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は
じ
め
に

　
古
典
文
学
︑
中
で
も
特
に
和
歌
を
外
国
語
に
翻
訳
す
る
際
︑
掛
詞
と
い
う
︑

日
本
語
の
語
彙
と
構
造
と
に
深
く
関
わ
る
修
辞
法
を
目
標
言
語
に
も
伝
え
る
の

は
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
あ
る
︒
掛
詞
の
一
方
で
あ
る
景
物
と
も
う
一
方
で
あ

る
人
事
と
の
間
に
︑
音
声
以
外
の
共
通
点
が
見
出
し
が
た
い
場
合
︑
目
標
言
語

へ
の
翻
訳
ま
た
は
反
映
が
さ
ら
に
困
難
で
︑
先
行
翻
訳
に
お
い
て
様
々
な
工
夫

が
な
さ
れ
て
き
て
は
い
る
も
の
の
︑
問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
︒

そ
も
そ
も
︑
掛
詞
は
︑
掛
け
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
関
係
も
多
様
で
︑
一
首
の
和

歌
の
中
に
複
数
の
掛
詞
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
く
︑
縁
語
と
と
も

に
出
て
く
る
例
も
多
い
︒
ま
た
︑
景
物
と
人
事
の
関
係
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
︑

と
き
に
は
音
の
つ
な
が
り
以
外
の
関
連
が
見
つ
け
に
く
い
例
も
あ
る
が
︑
景
物

と
人
事
の
性
質
が
類
似
す
る
例
も
多
い
︒

　
稿
者
は
和
歌
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
訳
も
行
っ
て
い
る
た
め
︑
本
稿
で
は
︑
和
歌

の
翻
訳
方
法
の
改
善
に
向
け
て
︑
翻
訳
ま
た
は
反
映
が
最
も
困
難
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︑
多
く
の
掛
詞
と
縁
語
を
使
用
し
た
二
重
文
脈
歌
の
西
洋
言
語
へ
の

翻
訳
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

　
最
初
に
︑
掛
詞
の
本
質
に
つ
い
て
確
認
し
た
後
︑
外
国
語
訳
が
複
数
あ
る

﹃
古
今
和
歌
集
﹄
と
﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄︑﹃
百
人
一
首
﹄
の
二
重
文
脈
歌
を
中

心
に
︑
英
訳
と
独
訳
の
先
行
例
を
と
お
し
て
︑
二
重
文
脈
歌
の
現
在
ま
で
の
翻

訳
方
法
を
検
討
し
︑
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
提
示
し
た
い
︒
最
後
に
︑
掛
詞
の

掛
詞
の
外
国
語
訳
の
方
法
に
つ
い
て

︱
︱
複
数
の
掛
詞
・
縁
語
を
使
用
し
た
二
重
文
脈
歌
を
中
心
に

フ
ィ
ッ
ト
レ
ル
・
ア
ー
ロ
ン
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本
質
を
よ
り
正
確
に
伝
達
す
る
翻
訳
方
法
を
提
案
し
て
み
た
い
︒

一
　
掛
詞
と
は
何
か

　
掛
詞
は
周
知
の
と
お
り
︑
同
じ
言
葉
ま
た
は
文
字
列
に
ふ
た
つ
以
上
の
意
味

を
持
た
せ
る
和
歌
の
修
辞
法
で
あ
り
︑
そ
の
一
方
の
意
味
が
景
物
で
︑
い
ま
一

方
は
人
事
︑
つ
ま
り
人
間
の
感
情
や
行
動
を
表
す
内
容
で
あ
る
場
合
が
多
い
︒

こ
の
よ
う
な
景
物
と
人
事
と
の
組
み
合
わ
せ
は
︑
現
代
日
本
語
訳
と
外
国
語
訳

に
お
い
て
も
直
喩
と
し
て
翻
訳
︑
説
明
さ
れ
て
い
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い（

1
）

︒

し
か
し
︑
直
喩
の
よ
う
な
景
物
・
人
事
の
関
係
の
中
で
は
︑
景
物
は
人
事
の
背

景
と
な
り
︑
人
事
の
内
容
に
従
属
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
掛
詞
の
場
合
は
︑
景
物
と
人
事
は
主
従
関
係
で
は
な
く
︑
同
等

の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特
質
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑﹃
古
今
集
﹄

の
比
喩
の
種
類
に
つ
い
て
論
じ
た
鈴
木
日
出
男
氏
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
︒

こ
う
し
た
表
現
︹
稿
者
注
︱
掛
詞
・
縁
語
を
使
用
し
た
表
現
︺
は
︑
広
い
意

味
で
の
比
喩
に
よ
る
と
は
い
っ
て
も
︑
た
と
え
ば
﹁
︙
︙
ご
と
し
﹂
な
ど

を
補
っ
て
解
さ
れ
る
よ
う
な
比
喩
の
表
現
で
は
な
い
︒
少
な
く
と
も
直
喩

や
隠
喩
な
ど
で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
心
情
を
表
す
た
め
に
物
象
叙
述
が

あ
る
と
い
う
よ
う
な
主
従
関
係
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
物
象
じ
た

い
が
全
面
に
自
立
的
に
せ
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
心
情
と
物
象
と

が
同
等
に
主
張
し
あ
う
関
係
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い（

2
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
掛
詞
は
﹁
～
の
よ
う
に
﹂
な
ど
と
い
う
表
現
を

補
っ
て
翻
訳
︑
説
明
し
た
場
合
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
そ
の
本
質
が
伝
わ
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
︒
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持

ち
つ
つ
本
稿
を
進
め
て
い
き
た
い
︒
し
か
し
そ
の
前
に
︑
先
学
論
者
の
掛
詞
に

つ
い
て
の
多
方
面
か
ら
の
論
を
概
観
し
た
い
︒

　
掛
詞
に
つ
い
て
は
早
く
も
時
枝
誠
記
氏
が
論
じ
て
お
り
︑
掛
詞
の
両
方
の
文

脈
は
論
理
的
関
係
で
は
な
く
︑
観
念
的
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
掛
詞
の

成
立
に
欠
か
せ
な
い
条
件
と
し
て
︑
ひ
と
つ
の
核
心
と
な
る
語
と
外
皮
と
な
る

語
が
あ
り
︑
そ
の
中
間
に
他
の
語
が
包
含
さ
れ
る
﹁
入
子
型
構
造
﹂
と
い
う
日

本
語
の
構
造
形
式
を
あ
げ
て
い
る（

3
）

︒
掛
詞
の
両
文
脈
の
間
に
︑
論
理
的
な
関
連

が
な
い
と
し
て
も
︑
観
念
的
な
つ
な
が
り
は
あ
る
た
め
︑
音
声
が
共
通
す
る
の

み
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　
掛
詞
の
構
造
や
分
類
の
観
点
か
ら
︑
神
尾
暢
子
氏
は
﹃
古
今
集
﹄
の
掛
詞
︑

一
首
中
の
数
と
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
︑
一
首
に
一
個
の
掛
詞
が
使
用
さ
れ
て

い
る
歌
が
最
も
多
く
︑
一
句
内
に
位
置
す
る
い
わ
ゆ
る
﹁
単
句
掛
詞
﹂
が
二
句

に
渡
っ
て
位
置
す
る
﹁
連
句
掛
詞
﹂（
両
方
と
も
神
尾
氏
の
用
語
）
よ
り
圧
倒
的

に
多
い
と
述
べ
る（

4
）

︒
柿
本
奨
氏
も
掛
詞
の
構
造
的
な
分
析
を
行
っ
て
お
り
︑

﹃
後
撰
集
﹄
の
掛
詞
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
た（

5
）

︒
柿
本
氏
は
掛
詞
を
構
造
か
ら
︑



掛詞の外国語訳の方法について

11

﹁
連
鎖
﹂（﹁
世
の
中
に
な
ほ
あ
り
︹
在
／
有
︺
明
の
つ
き
︹
月
／
付
き
︺
な
く
て

︙
︙
﹂﹃
後
撰
集
﹄
一
〇
六
七
）
と
﹁
兼
用
﹂
と
い
う
二
種
類
に
分
け
︑﹁
兼
用
﹂

を
さ
ら
に
﹁
響
か
す
﹂（﹁
数
知
ら
ぬ
思
ひ
︹
オ
モ
ひ
／
火
︺
は
君
に
あ
る
も
の
を

︙
︙
﹂﹃
後
撰
集
﹄
一
〇
五
三
）
と
﹁
両
立
﹂（﹁
清
け
れ
ど
玉
な
ら
ぬ
身
の
わ
び
し

き
は
み
が
け
る
も
の
と
い
は
ぬ
な
り
け
り

（
6
）

﹂﹃
後
撰
集
﹄
七
二
七
）
と
い
う
二
種
類

に
分
類
し
た
︒
な
お
︑﹃
後
撰
集
﹄
七
二
七
番
歌
で
の
﹁
み
が
け
る
﹂
は
﹁
玉
﹂

と
﹁
身
﹂
に
つ
い
て
も
い
う
︒

　
一
方
︑
同
音
の
表
現
に
よ
る
和
歌
の
技
法
を
掛
詞
と
呼
ば
な
い
研
究
者
も
い

る
︒
小
松
英
雄
氏
は
平
安
時
代
の
文
字
体
系
で
あ
る
仮
名
の
運
用
力
が
和
歌
表

現
の
展
開
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
指
摘
し
︑﹃
古
今
集
﹄
時
代
の
和
歌
が
仮

名
連
鎖
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
︒
複
数
の
意
味
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
現

象
を
掛
詞
で
は
な
く
︑﹁
伏
線
構
造
﹂
と
し
て
と
ら
え
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
伏
線

構
造
﹂
が
仮
名
文
字
の
表
記
に
よ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
強
調

す
る（

7
）

︒
近
年
︑
同
じ
く
掛
詞
と
い
う
表
現
を
避
け
て
論
じ
て
い
る
小
田
勝
氏
の

考
察
が
あ
る（

8
）

︒
小
田
氏
は
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
詳
細
に
分
類
し
︑﹁
人
目
も

草
も
か
れ
ぬ
﹂
の
よ
う
な
修
辞
を
掛
詞
と
は
呼
ば
ず
︑
意
義
の
異
な
る
語
音
の

並
置
で
あ
る
﹁
異
語
反
復
﹂
と
理
解
す
る
︒
ま
た
︑
柿
本
氏
が
連
鎖
型
の
掛
詞

と
と
ら
え
た
︑﹁
こ
の
め
も
は
る
の
雪
ふ
れ
ば
﹂（﹃
古
今
集
﹄
九
）
の
よ
う
な
表

現
は
﹁
同
音
接
近
﹂
を
背
景
に
す
る
も
の
と
し
て
掛
詞
の
概
念
か
ら
外
す
︒
さ

ら
に
︑﹁
あ
き
﹂
に
﹁
秋
﹂
と
﹁
飽
き
﹂
と
を
掛
け
︑﹁
う
ら
み
﹂
に
﹁
裏
見
﹂

（
場
合
に
よ
っ
て
﹁
浦
見
﹂）
と
﹁
恨
み
﹂
と
を
掛
け
る
な
ど
の
よ
う
な
︑
本
来

掛
詞
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
き
た
修
辞
を
﹁
諷
喩
﹂
と
呼
ぶ
︒
こ
れ
ら
の
修
辞

は
同
音
性
を
用
い
て
い
る
点
で
は
共
通
す
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
に
あ
る
修

辞
の
原
理
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
す
る
︒

　
掛
詞
の
成
立
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
日
出
男
氏（

9
）

と
萩
野
了
子
氏（

10
）

の
論
考
が
あ
る
︒

鈴
木
氏
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
多
く
見
ら
れ
る
類
音
繰
り
返
し
（
同
音
反
復
式
）
の

序
詞
か
ら
掛
詞
式
序
詞
へ
︑
ま
た
そ
こ
か
ら
掛
詞
へ
発
展
し
た
と
い
う
成
立
過

程
を
推
定
す
る
︒
萩
野
氏
も
基
本
的
に
こ
の
成
立
過
程
に
首
肯
す
る
が
︑
掛
詞

式
序
詞
と
同
じ
同
音
異
義
語
が
類
音
繰
り
返
し
の
序
詞
に
も
見
出
せ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
（
た
と
え
ば
︑﹁
︙
︙
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
に
﹂﹇
類
音
繰
り
返
し
﹈
と

﹁
︙
︙
菅
の
ね
も
こ
ろ
に
﹂﹇
掛
詞
式
﹈）︒
ま
た
︑
掛
詞
式
序
詞
の
連
鎖
部
分
に
用

い
ら
れ
て
い
る
言
葉
と
譬
喩
歌
に
寓
意
を
持
つ
言
葉
と
し
て
︑
同
一
の
も
の
が

多
く
出
て
く
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
︒
こ
の
他
︑
譬
喩
歌
の
縁
語
群
に
︑
掛
詞

を
用
い
た
﹃
古
今
集
﹄
の
歌
で
は
多
義
性
が
加
わ
る
こ
と
を
根
拠
に
︑
掛
詞
は

譬
喩
歌
の
縁
語
群
を
根
幹
に
成
立
し
た
と
述
べ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
万
葉
集
﹄
の

譬
喩
歌
に
言
葉
の
上
で
は
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
比
喩
系
の
文
脈
（
人
事
の
文

脈
）
は
同
音
（
仮
名
）
に
よ
っ
て
表
に
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
が
︑
掛
詞

と
縁
語
を
多
く
使
用
し
た
二
重
文
脈
歌
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
掛
詞
が
寓
喩
を
用

い
る
﹃
万
葉
集
﹄
の
譬
喩
歌
と
直
接
関
連
が
あ
る
と
い
う
萩
野
氏
の
指
摘
は
︑

本
稿
の
最
後
に
述
べ
る
二
重
文
脈
歌
の
外
国
語
訳
の
方
法
に
関
す
る
提
案
と
も

関
わ
る
た
め
︑
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
︒

　
掛
詞
に
含
ま
れ
て
い
る
景
物
と
人
事
の
両
文
脈
の
意
味
的
な
関
係
に
つ
い
て
︑
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吉
野
樹
紀
氏（

11
）

と
直
江
美
和
氏（

12
）

の
論
考
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
吉
野
氏
は
﹁
こ
の
世
の

事
象
を
意
味
づ
け
関
連
さ
せ
て
い
く
言
葉
の
力
﹂
と
い
う
側
面
か
ら
掛
詞
に
つ

い
て
論
じ
て
お
り
︑
景
物
と
人
事
の
文
脈
と
の
間
に
内
容
的
な
関
係
も
あ
る
と

論
証
す
る
︒
こ
の
観
点
か
ら
の
論
述
に
よ
る
と
︑
掛
詞
は
︑
景
物
の
部
分
が
人

事
の
部
分
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
事
の
部
分
の
性
質
も
付
与
さ
れ
る
と
い

う
は
た
ら
き
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
お
ほ
か
た
は
わ
が
名
も
み
な
と
こ
ぎ
い

で
な
む
世
を
う
み
べ
た
に
見
る
め
す
く
な
し
﹂（﹃
古
今
集
﹄
六
六
九
）
歌
の
﹁
う

み
べ
た
﹂
は
﹁
見
る
め
す
く
な
し
﹂
に
よ
っ
て
憂
い
に
満
ち
た
存
在
と
な
る
︒

ま
た
︑﹁
見
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
あ
ま
の
あ
し

た
ゆ
く
く
る
﹂（﹃
同
﹄
六
二
三
）
で
は
︑﹁
う
ら
﹂
は
海
松
布
が
少
な
い
場
所
で

あ
る
た
め
︑﹁
お
ほ
か
た
は
﹂
歌
と
同
様
︑﹁
浦
﹂
と
﹁
海
松
布
﹂
の
組
み
合
わ

せ
は
恋
の
不
可
能
性
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
︒﹁
わ
び
ぬ
れ

ば
身
を
う
き
草
の
ね
を
た
え
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ
思
ふ
﹂（﹃
同
﹄

九
三
八
）
歌
の
﹁
う
き
草
﹂
に
頼
り
な
さ
の
イ
メ
ー
ジ
が
結
び
つ
い
て
お
り
︑

憂
い
に
満
ち
た
存
在
の
比
喩
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
は
︑
人
間
が
外

界
の
も
の
に
名
を
付
け
た
と
い
う
こ
と
の
結
果
で
あ
り
︑
同
じ
音
の
つ
な
が
り

に
よ
っ
て
︑
そ
の
も
の
（
恋
の
不
可
能
性
な
ど
の
人
事
）
の
属
性
を
表
す
と
み
な

さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
前
述
の
﹁
浦
﹂
は
﹁
う
（
憂
）﹂
を
含
む
こ
と
︑﹁
海
松
布
﹂ 

は
﹁
見
る
目
﹂
と
同
音
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
逢
瀬
の
困
難
さ
や
恋
の
不
可

能
性
な
ど
の
属
性
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
直
江
氏
は
主
に
﹃
後
撰

集
﹄
の
和
歌
の
掛
詞
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
る
が
︑﹃
後
撰
集
﹄
に
多
く
人
を

投
影
し
て
い
る
も
の
は
︑
天
象
と
自
然
物
（
動
植
物
）
と
人
工
的
な
も
の
（
糸

な
ど
）
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
そ
の
中
で
鳥
に
投
影
さ
れ
て
い
る
事
例
を
挙
げ
て
︑

そ
の
理
由
は
そ
の
鳴
き
声
（﹁
鳴
く
﹂
と
﹁
泣
く
﹂
と
が
掛
け
ら
れ
る
）
に
求
め
た
︒

そ
の
他
︑
波
に
投
影
さ
れ
て
い
る
場
合
は
︑
波
の
動
き
（﹁
よ
る
﹂
や
﹁
か
へ

る
﹂）
が
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
︒
ま
た
︑
植
物
の
場
合
は
動
き
よ
り
も
状
態

を
表
す
語
が
多
く
掛
詞
に
な
る
傾
向
が
強
い
と
指
摘
す
る
（
た
と
え
ば
︑
玉
鬘

が
﹁
絶
え
﹂
る
と
男
の
訪
れ
が
﹁
絶
え
﹂
る
）︒
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
﹃
後

撰
集
﹄
以
外
の
和
歌
の
上
記
の
景
物
を
利
用
す
る
掛
詞
に
つ
い
て
も
い
え
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
鈴
木
日
出
男
氏
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
掛
詞
に
お

い
て
景
物
の
部
分
が
比
喩
と
な
る
の
だ
が
︑
や
は
り
﹁
～
の
よ
う
に
﹂
な
ど
と

い
う
直
喩
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
そ
の
本
質
に
は
合
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
現
代
の
和
歌
表
現
に
関
す
る
研
究
の
他
︑
院
政
期
の
歌
学
︑
歌
論
に
お
け
る

掛
詞
に
関
す
る
理
解
も
興
味
深
い
︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
渡
部
泰
明
氏
の
論
考（

13
）

に

指
摘
が
あ
る
︒
氏
は
顕
昭
と
源
俊
頼
の
歌
論
に
見
ら
れ
る
掛
詞
や
縁
語
に
関
す

る
説
明
を
検
討
し
︑
顕
昭
の
著
作
な
ど
に
︑
掛
詞
は
﹁
そ
ふ
﹂︑
縁
語
な
ど
の

言
葉
（
観
念
）
を
結
び
付
け
る
行
為
は
﹁
よ
す
﹂
と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
す
る
︒
つ
ま
り
︑
表
現
の
発
想
は
﹁
よ
す
﹂
で
︑
そ
の
結
果
は

﹁
そ
ふ
﹂
で
あ
り
︑
顕
昭
は
こ
の
ふ
た
つ
を
分
離
し
て
い
た
と
述
べ
る
︒
顕
昭

に
対
し
て
俊
頼
は
﹁
よ
そ
ふ
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
が
︑
こ
れ
は
比
喩
と
言
葉

の
上
の
つ
な
が
り
と
の
双
方
を
含
意
す
る
︑
含
み
の
多
い
用
語
で
あ
る
と
述
べ

る
︒
つ
ま
り
︑
院
政
期
に
な
る
と
掛
詞
と
縁
語
に
関
す
る
理
解
が
平
安
前
期
・
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中
期
と
異
な
っ
て
く
る
が
︑
そ
の
理
解
に
は
歌
学
者
に
よ
っ
て
相
違
が
見
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
和
歌
を
詠
む
立
場
に
な
る
と
さ
ら
に
個
人
差
が
現
れ

て
く
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

　
視
点
を
変
え
て
︑
一
件
で
あ
る
が
︑
掛
詞
を
比
較
文
学
的
な
観
点
か
ら
検
討

す
る
︑
小
林
路
易
氏
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
論
考（

14
）

が
あ
る
︒
小
林
氏
は
構
造
と

性
質
の
面
か
ら
も
掛
詞
を
検
討
し
︑
掛
詞
の
表
現
形
式
を
五
種
類
に
分
類
す
る
︒

ま
た
︑
西
洋
の
多
く
の
国
の
︑
複
数
の
言
語
で
詠
ま
れ
た
詩
を
検
討
し
︑
そ
の

中
の
掛
詞
と
類
似
す
る
表
現
方
法
と
し
て
語
呂
合
わ
せ
を
あ
げ
る
︒
し
か
し
︑

こ
の
よ
う
な
共
通
す
る
表
現
技
法
が
あ
る
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
掛
詞

を
韻
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
論
を
進
め
る
︒
よ
う
す
る
に
︑
掛
詞
の
一
句
の

中
の
位
置
は
︑
句
頭
ま
た
は
二
番
目
の
語
な
い
し
語
群
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
圧

倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
︒
そ
の
後
︑
外
国
の
詩
歌
に
あ
る
多
種

多
様
な
韻
と
比
較
し
︑
掛
詞
の
二
つ
の
意
味
が
同
じ
音
列
に
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
は
︑
世
界
中
に
他
に
類
例
の
な
い
﹁
合
わ
せ
韻
﹂
ま
た
は
﹁
一
括
韻
﹂
と
み

な
さ
れ
る
︑
と
結
論
付
け
る
︒
つ
ま
り
︑
掛
詞
は
二
つ
の
音
か
ら
な
り
︑
意
味

と
は
無
関
係
に
そ
の
二
音
が
互
い
に
呼
応
し
て
反
響
す
る
と
い
う
点
で
韻
と
共

通
す
る
と
い
う
論
述
で
あ
る
︒
ま
た
︑
掛
詞
が
句
頭
に
来
る
こ
と
が
多
い
た
め
︑

韻
の
多
く
の
種
類
の
中
で
句
頭
韻
に
相
当
す
る
と
小
林
氏
は
述
べ
る
︒
こ
の
見

解
を
踏
ま
え
て
︑
掛
詞
の
外
国
語
訳
は
︑
翻
訳
和
歌
に
韻
を
踏
ま
せ
る
形
で
訳

出
︑
反
映
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
た
め
に
は
韻
の

和
歌
翻
訳
に
お
け
る
特
殊
な
概
念
の
導
入
が
必
要
で
︑
ど
の
場
合
に
韻
を
踏
ん

で
訳
出
す
る
の
か
を
説
明
し
︑
翻
訳
を
そ
の
基
準
に
統
一
し
て
行
う
こ
と
が
望

ま
し
い
た
め
︑
実
際
に
は
困
難
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
他
︑
掛
詞
の
両
方
の
部
分
と

の
間
に
内
容
的
︑
概
念
的
な
関
連
も
あ
り
︑
単
な
る
音
声
の
つ
な
が
り
で
は
な

い
と
い
う
点
で
韻
と
大
き
く
異
な
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

　
以
上
の
掛
詞
に
関
す
る
先
学
論
か
ら
︑
掛
詞
な
ど
の
同
音
異
義
の
表
現
に
基

づ
く
技
法
は
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
定
基
準
や
表
現
形
式
に
関
す
る
見
解
に
相

違
が
あ
る
と
は
い
え
︑
そ
の
成
立
と
両
方
の
内
容
の
関
係
か
ら
見
て
も
比
喩
と

類
似
す
る
修
辞
法
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
︒
し
か
し
︑
直
喩
の
よ
う
な
主
従
関

係
で
は
な
い
た
め
︑
こ
の
特
殊
性
は
外
国
語
訳
に
も
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
思
わ
れ
る
︒

　
な
お
︑
本
研
究
に
い
う
二
重
文
脈
歌
は
︑
掛
詞
と
縁
語
を
二
つ
以
上
用
い
︑

そ
れ
に
よ
っ
て
一
首
全
体
に
及
ん
で
二
つ
の
文
脈
が
形
成
さ
れ
る
和
歌
で
あ
る

と
す
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
︒

二
　
二
重
文
脈
歌
の
外
国
語
訳

二
︱
一
　
掛
詞
の
欧
文
訳
に
つ
い
て
の
研
究

　
先
行
す
る
欧
文
訳
で
の
二
重
文
脈
歌
へ
の
対
処
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
︑

西
洋
に
お
け
る
掛
詞
の
理
解
と
欧
文
訳
に
関
す
る
主
な
研
究
に
触
れ
た
い
︒
そ
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の
大
き
な
傾
向
を
見
る
と
︑
小
林
路
易
氏
の
前
掲
論
を
除
い
て
︑
掛
詞
︑
あ
る

い
は
特
定
の
同
音
に
関
す
る
表
現
︑
ま
た
掛
詞
が
あ
る
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
外

国
語
訳
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を
︑
先
行
翻
訳
の
例
を
通
し
て
検
討
す
る
論

考
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒

　
掛
詞
に
つ
い
て
は
早
く
も
︑
和
歌
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
紹
介
す
る
中
で
︑

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
氏
（B

asil H
all C

ham
berlain

）
が
考
察
し
て
い
る
︒
氏
は
掛
詞

の
種
類
を
三
つ
に
分
け
︑
前
に
と
り
あ
げ
た
柿
本
奨
氏
の
い
う
連
鎖
型
の
掛
詞

に
相
当
す
る
種
類
に
つ
い
て
︑﹁
こ
の
場
合
︑
詩
文
の
前
半
は
論
理
的
な
終
わ

り
が
な
く
︑
後
半
は
論
理
的
な
始
ま
り
が
な
い（

15
）

﹂
と
述
べ
る
︒
つ
ま
り
︑
和
歌

を
単
線
的
に
と
ら
え
て
お
り
︑
二
重
の
意
味
が
同
じ
仮
名
連
鎖
に
含
ま
れ
て
い

る
と
い
う
本
質
は
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
一
方
︑
こ
の
種
類
の
例
と

し
て
あ
げ
る
﹁
し
き
た
へ
の
枕
の
し
た
に
海
は
あ
れ
ど
人
を
見
る
め
は
お
ひ
ず

ぞ
有
り
け
る
﹂（﹃
古
今
集
﹄
五
九
五
）
歌
の
彼
に
よ
る
英
訳
が
興
味
深
い
︒

O
n the salt ocean of m

y tears for thee

M
y pillow

 floats: could I m
y darling 

︷see 
sea-

W
eed never grow

eth in this billow
y sea.

　
四
角
で
囲
っ
た
部
分
が
掛
詞
に
相
当
す
る
が
︑
割
書
き
で
両
方
の
意
味
を
含

ま
せ
︑
文
法
的
に
も
つ
な
い
で
い
る
︒

　
比
較
文
学
的
な
観
点
か
ら
掛
詞
に
つ
い
て
論
じ
る
小
林
路
易
氏
は
複
数
の
言

語
の
翻
訳
例
を
と
り
あ
げ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
違
い
を
理
解
し
た
う
え
で
考

察
を
す
る（

16
）

︒
小
野
小
町
の
有
名
な
﹁
は
な
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら

に
我
が
身
よ
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
﹂
歌
を
例
に
と
り
あ
げ
︑
い
く
つ
か
の

英
訳
と
仏
訳
を
見
る
が
︑
最
初
期
の
外
国
語
訳
に
︑
一
方
の
文
脈
が
無
視
さ
れ

て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
注
目
す
る
︒
ま
た
︑
他
の
歌
の
英
訳
と
独
訳
︑
仏

訳
の
例
に
関
し
て
︑
韻
律
が
英
詩
に
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
訳
や
︑
掛
詞
が
頭
韻

法
で
訳
さ
れ
て
い
る
例
を
と
り
あ
げ
る
︒
そ
の
他
︑
す
で
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
氏

も
言
及
し
た
﹁
松
﹂
と
﹁
待
つ
﹂
の
掛
詞
に
関
し
て
︑﹃
百
人
一
首
﹄
に
も
採

録
さ
れ
て
い
る
﹁
立
ち
わ
か
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
お
ふ
る
松
と
し
き
か
ば
今

か
へ
り
こ
む
﹂
の
ポ
ー
タ
ー
訳
を
取
り
上
げ
て
︑
例
外
中
の
例
外
で
あ
る
と
断

る
が
︑﹁pine

﹂
に
よ
る
掛
詞
の
反
映
の
可
能
性
を
例
証
す
る
︒

　
掛
詞
の
先
行
翻
訳
に
お
け
る
訳
出
に
つ
い
て
の
広
域
的
な
検
討
と
し
て
近
年
︑

マ
イ
エ
ル
・
イ
ン
グ
リ
ッ
ド
・
ヘ
ル
ガ
氏
（M

ayer Ingrid H
elga

）
の
研
究（

17
）

が
あ

る
︒
氏
は
﹃
百
人
一
首
﹄
所
収
の
和
歌
の
二
十
一
種
の
英
訳
と
五
種
の
独
訳
を

検
討
し
︑
言
葉
遊
び
の
翻
訳
研
究
に
お
け
る
先
行
論
を
踏
ま
え
て
︑﹃
百
人
一

首
﹄
の
英
訳
と
独
訳
に
お
け
る
︑
掛
詞
を
兼
ね
て
い
る
歌
枕
の
例
を
と
お
し
て
︑

そ
の
翻
訳
方
法
を
六
種
に
分
類
で
き
る
と
述
べ
る
︒
そ
の
六
種
の
方
法
は
︑

（
一
）
転
写
︑（
二
）
翻
訳
借
用
︑（
一
＋
二
）
転
写
お
よ
び
翻
訳
借
用
の
併
用
︑

（
三
）
省
略
︑（
四
）
原
典
の
︿
言
葉
遊
び
﹀
を
訳
文
で
も
︿
言
葉
遊
び
﹀
で
訳

出
す
る
（
マ
イ
エ
ル
氏
が
使
用
す
る
用
語
でSLpun

↓T
lpun

）
で
あ
り
︑（
一
＋

二
）
の
方
法
を
さ
ら
に
︑
両
方
の
意
味
の
間
の
関
係
性
が
訳
文
か
ら
明
確
で
あ
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る
の
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
ふ
た
つ
に
分
け
る
︒
同
じ
和
歌
に
つ
い
て
多
く
の
翻

訳
を
横
断
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
問
題
点
を
絞
り
︑
同
じ
掛
詞
的
表
現
の
一
つ

の
文
脈
に
お
け
る
︑
複
数
の
翻
訳
方
法
を
あ
げ
る
こ
と
で
効
果
的
で
あ
る
が
︑

他
の
掛
詞
表
現
︑
ま
た
は
同
じ
掛
詞
表
現
の
別
の
文
脈
で
の
翻
訳
方
法
を
参
照

し
て
い
な
い
た
め
に
か
え
っ
て
︑
他
の
翻
訳
方
法
を
見
落
と
す
こ
と
に
も
な
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
よ
り
大
き
な
疑
問
点
と
し
て
︑
掛
詞
を
西
洋
の
言
語
に
お
け
る

言
葉
遊
び
に
相
当
す
る
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
︑
翻
訳
研
究
の
成
果
か

ら
も
︑
言
葉
遊
び
の
翻
訳
に
関
す
る
も
の
を
前
提
に
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
掛
詞
を
言
葉
遊
び
と
し
て
理
解
す
る
西
洋
の
研
究

者
は
マ
イ
エ
ル
氏
の
み
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
掛
詞
の
西
洋
に
お
け
る
訳
語

や
説
明
と
し
て
︑
英
語
で
は
︑
最
初
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
氏
が
使
用
し
た
﹁pivot 

w
ord

﹂
が
あ
り
︑
他
に
言
葉
遊
び
に
相
当
す
る
﹁pun

﹂
ま
た
は
﹁w

ord play

﹂ 

（
あ
る
い
は
﹁play on w

ords

﹂）
が
あ
る
︒
ド
イ
ツ
語
の
述
語
は
﹁W

ortspiel

﹂

（
言
葉
遊
び
）
ま
た
は
﹁W

itz

﹂（
冗
談
）
で
あ
り
︑
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
滑
稽
な

修
辞
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

﹁equivoque

﹂（
暈ぼ
か

し
掛
け
）
と
﹁conundrum

﹂（
地
口
謎
）
と
い
う
訳
語
が
見

ら
れ
る（

18
）

︒

　
本
稿
で
は
︑
第
一
章
に
概
観
し
た
掛
詞
や
縁
語
な
ど
の
同
音
異
義
の
表
現
に

基
づ
く
技
法
の
本
質
を
起
点
と
し
て
︑
よ
り
多
く
の
和
歌
の
例
の
複
数
の
英
訳

と
独
訳
を
参
照
し
︑
翻
訳
方
法
を
分
類
す
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
方

法
の
問
題
点
も
い
く
つ
か
提
示
す
る
︒

二
︱
二
　
二
重
文
脈
歌
の
外
国
語
へ
の
翻
訳
方
法

　
本
章
で
は
︑
外
国
語
訳
に
お
け
る
二
重
文
脈
歌
と
そ
の
中
の
掛
詞
の
理
解
と

訳
出
方
法
を
検
討
し
た
い
が
︑
最
初
に
︑
検
討
の
対
象
と
し
た
二
重
文
脈
歌
と

英
訳
︑
独
訳
の
範
囲
を
示
し
て
お
き
た
い
︒
な
お
︑
参
照
し
た
英
訳
と
独
訳
の

情
報
と
論
文
中
の
略
称
に
つ
い
て
は
本
稿
末
尾
の
﹁
参
照
し
た
外
国
語
訳
﹂
を

参
照
さ
れ
た
い
︒

　
二
重
文
脈
歌
の
例
と
し
て
︑
複
数
の
英
訳
が
あ
る
﹃
古
今
集
﹄
と
﹃
新
古
今

集
﹄︑﹃
百
人
一
首
﹄
所
載
の
歌
を
対
象
と
し
︑
英
訳
が
あ
る
も
の
と
し
て
﹃
大

和
物
語
﹄
と
﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
﹄
の
例
も
参
照
し
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
歌
番
号
で
示

す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

﹃
古
今
集
﹄
十
七
首
：
一
一
三
・
三
七
〇
・
三
七
五
・
四
七
〇
・
五
一
五
・

六
二
三
・
六
二
六
・
六
六
五
・
六
六
六
・
六
六
九
・
七
五
五
・
七
六
九
・

七
九
〇
・
八
一
六
・
八
二
二
・
九
五
八
・
九
七
三

﹃
新
古
今
集
﹄
十
三
首
：
八
〇
七
・
八
二
六
・
八
四
三
・
一
〇
〇
九
・

 

一
〇
六
六
・
一
〇
七
七
・
一
〇
七
八
・
一
〇
八
五
・
一
一
三
一
・
一
一
六

三
・
一
三
四
四
・
一
四
三
三
・
一
六
四
一

﹃
百
人
一
首
﹄
二
首
：
九
（
小
野
小
町
）・
八
八
（
皇
嘉
門
院
別
当
）

な
お
︑
九
番
歌
は
﹃
古
今
集
﹄
一
一
三
と
同
じ
歌
で
あ
る
︒
周
知
の
と
お
り
︑
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こ
の
歌
の
﹃
古
今
集
﹄
と
﹃
百
人
一
首
﹄
に
お
け
る
解
釈
に
相
違
が
見
ら
れ
る

た
め
︑
そ
れ
も
考
慮
に
入
れ
た
が
︑
本
稿
に
お
い
て
は
掛
詞
の
翻
訳
方
法
に
注

目
し
た
︒
ま
た
︑﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
の
番
号
で
示
す
と
︑﹃
大
和
物
語
﹄
と

﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
﹄
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

﹃
大
和
物
語
﹄
三
首
：
二
一
八
（
一
三
九
段
）・
二
四
三
（
一
四
七
段
）・

三
一
九
（
附
十
段
）

﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
﹄
七
首
：
五
・
三
六
・
三
九
・
四
三
・
四
四
・
四
五
・

 

七
七

　
外
国
語
訳
と
し
て
は
︑﹃
古
今
集
﹄
に
つ
い
て
存
在
す
る
四
種
の
英
訳
全
て

を
︑﹃
新
古
今
集
﹄
は
存
在
す
る
二
種
の
英
訳
全
て
を
参
照
し
た
︒﹃
大
和
物

語
﹄
と
﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
﹄
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
英
訳
一
種
を
参
照
し
た
︒

（﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
﹄
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
﹇E

dw
ard 

Seidensticker

﹈
に
よ
る
英
訳
も
存
す
る
が
︑
和
歌
は
散
文
訳
で
あ
る
た
め
︑
除

外
し
た
︒）﹃
百
人
一
首
﹄
は
英
訳
と
独
訳
も
検
討
し
た
︒
英
訳
は
現
在
二
十
九

書
が
把
握
で
き
て
お
り
︑
そ
の
中
か
ら
二
十
六
書
を
参
照
し
た
︒
独
訳
は
五
書

が
把
握
で
き
て
お
り
︑
そ
の
中
の
二
書
は
散
文
の
逐
語
訳
で
あ
る
た
め
除
外
し
︑

文
学
翻
訳
で
韻
文
と
し
て
の
翻
訳
で
あ
る
︑
残
り
三
書
を
検
討
の
対
象
と
し
た
︒

さ
ら
に
︑
小
野
小
町
の
和
歌
の
英
訳
と
し
て
︑
小
町
と
和
泉
式
部
の
和
歌
を
撰

集
し
た
翻
訳
一
件
も
参
照
し
た
︒

　
二
重
文
脈
歌
の
修
辞
法
（
複
数
の
掛
詞
と
縁
語
）
の
翻
訳
ま
た
は
対
処
法
と

し
て
︑
お
お
よ
そ
十
一
の
方
法
が
見
ら
れ
る
︒
本
章
に
お
い
て
は
︑
具
体
例
を

あ
げ
て
こ
の
十
一
の
対
処
法
を
紹
介
し
︑
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
︒

十
一
の
方
法
と
そ
の
用
例
数
︑
お
よ
び
具
体
例
に
つ
い
て
は
本
稿
末
の
表
１
に

ま
と
め
た
︒

⑴ 

直
喩
と
し
て
の
訳
出

　
本
稿
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
掛
詞
の
翻
訳
方
法
と
し
て
は
こ
の
対
処
法

が
圧
倒
的
に
多
い
︒
二
重
文
脈
歌
の
場
合
も
︑
数
量
的
に
も
第
一
位
を
占
め
て

お
り
︑
訳
出
者
の
分
布
を
見
て
も
最
も
広
く
見
ら
れ
る
対
処
法
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
︒﹃
古
今
集
﹄
か
ら
の
一
首
を
例
と
し
て
と
り
あ
げ
る
︒

世
に
ふ
れ
ば
事
の
は
し
げ
き
く
れ
竹
の
う
き
ふ
し
ご
と
に
鶯
ぞ
な
く

 

（
雑
下
・
九
五
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
こ
の
歌
で
は
︑﹁
事
の
は
﹂
の
﹁
は
﹂
に
﹁
葉
﹂
が
︑﹁
う
き
ふ
し
﹂
に
竹
の

﹁
節
﹂
が
含
ま
れ
て
お
り
︑﹁
し
げ
き
﹂
に
ふ
た
つ
の
意
味
（
生
い
茂
っ
て
い
る

／
多
い
︑
ま
た
ご
た
ご
た
し
て
煩
わ
し
い
）
が
掛
か
っ
て
お
り
︑﹁
世
﹂
に
﹁
く

れ
竹
﹂
の
縁
語
と
し
て
﹁
節よ

﹂
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
鶯
﹂
も
︑﹃
新

編
国
歌
大
観
﹄
の
底
本
で
あ
る
定
家
本
系
の
﹃
古
今
集
﹄
写
本
で
漢
字
に
改
め

ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑﹁
鶯
﹂
と
﹁
憂
く
干
ず
﹂
と
が
掛
か
っ
て
い
る
︒
こ
れ
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に
よ
っ
て
︑
生
い
茂
っ
て
い
る
︑
節
の
多
い
種
類
で
あ
る
呉
竹
に
鶯
が
鳴
く
と

い
う
情
景
と
︑
こ
の
世
に
長
く
生
き
る
と
噂
や
陰
口
が
多
く
て
煩
わ
し
く
︑
袖

が
乾
く
間
も
な
い
ほ
ど
嘆
く
と
い
う
心
情
と
い
う
ふ
た
つ
の
文
脈
が
展
開
す
る
︒

　
英
訳
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
︒

　Life brings w
ords of blam

e

m
any as black bam

boo leaves,

　and w
ith each blow

 I w
eep

as cry the w
arblers perching

on each jointed bam
boo stalk.  

