
が
︑
主
に
こ
の
著
作
の
紹
介
と
そ
の
趣

旨
に
つ
い
て
文
学
界
の
動
き
を
参
照
し
な
が
ら
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
︒

＊

　
尹
海
東
氏
の
著
作
の
中
で
﹃
植
民
地
が
つ
く
っ
た
近
代
﹄（
沈
煕
燦
・
原
祐

介
訳
︑
三
元
社
︑
二
〇
一
七
年
四
月
）
は
す
で
に
日
本
で
も
翻
訳
・
紹
介
さ
れ

て
い
る
が
︑
こ
の
著
作
は
韓
国
語
の
本
で
あ
る
の
で
ま
ず
そ
の
内
容
を
紹
介

尹
海
東

『
東
ア
ジ
ア
史
に
行
く
道
―
―
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
歴
史
学
と

植
民
地
近
代
』

윤
해
동:

동
아
시
아
사
로
가
는
길
――
트
랜
스
내
셔
널
역
사
학
과
식
민
지
근
대鄭

　
炳
浩

도서출판 책과함께 , 2018
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す
る
︒

　
こ
の
﹃
東
ア
ジ
ア
史
に
行
く
道
﹄
は
序
章
と
四
つ
の
部
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
︒
ま
ず
序
章
で
は
︑﹁
東
ア
ジ
ア
と
は
い
か
な
る
地
域
で
あ
る
か
？
﹂
と

い
う
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
っ
た
様
々
な
議
論
を
検
討
し
な
が
ら
︑
こ
れ
か
ら
望

ま
し
い
東
ア
ジ
ア
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
問
題
を
提

起
し
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
著
者
が
い
う
東
ア
ジ
ア
論
は
﹁
国
家
主
義
と

民
族
主
義
﹂
を
越
え
る
べ
き
で
あ
り
︑﹁
東
ア
ジ
ア
地
域
を
排
他
的
な
中
心
と

見
な
す
い
わ
ゆ
る
〝
東
ア
ジ
ア
中
心
主
義
〟﹂
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑﹁〝
下
か
ら
の
東
ア
ジ
ア
〟
を
志
向
す

る
こ
と
で
東
ア
ジ
ア
市
民
社
会
を
形
成
し
︑
こ
れ
に
基
づ
い
て
〝
開
か
れ
た

東
ア
ジ
ア
共
同
体
〟
を
築
い
て
い
く
﹂
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒

　
第
一
部
﹁
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
歴
史
学
と
植
民
地
近
代
﹂
で
は
﹁
東
ア

ジ
ア
史
﹂
を
研
究
し
構
成
す
る
た
め
の
方
法
論
と
︑
東
ア
ジ
ア
史
を
理
解
す

る
認
識
論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
前
者
に
つ
い
て
は
﹁
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂
で
︑
後
者
に
つ
い
て
は
﹁
植
民
地
近
代
﹂
と
い
う
概

念
で
説
明
し
て
こ
の
二
つ
の
概
念
を
こ
の
著
作
を
引
っ
張
っ
て
い
く
二
つ
の

車
輪
に
例
え
て
い
る
︒
第
二
部
﹁
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
﹂
で
は
︑
十
七
世
紀
か

ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
︑
清
国
の
中
華
帝
国
か
ら
日
本
の
近
代
帝
国
へ
の
移

行
過
程
を
通
し
て
朝
鮮
の
位
置
の
変
化
を
論
じ
て
い
る
︒
十
七
世
紀
以
後
清

国
は
二
回
に
わ
た
り
帝
国
を
築
こ
う
と
試
み
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
︑
日
本

は
一
八
七
〇
年
代
後
半
二
回
に
わ
た
っ
て
近
代
帝
国
の
建
設
に
成
功
し
︑
そ

の
過
程
で
朝
鮮
は
植
民
地
へ
と
転
落
し
た
︒
こ
の
歴
史
的
過
程
を
見
据
え
る

際
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
は
︑
単
に
地
域
秩
序
の
変
化
で
は
な
く
︑
こ
の
帝

国
と
国
民
国
家
の
相
互
作
用
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
︒
そ
こ
で
著
者

は
人
口
の
移
住
︑
商
品
の
交
易
︑
観
念
と
概
念
の
疎
通
と
い
っ
た
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
い
か
に
機
能
し
植
民
地
と
帝
国
の
間
に
い

か
に
交
差
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
論
証
し
て
い
る
︒

　
第
三
部
﹁
東
ア
ジ
ア
と
韓
国
﹂
で
は
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
と
植
民
主

義
が
韓
国
を
い
か
に
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
︑
ま
た
植
民
地
支
配
を
と
お

し
て
韓
国
は
自
ら
い
か
に
変
化
し
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
︒
こ
の
際
︑
著

者
は
﹁
自
主
と
従
属
﹂
と
い
う
概
念
を
と
お
し
て
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る

帝
国
の
移
行
と
交
替
の
中
で
朝
鮮
の
国
家
論
的
位
相
を
追
跡
し
︑
ま
た
﹁
分

離
と
統
合
﹂
と
い
う
概
念
を
介
し
て
植
民
地
朝
鮮
で
は
﹁
社
会
的
な
も
の
﹂

が
植
民
国
家
か
ら
分
離
さ
れ
て
機
能
し
た
と
い
う
過
程
を
分
析
し
て
い
る
︒

特
に
植
民
国
家
か
ら
分
離
さ
れ
た
﹁
社
会
的
な
も
の
﹂
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
の
地
点
か
ら
韓
国
史
が
は
ら
ん
で
い
る
東

ア
ジ
ア
史
と
し
て
の
性
格
を
見
つ
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒
第
四
部
﹁
東
ア

ジ
ア
の
記
憶
と
平
和
﹂
で
は
︑﹁
下
か
ら
の
東
ア
ジ
ア
を
築
い
て
い
く
﹂
た
め

に
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
記
憶
と
価
値
の
共
有
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
検