(M
cC

ullough)

人
生
は
非
難
の
言
葉
を
も
た
ら
し
／
︹
そ
れ
は
︺
黒
い
竹
の
葉
の
よ
う
に
多
く
︑

／
そ
う
し
て
い
ず
れ
の
吐
息
／
風
の
動
き
に
も
私
は
泣
い
て
い
る
／
鶯
が
竹
の

枝
（
茎
）
の
い
ず
れ
の
節
で
も
／
鳴
い
て
い
る
よ
う
に
︒（

19
）

　
こ
こ
に
︑
傍
線
で
示
し
た
と
お
り
﹁
～
の
よ
う
に
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁as
﹂

を
用
い
て
︑
掛
詞
の
二
つ
の
文
脈
を
直
喩
に
仕
立
て
て
い
る
︒
ま
た
︑
波
線
部

の
﹁blow

﹂
と
い
う
語
は
自
然
景
物
に
関
わ
る
風
が
吹
く
こ
と
と
人
間
に
関
わ

る
吐
息
と
い
う
両
方
の
意
味
が
あ
り
︑
こ
の
翻
訳
に
巧
み
に
活
用
さ
れ
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
目
標
言
語
に
お
け
る
同
音
異
義
語
や
多
義
語
な
ど
を
活
用
し
て
︑
掛

詞
の
復
元
ま
た
は
補
償
と
し
て
用
い
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
︒
極
め
て
納
得
で

き
る
や
り
方
で
あ
る
が
︑
こ
の
方
法
も
︑
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
他
の
対
処
法
と

取
り
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
例
の
場
合
も
︑
歌
全
体
は
ふ
た
つ
の

直
喩
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
景
物
が
人
事
に
従
属
す
る
こ
と
と
な
り
︑
ふ

た
つ
の
同
等
の
文
脈
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
原
典
の
技
法
が
失
わ
れ
て
い

る
︒
い
い
換
え
れ
ば
︑
景
物
の
文
脈
が
人
事
の
背
景
に
退
行
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
こ
の
翻
訳
で
は
二
回
も
直
喩
（﹁as

﹂）
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
さ
さ
か
説
明
的
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

⑵ 

人
事
の
文
脈
の
み
の
訳
出

　
こ
の
方
法
に
お
い
て
は
︑
掛
詞
を
使
用
し
た
歌
の
景
物
の
文
脈
を
訳
出
せ
ず
︑

人
事
︑
つ
ま
り
心
情
の
部
分
の
み
を
翻
訳
す
る
︒
こ
の
例
と
し
て
︑

白
河
の
し
ら
ず
と
も
い
は
じ
そ
こ
き
よ
み
流
れ
て
世
世
に
す
ま
む
と
思
へ

ば 

（﹃
古
今
集
﹄
恋
三
・
六
六
六
・
平
貞
文
）

と
い
う
歌
の
ホ
ン
ダ
・
ヘ
イ
ハ
チ
ロ
ウ
（
本
田
平
八
郎
）
氏
に
よ
る
英
訳
が
あ

げ
ら
れ
る
︒

N
ever w

ill I conceal our love:

m
y m

ind is fixed to m
arry you.  

(H
onda K

.)

私
た
ち
の
恋
を
決
し
て
隠
さ
な
い
︒
／
私
の
思
い
は
君
と
結
婚
す
る
こ
と
に
集

中
し
て
い
る
︒
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原
典
の
﹁
白
河
の
﹂
は
﹁
し
ら
ず
﹂
を
導
く
序
詞
で
あ
り
︑
そ
の
縁
語
と
も

な
っ
て
い
る
︑
下
句
の
﹁
流
れ
て
﹂（
川
が
流
れ
て
／
長
い
時
間
を
経
て
）
と
﹁
す

ま
む
﹂（
澄
ま
む
／
住
ま
む
）
と
い
う
掛
詞
と
縁
語
に
よ
っ
て
清
く
澄
む
川
の
情

景
と
長
く
恋
人
と
一
緒
に
い
る
と
い
う
人
事
の
文
脈
が
展
開
す
る
︒
し
か
し
︑

ホ
ン
ダ
氏
の
翻
訳
で
は
︑
景
物
の
文
脈
で
あ
る
川
の
情
景
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
歌
の
ふ
た
つ
の
文
脈
は
内
容
的
に
結
び
つ
け
に
く
い
が
︑
い
う
ま
で
も
な

く
︑
一
方
の
文
脈
が
訳
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
︑
内
容
的
な
欠
落
が
生
じ

て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

　
ま
た
︑
数
量
と
し
て
こ
の
訳
出
方
法
の
例
が
二
位
を
占
め
る
も
の
の
︑
訳
出

者
の
分
布
を
見
る
と
︑
ホ
ン
ダ
氏
の
翻
訳
が
圧
倒
的
に
多
い
︒
同
音
反
復
式
の

序
詞
の
翻
訳
方
法
と
し
て
も
︑
序
詞
を
省
略
す
る
と
い
う
対
処
法
が
見
ら
れ
る

が
︑
稿
者
の
検
討
か
ら
︑
そ
の
場
合
も
ホ
ン
ダ
氏
の
翻
訳
に
最
も
多
い
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
︑
景
物
を
使
用
す
る
技
法
に
お
け
る
景
物
の
省

略
は
ホ
ン
ダ
氏
の
翻
訳
の
特
徴
と
も
い
え
よ
う
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
対
処
法
の
例

の
大
多
数
を
占
め
る
も
う
ひ
と
つ
の
も
の
は
︑﹃
百
人
一
首
﹄
八
八
番
の
皇
嘉

門
院
別
当
の
歌
に
見
ら
れ
る
掛
詞
﹁
み
を
つ
く
し
﹂
の
翻
訳
で
あ
る
︒

難
波
え
の
あ
し
の
か
り
ね
の
一
よ
ゆ
ゑ
み
を
つ
く
し
て
や
恋
ひ
わ
た
る
べ

き

　
こ
の
歌
の
下
句
の
﹁
み
を
つ
く
し
﹂
に
は
周
知
の
と
お
り
︑
水
路
の
標
で
あ

る
﹁
澪
標
﹂
と
﹁
身
を
尽
く
し
（
て
）﹂
と
い
う
表
現
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
︑

こ
の
二
つ
の
事
柄
も
︑
音
声
が
同
じ
こ
と
以
外
に
︑
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
た
め
︑
人
事
の
方
（﹁
身
を
尽
く
し
て
﹂）
だ
け
が
訳
出
さ
れ
て
い

る
例
が
多
い
︒﹃
百
人
一
首
﹄
の
独
訳
か
ら
一
例
を
あ
げ
て
お
く
︒

　
　Soll ich den w

egen

der einen N
acht, die kurz w

ie

　
　der flüchtige Schlaf des

Schilfrohrs von N
aniw

a, leben

in Liebe bis zum
 Tode?  

(E
hm

ann)

私
は
／
難
波
の
葦
の
仮
寝
の
／
よ
う
に
短
い
一
夜
の
た
め
に
／
死
ぬ
ま
で
／
恋

に
生
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒

　
こ
の
翻
訳
で
は
︑﹁
み
を
つ
く
し
﹂
と
い
う
掛
詞
の
人
事
の
方
で
あ
る
﹁
身

を
尽
く
し
（
て
）﹂
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
み
で
︑﹁
澪
標
﹂
は
省
略
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
歌
の
前
半
の
掛
詞
で
あ
る
﹁
か
り
ね
﹂（
刈
根
／
仮
寝
）
と
﹁
ひ
と

よ
﹂（
一
節
／
一
夜
）
に
つ
い
て
は
︑
人
事
の
文
脈
で
あ
る
﹁
仮
寝
﹂
と
﹁
一

夜
﹂
を
訳
出
し
て
い
る
が
︑﹁
短
い
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁kurz

﹂
を
補
い
︑﹁
～

の
よ
う
に
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁w

ie

﹂
と
い
う
語
で
結
び
付
け
る
︒
ま
た
︑﹁
仮

寝
﹂
を
難
波
江
の
葦
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
（﹁der flüchtige Schlaf des 

/ Schilfrohrs von N
aniw

a

﹂）︑
こ
れ
は
⑷
に
あ
げ
る
直
喩
の
創
作
に
該
当
す
る
︒
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そ
の
他
︑
エ
ー
マ
ン
氏
は
脚
注
に
﹁der flüchtige Schlaf

﹂
の
日
本
語
の
意
味

と
し
て
﹁
う
た
た
寝
﹂
と
注
記
す
る
︒
景
物
に
人
事
に
関
わ
る
内
容
を
持
ち
込

む
と
い
う
方
法
は
興
味
深
い
︒
葦
が
﹁
う
た
た
寝
﹂
や
﹁
仮
寝
﹂
を
す
る
と
い

う
い
い
方
は
一
見
不
自
然
に
見
え
る
が
︑
た
と
え
ば
︑
葦
の
﹁
刈
根
﹂
が
水
の

下
に
潜
ん
で
い
る
と
い
う
情
景
を
想
像
し
︑
そ
の
﹁
刈
根
﹂
は
次
の
年
の
春
に

角つ
の

ぐ
む
こ
と
を
待
っ
て
眠
っ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
擬
人
法
に
よ
っ
て
︑

寝
る
こ
と
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
︑

こ
の
訳
し
方
も
首
肯
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
エ
ー
マ
ン
氏
の

翻
訳
は
︑﹁
仮
寝
を
し
て
い
る
葦
﹂
の
よ
う
に

0

0

0

0

夜
が
短
い
な
ど
と
︑
掛
詞
全
体

が
最
終
的
に
直
喩
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
従
い
難
い
方
法
で
あ
る
︒

⑶ 

時
間
的
に
／
空
間
的
に
景
物
と
人
事
を
結
び
つ
け
る

　
こ
の
訳
出
方
法
も
︑
序
詞
の
翻
訳
に
す
で
に
見
た
が
︑
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い

る
自
然
景
物
の
現
象
と
人
事
に
関
わ
る
こ
と
と
が
同
じ
時
間
︑
ま
た
は
同
じ
空

間
に
起
こ
っ
て
い
る
︑
あ
る
い
は
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
︒

我
を
君
な
に
は
の
浦
に
有
り
し
か
ば
う
き
め
を
み
つ
の
あ
ま
と
な
り
に
き

 

（﹃
古
今
集
﹄
雑
下
・
九
七
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
こ
の
歌
で
は
︑﹁
な
に
は
の
浦
﹂
に
﹁
名
に
﹂
と
﹁
恨
（
み
）﹂
が
響
い
て
お

り
︑﹁
う
き
め
﹂
に
﹁
浮
き
海
布
﹂
と
﹁
憂
き
目
﹂
と
が
︑﹁
み
つ
﹂
に
﹁
見

（
つ
）﹂
と
﹁
三
津
﹂
と
が
︑﹁
あ
ま
﹂
に
﹁
海
人
﹂
と
﹁
尼
﹂
と
が
掛
か
っ
て

い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
難
波
の
浦
に
漁
師
が
海
藻
を
収
集
し
て
い
る
と
い
う

情
景
と
︑
噂
の
た
め
に
相
手
の
男
性
に
忘
れ
ら
れ
た
女
性
が
︑
悲
し
さ
の
あ
ま

り
に
三
津
寺
の
尼
に
な
っ
た
と
い
う
人
事
の
文
脈
が
展
開
す
る
︒

　at N
aniw

a B
ay

you scorned m
e  m

y lord  and in

　sorrow
 I drifted

to M
itsu Tem

ple  w
here the

fisherfolk gather seaw
eed  

(R
odd and H

enkenius)

難
波
の
浦
で
／
私
を
軽
蔑
し
た
（
嫌
い
に
な
っ
た
）
ね
︑
我
が
君
よ
︒
そ
う
し

て
／
悲
し
さ
の
中
で
／
私
は
三
津
寺
に
漂
流
し
た
︒
そ
こ
で
は
／
海
人
た
ち
が

海
藻
を
集
め
て
い
る
︒

　
こ
の
歌
に
関
し
て
は
︑
詠
歌
主
体
は
実
際
に
難
波
の
三
津
寺
で
尼
に
な
っ
た

と
い
う
伝
承
が
﹃
古
今
集
﹄
の
左
注
に
見
ら
れ
る（

20
）

た
め
︑
詠
歌
主
体
の
場
所
と

し
て
難
波
の
浦
付
近
が
原
典
の
と
お
り
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か

し
︑
ロ
ッ
ド
と
ヘ
ン
ケ
ニ
ウ
ス
両
氏
の
英
訳
に
お
い
て
は
︑
相
手
の
男
性
が
詠

歌
主
体
を
嫌
い
に
な
っ
た
（
軽
蔑
し
た
）
場
所
と
し
て
難
波
の
浦
が
出
て
く
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
原
典
と
異
な
る
内
容
と
な
る
︒
ま
た
︑
最
後
の
文
節
（﹁w

here 

the / fisherfolk gather seaw
eed

﹂）
は
︑
難
波
の
浦
で
漁
師
が
海
藻
を
集
め
て
い
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る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
︑
三
津
寺
で
集
め
て
い
る
こ
と

と
な
り
︑
少
し
違
和
感
が
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
右
の
翻
訳
に
注
目
し
た
い
の
は
︑

﹁
漂
流
す
る
﹂
意
味
の
﹁drift

﹂
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
は
﹁
な
に
は
の
浦
﹂
と
原
典
で
掛
詞
と
も
な
っ
て
い
る
﹁
う
き
め
﹂
と
縁

語
関
係
を
な
す
働
き
が
あ
る
︒
原
典
に
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
翻
訳
で
は
︑
原
歌

に
お
い
て
掛
詞
と
し
て
機
能
す
る
﹁
う
き
め
﹂
は
﹁seaw

eed

﹂
と
訳
す
他
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
補
償
と
し
て
︑
海
藻
の
特
質
で
も
あ
り
︑
悲

し
さ
で
（
お
そ
ら
く
半
分
自
発
的
に
）
尼
に
な
っ
た
詠
歌
主
体
の
行
動
と
も
合

わ
せ
ら
れ
る
語
を
選
択
し
た
と
見
ら
れ
る
︒

　
こ
の
翻
訳
方
法
は
右
の
﹁
我
を
君
﹂
歌
と
同
様
︑
原
典
に
お
い
て
も
時
間
的

に
︑
ま
た
は
空
間
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
︑
あ
る
い
は
結
び
つ
く
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
小
野
小
町
の
﹁
花
の
い
ろ
は
﹂
の
よ
う
な
二
重
文
脈
歌
に
見
ら

れ
る
例
が
多
い
た
め
︑
原
典
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
︒

⑷ 

直
喩
の
創
作

　
こ
れ
は
⑴
と
似
た
よ
う
な
方
法
で
あ
る
が
︑﹁
～
の
よ
う
に
﹂
と
い
う
意
味

の
語
で
景
物
と
人
事
と
を
結
び
つ
け
る
う
え
︑
両
方
の
間
に
共
通
点
を
補
っ
て

訳
出
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
方
法
は
主
に
︑
景
物
と
人
事
と
の
間
に
音
声
の

一
致
以
外
の
共
通
点
が
見
出
し
が
た
い
場
合
の
翻
訳
に
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
前

掲
の
︑﹃
百
人
一
首
﹄
八
八
番
歌
の
エ
ー
マ
ン
氏
に
よ
る
独
訳
に
も
見
た
が
︑

こ
こ
で
は
﹃
古
今
集
﹄
の
一
例
を
見
て
お
き
た
い
︒

た
つ
日
は
き
か
じ
あ
さ
つ
ゆ
の
お
き
て
し
ゆ
け
ば
け
ぬ
べ
き
も
の
を

 

（
離
別
・
三
七
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
こ
の
歌
で
は
︑﹁
た
つ
﹂
は
﹁
出
発
す
る
﹂
と
い
う
意
味
と
︑﹁
唐
衣
﹂
の
縁

語
と
し
て
﹁
裁
つ
﹂
と
い
う
意
味
を
含
め
て
お
り
︑﹁
お
き
て
﹂
に
露
が
﹁
置

き
て
﹂
と
﹁
起
き
て
﹂
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
露
の
縁
語
と
し
て

﹁
け
ぬ
﹂
が
見
ら
れ
︑
詠
歌
主
体
が
別
れ
の
悲
し
さ
で
消
え
て
し
ま
い
そ
う
で

あ
る
と
い
う
こ
と
も
含
意
し
て
い
る
︒
露
と
詠
歌
主
体
の
相
手
が
﹁
消
え
る
﹂

と
い
う
こ
と
で
共
通
点
を
見
出
せ
る
と
は
い
え
︑﹁
裁
つ
﹂
と
﹁
立
つ
﹂
と
の

間
の
共
通
性
は
見
出
し
が
た
い
︒
あ
る
い
は
︑
詠
歌
主
体
は
相
手
の
男
性
を
旅

に
出
す
女
性
で
あ
る
場
合
︑
彼
女
が
旅
の
準
備
と
し
て
用
意
す
る
（
ま
た
は
造

る
）
衣
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
︑
そ
れ
な
ら
ば
︑
旅
の
支
度
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
と
思
わ
れ
よ
う
︒

I shall not hear that

this is the day you set out––

①

cutting us apart

like scissors through C
hinese cloth––

I shall vanish 

②

like the dew
  

(R
odd and H

enkenius)
私
は
聞
く
ま
い
／
今
日
が
君
の
出
発
す
る
日
で
あ
る
と
は
︒
／
私
た
ち
は
①切

り

離
さ
れ
る
／
は
さ
み
が
唐
衣
を
断
ち
切
る
よ
う
に
︒
／
私
は
き
っ
と
露
の
②よ

う
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に
消
え
て
し
ま
う
︒

　
こ
の
翻
訳
で
は
︑
傍
線
部
①
が
直
喩
の
創
作
部
分
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
裁

つ
﹂
と
﹁
立
つ
﹂
と
い
う
両
方
の
意
味
が
︑
二
人
が
離
れ
る
こ
と
を
衣
の
地
が

は
さ
み
で
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
た
と
え
る
形
で
訳
出
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
傍
線

部
②
で
は
︑
露
が
消
え
る
こ
と
と
詠
歌
主
体
が
悲
し
さ
で
消
え
て
し
ま
い
そ
う

に
な
る
こ
と
が
直
喩
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
︒
歌
の
前
半
の
掛
詞
は
極
め
て

翻
訳
し
に
く
く
︑
傍
線
部
①
の
対
処
法
は
興
味
深
い
も
の
の
︑
こ
の
よ
う
な
訳

出
の
場
合
は
︑
直
喩
と
し
て
の
訳
出
（
⑴
）
に
関
し
て
も
指
摘
し
た
︑
両
文
脈

が
同
等
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
の
他
︑
創
作
度
が
強
い
こ
と
も
問
題
と
な
り
︑

原
典
に
詠
ま
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑸ 

景
物
・
人
事
一
体

　
景
物
と
人
事
の
文
脈
が
文
法
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い

る
が
︑
共
通
す
る
特
徴
は
︑
景
物
と
人
事
と
が
と
も
に
変
化
や
行
為
な
ど
を
し

て
い
る
︑
あ
る
い
は
景
物
と
人
事
と
が
メ
タ
フ
ァ
ー
な
ど
の
関
係
に
あ
る
（﹁
思

ひ
﹂
↓
﹁
思
い
の
火
﹂︑﹁
な
げ
き
﹂
↓
﹁
嘆
き
の
薪
﹂︑
な
ど
）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
こ
れ
は
⑶
﹁
時
間
的
に
／
空
間
的
に
景
物
と
人
事
を
結
び
つ
け
る
﹂
と
い

う
方
法
と
類
似
す
る
が
︑
⑶
の
場
合
は
景
物
と
人
事
は
時
間
ま
た
は
空
間
を
同

じ
く
し
て
い
る
の
み
で
︑
こ
の
方
法
の
場
合
は
景
物
と
人
事
は
完
全
に
一
体
に

な
っ
て
変
化
ま
た
は
行
動
を
し
て
い
る
点
で
異
な
る
︒
こ
の
方
法
を
仮
に
﹁
景

物
・
人
事
一
体
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
︒
以
下
の
よ
う
な
例
が
見
出
せ
る
︒

煙
た
つ
お
も
ひ
な
ら
ね
ど
ひ
と
し
れ
ず
わ
び
て
は
ふ
じ
の
ね
を
の
み
ぞ
な

く 

（﹃
新
古
今
集
﹄
恋
一
・
一
〇
〇
九
・
深
養
父
）

こ
の
歌
に
︑﹁
お
も
ひ
﹂
に
﹁
火
﹂
が
含
ま
れ
て
お
り
︑﹁
ふ
じ
の
ね
﹂
に
﹁
富

士
の
嶺
﹂
と
﹁
伏
し
の
音
（
を
の
み
ぞ
泣
く
）﹂
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒

　m
y yearning do not

burn w
ith the sm

oldering fire

　of M
ount Fuji  yet

unknow
n to all  alone I

lie sorrow
fully w

eeping.  
(R

odd)

私
の
物
思
い
は
／
富
士
山
の
燻
る
よ
う
な
火
と
と
も
に
燃
え
て
い
る
／
の
で
は

な
い
︒
ま
だ
／
み
ん
な
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
私
は
一
人
で
／
悲
し
く
泣
い

て
伏
し
て
い
る
︒

　
傍
線
部
に
︑
富
士
山
の
燻
く
す
ぶ
る
よ
う
な
火
と
い
う
よ
う
に
︑
詠
歌
主
体
は
掛
詞

の
景
物
の
方
で
あ
る
富
士
山
と
と
も
に
思
い
を
燃
や
し
て
い
る
（
こ
の
歌
で
は

燃
や
し
て
い
な
い
）
と
い
う
形
で
訳
出
す
る
︒
ま
た
︑
下
句
の
掛
詞
は
技
法
と

し
て
で
は
な
く
︑
別
の
言
葉
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
ロ
ッ
ド
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と
ヘ
ン
ケ
ニ
ウ
ス
訳
﹃
古
今
集
﹄
と
同
様
︑
ロ
ッ
ド
訳
﹃
新
古
今
集
﹄
の
場
合

も
︑
歌
の
下
で
修
辞
法
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

　
右
の
例
に
お
い
て
は
景
物
と
人
事
と
の
共
通
性
も
あ
り
︑
翻
訳
も
原
典
の
表

現
を
使
用
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
内
容
を
大
き
く
変
え
て
両
文
脈

を
結
び
つ
け
る
例
も
見
ら
れ
る
︒
さ
き
ほ
ど
見
た
︑
反
映
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
﹁
み
を
つ
く
し
﹂
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
︑﹃
百
人
一
首
﹄
八
八
番
歌

の
翻
訳
を
一
例
見
て
お
き
た
い
︒

難
波
え
の
あ
し
の
か
り
ね
の
一
よ
ゆ
ゑ
み
を
つ
く
し
て
や
恋
ひ
わ
た
る
べ

き

B
ecause of one night––

brief 

①

as  the space betw
een joints

　on N
aniw

a ’s reeds––

am
 I to be a buoy,

②

tossed by w
aves of love?  

(C
arter)

一
夜
の
た
め
︱
︱
／
難
波
の
葦
の
節
の
間
①の

よ
う
に
短
い
︱
︱
／
私
は
②浮

き
と

な
っ
て
／
恋
の
波
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒

　
こ
の
翻
訳
の
傍
線
部
①
に
上
句
の
掛
詞
が
直
喩
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
お
り
︑

下
句
の
﹁
み
を
つ
く
し
﹂
と
い
う
掛
詞
は
︑
原
典
と
は
全
く
異
な
る
比
喩
を
作

る
こ
と
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
翻
訳
方
法
も
注
目
に
値
す
る
が
︑

原
典
の
景
物
と
性
質
が
大
き
く
変
わ
る
と
︑
原
典
か
ら
か
け
離
れ
た
翻
訳
に
な

る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
︒
右
の
カ
ー
タ
ー
訳
の
場
合
は
︑
澪
標
を
﹁buoy

﹂（
浮

き
）
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
も
と
も
と
固
定
し
て
い
る
澪
標
と
は
異
な

る
景
物
と
な
り
︑﹁
恋
の
波
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
も
︑
澪
標
に

そ
ぐ
わ
な
い
内
容
と
な
る
︒

⑹ 

両
方
の
文
脈
を
順
番
に
訳
出
す
る

　
言
葉
ど
お
り
︑
景
物
の
文
脈
と
人
事
の
文
脈
も
訳
出
す
る
も
の
の
︑
右
に
見

た
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
両
文
脈
を
結
び
つ
け
る
こ
と
な
く
︑
順
番
に
訳

出
す
る
方
法
で
あ
る
︒

し
ら
波
は
た
ち
さ
わ
ぐ
と
も
こ
り
ず
ま
の
う
ら
の
み
る
め
は
か
ら
む
と
ぞ

お
も
ふ 

（﹃
新
古
今
集
﹄
恋
五
・
一
四
三
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
こ
こ
で
は
︑﹁
こ
り
ず
ま
の
う
ら
﹂
に
﹁
懲
り
ず
﹂
と
﹁
須
磨
﹂
が
含
ま
れ

て
お
り
︑﹁
み
る
め
﹂
に
﹁
海
松
布
﹂
と
﹁
見
る
目
﹂
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒

　though w
hite w

aves rise in

noisy outcry at Sum
a

　 B
ay  w

here they harvest
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seaw
eed  still unabashed  I

w
ill continue to see you  

(R
odd)

白
波
が
／
う
る
さ
い
叫
び
声
で
須
磨
の
浦
に
近
づ
く
な
か
／
彼
ら
は
海
藻
を
集

め
て
い
る
／
私
は
そ
れ
で
も
恥
じ
る
こ
と
な
く
／
君
と
会
い
続
け
る
︒

　
こ
の
翻
訳
で
は
︑
掛
詞
の
景
物
の
方
（﹁
海
松
布
は
刈
ら
む
﹂）
は
三
～
四
行

目
に
訳
出
さ
れ
︑
五
行
目
に
人
事
の
方
（﹁
見
る
目
﹂）
に
関
す
る
内
容
が
訳
出

さ
れ
て
い
る
︒
両
方
の
文
脈
が
伝
わ
る
点
で
原
典
の
内
容
全
体
が
訳
出
さ
れ
て

い
る
が
︑
掛
詞
の
技
法
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
欠
落
が
生
じ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
歌

で
は
﹁they harvest seaw

eed

﹂
と
﹁I w

ill continue to see you

﹂
と
︑
景
物
の

文
脈
と
人
事
の
文
脈
の
主
語
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
景
物
と
人
事
の
文
脈

の
つ
な
が
り
が
不
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

⑺ 

景
物
の
文
脈
の
み
の
訳
出

　
⑵
の
方
法
と
同
じ
よ
う
に
二
重
文
脈
の
一
方
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
が
︑
こ
の
場
合
は
人
事
の
文
脈
の
方
が
省
略
さ
れ
て
い
る
︒

時
す
ぎ
て
か
れ
ゆ
く
を
の
の
あ
さ
ぢ
に
は
今
は
思
ひ
ぞ
た
え
ず
も
え
け
る

 

（﹃
古
今
集
﹄
恋
五
・
七
九
〇
・
こ
ま
ち
が
あ
ね
）

　
こ
の
歌
で
は
︑﹁
か
れ
﹂
に
﹁
枯
れ
﹂
と
﹁
離
れ
﹂︑﹁
を
の
﹂
に
野
原
と
い

う
意
味
の
﹁
小
野
﹂
と
作
者
の
苗
字
で
あ
る
小
野
と
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
︑

﹁
思
ひ
﹂
に
﹁
火
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
枯
れ
た
野
原
に
燃
え

て
い
る
草
と
い
う
景
物
と
︑
男
性
に
忘
れ
ら
れ
て
も
相
変
わ
ら
ず
相
手
を
思
い

続
け
て
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
女
性
の
心
情
と
い
う
ふ
た
つ
の
文
脈
が
展
開
す

る
︒
こ
の
歌
の
景
物
は
象
徴
的
で
も
あ
る
た
め
か
︑
次
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て

い
る
例
が
あ
る
︒

T
he tim

e is past; the reed is faded now

In the field, but burns w
ith a constant glow

.  
(W

akam
eda)

時
は
過
ぎ
て
い
る
︒
葦
は
今
枯
れ
て
い
る
が
／
野
原
で
は
︑
変
わ
ら
な
い
熱
で

燃
え
て
い
る
︒

　
人
事
の
文
脈
の
最
も
顕
在
す
る
言
葉
で
あ
る
﹁
思
ひ
﹂
が
訳
出
さ
れ
て
い
な

い
︒
一
方
︑﹁
熱
﹂︑﹁
白
熱
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁glow

﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
恋
の
情
熱
を
思
わ
せ
る
狙
い
と
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
二
行

の
行
末
が
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
も
目
に
付
く
が
︑
翻
訳
者
の
ワ
カ
メ
ダ
氏
は

﹃
古
今
集
﹄
の
他
の
和
歌
も
同
じ
よ
う
に
︑
韻
を
踏
む
形
で
翻
訳
し
て
い
る
た

め
︑
こ
れ
は
必
ず
し
も
掛
詞
の
補
償
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

⑻ 

類
似
す
る
音
の
語
の
使
用

　
こ
の
例
と
し
て
︑
小
野
小
町
の
﹁
花
の
い
ろ
は
﹂
歌
の
ポ
ー
タ
ー
訳
（﹃
百
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人
一
首
﹄
九
番
歌
と
し
て
）
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

は
な
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
身
よ
に
ふ
る
な
が
め
せ

し
ま
に 

（﹃
百
人
一
首
﹄
九
）

T
he bloom

’s tint is w
ashed aw

ay

　B
y heavy show

ers of rain;

M
y charm

s, w
hich once I prized so m

uch,

　A
re also on the w

ane––

　B
oth bloom

ed, alas! in vain.  
(Porter)

花
の
色
は
流
さ
れ
た
／
激
し
い
雨
に
よ
っ
て
︒
／
私
が
︑
か
つ
て
そ
れ
ほ
ど
誇
っ

て
い
た
美
し
さ
も
／
衰
え
た
︒
／
両
方
と
も
無
駄
に
咲
い
て
い
た
の
だ
な
あ
︒

　
こ
こ
で
は
︑
傍
線
を
付
し
た
﹁w

ain

﹂
と
﹁vane

﹂
と
い
う
︑
音
が
類
似
す

る
ふ
た
つ
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
が
︑
前
者
は
人
事
の
文
脈
（
詠
歌
主
体
の

美
し
さ
の
衰
え
）
に
関
す
る
も
の
で
︑
後
者
は
両
文
脈
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
二
語
は
隣
接
す
る
二
行
の
行
末
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
︑
一
行
目
と
二
行

目
（﹁aw

ay

﹂
と
﹁rain

﹂）
が
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
も
押
韻
の

関
係
で
の
言
葉
の
選
択
で
あ
る
可
能
性
が
浮
上
す
る
︒
し
か
し
︑
視
覚
的
に
も

類
似
す
る
二
語
で
あ
る
た
め
︑
掛
詞
の
補
償
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
本

稿
の
第
一
章
で
︑
掛
詞
が
韻
で
あ
る
と
い
う
小
林
路
易
氏
の
見
解（

21
）

に
触
れ
た
が
︑

そ
こ
で
も
述
べ
た
と
お
り
︑
外
国
語
訳
に
お
い
て
韻
と
し
て
訳
出
す
る
こ
と
に

は
︑
掛
詞
の
本
来
の
機
能
を
伝
え
な
い
こ
と
な
ど
の
問
題
が
あ
り
︑
押
韻
を
仕

立
て
る
こ
と
の
み
で
は
対
処
で
き
な
い
︒

⑼ 

寓
　
喩

　
こ
の
方
法
は
二
重
文
脈
歌
に
極
め
て
近
い
対
処
法
で
あ
る
と
考
え
る
が
︑
残

念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
採
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
管
見
の
か
ぎ
り
四
例
見
出
せ
る
が
︑

そ
の
中
で
も
二
例
が
小
野
小
町
の
﹁
見
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば

や
か
れ
な
で
あ
ま
の
あ
し
た
ゆ
く
く
る
﹂（﹃
古
今
集
﹄
恋
三
・
六
二
三
）
と
い

う
歌
の
翻
訳
で
あ
る
︒
こ
の
歌
で
は
︑
相
手
の
男
性
を
﹁
あ
ま
﹂
と
し
て
詠
み

込
ん
で
お
り
︑
彼
の
行
為
を
漁
師
の
海
藻
収
集
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

寓
喩
的
な
原
典
を
寓
喩
的
に
訳
出
す
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
残

り
二
例
の
中
の
一
例
は
次
の
歌
で
あ
る
︒

お
ほ
よ
ど
の
ま
つ
は
つ
ら
く
も
あ
ら
な
く
に
う
ら
み
て
の
み
も
か
へ
る
な

み
か
な 

（﹃
新
古
今
集
﹄
恋
五
・
一
四
三
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
こ
の
歌
で
は
︑﹁
ま
つ
﹂
に
﹁
松
﹂
と
﹁
待
つ
﹂
と
が
︑﹁
う
ら
み
て
﹂
に

﹁
浦
見
て
﹂
と
﹁
恨
み
て
﹂
と
が
︑﹁
か
へ
る
﹂
に
波
が
﹁
返
る
﹂
と
詠
歌
主
体

の
相
手
が
﹁
帰
る
﹂
と
が
掛
か
っ
て
お
り
︑
松
が
生
え
て
い
る
大
淀
の
浦
に
波

が
寄
せ
て
は
返
す
と
い
う
風
景
と
︑
相
手
の
男
性
に
辛
く
当
た
ら
ず
に
待
っ
て
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い
る
の
に
訪
れ
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
訴
え
る
女
性
の
心
情
と
が
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
︒
こ
の
歌
も
︑
松
は
詠
歌
主
体
を
表
し
︑
波
は
相
手
の
男
性
を
表
す

と
い
う
寓
喩
的
な
も
の
で
︑
景
物
の
文
脈
が
全
面
に
出
て
お
り
︑
掛
詞
に
よ
っ

て
人
事
の
文
脈
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
寓
喩
的
な
翻
訳
は
よ
り
工

夫
し
や
す
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　the Ō
yodo pines

w
ait patiently never are

　they cruel  and yet

the w
aves rush to see the bay

and then return resentfully  
(R

odd)

大
淀
の
松
は
／
忍
耐
づ
よ
く
待
っ
て
い
て
／
決
し
て
冷
た
く
な
い
︒
そ
れ
な
の

に
／
波
は
浦
を
見
に
押
し
寄
せ
て
／
そ
し
て
腹
を
立
て
て
か
え
る
の
だ
︒

　
こ
こ
で
は
︑
原
典
と
同
様
︑
大
淀
の
浦
の
松
と
波
が
二
人
の
人
物
の
象
徴
と

な
る
が
︑
掛
詞
に
よ
っ
て
展
開
す
る
人
事
の
文
脈
は
︑
こ
の
松
と
波
を
擬
人
化

す
る
よ
う
に
︑﹁w

ait patiantly

﹂︑﹁never are they cruel

﹂（
松
）
と
﹁rush to 

see the bay

﹂︑﹁return resentfully

﹂（
波
）
と
い
う
形
で
暗
示
す
る
よ
う
に
復

元
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
方
法
は
注
目
に
値
す
る
︑
効
果
的
な
翻
訳
方
法
で
あ
り
︑

他
の
二
重
文
脈
歌
の
翻
訳
に
も
活
用
で
き
る
と
考
え
る
︒

⑽ 

言
葉
遊
び
の
創
作

　
こ
の
方
法
は
⑷
﹁
直
喩
の
創
作
﹂
と
類
似
す
る
も
の
の
︑
そ
の
場
合
は
原
典

に
な
い
内
容
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
景
物
と
人
事
と
の
間
に
共
通
性
を
創
作

す
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
方
法
の
場
合
︑
原
典
で
は
人
事
の
内
容
そ
の
も
の

を
含
ま
な
い
地
名
な
ど
の
語
は
︑
翻
訳
に
お
い
て
人
事
の
内
容
と
直
接
関
連
す

る
よ
う
に
︑
主
に
言
葉
遊
び
と
い
う
形
で
訳
出
さ
れ
る
方
法
で
結
び
付
け
ら
れ

る
︒
⑵
の
項
目
に
す
で
に
見
た
﹃
古
今
集
﹄
の
﹁
白
河
の
し
ら
ず
と
も
い
は
じ

そ
こ
き
よ
み
流
れ
て
世
世
に
す
ま
む
と
思
へ
ば
﹂
と
い
う
歌
の
英
訳
を
一
例
見

て
お
き
た
い
︒

　I shall never say,

“She is 

①

as alien to m
e

①

as 

②

U
nknow

n R
iver, ”

for in all faith I intend

to live w
ith you through the years.  