討
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑﹁
万
宝
山
事
件
﹂
の
例
を
と
お
し
て
東
ア
ジ
ア
共
通
の

﹁
記
憶
の
場
﹂
を
作
り
上
げ
る
必
要
性
を
探
っ
て
お
り
︑
次
に
東
ア
ジ
ア
が
と

も
に
目
指
す
共
通
の
価
値
と
し
て
平
和
を
提
示
し
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
平
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和
を
追
求
す
る
活
動
の
象
徴
で
あ
る
﹁
平
和
憲
法
﹂
を
守
る
た
め
の
東
ア
ジ

ア
の
連
帯
を
強
調
す
る
︒
最
後
︑
終
章
﹁
冷
戦
と
東
ア
ジ
ア
﹂
で
は
冷
戦
時

代
を
脱
し
て
か
ら
東
ア
ジ
ア
地
域
に
経
済
的
相
互
依
存
度
が
高
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
︑﹁
開
放
的
な
主
権
に
立
脚
し
た
国
民
国
家
に
よ
る
〝
上
か

ら
の
東
ア
ジ
ア
〟
と
︑
東
ア
ジ
ア
市
民
社
会
が
主
導
す
る
〝
下
か
ら
の
東
ア

ジ
ア
〟
が
相
互
協
力
﹂
し
平
和
な
る
東
ア
ジ
ア
共
同
体
を
実
現
す
る
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
︒

＊

　﹃
東
ア
ジ
ア
史
に
行
く
道
﹄
の
副
題
で
も
あ
る
﹁
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂
と
﹁
植
民
地
近
代
﹂
は
こ
の
著
作
を
支
え
て
い
る
核
心
的
な

方
法
論
的
・
認
識
論
的
概
念
で
あ
る
︒
著
者
が
東
ア
ジ
ア
史
の
記
述
の
必
要

性
を
力
説
し
﹁
い
く
つ
か
の
一
国
史
を
モ
ザ
イ
ク
す
る
こ
と
で
東
ア
ジ
ア
史

が
成
り
立
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
は
近
代

の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
﹁
帝
国
と
帝
国
︑
帝
国
と
国
民
国
家
︑
帝
国
と

植
民
地
︑
国
民
国
家
と
植
民
地
︑
植
民
地
と
植
民
地
の
間
に
お
け
る
相
互
作

用
が
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
横
断
し
貫
通
す
る
﹂
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
地

域
秩
序
を
論
証
し
︑
そ
れ
を
通
し
て
東
ア
ジ
ア
史
の
記
述
の
可
能
性
を
探
っ

て
い
る
︒
し
か
し
︑
す
で
に
日
本
で
翻
訳
・
刊
行
さ
れ
た
﹃
植
民
地
が
つ

く
っ
た
近
代
﹄
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
の
概
念
を
中
心
に
書
評
や
批
評
が
出
て
い

る
の
で
︑
こ
こ
で
は
一
国
史
や
民
族
史
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
に
据
え
ら
れ

て
い
る
東
ア
ジ
ア
史
の
問
題
や
東
ア
ジ
ア
の
平
和
な
る
共
同
体
を
中
心
に
文

学
界
の
動
向
を
と
お
し
て
検
討
し
た
い
︒

　
日
本
文
学
と
韓
国
文
学
な
ど
東
ア
ジ
ア
文
学
に
お
い
て
も
従
来
の
一
国
文

学
史
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
記
述
し
え
な
か
っ
た
領
域
が
存
在
す
る
︒
植

民
地
時
代
に
限
っ
て
い
え
ば
︑
日
本
の
植
民
地
や
占
領
地
︑
あ
る
い
は
管
轄

地
な
ど
﹁
外
地
﹂
へ
と
渡
っ
て
行
っ
た
日
本
人
た
ち
︑
そ
し
て
そ
の
地
域
の

現
地
の
人
々
が
書
い
た
日
本
語
の
文
学
が
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
︒
こ
の

領
域
を
日
本
の
研
究
者
は
﹁︿
外
地
﹀
日
本
語
文
学
﹂
と
名
付
け
る
場
合
が
多

く
︑
私
は
﹁
植
民
地
日
本
語
文
学
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
こ
の
植
民
地
日
本
語

文
学
は
日
本
内
の
文
壇
を
強
く
意
識
し
た
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
繋
が
っ
た
り

し
て
お
り
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
一
九
三
〇
年
代
後
半
︑
一
時
︑
日
本
文
壇
の

中
で
朝
鮮
文
学
ブ
ー
ム
や
翻
訳
紹
介
が
旺
盛
に
な
さ
れ
た
よ
う
に
︑
日
本
と

植
民
地
︑
あ
る
い
は
植
民
地
の
間
に
雑
誌
や
書
籍
の
流
通
を
伴
い
な
が
ら
絶

え
間
な
く
相
互
作
用
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
日
本
（
語
）
文
学
だ
け
で
は
な
く
︑

こ
の
時
期
の
韓
国
（
語
）
文
学
や
中
国
（
語
）
文
学
に
も
当
然
こ
の
よ
う
な

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
テ
ラ
シ
ー
は
幅
広
く
展
開
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
︒

　
私
も
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
日
本
︑
中
国
︑
台
湾
︑
韓
国
の
文
学
研

究
者
と
と
も
に
﹃
帝
国
日
本
の
移
動
と
東
ア
ジ
ア
植
民
地
文
学
﹄（
１
・
２
）

の
刊
行
な
ど
を
試
み
た
こ
と
も
あ
り
︑﹁
東
ア
ジ
ア
植
民
地
文
学
﹂
と
い
う
枠

組
み
を
と
お
し
て
従
来
の
一
国
文
学
史
を
乗
り
越
え
る
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
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跨
ぐ
新
し
い
文
学
史
記
述
の
可
能
性
を
探
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
︒
し
か

し
︑
帝
国
と
植
民
地
︑
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
︑
台
湾
︑
旧
満
州
地
域
の
間
を