(M
cC

ullough)

私
は
言
う
ま
い
／
﹁
彼
女
は
②シ

ラ
ナ
イ
ガ
ワ 

①の
よ
う
に
／
私
に
と
っ
て
知
ら
な

い
人
だ
﹂
と
︒
／
信
用
し
て
／
君
と
一
緒
に
何
年
も
住
み
続
け
て
い
た
い
か
ら
︒

　
傍
線
部
①
は
直
喩
を
創
作
す
る
﹁as

﹂
と
い
う
語
で
あ
り
︑
傍
線
部
②
の

﹁U
nknow

n R
iver

﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
白
河
﹂
と
﹁
し
ら
ず
﹂
と
い
う
同
音
反

復
を
復
元
す
る
た
め
に
︑
地
名
の
原
典
に
お
け
る
意
味
と
異
な
る
意
味
を
持
た
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せ
た
造
語
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
翻
訳
方
法
は
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
翻
訳
に

お
い
て
も
見
出
せ
る
︒
こ
の
方
法
の
問
題
点
は
︑
原
典
に
お
い
て
意
味
の
あ
る

枕
詞
で
は
な
か
っ
た
も
の
を
︑
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
た
め
︑
創

作
度
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
︒

⑾ 

景
物
へ
の
呼
び
か
け

　
こ
の
方
法
に
お
い
て
は
︑
景
物
の
文
脈
の
方
に
見
ら
れ
る
景
物
に
呼
び
か
け

る
と
い
う
形
で
︑
人
事
の
文
脈
と
の
関
連
が
復
元
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
方
法
は

擬
人
法
を
基
に
し
て
い
る
が
︑
原
典
に
お
い
て
掛
詞
を
通
し
て
出
て
く
る
景
物

は
︑
翻
訳
に
お
い
て
︑
詠
わ
れ
て
い
る
心
情
が
訴
え
ら
れ
る
詠
歌
主
体
の
相
手

と
な
る
︒

　
　
和
歌
所
歌
合
に
︑
忍
恋
を
よ
め
る 
摂
政
太
政
大
臣

な
に
は
人
い
か
な
る
え
に
か
く
ち
は
て
む
あ
ふ
こ
と
な
み
に
身
を
つ
く
し

つ
つ 

（﹃
新
古
今
集
﹄
恋
一
・
一
〇
七
七
）

　
こ
の
歌
で
は
﹁
え
に
﹂
に
﹁
な
に
は
﹂
の
縁
語
で
あ
る
﹁
江
に
﹂
と
︑

﹁
縁え
に

﹂
と
が
掛
か
っ
て
お
り
︑﹁
な
み
﹂
に
﹁
無
し
﹂
の
﹁
な
﹂
が
含
ま
れ
て
お

り
︑﹁
身
を
つ
く
し
﹂
に
﹁
身
を
尽
く
し
﹂
と
﹁
澪
標
﹂
と
が
掛
か
っ
て
い
る
︒

次
の
翻
訳
に
お
い
て
は
︑
句
読
点
が
な
い
た
め
︑
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
が
あ

る
も
の
の
︑
詠
歌
主
体
が
﹁
な
に
は
人
﹂
と
﹁
澪
標
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
呼
び
か
け

る
と
い
う
形
で
訳
出
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒

　N
aniw

a seafolk

in w
hat bay m

ust I w
aste and

　die   w
hat connection

to m
y past keeps us apart

channel m
arkers in the w

aves  
(R

odd)

難
波
の
漁
師
た
ち
よ
／
ど
の
浦
に
私
は
衰
え
て
／
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
︒
ど
の
よ
う
な
過
去
の
因
縁
が
／
私
た
ち
を
隔
て
て
い
る
の
か
︒
／
波
の
中

の
澪
標
よ
︒

　
傍
線
を
付
し
た
一
行
目
は
難
波
の
漁
師
（
原
典
の
﹁
な
に
は
人
﹂）
に
呼
び
か

け
て
︑
詠
歌
主
体
は
︑
ど
の
浦
で
命
を
果
た
す
の
か
と
い
う
質
問
を
出
し
︑
五

行
目
に
澪
標
に
呼
び
か
け
て
︑
な
ぜ
恋
人
と
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
訴
え
る
形
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒

二
︱
三
　
一
首
の
和
歌
の
複
数
の
翻
訳

　
以
上
︑
二
重
文
脈
歌
の
外
国
語
訳
に
見
ら
れ
る
十
一
の
方
法
を
概
観
し
た
が
︑

い
う
ま
で
も
な
く
︑
翻
訳
の
方
法
は
和
歌
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
多
い
︒
そ

れ
ぞ
れ
の
二
重
文
脈
歌
の
中
で
︑
ど
の
よ
う
に
二
重
の
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
い
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る
の
か
︑
ま
た
景
物
と
人
事
の
文
脈
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
は
多
種
多
様

で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
次
に
一
首
の
和
歌
の
複
数
の
翻
訳
を
見
比
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
異
な
る
翻
訳
者
が
同
じ
歌
の
修
辞
法
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
加
え
て

訳
出
し
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
︒
事
例
は
四
種
の
英
訳
が
あ
る
﹃
古
今
集
﹄

か
ら
選
び
︑
一
首
は
景
物
と
人
事
と
の
共
通
性
が
極
め
て
見
出
し
が
た
い

六
六
五
番
歌
と
︑
共
通
性
が
強
い
と
い
え
る
八
二
二
番
歌
と
す
る
︒

﹃
古
今
集
﹄
六
六
五
番
歌
の
翻
訳

み
つ
し
ほ
の
流
れ
ひ
る
ま
を
あ
ひ
が
た
み
み
る
め
の
浦
に
よ
る
を
こ
そ
ま

て 
（
恋
三
・
清
原
深
養
父
）

　
こ
の
歌
に
︑﹁
ひ
る
ま
﹂
に
（
流
れ
）﹁
干
る
間
﹂
と
﹁
昼
間
﹂
と
が
︑﹁
み

る
め
﹂
に
﹁
海
松
布
﹂
と
﹁
見
る
目
﹂
と
が
︑﹁
よ
る
﹂
に
﹁
寄
る
﹂
と
﹁
夜
﹂

と
が
掛
か
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
あ
ひ
が
た
み
﹂
に
﹁
し
ほ
（
潮
）﹂
と
﹁
海
松

布
﹂
と
﹁
浦
﹂
の
縁
語
と
し
て
﹁
潟
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ

に
よ
っ
て
︑
海
岸
の
風
景
と
︑
恋
人
と
人
目
を
忍
ん
で
し
か
会
え
な
い
男
性
の

心
情
と
い
う
ふ
た
つ
の
文
脈
が
展
開
す
る
︒
し
か
し
︑
両
方
の
文
脈
の
間
に
︑

音
声
以
外
の
共
通
性
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
は
見
出
せ
な
い
︒
海
松
布
が
浦
に
流

れ
寄
る
こ
と
と
詠
歌
主
体
が
恋
人
の
家
に
行
く
こ
と
と
が
対
応
す
る
と
見
て
よ

い
も
の
の
︑
潮
が
﹁
干
る
﹂
時
間
と
﹁
昼
間
﹂
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
︒
干
潮
の
時
間
帯
は
い
つ
も
昼
間
で
は
な
い
も
の
の
︑
こ
こ
で
は
︑
干

潟
が
水
に
覆
わ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
干
潟
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
海
底
が
顕

わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
︑
昼
間
は
明
る
く
︑
二
人
の
関
係
が
知
ら
れ
や
す
い

と
い
う
よ
う
な
関
連
が
想
像
で
き
よ
う
︒

　
外
国
語
訳
で
は
以
下
の
よ
う
な
対
処
法
が
見
ら
れ
る
︒

In the broad day-tim
e w

hen the tide 

E
bbs w

e can ’t m
eet; so in the night

W
hen w

eeds are dashed on the sea-side,

Let us both m
eet out of m

en ’s sight.  
(W

akam
eda)

明
る
い
昼
間
に
︑
潮
が
引
い
て
い
る
と
き
／
私
た
ち
は
会
え
な
い
︒
だ
か
ら
夜
︑

／
海
藻
が
海
岸
に
打
ち
つ
け
ら
れ
る
と
き
／
二
人
が
人
々
に
見
ら
れ
ず
に
会
え

る
よ
う
に
し
て
お
く
れ
︒

A
las, w

e can not m
eet by day,

and I but w
ait for night to com

e.  
(H

onda K
.)

あ
あ
︑
私
た
ち
は
昼
間
に
会
え
な
い
／
そ
う
し
て
私
は
夜
が
来
る
の
を
待
っ
て

い
る
の
み
だ
︒

　
　w

axing tides w
ane  but

w
e can never m

eet in bright

　
　daylight  I aw

ait
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the night w
hen floodtides carry

seaw
eeds to M

irum
e B

ay  
(R

odd and H
enkenius)

満
ち
て
い
た
潮
が
引
く
が
／
私
た
ち
は
明
る
い
日
中
の
光
の
中
で
は
絶
対
に
会

え
な
い
︒
／
私
は
待
っ
て
い
る
︑
／
夜
︑
満
ち
潮
が
／
海
藻
を
み
る
め
の
浦
に

運
ん
で
い
く
の
を
︒

　
　T

here seem
s little chance

of m
eeting before day ebbs

　like a w
aning tide:

I w
ait for night to approach

as seaw
eed com

es near the shore.  
(M

cC
ullough)

︹
あ
な
た
に
︺
会
う
可
能
性
が
低
い
よ
う
だ
／
潮
が
引
く
よ
う
に
／
日
が
暮
れ

る
前
に
は
︒
／
私
は
︑
夜
が
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
／
海
藻
が
海
岸
の
近
く
に

来
る
よ
う
に
︒

　
ワ
カ
メ
ダ
氏
は
︑
傍
線
部
の
よ
う
に
︑﹁w

hen

﹂
と
い
う
関
係
代
名
詞
を
二

回
用
い
て
︑
干
潮
の
と
き
と
恋
人
と
会
え
な
い
昼
間
と
︑
海
藻
が
海
岸
に
流
れ

る
と
き
と
恋
人
と
会
え
る
夜
と
同
じ
時
間
に
起
き
る
こ
と
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
︒
つ
ま
り
︑
以
上
示
し
た
十
一
の
方
法
の
中
か
ら
⑶
﹁
時
間
的
に
・
空
間
的

に
景
物
と
人
事
を
結
び
つ
け
る
﹂
と
い
う
方
法
を
と
る
︒
し
か
し
︑
前
述
し
た

よ
う
に
︑
干
潮
が
昼
間
で
満
潮
は
夜
と
い
う
こ
と
は
事
実
に
反
し
て
い
る
︒
ま

た
︑
二
つ
の
文
脈
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い

こ
と
が
問
題
で
あ
る
︒

　
ホ
ン
ダ
氏
は
人
事
の
文
脈
を
訳
出
す
る
の
み
で
（
⑵
の
方
法
）︑
海
岸
の
風

景
が
伝
わ
ら
な
い
た
め
に
大
き
な
欠
落
が
生
じ
る
︒

　
ロ
ッ
ド
と
ヘ
ン
ケ
ニ
ウ
ス
両
氏
の
翻
訳
で
は
︑
上
句
は
二
つ
の
文
脈
が
順
番

に
訳
出
さ
れ
て
お
り
（
⑹
の
方
法
）︑
下
句
は
ワ
カ
メ
ダ
訳
と
同
じ
く
︑
時
間
的

に
景
物
と
人
事
を
結
び
付
け
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
（
⑶
の
方
法
）︒
こ
の
翻
訳
に

お
い
て
も
︑
景
物
と
人
事
と
の
関
わ
り
が
明
確
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
︒
上
句
は
﹁B

ut

﹂
と
い
う
接
続
詞
で
つ
な
げ
ら
れ
て
逆
説
に
な
っ
て
お
り
︑

下
句
の
翻
訳
に
見
ら
れ
る
﹁floodtides carry seaw

eeds

﹂
と
い
う
表
現
か
ら
も
︑

詠
歌
主
体
が
恋
人
を
訪
れ
る
と
い
う
人
事
の
文
脈
が
読
み
取
れ
ず
︑
そ
れ
を
暗

示
す
る
要
素
も
見
ら
れ
な
い
︒
ち
な
み
に
︑﹁
み
る
め
の
浦
﹂
と
い
う
表
現
は

﹁M
irum

e B
ay

﹂
と
し
て
訳
出
さ
れ
︑
地
名
（
歌
枕
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
が
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
に
壱
岐
島
の
歌
枕
の
中
に
﹁
海
松
和
布
浦
　
班
〘
マ
マ
〙島

　
或

歌
枕
肥
前
国
立
之
︑
顕
昭
歌
枕
当
国
入
之
﹂
と
あ
り
︑﹁
顕
昭
歌
枕
﹂（
散
逸
）
の
記

述
を
根
拠
に
し
て
︑
壱
岐
国
の
歌
枕
と
し
て
﹁
み
る
め
の
浦
﹂
が
見
ら
れ
︑
こ

の
歌
も
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
固
有
名
詞
と
し
て
と
ら

え
る
説
は
日
本
で
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
︒

　
ま
た
︑
マ
ッ
カ
ラ
氏
の
翻
訳
で
は
︑
上
句
と
下
句
が
そ
れ
ぞ
れ
﹁like

﹂
と

﹁as

﹂
と
い
う
言
葉
で
景
物
と
人
事
を
つ
な
げ
︑
二
つ
の
直
喩
と
し
て
訳
出
さ

れ
て
い
る
︒
前
者
は
直
喩
の
創
作
（
⑷
の
方
法
）
で
︑
日
が
暮
れ
る
こ
と
を
引
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く
潮
に
た
と
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
原
典
と
大
き

く
異
な
る
内
容
と
な
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
︒
な
お
︑
後
者
は
詠
歌
主
体
が
恋

人
を
訪
れ
る
こ
と
を
︑
海
松
布
が
海
岸
に
寄
る
こ
と
に
た
と
え
て
い
る
︒
つ
ま

り
︑
結
び
付
け
や
す
い
後
半
の
掛
詞
を
直
喩
と
し
て
訳
出
し
（
⑴
の
方
法
）︑

結
び
付
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
前
半
の
そ
れ
を
直
喩
の
創
作
に
よ
っ
て
結
び

付
け
る
対
処
の
仕
方
で
あ
る
︒

﹃
古
今
集
﹄
八
二
二
番
歌
の
翻
訳

　
次
に
︑
八
二
二
番
の
小
町
の
歌
を
見
て
い
き
た
い
︒

あ
き
か
ぜ
に
あ
ふ
た
の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ
わ
が
身
む
な
し
く
な
り
ぬ
と

思
へ
ば

　
こ
の
歌
の
四
種
の
英
訳
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

Poor are the rice plants that m
eet autum

n ’s gust:

B
efore they are ripe they ’ll return to dust.

’T
is sorrow

ful that he is tired of m
e,

A
nd now

 I fear m
y love w

ill em
pty be.  

(W
akam

eda)

秋
の
突
風
に
あ
う
稲
が
可
哀
そ
う
だ
︒
／
熟
す
前
に
ほ
こ
り
と
な
る
︒
／
彼
が

私
に
飽
き
た
こ
と
が
悲
し
く
て
︑
／
そ
し
て
今
私
の
恋
が
み
の
ら
な
い
こ
と
を

恐
れ
て
い
る
︒

Sad is the autum
n grain

blow
n by the w

inds, no kernel being left.  
(H

onda K
.)

秋
の
穀
物
は
悲
し
い
も
の
だ
︒
／
風
に
吹
か
れ
て
︑
実
が
残
さ
れ
て
い
な
い
︒

　lonely ears of grain

lie scattered on the field by

　chilly autum
n w

inds

rem
inding m

e that I too

w
ill rem

ain unharvested  
(R

odd and H
enkenius)

寂
し
い
穀
物
の
穂
が
／
畑
に
散
ら
さ
れ
て
い
る
／
寒
い
秋
風
に
よ
っ
て
／
思
い

出
さ
せ
る
︒
私
も
／
収
穫
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
そ
う
だ
と
︒

　B
ecause I trusted

som
eone w

ho grew
 tired of m

e,

　m
y life, alas, m

ust be

as em
pty as a rice ear

blasted by harsh autum
n w

inds.  
(M

cC
ullough)

信
頼
し
て
い
た
か
ら
／
私
に
飽
き
た
人
を
︑
／
私
の
人
生
は
︑
あ
あ
︑
／
稲
の

穂
の
よ
う
に
む
な
し
い
は
ず
だ
／
荒
い
秋
風
に
吹
き
散
ら
さ
れ
て
︒
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ワ
カ
メ
ダ
氏
は
一
～
二
行
目
に
景
物
の
文
脈
を
︑
三
～
四
行
目
に
人
事
の
文

脈
を
訳
出
し
︑
ふ
た
つ
を
分
け
て
（
順
番
に
）
翻
訳
し
て
い
る
（
⑹
の
方
法
）
た

め
︑
両
方
の
文
脈
が
復
元
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
掛
詞
の
技
法
は
失
わ
れ
て

い
る
︒

　
ホ
ン
ダ
氏
は
景
物
の
文
脈
を
訳
出
す
る
の
み
（
⑺
の
方
法
）
で
あ
る
が
︑
波

線
を
付
し
た
部
分
に
人
事
の
文
脈
を
読
み
取
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
︒
一
行
目
の
﹁sad
﹂
は
擬
人
法
で
あ
る
と
見
ら
れ
︑
二
行
目
の

﹁no kernel being left

﹂
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
︑
詠
歌
主
体
の
女
性
が
相
手
の

男
性
に
忘
れ
ら
れ
た
た
め
︑
子
供
が
生
ま
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
い
う
こ
と
を

含
意
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
本
歌
に
こ
の
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
︒

　
ロ
ッ
ド
と
ヘ
ン
ケ
ニ
ウ
ス
両
氏
の
翻
訳
で
は
︑
両
方
の
文
脈
が
順
番
に
訳
出

さ
れ
（
⑹
の
方
法
）︑﹁rem

inding m
e

﹂
と
﹁I too

﹂
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
ふ

た
つ
の
文
脈
が
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
対
比
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
波
線
を

付
し
た
﹁chilly

﹂
と
い
う
語
が
相
手
の
男
性
の
冷
た
い
態
度
を
暗
示
し
︑

﹁unharvested

﹂
と
い
う
言
葉
の
選
択
は
﹁
穀
物
の
穂
﹂（
原
典
に
あ
る
田
の
実
）

の
縁
語
と
な
る
︒
最
初
の
﹁lonely

﹂
も
︑
詠
歌
主
体
の
境
遇
と
も
関
連
さ
せ

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
︑
効
果
的
な
翻
訳
方
法
が
複
数
と
ら
れ
て
い
る
︒

　
マ
ッ
カ
ラ
訳
で
は
︑
直
喩
の
創
作
に
よ
っ
て
両
文
脈
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い

る
（
⑷
の
方
法
）︒
ま
た
︑
ロ
ッ
ド
と
ヘ
ン
ケ
ニ
ウ
ス
両
氏
の
翻
訳
と
似
た
よ

う
に
︑
マ
ッ
カ
ラ
氏
は
秋
風
に
関
し
て
﹁harsh

﹂（
荒
い
）
と
い
う
語
を
用
い

て
︑
詠
歌
主
体
に
飽
き
た
男
性
の
態
度
を
暗
示
す
る
と
思
わ
れ
る
︒

三
　
外
国
語
訳
の
問
題
点
と
翻
訳
方
法
の
改
善
へ
の
試
み

　
前
節
に
お
い
て
は
︑
二
重
文
脈
歌
の
外
国
語
訳
を
見
て
き
た
が
︑
言
葉
の
選

択
や
擬
人
法
と
い
う
効
果
的
な
対
処
法
も
散
見
さ
れ
る
も
の
の
︑
最
も
多
く
と

ら
れ
て
い
る
方
法
は
直
喩
と
し
て
の
訳
出
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
か
と
思
う
︒
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
原
典
と
外
国
語
訳
と
の
間
で
︑

掛
詞
の
本
質
と
の
ず
れ
と
︑
場
合
に
よ
っ
て
内
容
的
な
ず
れ
も
見
ら
れ
る
︒
左

に
︑
さ
き
ほ
ど
分
析
し
た
﹃
古
今
集
﹄
六
六
五
番
歌
と
八
二
二
番
歌
の
構
造
を

示
す
が
︑
掛
詞
と
縁
語
群
に
よ
っ
て
︑
景
物
と
人
事
の
文
脈
が
並
行
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
う
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑
直
喩
と
し
て
の
訳
出
と
直
喩
の
創
作
の
場
合
は
︑
こ
の
特

図
１
（『
古
今
集
』
六
六
五
）

︹
景
物
︺
満
つ
潮
の
流
れ
干
る
間
　
　
　
　
　
　
　
　
海
松
布
の
　
浦
に
　
寄
る
を
こ
そ
待
て

︹
人
事
︺
　
　
　
　
　
　
昼
　
間
　
を
会
ひ
が
た
み
　
見
る
目
の
　
　
　
　
夜
　
を
こ
そ
待
て

図
２
（『
古
今
集
』
八
二
二
）

︹
景
物
︺　 
秋
風
に
あ
ふ
田
の
実
こ
そ
　
　
　
　
　
　
　
空
し
く
な
り
ぬ
と
思
へ
ば

︹
人
事
︺　 

飽
き
に
あ
ふ
頼
み
　
こ
そ
悲
し
け
れ
我
が
身
虚
し
く
な
り
ぬ
と
思
へ
ば
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徴
が
伝
わ
ら
な
い
︒
直
喩
と
い
う
技
法
は
そ
も
そ
も
︑
人
事
心
情
を
景
物
な
ど

に
た
と
え
る
も
の
で
︑
景
物
は
人
事
を
表
す
た
め
の
道
具
と
な
り
︑
人
事
に
従

属
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
︑
掛
詞
の
本
質
と
大
き
く
異
な
る
︒
図
３
に
︑﹃
古

今
集
﹄
の
六
六
五
番
歌
の
マ
ッ
カ
ラ
訳
の
構
造
を
示
す
が
︑
景
物
の
文
脈
が
人

事
の
文
脈
と
同
等
に
な
っ
て
お
ら
ず
︑
人
事
の
文
脈
の
方
が
全
面
に
出
て
い
る

と
い
え
る
︒

　
ま
た
︑
和
歌
の
技
法
の
中
で
も
序
詞
と
い
う
修
辞
法
が
あ
り
︑
そ
の
一
種
が

比
喩
式
で
あ
り
︑
助
詞
﹁
の
﹂（﹁
～
の
よ
う
に
﹂）
で
心
情
部
と
つ
な
げ
ら
れ
て

い
る
場
合
は
直
喩
で
あ
る
︒
ま
た
︑
直
喩
は
他
に
も
和
歌
の
技
法
と
し
て
見
ら

れ
る
た
め
︑
外
国
語
訳
で
は
掛
詞
も
直
喩
と
し
て
訳
出
さ
れ
る
と
︑
古
典
和
歌

の
豊
富
な
技
法
体
系
の
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
︒
さ
ら
に
︑
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
翻
訳
と
し
て
も
最
も
多
く

と
ら
れ
て
い
る
方
法
は
直
喩
と
し
て
の
訳
出
と
直
喩
の
創
作
（
お
よ
び
二
重
文

脈
歌
の
場
合
も
二
番
目
に
多
い
景
物
の
省
略
︑
序
詞
の
場
合
は
序
詞
の
省
略
）
で

あ
っ
た
た
め
︑
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
︒
そ
の
他
︑
直
喩
を
使
用
す
る

と
い
う
こ
と
が
︑
長
い
西
洋
詩
に
お
い
て
は
他
の
修
辞
法
と
併
用
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
︑
そ
の
例
が
多
い
の
に
対
し
て
︑
和
歌
と
い
う
短
い
作
品
に
お
い

て
︑
掛
詞
と
縁
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
︑
ふ
た
つ
の
文
脈
を
持
つ
和
歌

の
内
容
を
︑
ひ
と
つ
︑
ま
た
は
ふ
た
つ
の
直
喩
に
ま
と
め
る
と
︑
簡
素
な
印
象

を
与
え
て
し
ま
う
と
考
え
る
︒

　
そ
こ
で
︑
掛
詞
と
縁
語
群
か
ら
形
成
す
る
二
重
文
脈
歌
の
特
徴
を
最
も
正
確

に
伝
え
る
方
法
は
︑
景
物
の
文
脈
を
中
心
に
翻
訳
し
つ
つ
︑
人
事
の
文
脈
も
暗

示
す
る
寓
喩
的
な
翻
訳
で
あ
る
と
考
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
方
法
は
︑
先
行
す
る

外
国
語
訳
に
も
部
分
的
に
見
ら
れ
た
が
︑
直
喩
な
ど
の
︑
原
典
の
特
質
と
異
な

る
方
法
と
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
寓
喩
は
西
洋
詩
に
お
い
て
も
︑

ひ
と
つ
の
詩
全
体
に
渡
っ
て
見
ら
れ
る
技
法
で
あ
り
︑
西
洋
の
読
者
に
と
っ
て

も
理
解
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
古
今
集
﹄
以
降
の
掛
詞
も
︑﹃
万
葉

集
﹄
の
譬
喩
歌
か
ら
発
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
第
一
章
に
紹
介
し
た

萩
野
了
子
氏
の
論
考（

22
）

の
と
お
り
で
あ
る
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
こ
の
よ
う
な
歌
に

用
い
ら
れ
て
い
る
寓
喩
的
な
技
法
は
掛
詞
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
歌
に
擬
人
法
が
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
︑

﹃
古
今
集
﹄
時
代
以
降
の
掛
詞
と
縁
語
と
も
近
い
関
係
に
あ
る
た
め
︑
掛
詞
と

二
重
文
脈
歌
の
翻
訳
に
お
い
て
も
︑
場
合
に
よ
っ
て
擬
人
法
を
取
り
合
わ
せ
て

も
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

図
３
（『
古
今
集
』
六
六
五
）

︹
人
事
︺

T
here seem

s little chance of m
eeting before day ebbs

I w
ait for night to approach

︹
景
物
︺

(like a w
aning tide:)

(as seaw
eed com

es near the shore.)
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以
下
︑﹃
古
今
集
﹄
六
六
五
番
歌
と
八
二
二
番
歌
と
︑﹁
み
を
つ
く
し
﹂
と
い

う
表
現
の
訳
出
が
困
難
で
あ
っ
た
﹃
百
人
一
首
﹄
八
八
番
歌
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語

訳
を
試
み
︑
景
物
と
人
事
の
文
脈
と
が
︑
文
化
と
言
語
の
違
い
に
よ
っ
て
つ
な

げ
に
く
い
二
重
文
脈
歌
の
翻
訳
方
法
の
提
案
を
し
て
み
た
い
︒
い
う
ま
で
も
な

く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
よ
っ
て
も
対
処
法
が
多
少
異
な
り
︑
言
語
に
よ
っ
て

も
異
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
方
向
性
と
し
て
参
考
に
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
︒

三
︱
一
　﹃
古
今
集
﹄
六
六
五
番
歌
の
試
訳

A
pálykor, nappal

m
ederben m

indent látni:

nem
 jutni hozzád.

E
stét várja az alga,

m
ikor öblödbe úszhat.

干
潮
の
と
き
︑︹
ま
た
︺
昼
間
は
／
干
潟
に
何
も
か
も
見
え
る
︹
の
で
︺
／
あ

な
た
の
所
に
行
け
な
い
︒
／
海
藻
（
海
松
布
）
は
夜
を
待
っ
て
い
て
／
そ
の
と

き
あ
な
た
の
浦
に
浮
く
（
寄
る
）
こ
と
が
で
き
る
︒

　
逐
語
訳
か
ら
も
わ
か
る
か
と
思
う
が
︑
景
物
の
文
脈
の
方
を
中
心
に
訳
出
し

て
︑
原
典
の
内
容
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
つ
つ
︑
言
葉
の
選
択
に
よ
っ

て
人
事
の
文
脈
の
内
容
を
暗
示
さ
せ
る
︑
寓
喩
的
な
形
で
訳
し
て
み
た
︒
一
方
︑

人
事
の
文
脈
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
︑
擬
人
法
も
取
り
合
わ
せ
た
︒
擬
人
法

は
寓
喩
と
同
じ
く
︑
西
洋
詩
に
も
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
西
洋
の
読
者

に
も
通
じ
や
す
い
︒
も
っ
と
も
寓
喩
に
お
い
て
は
︑
景
物
な
ど
︑
顕
在
化
し
て

い
る
部
分
が
直
喩
と
似
た
よ
う
に
人
事
心
情
を
表
す
手
段
と
な
る
︒
し
か
し
︑

景
物
の
顕
在
化
と
人
事
の
潜
在
化
に
よ
っ
て
景
物
が
強
調
さ
れ
︑
両
方
の
文
脈

が
同
等
で
あ
る
こ
と
が
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
い
う
ま
で
も

な
く
︑
注
な
ど
に
お
け
る
掛
詞
の
説
明
も
必
要
で
あ
る
︒
左
の
歌
の
翻
訳
の
構

造
（
図
４
）
を
見
る
と
︑
顕
在
す
る
景
物
の
文
脈
に
︑
潜
在
す
る
人
事
の
文
脈

が
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
と
思
う
︒
な
お
︑
図
４
～
５
に
お
い

て
︑（
　
）
内
に
潜
在
す
る
人
事
の
内
容
を
示
し
た
︒

図
４
（『
古
今
集
』
六
六
五
）

︹
景
物
︺
干
潮
の
と
き
︑
昼
間
は
干
潟
に
何
も
か
も
見
え
る

A
pálykor, nappal, m

ederben m
indent látni:

夜
を
待
っ
て
い
る 
海
松
布
が 

そ
の
と
き
あ
な
た
の
浦
に
浮
く
こ
と
が
で
き
る

E
stét várja az alga, m

ikor öblödbe úszhat.

︹
人
事
︺
（
昼
間
は
世
間
の
目
が
私
た
ち
の
関
係
に
気
づ
い
て
し
ま
う
）
あ
な
た
の
所
に
行
け
な
い

nem
 jutni hozzád.

夜
を
待
っ
て
い
る

E
stét várja

（
私
が
）

あ
な
た
の
所
に

öblödbe

（
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
）
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三
︱
二
　﹃
古
今
集
﹄
八
二
二
番
歌
の
試
訳

　
次
に
︑
八
二
二
番
歌
の
試
訳
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

Tű
nő  ő szi szél

föld term
ését szétfújja:

m
ily nagy fájdalom

,

ha rágondolok, éltem

ily üres, gyám
oltalan!

去
り
ゆ
く
秋
風
が
／
田
の
実
を
吹
き
散
ら
す
︒
／
悲
し
い
こ
と
だ
／
私
の
人
生

は
／
同
じ
く
む
な
し
く
︑
頼
り
な
い
こ
と
だ
と
思
え
ば
︒

　
こ
こ
で
は
︑
波
線
の
﹁
去
り
ゆ
く
﹂
と
い
う
意
味
の
言
葉
に
よ
っ
て
︑
先
行

翻
訳
の
一
部
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑
詠
歌
主
体
に
飽
き
た
男
性
の
態
度
を
暗

示
し
た
︒
ま
た
︑
こ
の
歌
の
翻
訳
で
も
直
喩
は
用
い
な
か
っ
た
が
︑
傍
線
を
付

し
た
﹁
同
じ
く
﹂
と
い
う
意
味
の
語
を
使
用
し
て
景
物
と
詠
歌
主
体
の
境
遇
と

の
類
似
性
を
表
し
た
︒
そ
の
他
︑
五
行
目
の
最
後
に
︑﹁
た
の
み
﹂
の
人
事
の

方
で
あ
る
﹁
頼
み
﹂
を
訳
出
し
て
補
っ
た
︒

 

三
︱
三
　﹃
百
人
一
首
﹄
八
八
番
歌
の
試
訳

　
皇
嘉
門
院
別
当
の
歌
は
﹁
か
り
ね
（
刈
根
／
仮
寝
）﹂
と
﹁
ひ
と
よ
（
一
節
／

一
夜
）﹂
と
﹁
み
を
つ
く
し
（
澪
標
／
身
を
尽
く
し
）﹂
と
い
う
掛
詞
と
縁
語
群

に
よ
っ
て
︑
性
質
が
異
な
る
事
柄
の
二
重
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
お
り
︑
先
行
翻

訳
に
充
実
し
た
例
が
見
出
せ
な
い
︒
稿
者
は
右
に
述
べ
た
方
法
を
適
用
し
て
︑

以
下
の
よ
う
に
対
処
し
て
み
た
︒

N
aniva-öböl,

levágott nádak szára:

①

egy ízetlen éj,

②

vízi útjelző ként várjak,

s folyvást ennyit szeressek?

難
波
江
︑
／
刈
っ
た
葦
の
茎
（
根
）︑
／
①一

つ
の
節
間
も
な
い
／
味
気
な
い
夜
に
︑

／
②澪

標
と
し
て
待
っ
て
い
て
︑
／
︹
と
き
／
海
水
が
︺
流
れ
て
／
ず
っ
と
こ
れ

ぐ
ら
い
愛
す
る
こ
と
で
終
わ
る
べ
き
か
︒

　
こ
こ
で
は
言
葉
の
選
択
に
よ
っ
て
縁
語
群
を
復
元
す
る
こ
と
で
︑
二
重
の
文

脈
を
訳
出
し
て
み
た
︒
傍
線
部
①
の
﹁
味
気
な
い
﹂
と
い
う
表
現
は
﹁
つ
ま
ら

な
い
﹂︑﹁
充
実
し
て
い
な
い
﹂
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
り
︑
一
夜
だ
け
男
性
と



34

関
係
を
持
つ
虚
し
さ
と
い
う
詠
歌
主
体
の
心
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑

同
じ
表
現
は
﹁
節
間
の
な
い
﹂
と
い
う
意
味
も
あ
り
︑
短
く
刈
ら
れ
た
葦
の
性

質
を
指
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
三
行
目
（
原
典
で
は
三
句
目
）
以
降
は
人
事
の
文

脈
が
顕
在
化
し
て
い
る
が
︑
波
線
を
付
し
た
︑
同
じ
く
多
義
語
で
あ
る

﹁folyvást

﹂（
流
れ
て
／
ず
っ
と
）
と
い
う
語
を
縁
語
と
し
て
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
景
物
の
文
脈
も
出
て
い
る
︒﹁
み
を
つ
く
し
﹂
の
翻
訳
と
し
て
は
︑
先
行
の

翻
訳
に
も
見
ら
れ
る
景
物
・
人
事
一
体
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
み
た
が
︑
澪
標

と
し
て
待
つ
と
い
う
表
現
（
傍
線
部
②
）
に
よ
っ
て
︑
澪
標
が
近
く
を
通
る
船

を
待
っ
て
い
る
こ
と
に
︑
旅
中
の
男
を
待
っ
て
い
る
難
波
の
遊
女
が
投
影
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
こ
と
で
︑
原
典
の
内
容
に
よ
り
忠
実
な
翻
訳
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
図
５
に
︑
こ
の
翻
訳
の
構
成
を
示
し
た
︒

四
　
結
　
び

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
二
重
文
脈
歌
に
対
し
て
西
洋
の
翻
訳
者
は
︑
さ
ま

ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
︑
西
洋
詩
に
見
ら
れ
な
い
概
念
で
あ
り
︑
日
本
語
の
構
造

と
文
字
体
系
を
欠
か
せ
な
い
条
件
と
し
て
い
る
掛
詞
の
翻
訳
に
努
力
し
た
︒
そ

の
中
で
︑
注
目
に
値
す
る
翻
訳
方
法
も
散
見
さ
れ
る
と
は
い
え
︑
多
く
の
場
合
︑

直
喩
と
い
う
︑
掛
詞
や
縁
語
と
は
性
質
を
異
に
す
る
修
辞
法
で
補
っ
て
い
た
︒

こ
の
背
景
に
︑
西
洋
詩
と
和
歌
の
自
然
観
の
相
違
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
よ
う

す
る
に
︑
和
歌
に
お
い
て
自
然
は
人
間
と
同
等
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
お
り
︑

人
間
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
て
︑
西
洋
で
は
人
間
が
上
位
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
た
め
︑
西
洋
詩
に
お
い
て
も
︑
自
然
描
写
な
ど
の
景
物
は
お
お
む

ね
人
事
的
な
内
容
を
表
す
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い（

23
）

︒
掛
詞
・
縁
語
を
と
お
し

て
景
物
と
人
事
と
い
う
︑
ふ
た
つ
の
同
等
で
あ
る
内
容
を
表
す
日
本
の
古
典
和

歌
の
こ
の
特
徴
を
︑
欧
文
訳
に
お
い
て
も
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
︑
こ
の
よ
う
な

図
５
（『
百
人
一
首
』
八
八
）

︹
景
物
︺
難
波
江
　
　
　
刈
っ
た
　葦
の
茎
（
根
）

N
aniva-öböl, levágott nádak szára: 

節
間
が
な
い

ízetlen

澪
標

vízi útjelző

流
れ
て

folyvást

︹
人
事
︺

一
つ
の
味
気
な
い
夜

egy ízetlen éj, 

澪
標
と
し
て

vízi útjelző ként

待
っ
て

várjak, 

そ
し
て
ず
っ
と
こ
れ
ぐ
ら
い
だ
け
愛
す
る
べ
き
か

s folyvást ennyit szeressek?

（
つ
ま
ら
な
い
）

（
変
わ
ら
ず
︑
同
じ
場
所
に
立
っ
て
近
く
を
通
る
船
を
待
つ
）
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古
典
和
歌
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
や
思
想
を
伝
達
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
︒

　
ま
た
︑
古
典
和
歌
の
豊
富
な
表
現
力
と
高
度
な
文
芸
性
を
伝
え
る
こ
と
も
大

切
で
あ
る
︒
本
稿
に
お
い
て
提
案
し
︑
実
践
し
た
翻
訳
方
法
の
改
善
の
試
み
が
︑

二
重
文
脈
歌
の
両
方
の
文
脈
が
同
等
で
あ
る
こ
と
と
︑
日
本
の
古
典
和
歌
の
高

度
で
変
化
に
富
ん
で
い
る
表
現
力
の
伝
達
に
つ
な
が
る
と
幸
い
で
あ
る
︒

注（
1
）  

こ
れ
は
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
翻
訳
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
序

詞
と
心
情
部
と
の
関
連
︑
お
よ
び
そ
の
外
国
語
訳
で
の
反
映
の
方
法
を
検
討
し
た
も
の

に
拙
稿
﹁
同
音
反
復
式
の
序
詞
に
関
す
る
位
置
考
察
︱
︱
﹃
古
今
集
﹄
と
﹃
新
古
今
集
﹄

と
﹃
百
人
一
首
﹄
歌
を
例
に
﹂（﹃
人
文
﹄
十
六
号
︑
二
七
六
﹇
六
七
﹈
～
二
四
一

﹇
一
〇
二
﹈
頁
）
が
あ
る
︒
二
重
文
脈
歌
の
翻
訳
方
法
と
共
通
す
る
対
処
法
も
あ
る
た
め
︑

合
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
︒

（
2
）  

鈴
木
日
出
男
﹁
古
今
集
の
比
喩
﹂
増
田
繁
夫
他
編
﹃
古
今
和
歌
集
研
究
集
成
﹄（
風
間

書
房
︑
二
〇
〇
四
）
三
一
一
～
三
四
〇
頁
︒

（
3
）  

時
枝
誠
記
﹁
掛
詞
に
よ
る
美
的
表
現
﹂﹃
国
語
学
原
論
﹄
下
（
岩
波
書
店
︑
一
九
四
一
）︒

（
4
）  

神
尾
暢
子
﹁
掛
詞
と
周
辺
︱
︱
古
今
集
掛
詞
考
序
説
﹂﹃
西
山
学
報
﹄
二
十
一
号

（
一
九
七
一
年
十
二
月
）︑
九
～
四
七
頁
︒

（
5
）  

柿
本
奨
﹁
掛
詞
の
か
た
ち
︱
︱
後
撰
集
を
中
心
に
﹂﹃
國
語
國
文
﹄
三
十
八
巻
十
号

（
一
九
六
九
年
十
月
）
七
五
～
八
五
頁
︒

（
6
）  

和
歌
の
本
文
と
歌
番
号
は
日
本
文
学W

eb

図
書
館
所
収
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
︒

（
7
）  

小
松
英
雄
﹃
み
そ
ひ
と
文
字
の
抒
情
詩
﹄（
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
四
）
な
ど
︒

（
8
）  

小
田
勝
﹁
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
体
系
︱
︱
通
言
語
的
な
観
点
か
ら
﹂﹃
國
學
院
大
學

紀
要
﹄
五
十
五
号
（
二
〇
一
七
年
一
月
）︑
二
七
～
五
六
頁
︒

（
9
）  

鈴
木
日
出
男
﹁
掛
詞
の
成
立
﹂﹃
古
代
和
歌
史
論
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
〇
） 

第
三
篇
﹁﹃
古
今
集
﹄
の
時
代
﹂
第
三
章
︑
四
七
五
～
四
九
二
頁
︒

（
10
）  

萩
野
了
子
﹁
掛
詞
の
表
現
構
造
﹂﹃
東
京
大
学
国
文
学
論
集
﹄
八
号
（
二
〇
一
三
年
三

月
）︑
一
七
～
三
二
頁
︒

（
11
）  

吉
野
樹
紀
﹁
掛
詞
の
基
層
﹂﹃
国
際
文
化
研
究
紀
要
﹄（
横
浜
市
立
大
学
）
四
号

（
一
九
九
八
年
十
月
）︑
二
一
～
四
三
頁
︒

（
12
）  

直
江
美
和
﹁
後
撰
和
歌
集
の
掛
詞
﹂﹃
国
文
﹄（
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）

八
十
四
号
（
一
九
九
六
年
一
月
）︑
一
～
一
一
頁
︒

（
13
）  

渡
部
泰
明
﹁
西
行
の
鈴
鹿
山
の
歌
と
「
こ
と
ば
の
よ
せ
」﹂﹃
論
集
中
世
の
文
学
韻
文

篇
﹄（
明
治
書
院
︑
一
九
九
四
）︑
一
五
七
～
一
八
二
頁
︒

（
14
）  

﹃
掛
詞
の
比
較
文
学
的
考
察
﹄（
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑
二
〇
〇
一
）︒

（
15
）  

B
asil H

all C
ham

berlain, “O
n the U

se of Pillow
 W

ords and Plays upon W
ords,” 

Japanese Poetry Transactions of the A
siatic Society of Japan, vol.5, part 1 (January 1877), 

pp. 79–88.

　
引
用
部
分
の
原
文
：In this case, the first part of the poetical phrase has 

no logical end, and the latter part no logical beginning.