絶
え
間
な
く
相
互
作
用
し
︑
人
と
人
が
出
会
い
︑
書
籍
と
雑
誌
が
流
通
す
る

中
で
書
か
れ
た
こ
の
文
学
領
域
が
必
ず
し
も
一
国
文
学
史
を
乗
り
越
え
た
︑

新
し
い
枠
組
み
の
中
で
再
構
築
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑

二
〇
〇
〇
年
代
東
ア
ジ
ア
地
域
で
こ
の
分
野
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
に
従
っ

て
︑
そ
の
よ
う
な
文
学
が
一
国
文
学
の
範
疇
を
強
化
さ
せ
た
り
拡
張
さ
せ
た

り
す
る
例
証
と
し
て
活
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
ひ
い
て
は

台
湾
で
は
︑
一
九
九
〇
年
代
以
来
台
湾
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
築
く
中
で

中
国
近
代
文
学
と
は
峻
別
さ
れ
る
台
湾
学
構
築
の
一
環
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒

　
韓
国
文
学
史
で
は
長
い
間
︑
一
九
三
〇
代
後
半
の
朝
鮮
人
作
家
の
日
本 

語
文
学
に
つ
い
て
︑
強
圧
と
収
奪
に
よ
り
仕
方
な
く
日
本
語
創
作
に
携
わ
る 

し
か
な
か
っ
た
と
説
明
し
︑
深
い
研
究
が
ほ
と
ん
ど
施
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑

二
〇
〇
〇
年
代
以
後
﹁
二
重
言
語
文
学
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
研
究
が
盛
ん
に

な
り
︑
実
際
に
は
朝
鮮
人
作
家
が
自
発
的
に
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
積
極
的
に

﹁
国
民
文
学
﹂
の
建
設
に
関
与
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
当
時
の
日
本
語
文
学
は
水
平
的
な
相
互
作
用
と
い
う
よ
り

も
日
本
や
朝
鮮
総
督
府
の
総
動
員
体
制
︑
教
育
現
場
と
刊
行
物
の
中
で
朝
鮮

語
を
禁
止
・
排
除
し
よ
う
と
す
る
動
き
︑
ま
た
文
学
に
当
時
の
時
局
を
積
極

的
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
文
化
政
策
と
い
う
強
力
な
抑
圧
が
働
い
て
い
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
こ
の
地
域
に
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
リ
テ
ラ
シ
ー

が
確
か
に
あ
っ
た
の
だ
が
︑
そ
こ
に
は
様
々
な
主
体
が
同
等
に
相
互
作
用
す

る
も
の
で
は
な
く
︑
近
代
帝
国
の
垂
直
的
な
秩
序
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ

た
︒

　
次
に
は
こ
の
著
作
の
四
部
で
集
中
的
に
分
析
し
た
︑
下
か
ら
の
東
ア
ジ
ア

市
民
社
会
の
形
成
を
通
し
た
平
和
な
る
東
ア
ジ
ア
共
同
体
を
築
く
べ
き
だ
と

い
う
指
摘
は
何
よ
り
も
共
感
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
︒
そ
の
旅
程
に
出
掛
け

る
た
め
に
は
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
東
ア
ジ
ア
人
た
ち
の
分
断
さ

れ
た
過
去
の
記
憶
か
ら
共
通
の
記
憶
の
場
を
求
め
て
い
く
作
業
も
非
常
に
必

要
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
日
韓
関
係
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
両
国
は

二
〇
一
八
年
度
に
相
互
の
国
に
訪
問
し
た
数
は
合
わ
せ
て
一
千
万
人
を
超
え

て
お
り
︑
日
流
・
韓
流
現
象
で
代
弁
さ
れ
る
よ
う
に
相
手
の
国
の
文
化
に
対

す
る
直
接
的
な
経
験
や
人
的
交
流
も
数
限
り
な
く
蓄
積
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
二
〇
一
〇
年
代
以
後
こ
の
著
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
よ

う
な
共
同
体
は
市
民
レ
ベ
ル
で
も
政
治
レ
ベ
ル
で
も
う
ま
く
作
動
せ
ず
に
ま

す
ま
す
悪
化
一
路
を
た
ど
っ
て
い
る
︒

　
こ
の
著
作
は
﹁
東
ア
ジ
ア
史
に
行
く
道
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
お

り
︑
ま
た
﹁
東
ア
ジ
ア
共
同
体
﹂
あ
る
い
は
﹁
東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
地
域
統

合
﹂
を
切
望
す
る
志
向
か
ら
見
て
も
︑
中
国
と
台
湾
︑
あ
る
い
は
北
朝
鮮
の

こ
と
に
つ
い
て
︑
ま
た
そ
の
全
体
の
関
係
に
つ
い
て
は
詳
し
い
言
及
が
な
い

の
は
惜
し
ま
れ
る
︒
勿
論
︑
こ
の
著
作
が
本
格
的
に
東
ア
ジ
ア
史
を
記
述
す
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る
も
の
と
い
う
よ
り
︑
そ
の
理
論
的
根
拠
を
確
認
し
ま
た
そ
の
方
法
論
を
提

示
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
構
成
に
つ
い
て
は
納
得
が
で
き
な
く
も
な

い
︒
し
か
し
︑
民
族
史
や
一
国
史
を
乗
り
越
え
て
到
達
す
べ
き
地
点
が
な
ぜ

東
ア
ジ
ア
な
の
か
︑
東
ア
ジ
ア
に
近
代
以
来
今
日
ま
で
そ
の
全
体
を
包
括
す

べ
き
共
通
の
基
盤
や
価
値
観
が
準
備
さ
れ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
そ
の

上
で
思
う
の
は
︑﹁
東
ア
ジ
ア
共
同
体
﹂
あ
る
い
は
﹁
東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
地

域
統
合
﹂
が
︑
こ
の
地
域
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
論
証

し
︑
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
足
場
を
踏
ん
で
い
る
国
々
に
お
け
る
市
民
た
ち
が
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
交
流
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
果
た
し
て
成
し
遂
げ

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
実
際
︑
日
本
・
中
国
・
台
湾
・
韓
国
を
包
括
す
る
日
本
文
学
研
究
者
た
ち

の
研
究
交
流
は
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
非
常
に
増
え
て
お
り
︑
研
究
団
体
も
出

来
上
が
っ
て
い
る
︒
こ
の
現
象
は
こ
の
地
域
に
近
代
帝
国
が
出
現
し
て
か
ら

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
よ

り
︑
む
し
ろ
同
じ
漢
字
（
儒
学
）
文
化
圏
で
あ
っ
た
こ
と
︑
世
界
の
中
で
こ

の
地
域
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
者
が
一
番
多
い
こ
と
︑
ま
た
地
理
的
に
近

い
こ
と
︑
あ
る
い
は
二
〇
〇
〇
年
以
来
様
々
な
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
言
説
の

影
響
の
た
め
で
あ
ろ
う
︒
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The National Literature (Kokumin Bungaku) Discourse of the 1935–
1944 Period: The Field of Literature as Interface

MATSUMOTO Katsuya

This study revisits the discourse on kokumin bungaku (national literature or the “literature of the 
people”) that unfolded in the 1935 to 1944 period (the second decade of the Shōwa era). Previous 
research on this phase of the discourse on kokumin bungaku has tended to dismiss it as having been 
barren. Studies thus far seem to have concluded that no clear definition emerged as to what was 
meant by kokumin bungaku and that the genre is not represented by any outstanding works. My 
research set out to reevaluate the discourse from the perspective of its own time and examine its 
historical significance through a broad-ranging survey and analysis of the media of the time 
(mainly newspaper and periodical articles).
 Continuing from the first part, which describes the focus of my research, the second part 
examines the kokumin bungaku discourse in 1937 (its first peak in the period under study). Here I 
organize the interplay of the debate, using arguments presented from various standpoints regarding 
the concept of kokumin (people, nation), and analyze the discourse on kokumin bungaku.
 In the third part, I examine the resurgence of the kokumin bungaku discourse that took 
place after a blank of several years, in 1940–1941. I emphasize the major role of political influence 
in the discourse during this period. I then go on to organize and analyze the diverse arguments put 
forth by participants in the discourse with attention to the relationship between politics and 
literature. 
 Through this process I identify six points in the kokumin bungaku debate on which no 
particular conclusion was ever reached. My discussion goes on to demonstrate how the diverse 
arguments and positions on the “nation’s literature” presented arguments about the issues of 
literature that represent a significant discourse.
 The fourth part of the study analyzes the changes in the kokumin bungaku discourse in the 
latter half of the second decade of Shōwa, ascertaining that it began to overlap with kokusaku 
bungaku (national policy literature). In the summary of my analysis, I argue that the kokumin 
bungaku discourse served as an interface through which all manner of issues of literature came to 
the surface in the 1935–1944 period, giving it considerable historical significance.

Keywords :  Shōwa second decade, kokumin bungakuron (national literature discourse), kokumin (nation), 
bungakuba (field of literature), nationalism, proletarian literature, new order, war literature, 
history of Japanese literature
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論文要旨・SUMMARIES

General of Taiwan to cooperate with the Japanese government’s policy under the pretext of a 
resource survey based on the predetermined policy line. This survey is a typical example of the 
business activities of government officials at that time.

Keywords :  resource survey, livestock industry, Ministry of Agriculture and Forestry, Government General 
of Taiwan, veterinary engineer, horse resources, national policy cooperation, policy research 
committee, work of bureaucrats, survey report

〈研究論文〉

昭和一〇年代の国民文学論
――文学場のインターフェイス

松 本 和 也

　本稿では、昭和１０年代（１９３５～１９４４）の国民文学論を再検証した。
　先行研究の検証によれば、従来、昭和１０年代の国民文学論は、不毛なものだとみなされ
てきた。昭和１０年代の国民文学論は、すぐれた実作や厳密な定義を生みだすことがなかっ
た、と捉えられてきたからだ。それに対して、同時代の視座から国民文学論を捉え直すこと
を目指し、広範な言説（主には新聞・雑誌上の記事）の調査と分析によって、その歴史的な
意義を考察した。
　１章で示した問題関心につづき、２章で、１９３７年の国民文学論（昭和１０年代における国

民文学論第一のピーク）を検証した。そこでは、国民という概念をめぐって、さまざまな立
場からの議論が交錯していた構図を整理しながら、国民文学論についての言説を分析した。
　３章では、数年間のブランクを経て後に、再び盛んになった１９４０～１９４１年の国民文
学論（昭和１０年代における国民文学論第２のピーク）を検証した。この時期の国民文学論に、
政治の影響力が大きく関わっていることを重視した。その上で、政治と文学との関係に注目
しながら、国民文学論の多様な論点について、整理と分析を行った。
　これらの作業を通じて、一つの結論へと至ることのなかった国民文学論の論点を、六つに
整理した。その上で、国民文学論の多様な論点・立場が、文学の諸問題に関する議論として
も重要な議論であったことを明らかにした。
　最後に、４章で、昭和１０年代後半における、国民文学論の変化を分析した上で、国民文
学論が国策文学と重なっていくことを確認した。以上の分析成果をまとめ、国民文学論がイ
ンターフェイスとなって昭和１０年代の文学のさまざまな問題を浮かび上がらせたことこそ
が、その歴史的意義であると論じた。

【昭和１０年代、国民文学論、国民、文学場、民族主義、プロレタリア文学、新体制、戦争文
学、日本文学史】
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ための出張であったという、官庁職員の業務実態を示す典型例であった。
【資源調査、畜産業、農林省、台湾総督府、獣医技師、馬資源、国策協力、政策調査会、官
僚業務、調査報告】

A Resource Survey of Japan in Asia before World War II from the 
Perspective of the Livestock Industry: Focusing on the Survey of 
Equine Affairs in Taiwan Conducted by the Ministry of Agriculture 
and Forestry in May 1934