（
16
）  

注
（
14
）
前
掲
書
第
一
章
﹁
掛
詞
の
外
国
語
訳
﹂︒

（
17
）  

M
ayer Ingrid H

elga: 

博
士
論
文
﹁﹃
百
人
一
首
﹄
の
英
独
語
版
を
通
し
て
見
る
和
歌

の
翻
訳
﹂（
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
言
語
文
学
専
攻
︑
二
〇
一
六
）︒

（
18
）  

小
林
氏
の
注
（
14
）
前
掲
書
第
二
章
﹁
泰
西
の
語
呂
合
せ
﹂︒

（
19
）  

外
国
語
訳
の
日
本
語
逐
語
訳
は
稿
者
に
よ
る
︒

（
20
）  

﹁
こ
の
歌
は
︑
あ
る
人
︑
む
か
し
を
と
こ
あ
り
け
る
を
う
な
の
︑
を
と
こ
と
は
ず
な
り

に
け
れ
ば
な
に
は
な
る
み
つ
の
て
ら
に
ま
か
り
て
あ
ま
に
な
り
て
︑
よ
み
て
を
と
こ
に

つ
か
は
せ
り
け
る
と
な
む
い
へ
る
﹂

（
21
）  

注
（
14
）
前
掲
書
︒

（
22
）  

注
（
10
）
前
掲
論
文
︒

（
23
）  

こ
の
相
違
に
つ
い
て
の
論
考
に
拙
稿
﹁
和
歌
の
自
然
観
と
西
洋
詩
に
お
け
る
自
然
描
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写
の
修
辞
︱
︱
植
物
描
写
に
注
目
し
て
﹂（
常
田
槙
子
・
唐
仁
原
エ
リ
ッ
ク
編
﹃
日
本
文

学
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︱
︱
重
な
り
合
う
言
説
・
イ
メ
ー
ジ
・
声
﹄
日
本
文
学
・
文
化
国

際
研
究
会
︑
二
〇
一
八
年
三
月
︑
四
〇
～
六
七
頁
）
が
あ
る
︒

参
照
し
た
外
国
語
訳
（
※
︹
　
︺
内
に
本
文
に
お
け
る
略
称
を
︑︿
　
﹀
内
に
表
１
に
お
け
る

略
称
を
示
し
た
︒）

﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
英
訳

T. W
akam

eda, trans. Early Japanese Poets: C
om

plete Translation of the K
okinshiu. Introduction 

by I. K
obayashi. Tokyo: T

he Yuhodo, 1929.
︹W

akam
eda

︺︿W
ak

﹀

H
. H

. H
ond, trans. T

he K
okin W

aka-shu: T
he 10th-C

entury A
nthology Edited by Im

perial 

Edict. T
he H

okuseido Press, T
he E

irinsha Press, 1970.
︹H

onda K
.

︺︿H
onda

﹀

L
aurel R

asplica R
odd and M

ary C
atherine H

enkenius, trans. K
okinsh ū. A

 C
ollection of 

P
oem

s A
ncient and M

odern
. P

rin
ceton

 U
n

iversity P
ress, 1

9
8

4
.

︹R
od

d
 an

d 

H
enkenius

︺︿R
odd

﹀

H
elen C

raig M
cC

ullough, trans. and annot. K
okin W

akash ū: T
he First Im

perial A
nthology of 

Japanese Poetry: W
ith Tosa N

ikki and Shinsen W
aka. Stanford U

niversity Press, 1985.

︹M
cC

ullough

︺︿M
cC

﹀

ま
た
︑
小
野
小
町
の
歌
は
以
上
の
他
︑
次
の
翻
訳
書
に
も
参
照
し
た
︒

Jane H
irshfield and M

ariko A
ratani, trans. T

he Ink D
ark M

oon: Love Poem
s by O

no no 

K
om

achi and Izum
i Shikibu, W

om
en of the A

ncient C
ourt of Japan. N

ew
 York: V

intage 

B
ooks 1986

︹
ナ
シ
︺︿H

.-I.

﹀

﹃
大
和
物
語
﹄
の
英
訳

M
ildred M

. Tahara, trans. Tales of Yam
ato: A

 Tenth-C
entury Poem

-Tale. Forew
ord by D

onald 

K
eene. U

niversity Press of H
aw

aii, 1980.

︹
ナ
シ
︺︿Tahara

﹀

﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
﹄
の
英
訳

Sonja A
rntzen, trans. T

he K
ager ō D

iary: A
 W

om
an’s A

uthobiographical Text from
 Tenth-

C
entury Japan. C

enter for Japanese Studies, T
he U

niversity of M
ichigan, A

nn A
rbor, 

1997.

︹A
rntzen

︺︿A
rntzen

﹀

﹃
新
古
今
集
﹄
の
英
訳

H
. H

. H
onda, trans. T

he Shinkokinshu: T
he 13th C

entury A
nthology E

dited by Im
perial 

Edict. T
he H

okuseido Press, T
he E

irinsha Press, 1970.

︹
ナ
シ
︺︿H

onda

﹀

Laurel R
asplica R

odd, trans. and intro. Shinkokinsh ū: N
ew

 C
ollection of Poem

s A
ncient and 

M
odern. Leiden, B

rill, 2015.

︹R
odd

︺︿R
odd

﹀

﹃
百
人
一
首
﹄
の
代
表
的
な
英
訳

Frederick V
ictor D

ickins, trans. H
yak N

in Is’shiu, or Stanzas by a C
entury of Poets, being 

Japanese Lyrical O
des. Translated into E

nglish, w
ith explanatory notes, the text in 

Japanese and R
om

an characters, and a full index. London: Sm
ith, E

lder &
 C

o, 1866. 

R
eprinted in C

ollected W
orks of Frederick V

ictor D
ickins, edited by Peter F. K

ornicki, 

volum
e 2. G

anesha Publishing, 1999.

︹
ナ
シ
︺︿D

ickins1866

﹀

Frederick V
ictor D

ickins. A
 Translation of the Japanese A

nthology know
n as H

yakunin Isshiu, 

or a H
undred Poem

s by a H
undred Poets. In Journal of the Royal A

siatic Society of G
reat 

B
ritain and Ireland, 1909 , pp. 357–91

︹
ナ
シ
︺︿D

ickins1909

﹀

W
illiam

 N
. Porter. A

 H
undred Verses from

 O
ld Japan: B

eing a Translation of the H
yaku-nin-

Isshiu. London: T
he C

larendox Press, 1909. R
eprinted by C

harles E
. Tuttle C

om
pany, 

R
utland; V

erm
ont; Tokyo, Japan, 1993.

︹Porter

︺︿Porter

﹀

H
. H

. H
onda, trans. O

ne H
undred Poem

s from
 O

ne H
undred Poets: B

eing a Translation of the 

O
gura H

yaku-nin-Isshiu. T
he H

okuseido Press, 1956

︹
ナ
シ
︺︿H

onda

﹀

K
enneth R

exroth, trans. O
ne H

undred Poem
s from

 the Japanese. N
ew

 D
irections, 1955; 

1964.

︹
ナ
シ
︺︿R

exroth

﹀
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宮
田
明
夫
﹃
英
訳
小
倉
百
人
一
首
﹄
大
阪
教
育
図
書
︑
一
九
八
一
年
︒︹
ナ
シ
︺︿M

iyata

﹀

Tom
 G

alt, trans. T
he Little Treasury of O

ne H
undred People, O

ne Poem
 E

ach. Princeton 

U
niversity Press, Princeton, N

ew
 Jersey, 1982.

︹
ナ
シ
︺︿G

alt

﹀

Steven D
. C

arter, trans. and intr. Traditional Japanese Poetry. A
n A

nthology. Stanford 

U
niversity Press, Stanford, C

alifornia, 1991.

︹C
arter

︺︿C
arter

﹀

Joshua S. M
ostow

, Pictures of the H
eart: T

he H
yakunin Isshu in W

ord and Im
age. H

onolulu: 

U
niversity of H

aw
ai’i Press, 1996.

︹
ナ
シ
︺︿M

ostow

﹀

Peter M
cM

illan, trans. O
ne H

undred Poets, O
ne Poem

 Each : A
 Translation of the O

gura 

H
yakunin Isshu. Forew

ord by D
onald K

eene, C
olum

bia U
niversity Press, 2008

（
マ
ッ

ク
ミ
ラ
ン
・
ピ
ー
タ
ー
﹃
英
詩
訳
・
百
人
一
首
︱
︱
香
り
立
つ
や
ま
と
ご
こ
ろ
﹄
佐
々

田
雅
子
訳
︑
集
英
社
︑
二
〇
〇
九
年
所
収
の
本
文
に
よ
る
）︹
ナ
シ
︺︿M

cM
2008

﹀

﹃
百
人
一
首
﹄
の
独
訳

P. E
hm

ann: D
ie Lieder der hundert D

ichter. 

佐
々
木
稔
編
注
（
東
洋
大
学
出
版
︑
一
九
八
七
︒

初
版
は
一
八
九
八
年
）︒︹E

hm
ann

︺︿E
hm

ann

﹀

Yoshiko N
am

bara: D
ie H

undert G
edichte – H

yakunin Isshu – Eine Sam
m

lung japanischer 

G
edichte zusam

m
engestellt um

 1235 von Fujiw
ara no Sada-ie. Siebenberg-V

erlag, 

Frankenau, 1958.  2. A
uflage, 1963.

︹
ナ
シ
︺︿N

am
bara

﹀

Jürgen B
erndt: A

ls w
är's des M

ondes letztes Licht am
 frühen M

orgen: H
undert G

edichte von 

hundert D
ichtern aus Japan. Frankfurt am

 M
ain: Insel, 1986.

︹
ナ
シ
︺︿B

erndt

﹀
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表1　二重文脈歌の翻訳方法

ふたつの文脈の訳出方法 用例 用例数

⑴ 直喩としての訳出

古375-Honda; 同-Rodd; 古665-McC; 古958-Rodd; 同-McC; 百9-Levy; 

同-Takei; 同-Kirkup; 同-McM2008; 同-V.-A.; 同-McM2017; 同-Berndt; 

百88-Dickins1865; 同-McCauley; 同-Noguchi; 同-Dickins1909; 同-Porter; 

同-Yasuda; 同-Rexroth; 同-Levy; 同-Miyata; 同-Takei; 同-Kirkup; 

同-M.-W.; 大和218-Tahara; かげろふ44-Arntzen; 新古843-Honda; 

新古1009-Honda; 新古1066-Honda; 新古1085-Honda; 新古1131-Rodd; 

新古1163-Honda; 新古1344-Rodd; 新古1435-Honda; 新古1066-Rodd; 

新古1078-Rodd; 新古1085-Rodd; 新古1641-Rodd

38

⑵ 人事の文脈のみの訳出

古370-Honda; 古470-Honda; 古515-Wak; 同-Honda; 古623-Honda; 

古665-Honda; 古666-Honda; 古755-Honda; 古958-Honda; 古973-Wak; 

同-Honda; 同-McC; 百9-Ehmann; 同-Nambara; 百88-Dickins1865; 

同-McCauley; 同-Dickins1909; 同-Rexroth; 同-Honda; 同-Levy; 同-Galt; 

同-Takei; 同-Kirkup; 同-Idei; 同-I.-R.; 同-M.-W.; 同-Watson; 

同-McM2017; 同-Ehmann; 同-Nambara; 同-Berndt; 大和243-Tahara; 

同319-Tahara; 新古807-Honda; 新古1077-Honda; 新古1131-Honda; 

新古1344-Honda

37

⑶  時間的に・空間的に景物と人事を結
びつける

古113-Wak; 同-Honda; 同-H.A.; 古370-Wak; 古665-Wak; 古973-Rodd; 

同-McC; 百9-McCauley; 同-Noguchi; 同-Yasuda; 同 -Galt; 同-Carter; 

同-Mostow; 同-M.W.; 同-McM2008; 同-V.A.; 百88-Honda; 同-Miyata; 

同-Galt; かげろふ5-Arntzen; 同36-Arntzen

24

⑷ 直喩の創作　
古370-McC; 古375-Rodd; 古755-Rodd; 同-McC; 古822-McC; 

古958-Honda; 百9-Rexroth; 百88-Yasuda; 同-I.-R.; 同-McM2008; 

同-V.A. （2例）; 同-McM2017; 同-Ehmann; 同-Nambara; 同-Berndt
17

⑸ 景物・人事一体　
古623-H.-A.; 古769-McC; 百9-Porter; 百88-Porter; 同-Miyata; 同-Carter; 

かげろふ39-Arntzen; 新古1009-Rodd; 新古1163-Honda （2例）; 

同-Rodd （2例）; 新古1433-Honda; 新古1641-Honda
14

⑹ 両方の文脈を順番に訳出する
古822-Wak; 同-Rodd; 百9-Dickins1909; 同-I.-R.; かげろふ43-Arntzen; 

かげろふ77-Arntzen; 新古843-Rodd; 新古1078-Rodd; 新古1434-Rodd
9

⑺ 景物の文脈のみの訳出
古769-Honda; 古790-Wak; 同-Honda; 古822-Honda; 百88-Idei; 

同-Watson; かげろふ36-Arntzen
7

⑻ 類似する音の語（二語以上）の使用 古973-Wak; 同-Honda; 百9-Porter; 同-Miyata 4

⑼ 寓　喩 古623-McC; 同-H.A.; 新古1433-Rodd; かげろふ36-Arntzen 4

⑽ 言葉遊びの創作 古666-McC; 大和218-Tahara 2

⑾ 景物への呼びかけ 新古1077-Rodd 1
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は
じ
め
に

　
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（E

enest F. Fenollosa, 

一
八
五
三
︱
一
九
〇
八
）

と
岡
倉
天
心
（
覚
三
︑ 

一
八
六
三
︱
一
九
一
三
）
に
よ
る
法
隆
寺
・
夢
殿
の
開
帳

は
︑
日
本
の
近
代
美
術
の
幕
開
け
を
告
げ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る（
1
）

︒
一
八
八
四
年
に
秘
仏
を
開
帳
し
た
時
の
感
激
を
︑
岡
倉
天
心
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
︒

　
寺
僧
の
い
わ
く
︑
こ
れ
を
開
か
ば
必
ず
落
雷
す
べ
し
︒
明
治
初
年
︑
神

仏
混
交
の
論
喧
し
か
り
し
時
︑
一
度
こ
れ
を
開
き
し
が
︑
た
ち
ま
ち
に
し

て
一
天
墨
を
流
し
雷
鳴
あ
り
︒
衆
大
い
に
怖
れ
︑
こ
と
半
ば
に
し
て
停
む

︹
︙
︙
︺
雷
の
事
は
わ
れ
ら
こ
れ
を
引
受
く
べ
き
を
約
し
︑
堂
扉
を
開
か

ん
と
す
︒
僧
等
怖
れ
て
皆
去
る
︒
開
け
ば
す
な
わ
ち
千
年
前
の
臭
気
芬
々

鼻
を
衝
き
︹
︙
︙
︺
七
尺
有
余
の
仏
像
︑
手
に
珠
を
載
せ
截
然
と
し
て
立

て
る
を
見
る
︒
一
生
の
最
快
事
な
り
と
い
う
べ
し（

2
）

︒

　
数
百
年
に
わ
た
り
︑
夢
殿
に
奥
深
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
救
世
観
音
像
は
︑
こ

う
し
て
岡
倉
が
﹁
一
生
の
最
快
事
な
り
﹂
と
記
す
出
来
事
に
よ
っ
て
日
の
目
を

見
る
︒
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
令
で
荒
廃
し
︑
海
外
へ

の
流
出
が
続
く
近
代
の
日
本
美
術
の
復
興
を
告
げ
る
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
︒

岡
倉
は
︑
そ
の
後
も
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
手
を
携
え
て
全
国
の
社
寺
仏
閣
を
訪
れ
て

岡
倉
天
心
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
反
響
す
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観

︱
︱
イ
ン
ド
美
術
史
論
争
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
と
社
会
進
化
論
の
克
服
を
通
し
て

外
川
昌
彦
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宝
物
リ
ス
ト
を
作
成
し
︑
そ
れ
は
今
日
の
文
化
財
保
護
法
の
原
型
と
な
る
︑

一
八
九
七
年
の
古
社
寺
保
存
法
の
制
定
に
結
実
す
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
岡
倉
が
近
代
日
本
の
仏
教
美
術
復
興
の
﹁
最
快
事
﹂
と
し
て
記

し
た
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
︑
同
行
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
後
に
次
の
よ
う
に

振
り
返
っ
て
い
る
︒

　
こ
の
最
も
美
し
く
等
身
大
よ
り
少
し
大
き
な
立
像
は
︑
一
八
八
四
年
の

夏
に
私
と
私
の
日
本
の
同
僚
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
︒︹
︙
︙
︺
法
隆
寺
の

僧
に
よ
れ
ば
︑
厨
子
に
納
め
て
あ
る
像
は
推
古
朝
の
頃
の
朝
鮮
仏
師
の
作

と
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑
二
〇
〇
年
以
上
︑
一
度
も
開
帳
さ
れ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
と
い
う
︒︹
︙
︙
︺
私
た
ち
を
最
も
惹
き
つ
け
た
の
は
︑
美

学
的
に
見
た
こ
の
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
で
あ
っ
た
︒
こ
の
像
は
正
面
か
ら

見
る
と
そ
れ
ほ
ど
の
気
品
を
感
じ
な
い
が
︑
し
か
し
横
顔
か
ら
見
た
時
の

美
し
さ
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
高
み
に
達
し
た
作
品
に
思
わ
れ
た
の

で
あ
る（

3
）

︒

　
近
代
の
日
本
美
術
の
復
興
を
告
げ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
︑
フ
ェ
ノ

ロ
サ
は
︑
そ
の
比
類
の
な
い
秘
仏
の
美
し
さ
を
称
賛
し
な
が
ら
︑
し
か
し
そ
こ

に
︑
古
典
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
芸
術
の
高
み
を
見
た
と
回
想
す
る
︒

　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
哲
学
を
修
め
︑
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
来
日
し
た
ア
ー

ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
も
と
も
と
担
当
は
政
治
学
と
理
財
学
（
経
済
学
）

で
︑
当
時
の
欧
米
の
最
先
端
の
学
問
と
し
て
︑
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の

社
会
進
化
論
や
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
講
義
し
た（

4
）

︒
社
会
進
化
論
が
西
洋
文
明
を
モ

デ
ル
に
人
類
社
会
の
発
展
段
階
を
描
い
た
よ
う
に
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
古
典
ギ

リ
シ
ア
文
化
に
世
界
の
学
芸
の
理
想
の
モ
デ
ル
を
求
め
る
が
︑
そ
れ
は
後
述
の

イ
ン
ド
建
築
史
の
大
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
（Jam

es Fergusson, 

一
八
〇
八
︱
一
八
八
六
）
を
は
じ
め
と
し
た
︑
当
時
の
欧
米
の
美
術
史
研
究
に

は
広
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
夢
殿
の
開
帳
に
よ
り
︑
は

か
ら
ず
も
西
洋
の
古
典
美
術
に
比
肩
す
る
日
本
美
術
の
価
値
を
﹁
発
見
﹂
し
た

と
も
言
え
る
だ
ろ
う（

5
）

︒

　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
薫
陶
を
受
け
た
岡
倉
も
︑
東
京
美
術
学
校
で
の
﹁
日
本
美
術

史
﹂（
一
八
九
〇
年
）
の
講
義
で
は
︑﹁
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
は
西
洋
人
の
誇
称
す

る
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
︑
こ
れ
に
対
す
る
わ
が
奈
良
朝
美
術
を
も
っ
て
せ
ば
︑
一

歩
も
譲
る
こ
と
な
き
を
信
ず
﹂
と
述
べ
て
︑
西
洋
美
術
と
の
対
比
か
ら
日
本
美

術
の
価
値
を
称
揚
し
た（

6
）

︒

　
し
か
し
︑
後
に
検
証
す
る
よ
う
に
︑
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
滞
在
か
ら
帰
国

し
た
岡
倉
天
心
は
︑
そ
れ
ま
で
の
西
洋
美
術
を
モ
デ
ル
と
す
る
美
術
史
観
を

﹁
西
洋
人
の
偏
見
﹂
と
し
て
否
定
し
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
固
有
の
展
開
を
論
じ
る

な
ど
︑
イ
ン
ド
や
日
本
美
術
の
独
自
の
歴
史
や
審
美
観
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
︒
そ
の
認
識
の
転
換
は
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
︒

　
本
稿
は
︑
近
代
日
本
を
代
表
す
る
美
術
史
家
・
岡
倉
天
心
の
ア
ジ
ア
美
術
史
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に
関
す
る
認
識
の
転
換
を
︑
岡
倉
の
イ
ン
ド
滞
在
中
の
ベ
ン
ガ
ル
知
識
人
と
の

思
想
的
交
流
の
経
緯
を
通
し
て
検
証
す
る
︒
岡
倉
に
と
っ
て
イ
ン
ド
美
術
史
の

探
求
は
︑
当
時
の
社
会
進
化
論
に
基
づ
く
芸
術
の
発
展
モ
デ
ル
を
克
服
し
︑
ア

ジ
ア
諸
美
術
の
﹁
自
然
な
成
長
﹂
や
相
互
の
交
渉
を
捉
え
る
視
点
を
与
え
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
イ
ン
ド
の
美
術
や
歴
史
に
関
わ
る
新
た
な
認
識
を
深

め
て
ゆ
く
経
緯
を
︑
日
本
と
イ
ン
ド
に
残
さ
れ
た
当
時
の
資
料
を
対
比
し
て
検

証
す
る
︒

　
本
稿
の
構
成
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
次
の
一
章
は
︑
岡
倉
天
心
の
ア
ジ

ア
美
術
史
観
に
お
け
る
﹁
転
向
﹂
の
問
題
を
跡
づ
け
︑
本
稿
の
課
題
を
明
ら
か

に
す
る
︒
二
章
は
︑
岡
倉
の
生
涯
を
取
り
上
げ
る
既
存
の
伝
記
的
研
究
を
整
理

し
︑
本
稿
の
課
題
に
位
置
づ
け
る
︒
三
章
は
︑
岡
倉
の
ア
ジ
ア
美
術
史
観
の
変

遷
を
︑
社
会
進
化
論
や
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
影
響
を
通
し
て
検
証
し
︑
イ
ン
ド
訪

問
後
の
そ
の
視
点
の
変
化
を
跡
づ
け
る
︒
四
章
は
︑
岡
倉
と
イ
ン
ド
近
代
の
宗

教
改
革
運
動
家
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
相
互
の
交
渉
を
検
証
し
︑
両
者

の
著
作
に
見
ら
れ
る
共
鳴
関
係
を
跡
づ
け
る
︒
五
章
は
︑
イ
ン
ド
美
術
に
関
心

を
深
め
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
よ
る
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源

説
（
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
）
へ
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
検
証
す
る
︒
六
章
は
︑

そ
の
相
互
の
思
想
的
な
影
響
関
係
を
︑
仏
教
の
伝
播
や
社
会
変
革
の
思
想
と
し

て
の
仏
教
な
ど
の
論
点
を
通
し
て
検
証
す
る
︒
七
章
は
︑
イ
ン
ド
美
術
の
独
自

の
発
展
を
捉
え
よ
う
と
す
る
両
者
の
問
題
関
心
の
共
有
を
検
証
し
︑
そ
の
影
響

関
係
の
広
が
り
を
跡
づ
け
て
︑
ま
と
め
と
す
る
︒

一
　
岡
倉
天
心
の
﹁
転
向
﹂

　
法
隆
寺
の
建
築
様
式
が
︑
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
建
築
と
の
類
似
性
を
持
つ
と
い

う
議
論
は
︑
境
内
を
囲
む
回
廊
の
柱
の
ふ
く
ら
み
が
ア
テ
ネ
の
パ
ル
テ
ノ
ン
神

殿
の
影
響
で
あ
る
と
論
じ
た
伊
東
忠
太
の
﹃
法
隆
寺
建
築
論
﹄（
一
八
九
三
年
）

に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
は
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着

駅
﹂
と
も
称
さ
れ
る
︑
東
西
文
化
交
流
の
象
徴
と
し
て
語
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
先
述
の
岡
倉
天
心
の
講
義
﹁
日
本
美
術
史
﹂
は
︑
日
本
で
は
初

の
体
系
的
な
美
術
史
論
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で
も
や
は
り
法
隆
寺
の
金

堂
壁
画
を
取
り
上
げ
て
︑
そ
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
︒﹁
天

智
時
代
は
唐
の
影
響
に
し
て
︑
唐
の
美
術
は
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
風
の
影
響
せ

る
も
の
な
る
べ
し
﹂
と
述
べ
る
と
︑
岡
倉
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
︒

　
天
智
時
代
の
美
術
は
︑
た
だ
に
推
古
美
術
の
漸
々
進
歩
し
た
る
の
み
に

あ
ら
ず
し
て
︑
子
細
に
こ
れ
を
研
究
す
れ
ば
︑
一
種
独
特
の
性
質
を
具
う

る
の
あ
り
さ
ま
あ
り
︒
法
隆
寺
金
堂
の
壁
画
と
こ
れ
に
囲
ま
れ
た
る
仏
像

と
は
︑
そ
の
式
そ
の
趣
き
全
く
別
種
の
も
の
に
し
て
︑
か
く
の
ご
と
き
に

い
た
る
は
別
に
必
ず
原
因
の
存
す
る
も
の
な
か
る
べ
か
ら
ず
︒︹
︙
︙
︺

こ
れ
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
風
の
輸
入
に
し
て
︑
す
な
わ
ち
こ
の
二
国
風
の

混
和
せ
る
も
の
を
い
う（

7
）

︒
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こ
こ
で
岡
倉
は
︑
法
隆
寺
の
金
堂
壁
画
を
﹁
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
風
の
輸

入
﹂
と
述
べ
︑
ア
レ
ク
サ
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
（
紀
元
前
三
三
四
年
）
を
切
っ

掛
け
に
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
イ
ン
ド
に
も
た
ら
さ
れ
︑
そ
れ
が
大
陸
を
経
由
し
て
︑

天
智
時
代
の
美
術
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
す
る（

8
）

︒
岡
倉
の
講
義
は
創
立
間
も
な

い
東
京
美
術
学
校
で
一
八
九
〇
年
に
行
わ
れ
た
が
︑
そ
れ
は
伊
東
忠
太
の
﹃
法

隆
寺
建
築
論
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
三
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
法
隆
寺
と
ギ
リ
シ
ア
建
築
を
め
ぐ
る
学
説
史
の
検
証
を
行
っ
た

井
上
章
一
の
﹃
法
隆
寺
の
精
神
史
﹄（
一
九
九
四
年
）
に
よ
れ
ば
︑
し
か
し
︑
こ

の
見
解
は
岡
倉
の
発
案
と
い
う
よ
り
︑
そ
の
師
で
あ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
示
唆
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
︑
そ
の
も
と
を
た
ど
る
と
︑
イ
ギ
リ
ス
人
建
築
史
家

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
所
説
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

9
）

︒

　
当
時
の
イ
ン
ド
美
術
史
界
で
は
︑
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
著
作

﹃
イ
ン
ド
お
よ
び
東
洋
の
建
築
史
﹄（H

istory of Indian and Eastern A
rchitecture, 

一
八
七
六
年
）
が
教
科
書
と
し
て
広
く
読
ま
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
な
か
で

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
を
切
っ
掛
け
と
し
た
ギ

リ
シ
ア
美
術
の
東
漸
が
︑
イ
ン
ド
の
石
造
建
築
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
な
ど
︑
イ

ン
ド
美
術
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒
そ
の
見
解
は
フ
ェ

ノ
ロ
サ
を
通
し
て
岡
倉
天
心
や
伊
東
忠
太
ら
の
︑
明
治
日
本
の
美
術
界
に
も
受

容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

10
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
後
︑
一
九
〇
二
年
に
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た
岡
倉
は
︑
そ
れ

ま
で
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
東
漸
説
を
否
定
し
︑
イ
ン
ド
美
術
の
独
自
の
発
展
過
程

を
構
想
す
る
よ
う
に
な
る
︒
イ
ン
ド
滞
在
中
に
脱
稿
し
︑
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ョ

ン
・
マ
レ
ー
社
に
送
ら
れ
た
﹃
東
洋
の
理
想
﹄（T

he Ideals of the East, 

一
九
〇
三

年
）
の
な
か
で
岡
倉
は
︑
断
定
的
な
口
調
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
︑
こ
の
初
期
の
仏
教
の
芸
術
は
︑
こ
れ
に
先
立
つ

叙
事
詩
時
代
の
そ
れ
か
ら
の
自
然
な
成
長
で
あ
っ
た
︒
と
言
う
の
も
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
者
た
ち
が
好
ん
で
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
突
然
の
誕

生
を
ギ
リ
シ
ア
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
し
て
︑
仏
教
以
前
の
イ
ン
ド
芸
術

の
存
在
を
否
定
す
る
の
は
根
拠
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る（

11
）

︒

　
こ
こ
で
岡
倉
は
︑
そ
れ
ま
で
の
立
場
を
一
転
さ
せ
︑
イ
ン
ド
の
芸
術
が
﹁
自

然
な
成
長
で
あ
っ
た
﹂
と
し
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
者
た
ち
﹂
の
見
解
を

﹁
根
拠
の
な
い
こ
と
﹂
と
否
定
す
る
︒
し
か
し
︑
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術

史
﹂
の
全
面
否
定
と
も
言
え
る
こ
の
自
説
の
転
換
に
つ
い
て
岡
倉
は
︑
そ
の
理

由
や
裏
付
け
と
な
る
資
料
は
示
し
て
お
ら
ず
︑
従
来
︑
そ
の
経
緯
は
︑
岡
倉
に

よ
る
思
想
的
な
﹁
転
向
﹂
と
も
理
解
さ
れ
て
き
た
︒

　
た
と
え
ば
︑
日
本
美
術
史
の
高
階
秀
爾
は
︑
東
京
美
術
学
校
で
の
﹁
日
本
美

術
史
﹂
と
イ
ン
ド
で
脱
稿
し
た
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
と
の
間
に
︑
ア
ジ
ア
美
術
史

に
関
わ
る
本
質
的
な
視
点
の
転
換
を
指
摘
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
天
心
は
︑
最
初
か
ら
﹁
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
の
不
条
理
な
る
こ
と
﹂
を
主
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張
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
東
京
美

術
学
校
で
日
本
美
術
史
を
講
じ
て
い
た
頃
の
天
心
は
︑
お
そ
ら
く
は
フ
ェ

ノ
ロ
サ
の
影
響
も
あ
っ
て
︑
断
然
﹁
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
﹂
の
立
場
に
あ
っ

た
︒︹
︙
︙
︺﹃
日
本
美
術
史
﹄
か
ら
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
い
た
る
天
心
の

こ
の
百
八
十
度
の
変
化
は
︑
い
や
し
く
も
美
術
史
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
︑

ほ
と
ん
ど
自
己
の
す
べ
て
を
賭
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
決
定
的
な
意

味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑
天
心
が
過
去
の
自
己
の
立
場
を
否
定
し
て
ま
で

敢
え
て
こ
の
よ
う
な
﹁
転
向
﹂
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
岡
倉
の

方
に
も
そ
れ
な
り
に
深
い
理
由
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い（

12
）

︒

　
高
階
は
︑
岡
倉
の
ア
ジ
ア
美
術
史
に
関
す
る
認
識
の
転
換
を
︑﹁
自
己
の
す

べ
て
を
賭
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
﹂
問
題
と
指
摘

す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
経
緯
や
理
由
に
つ
い
て
岡
倉
は
︑
具
体
的
な
根
拠
や
背

景
は
示
し
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
が
﹁
転
向
﹂
と
表
現
さ
れ
る
所
以
と
も
な
っ
て
い

る（
13
）

︒
　
同
様
に
︑
岡
倉
の
美
術
史
観
の
転
換
を
論
じ
た
井
上
章
一
は
︑﹁
二
〇
世
紀

に
は
い
っ
て
か
ら
︑
岡
倉
は
そ
れ
ま
で
の
思
想
や
美
術
史
観
を
︑
一
変
さ
せ
た
︒

法
隆
寺
解
釈
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す
ほ
ど
の
︑
重
大
な
変
容
を
と
げ
た
﹂
と
指
摘

す
る（

14
）

︒
し
か
し
︑
そ
の
経
緯
を
井
上
は
︑
イ
ン
ド
で
の
﹁
潜
在
的
な
潮
流
を
︑

岡
倉
は
す
く
い
あ
げ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
示
唆
す
る
に
と
ど
め
︑
や

は
り
そ
の
理
由
は
謎
と
す
る（

15
）

︒
近
年
の
研
究
で
も
︑
金
子
敏
也
は
︑﹁
彼
の
立

場
は
二
〇
年
の
歳
月
を
経
て
一
八
〇
度
転
換
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
こ

の
転
換
を
論
考
す
る
資
料
は
存
在
せ
ず
︑
具
体
的
な
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
が

難
し
﹂
い
た
め
︑
そ
れ
は
不
明
の
ま
ま
と
さ
れ
る（

16
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
岡
倉
の
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
と
一
九
〇
三
年
の

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
間
に
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
の
捉
え
方
に
決
定
的
な
変
化
が

認
め
ら
れ
る
が
︑
そ
の
経
緯
は
謎
と
さ
れ
︑
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま

で
十
分
に
は
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
か

ら
離
れ
て
ア
ジ
ア
美
術
の
独
自
の
発
展
を
評
価
す
る
と
い
う
観
点
は
︑
多
様
な

ア
ジ
ア
文
化
を
集
積
し
な
が
ら
︑
そ
の
歴
史
的
同
一
性
を
保
持
す
る
日
本
文
化

と
い
う
議
論
を
導
く
こ
と
と
な
る
︒
そ
れ
は
︑
後
の
ア
ジ
ア
主
義
の
論
拠
と
も

さ
れ
る
︑
ア
ジ
ア
諸
国
の
文
化
的
発
展
を
主
導
す
る
日
本
と
い
う
観
点
に
も
結

び
付
く
と
い
う
意
味
で
︑
単
な
る
学
説
の
修
正
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
含
意
を
持

つ
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
戦
前
の
日
本
浪
漫
派
を
代
表
す
る
評
論
家
で
︑
戦
後
は
公
職
追
放
も
受
け
た

保
田
與
重
郎
は
︑
緊
迫
す
る
時
世
を
背
景
と
し
た
一
九
三
七
年
の
論
考
で
︑
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
芸
術
の
世
界
の
最
高
が
印
度
支
邦
日
本
に
な
っ
た
と
し
た
の
は
︑
天
心

の
発
見
で
あ
っ
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
考
古
学
者
の
希
臘
に
お
け
る
発
生
説

に
対
し
天
心
は
印
度
に
お
け
る
発
生
を
実
証
し
た
︒
犍
陀
羅
を
分
析
し
大

唐
を
分
析
し
た
︒
こ
の
美
術
史
上
の
天
心
説
は
︑
ア
ジ
ア
は
一
つ
也
︑
の
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思
想
を
生
ん
だ
︒︹
︙
︙
︺
天
心
が
芸
術
上
で
賭
け
た
広
大
無
辺
の
賭
け
は
︑

又
国
民
を
あ
げ
て
賭
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た（

17
）

︒

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
滞
在
中
に
岡
倉
は
︑
現
地
の
多
様
な
知
識

人
と
の
交
流
を
通
し
て
︑
イ
ン
ド
美
術
史
に
関
す
る
認
識
を
深
め
て
ゆ
く
︒
そ

の
岡
倉
に
と
っ
て
イ
ン
ド
美
術
史
の
探
求
は
︑
当
時
の
進
化
論
的
な
芸
術
の
発

展
モ
デ
ル
を
克
服
し
︑
ア
ジ
ア
諸
美
術
の
﹁
自
然
な
成
長
﹂
や
そ
の
相
互
交
渉

を
捉
え
る
視
点
を
通
し
て
︑
日
本
美
術
の
独
自
の
展
開
を
構
想
す
る
も
の
で

あ
っ
た
︒

　
他
方
︑
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
知
識
人
の
間
で
は
︑
歴
史
家
ラ

ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
（R

aja R
ajendralal M

itra, 
一
八
二
四
︱
一
八
九
一
） 

を
は
じ
め
と
し
た
イ
ン
ド
美
術
史
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
︑
一
八
七
〇
年
代

に
は
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
イ
ン
ド
へ
の
東
漸
説
（
歴
史
的
な
系
譜
関
係
と
い
う
意
味

で
は
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
︑
ま
た
︑
イ
ン
ド
で
は
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
と

言
及
さ
れ
る
）
へ
の
疑
問
が
呈
さ
れ
︑
イ
ン
ド
文
化
の
内
発
的
で
固
有
の
発
展

過
程
を
展
望
す
る
議
論
が
提
起
さ
れ
て
い
た
︒

　
す
な
わ
ち
︑
西
洋
の
美
術
を
モ
デ
ル
と
し
て
イ
ン
ド
美
術
を
評
価
す
る
と
い

う
観
点
を
克
服
し
︑
イ
ン
ド
美
術
の
﹁
自
然
な
成
長
﹂
を
捉
え
る
視
点
を
模
索

す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
日
本
の
岡
倉
天
心
と
︑
当
時
の

イ
ン
ド
の
知
識
人
と
の
間
に
は
︑
類
似
し
た
問
題
関
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

イ
ン
ド
文
化
の
独
自
の
発
展
を
構
想
す
る
議
論
は
︑
当
時
の
イ
ン
ド
で
は
︑
圧

倒
的
な
影
響
力
を
持
つ
西
洋
文
明
を
相
対
化
し
︑
植
民
地
支
配
の
矛
盾
や
そ
の

脅
威
に
対
抗
す
る
自
立
し
た
民
族
文
化
を
捉
え
る
た
め
の
多
様
な
争
点
の
一
部

を
構
成
す
る
︒
イ
ン
ド
文
化
の
発
展
を
位
置
づ
け
る
イ
ン
ド
知
識
人
の
議
論
は
︑

そ
の
意
味
で
は
︑
日
本
美
術
の
固
有
の
発
展
を
構
想
す
る
岡
倉
と
︑
相
互
に
議

論
を
共
有
し
︑
そ
の
問
題
意
識
を
反
響
さ
せ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
本
稿
で
は
岡
倉
が
︑
当
時
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
ス

ペ
ン
サ
ー
に
由
来
す
る
社
会
進
化
論
の
影
響
を
受
け
た
単
系
的
な
発
展
モ
デ
ル

を
克
服
し
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
独
自
の
発
展
経
路
を
展
望
す
る
経
緯
を
︑
イ
ン
ド

で
の
経
験
に
焦
点
を
お
い
て
検
証
す
る
︒
イ
ン
ド
知
識
人
と
の
知
的
な
影
響
関

係
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
︑
岡
倉
が
イ
ン
ド
美
術
の
内
発
的
な
発
展
過
程
に
注

目
し
て
ゆ
く
経
緯
を
検
証
す
る
︒

　
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
れ
ば
︑
本
稿
で
は
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
内
発
的
発
展

と
い
う
新
た
な
視
点
を
岡
倉
が
獲
得
す
る
鍵
と
な
る
人
物
こ
そ
︑
近
代
イ
ン
ド

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
改
革
運
動
家
と
し
て
知
ら
れ
る
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
（Sw

am
i V

ivekananda, 

一
八
六
三
︱
一
九
〇
二
）
で
あ
る
と
考
え
て

い
る（

18
）

︒
具
体
的
に
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
の
争
点
と
な
っ
た
一
八
七
〇
年
代
の

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
と
の
論
争

に
触
発
さ
れ
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
一
八
九
七
年
以
降
に
︑
既
存
の

ギ
リ
シ
ア
起
源
説
に
基
づ
く
イ
ン
ド
美
術
史
観
を
捉
え
な
お
し
て
ゆ
く
こ
と
で
︑

一
九
〇
二
年
の
カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
岡
倉
と
の
邂か
い

逅こ
う

に
よ
っ
て
︑
そ
れ
が
互
い
に

反
響
す
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
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そ
こ
で
次
に
︑
岡
倉
の
生
涯
に
関
わ
る
既
存
の
伝
記
的
研
究
を
整
理
し
︑
本