OKAZAKI Shigeki  

This study investigates the actual state of resource surveys conducted by the Ministry of Agriculture 
and Forestry before World War II from the perspective of the livestock industry and Taiwan. The 
aim of the study is to clarify how the nature of surveys changed through their involvement with 
government policies. Previous studies on resource surveys conducted mainly by the South 
Manchuria Railway Co., Ltd. and the East Asia Development Board discussed the details of the 
survey methods themselves. However, there is still room to consider how these resource surveys 
were involved with government policies. So, This study focuses on the political aspects of the 
surveys, accordingly, it discusses how government policies were formulated before the resource 
surveys, how policy affected the resource surveys, and how the survey reports were influenced by 
policy.
 The Ministry of Agriculture and Forestry conducted a survey on equine affairs in Taiwan in 
May 1934, aiming to implement the Taiwan Horse Administration Program. The main purpose of 
the survey was to ask the Government General of Taiwan to cooperate with the government’s 
program. A secondary purpose was to observe the state of equine affairs in Taiwan in order to 
formulate a policy. The most important thing in the survey was to confirm how the Government 
General of Taiwan intended to participate in the Horse Administration Program conducted by the 
Japanese Empire. Mr. Sasada, an veterinary engineer of the Ministry of Agriculture and Forestry, 
who was in charge of the survey, submitted a report on the state of equine affairs in Taiwan so that 
it would be consistent with the predetermined policy line. His report was cleverly designed in such 
a way as to show expectations for future prospects of horse administration in Taiwan.
 This report was distributed as reference material at a policy research committee meeting to 
resolve policy matters related to horse administration. However, bureaucrats from the Ministry of 
Agriculture and Forestry and other committee members from the government showed no interest 
in the report at all. Although Sasada’s report presented written grounds for policymaking, it did 
not serve as reference material for the actual formulation of policy.
 This action of the government reveals part of the policymaking process in Japan before 
World War II, in which the code of conduct and traditional working practices of government 
officials had a significant impact on policymaking and survey activities. When considering resource 
surveys of Japan before World War II, we need to pay special attention to their political aspects to 
distinguish whether these surveys were conducted purely to acquire necessary resources abroad or 
were simply pretexts for government officials to make foreign business trips ostensibly to ask 
foreign governments to cooperate with Japanese policy. In case of the survey on equine affairs in 
Taiwan, government officials were ordered to have business trips to Taiwan to ask the Government 
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論文要旨・SUMMARIES

the movement of money, I focus on the financial activities of the Honsō shop during the times of 
Ryōga and Ryōgei. In modern times, Honsō is active both as a pawnbroker as well as a landlord, 
and it reveals insights into the early management of Honsō from the perspective of finances and 
land ownership. Focusing on the above two points, I aim to clarify the relationship between Fumai 
and the establishment of Honsō, which has remained unclear thus far.

Keywords :  Landlord, Pawnshop, Honsō, Ueda family, Hon’ya Sōkichi, Hon’ya Ryōga, Matsudaira Fumai, 
Mizoguchi Suitō, Rinpō Kiryū, Kushinroku, Hon’ya Ryōgei

〈研究論文〉

「畜産」から再考する戦前日本のアジア資源調査
―農林省・台湾馬事調査（一九三四年五月）を中心に

岡 﨑 滋 樹

　本稿は、「畜産」と「台湾」という視点から、戦前農林省による資源調査活動の実態に迫り、
政策との関わりによって調査の性格が如何に変わっていたのかを明らかにした。これまでの
満鉄や興亜院を中心とした資源調査に関する研究では、調査方法そのものについて詳細な検
討が進められてきたが、その調査がいかに政策と関わっていたのかという部分は検討の余地
が残されていた。したがって、本稿では、まず調査を左右する政策立案の実態を検討し、そ
の政策が調査に対して如何なる影響を与えていたのか、調査報告が如何に政策に左右されて
いたのかという、当時指摘されていた「政治的」な調査活動の側面に注目した。
　農林省が１９３４年５月に台湾で行った馬事調査は、台湾馬政計画の実施を見据えたもので
あり、実際の調査の主目的は、農林省から台湾総督府へ政策協力を依頼することにあった。
政策を立案するために台湾の状況を視察することは副次的なもので、本調査で最も重視され
たのは台湾総督府が如何に帝国馬政計画に参画してくれるのか、その意思確認であった。調
査を担当した農林省佐々田技師による報告書は、既定の政策方針に合うように現地の様子が
記されており、条件付きで今後の見通しを期待するような、巧みな文書構成が目立った。
　また、本報告書は政策決議を問う調査会で参考資料として配布されるが、農林省の官僚を
はじめとして、他の政府委員たちも全く関心を示すことなく、誰一人としてその報告書につ
いて発言する者はいなかった。まさに形式的に立案資料を残しただけで、それを参考にして
政策を構想していくというものではなかったのである。
　かかる政府内の動きは、戦前日本の政策立案過程の一端を示しており、官庁職員の行動規
則と伝統的な作業方法は、政策立案と調査活動に重大な影響を及ぼしていた。調査活動を見
る場合は、特に「政治的」な側面に注意する必要があり、資源獲得を見据えた対外調査なの
か、あるいは政策協力を求める役人の出張であったのかは区別しなければならない。台湾馬
事調査は、まさに既定の政策方針に左右され、資源調査という名目で実は政策協力を求める
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了芸（一八五七か一八五八没）がいる。新右衛門町にあった本惣は近代まで事業を続け、質
商として活動していた。了芸、了我親子の行状を明らかにすることは江戸時代後期の江戸で
の美術品移動と本惣の経営形態を考える上でも重要と考える。
　そこで本稿では次の二点について論じる。一点目は本惣と不昧との交流である。不昧に多
くの道具を取り次ぐ一方で、不昧に近侍し、その用をなしたことが確認できる。特に道具の
取り次ぎと、茶会への参加を中心に論じることとする。
　二点目は本惣が天保年間に江戸で有力な道具商になっていた点に注目した上で、人と金の
流れに注目する。人の動きに関しては、了芸が長命であった点に加え、子である了芸、また
同じ新右衛門町に店を構えた本屋吉五郎（生没年不詳）の活動を考察の対象とする。金の動
きに関しては、了我や了芸の頃の本惣の理財活動に注目する。近代の本惣は、質商と地主を
兼ねており、金融と土地の観点から、本惣の初期の経営形態を明らかにする。
　以上の二点を中心として、これまで明らかにされていない不昧と本惣の創業の関係を明ら
かにする。