稿
の
課
題
に
位
置
づ
け
る
︒

二
　
生
涯
の
活
動
を
評
価
す
る
二
つ
の
立
場

　
近
代
日
本
の
美
術
復
興
運
動
と
︑
戦
前
の
ア
ジ
ア
主
義
の
先
覚
者
と
い
う
対

照
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
岡
倉
天
心
の
多
面
的
な
発
言
は
今

も
様
々
な
形
で
参
照
さ
れ
︑
そ
の
今
日
的
な
意
味
が
問
わ
れ
て
い
る（

19
）

︒

　
岡
倉
の
生
涯
の
活
動
を
検
証
す
る
こ
れ
ま
で
の
伝
記
的
研
究
も
︑
そ
の
た
め
︑

そ
の
活
動
の
軌
跡
を
多
面
的
で
分
裂
し
た
も
の
と
捉
え
る
の
か
︑
一
貫
し
た
も

の
と
し
て
見
る
の
か
と
い
う
︑
二
つ
の
立
場
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
そ
れ
は
岡
倉
が
東
京
美
術
学
校
を
非
職
と
な
る
前
後
の

活
動
を
断
絶
し
た
も
の
と
捉
え
る
か
︑
あ
る
い
は
連
続
し
た
も
の
と
見
な
す
の

か
と
い
う
二
つ
の
立
場
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
︒

　
た
と
え
ば
︑
戦
前
に
反
軍
国
主
義
の
活
動
で
検
挙
さ
れ
た
経
歴
を
持
つ
美
術

史
家
・
宮
川
寅
雄
は
︑
大
東
亜
共
栄
圏
な
ど
の
政
治
的
言
説
に
流
用
さ
れ
た
岡

倉
の
思
想
を
批
判
的
に
検
証
し
た
一
九
五
六
年
の
著
作
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒

　
一
九
〇
〇
年
代
以
後
の
天
心
の
活
動
と
著
作
の
な
か
に
は
︑
一
九
三
〇

年
の
終
わ
り
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
侵
略
的
浪
漫
主
義
者
の
利
用
に

便
利
な
言
葉
は
︑
山
ほ
ど
も
書
か
れ
て
い
る
︒
一
九
〇
〇
年
代
は
︑
日
本

資
本
主
義
が
︑
帝
国
主
義
段
階
に
は
い
っ
た
時
期
で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
端

的
に
い
っ
て
︑
そ
れ
以
前
の
天
心
と
︑
こ
れ
以
後
の
天
心
を
︑
は
っ
き
り

区
別
す
る
内
容
を
こ
れ
ら
の
著
書
︹
英
文
の
三
著
作
︺
は
︑
み
ず
か
ら
明

ら
か
に
し
て
い
る（

20
）

︒

　
文
部
官
僚
と
し
て
美
術
行
政
に
手
腕
を
振
る
う
前
半
生
と
︑
英
文
三
著
作
に

よ
っ
て
日
本
文
化
を
世
界
に
宣
揚
す
る
後
半
生
と
が
︑
こ
こ
で
は
日
露
戦
争
を

挟
む
一
九
〇
〇
年
代
の
日
本
の
ア
ジ
ア
政
策
の
転
換
期
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解

さ
れ
︑
結
果
的
に
は
そ
れ
が
︑
日
本
の
侵
略
主
義
の
免
罪
符
に
用
い
ら
れ
た
と

指
摘
す
る（

21
）

︒
岡
倉
の
芸
術
思
想
を
検
証
す
る
中
谷
伸
生
が
︑﹁
以
後
の
研
究
者

た
ち
の
天
心
解
釈
も
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
こ
の
宮
川
寅
雄
の
見
解
を
一
歩
も

出
﹂
な
い
と
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
宮
川
の
指
摘
は
︑
日
本
の
帝
国
主
義
的
政
策

に
流
用
さ
れ
る
岡
倉
と
い
う
観
点
と
し
て
︑
今
日
も
有
効
だ
ろ
う（

22
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
宮
川
寅
雄
の
よ
う
に
︑
岡
倉
の
思
想
を
そ
の
前
期
と
後
期
で
分

裂
し
た
も
の
と
見
な
す
立
場
に
対
し
て
︑
そ
の
な
か
に
一
貫
し
た
思
想
を
見
出

す
見
解
も
様
々
に
示
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
歌
人
・
評
論
家
の
玉
城
徹
は
︑

宮
川
寅
雄
の
著
作
を
取
り
上
げ
︑﹁
天
心
が
反
動
化
し
︑
退
廃
し
た
時
期
（
宮

川
氏
は
そ
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
）
に
こ
そ
︑
天
心
の
ま
わ
り
の
運
動
が
︑

す
ぐ
れ
た
実
り
を
結
ん
だ
︒
こ
の
矛
盾
を
何
と
説
明
す
る
の
か
？
﹂
と
問
い
か
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け
て
い
る（

23
）

︒

　
こ
こ
で
玉
城
が
強
調
す
る
の
は
︑
岡
倉
の
生
涯
を
賭
し
た
使
命
と
し
て
の
日

本
美
術
の
復
興
で
あ
る
︒
横
山
大
観
や
菱
田
春
草
ら
の
活
躍
は
︑
む
し
ろ
そ
の

後
半
生
に
花
開
き
︑
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
岡
倉
の
生
涯
は
一

貫
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒

　
そ
の
後
︑
新
編
の
﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄（
平
凡
社
︑
一
九
七
九
︱
一
九
八
一
年
）

が
編
纂
さ
れ
︑
イ
ン
ド
で
の
経
緯
を
検
証
し
た
堀
岡
弥
寿
子
の
﹃
岡
倉
天
心

︱
︱
ア
ジ
ア
文
化
宣
揚
の
先
駆
者
﹄（
一
九
七
四
年
）
や
イ
ン
ド
知
識
人
と
の
交

流
を
跡
づ
け
た
稲
賀
繁
美
の
﹃
絵
画
の
臨
界
︱
︱
近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
桎

梏
と
命
運
﹄（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
の
新
た
な
研
究
が
公
に
さ
れ
︑
岡
倉
の
伝
記

的
研
究
に
は
様
々
な
進
展
が
見
ら
れ
た
が
︑
こ
の
二
つ
の
立
場
は
今
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

24
）

︒

　
た
と
え
ば
︑
ボ
ス
ト
ン
時
代
の
詳
細
な
検
証
に
基
づ
き
︑
岡
倉
の
生
涯
の
活

動
を
評
価
す
る
清
水
恵
美
子
は
︑
そ
の
活
動
に
﹁
矛
盾
﹂
を
見
出
す
立
場
と
し

て
大
久
保
喬
樹
の
研
究
を
あ
げ
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
一
貫
性
﹂
を
強
調
す
る

立
場
と
し
て
大
岡
信
の
研
究
を
あ
げ
て
い
る（

25
）

︒
そ
の
﹁
文
部
官
僚
時
代
と
ボ
ス

ト
ン
・
五
浦
時
代
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
鮮
明
に
描
い
た
﹂
も
の
と
し
て
参
照
さ

れ
る
大
久
保
喬
樹
の
伝
記
的
研
究
﹃
岡
倉
天
心
﹄（
一
九
八
七
年
）
に
は
︑
次
の

一
節
が
見
ら
れ
る
︒

　
様
々
な
情
熱
︑
行
動
︑
思
想
は
互
い
に
分
裂
し
︑
無
関
係
に
あ
ら
わ
れ

る
面
が
強
く
︑
天
心
自
身
に
も
︑
ま
っ
た
く
︑
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
よ
う

な
自
覚
は
な
い
︒
そ
の
時
々
に
自
分
の
中
か
ら
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
衝
動

に
身
を
ま
か
せ
︑
そ
の
衝
動
が
通
り
過
ぎ
れ
ば
︑
手
を
付
け
た
も
の
も
未

完
の
ま
ま
に
放
り
出
し
て
︑
一
貫
性
を
求
め
る
こ
と
な
く
次
の
衝
動
に
走

る
︹
︙
︙
︺
相
反
す
る
感
情
が
烈
し
く
葛
藤
す
る
分
裂
症
的
な
気
質
が
形

成
さ
れ
︑
様
々
な
事
業
に
か
か
わ
り
︑
様
々
な
国
を
め
ぐ
り
歩
く
放
浪
家

的
な
活
動
が
で
て
き
た（

26
）

︒

　
大
久
保
は
こ
こ
で
︑
岡
倉
の
豪
放
磊ら
い

落ら
く

な
気
質
や
奔
放
な
人
間
関
係
︑
様
々

な
事
業
に
手
を
出
し
な
が
ら
実
現
を
見
ず
に
放
り
投
げ
る
と
い
う
﹁
一
貫
性
﹂

の
な
さ
を
強
調
し
︑
そ
れ
を
﹁
分
裂
症
的
な
気
質
﹂
と
も
表
現
す
る
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
︑
岡
倉
の
生
涯
に
﹁
一
貫
性
﹂
を
見
出
す
立
場
は
︑
イ
ン
ド

の
プ
リ
ヤ
ン
バ
ダ
・
デ
ヴ
ィ
（Priyam

vada D
evi, 

一
八
七
一
︱
一
九
三
五
︑
プ
リ

ヨ
ン
ボ
ダ
・
デ
ビ
）
と
岡
倉
と
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
を
鮮
や
か
に
描
い
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
︑
大
岡
信
の
見
地
に
見
る
こ
と
が
で
き
る（

27
）

︒
た
と
え
ば
︑
大
岡

は
︑
詩
人
と
し
て
の
岡
倉
の
情
熱
や
ロ
マ
ン
主
義
者
と
し
て
の
気
質
を
指
摘
し

て
︑﹁
天
心
と
い
う
人
物
を
︑
複
雑
な
要
素
を
い
っ
ぱ
い
抱
え
込
み
な
が
ら
も
︑

感
じ
︑
考
え
︑
行
為
す
る
人
間
と
し
て
強
靭
な
一
貫
性
︑oneness

を
保
ち
つ

づ
け
た
人
物
﹂
と
論
じ
て
い
る（

28
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
岡
倉
の
活
動
に
矛
盾
を
見
る
の
か
︑
そ
こ
に
一
貫
性
を
見
出

す
の
か
と
い
う
観
点
は
︑
戦
前
の
ア
ジ
ア
主
義
へ
の
評
価
と
あ
わ
せ
て
︑
今
日
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も
繰
り
返
さ
れ
る
問
い
か
け
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
た
と
え
ば
︑
岡
倉
の
現
代
的
意
味
を
検
証
す
る
川
満
信
一
は
︑
そ
の
著
作
に

﹁
ア
ジ
ア
の
目
覚
め
を
促
そ
う
と
し
な
が
ら
︑
朝
鮮
や
満
州
へ
の
日
本
の
侵
略

の
歴
史
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
動
機
﹂
を
読
み
取
り
︑
そ
れ
を
﹁
禅
問
答
的

な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹂
と
も
表
現
す
る（

29
）

︒
先
述
の
中
谷
伸
生
は
︑
岡
倉
の
近
代
日

本
美
術
の
宣
揚
者
と
ア
ジ
ア
主
義
の
先
覚
者
と
い
う
﹁
両
極
に
分
断
さ
れ
た
解

釈
﹂
に
注
意
を
促
す
と
︑﹁
新
た
な
天
心
解
釈
を
行
う
必
要
﹂
を
指
摘
す
る（

30
）

︒

　
実
際
︑
一
九
〇
二
年
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
滞
在
し
た
岡
倉
は
︑﹁
西
洋
の
栄
光

は
ア
ジ
ア
の
屈
辱
で
あ
る
﹂
と
西
洋
の
植
民
地
主
義
を
批
判
し
︑
日
本
の
開
国

が
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
先
頭
と
し
た
武
装
使
節
に
命
じ
ら
れ
た
﹂
も
の
と
指

摘
す
る（

31
）

︒
し
か
し
︑
一
九
〇
四
年
一
一
月
に
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
﹃
日
本

の
目
覚
め
﹄
で
は
︑
そ
の
時
の
ペ
リ
ー
提
督
の
果
た
し
た
役
割
を
強
調
す
る
と
︑

﹁
東
洋
の
諸
国
民
は
︑
け
っ
し
て
そ
の
親
切
を
忘
れ
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑
植
民
地
を
求
め
て
ア
ジ
ア
に
進
出
す
る
西
洋
列
強
に
対
し
て
︑
そ

れ
を
イ
ン
ド
で
は
﹁
屈
辱
﹂
と
批
判
し
︑
ア
メ
リ
カ
で
は
﹁
親
切
﹂
と
述
べ
て
︑

正
反
対
の
評
価
を
与
え
て
い
る
︒
そ
の
両
極
に
振
れ
る
岡
倉
の
言
説
が
﹁
一
貫

性
﹂
を
欠
き
︑
ま
た
︑
思
想
的
な
﹁
矛
盾
﹂
に
見
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
前
者
が
︑
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
に
疑
問
を
抱
く
イ
ン
ド
の
若

者
に
イ
ン
ド
の
民
族
主
義
を
鼓
舞
す
る
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑

後
者
が
︑
日
露
戦
争
と
い
う
未
曽
有
の
国
難
に
際
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
市
民
に
日

本
の
立
場
へ
の
理
解
を
求
め
て
書
か
れ
た
と
い
う
背
景
を
考
え
る
と
︑
イ
ン
ド

と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
異
な
る
文
脈
の
な
か
で
︑
帝
国
主
義
の
脅
威
に
対
処
す
る

ア
ジ
ア
へ
の
／
か
ら
の
呼
び
か
け
と
い
う
意
味
で
は
︑
二
つ
の
発
言
は
必
ず
し

も
矛
盾
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う（

32
）

︒

　
少
な
く
と
も
︑
そ
の
後
の
イ
ン
ド
で
の
一
九
〇
五
年
の
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
高

揚
の
中
で
︑
オ
ロ
ビ
ン
ド
・
ゴ
ー
シ
ュ
（Sri A

urobindo, 

一
八
七
二
︱

一
九
五
〇
）
ら
革
命
運
動
家
に
よ
っ
て
岡
倉
の
呼
び
か
け
が
想
起
さ
れ
︑
ま
た
︑

日
露
戦
争
中
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
本
の
目
覚
め
﹄
に
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ

ル
ト
大
統
領
も
ま
た
好
意
的
な
感
想
を
述
べ
て
︑
ア
メ
リ
カ
で
の
親
日
的
な
世

論
の
形
成
に
貢
献
し
た
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
︑
そ
の
意
図
は
岡
倉
が
想

定
す
る
読
者
に
確
か
に
届
い
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い（

33
）

︒

　
た
だ
︑
岡
倉
の
場
合
︑
そ
の
発
言
の
振
幅
が
極
め
て
大
き
く
︑
カ
ル
カ
ッ
タ

か
ら
ボ
ス
ト
ン
へ
と
活
動
の
場
も
多
極
的
に
展
開
さ
れ
る
の
で
︑
時
に
そ
の
現

わ
れ
が
﹁
矛
盾
﹂
に
満
ち
た
も
の
に
見
え
︑
ま
た
異
な
る
文
脈
に
置
き
換
え
ら

れ
る
こ
と
で
︑﹁
ア
ジ
ア
主
義
の
先
覚
者
﹂
な
ど
の
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し

て
流
用
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
岡
倉
の
﹁
一
貫
性
﹂
の
無
さ
を
指
摘
し
た
先
述
の
大
久
保
喬
樹
も
︑
そ
の
後
︑

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
と
﹃
茶
の
本
﹄
の
思
想
構
造
を
対
比
し
て
︑
そ
の
根
底
に
は

多
元
的
世
界
を
統
合
す
る
不
二
一
元
論
（
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
︑
後
述
）
が
︑
一

貫
し
た
理
念
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る（

34
）

︒

　
こ
の
よ
う
な
岡
倉
の
生
涯
を
評
価
す
る
観
点
と
し
て
︑
そ
の
伝
記
的
研
究
を
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体
系
的
に
検
証
し
た
木
下
長
宏
に
よ
る
︑
次
の
指
摘
は
重
要
だ
ろ
う
︒

　
彼
の
生
活
意
識
の
通
奏
低
音
に
耳
を
傾
け
れ
ば
︑
日
本
語
の
表
現
に
主

力
を
注
い
で
い
た
時
代
と
英
語
に
よ
る
表
出
に
主
眼
を
置
い
た
時
代
︱
︱

つ
ま
り
︑
日
本
語
の
時
代
と
英
語
の
時
代
︱
︱
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
境
い
目
は
一
九
〇
一
年
︑
一
九
世
紀
の
岡
倉
は
日
本
語
中
心
の
時
代
︑

二
〇
世
紀
は
岡
倉
に
お
い
て
英
語
中
心
の
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る（

35
）

︒

　
こ
こ
で
木
下
は
︑
時
勢
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
岡
倉
の
﹁
生
活
意
識
の

通
奏
低
音
に
耳
を
傾
け
﹂
る
こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
︑
岡
倉
の
活
動
の
転
機
と

し
て
︑
一
九
〇
一
年
を
境
と
し
た
日
本
語
か
ら
英
語
へ
の
転
換
を
指
摘
す
る（

36
）

︒

そ
れ
は
︑
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
訪
問
を
経
た
岡
倉
の
思
想
的
転
換
を
検
証
し

よ
う
と
す
る
本
稿
の
観
点
に
も
対
応
す
る
︒

　
岡
倉
が
そ
の
前
半
生
と
後
半
生
で
社
会
的
な
発
言
が
変
化
す
る
の
は
︑
東
京

美
術
学
校
校
長
を
非
職
と
な
り
︑
文
部
官
僚
と
し
て
の
権
勢
を
失
う
と
い
う
経

緯
を
見
る
と
︑
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
見
方

を
変
え
れ
ば
︑
明
治
政
府
の
官
僚
と
し
て
日
本
の
美
術
行
政
を
担
っ
て
い
た
岡

倉
が
︑
そ
の
官
僚
機
構
の
束
縛
を
離
れ
て
︑
在
野
の
活
動
家
と
し
て
自
由
の
翼

を
得
る
こ
と
で
︑
そ
の
意
志
と
知
力
と
抜
群
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と

を
発
揮
し
て
︑
人
々
に
働
き
か
け
︑
自
ら
の
思
想
を
表
現
し
て
ゆ
く
経
緯
を
示

す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
美
術
学
校
で
取
り
組
ん
だ
後
進
の
育
成
と
い
う
使
命
は
︑
そ
の
意
味
で
は
玉

城
（
一
九
五
七
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
日
本
美
術
院
の
創
設
を
通
し
て
よ
り

鮮
烈
な
形
で
花
開
く
こ
と
に
な
る
︒
帝
国
博
物
館
美
術
部
長
・
理
事
の
辞
職
と

共
に
編
集
の
任
か
ら
外
さ
れ
た
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
は
︑
近
年
の
研

究
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
後
︑
岡
倉
の
汎
ア
ジ
ア
美
術
史
の
構
想
か

ら
皇
統
史
観
を
強
調
す
る
官
製
美
術
史
へ
と
修
正
さ
れ
る（

37
）

︒
し
か
し
︑
岡
倉
は
︑

そ
の
独
自
の
ア
ジ
ア
美
術
史
の
構
想
を
イ
ン
ド
で
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
ま
と
め

る
と
︑
広
く
英
語
圏
に
向
け
て
発
信
す
る
︒
最
後
ま
で
委
員
を
辞
さ
な
か
っ
た

古
社
寺
保
存
会
で
は
︑
病
状
の
悪
化
を
押
し
て
出
席
し
た
最
晩
年
の
会
合
で
︑

奇
し
く
も
そ
の
活
動
の
端
緒
と
な
っ
た
夢
殿
開
帳
以
来
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の

保
全
に
む
け
た
建
策
を
行
う
と
い
う
経
緯
を
た
ど
る（

38
）

︒

　
日
本
美
術
の
復
興
や
美
術
史
観
の
深
化
と
い
う
意
味
で
は
︑
こ
れ
ら
の
活
動

は
︑
む
し
ろ
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
そ
の
意
図
を
よ
り
鮮
明
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
問
題
と
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
岡
倉
の

思
想
的
な
課
題
と
深
く
共
鳴
す
る
知
的
状
況
が
︑
岡
倉
が
交
流
を
深
め
た
当
時

の
カ
ル
カ
ッ
タ
の
知
識
人
の
間
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
（R

abindranath Tagore, 
一
八
六
一
︱
一
九
四
一
︑
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ク
ル
）
を
は
じ
め
と
し
た
当
時

の
イ
ン
ド
知
識
人
の
多
く
は
︑
母
語
と
は
別
に
︑
教
育
言
語
と
し
て
の
英
語
を

幼
少
期
か
ら
学
び
︑
自
国
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
自
由
に
英
語
で
議
論
す
る
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こ
と
が
で
き
た
︒
英
語
を
母
語
と
し
な
い
ア
ジ
ア
の
人
々
と
︑
英
語
で
自
由
に

議
論
を
す
る
と
い
う
経
験
を
︑
お
そ
ら
く
岡
倉
は
イ
ン
ド
で
初
め
て
体
験
す
る
︒

西
洋
文
明
の
圧
倒
的
な
影
響
力
や
そ
の
脅
威
へ
の
対
処
と
い
う
課
題
を
共
有
す

る
こ
と
で
︑
日
本
語
に
閉
じ
て
い
た
岡
倉
の
﹁
自
己
意
識
﹂
は
︑
英
語
に
よ
る

自
由
な
表
現
を
獲
得
し
︑
そ
の
思
想
を
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
実
際
に
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
岡
倉
は
︑
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
の
矛
盾
や
西

洋
人
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
ア
ジ
ア
観
を
縦
横
無
尽
に
批
判
し
︑
イ
ン
ド
の

若
者
に
鮮
烈
な
記
憶
を
残
す
︒
日
英
同
盟
の
締
結
に
沸
き
立
つ
一
九
〇
二
年
の

日
本
に
お
い
て
︑
そ
の
英
国
に
よ
る
イ
ン
ド
統
治
を
批
判
す
る
こ
と
は
︑
明
治

政
府
の
官
僚
や
教
育
機
関
の
責
任
者
と
し
て
は
︑
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
︒

　
カ
ル
カ
ッ
タ
で
編
集
さ
れ
︑
後
に
﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
と
し
て
知
ら
れ
る
植

民
地
主
義
批
判
の
檄
文
を
︑
岡
倉
は
︑
し
か
し
あ
え
て
イ
ン
ド
で
は
刊
行
せ
ず
︑

一
九
〇
四
年
の
日
露
開
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
込
み
︑
そ
の
一
部
を
換
骨
奪

胎
し
︑﹃
日
本
の
目
覚
め
﹄
と
し
て
刊
行
す
る（

39
）

︒
文
部
官
僚
と
し
て
内
に
秘
め

た
岡
倉
の
意
志
や
理
念
は
︑
イ
ン
ド
体
験
を
経
て
そ
の
思
想
が
解
放
さ
れ
︑
日

本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
美
術
界
の
枠
を
越
え
て
︑
流
麗
な
英
文
と
な
っ
て
英
語

圏
の
聴
衆
や
読
者
に
向
け
て
放
た
れ
る（

40
）

︒
そ
れ
は
︑
世
界
史
の
辺
境
で
長
い
眠

り
か
ら
目
覚
め
た
日
本
人
に
よ
る
︑
欧
米
で
高
ま
る
﹁
黄
禍
論
﹂（yellow

 

peril

）
の
矛
盾
を
突
く
文
明
批
評
と
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
市
民
の
共
感
を
引
き
出

す
こ
と
に
成
功
す
る
︒

　
竹
内
好
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
岡
倉
は
イ
ン
ド
で
の
体
験
を
経
て
︑﹁
は
じ

め
て
真
の
意
味
の
思
想
家
に
な
り
え
た
﹂
と
も
言
え
る
だ
ろ
う（

41
）

︒

　
そ
の
イ
ン
ド
体
験
を
検
証
す
る
前
に
︑
次
に
︑
岡
倉
の
ア
ジ
ア
美
術
史
に
関

わ
る
認
識
の
変
化
を
跡
づ
け
て
み
た
い
︒

三
　
岡
倉
天
心
に
お
け
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観
の
変
遷

︵
1
︶
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
薫
陶

　
日
本
美
術
の
宣
揚
者
と
し
て
知
ら
れ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
︑
来
日
し
た
当
初
は

西
洋
画
の
普
及
を
語
っ
て
い
た（

42
）

︒
骨
と
う
品
店
巡
り
が
高
じ
て
日
本
美
術
に
傾

倒
す
る
と
︑
岡
倉
を
助
手
と
し
て
︑
京
都
や
奈
良
の
古
社
寺
を
精
力
的
に
訪
れ

る
よ
う
に
な
る
︒
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
た
一
八
九
〇
年
に
は
そ
の
経
験
が
認
め

ら
れ
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ビ
ゲ
ロ
ウ
（W

illiam
 Sturgis B

igelow
, 

一
八
五
〇
︱

一
九
二
六
）
ら
の
斡あ
っ

旋せ
ん

で
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
日
本
美
術
部
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
に

就
任
す
る（

43
）

︒

　
な
か
で
も
︑
一
八
八
八
年
の
畿
内
宝
物
調
査
は
︑
九
鬼
隆
一
を
団
長
と
し
︑

ビ
ゲ
ロ
ウ
や
後
の
東
京
帝
国
大
学
総
長
・
文
部
大
臣
の
浜
尾
新
を
と
も
な
う
大

規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
そ
の
学
術
的
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー

と
し
て
参
加
す
る
︒
こ
の
時
に
浄
教
寺
の
講
演
会
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
を
切
っ
掛
け
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
日
本
の
仏
教
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美
術
へ
の
影
響
を
指
摘
す
る
と
︑
中
央
ア
ジ
ア
や
ペ
ル
シ
ア
の
古
代
文
明
が
衰

亡
す
る
な
か
で
︑
日
本
に
そ
の
精
華
が
保
持
さ
れ
て
い
る
状
況
を
︑﹁
奈
良
は

中
央
亜
細
亜
の
博
物
館
と
称
し
て
不
可
な
き
も
の
な
る
べ
し
﹂
と
述
べ
て
い
る（

44
）

︒

　
こ
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
日
本
美
術
へ
の
言
及
を
跡
づ
け
た
井
上
章
一
に
よ
れ
ば
︑

畿
内
宝
物
調
査
団
長
の
九
鬼
隆
一
も
ま
た
︑
京
都
の
講
演
会
で
﹁
大
和
法
隆
寺

ノ
古
壁
ハ
ギ
リ
シ
ア
ノ
画
式
ヲ
存
シ
﹂
と
述
べ
て
い
る（

45
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
西
方
伝
来
の
諸
文
化
を
集
積
す
る
日
本
と
い
う
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の

観
点
は
︑
九
鬼
団
長
の
畿
内
宝
物
調
査
を
通
し
て
日
本
の
美
術
史
界
に
紹
介
さ

れ
︑
一
八
九
三
年
の
﹃
法
隆
寺
建
築
論
﹄
の
伊
東
忠
太
ら
の
建
築
史
家
に
影
響

を
与
え
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
薫
陶
を
受
け
た
岡
倉
も
ま
た
﹁
日
本
美
術
史
﹂

（
一
八
九
〇
年
）
の
講
義
で
取
り
上
げ
る（

46
）

︒
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
美
術
に
匹
敵
す
る

日
本
美
術
と
い
う
評
価
と
合
わ
せ
て
︑
日
本
美
術
の
世
界
史
的
な
意
義
と
し
て

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

47
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
東
京
美
術
学
校
で
開
か
れ
た
岡
倉
の
講
義
録
を
検
証
す
る
と
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
示
唆
を
受
け
た
ギ
リ
シ
ア
美
術
東
漸
説
︑
よ
り
広
く
は
中
国
な

ど
を
経
由
し
た
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
に
つ
い
て
︑
岡
倉
自
身
は
必
ず
し
も
確
信
を

も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る（

48
）

︒
具
体
的
に
は
︑
ギ
リ
シ
ア

文
化
の
直
接
の
流
入
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
︑﹁
余
は
い
ま
だ
こ
の
事
を
も
っ

て
︑
必
然
か
く
な
る
べ
し
と
断
言
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
︒
し
ば
ら
く
一
説
と
し

て
存
す
る
の
み
﹂
と
留
保
を
つ
け
る
と
︑
そ
の
法
隆
寺
様
式
の
﹁
劇
変
﹂
の
理

由
に
つ
い
て
︑
イ
ン
ド
に
起
源
す
る
中
国
や
朝
鮮
で
の
美
術
様
式
の
変
化
の
可

能
性
を
指
摘
す
る（

49
）

︒

　
す
な
わ
ち
︑
東
京
美
術
学
校
の
講
義
で
岡
倉
は
︑
全
体
と
し
て
は
ギ
リ
シ
ア

系
統
説
に
依
拠
し
な
が
ら
︑
し
か
し
同
時
に
︑﹁
し
ば
ら
く
一
説
と
し
て
存
す

る
の
み
﹂
と
述
べ
て
︑
な
お
留
保
を
つ
け
て
い
た
︒
ア
ジ
ア
各
地
の
美
術
に
ギ

リ
シ
ア
美
術
の
影
響
を
見
よ
う
と
す
る
西
洋
の
美
術
史
観
に
対
し
て
︑
そ
れ
は

岡
倉
が
︑
当
初
か
ら
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
し
か
し
︑
当
時
の
ア
ジ
ア
美
術
史
学
は
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
イ
ン
ド
へ
の
影

響
を
強
調
す
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
以
来
の
学
説
が
圧
倒
的
な
権
威
を
持
ち
︑
フ
ェ

ノ
ロ
サ
も
ま
た
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
日
本
へ
の
影
響
が
︑﹁
わ
れ
わ
れ
欧
米
人

に
と
っ
て
は
特
に
興
味
深
い
﹂
と
記
し
て
い
た（

50
）

︒
師
匠
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
見
解
を

反
駁
す
る
だ
け
の
根
拠
を
持
た
な
か
っ
た
岡
倉
が
︑
そ
れ
を
﹁
し
ば
ら
く
一

説
﹂
と
し
た
の
が
実
情
か
も
し
れ
な
い
︒

　
し
か
し
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
訪
問
を
経
て
岡
倉

は
︑
そ
れ
ま
で
の
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
を
明
確
に
否
定
す
る
︒
そ

の
帰
朝
報
告
で
は
︑﹁
印
度
の
事
に
は
英
吉
利
学
者
の
カ
ニ
ン
グ
ハ
ム
︑
フ
エ

ル
ゲ
ツ
ソ
ン
︑
ウ
イ
ル
ソ
ン
な
ぞ
の
人
々
が
是
ま
で
の
ア
ウ
ソ
リ
チ
ー
で
あ
っ

た
け
れ
ど
も
︑
是
等
の
人
の
力
を
尽
く
し
た
の
は
二
三
十
年
前
で
あ
っ
て
︑
其

後
︑
英
吉
利
学
者
の
中
で
継
続
す
る
も
の
が
な
い
﹂
と
述
べ
て
︑
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
以
来
の
所
説
を
﹁
根
拠
の
な
い
こ
と
﹂
と
ま
で
述
べ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た（

51
）

︒
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そ
の
岡
倉
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
の
否
定
が
︑
当
時
の
日
本
の
学
界
で
も

意
外
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
は
︑
た
と
え
ば
︑
こ
の
時
の
帰
朝

報
告
を
聞
い
た
考
古
学
者
で
︑
後
に
京
都
帝
国
大
学
総
長
と
な
る
濱
田
耕
作

（
青
陵
）
の
︑
次
の
回
想
に
も
う
か
が
え
る
︒

　
フ
ー
シ
ェ
ー
氏
の
大
著
が
出
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
は
益
益
日
本
に
も

紹
介
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
故
岡
倉
覚
三
氏
が
印
度
美
術
に
関
す

る
講
演
を
同
じ
史
学
会
に
於
い
て
試
み
ら
れ
た
時
に
は
︑
其
の
東
亜
美
術

に
於
け
る
影
響
を
殆
ど
否
定
せ
ら
れ
る
態
度
で
あ
っ
て
︑
私
を
し
て
少
な

か
ら
ず
失
望
せ
し
め
た（

52
）

︒

　
こ
う
し
て
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
た
岡
倉
は
︑
そ
れ
ま
で
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠

フ
ェ
ノ
ロ
サ
説
に
依
拠
す
る
イ
ン
ド
美
術
史
観
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
る
︒
そ

の
背
景
を
︑
次
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
影
響
を
通
し
て
よ
り
長
期
的
な
視
点
か

ら
検
証
し
て
み
た
い
︒

︵
2
︶
岡
倉
天
心
と
社
会
進
化
論

　
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert Spencer, 

一
八
二
〇
︱
一
九
〇
三
）
は
︑
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
進
化
論
の
﹁
生
存
競
争
﹂

や
﹁
適
者
生
存
﹂
の
概
念
を
人
類
や
文
明
の
発
展
史
に
当
て
は
め
た
社
会
進
化

論
の
提
唱
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
社
会
と
は
︑
政
治
︑

経
済
︑
言
語
︑
科
学
︑
芸
術
な
ど
の
す
べ
て
の
領
域
を
含
む
有
機
体
で
あ
り
︑

そ
れ
は
単
純
な
存
在
か
ら
よ
り
複
雑
な
も
の
へ
と
進
化
し
︑
環
境
の
変
化
に
適

応
で
き
な
い
も
の
は
滅
び
ゆ
く
と
さ
れ
た
︒

　
当
時
の
社
会
進
化
論
は
︑
近
代
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
に
依
拠
し
た
西
洋
文
明

の
発
展
段
階
を
そ
の
モ
デ
ル
と
し
︑
科
学
技
術
や
近
代
教
育
を
通
し
て
未
開
社

会
に
文
明
を
も
た
ら
し
︑
西
洋
文
明
を
通
し
て
野
蛮
状
態
の
非
西
洋
諸
国
を
統

治
す
る
と
い
う
︑
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
も
の
と

も
見
な
さ
れ
た
︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
こ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
を
︑

一
八
七
八
年
に
日
本
で
初
め
て
講
義
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る（

53
）

︒

　
明
治
初
期
の
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
東
京
大
学
に
招
か
れ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・

モ
ー
ス
（
一
八
三
八
︱
一
九
二
五
）
は
︑
一
八
七
七
年
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物

進
化
論
を
日
本
で
初
め
て
講
義
す
る
︒
モ
ー
ス
に
よ
る
進
化
論
の
紹
介
は
︑
当

時
の
最
先
端
の
知
識
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
が
︑
し
か
し
︑
文
明
開
化
に
邁ま
い

進し
ん

す
る
明
治
日
本
の
知
識
人
の
間
で
は
︑
特
に
社
会
進
化
論
へ
の
関
心
が
高
く
︑

そ
の
要
望
に
こ
た
え
る
か
た
ち
で
モ
ー
ス
が
仲
介
の
労
を
取
っ
た
の
が
︑
フ
ェ

ノ
ロ
サ
で
あ
っ
た
︒
明
治
政
府
の
関
係
者
や
当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
進
化
論

は
︑
な
に
よ
り
も
西
洋
列
強
に
伍
し
︑
富
国
強
兵
や
殖
産
興
業
な
ど
︑
日
本
の

近
代
化
に
指
針
を
与
え
る
思
想
と
考
え
ら
れ
た（

54
）

︒

　
た
と
え
ば
︑
福
沢
諭
吉
の
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄（
一
八
七
五
年
）
で
は
︑
世
界

の
国
々
を
工
業
や
科
学
技
術
な
ど
の
文
明
の
発
展
の
度
合
い
に
応
じ
て
三
つ
の

段
階
に
分
類
し
︑
欧
米
諸
国
を
﹁
最
上
の
文
明
国
﹂︑
日
本
や
ト
ル
コ
な
ど
の



52

ア
ジ
ア
諸
国
は
﹁
半
開
の
国
﹂︑
ア
フ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
を
﹁
野

蛮
の
国
﹂
と
し
た（

55
）

︒
福
沢
は
︑
も
ち
ろ
ん
西
洋
文
明
が
常
に
戦
争
を
繰
り
返
し
︑

﹁
野
蛮
﹂
な
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
見
逃
さ
な
い
が
︑
そ
れ
だ
け
に
優
勝
劣
敗
の

摂
理
で
植
民
地
化
さ
れ
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
状
況
の
よ
う
に
︑
近
代
国
家
の
文
明

の
発
展
の
度
合
い
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
と
し
た
︒
十
九
世
紀
中
頃
以
降

の
帝
国
主
義
の
時
代
の
世
界
認
識
に
︑
こ
の
社
会
進
化
論
は
大
き
な
影
響
を
与

え
た
︒

　
岡
倉
天
心
も
ま
た
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
東
京
大
学
で
の
第
一
期
生
で
あ
り
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
経
由
の
社
会
進
化
論
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
若
き
文
部

官
僚
の
岡
倉
が
一
八
八
五
年
に
執
筆
し
た
﹁
日
本
美
術
ノ
滅
亡
座
シ
テ
俟
ツ
ヘ

ケ
ン
ヤ
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
ら
れ
る
︒

　
時
勢
に
適
合
す
る
者
は
生
存
し
︑
時
勢
に
離
背
す
る
も
の
は
滅
亡
す
︒

こ
れ
自
然
淘
汰
の
原
則
に
し
て
普
く
人
の
知
る
所
な
り
︒
然
る
に
我
が
美

術
社
会
の
現
況
に
在
っ
て
は
︑︹
︙
︙
︺
従
来
の
旧
習
古
法
を
墨
守
し
て

進
取
を
計
ら
ず
︑
遂
に
美
術
を
し
て
目
下
文
明
開
達
の
時
勢
と
背
馳
せ
し

め
る
に
至
り
た
る
︹
︙
︙
︺
現
今
百
事
日
新
の
風
潮
に
伴
い
美
術
を
振
興

せ
ん
と
す
る
に
は
︑
泰
西
美
学
の
真
理
を
適
用
し
真
正
着
実
に
勧
奨
す
る

の
外
な
し
︒
泰
西
美
学
の
真
理
を
適
用
す
る
は
西
洋
美
術
を
輸
入
す
る
の

謂
に
非
ず
︑
其
真
理
に
拠
っ
て
本
邦
固
有
の
性
質
を
発
達
す
る
に
在
り（

56
）

︒

　
西
洋
文
明
の
圧
倒
的
な
技
術
力
や
軍
事
力
で
︑
列
強
の
植
民
地
支
配
に
さ
ら

さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
国
々
を
見
た
明
治
日
本
の
知
識
人
は
︑
儒
教
文
化
や
仏
教
文

化
の
中
心
地
と
し
て
の
中
国
大
陸
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
代
わ
り
︑
文
明

が
最
高
度
に
発
展
し
た
と
さ
れ
る
西
洋
社
会
を
モ
デ
ル
と
す
る
︒
固
い
漢
文
調

で
書
か
れ
た
こ
の
提
言
書
も
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
仕
込
み
と
思
わ
れ
る
︑﹁
適
者
生

存
﹂
や
﹁
自
然
淘
汰
﹂
な
ど
の
進
化
論
の
用
語
が
多
用
さ
れ
る
︒
圧
倒
的
な
西

洋
美
術
の
影
響
と
い
う
﹁
美
術
社
会
﹂
の
潮
流
に
対
し
て
︑
た
だ
﹁
旧
習
古
法

を
墨
守
し
て
進
取
を
計
ら
﹂
な
け
れ
ば
︑
日
本
美
術
は
滅
亡
す
る
の
み
と
訴
え

て
い
る
︒

　
西
洋
文
明
の
影
響
力
を
背
景
に
︑
日
本
の
美
術
界
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え

た
西
洋
美
術
に
対
し
て
︑
現
実
に
目
を
閉
ざ
し
て
た
だ
伝
統
を
墨
守
す
る
か
︑

あ
る
い
は
西
洋
美
術
の
模
倣
を
す
る
だ
け
で
は
︑
そ
の
滅
亡
は
必
定
と
な
る
︒

こ
こ
に
は
岡
倉
が
︑
社
会
進
化
と
い
う
人
類
史
的
な
展
望
の
な
か
で
︑
西
洋
美

術
の
圧
倒
的
な
影
響
力
に
抗
し
て
︑
日
本
美
術
を
保
持
す
る
方
途
を
模
索
す
る

姿
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
の
岡
倉
の
真
骨
頂
と
も
言
え
る
の
は
︑
国
粋
主
義
と
欧
化
主
義
の
対
比
で

捉
え
ら
れ
る
当
時
の
日
本
の
美
術
界
で
︑
積
極
的
に
西
洋
美
術
を
学
ぶ
こ
と
の

意
義
を
強
調
し
な
が
ら
︑
し
か
し
同
時
に
︑
た
だ
西
洋
の
物
ま
ね
を
す
る
の
で

は
な
く
︑
西
洋
美
術
の
真
理
を
用
い
て
﹁
本
邦
固
有
の
性
質
を
発
達
﹂
さ
せ
る

こ
と
を
呼
び
か
け
て
ゆ
く
点
で
あ
ろ
う
︒

　
国
粋
主
義
も
欧
化
主
義
も
否
定
し
︑
し
か
し
︑
そ
の
両
者
の
単
な
る
寄
せ
集
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め
と
い
う
意
味
で
の
折
衷
主
義
を
も
否
定
す
る
こ
と
で
︑
岡
倉
が
強
調
す
る
の

は
︑
第
四
の
立
場
と
し
て
の
︑
西
洋
文
化
の
修
得
を
通
し
て
日
本
文
化
を
成
長

さ
せ
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
︒
そ
れ
は
近
代
日
本
の
美
術
復
興
運
動
の
な
か
で
︑

そ
の
後
も
岡
倉
が
繰
り
返
し
言
及
す
る
指
針
と
な
っ
て
い
た（

57
）

︒

　
そ
の
ア
ジ
ア
美
術
史
の
変
遷
を
︑
次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
を
手
掛
か
り
に
検
証

し
て
み
た
い
︒

︵
3
︶
岡
倉
天
心
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
影
響

　
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 

一
七
七
〇
︱

一
八
三
一
）
は
︑
弁
証
法
的
な
歴
史
の
発
展
モ
デ
ル
か
ら
人
類
精
神
の
発
展
過

程
を
展
望
し
た
精せ
い

緻ち

な
議
論
で
知
ら
れ
る
が
︑
そ
の
﹃
美
学
講
義
﹄（
一
八
三
五
）

で
は
︑
特
に
人
類
の
芸
術
の
発
展
段
階
を
︑
芸
術
を
生
み
出
す
物
質
と
精
神
と

の
関
係
か
ら
︑﹁
象
徴
的
﹂︑﹁
古
典
的
﹂﹁
ロ
マ
ン
的
﹂
の
三
段
階
の
時
代
に
区

分
し
て
い
る
︒

　
具
体
的
に
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
巨
石
文
明
な
ど
︑
物
質
的
な
形
式
が
芸
術

上
の
精
神
を
凌り
ょ
う
が駕

す
る
﹁
象
徴
的
﹂
時
代
︑
ギ
リ
シ
ア
芸
術
な
ど
の
物
質
と
精

神
と
が
調
和
的
な
結
合
を
と
げ
る
﹁
古
典
的
﹂
時
代
︑
そ
し
て
︑
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
る
︑
精
神
の
横
溢
が
物
質
的
形
式
を
凌
駕
す
る
﹁
ロ
マ
ン

的
﹂
時
代
へ
と
︑
西
洋
美
術
史
を
モ
デ
ル
と
し
た
芸
術
の
発
展
段
階
が
構
想
さ

れ
る
︒

　
実
は
︑
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
は
︑
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
展
段
階
を
そ

の
ま
ま
ア
ジ
ア
美
術
の
発
展
モ
デ
ル
に
あ
て
は
め
た
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
見

ら
れ
る
︒

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
が
︑
芸
術
の
過
去
の
発
達
を
区
別
す
る
の
に
︑
好

ん
で
も
ち
い
る
三
つ
の
用
語
は
︑
正
確
と
い
う
点
で
は
︑
お
そ
ら
く
欠
け

る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
必
然
的
な
真
理
を
ふ
く
ん
で
い
る
︒

︹
︙
︙
︺
東
洋
に
は
象
徴
的
︱
︱
あ
る
い
は
も
っ
と
適
切
に
は
形
式
主
義

的
︱
︱
と
よ
ば
れ
る
独
自
の
時
代
が
あ
り
︑
こ
こ
で
は
物
質
あ
る
い
は
物

質
的
形
式
の
法
則
が
︑
芸
術
上
の
精
神
的
な
も
の
を
支
配
し
て
い
た
︒
エ

ジ
プ
ト
人
や
ア
ッ
シ
リ
ア
人
は
巨
大
な
岩
石
を
も
ち
い
て
壮
大
さ
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
が
︑
こ
れ
は
︑
イ
ン
ド
の
職
人
が
創
作
の
さ
い
に
︑
無
数

の
反
復
に
よ
っ
て
無
限
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
︒

︹
︙
︙
︺
つ
ぎ
に
︑
美
が
精
神
と
物
質
と
の
結
合
体
と
し
て
も
と
め
ら
れ

る
い
わ
ゆ
る
古
典
時
代
が
訪
れ
る
︒︹
︙
︙
︺
こ
こ
で
は
客
観
的
な
理
想

主
義
が
︑
グ
プ
タ
王
朝
の
イ
ン
ド
の
影
響
の
も
と
に
︑
唐
朝
や
奈
良
時
代

に
最
高
の
発
達
を
と
げ
る
︒︹
︙
︙
︺
精
神
は
か
な
ら
ず
物
質
を
征
服
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
西
洋
精
神
と
東
洋
精
神
の
特
質
の
相
違
が
︑
あ
い
こ

と
な
る
表
現
へ
と
み
ち
び
く
と
は
い
え
︑
全
世
界
の
近
代
の
思
想
は
︑
不

可
避
的
に
ロ
マ
ン
主
義
の
方
向
に
む
か
っ
て
い
る（

58
）

︒

　﹃
東
洋
の
理
想
﹄（T

he Ideals of the East

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
︑
も
と
も
と
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ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
﹁
理
念
態
﹂（
イ
デ
ー
）
に
由
来
し
︑
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
各

発
展
段
階
の
理
念
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
芸
術
作
品
と
し
て
発

現
す
る
の
か
と
い
う
主
題
を
見
る
こ
と
が
で
き
る（

59
）

︒

　
こ
こ
で
岡
倉
は
︑
西
洋
の
発
展
段
階
論
は
︑﹁
正
確
と
い
う
点
で
は
︑
お
そ

ら
く
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
﹂
と
留
保
を
つ
け
な
が
ら
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
図

式
を
用
い
て
ア
ジ
ア
美
術
の
展
開
を
説
明
す
る（

60
）

︒
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
岡
倉
へ
の

影
響
を
跡
づ
け
た
清
水
多
吉
に
よ
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
欧
米
の
知
識
人
に
日
本
美

術
の
価
値
を
理
解
し
や
す
く
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

61
）

︒

　
ち
な
み
に
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
を
日
本
で
初
め
て
紹
介
し
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
︑
し
か
し
︑
英
語
を
介
し
て
そ
れ
を
読
ん
だ
フ
ェ
ノ
ロ

サ
は
︑
社
会
進
化
論
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
を
捉
え
て
い
た
︒

他
方
︑﹁
日
本
美
術
史
﹂
を
講
義
す
る
岡
倉
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
美
学
講
義
﹄
の

英
訳
を
含
む
ボ
ー
ザ
ン
ケ
ッ
ト
（B

ernard B
osanquet

）
の
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
芸
術
哲

学
入
門
﹄（
一
八
八
六
年
）
を
手
に
す
る
の
は
︑
一
八
九
一
年
四
月
の
こ
と
と
さ

れ
る（

62
）

︒
そ
の
た
め
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
岡
倉
へ
の
影
響
は
︑
特
に
美
術
の
発
展
モ
デ

ル
に
つ
い
て
は
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
経
由
と
い
う
よ
り
︑
独
自
に
読
解
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
だ
ろ
う（

63
）

︒

︵
4
︶
ヘ
ー
ゲ
ル
史
観
を
克
服
す
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論

　
岡
倉
は
︑
こ
う
し
て
当
初
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
や
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
リ
ュ
プ
ケ

（W
ilhelm

 Lübke

）
に
見
ら
れ
る
西
洋
美
術
の
発
展
モ
デ
ル
を
用
い
て
︑
ア
ジ
ア

の
美
術
史
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
イ
ン
ド
で
改
稿
・
加
筆
さ
れ
た

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
冒
頭
部
の
﹁
理
想
の
範
囲
﹂
で
は
︑
芸
術
を
単
線
的
な
発
展

過
程
と
し
て
捉
え
る
見
方
に
疑
問
を
付
し
︑
イ
ン
ド
的
な
円
環
と
し
て
の
時
間

モ
デ
ル
を
用
い
て
芸
術
の
成
長
を
捉
え
る
観
点
を
︑
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒

　
芸
術
は
︑
イ
ン
ド
ラ
の
金
剛
石
の
網
の
よ
う
に
︑
そ
の
い
ず
れ
の
鎖
の

輪
の
な
か
に
も
︑
鎖
の
全
体
を
反
映
し
て
い
る
︒
芸
術
に
は
︑
ど
の
時
代

に
も
︑
最
終
的
な
形
は
存
在
し
な
い
︒
そ
れ
は
︑
つ
ね
に
成
長
し
つ
つ
あ

る
も
の
で
あ
り
︑
年
代
学
者
の
メ
ス
を
拒
む
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
発
展
の

特
殊
な
一
つ
の
段
階
に
つ
い
て
の
べ
る
こ
と
は
︑
過
去
か
ら
現
在
へ
の
無

限
の
因
果
関
係
に
取
り
組
む
こ
と
を
意
味
す
る（

64
）

︒

　
こ
の
記
述
で
岡
倉
は
︑﹁
ど
の
時
代
に
も
最
終
的
な
形
は
存
在
し
な
い
﹂
と

述
べ
︑
段
階
的
な
進
化
を
た
ど
る
芸
術
の
発
展
モ
デ
ル
を
否
定
す
る
︒
そ
の
代

わ
り
に
岡
倉
が
提
示
す
る
の
は
︑
イ
ン
ド
思
想
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
﹁
イ
ン
ド

ラ
の
網
﹂
の
比
喩
で
あ
る
︒

　﹁
い
ず
れ
の
鎖
の
輪
の
な
か
に
も
︑
鎖
の
全
体
を
反
映
す
る
﹂
と
い
う
﹁
イ

ン
ド
ラ
の
網
﹂
は
︑
仏
教
の
華
厳
宗
で
は
縁
起
的
世
界
観
を
表
す
﹁
帝
網
﹂
と

も
呼
ば
れ
る
が
︑
詩
人
の
宮
沢
賢
治
が
︑
仏
教
的
世
界
観
を
象
徴
す
る
言
葉
と

し
て
用
い
︑
同
名
の
童
話
を
残
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
︒
岡
倉
は
︑
時
代
や

民
族
文
化
を
反
映
し
な
が
ら
生
々
流
転
を
続
け
る
芸
術
作
品
の
在
り
方
を
︑
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﹁
イ
ン
ド
ラ
の
網
﹂
の
比
喩
を
用
い
て
説
明
す
る
︒

　﹃
東
洋
の
理
想
﹄
は
︑
一
九
〇
一
年
に
東
京
に
滞
在
し
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
・
マ
ク
ラ
ウ
ド
（Josephine M

acLeod, 

一
八
五
八
︱
一
九
四
九
）
に
岡
倉
が

行
っ
た
日
本
美
術
史
の
講
義
用
の
草
稿
が
元
に
な
っ
て
い
る（

65
）

︒
イ
ン
ド
滞
在
中

に
そ
の
序
論
に
あ
た
る
﹁
理
想
の
範
囲
﹂
な
ど
が
加
筆
・
編
集
さ
れ
︑
カ
ル

カ
ッ
タ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
社
に
入
稿
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
は
︑

岡
倉
が
イ
ン
ド
滞
在
中
に
︑
社
会
進
化
論
に
見
ら
れ
る
単
線
的
な
発
展
モ
デ
ル

を
捉
え
な
お
し
︑
イ
ン
ド
仕
込
み
の
円
環
的
な
時
間
モ
デ
ル
を
用
い
て
︑
独
自

の
美
術
史
観
を
構
想
し
て
ゆ
く
経
緯
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
の
後
︑
一
九
一
〇
年
に
岡
倉
が
行
っ
た
東
京
大
学
で
の
講
義
録
﹁
泰
東
巧

藝
史
﹂
で
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
ら
の
発
展
段
階
論
的
な
図
式
を
明
確

に
否
定
し
︑
美
術
史
の
理
解
に
そ
れ
は
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
︒

　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
ヘ
ー
ゲ
リ
ヤ
ン
で
ス
ペ
ン
セ
リ
ヤ
ン
に
し
て
︑
真
面
目

に
泰
東
美
術
を
研
究
せ
ん
と
せ
り
︒
只
当
時
猶
ほ
材
料
乏
し
く
し
て
其
の

結
論
は
当
た
ら
ざ
る
も
の
多
か
り
し
も
︑
組
織
的
研
究
法
を
伝
へ
た
る
功

績
は
没
す
べ
か
ら
ず
︒︹
︙
︙
︺
欧
人
の
記
録
も
亦
同
様
に
し
て
︑
西
洋

人
に
は
西
洋
人
の
偏
見
有
り
︒
凡
て
の
も
の
を
欧
州
本
位
則
ち
希
臘
本
位

に
見
ん
と
す
︒︹
︙
︙
︺

　
藝
術
史
に
限
ら
ず
︑
時
代
に
区
画
す
る
は
凡
て
人
の
胴
を
中
途
に
切
断

す
る
が
如
き
も
の
に
し
て
︑
生
血
滴
り
て
旨
く
清
く
ス
パ
リ
と
は
切
れ
ず
︒

殊
に
二
つ
（
前
代
と
現
代
の
）
の
傾
向
が
対
等
の
勢
ひ
を
持
し
て
働
く
と

き
は
︑
大
い
に
や
り
難
し
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
の
三
区
画
の
如
く
象
徴
的
︑
古
典

的
︑
浪
漫
的
と
云
ふ
や
う
に
画
す
る
は
︑
世
界
が
そ
れ
迄
に
竭
き
て
い
る

や
う
に
て
よ
く
な
し（

66
）

︒

　
こ
こ
で
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
三
段
階
の
発
展
説
は
︑﹁
世
界
が
そ

れ
ま
で
に
竭つ

き
て
い
る
よ
う
に
て
よ
く
な
し
﹂
と
否
定
す
る（

67
）

︒
そ
れ
は
﹁
す
べ

て
の
も
の
を
欧
州
本
位
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
本
位
に
見
﹂
る
観
点
で
あ
り
︑

ヘ
ー
ゲ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
を
講
じ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
観
点
も
ま
た
︑﹁
西
洋
人

の
偏
見
﹂
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
薫
陶
を
受
け
︑
師
の
所
説

に
従
っ
て
︑
法
隆
寺
の
仏
像
を
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
比
肩
す
る
も
の
と
称
揚
し
て

い
た
岡
倉
は
︑
こ
こ
で
は
立
場
を
反
転
さ
せ
︑
す
べ
て
の
も
の
を
﹁
ギ
リ
シ
ア

本
位
に
見
﹂
る
立
場
を
否
定
す
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
岡
倉
の
ア
ジ
ア
美
術
史
観
は
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
を
評
価

す
る
視
点
か
ら
︑
そ
の
影
響
を
離
れ
た
ア
ジ
ア
美
術
の
固
有
の
発
展
を
構
想
す

る
視
点
へ
と
転
換
す
る
︒
そ
れ
が
イ
ン
ド
思
想
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
や
イ
ン
ド

ラ
の
網
の
比
喩
を
用
い
て
語
ら
れ
る
経
緯
に
は
︑
そ
の
認
識
の
転
換
が
︑
特
に

イ
ン
ド
で
の
体
験
を
通
し
て
導
か
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
︒

　
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
岡
倉
の
認
識
に
対
応
す
る
よ
う
に
︑
イ
ン
ド

で
も
ま
た
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
を
離
れ
た
イ
ン
ド
美
術
の
発
展
を
展
望
す
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る
議
論
が
見
ら
れ
︑
イ
ン
ド
史
の
理
解
に
関
わ
る
争
点
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い

た
︒
特
に
︑
イ
ン
ド
美
術
の
系
統
関
係
を
め
ぐ
る
︑
一
八
七
〇
年
代
の
ラ
ジ
ェ

ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
論
争
は
︑
後
代

の
美
術
史
論
争
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
︑
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑
こ
の
イ
ン
ド
美
術
史
論
争
に
強
い
関
心
を
抱
く
知
識
人

の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
︒

　
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国

宗
教
会
議
で
活
躍
し
た
近
代
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
改
革
運
動
家
と
し
て
知

ら
れ
る
が
︑
イ
ン
ド
美
術
に
も
幅
広
い
造
詣
を
持
ち
︑
イ
ン
ド
美
術
の
発
展
過

程
な
ど
の
歴
史
的
な
争
点
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
︒

　
そ
の
岡
倉
と
の
接
点
を
検
証
す
る
糸
口
と
し
て
︑
次
に
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
と
岡
倉
の
著
作
を
対
比
し
て
見
た
い
︒

四
　
共
鳴
す
る
言
葉

　
イ
ン
ド
で
構
想
さ
れ
︑
未
完
の
草
稿
で
終
わ
っ
た
﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
の
冒

頭
は
︑
次
の
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
︒

　﹁
ア
ジ
ア
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
よ
！
﹂（B

rothers and Sisters of A
sia !

）

　
こ
の
呼
び
か
け
は
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
で
聴
衆
を
魅
了

し
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
講
演
冒
頭
で
の
︑
次
の
呼
び
か
け
を
踏
ま
え

た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

68
）

︒

　﹁
ア
メ
リ
カ
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
よ
！
﹂（B

rothers and Sisters of A
m

erica !

）

　
こ
の
呼
び
か
け
は
︑
シ
カ
ゴ
宗
教
会
議
で
宗
教
的
真
理
の
普
遍
性
と
世
界
の

諸
宗
教
の
調
和
を
説
い
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
聴
衆
を

前
に
冒
頭
で
繰
り
返
し
た
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
カ
ル
カ
ッ

タ
で
の
講
演
を
請
わ
れ
た
岡
倉
が
︑
シ
カ
ゴ
会
議
で
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン

ダ
の
活
躍
を
熟
知
す
る
イ
ン
ド
人
の
聴
衆
を
前
に
し
て
︑
そ
の
フ
レ
ー
ズ
を
踏

ま
え
て
ス
ピ
ー
チ
を
は
じ
め
た
と
し
た
ら
︑
こ
の
冒
頭
の
つ
か
み
は
効
果
的
だ

ろ
う
︒

　
当
初
︑
ベ
ル
ル
僧
院
に
滞
在
し
た
岡
倉
は
︑
シ
ス
タ
ー
・
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ

タ
ー
（Sister N

ivedita, 

一
八
六
七
︱
一
九
一
一；

ベ
ン
ガ
ル
語
で
は
ニ
ベ
デ
ィ
タ
︑

英
語
名
は
︑M

argaret E
lizabeth N

oble

）
の
呼
び
か
け
に
よ
る
歓
迎
会
や
プ
ロ
モ

ト
ナ
ト
・
ミ
ッ
ト
ロ
（Pram

athanath M
itra

）
に
よ
る
講
演
会
な
ど
様
々
な
場

面
で
ス
ピ
ー
チ
を
求
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の

シ
カ
ゴ
講
演
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
︑
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
岡
倉
が
ま
と
め
て
ゆ

く
と
い
う
経
緯
が
推
測
さ
れ
る（

69
）

︒
実
際
に
︑
イ
ン
ド
滞
在
中
に
執
筆
さ
れ
た
岡

倉
の
著
作
に
は
︑
両
者
の
思
索
過
程
に
お
け
る
様
々
な
共
鳴
関
係
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
︒

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
仕
込
み
の
ア
ド
ヴ
ァ

イ
タ
論
だ
ろ
う
︒
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
は
︑
次
の
記
事
が
見
ら
れ
る
︒

　
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
と
い
う
語
は
︑
二
つ
で
は
な
い
状
態
を
意
味
し
︑
存
在



岡倉天心とヴィヴェーカーナンダの反響するアジア美術史観

57

す
る
す
べ
て
の
も
の
が
︑
外
見
上
の
多
様
性
が
実
際
に
は
一
つ
で
あ
る
と

い
う
︑
イ
ン
ド
の
偉
大
な
教
理
を
表
す
言
葉
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑

全
宇
宙
は
す
べ
て
の
細
部
に
含
ま
れ
て
お
り
︑
一
切
の
真
理
は
︑
い
か
な

る
単
一
の
分
化
の
う
ち
に
も
発
見
で
き
る
も
の
と
な
る
︒
か
く
し
て
︑
す

べ
て
は
平
等
に
貴
い
も
の
と
な
る（

70
）

︒

　
こ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
を
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
欧
米
の
講
演
会
で

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
思
想
の
中
核
的
な
理
念
と
し
て
言
及
す
る
が
︑
そ
れ
を
岡
倉
は
︑

ど
の
よ
う
な
細
部
も
全
体
に
結
び
つ
き
︑
し
か
し
全
体
を
統
合
す
る
中
心
は
存

在
し
な
い
と
い
う
︑
ア
ジ
ア
的
多
様
性
の
理
念
と
し
て
引
用
す
る（

71
）

︒

　
特
に
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
は
︑
西
洋
美
術
の
影
響
か
ら
離
れ
た
ア
ジ
ア
美
術

の
独
自
の
概
念
と
し
て
︑
多
元
的
な
ア
ジ
ア
文
化
の
発
展
過
程
を
構
想
す
る
枠

組
み
に
敷ふ

衍え
ん

さ
れ
る（

72
）

︒
そ
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
︑
有
名
な
冒
頭
の
一
節
は
次

の
よ
う
で
あ
る
︒

　
ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
る
︒
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
︑
二
つ
の
偉
大
な
文
明
︑

孔
子
の
共
同
主
義
を
持
つ
中
国
文
明
と
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
個
人
主
義
を
持

つ
イ
ン
ド
文
明
を
︑
際
立
た
せ
る
た
め
に
の
み
分
か
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

雪
を
抱
く
こ
の
障
壁
さ
え
も
︑
究
極
と
普
遍
を
求
め
る
あ
の
愛
の
広
が
り

を
一
瞬
と
い
え
ど
も
さ
え
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
愛
こ
そ
は
︑
ア

ジ
ア
の
す
べ
て
の
民
族
の
共
通
の
思
想
的
遺
産
で
あ
り
︑
彼
ら
に
世
界
の

す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出
す
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
︑
ま
た
彼
ら
を
地
中

海
や
バ
ル
ト
海
の
沿
海
諸
民
族
か
ら
区
別
し
て
い
る
も
の
で
あ
る（

73
）

︒

　
ア
ジ
ア
の
多
様
性
を
﹁
一
つ
﹂
と
宣
言
す
る
冒
頭
の
言
葉
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
︑
そ
の
背
景
と
し
て
描
か
れ
る
︑﹁
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
民
族
の
共
通

の
思
想
的
遺
産
で
あ
り
︑
彼
ら
に
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出
す
こ
と

を
可
能
に
﹂
す
る
と
い
う
ア
ジ
ア
的
な
宗
教
の
起
源
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹁
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出
す
﹂
ア
ジ
ア
と
い

う
見
地
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
一
九
〇
〇
年

の
講
演
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
︑
ガ
ン
ジ
ス
川
と
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
と
の
間

の
国
に
︑
そ
の
起
源
を
負
っ
て
い
る
︒
い
か
な
る
偉
大
な
宗
教
も
︑
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
こ
と
は
な
い
︒
ア
メ
リ
カ
に
も
な
い
︒︹
︙
︙
︺
す

べ
て
の
宗
教
は
ア
ジ
ア
的
起
源
を
持
ち
︑
こ
の
地
域
に
属
し
て
い
る
の
だ（

74
）

︒

　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
﹁
す
べ
て
の
宗
教
は
ア
ジ
ア
的
起
源
を
持
ち
﹂

と
い
う
観
点
は
︑
岡
倉
の
﹁
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出
す
﹂
ア
ジ
ア

と
い
う
指
摘
に
対
応
す
る
︒
地
中
海
と
バ
ル
ト
海
の
向
こ
う
は
西
洋
世
界
で
あ

る
が
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
ア
ジ
ア
と
の
境
に
想
定
す
る
の
は
ユ
ー
フ
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ラ
テ
ス
川
で
あ
る
︒
そ
の
地
理
的
な
境
界
に
多
少
の
揺
ら
ぎ
は
見
ら
れ
る
が
︑

こ
こ
で
共
通
す
る
の
は
︑﹁
い
か
な
る
偉
大
な
宗
教
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ

た
こ
と
は
な
い
﹂
と
い
う
観
点
で
あ
る（

75
）

︒

　
今
日
で
は
︑
こ
れ
は
や
や
単
純
化
さ
れ
た
議
論
に
も
見
え
る
が
︑
後
述
の
キ

リ
ス
ト
教
の
ア
ー
リ
ヤ
的
起
源
説
と
も
結
び
付
い
て
い
て
︑
こ
の
問
題
は
当
時

の
イ
ン
ド
知
識
人
の
間
で
は
︑
世
界
宗
教
の
イ
ン
ド
的
起
源
を
め
ぐ
る
問
題
と

し
て
様
々
に
議
論
さ
れ
て
い
た（

76
）

︒

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
モ
ホ
リ
シ
・
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
の
右
腕
と
し
て
︑

ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ
マ
ー
ジ
（
ブ
ラ
ン
モ
・
シ
ョ
マ
ジ
　B

rahm
a Sam

aj

）
を
イ
ン

ド
の
全
国
的
な
運
動
と
し
て
展
開
し
た
ケ
シ
ョ
ブ
・
チ
ョ
ン
ド
ロ
・
シ
ェ
ン

（K
eshab C

handra Sen, 

一
八
三
八
︱
一
八
八
四
）
で
あ
る（

77
）

︒
ケ
シ
ョ
ブ
・
シ
ェ
ン

は
︑
一
八
六
六
年
の
講
演
で
︑
歴
史
的
な
人
物
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

を
小
ア
ジ
ア
に
生
ま
れ
た
ア
ジ
ア
人
で
あ
る
と
し
︑
信
仰
的
脚
色
を
含
ま
な
い

歴
史
的
実
像
に
基
づ
い
て
︑
そ
の
本
来
の
倫
理
観
や
道
徳
観
に
立
ち
戻
る
べ
き

だ
と
論
じ
る（

78
）

︒
そ
れ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
﹁
西
洋
中
心
的
観
念
へ
の
効

果
的
な
批
判
﹂
と
し
て
︑
当
時
の
言
論
界
に
大
き
な
反
響
を
与
え
る（

79
）

︒

　
ケ
シ
ョ
ブ
・
シ
ェ
ン
の
衣
鉢
を
継
ぐ
プ
ロ
タ
プ
・
チ
ョ
ン
ド
ロ
・
モ
ジ
ュ
ム

ダ
ル
（Pratap C

hander M
ozoom

dar, 

一
八
四
〇
︱
一
九
〇
五
）
は
︑
そ
の
後
︑
普

遍
宗
教
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
融
和
的
な
関
係
を
描
く

﹃
東
洋
の
キ
リ
ス
ト
（O

riental C
hrist

）﹄（
一
八
八
三
年
）
を
著
し
︑
ブ
ラ
ー
フ

マ
・
サ
マ
ー
ジ
を
代
表
し
て
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
宗
教
会
議
に
参
加
す
る
︒

　﹁
史
的
イ
エ
ス
﹂
像
を
用
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ジ
ア
的
起
源
を
論
じ
る
ケ

シ
ョ
ブ
・
シ
ェ
ン
に
対
し
て
︑
こ
こ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
そ
れ
を

む
し
ろ
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
に
引
き
付
け
て
説
明
す
る
が
︑
岡
倉
が
﹃
東
洋
の
理

想
﹄
で
掲
げ
る
﹁
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
﹂
の
ア
ジ
ア
的
な
起
源
と
い
う
観

点
は
︑
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
知
識
人
の
議
論
に
触
発
さ
れ
た
可
能
性
を
う
か
が

わ
せ
る
︒
岡
倉
が
︑﹁
古
い
ア
ジ
ア
の
統
一
体
﹂
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
も
の
と

し
て
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
言
及
す
る
の
も
︑﹁
祖
先
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た

不
二
一
元
論
の
思
想
﹂
で
あ
っ
た
︒
岡
倉
の
記
述
で
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

　
近
代
国
家
の
生
活
が
︑
日
本
に
新
し
い
色
調
を
帯
び
さ
せ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
日
本
が
忠
実
に
本
来
の
姿
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
の
は
︑
祖

先
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た
不
二
一
元
論
の
思
想
（advaita idea

）
の
根

本
的
至
上
命
題
な
の
で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
我
々
自
身
の
過
去
の
理
想
に
帰

る
だ
け
で
な
く
︑
古
い
ア
ジ
ア
の
統
一
体
（old A

siatic unity

）
の
眠
れ
る

生
命
を
感
知
し
︑
こ
れ
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
我
々
の
使
命
と
な
っ

た（
80
）

︒

　
こ
こ
で
岡
倉
は
︑
西
洋
近
代
の
圧
倒
的
な
影
響
力
に
対
し
て
︑﹁
日
本
が
忠

実
に
本
来
の
姿
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
﹂
の
は
︑﹁
不
二
一
元
論
の
思
想
の
根
本

的
至
上
命
題
﹂
の
た
め
と
す
る
︒
日
本
古
来
の
思
想
的
系
譜
と
し
て
︑
イ
ン
ド

の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
が
言
及
さ
れ
る
の
は
や
や
唐
突
に
も
見
え
る
が
︑
こ
こ
で
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は
む
し
ろ
日
本
の
歴
史
に
は
限
定
さ
れ
な
い
︑﹁
古
い
ア
ジ
ア
の
統
一
体
の
眠

れ
る
生
命
﹂
の
比
喩
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
シ
カ
ゴ
会
議
で
好
評
を
博
し
︑
欧
米
に
と
ど
ま
っ
て
講
演
活
動

を
続
け
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
持
論
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
を
欧
米
の

識
者
に
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
︑
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
に
招
か
れ
た
一
八
九
六
年
三
月
の
講
演
で
あ
る
︒
こ
の
講
演
で
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
イ
ン
ド
思
想
に
基
盤
を
与
え
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲

学
の
不
二
一
元
論
（
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
）
を
︑
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒

　
最
低
の
虫
け
ら
の
な
か
に
も
︑
最
高
の
人
間
と
同
じ
よ
う
に
︑
神
聖
な

性
質
が
宿
さ
れ
て
い
る
︒︹
︙
︙
︺
万
物
の
背
後
に
は
︑
共
通
の
神
性
が

潜
ん
で
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
な
か
か
ら
道
徳
の
基
盤
が
生
ま
れ
て
く
る
︒

他
者
を
傷
つ
け
ず
︑
自
ら
を
愛
す
る
よ
う
に
︑
他
者
を
愛
し
な
さ
い
︒
な

ぜ
な
ら
︑
す
べ
て
の
宇
宙
は
一
つ
な
の
だ
か
ら（

81
）

︒

　
こ
こ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
聴
衆
を
意
識
し
た

と
思
わ
れ
る
︑﹁
自
ら
を
愛
す
る
よ
う
に
︑
他
者
を
愛
し
な
さ
い
﹂
と
い
う
聖

書
の
言
葉
を
踏
ま
え
た
比
喩
を
用
い
な
が
ら
︑
同
時
に
﹁
最
低
の
虫
け
ら
﹂
を

も
含
む
︑
世
界
の
多
様
性
と
そ
の
背
後
に
潜
む
神
聖
な
性
質
を
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ

タ
の
理
念
と
し
て
提
示
す
る
︒
そ
の
﹁
最
低
の
虫
け
ら
に
も
人
間
と
等
し
い
神

聖
な
性
質
が
宿
さ
れ
る
﹂
と
い
う
観
点
は
︑
師
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
教
え
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る（

82
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
講
演
の
な
か
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
微
小
な
人

間
が
宇
宙
の
多
様
性
と
不
可
分
で
あ
る
す
る
不
二
一
元
論
的
な
状
況
を
︑﹁
す

べ
て
の
宇
宙
は
一
つ
﹂（the w

hole universe is one

）
と
説
明
し
て
い
る
の
は
興

味
深
い
︒
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
に
よ
っ
て
全
宇
宙
の
多
様
性
が
一
つ
に
包
摂
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
︑
ア
ジ
ア
の
多
様
性
も
ま
た
︑﹁
一
つ
﹂（A

sia is one

）
と
し
て

認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

83
）

︒

　
ま
た
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
冒
頭
で
岡
倉
は
︑﹁
ア
ジ
ア
は
一
つ
﹂
の
句
に
続

け
て
︑﹁
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
民
族
の
共
通
の
思
想
的
遺
産
﹂
と
し
て
︑﹁
究
極

と
普
遍
を
求
め
る
あ
の
愛
の
広
大
な
広
が
り
﹂（that broad expanse of love for 

the U
ltim

ate and U
niversal

）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
ア
ジ
ア
諸
民
族
の

思
想
的
遺
産
﹂
が
ど
う
し
て
﹁
あ
の
愛
の
広
大
な
広
が
り
﹂
と
な
る
の
か
︑
そ

の
具
体
的
な
理
由
は
記
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は

こ
の
講
演
で
︑﹁
す
べ
て
の
宇
宙
を
一
つ
﹂
に
結
び
つ
け
る
︑
愛
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る（

84
）

︒

　
こ
の
講
演
録
は
︑
後
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
協
会
に
よ
っ
て
一
九
〇
一
年
に

﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
（T

he Vedanta Philosophy

）﹄
と
し
て
編
集
さ
れ
る（

85
）

︒

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
︑
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
マ
ク
ラ
ウ
ド
は
日
本
を
訪
れ
て
︑
浅

草
の
織
田
得
能
の
家
に
寄
宿
す
る
︒
マ
ク
ラ
ウ
ド
は
︑
シ
カ
ゴ
会
議
や
欧
米
で

の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
活
躍
を
岡
倉
に
紹
介
す
る
と
︑
岡
倉
と
東
洋
宗

教
会
議
の
開
催
を
計
画
し
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
を
日
本
に
招
待
す
る
よ
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う
働
き
か
け
る
︒
こ
の
時
に
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
来
日
を
呼
び
か
け

る
手
紙
を
書
い
た
岡
倉
が
︑
そ
の
近
著
に
目
を
通
そ
う
と
す
る
の
は
自
然
な
こ

と
だ
ろ
う（

86
）

︒

　
以
上
の
経
緯
は
︑
も
ち
ろ
ん
︑
相
互
の
影
響
関
係
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
り
︑

た
だ
ち
に
岡
倉
に
よ
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
﹁
引
用
﹂
と
述
べ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
︒

　
た
と
え
ば
︑﹁
日
本
美
術
史
﹂
で
岡
倉
は
︑
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
対
比
さ
れ
る

日
本
の
仏
像
の
特
徴
を
︑﹁
ギ
リ
シ
ア
は
写
生
的
に
し
て
︑
奈
良
は
理
想
的
な

り
﹂
と
述
べ
る
が
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑﹁
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
は
︑

外
面
的
な
表
現
に
優
れ
て
お
り
︑
イ
ン
ド
の
彫
刻
は
︑
外
面
的
な
表
現
を
ほ
と

ん
ど
犠
牲
に
し
な
が
ら
も
︑
内
面
的
な
特
質
を
表
現
す
る
﹂
と
指
摘
す
る（

87
）

︒
西

洋
美
術
と
の
対
比
に
よ
る
自
文
化
の
再
定
義
と
い
う
意
味
で
︑
両
者
の
発
言
に

は
興
味
深
い
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
問
わ
れ
る
べ
き
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
発

言
が
置
か
れ
た
同
時
代
の
状
況
で
あ
り
︑
そ
れ
が
ど
ち
ら
の
引
用
な
の
か
︑
と

い
う
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
岡
倉
に
お
け
る
イ
ン
ド
体
験
が
︑
従
来
︑
語
ら
れ
て
い
た
仏
教
遺

跡
へ
の
学
問
的
な
関
心
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
ま
た
︑﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
か
ら
連

想
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
若
者
を
鼓
舞
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
姿
に
も
限
定
さ
れ

な
い
︑
両
者
の
問
題
関
心
の
共
有
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
言

い
換
え
る
と
︑
相
互
の
視
点
の
類
似
性
は
︑
同
時
代
に
共
有
さ
れ
る
知
的
状
況

や
︑
そ
の
問
題
関
心
の
共
鳴
︑
そ
し
て
︑
そ
の
視
点
が
互
い
に
反
響
し
て
ゆ
く

経
緯
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
イ
ン
ド
知
識
人
と
日
本
の
岡
倉
と
が
共
有
す
る
知
的
状
況
の
広
が
り
を
︑

次
に
イ
ン
ド
側
の
資
料
か
ら
概
観
し
て
み
た
い
︒

五
　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
け
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観
の
変
遷

︵
1
︶
イ
ン
ド
美
術
史
へ
の
ま
な
ざ
し

　
欧
米
で
の
活
動
を
成
功
裡り

に
終
え
て
︑
イ
ン
ド
に
帰
還
す
る
途
次
の

一
八
九
七
年
に
古
代
ロ
ー
マ
遺
跡
を
訪
れ
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
そ

の
感
興
を
ア
メ
リ
カ
の
支
援
者
メ
ア
リ
ー
・
ハ
ー
レ
嬢
に
書
き
送
る（

88
）

︒
そ
の
な

か
で
︑
西
洋
美
術
と
の
対
比
か
ら
イ
ン
ド
の
古
代
建
築
へ
の
見
方
を
新
た
に
す

る
経
緯
を
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
と
は
違
い
︑
イ
ン
ド
で
は
︑
人
を
か
た
ど
っ
た
彫
刻
が

発
展
し
な
か
っ
た
と
私
が
申
し
上
げ
た
こ
と
は
間
違
い
だ
っ
た
と
︑
ロ
ッ

ク
嬢
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
︒
私
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
著
作
を
読
ん
で
い

た
の
だ
が
︑
他
の
研
究
で
は
︑
私
が
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
オ
リ
ッ
サ
や

ジ
ャ
ガ
ン
ナ
ー
タ
寺
院
に
は
人
間
の
彫
刻
が
残
さ
れ
て
い
て
︑
そ
れ
は
ギ

リ
シ
ア
人
の
作
品
に
引
け
を
取
ら
な
い
美
し
さ
と
解
剖
学
的
な
技
能
を
備

え
て
い
た
︒︹
︙
︙
︺
イ
ン
ド
の
森
に
は
廃
墟
と
な
っ
た
寺
院
が
あ
る
︒

そ
こ
に
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
建
築
芸
術
の
頂
点
と
考
え
た
ギ
リ
シ
ア
の
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パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
が
備
え
る
様
式
や
個
々
の
理
念
︑
細
部
に
至
る
ま
で
︑

あ
る
い
は
︑
後
の
ム
ガ
ル
建
築
な
ど
の
イ
ン
ド
・
サ
ラ
セ
ン
様
式
の
建
築

と
も
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︑
古
代
建
築
の
至
高
の
様
式
を
見
る
こ

と
が
で
き
る（

89
）

︒

　
こ
の
文
面
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
イ
ン
ド
美
術
に
与
え

た
影
響
を
強
調
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
建
築
史
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の

著
作
を
読
ん
だ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
イ
ギ
リ
ス
か
ら
イ
タ
リ
ア
を
経

由
し
て
イ
ン
ド
に
帰
国
す
る
途
上
で
︑
そ
の
学
説
の
誤
り
に
気
づ
き
︑
西
洋
美

術
の
影
響
か
ら
離
れ
た
︑
イ
ン
ド
美
術
の
内
発
的
な
発
展
を
捉
え
る
視
点
に

至
っ
た
と
い
う
経
緯
で
あ
る
︒

　
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
︑
十
九
世
紀
の
イ
ン
ド
建
築
史
の
権
威
と