【地主、質商、本惣、上田家、本屋了我、松平不昧、溝口翠濤、麟鳳亀龍、苦心録、本屋了芸】

The Late Edo-period Art Dealer, Honsō: Focusing on the Activities of 
Ryōga and Ryōgei

MIYATAKE Yoshiyuki

In the latter half of the Edo period, many merchants gathered around Matsudaira Harusato 
(Fumai, 1751–1818), the seventh-generation daimyo of the Matsue domain, who had become a 
famed collector of tea ceremony utensils. One of these merchants was the art dealer Hon’ya 
Sōkichi (Ryōga, b. 1753). Until now, it has been known that Hon’ya Sōkichi was a rental book 
storowner, who had been involved in the dispersal of the Fuyuki family utensils, many of which it 
sold to Fumai. In addition, Edo meibutsushi (first edition), a record of famous products of Edo 
published in the Tenpō era (1830–1844), introduces Honsō, a shop on the corner of Shin’emon-
chō, showing that it was successful at that time. However, despite his having interacted closely 
with Fumai and having handled the transaction of art objects that are well-known even today, 
Ryōga’s activities have not yet been fully examined. There is also Ryōgei (d. 1857 or 1858), who 
succeeded Ryōga. Honsō has continued to do business in Shin’emon-chō until the modern day as 
a pawnbroker.
 It is important to elucidate the behavior of the father and son, Ryōga and Ryōgei, in order 
to understand the movement of art in Edo in the late Edo period and the management style of 
Honsō. In this paper, I discuss the following two points: First, I look at the relationship of Ryōga 
to Fumai. While Ryōga was brokering numerous utensils for Fumai, he was also a close attendant 
to Fumai. In particular, I discuss his brokering of utensils and his participation in tea ceremonies. 
Second, I examine the flow of people and money, having first established that Honsō was a 
powerful dealer in Edo during the Tenpō era. As for the movement of people, in addition to the 
fact that Ryōga lived a long life, I consider the activities of his son Ryōgei, as well as those of 
Hon’ya Kichigorō (dates unknown) who had a shop in the same Shin’emon-chō district. Regarding 
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of sharawadgi’s origin—Japan. It demonstrates how sharawadgi was a term—shara’aji ( 洒落味 )—
in applied arts in the second half of the seventeenth century in Japan, and how it traveled with 
Kyoto makie lacquerware to Europe. Key persons in the transmission are Ernst van Hogenhoek (?–
1675), a VOC merchant, and Constantijn Huygens (1596–1687), a literary man, adviser to the 
court of Holland, and good garden friend of Temple.
 Applied arts were very well understood as a medium with emblematic messages in this 
period in the open, urbane societies of Europe that aligned on this point with the shara’aji of 
Japan. Garden art as a final expression of the wealthy—after all other needs are cared for—is a 
most sensitive stage for expressing aesthetics, so it is here that sharawadgi came to play its role in 
novel views on nature. In this sense, this paper illustrates how Europe’s enlightenment in garden 
art was supported by information from Japan.

Note: An earlier paper by this author published in English as “Japanese Art, Aesthetics, and a 
European discourse — unraveling sharawadgi”, (Japan Review 27, 2014) introduced the European 
sharawadgi discourse and placed it in the context of the Edo period aesthetics of shara’aji, as 
derived from the world of kimono design. 
 The present paper in Japanese demonstrates the Edo period linguistic roots of shara’aji 
(=sharawadgi), and explores the aesthetic meaning it had for design of lacquerware screens and 
chests that  were exported to Europe and carried such concepts to William Temple who introduced 
the idea to his readers in England. This paper reveals how the shara’aji aesthetic entered Temple’s 
garden design, signalling the start of the English landscape style.

Keywords :  Constantijn Huygens, English landscape garden,Enlightenment, jaraku, Japonsche Rock, 
merchant culture, makie lacquer, shara’aji, sharawadgi, share, watten; William Temple

〈研究論文〉

江戸の道具商・本惣
――了我、了芸の活動に注目して

宮 武 慶 之

　江戸時代後期に茶の湯道具の収集で著名な松江藩七代藩主松平治郷（不昧／一七五一～

一八一八）の元には多くの道具商が集った。この道具商のうちの一人に本屋惣吉（了我／

一七五三生）がいる。本屋惣吉については、従来、元は貸本屋であり、冬木家の道具流出に
関与し、それらの道具を不昧に売却したことが知られる。また天保年間に成立した『江戸名
物詩（初編）』では江戸新右衛門町角の道具商である本惣を紹介しており当時、成功したこ
とがわかる。
　しかしながら、不昧と親しくし、今日でも著名な美術品の取引に関与した人物でありなが
ら、その行状についてはこれまで明らかにされていない。また了我の後を継いだ人物として
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 （【　】内はキーワード）