し
て
知
ら
れ
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
か
ら
イ
ン
ド
に
石
造
建
築
や
ガ
ン
ダ
ー

ラ
彫
刻
が
生
み
出
さ
れ
た
と
す
る
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
起
源
説
を
論
じ
た
建
築

史
家
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
所
説
を
批
判
し
︑

オ
リ
ッ
サ
な
ど
の
建
築
遺
構
の
研
究
に
基
づ
い
て
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
発
展

を
論
じ
る
の
は
︑
イ
ン
ド
人
歴
史
家
ラ
ジ
ャ
・
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト

ロ
で
あ
る（

90
）

︒

　
こ
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
ミ
ッ
ト
ロ
の
論
争
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
の
理
解
に
関

わ
る
歴
史
的
な
論
争
と
し
て
イ
ン
ド
で
は
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
概
略
は
︑

次
の
よ
う
で
あ
る（

91
）

︒

　
オ
リ
ッ
サ
で
の
遺
跡
調
査
で
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
研
究
に
疑
問
を
抱
い
た

ミ
ッ
ト
ロ
は
︑
一
八
七
〇
年
の
論
考
で
石
造
建
築
の
遺
構
が
イ
ン
ド
に
残
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
を
証
明
し
な
い
と
指
摘
し
︑

ラ
ー
ジ
ギ
ル
や
オ
リ
ッ
サ
な
ど
に
残
さ
れ
た
イ
ン
ド
固
有
の
石
造
技
術
を
論
じ

る（
92
）

︒
そ
れ
に
対
し
て
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
︑
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
（
紀
元
前

二
六
八
年
頃
︱
二
三
二
年
頃
）
ま
で
イ
ン
ド
に
は
石
造
建
築
の
技
術
が
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
し
︑
学
術
誌
﹃
イ
ン
ド
古
物
研
究
﹄
に
反
論
を
掲
載
す
る
が
︑

そ
れ
に
対
し
て
ミ
ッ
ト
ロ
は
︑﹃
オ
リ
ッ
サ
の
古
物
研
究
﹄（
一
八
七
五
年
）
に
︑

イ
ン
ド
文
化
の
起
源
に
つ
い
て
反
論
を
掲
載
す
る（

93
）

︒
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
そ
れ
に

対
す
る
再
反
論
を
﹃
イ
ン
ド
と
東
方
の
建
築
の
歴
史
﹄（
一
八
七
六
年
）
に
掲
載

し
︑
ミ
ッ
ト
ロ
も
﹃
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
︱
︱
釈
迦
の
住
処
﹄（
一
八
七
八
年
）
で
再
々

反
論
を
行
う
と
い
う
経
緯
を
た
ど
る（

94
）

︒

　
そ
の
論
争
は
︑
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
よ
り
前
に
イ
ン
ド
に
﹁
真
正
﹂
な
石

造
建
築
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
︑
必
ず
し
も
イ
ン
ド
人
が
︑
ギ
リ
シ
ア

人
か
ら
石
造
建
築
の
技
術
を
学
ん
だ
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
︑
ひ

と
つ
の
決
着
を
見
る（

95
）

︒

　
イ
ン
ド
美
術
の
起
源
を
西
洋
か
ら
の
伝
播
に
求
め
る
の
で
は
な
く
︑
イ
ン
ド

文
化
の
内
発
的
な
発
展
に
注
意
を
向
け
る
ミ
ッ
ト
ロ
の
見
解
は
︑
そ
の
後
︑
イ

ン
ド
人
の
民
族
意
識
の
琴
線
に
も
触
れ
る
問
題
と
し
て
関
心
を
集
め
る
︒
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑
こ
の
ハ
ー
レ
嬢
へ
の
手
紙
か
ら
︑
そ
の
議
論
に

多
大
な
関
心
を
抱
き
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
唱
え
る
フ
ァ
ー
ガ
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ス
ン
か
ら
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
発
展
を
唱
え
る
ミ
ッ
ト
ロ
へ
と
︑
そ
の
持
論

を
転
換
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
イ
ン
ド
の
宗
教
思
想
家
と
し
て
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
活
動
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
︑
実
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑﹃
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際

大
百
科
事
典
﹄
を
第
一
巻
か
ら
通
読
し
︑
イ
ン
ド
学
で
は
重
視
さ
れ
た
フ
ラ
ン

ス
語
の
習
得
に
努
め
る
な
ど
︑
最
新
の
科
学
技
術
や
学
問
の
潮
流
に
も
広
く
関

心
を
向
け
て
い
た（

96
）

︒
先
述
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
哲
学
協
会
の
講
演
で
は
︑
宗
教

学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ら
の
関
係
者
に
は
好
評
を
博
し
︑
東
洋
思
想

講
座
へ
の
就
任
を
打
診
さ
れ
る
な
ど
︑
学
者
肌
の
顔
を
持
っ
て
い
た（

97
）

︒
カ
ル

カ
ッ
タ
屈
指
の
名
門
校
プ
レ
ジ
デ
ン
シ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
の
学
生
時
代
に
は
︑
イ

ギ
リ
ス
で
流
行
し
た
思
想
潮
流
で
あ
る
実
証
主
義
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト

や
功
利
主
義
に
連
な
る
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ェ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
な
ど
の
著
作
に
親
し

む
が
︑
特
に
若
き
日
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
を
魅
了
し
た
の
は
︑
ハ
ー

バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
で
あ
っ
た（

98
）

︒

　
イ
ン
ド
に
帰
還
後
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
特
に
イ
ン
ド
美
術
の
起

源
に
関
わ
る
美
術
史
の
論
争
に
関
心
を
抱
き
︑
一
八
九
九
年
六
月
か
ら

一
九
〇
〇
年
一
二
月
に
か
け
て
の
第
二
回
欧
米
訪
問
で
は
︑
ギ
リ
シ
ア
や
エ
ジ

プ
ト
で
古
代
遺
跡
を
実
地
に
見
聞
し
︑
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
で
は
収
蔵
品

の
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
つ
い
て
の
調
査
ノ
ー
ト
も
残
し
て
い
る（

99
）

︒

　
そ
の
美
術
史
へ
の
関
心
を
通
し
て
導
か
れ
る
︑
イ
ン
ド
美
術
の
発
展
を
捉
え

る
視
点
は
︑
東
西
文
明
の
交
流
か
ら
イ
ン
ド
民
族
の
歴
史
へ
と
考
察
を
深
め
て

ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
思
索
の
展
開
を
︑
次
に
見
て
お
き
た
い（

100
）

︒

︵
2
︶
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
起
源
説
へ
の
批
判

　
イ
ン
ド
に
帰
還
す
る
一
八
九
七
年
一
月
に
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
先

述
の
ハ
ー
レ
嬢
へ
の
手
紙
の
よ
う
に
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
を
す
べ
て
の
芸
術
の
源

流
に
見
る
当
時
の
美
術
史
観
に
疑
問
を
抱
く
と
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ

論
争
に
言
及
す
る
︒
そ
の
後
の
イ
ン
ド
縦
断
の
講
演
旅
行
で
は
ラ
ホ
ー
ル
を
訪

れ
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
を
実
地
に
見
分
す
る
が
︑
そ
の
経
緯
を
︑
翌
年
の
北

イ
ン
ド
訪
問
に
同
行
し
た
愛
弟
子
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
は
︑
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
︒

　
彼
︹
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
︺
は
︑
こ
の
夏
に
は
ア
ト
ッ
ク
へ
の
道

を
探
し
出
し
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
到
達
し
︑
そ
こ
か
ら
踵
き
び
す

を
返

し
た
地
点
を
自
分
の
目
で
確
か
め
よ
う
と
決
心
し
ま
し
た
︒
彼
は
︑
去
年
︑

ラ
ホ
ー
ル
博
物
館
で
見
た
に
違
い
な
い
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
彫
刻
に
つ
い
て
︑

私
た
ち
に
語
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
イ
ン
ド
が
芸
術
作
品
に
お
い
て
ギ
リ

シ
ア
の
後
塵
を
拝
し
て
き
た
と
い
う
西
洋
人
の
馬
鹿
げ
た
主
張
に
憤
激
し

て
︑
我
を
忘
れ
て
反
駁
し
た
の
で
す（

101
）

︒

　
こ
の
記
事
か
ら
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
コ
ロ
ン
ボ
か
ら
ア
ル
モ
ー

ラ
ー
ま
で
の
︑
イ
ン
ド
縦
断
の
講
演
旅
行
の
な
か
で
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
で
名
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高
い
ラ
ホ
ー
ル
博
物
館
を
訪
れ
て
︑
イ
ン
ド
彫
刻
の
起
源
に
思
い
を
巡
ら
せ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
ア
ト
ッ
ク
（A

ttock

）
は
︑
今
日
の
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
の
都
で
あ
る
が
︑
古

代
か
ら
軍
事
や
交
易
の
要
衝
と
さ
れ
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
も
︑
こ
こ
か

ら
イ
ン
ダ
ス
川
を
渡
り
イ
ン
ド
に
侵
攻
し
た
と
さ
れ
る
︒
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
提
起
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
東
征
を
経
た

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
イ
ン
ド
へ
の
伝
播
を
実
地
に
踏
破
し
て
確
か
め
よ
う
と
す
る

が
︑
こ
の
文
面
か
ら
︑
す
で
に
そ
の
時
に
は
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説

を
﹁
西
洋
人
の
馬
鹿
げ
た
主
張
﹂
と
し
︑
そ
の
誤ご
び
ゅ
う謬
に
﹁
憤
激
し
て
︑
我
を
忘

れ
て
反
駁
﹂
す
る
程
に
︑
確
信
を
深
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
そ
の
後
︑
イ
ン
ド
で
の
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
教
団
の
基
盤
を
固
め
た
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
一
八
九
九
︱
一
九
〇
〇
年
の
第
二
回
欧
米
訪
問
で
欧

米
の
様
々
な
学
者
の
議
論
や
学
説
に
触
れ
て
︑
イ
ン
ド
学
に
関
わ
る
多
様
な
争

点
を
検
証
す
る
︒
特
に
︑
一
九
〇
〇
年
九
月
の
パ
リ
の
国
際
宗
教
史
学
会
で
は
︑

当
時
の
東
洋
学
者
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
と
︑
西
洋
人
の
偏
っ
た
イ
ン
ド
観
に

は
疑
問
を
呈
す
る（

102
）

︒

　
た
と
え
ば
︑
ド
イ
ツ
人
の
イ
ン
ド
学
者
ギ
ュ
ス
タ
フ
・
オ
ッ
ペ
ル
ト
（G

ustav 

Solom
on O

ppert, 

一
八
三
六
︱
一
九
〇
八
）
や
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（M

ax 

M
uller, 

一
八
二
三
︱
一
九
〇
〇
）
の
議
論
を
取
り
あ
げ
る
と
︑
東
西
の
文
化
交

流
に
関
わ
る
見
解
を
批
判
的
に
検
証
す
る
︒
そ
の
記
録
は
な
お
断
片
的
で
は
あ

る
が
︑
た
と
え
ば
︑
西
洋
の
イ
ン
ド
学
者
が
︑
す
べ
て
の
学
問
の
起
源
を
古
代

ギ
リ
シ
ア
に
求
め
る
観
点
を
批
判
す
る
と
︑
イ
ン
ド
の
天
文
学
や
算
術
︑
演
劇

な
ど
が
︑
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
か
ら
離
れ
て
︑
イ
ン
ド
で
独
自
の
発
展
を
遂

げ
た
経
緯
を
論
じ
て
い
る（

103
）

︒
そ
し
て
︑
東
西
文
化
の
類
似
性
が
問
題
と
さ
れ
る

の
な
ら
︑
ど
う
し
て
イ
ン
ド
が
西
洋
に
与
え
た
影
響
を
問
題
に
し
な
い
の
か
と

問
い
か
け
て
ゆ
く（

104
）

︒

　
こ
の
時
の
議
論
に
関
連
し
て
︑
ベ
ン
ガ
ル
人
美
術
家
プ
リ
ヨ
ナ
ト
・
シ
ン
ホ

（Priyanath Sinha

）
は
︑
特
に
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
め
ぐ
る
ミ
ュ

ラ
ー
と
の
議
論
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
︒

　
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
教
授
と
の
会
話
で
は
︑
イ
ン
ド
建
築
は
そ
の
話

題
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
ミ
ュ
ラ
ー
教
授
は
︑
仏
教
徒
の
建
築
に
は
ギ
リ
シ

ア
建
築
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
が
︑
ギ
リ
シ
ア
人
が
当
時
の
イ
ン
ド
人
と

交
流
を
持
っ
て
お
り
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑
イ
ン
ド
が
ギ
リ
シ
ア
の
影
響

を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︑
と
い
う
意
見
だ
っ
た
︒

　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
そ
れ
に
反
駁
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

た
︒
も
し
︑
い
く
人
か
の
ギ
リ
シ
ア
人
が
イ
ン
ド
に
存
在
し
た
と
い
う
こ

と
だ
け
で
︑
イ
ン
ド
建
築
が
ギ
リ
シ
ア
に
借
り
が
あ
る
と
い
う
証
拠
に
な

る
の
な
ら
︑
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
建
築
が
イ
ン
ド
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
︑

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
結
論
を
導
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
も
そ

も
︑
仏
教
徒
時
代
の
彫
刻
は
︑
い
か
な
る
意
味
で
も
︑
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
と

の
類
似
点
は
見
ら
れ
な
い（

105
）

︒
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こ
の
記
事
で
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の

対
話
が
︑
ま
る
で
イ
ン
ド
美
術
の
起
源
に
つ
い
て
論
争
す
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と

ミ
ッ
ト
ロ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒
イ
ン
ド
建
築
の
ギ
リ
シ
ア
建
築
と
の
類

似
性
が
指
摘
さ
れ
︑
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
か
ら
イ
ン
ド
へ
の
影
響
と
す
る
ミ
ュ

ラ
ー
の
見
解
に
対
し
て
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
両
者
が
類
似
し
て
い

る
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
ギ
リ
シ
ア
か
ら
の
影
響
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
と

反
論
す
る（

106
）

︒

　
西
洋
人
が
唱
え
る
イ
ン
ド
建
築
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
批
判
し
て
︑
イ
ン
ド

固
有
の
発
展
過
程
を
論
じ
る
と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
観
点
は
明
快

で
あ
る（

107
）

︒
紙
幅
の
都
合
か
ら
詳
細
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
が
︑
や
が
て
第
二
回

欧
米
訪
問
を
経
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
イ
ン
ド
美
術
の
発
展
過
程
を

捉
え
る
視
点
を
イ
ン
ド
民
族
の
歴
史
的
起
源
の
問
題
へ
と
結
び
付
け
て
ゆ
く
︒

そ
れ
は
具
体
的
に
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
ア
ー
リ
ヤ
民

族
の
起
源
に
関
す
る
当
時
の
イ
ン
ド
学
へ
の
批
判
的
な
検
証
と
し
て
な
さ
れ
る

が
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
時
期
に
岡
倉
は
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
草
稿
を
携

え
て
︑
ベ
ル
ル
僧
院
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
も
と
を
訪
れ
た
こ
と
に
な

る
︒

　
そ
こ
で
︑
こ
の
イ
ン
ド
美
術
史
の
問
題
が
当
時
の
イ
ン
ド
で
は
ど
の
よ
う
に

論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
︑
次
に
そ
の
概
略
を
検
証
し
て
み
た
い
︒

︵
3
︶
ア
ー
ナ
ン
ダ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
と
E
・
B
・
ハ
ー
ヴ
ェ
ル

　
一
八
七
〇
年
代
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
は
︑
し
か
し
︑

一
八
八
〇
年
代
に
岡
倉
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
畿
内
宝
物
調
査
や
欧
米
視
察
旅
行
を

行
っ
た
時
に
は
︑
ま
だ
欧
米
の
研
究
者
の
間
で
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
も
と
よ

り
明
治
日
本
の
知
識
人
に
十
分
な
情
報
は
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
す
な

わ
ち
︑
日
本
に
帰
国
し
て
か
ら
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た

岡
倉
は
︑
そ
の
イ
ン
ド
滞
在
中
に
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
な
ど
の

イ
ン
ド
美
術
史
を
め
ぐ
る
議
論
に
触
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
美
術
史
の
問
題
を
欧
米
に
初
め
て
紹
介
し
た
美
術
史
家

と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
︑
セ
イ
ロ
ン
出
身
で
︑欧
米
で
活
躍
し
た
ア
ー
ナ
ン
ダ
・

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
（A

nanda K
entish M

uthu C
oom

arasw
am

y, 

一
八
七
七
︱

一
九
四
七
）
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
鉱
物
学
を
修
め
た
ク
ー
マ

ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
岡
倉
が
カ
ル
カ
ッ
タ
に
滞
在
す
る
一
九
〇
二
年
に
は
イ
ギ

リ
ス
植
民
地
政
府
の
鉱
物
調
査
局
長
と
し
て
︑
ま
だ
英
領
セ
イ
ロ
ン
島
に
あ
っ

た（
108
）

︒
　
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
の
イ
ン
ド
美
術
へ
の
関
心
は
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー

と
の
交
流
や
一
九
〇
五
年
の
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
高
揚
を
通
し
て
高
ま
り
︑
や
が

て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
に
見
ら
れ
る
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
批
判
す

る
急
先
鋒
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
し
か
し
︑
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー

が
︑
そ
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
初
め
て
批
判
す
る
論
考
﹁
イ
ン
ド
美
術
へ
の
キ

リ
シ
ア
の
影
響
﹂
を
東
洋
学
会
で
報
告
す
る
の
は
一
九
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る（

109
）

︒
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ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
と
の
親
交
で
知
ら
れ
︑
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト

ロ
の
影
響
も
受
け
た
美
術
史
家
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
岡
倉
に
つ
い
て
も

ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
か
ら
詳
し
く
聞
か
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑

一
九
〇
八
年
の
論
文
に
は
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
も
引
用
し
て
い
る（

110
）

︒
す
な

わ
ち
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
批
判
す
る
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー

は
︑
岡
倉
の
著
作
を
参
照
し
て
い
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
逆
は
見
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
︒

　
イ
ン
ド
美
術
史
家
と
し
て
の
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
一
九
一
三
年
に
は

代
表
作
と
な
る
﹃
イ
ン
ド
と
セ
イ
ロ
ン
の
美
術
と
工
芸
﹄
を
刊
行
し
︑
そ
の
イ

ン
ド
美
術
復
興
運
動
へ
の
関
与
と
相
ま
っ
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
の
イ
ン
ド
起

源
説
を
唱
え
る
美
術
史
家
の
急
先
鋒
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

111
）

︒

一
九
二
七
年
の
﹃
仏
像
の
起
源
﹄
で
は
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
権
威
で
︑
ギ
リ

シ
ア
系
統
説
の
定
説
と
さ
れ
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ー
シ
ュ
の
﹃
ガ
ン
ダ
ー
ラ

の
ギ
リ
シ
ア
的
仏
教
美
術
﹄（
一
九
二
二
年
）
を
批
判
し
て
︑
イ
ン
ド
古
来
の
樹

神
や
竜
神
な
ど
の
事
例
か
ら
︑
イ
ン
ド
の
彫
刻
が
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
独
自
に
発
展

し
た
こ
と
を
論
じ
︑
イ
ン
ド
彫
刻
へ
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
影
響
を
批
判
す

る
代
表
的
な
論
者
と
な
る（

112
）

︒
そ
の
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
岡
倉
天
心
が

去
っ
た
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
︑
一
九
一
六
年
に
就
任
す
る
︒

　
も
う
一
人
︑
同
時
代
の
イ
ン
ド
の
美
術
行
政
に
関
わ
る
人
物
と
し
て
重
要

な
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
人
美
術
史
家
︑
E
・
B
・
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
（E

rnest B
infield 

H
avell, 

一
八
六
一
︱
一
九
三
四
）
で
あ
る（

113
）

︒
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
マ
ド
ラ
ス
美
術
学

校
で
の
手
腕
が
買
わ
れ
︑
一
八
九
六
年
か
ら
十
年
以
上
に
わ
た
り
カ
ル
カ
ッ
タ

の
政
府
美
術
学
校
（G

overnem
tn C

ollege of A
rt

）
の
校
長
を
務
め
る
︒
副
校
長

の
オ
ボ
ニ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
協
力
し
︑
西
洋
画
の
模
倣
で
は
な
い
イ

ン
ド
の
伝
統
絵
画
の
復
興
を
目
指
す
︑
い
わ
ゆ
る
ベ
ン
ガ
ル
美
術
派
（B

engal 

School of A
rt

）
の
指
導
者
と
し
て
美
術
教
育
の
改
革
に
取
り
組
む
︒

　
そ
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
に
よ
る
イ
ン
ド
の
伝
統
美
術
の
復
興
へ
の
取
り
組
み
は
︑

岡
倉
に
よ
る
日
本
美
術
院
の
活
動
と
も
対
比
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
岡
倉

天
心
が
東
京
美
術
学
校
の
校
長
で
あ
れ
ば
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
そ
の
行
政
的
な
カ

ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
な
る
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
こ
の
時
す
で
に
岡
倉
は
美
術
学

校
に
は
お
ら
ず
︑
両
者
の
カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
交
流
を
示
す
具
体
的
な
記
録
は
見

ら
れ
な
い
︒

　
一
九
〇
二
年
一
月
六
日
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
し
た
岡
倉
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

訪
問
に
出
発
す
る
一
月
二
七
日
ま
で
の
三
週
間
︑
ベ
ル
ル
僧
院
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
も
と
に
︑
同
行
の
留
学
僧
・
堀
至
徳
（
一
八
七
六
・
一
九
〇
三
） 

と
滞
在
す
る
︒
こ
の
時
の
﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
を
見
る
と
︑
一
月
一
三
日
と
一
四

日
︑
岡
倉
と
堀
は
続
け
て
カ
ル
カ
ッ
タ
の
博
物
館
を
訪
ね
て
い
る（

114
）

︒
こ
れ
は

チ
ョ
ウ
ロ
ン
ギ
通
り
の
イ
ン
ド
博
物
館
（Indian M

useum

）
と
考
え
ら
れ
る
の

で
︑
隣
接
す
る
政
府
美
術
学
校
に
立
ち
寄
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ

の
間
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
に
関
す
る
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
他
方
︑
政
府
美
術
学
校
の
記
録
で
は
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
こ
の
時
︑
自
ら
の
著

作
の
準
備
中
で
︑
四
月
か
ら
一
年
間
︑
ロ
ン
ド
ン
に
戻
っ
て
い
る（

115
）

︒
そ
れ
に
対
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し
て
︑
一
月
二
七
日
に
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
連
れ
立
っ
て
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
の
探
索
に
出
立
し
た
岡
倉
は
︑
三
月
初
旬
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
戻
っ
て
く
る（

116
）

︒

そ
の
後
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
同
僚
オ
ボ
ニ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
︑
ニ

ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
の
仲
介
で
︑
三
月
二
二
日
に
初
め
て
面
会
す
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
と
岡
倉
が
イ
ン
ド
で
会
見
を
持
っ
た
可
能
性
は
極
め
て
限
ら

れ
て
い
る（

117
）

︒

　
イ
ン
ド
美
術
史
家
と
し
て
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
稲
賀
繁
美
が
そ
の
著
作
で
検

証
す
る
よ
う
に
︑
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
美
術
の
影
響
を
通
し
て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫

刻
を
評
価
す
る
既
存
の
研
究
を
批
判
し
︑
西
洋
の
審
美
観
と
は
異
な
る
﹁
イ
ン

ド
性
﹂（Indianness

）
の
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
で
︑
イ
ン
ド
美
術
研
究
に
民

族
主
義
的
な
視
点
を
導
入
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る（

118
）

︒
し
か
し
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
が
︑

イ
ン
ド
民
族
主
義
運
動
に
呼
応
し
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説

を
批
判
す
る
﹃
イ
ン
ド
の
彫
刻
と
絵
画
﹄（Indian Sculpture and Painting

）
を
刊

行
す
る
の
は
︑
一
九
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る（

119
）

︒

　
イ
ン
ド
美
術
運
動
の
歴
史
を
検
証
し
た
歴
史
家
パ
ル
タ
・
ミ
ッ
タ
ー
に
従
え

ば
︑
こ
の
著
作
で
イ
ン
ド
美
術
史
の
権
威
と
し
て
登
場
す
る
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑

一
九
〇
三
年
の
段
階
で
は
︑
ま
だ
﹁
こ
の
分
野
は
手
探
り
の
状
態
﹂
に
あ
っ
た

と
さ
れ
る（

120
）

︒
一
九
一
一
年
の
著
作
で
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の

影
響
を
離
れ
た
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
思
想
的
意
味
を
論
じ
る
が
︑
そ
の
な
か

で
︑﹁
優
れ
た
日
本
の
美
術
史
家
﹂
と
し
て
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
を
引
用

し
て
い
る（

121
）

︒
そ
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
著
作
の
題
名
は
﹃
イ
ン
ド
美
術
の
理
想
﹄

（T
he Ideals of Indian A

rt

）
と
な
っ
て
お
り
︑
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄（T

he 

Ideals of the East

）
を
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
が
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
も
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
岡
倉
を
参
照
し
て
い
る
が
︑
し
か
し
︑

そ
の
逆
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
や
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
ら
が
論
陣
を
張
り
︑

そ
れ
が
イ
ン
ド
美
術
史
上
の
争
点
と
し
て
イ
ン
ド
美
術
研
究
者
の
間
に
知
ら
れ

る
の
は
一
九
〇
八
年
以
降
で
あ
り
︑
そ
れ
が
広
く
欧
米
の
美
術
史
研
究
者
の
間

で
認
識
さ
れ
る
の
に
は
︑
さ
ら
に
猶
予
が
必
要
で
あ
っ
た（

122
）

︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
の

欧
米
の
研
究
者
や
欧
米
の
研
究
書
を
学
ぶ
当
時
の
日
本
の
研
究
者
に
は
︑
そ
の

事
情
を
知
る
手
立
て
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
た
が
︑
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
訪
問

を
経
て
︑
岡
倉
は
そ
れ
ま
で
の
自
説
を
転
換
し
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起

源
説
を
否
定
し
︑
欧
米
の
学
説
を
﹁
根
拠
の
な
い
こ
と
﹂
と
ま
で
述
べ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
︒

　
以
上
の
経
緯
は
︑
岡
倉
天
心
の
イ
ン
ド
美
術
史
観
に
お
け
る
﹁
転
向
﹂︑
ひ

い
て
は
法
隆
寺
金
堂
壁
画
を
始
め
と
す
る
ア
ジ
ア
美
術
の
独
自
の
展
開
を
捉
え

る
視
点
が
︑
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
や
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
ら
の
英
語
圏
の
イ
ン
ド
美

術
史
研
究
者
よ
り
早
く
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
知
識
人
と
の
直
接
的
な
交
流
︑
と

り
わ
け
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
対
話
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
も
そ
も
︑
一
九
〇
二
年
一
月
に
初
め
て
イ
ン
ド
を
訪
れ
て
︑
マ
ド
ラ
ス
か

ら
カ
ル
カ
ッ
タ
ま
で
鉄
道
で
北
上
す
る
岡
倉
を
︑
当
初
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
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ン
ダ
は
︑
そ
の
途
上
の
オ
リ
ッ
サ
（
現
在
の
︑
オ
デ
ィ
シ
ャ
ー
州
）
で
出
迎
え
て
︑

近
隣
の
寺
院
を
案
内
す
る
計
画
を
伝
え
て
い
た（

123
）

︒
オ
リ
ッ
サ
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス

ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
の
切
っ
掛
け
と
な
る
イ
ン
ド
美
術
史
上
の
故
地
で
あ
り
︑

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
岡
倉
は
︑
そ
れ
を
﹁
オ
リ
ッ
サ
地
方
の
石
彫
の
無
言
の
抗

議
﹂
と
も
言
及
す
る（

124
）

︒

　
ま
た
︑
岡
倉
の
イ
ン
ド
探
索
の
訪
問
地
に
は
︑
修
行
僧
時
代
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
が
訪
ね
歩
い
た
ア
ブ
ー
山
や
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
・
ア
ー
シ
ュ
ラ
ム

が
建
設
さ
れ
る
マ
ヤ
ー
バ
テ
ィ
ー
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
を

伴
っ
た
岡
倉
の
ラ
ホ
ー
ル
訪
問
は
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
起
源
を
め
ぐ
る
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
の
対
話
を
想
起
さ
せ
る
︒

　
し
か
し
︑
イ
ン
ド
美
術
史
を
め
ぐ
る
両
者
の
関
心
の
接
点
は
︑
こ
こ
で
は
な

お
間
接
的
な
状
況
に
留
ま
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
次
に
︑
両
者
の
著
作
を
対
比
し

て
︑
よ
り
具
体
的
な
影
響
関
係
を
検
証
し
て
見
た
い
︒

六
　
反
響
す
る
ま
な
ざ
し

　
一
九
〇
二
年
一
月
六
日
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
し
た
岡
倉
は
︑
ベ
ル
ル
僧
院

で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
面
会
す
る
と
︑
た
ち
ま
ち
意
気
投
合
し
︑
約
三

週
間
︑
僧
院
に
滞
在
す
る
︒
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
仕
込
み
の
イ

ン
ド
美
術
史
理
解
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
岡
倉
は
︑
法
隆
寺
金
堂
壁
画
な
ど
の

日
本
の
仏
教
美
術
の
源
流
を
求
め
て
イ
ン
ド
を
訪
れ
て
い
た
︒

　
他
方
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑
当
初
は
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響

に
よ
っ
て
イ
ン
ド
に
は
人
型
の
彫
刻
が
生
ま
れ
た
と
考
え
て
い
た
が
︑
岡
倉
と

出
会
う
頃
に
は
︑
そ
れ
が
﹁
西
洋
人
の
馬
鹿
げ
た
主
張
﹂
で
あ
る
と
﹁
憤
激
﹂

す
る
ほ
ど
に
︑
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
発
展
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

　
両
者
の
共
通
の
関
心
で
あ
る
イ
ン
ド
美
術
の
起
源
に
つ
い
て
︑
し
か
し
実
際

に
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
ど
の
よ
う
な
持
論
を
披ひ

瀝れ
き

し
︑
ま
た
日
本
や

中
国
の
事
例
か
ら
︑
岡
倉
が
ど
の
よ
う
な
議
論
で
そ
れ
に
応
じ
た
の
か
は
不
明

だ
が
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
発
展
過
程
を
構
想
す
る
両
者
の
見
地
は
互
い
に
反
響
し
︑

イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
展
開
を
捉
え
る
視
点
に
つ
い
て
﹁
議
論
風
発
﹂
し
た
経

緯
が
う
か
が
え
る
︒

　
そ
こ
で
以
下
で
は
︑
当
時
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
特
徴
的
と
思
わ
れ

る
論
点
を
取
り
上
げ
て
︑
岡
倉
の
著
作
に
見
出
さ
れ
る
影
響
関
係
を
検
証
す
る
︒

具
体
的
に
は
︑
仏
教
の
伝
播
を
め
ぐ
る
議
論
と
社
会
変
革
の
思
想
と
し
て
の
仏

教
と
い
う
二
つ
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
︒
は
じ
め
に
︑
仏
教
の
伝
播
を
め
ぐ
る

議
論
を
見
て
ゆ
き
た
い
︒

︵
1
︶
仏
教
の
伝
播
を
め
ぐ
る
議
論

　
宗
教
改
革
運
動
家
と
し
て
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
西
洋
の
キ
リ
ス

ト
教
文
明
に
対
し
て
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
に
基
づ
く
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
再
定
義

を
通
し
て
︑
合
理
性
や
体
系
性
を
そ
な
え
た
世
界
宗
教
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
を
提
示
し
︑
高
い
精
神
性
を
備
え
た
イ
ン
ド
文
明
の
基
盤
を
構
想
す
る
︒
し
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か
し
︑
西
洋
の
物
質
主
義
を
凌り
ょ
う
が駕
す
る
イ
ン
ド
の
精
神
性
と
い
う
観
点
は
︑
西

洋
の
植
民
地
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
へ
の
対
抗
言
説
と
し
て
の
︑
一

種
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
中
心
主
義
を
導
く
余
地
を
残
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

125
）

︒

欧
米
社
会
に
向
け
た
仏
教
の
伝
播
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
︒

　
ブ
ッ
ダ
の
信
奉
者
た
ち
は
最
も
熱
情
的
で
そ
の
精
神
に
お
い
て
宣
教
者

で
あ
っ
た
︒︹
︙
︙
︺
彼
ら
は
︑
東
西
南
北
に
旅
を
し
た
︒
彼
ら
は
︑
最

暗
部
の
チ
ベ
ッ
ト
︑
ペ
ル
シ
ア
︑
小
ア
ジ
ア
に
も
向
か
っ
た
︒
ロ
シ
ア
︑

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
も
︑
そ
し
て
西
欧
世
界
の
そ
の
他
の
国
々
に
も
向
か
っ
た
︒

中
国
︑
韓
国
︑
日
本
︑
ビ
ル
マ
︑
シ
ャ
ム
︑
東
イ
ン
ド
︑
そ
し
て
そ
の
先

へ
と
向
か
っ
た
︒
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
︑
そ
の
軍
事
的
な
征
服
を

通
し
て
地
中
海
世
界
を
イ
ン
ド
世
界
と
の
交
流
に
開
い
た
こ
と
で
︑
イ
ン

ド
の
智
慧
は
︑
そ
れ
を
通
し
て
す
ぐ
さ
ま
︑
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
広

大
な
領
域
へ
と
広
が
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
見
出
し
た
の
で
あ
る（

126
）

︒

　
こ
こ
で
は
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
遠
征
を
切
っ
掛
け
に
︑
東
西
交
流

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
開
か
れ
︑
仏
教
文
化
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
含
め
た
世
界
各
地
に

伝
播
し
︑
影
響
を
与
え
た
と
論
じ
る
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
︑
東
西
交
流
の
回
路

を
通
し
て
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
イ
ン
ド
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン

説
の
対
極
の
見
地
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
の
議
論
で
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
西
洋
文
化
の
影
響
か
ら
イ
ン
ド
美
術
を
捉
え
る
西
洋
中
心

史
観
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
︑
イ
ン
ド
中
心
史
観
の
ひ
と
つ
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い（

127
）

︒

　
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地
統
治
を
背
景
と
し
た

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
が
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ

マ
ー
ジ
や
ア
ー
リ
ヤ
・
サ
マ
ー
ジ
な
ど
英
領
期
の
イ
ン
ド
人
に
よ
る
宗
教
改
革

運
動
は
︑
そ
の
動
向
に
触
発
さ
れ
︑
ま
た
そ
の
活
動
を
意
識
し
な
が
ら
︑
自
ら

の
改
革
運
動
を
組
織
し
て
ゆ
く
︒﹁
ブ
ッ
ダ
の
信
奉
者
﹂
た
ち
に
よ
る
宣
教
活

動
と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
観
点
は
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
古
代
の
イ

ン
ド
仏
教
の
歴
史
を
想
起
す
る
こ
と
で
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
に
対
抗
す

る
︑
新
た
な
宗
教
運
動
へ
の
呼
び
か
け
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
こ
の
講
演
は
︑
一
九
〇
〇
年
三
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
な
さ
れ
︑
仏
教

徒
の
影
響
の
広
が
り
が
や
や
大
げ
さ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
︑
二
月
の
パ
サ
デ

ナ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
よ
り
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
相
当
の
数
の
仏
教
徒
が
小
ア
ジ
ア
に
入
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
仏
教
徒
が
広

ま
る
の
か
︑
後
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
派
が
広
ま
る
か
の
︑
継
続
的
な
闘

い
と
な
っ
た
︒
グ
ノ
ー
シ
ス
や
そ
の
他
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
は
︑

多
少
な
り
と
も
仏
教
的
傾
向
を
示
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
︑
驚
異

的
な
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
都
市
で
融
合
し
た（

128
）

︒



岡倉天心とヴィヴェーカーナンダの反響するアジア美術史観

69

　
先
述
の
パ
リ
宗
教
会
議
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑﹁
イ
ン
ド
が
古
代

ギ
リ
シ
ア
に
貢
献
し
た
﹂
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
具
体
例

の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
仏
教
の
伝
播
が
指
摘
さ
れ
る（

129
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
仏
教
の
西
方
世
界
へ
の
伝
播
と
い
う
議
論
は
︑
現
代
で
は

荒
唐
無
稽
な
学
説
に
も
見
え
る
が
︑
そ
れ
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
着
想

と
い
う
よ
り
︑
当
時
の
イ
ン
ド
の
知
識
人
の
間
で
は
広
く
議
論
さ
れ
た
論
点
で

あ
っ
た
︒
仏
教
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
影
響
と
い
う
観
点
は
︑
先
述
の
世
界
の
諸

宗
教
の
ア
ジ
ア
的
起
源
の
議
論
と
あ
わ
せ
て
︑
古
代
の
イ
ン
ド
文
明
が
西
洋
文

明
に
与
え
た
影
響
の
一
部
と
し
て
関
心
を
集
め
た
︒
特
に
︑
神
智
学
協
会
関
係

者
の
間
で
は
︑
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
起
源
を
仏
教
に
求
め
る
議
論
と
し
て
語

ら
れ
︑
古
代
イ
ン
ド
の
秘
教
的
な
叡
智
が
そ
こ
に
は
潜
ん
で
い
る
と
さ
れ
た
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ
う
な
図
式
的
な
仏
教
の
西
漸
説
は
今
日
で
は
否
定
さ
れ

て
い
る
が
︑
西
洋
世
界
で
の
仏
教
の
﹁
発
見
﹂
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
た
世

界
宗
教
の
系
統
関
係
へ
の
関
心
を
導
い
た
と
指
摘
す
る
増
澤
知
子
に
従
え
ば
︑

十
九
世
紀
後
半
の
数
十
年
間
︑
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ー
リ
ヤ
的
起
源
（
古

代
イ
ン
ド
的
起
源
）
の
問
題
と
し
て
︑
東
洋
学
者
の
間
で
広
く
関
心
を
集
め
る

争
点
と
な
っ
て
い
た（

130
）

︒
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
も
ま
た
︑﹁
多
数
の
人
々
が
︑

キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
い
と
聞
か
さ
れ
て
︑
心
を
痛
め
て

い
る
︒
本
当
に
そ
う
な
の
か
と
彼
ら
は
私
に
聞
い
て
く
る
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑

こ
の
問
題
に
関
し
て
論
文
も
書
い
て
い
る（

131
）

︒

　
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
ン
ド
起
源
に
関
わ
る
当
時
の
議
論
を
検
証
し

た
梶
山
雄
一
に
よ
れ
ば
︑
十
九
世
紀
中
頃
の
仏
教
学
は
パ
ー
リ
語
仏
教
文
献
の

校
訂
・
翻
訳
が
進
み
︑
仏
典
に
描
か
れ
た
ブ
ッ
タ
伝
と
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス

伝
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
︑
両
者
の
歴
史
的
な
関
係
へ
の
関
心
が

に
わ
か
に
高
ま
る
が
︑
し
か
し
︑
よ
り
厳
密
な
仏
典
の
成
立
年
代
の
考
証
が
進

む
こ
と
で
︑
そ
の
議
論
は
間
も
な
く
衰
退
し
た
と
さ
れ
る（

132
）

︒
そ
の
後
は
A
・

L
・
バ
シ
ャ
ム
の
イ
ラ
ン
的
二
元
論
な
ど
の
系
統
論
の
議
論
に
移
行
し
︑
今
日

で
は
そ
れ
は
学
説
史
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
ら
れ
る（

133
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
な
か
で
岡
倉
は
︑
こ
の
古
代
仏
教
が
西
洋

に
与
え
た
影
響
と
い
う
議
論
に
触
れ
て
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

　
仏
教
は
︑
ひ
と
つ
の
成
長
物
で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
こ
の
よ
う
な
適
応
と

成
長
の
力
こ
そ
は
︑
こ
の
体
系
の
偉
大
さ
を
形
作
り
︑
そ
れ
は
︑
た
だ
東

ア
ジ
ア
を
抱
擁
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
遠
い
昔
に
シ
リ
ア
砂
漠
に
種
子
を