〈研究論文〉

日本美とヨーロッパ庭園
――「シャラワジ」を求めて

ウィーベ・カウテルト

　日本から東インド会社を通じて輸入された高価な陶芸・染織品・漆工芸品などの珍品は、
１７世紀後半に北西ヨーロッパ貴族たちの手に渡り、とりわけ日本の着物は大人気を博した。
また、漆工芸においては豪華に装飾された蒔絵簞笥が驚くほどの高値で販売された。これら
の珍品にみられる日本美はウィリアム・テンプル（一六二八～一六九九）によって「シャラ
ワジ」（sharawadgi）として紹介され、「シャラワジ」はイギリス風景式庭園の発展のきっかけ
になる言葉になった。本論では、この日本美の伝播経路と、江戸期の「洒落」と「味」の美
学、現在の「しゃれ味」とのかかわりに迫ってみた。鍵なる人物は、オランダ人の文人ホイ
ヘンス（一五九六～一六八七）と商人ホーヘンフック（？～一六七五）であった。これまで
３００有余年、謎の言葉であった「シャラワジ」を、当時のエッセイ、貴族の手紙や日本工
芸品から解明し、江戸時代の工芸家の「しゃら味」の美学であると結論付けようとするもの
である。
　この「シャラワジ」という言葉は、日本工芸品を通じてヨーロッパ貴族層の異国美意識の
形成に大きな意味を持ったに違いない。すなわち東インド会社がもたらした日本工芸にしみ
込んだ洒落味が、ヨーロッパの応用芸術である判じ絵エムブレマタ（emblemata）の美的働き
に重なった。しかも、商人によって紹介された工芸美は富裕層のあいだで庭園を舞台として
新しい自然観の発展にも通じるようになったのである。ヨーロッパ庭園は応用芸術として発
達しながら、日本の工芸家からデザインのインスピレーションを受けた。いかに日本からの
情報がヨーロッパ啓蒙を支えたのかを改めて認識した次第である。

【コンスタンティン・ホイヘンス、イギリス風景式庭園、啓蒙、邪楽、ヤポンセ・ロック、
商人文化、蒔絵漆、洒落味、洒落、絹綿、ウィリアム・テンプル】

Japanese Aesthetics and European Gardens: In pursuit of Sharawadgi
Wybe KUITERT

At the origin of a voluminous discourse on picturesque taste in eighteenth-century England stands 
an essay by William Temple (1628–1699) that contains the word sharawadgi, which he claims is 
Chinese. As a result of his introducing this concept, Temple is considered the originator of the 
English landscape garden movement. In discourse on aesthetic and design of this garden style, the 
term returns now and then without any clear indication of its meaning. In extended academic 
debates the term has presently come to encompass ideas in town planning, contemporary art, or 
even soundscape. This paper reconstructs the linguistics, function, and historic context in the lands 

論文要旨・SUMMARIES



V

CONTENTS

Wybe KUITERT
Japanese Aesthetics and European Gardens: In pursuit of Sharawadgi ････････････････････････ 7

MIYATAKE Yoshiyuki
The Late Edo-period Art Dealer, Honsō: Focusing on the Activities of Ryōga and Ryōgei ････････ 37

OKAZAKI Shigeki
A Resource Survey of Japan in Asia before World War II from the Perspective of the Livestock Industry: 
Focusing on the Survey of Equine Affairs in Taiwan Conducted by the Ministry of Agriculture and 
Forestry in May 1934 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 63

MATSUMOTO Katsuya
The National Literature (Kokumin Bungaku) Discourse of the 1935–1944 Period: The Field of Literature 
as Interface  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 91

BOOK REVIEWS ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 123

NIHON KENKYU
_

 59



IV

1.   刊行の目的　　『日本研究』は、国際日本文化研究センター（以下「センター」という）が刊行する日本
文化に関する国際的な学術誌であり、研究の成果を日本語にて掲載発表することにより、日本文化研究の
発展に寄与することを目的とする。

2. 募集原稿　　原稿の種類は、次のとおりとする。
（1）研究論文
（2）研究ノート：新しい知見や仮説を含んだ研究の中間報告等
（3）その他：研究展望、研究資料、調査報告等

3. 投稿資格　　上記目的に合致する研究内容であれば、誰でも投稿することができる。

4. 執筆要領　　原稿の執筆に当たっては、別に定める「『日本研究』執筆要領」を参照のこと。

5.   原稿の提出　　投稿原稿は、MS Word（*.doc, *.docx）または Rich Text（*.rtf）のいずれかの形式で作成し、
電子メールで提出すること。
（1）原稿送付状
（2）本文原稿
（3）和文要旨（800字程度及び日本語キーワード10語程度）
＊ 原稿の字数については特に制限はないが、論文内容との関連から編集委員会が適当でないと判断した場
合は、字数の面から改稿を求めることがある。

   送付先： 『日本研究』編集委員会 

　e-mail：shuppan@nichibun.ac.jp

6.   募集締切　　センターのウェブサイトのトップページの「募集」欄を参照のこと。 
（http://www.nichibun.ac.jp/）

7.   掲載の決定　　投稿された原稿は、査読委員二名以上の審査を経て、編集委員会が掲載の可否を決定する。
編集委員会は、掲載に当たって最終的に原稿の種類を判定するとともに、著者に改稿を求めることがある。
また、掲載決定後、著者は英文要旨を必ず提出すること（要旨400ワード、キーワード10ワード程度）。

8. 著者校正　　著者校正は、原則として初校のみとし、誤植等の修正にとどめ、内容上の変更は行わない。

9.   論文の二次使用について　　他の出版物への転載又は、翻訳・出版する場合には、その旨を編集委員会
に連絡して承認を得るとともに当該論文等に初出は本誌であることを明示すること。

10.   掲載論文等のインターネット公開について　　センターは、広く内外の研究者の利用に供するため、
本誌に掲載された論文等を、「国際日本文化研究センター学術研究成果物等の電子化及び発信等運用指針」
（センターのウェブサイト参照のこと）に従い、電子化しインターネットにより公開する。

※「執筆要領」及び「原稿送付状」は、センターのウェブサイトからダウンロードしてください。
 

2018年12月10日改正

『日本研究』投稿要項



III

ウィーベ・カウテルト  ソウル国立大学校環境大学院 教授

宮武 慶之  同志社大学京都と茶文化研究センター 共同研究員

岡﨑 滋樹  立命館大学経済学部　初任研究員

松本 和也  神奈川大学外国語学部 教授

王 成　  清華大学人文学院 教授

松田 利彦  国際日本文化研究センター 教授／ 
  総合研究大学院大学 国際日本研究専攻 教授

平野 克弥  カリフォルニア大学ロサンゼルス校歴史学部 准教授　

瀧井 一博  国際日本文化研究センター 教授／ 
  総合研究大学院大学 国際日本研究専攻 専攻長

光平 有希  国際日本文化研究センター 機関研究員

ジェイソン・モーガン  麗澤大学外国語学部 准教授

鈴木 暁世  金沢大学歴史人文学類 准教授

ユディット・アロカイ  ハイデルベルグ大学日本学科 教授

鄭 炳浩  高麗大学校日語日文学科 教授

執筆者一覧（掲載順）



 

II

編集長　　安井 眞奈美

編集委員　石川 肇

　　　　　榎本 渉（書評担当）

　　　　　大塚 英志

　　　　　呉座 勇一

　　　　　関野 樹

　　　　　古川 綾子

編集顧問

ヴィム・ボート W. J. (Wim) BOOT（ライデン大学）

フレデリック・ディキンソン Frederick R. DICKINSON（ペンシルベニア大学）

プラット・アブラハム・ジョージ Pullattu Abraham GEORGE 

　（インド、ジャワハルラール・ネルー大学）

マティアス・ハイエク Matthias HAYEK（パリ・ディドロ大学）

フェイ・阮・クリーマン Faye Yuan KLEEMAN（コロラド大学）

アハマド・M・F・モスタファ・ラハミー Ahmed M. F. MOSTAFA 

　（久留米大学比較文化研究所）

魯 成煥 NO Sung-Hwan（蔚山大学校）

織田 順子 OTA Junko（サンパウロ大学）

酒井 直樹 SAKAI Naoki（コーネル大学）

タイモン・スクリーチ Timon SCREECH（ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院）

徐 興慶 SHYU Shing-Ching（台湾、中国文化大学）

将基面 貴巳 SHŌGIMEN Takashi（オタゴ大学）

孫 歌 SUN Ge（中国社会科学院文学研究所）

王 中忱 WANG Zhongchen（清華大学）

『日本研究』編集委員会



編
集
後
記

　
近
年
、
海
外
の
大
学
や
研
究
機
関
に
お
け
る
日
本
研
究
の
位
置
づ
け

は
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
中
国
経
済
の
勢
い
に
押
さ
れ
て
、
中
国

研
究
に
力
を
入
れ
る
大
学
や
研
究
機
関
も
あ
れ
ば
、
ア
ニ
メ
や
漫
画
を

中
心
に
日
本
文
化
を
好
む
若
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
、
引
き
続
き

日
本
研
究
に
力
を
入
れ
る
大
学
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
他
方
、
た
と
え

ば
書
評
の
最
後
で
鄭
炳
浩
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
・
中

国
・
台
湾
・
韓
国
を
包
括
す
る
日
本
文
学
研
究
者
た
ち
の
研
究
交
流
は

二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
非
常
に
増
え
て
い
る
と
い
う
（
一
六
一
頁
）。
そ
う

し
た
動
向
を
意
識
し
な
が
ら
、『
日
本
研
究
』
は
、
最
新
の
日
本
文
化

研
究
の
成
果
を
国
内
外
に
む
け
て
日
本
語
で
発
信
す
る
と
と
も
に
、
海

外
で
発
表
さ
れ
た
欧
文
や
中
国
語
、
韓
国
語
な
ど
に
よ
る
研
究
書
を
い

ち
は
や
く
紹
介
し
よ
う
と
、
書
評
に
も
力
を
入
れ
て
き
た
。
編
集
委
員

の
ほ
か
、
世
界
各
地
の
編
集
顧
問
に
も
協
力
を
仰
ぎ
、
日
本
文
化
研
究

の
動
向
に
つ
い
て
情
報
収
集
に
も
努
め
て
い
る
。
前
号
に
引
き
続
き
、

特
集
を
設
け
ず
、
投
稿
原
稿
と
書
評
を
二
本
の
柱
と
し
て
編
集
に
取
り

組
ん
だ
。

　
ま
た
本
号
は
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
出
版
に
切
り
替
え
て
新
し
い
体
制
で

臨
ん
だ
二
号
目
に
あ
た
る
。
印
刷
の
時
間
を
節
約
し
、
よ
り
早
く
刊
行

で
き
る
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
、
国
際
的
な
学
術
誌
と
し
て
日
本
文
化
研

究
の
発
展
に
貢
献
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
引
き
続
き
、
国
内
外
の
皆

さ
ん
か
ら
自
由
な
テ
ー
マ
に
よ
る
玉
稿
を
ご
投
稿
い
た
だ
き
た
い
。

『
日
本
研
究
』
第
五
十
九
集 

編
集
長
　
安
井
眞
奈
美

 日本研究（NIHON KENKYU
_
）第 59集

2019年10月10日　初版発行

発行　大学共同利用機関法人 人間文化研究機構
国際日本文化研究センター
〒610‒1192 京都市西京区御陵大枝山町3丁目2番地
電話 075‒335‒2222　ウェブサイト http://www.nichibun.ac.jp/

ブックデザイン　岡村元夫
本文 DTP　本多マークアントニー
印刷　株式会社図書印刷同朋舎

© 2019 国際日本文化研究センター
Print edition: ISSN 0915‒0900
Online edition: ISSN 2434‒3110









 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     新規書類
     シートの余分なスペースをトリミング: いいえ
     ページの拡大・縮小を許可: いいえ
     マージン・トンボ: 無し
     シートサイズ: 7.165 x 10.118 インチ / 182.0 x 257.0 mm
     シートの最適化:  縦長
     レイアウト: 1列, 1行
     調整: 中央
     レジストレーション: ブラック
      

        
     0.0000
     8.5039
     28.3465
     0
     JapaneseMid
     0.2835
     Fixed
     1
     1
     1.0200
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20190919092045
       728.5039
       B5
       Blank
       515.9055
          

     Tall
     444
     303
    
    
     0.0000
     Black
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.0f
     QI+ 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