運
び
︑
そ
こ
に
花
を
咲
か
せ
︑
さ
ら
に
︑
愛
と
諦
念
の
香
り
立
つ
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
形
で
︑
世
界
一
周
を
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る（

134
）

︒

　
こ
の
記
述
は
︑
小
ア
ジ
ア
に
入
っ
た
仏
教
徒
が
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
影
響
を

与
え
︑
西
洋
の
歴
史
に
も
そ
の
影
響
を
残
し
た
と
い
う
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
仏
教

的
起
源
説
の
一
端
を
紹
介
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
の
岡
倉
の
言
及
は
︑
当
時

の
東
洋
学
者
に
よ
る
多
様
な
議
論
を
検
証
し
た
様
子
は
見
ら
れ
ず
︑
ま
た
︑
神

智
学
協
会
の
記
事
を
参
照
し
た
形
跡
も
な
く
︑
そ
れ
は
む
し
ろ
︑﹁
相
当
の
数
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の
仏
教
徒
が
小
ア
ジ
ア
に
入
っ
た
﹂
と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
論
点

を
︑
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
︒

　
言
い
換
え
る
と
こ
の
記
述
は
︑
第
二
回
欧
米
訪
問
で
︑
し
ば
し
ば
こ
の
問
題

に
言
及
し
て
い
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
仏
教
の
歴
史
的
な
展
開
に
関

心
を
抱
く
岡
倉
に
対
し
て
︑
そ
の
自
説
の
一
端
を
披
歴
し
て
い
た
可
能
性
を
示

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
両
者
の
共
鳴
関
係
を
示
す
も
う
一
つ
の
論
点
と
し
て
︑
社
会
変
革
の
思

想
と
し
て
の
仏
教
を
検
証
し
て
み
た
い
︒

︵
2
︶
社
会
変
革
の
思
想
と
し
て
の
仏
教

　
イ
ン
ド
宗
教
の
改
革
を
通
し
て
︑
イ
ン
ド
文
明
の
精
神
的
基
盤
を
構
想
す
る

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
と
っ
て
︑
イ
ン
ド
古
代
の
仏
教
は
︑
美
術
史
や
宗

教
史
上
の
課
題
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
カ
ー
ス
ト
差
別
を
打
破
す
る
社
会
変
革
の
思

想
と
し
て
も
注
目
さ
れ
︑
イ
ン
ド
国
民
の
統
合
と
い
う
課
題
の
一
部
を
構
成
す

る
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
述
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
コ
講
演
で

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
ブ
ッ
ダ
は
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
の
精
髄
を
︑
す
べ
て
の
人
に
︑
区
別
な
く
説
い

た
︒
そ
れ
を
世
界
の
人
々
に
説
い
た
︒
と
い
う
の
も
︑
彼
の
偉
大
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
一
つ
は
︑
人
間
の
平
等
だ
か
ら
で
あ
る
︒
人
は
す
べ
て
平
等
で

あ
る
︒
そ
こ
に
い
か
な
る
譲
歩
も
な
い
︒
ブ
ッ
ダ
は
偉
大
な
平
等
の
宣
教

師
で
あ
っ
た
︒
あ
ら
ゆ
る
男
性
と
女
性
は
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
獲

得
す
る
同
じ
権
利
を
有
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑
彼
の
教
え
だ
︒
司
祭
と
他

の
カ
ー
ス
ト
の
人
々
と
の
間
の
違
い
を
︑
彼
は
廃
止
し
た
︒
最
も
身
分
の

低
い
カ
ー
ス
ト
こ
そ
︑
最
高
の
悟
り
を
獲
得
で
き
る
︒
彼
は
す
べ
て
の

人
々
に
︑
解
脱
の
扉
を
開
い
た
の
だ（

135
）

︒

　
カ
ー
ス
ト
の
差
別
を
越
え
た
イ
ン
ド
の
国
民
的
な
宗
教
基
盤
を
構
想
す
る

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
こ
こ
で
は
社
会
変
革
の
理
念
と
し
て
の
仏
教
思

想
の
可
能
性
に
言
及
す
る
︒
不
可
触
民
や
男
女
の
差
別
を
打
破
す
る
平
等
の
理

念
を
︑﹁
最
も
身
分
の
低
い
カ
ー
ス
ト
こ
そ
︑
最
高
の
悟
り
を
獲
得
で
き
る
﹂

と
い
う
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
し
て
提
示
し
︑
ブ
ッ
ダ
に
よ
る
社
会
変
革
の
思
想
と

い
う
観
点
を
提
示
す
る（

136
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
身
分
的
差
別
の
問
題
は
︑
特
に
穢
れ
の

観
念
や
今
生
を
前
世
の
悪
業
の
報
い
と
す
る
因
果
応
報
の
思
想
︑
ま
た
︑
宗
門

に
よ
る
穢
寺
や
戒
名
の
制
度
を
通
し
て
仏
教
と
深
く
結
び
つ
き
︑
歴
史
的
に
は

む
し
ろ
︑
身
分
差
別
を
助
長
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

137
）

︒

　
明
治
近
代
に
お
い
て
も
︑
宗
門
の
本
末
制
や
檀
家
制
は
存
続
し
︑
天
皇
制
に

基
づ
く
国
家
体
制
が
強
化
さ
れ
る
な
か
で
︑
宗
門
体
制
に
由
来
す
る
構
造
的
な

差
別
は
︑
む
し
ろ
温
存
・
強
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
近
代
日
本
の
差
別
解

放
運
動
の
先
駆
け
と
し
て
知
ら
れ
る
全
国
水
平
社
が
創
設
さ
れ
︑
東
西
本
願
寺

等
の
差
別
問
題
に
関
わ
る
宗
門
へ
の
啓
発
活
動
が
な
さ
れ
る
の
は
︑
一
九
二
一
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年
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
す
な
わ
ち
︑
近
代
日
本
の
差
別
解
放
運
動
に
お
い
て
︑
身
分
差
別
を
打
破
す

る
思
想
と
し
て
の
仏
教
と
い
う
観
点
は
︑
当
時
の
日
本
で
は
な
お
一
般
的
で
は

な
か
っ
た
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
差
別
を
打
破
す
る
仏
教
に
つ
い
て
岡
倉
は
︑

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
な
か
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
私
た
ち
は
︑
ブ
ッ
ダ
が
︑
世
界
で
も
最
も
個
人
主
義
的
な
民
族
の
た
だ

な
か
に
立
っ
て
︑
物
を
言
わ
ぬ
獣
を
人
間
と
等
し
く
見
な
し
た
あ
の
慈
悲

の
熱
情
に
︑
今
も
そ
の
声
を
ふ
る
わ
せ
て
い
る
の
を
聞
く
︒
カ
ー
ス
ト
制

度
に
よ
っ
て
︑
た
だ
貧
し
い
だ
け
の
農
民
を
︑
ま
る
で
人
類
の
貴
族
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
な
そ
う
と
す
る
精
神
主
義
的
な
封
建
制
度
を
ま
え
に
し

て
︑
ブ
ッ
ダ
が
︑
そ
の
無
限
の
慈
悲
に
よ
っ
て
︑
民
衆
が
ひ
と
つ
の
偉
大

な
心
で
あ
る
と
夢
見
︑
社
会
の
束
縛
の
破
壊
者
と
し
て
立
ち
上
が
り
︑
す

べ
て
の
人
々
に
平
等
と
友
愛
を
宣
言
し
て
い
る
の
を
︑
私
た
ち
は
見
る
の

で
あ
る（

138
）

︒

　
こ
こ
で
岡
倉
が
取
り
上
げ
る
ブ
ッ
ダ
像
は
︑
古
代
ア
ジ
ア
美
術
の
源
流
と
し

て
の
仏
教
の
創
唱
者
で
は
な
く
︑
し
い
た
げ
ら
れ
た
人
々
の
解
放
を
呼
び
か
け

る
社
会
変
革
者
と
し
て
の
姿
で
あ
る
︒
カ
ー
ス
ト
の
差
別
を
越
え
て
︑
す
べ
て

の
人
々
の
平
等
を
説
く
と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ブ
ッ
ダ
像
が
︑

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
岡
倉
が
提
示
す
る
﹁
す
べ
て
の
人
々
に
平
等
と
友
愛
を
宣

言
﹂
す
る
ブ
ッ
ダ
像
に
呼
応
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒
真
言
宗
の
僧

侶
・
丸
山
貫
長
（
一
八
四
三
︱
一
九
二
七
）
に
師
事
し
た
岡
倉
は
︑
仏
教
教
理

に
も
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
が
︑
イ
ン
ド
渡
航
以
前
に
︑
こ
の
よ
う
な
差
別

の
打
破
を
唱
え
る
ブ
ッ
ダ
と
い
う
観
点
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
残
さ
れ
た
著
作
や
記
録
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
岡
倉
が
互
い
の
問
題
関
心
を
共
有
し
︑
相
互
の
思
想
的

な
影
響
関
係
を
深
め
る
こ
と
で
﹁
議
論
風
発
﹂
し
た
経
緯
が
指
摘
さ
れ
る
︒

　
特
に
︑
岡
倉
に
と
っ
て
そ
れ
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
に
触
発

さ
れ
︑
既
存
の
進
化
論
的
図
式
を
克
服
す
る
こ
と
で
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
固
有
の

展
開
を
捉
え
る
視
点
へ
の
﹁
転
向
﹂
を
促
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
最
後
に
こ

の
問
題
を
検
証
し
た
い
︒

七
　
ま
と
め
︱
︱
反
響
す
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観

　
冒
頭
で
検
証
し
た
よ
う
に
︑
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
で
岡
倉
は
︑

一
定
の
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
︑
欧
米
の
定
説
に
従
っ
て
︑
イ
ン
ド
美
術
史
を

ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
︒
し
か
し
︑
一
九
〇
三
年

の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
イ
ン
ド
仏
教
美
術
の
起
源
に
触
れ
る
と
︑
岡
倉
は
︑

﹁
そ
の
突
然
の
誕
生
を
ギ
リ
シ
ア
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
し
て
︑
仏
教
以
前
の

イ
ン
ド
芸
術
の
存
在
を
否
定
す
る
の
は
︑
根
拠
の
な
い
事
﹂
と
述
べ
て
︑
ギ
リ
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シ
ア
美
術
の
影
響
を
否
定
す
る（

139
）

︒

　
そ
の
岡
倉
の
イ
ン
ド
美
術
へ
の
言
及
は
︑﹁
仏
教
徒
時
代
の
彫
刻
は
︑
い
か

な
る
意
味
で
も
︑
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
と
の
類
似
点
は
見
ら
れ
な
い
﹂
と
述
べ
た
︑

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
観
点
に
対
応
す
る
︒

　
あ
る
い
は
︑﹁
泰
東
巧
藝
史
﹂（
一
九
一
〇
年
）
で
岡
倉
は
︑﹁
西
人
の
多
く
は

イ
ン
ド
芸
術
は
ギ
リ
シ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
以
後
に
あ
り
と
い
う
も
︑
そ

の
以
前
に
も
イ
ン
ド
芸
術
は
存
立
す
る
な
り
﹂
と
指
摘
す
る
が
︑
そ
れ
は
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑﹁
イ
ン
ド
が
芸
術
作
品
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ア
の
後
塵

を
拝
し
て
き
た
と
い
う
西
洋
人
の
馬
鹿
げ
た
主
張
に
憤
激
﹂
す
る
と
い
う
経
緯

に
対
応
す
る
だ
ろ
う
︒

　
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
後
に
そ
れ
ま
で
の
立
場
を
一
変
さ
せ
た
岡
倉
は
︑
帰
朝
報

告
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
印
度
の
事
に
は
英
吉
利
学
者
の
カ
ニ
ン
グ
ハ
ム
︑
フ
エ
ル
ゲ
ツ
ソ
ン
︑

ウ
イ
ル
ソ
ン
な
ぞ
の
人
々
が
是
ま
で
の
ア
ウ
ソ
リ
チ
ー
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
︑
是
等
の
人
の
力
を
尽
く
し
た
の
は
二
三
十
年
前
で
あ
っ
て
︑
其
後
︑

英
吉
利
学
者
の
中
で
継
続
す
る
も
の
が
な
い
︒
今
の
英
吉
利
の
印
度
考
古

学
は
一
頓
挫
を
来
た
し
て
い
る
︒
然
る
に
印
度
に
於
い
て
は
此
の
四
五
年
︑

殊
に
古
物
復
旧
の
気
運
に
向
か
っ
て
文
学
部
面
な
ど
に
於
て
は
豪え

ら
い
考

証
家
が
出
て
い
る
︒
就
中
ベ
ン
ガ
ー
ル
の
ラ
セ
ン
ド
ラ
︑
ミ
ツ
ド
ラ
を
初

め
と
し
て
碩
学
大
い
に
起
こ
り
︑
ヴ
エ
ダ
の
新
注
釈
だ
の
其
他
︑
中
古
の

演
劇
︑
歌
謡
な
ぞ
の
注
解
に
非
常
に
力
を
用
い
て
い
る（

140
）

︒

　
こ
の
記
述
か
ら
︑
岡
倉
も
ま
た
イ
ン
ド
滞
在
中
に
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・

ミ
ッ
ト
ロ
の
研
究
に
触
れ
て
︑
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
価
値
と
そ
の
発
展
過
程

を
見
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
岡
倉
が
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
に
派
遣
し
た
留

学
僧
・
堀
至
徳
も
ま
た
︑
そ
の
教
科
書
と
し
て
ミ
ッ
ト
ロ
の
著
作
を
読
ん
で
い

た（
141
）

︒
　
し
か
し
︑
一
八
九
一
年
に
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
は
亡
く
な
っ
て

お
り
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
民
族
主
義
的
美
術
史
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る

ア
ー
ナ
ン
ダ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
ま
だ
セ
イ
ロ
ン
島
に
あ
り
︑
ハ
ー

ヴ
ェ
ル
が
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
に
反
駁
を
始
め
る
の
は
一
九
〇
八

年
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
フ
ァ
ー

ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
に
触
発
さ
れ
︑
一
八
九
八
年
以
降
は
イ
ン
ド
美
術
の

独
自
の
発
展
過
程
を
確
信
し
︑
岡
倉
と
対
面
す
る
一
九
〇
二
年
に
は
︑
そ
の
観

点
を
敷ふ

衍え
ん

し
て
︑
イ
ン
ド
民
族
の
起
源
を
展
望
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

　
す
な
わ
ち
︑
岡
倉
と
対
面
し
た
時
に
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
す
で
に

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
を
踏
ま
え
た
イ
ン
ド
美
術
の
独
自
の
発
展
過

程
に
確
信
を
深
め
て
い
た
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
逆
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒

　
し
か
し
︑
よ
り
重
要
な
問
題
は
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
内
発
的
な
発
展
を
構
想
す

る
両
者
の
視
点
が
︑
イ
ン
ド
美
術
史
に
お
け
る
西
洋
中
心
史
観
を
克
服
し
︑
ア
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ジ
ア
の
多
様
な
文
化
の
相
互
交
渉
を
通
し
た
美
術
史
を
展
望
し
て
ゆ
く
経
緯
で

あ
ろ
う
︒
岡
倉
に
よ
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
へ
の
言
及
は
︑
そ
の
意
味
で
は
︑

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
引
用
と
い
う
よ
り
︑
西
洋
美
術
に
追
随
し
な
い
日

本
美
術
の
独
自
の
歴
史
を
構
想
し
よ
う
と
す
る
岡
倉
と
︑
西
洋
の
影
響
を
離
れ

た
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
歴
史
を
構
想
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
︑

思
想
的
な
共
鳴
関
係
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
︒

　
岡
倉
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
な
ど
の
西
洋
美
術
を
モ
デ
ル
と
す

る
発
展
段
階
論
を
克
服
し
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
固
有
の
展
開
と
そ
の
相
互
交
渉
の

な
か
に
︑
日
本
文
化
の
歴
史
的
な
役
割
を
位
置
づ
け
る
視
点
を
導
く
も
の
と
な

る
︒

　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
は
西
洋
の
影
響
か
ら
離
れ
た

イ
ン
ド
の
内
発
的
な
イ
ン
ド
文
化
の
発
展
過
程
を
展
望
す
る
観
点
と
し
て
︑
イ

ン
ド
民
族
の
歴
史
や
国
民
的
な
宗
教
基
盤
の
探
求
と
い
う
思
想
的
な
課
題
に
接

続
さ
れ
る
︒

　
い
ず
れ
も
︑
西
洋
美
術
を
基
準
と
し
た
当
時
の
イ
ン
ド
美
術
史
観
を
捉
え
な

お
し
︑
西
洋
文
明
を
モ
デ
ル
と
す
る
発
展
史
観
を
批
判
的
に
検
証
し
︑
自
立
し

た
民
族
文
化
の
展
開
を
捉
え
る
視
点
を
確
立
す
る
と
い
う
意
味
で
︑
共
通
の
課

題
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
︒
今
日
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
︑
そ
れ
は
西
洋
人
の
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
ア
ジ
ア
美
術
史
観
を
克
服
し
︑
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
な
多
様

性
を
捉
え
な
お
す
た
め
の
︑
文
化
相
対
主
義
の
視
点
の
獲
得
と
言
え
る
だ
ろ
う（

142
）

︒

　
イ
ン
ド
滞
在
中
に
岡
倉
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
を
は
じ
め
と
し
た
イ

ン
ド
知
識
人
と
の
対
話
を
通
し
て
そ
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
が
︑
そ
こ
か
ら

ア
ジ
ア
文
化
の
集
積
地
と
し
て
の
︑
日
本
美
術
の
固
有
の
発
展
経
路
を
展
望
す

る
︒
そ
れ
は
︑
後
の
﹃
茶
の
本
﹄
で
展
開
さ
れ
る
︑
日
常
の
さ
さ
や
か
な
時
空

間
が
全
宇
宙
と
同
等
の
広
が
り
を
持
つ
と
い
う
固
有
の
美
意
識
を
通
し
て
︑
西

洋
世
界
と
は
全
く
異
な
る
歴
史
や
思
想
構
造
を
持
つ
日
本
文
化
と
い
う
観
点
を

導
い
て
ゆ
く（

143
）

︒
そ
の
日
本
文
化
の
固
有
の
意
味
を
岡
倉
は
︑
英
語
圏
の
読
者
に

も
理
解
が
可
能
な
独
自
の
審
美
的
価
値
に
根
差
し
た
体
系
と
し
て
描
き
︑
流
麗

な
英
文
に
乗
せ
て
欧
米
の
読
者
に
紹
介
す
る
︒

　
ア
ジ
ア
美
術
の
多
様
性
と
そ
の
共
通
基
盤
を
説
明
す
る
概
念
と
し
て
の
ア
ド

ヴ
ァ
イ
タ
論
は
︑
そ
の
意
味
で
︑
日
本
の
仏
教
美
術
の
源
流
を
た
ど
る
岡
倉
が
︑

イ
ン
ド
美
術
の
起
源
を
探
求
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
︑
民
族
と
文
化

の
起
源
を
め
ぐ
る
課
題
を
共
有
す
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
︒﹃
東
洋
の
理
想
﹄

に
お
け
る
﹁
ア
ジ
ア
は
一
つ
な
り
﹂
は
︑
こ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
と
の
︑
相
互
に
置
換
が
可
能
な
言
葉
と
し
て

読
み
と
く
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
︒

　
本
稿
で
は
︑
以
上
の
よ
う
に
︑
岡
倉
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
互
い

に
反
響
す
る
思
索
の
過
程
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
巻
く
歴
史
的
文
脈
を
紐
解
く

こ
と
で
対
比
的
に
検
証
し
た
︒
今
日
の
学
問
的
流
儀
で
あ
る
︑
明
示
的
な
参
照

文
献
の
列
挙
や
引
用
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
て
い
な
い
当
時
の
著
作
物
か
ら
両

者
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
な
お
制
約
が
あ
る
が
︑
こ
こ
か
ら

岡
倉
に
お
け
る
イ
ン
ド
体
験
が
︑
同
時
代
の
イ
ン
ド
知
識
人
の
知
的
関
心
と
の
︑
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互
い
に
共
鳴
す
る
思
想
的
体
験
と
し
て
共
有
さ
れ
て
ゆ
く
経
緯
が
理
解
さ
れ
る

だ
ろ
う
︒

　
古
代
仏
教
美
術
の
源
流
を
た
ど
る
岡
倉
の
視
線
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
へ
の
探

求
を
通
し
て
︑
西
洋
の
影
響
を
離
れ
た
イ
ン
ド
美
術
の
独
自
の
発
展
過
程
を
構

想
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
視
線
と
交
錯
す
る
︒
岡
倉
の
年
来
の
課
題

と
な
っ
て
い
た
イ
ン
ド
美
術
の
起
源
説
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
知

的
関
心
の
共
有
を
通
し
て
︑
具
体
的
な
根
拠
と
表
現
が
与
え
ら
れ
る
︒

　
し
か
し
︑
同
時
に
興
味
深
い
こ
と
は
︑
日
本
と
イ
ン
ド
と
い
う
異
な
る
文
脈

で
︑
同
様
に
西
洋
列
強
の
植
民
地
主
義
の
脅
威
に
対
抗
す
る
と
い
う
課
題
を
共

有
す
る
両
者
が
︑
そ
の
後
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
民
族
文
化
の
発
展
を
構
想
し

て
ゆ
く
と
い
う
経
緯
で
あ
る
︒

　﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
に
お
い
て
岡
倉
は
︑
社
会
進
化
論
か
ら
捉
え
ら
れ
た
西

洋
人
に
よ
る
日
本
美
術
史
観
を
︑
日
本
を
含
め
た
よ
り
広
い
ア
ジ
ア
に
対
す
る

植
民
地
主
義
的
な
視
線
の
問
題
に
敷ふ

衍え
ん

し
︑
人
種
的
偏
見
に
基
づ
く
ア
ジ
ア
人

脅
威
論
で
あ
る
﹁
黄
禍
論
﹂
へ
の
対
抗
言
説
と
し
て
の
﹁
白
禍
論
﹂（w

hite 

disaster

）
と
い
う
観
点
を
打
ち
出
し
て
︑
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
視
線

の
矛
盾
を
抉え
ぐ

り
出
す
︒

　
そ
の
岡
倉
の
﹁
し
い
た
げ
ら
れ
た
東
洋
に
と
っ
て
︑
西
洋
の
栄
光
は
ア
ジ
ア

の
屈
辱
で
あ
る
﹂
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
の
﹁
い
か
な
る
偉
大
な
宗
教
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
こ
と
は
な
い
﹂

と
い
う
言
葉
に
呼
応
す
る
︒
こ
こ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
当
時
の
西

洋
人
に
よ
る
野
蛮
で
迷
信
に
ま
み
れ
た
イ
ン
ド
社
会
と
い
う
偏
見
を
相
対
化
し
︑

そ
れ
が
西
洋
中
心
主
義
的
な
発
展
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
︑
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地

支
配
に
は
都
合
の
良
い
イ
ン
ド
史
観
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
批
判
す
る
︒

　
そ
の
意
味
で
は
︑
西
洋
文
明
の
圧
倒
的
な
影
響
や
植
民
地
支
配
を
背
景
と
す

る
西
洋
人
が
主
導
す
る
東
洋
学
に
対
し
て
︑
ア
ジ
ア
諸
文
化
の
自
立
し
た
歴
史

や
そ
の
起
源
を
探
求
し
︑
固
有
の
価
値
を
捉
え
な
お
す
と
い
う
課
題
に
お
い

て
︑﹁
ア
ジ
ア
は
一
つ
﹂
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
が
い
み
じ
く
も
岡
倉
に
つ
い
て
述
べ
た
︑﹁
ま
る
で
長
い
間
︑
離

れ
離
れ
と
な
っ
て
い
た
兄
弟
が
再
会
し
た
よ
う
で
す
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
以
上

の
よ
う
な
文
脈
か
ら
︑
改
め
て
読
み
直
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

144
）

︒

　
ま
た
︑
交
錯
す
る
両
者
の
視
線
が
も
た
ら
す
そ
の
後
の
活
動
の
広
が
り
を
見

る
と
︑
単
な
る
交
流
の
深
ま
り
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
の
共

有
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
キ
リ
ス
ト
教
文
明
に
比
肩
す
る
世
界
宗
教
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
価
値

を
称
揚
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
視
点
は
︑
当
時
の
欧
米
社
会
の
イ
ン

ド
社
会
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
的
視
線
を
払
拭
す
る
こ
と
に
大
き
く
貢
献
す
る

が
︑
し
か
し
︑
そ
れ
は
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
︑
西
洋
文
明
へ
の
対
抗
言

説
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
中
心
主
義
と
い
う
問
題
を
導
く
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
諸
宗
教
を
包
摂
す
る
優
れ
た
宗
教
と
い
う
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
的

観
点
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
こ
そ
が
世
界
の
諸
宗
教
を
凌
駕
す
る
優
れ
た
宗
教
で
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あ
る
と
い
う
排
他
主
義
的
な
観
点
を
導
く
余
地
を
与
え
る
︒
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
運
動
が
台
頭
す
る
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
イ
ン
ド
で
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
は
愛
国
主
義
的
な
国
民
意
識
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ

と
で
︑
結
果
的
に
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
宗
教
に
抑
圧
的
に
作
用
す
る
︑
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
至
上
主
義
の
理
念
に
も
流
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

145
）

︒

　
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
︑
ア
ジ
ア
の
多
様
な
文
化
を
集
積
し
な
が
ら
そ
の

歴
史
的
同
一
性
を
保
持
す
る
日
本
文
化
と
い
う
岡
倉
の
視
点
は
︑
帝
国
主
義
的

膨
張
策
へ
と
転
じ
る
そ
の
後
の
日
本
の
ア
ジ
ア
政
策
に
お
い
て
︑
日
本
こ
そ
が

ア
ジ
ア
の
発
展
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
す
る
ア
ジ
ア
主
義
の
理

念
に
敷
衍
さ
れ
︑
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
の
国
粋
主
義
や
排
外
主
義
を
伴
う
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
と
も
な
っ
て
︑
岡
倉
は
そ
の
ア
ジ
ア
主
義
の
先
覚
者

と
し
て
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
そ
の
歴
史
的
背
景
は
大
き
く
異
な
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
改

め
て
そ
の
言
説
が
見
出
さ
れ
︑
歴
史
的
に
は
重
い
課
題
を
背
負
う
こ
と
に
な
る

と
い
う
意
味
で
も
︑
両
者
に
は
興
味
深
い
対
応
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
含
め
て
︑
そ
の
後
の
両
者
の
思
想
的
交
流
の
広
が
り
は
︑

今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

付
記
：
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
︑
稲
賀
繁
美
氏
︑
岡
本
佳
子
氏
︑
山
口
静
一
氏
に
は
貴
重

な
助
言
を
頂
い
た
︒
詳
細
で
示
唆
に
富
む
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
匿
名
の
査
読
者
を
含

め
て
︑
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
す
︒
本
稿
の
資
料
の
一
部
は
︑
J 

S
P
S
科

研
費
（JP19 H

00554 ; JP18 K
K0024

）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
︒

注（
1
）  

一
般
に
﹁
岡
倉
天
心
﹂
の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
生
前
は
主
に
岡
倉
覚
三
と
し
︑

英
文
で
もO

kakura K
akuzo

と
な
り
︑
天
心
の
号
の
使
用
は
限
ら
れ
て
い
た
︒
本
稿
で

は
︑
最
も
知
ら
れ
て
い
る
名
称
と
し
て
﹁
天
心
﹂
を
用
い
た
が
︑
文
脈
に
よ
っ
て
﹁
覚

三
﹂
も
用
い
て
い
る
︒

（
2
）  

﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
四
巻
︑
三
六
︱
三
七
頁
︑
及
び
岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

五
七

︱
五
八
頁
︒
な
お
︑
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
に
つ
い
て
は
︑
よ
り
平
明
な
文

体
で
あ
る
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
（
岡
倉
　
二
〇
〇
一
）
を
主
に
用
い
た
︒

（
3
）  

Fenollosa 1912, pp. 50–51.

（
4
）  

岡
倉
と
同
期
で
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
東
京
大
学
で
の
第
一
期
生
の
井
上
哲
次
郎
は
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
授
業
を
︑
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
︒﹁
哲
学
の
上
で
は
︑
氏
は
進
化
主
義

︱
︱
所
謂
エ
ヴ
ォ
ル
シ
ョ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
︒
独
逸
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
︑
英
の
ス

ペ
ン
サ
ア
の
哲
学
と
を
調
和
す
る
と
い
う
の
が
目
的
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
ヘ
ー
ゲ

ル
と
ス
ペ
ン
サ
ア
の
二
つ
の
哲
学
は
︑
進
化
主
義
の
一
点
に
於
い
て
よ
く
調
和
し
得
ら

れ
る
べ
き
も
の
︑
又
そ
れ
が
今
後
哲
学
の
発
展
の
方
針
で
あ
る
と
自
ら
信
じ
て
い
た
﹂

（
山
口
静
一
﹃
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︱
︱
日
本
文
化
の
宣
揚
に
捧
げ
た
一
生
﹄
一
九
八
二
︑
上
︑

八
八
頁
）︒

（
5
）  
岡
倉
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
視
点
の
違
い
に
つ
い
て
は
︑
金
子
敏
也
（﹃
宗
教
と
し
て
の
芸

術
︱
︱
岡
倉
天
心
と
明
治
近
代
化
の
光
と
影
﹄
二
〇
〇
七
）︑
吉
田
千
鶴
子
（﹃︿
日
本
美

術
﹀
の
発
見
︱
︱
岡
倉
天
心
が
め
ざ
し
た
も
の
﹄
二
〇
一
一
︑ 

六
二
︱
七
三
頁
）
な
ど

が
論
じ
て
お
り
︑
本
稿
で
も
示
唆
を
受
け
た
︒

（
6
）  

岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

八
一
頁
︒
明
治
近
代
に
成
立
す
る
﹁
日
本
美
術
﹂
の
国
家
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体
制
の
整
備
に
と
も
な
う
制
度
的
な
生
成
過
程
を
検
証
し
た
佐
藤
道
信
に
よ
れ
ば
︑
岡

倉
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
に
先
立
つ
美
術
史
講
義
と
し
て
は
︑
東
京
美
術
学
校
で
の
フ
ェ

ノ
ロ
サ
の
﹁
美
学
及
美
術
史
﹂︑
及
び
東
京
大
学
の
﹁
審
美
学
美
術
史
﹂
が
見
ら
れ
︑
広

い
意
味
で
の
美
術
史
論
の
先
駆
と
さ
れ
る
（﹁
近
代
史
学
と
し
て
の
美
術
史
学
の
成
立
と

展
開
﹂
一
九
九
三；

﹃
明
治
国
家
と
近
代
美
術
︱
︱
美
の
政
治
学
﹄
一
九
九
九
︑ 

一
三
一

︱
一
三
四
頁
）︒
稲
賀
繁
美
に
よ
れ
ば
︑
日
本
趣
味
が
流
行
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
ル

イ
・
ゴ
ン
ス
の
﹃
日
本
美
術
﹄（
一
八
八
三
年
）
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
﹃
日

本
の
絵
画
芸
術
﹄（
一
八
八
六
年
）
が
刊
行
さ
れ
︑
蜷
川
式
胤
の
﹃
観
古
図
説
・
陶
器
之

部
﹄（
一
八
八
〇
年
）
や
岩
井
兼
三
郎
の
﹃
工
藝
志
科
﹄（
一
八
八
四
年
）
が
参
照
さ
れ

た
（﹁O

kakura in the G
lobal C

ontext
﹂
二
〇
一
三
）︒
こ
れ
ら
の
中
で
︑﹁
日
本
美
術

史
﹂
と
銘
打
っ
た
講
義
は
岡
倉
が
初
で
あ
っ
た
︒

（
7
）  

岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

六
三
︱
六
四
頁
︒

（
8
）  

具
体
的
に
は
︑﹁
イ
ン
ド
に
遺
存
す
る
大
理
石
の
仏
像
は
ギ
リ
シ
ア
風
の
影
響
を
受
け

た
る
も
の
た
る
こ
と
の
容
易
に
断
言
す
る
を
得
べ
し
﹂
と
指
摘
す
る
（
岡
倉
天
心
　

二
〇
〇
一
︑ 

六
八
頁
）︒

（
9
）  

特
に
︑
井
上
章
一
﹃
法
隆
寺
の
精
神
史
﹄
一
九
九
四
︑ 

五
︱
六
二
頁
︒
フ
ァ
ー
ガ
ス

ン
の
イ
ン
ド
美
術
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
︑
後
段
で
改
め
て
検
証
す
る
︒

（
10
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
井
上
章
一
　
一
九
九
四
︑ 

五
︱
六
二
頁
が
詳
し
い
︒

（
11
）  

原
文
は
英
文
で
以
下
の
通
り
︒‘In India the art of this early B

uddhism
 w

as a natural 

grow
th out of that of the E

pic age that w
ent before. For it is idle to deny the existence 

of pre—
B

uddhistic Indian art, ascribing its sudden birth to the influence of the G
reeks, 

as E
uropean archæ

ologists are w
ont to do’ (O

K
C

W
, vol. 1, p. 49).  

以
下
︑
岡
倉
の
英

文
著
作
の
引
用
文
は
︑
主
に
一
般
に
親
し
ま
れ
て
い
る
中
公
バ
ッ
ク
ス
版
﹃
岡
倉
天
心
﹄

（
一
九
八
四
）
の
訳
文
を
参
照
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
都
度
︑O

kakura 1984

（O
K

C
W

）

の
原
文
を
添
付
し
︑
必
要
に
応
じ
て
︑
訳
文
に
修
正
を
加
え
た
︒
ま
た
︑﹃
東
洋
の
理

想
﹄
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
︑﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
一
巻
﹁
解
題
﹂（
一
九
八
〇
︑ 

四
七
五
︱
四
八
〇
頁
）︑
岡
倉
古
志
郎
﹁
天
心
と
ベ
ン
ガ
ル
の
革
命
家
た
ち
︱
︱
「
東
洋

の
覚
醒
」
に
お
け
る
天
心
の
イ
ン
ド
観
を
め
ぐ
っ
て
﹂（
一
九
八
七
）︑
木
下
長
宏
﹃
岡

倉
天
心
︱
︱
物
ニ
観
ズ
レ
バ
竟
ニ
吾
無
シ
﹄（
二
〇
〇
五
︑ 

二
六
二
︱
二
七
〇
頁
）
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
12
）  

高
階
秀
爾
﹃
日
本
近
代
美
術
史
論
﹄
一
九
八
〇
︑ 

二
〇
二
︱
二
二
五
頁
︒

（
13
）  

そ
の
理
由
と
し
て
高
階
は
︑
中
国
踏
査
を
経
た
岡
倉
の
︑﹁
東
洋
の
伝
統
文
化
の
自
己

同
一
性
に
対
す
る
天
心
の
信
頼
﹂
と
い
う
思
想
的
・
精
神
的
な
傾
向
を
指
摘
す
る
︒
ま

た
︑
高
階
﹁
開
か
れ
た
伝
統
主
義
者
︱
︱
岡
倉
天
心
﹂（
一
九
八
二
）
が
論
じ
て
い
る
よ

う
に
︑
岡
倉
は
︑
し
ば
し
ば
伝
統
主
義
者
と
目
さ
れ
な
が
ら
︑
同
時
に
明
治
日
本
で
も

突
出
し
た
国
際
人
で
あ
っ
た
と
い
う
﹁
二
面
性
﹂
を
︑
そ
の
背
景
に
は
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
な
お
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
イ
ン
ド
や
日
本
へ
の
影
響
を
︑
日
本
で
は
東
漸

説
や
系
統
説
と
呼
ぶ
が
︑
イ
ン
ド
で
は
一
般
に
起
源
説
と
呼
ぶ
︒
本
稿
で
は
総
称
と
し

て
起
源
説
を
用
い
た
が
︑
文
脈
に
応
じ
て
東
漸
説
や
系
統
説
も
用
い
た
︒

（
14
）  

井
上
章
一
　
一
九
九
四
︑ 

一
五
二
頁
︒

（
15
）  

井
上
章
一
　
一
九
九
四
︑ 

一
六
〇
頁
︒

（
16
）  

金
子
　
二
〇
〇
七
︑ 

一
四
六
頁
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
そ
の
状
況
を
検
証
す
る
研

究
と
し
て
重
要
な
論
点
を
提
示
し
た
も
の
に
ニ
ノ
ミ
ヤ
゠
イ
ガ
ラ
シ
（N

inom
iya-

Igarashi 2010

）
が
あ
る
︒
ニ
ノ
ミ
ヤ
゠
イ
ガ
ラ
シ
は
そ
の
博
士
論
文
で
︑
一
八
七
〇
年

代
の
イ
ン
ド
人
歴
史
家
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
と
イ
ギ
リ
ス
人
建
築
史
家

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
の
論
争
が
︑
岡
倉
の
美
術
史
観
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
一
八
九
一
年
に
亡
く
な
っ
た
ミ
ッ
ト
ロ
と
一
九
〇
二
年
に
カ
ル
カ
ッ
タ
を
訪

れ
た
岡
倉
と
を
結
び
つ
け
る
手
掛
か
り
に
つ
い
て
は
︑
な
お
そ
の
間
接
的
な
関
係
を
指

摘
す
る
に
と
ど
ま
り
︑
そ
の
背
景
を
な
す
当
時
の
イ
ン
ド
知
識
人
に
よ
る
多
様
な
知
的

取
り
組
み
に
つ
い
て
の
検
証
は
限
ら
れ
て
い
る
︒
本
稿
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ

と
の
交
渉
過
程
の
検
証
を
通
し
て
︑
そ
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
明
ら
か
に
す
る
試
み

で
あ
る
︒

（
17
）  

保
田
與
重
郎
﹁
明
治
の
精
神
︱
︱
二
人
の
世
界
人
﹂
一
九
八
二
︒
な
お
︑
保
田
は
︑

竹
内
好
と
は
高
校
の
同
級
生
で
︑
東
京
帝
国
大
学
で
は
美
学
科
美
術
史
学
科
の
卒
業
で
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あ
る
︒

（
18
）  
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
母
語
で
あ
る
ベ
ン
ガ
ル
語
の
発
音
で
は
︑

﹁
シ
ャ
ミ
・
ビ
ベ
カ
ノ
ン
ド
﹂
と
な
る
︒
本
稿
で
は
︑
な
る
べ
く
現
地
語
を
尊
重
し
て
い

る
が
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
発
音
に
準
じ
た
﹁
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
﹂
や
﹁
ニ

ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
（N

ivedita

）﹂（
ベ
ン
ガ
ル
語
読
み
で
は
ニ
ベ
デ
ィ
タ
）
な
ど
の
よ
く

知
ら
れ
た
名
称
に
つ
い
て
は
︑
一
般
的
な
表
記
を
採
用
し
た
︒

（
19
）  

す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
英
文
著
作
を
日
本
語
に
訳
す
こ
と
に
も
躊
躇
し
た
岡
倉
に
︑

そ
の
後
の
政
治
的
流
用
の
責
を
負
わ
せ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
岡

倉
の
意
図
を
離
れ
て
そ
れ
が
様
々
に
参
照
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
経
緯
か
ら
︑
そ
れ
を
許

す
素
地
が
岡
倉
の
言
説
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
観
点
は
︑
現
在
も
健
在
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
川
満
信
一
は
︑﹁
眠
れ
る
ア
ジ
ア
を
目
覚
め
さ
せ
る
使
命
︑
つ
ま
り
は
ア
ジ

ア
の
盟
主
と
い
う
日
本
の
位
置
づ
け
︑
ア
ジ
ア
の
力
を
一
つ
に
す
る
と
い
う
名
目
で
た

て
ら
れ
た
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
侵
略
主
義
︑
そ
こ
へ
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
く
要
素
が
︑

天
心
の
思
想
自
体
に
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
︑
こ
う
し
た
理
念
的
な
テ
ー
ゼ
を

政
治
的
目
的
に
す
り
替
え
る
と
い
う
状
況
は
今
日
も
続
い
て
い
る
と
指
摘
す
る
（﹁
岡
倉

天
心
と
ア
ジ
ア
主
義
﹃
日
本
の
名
著
　
岡
倉
天
心
﹄﹂
二
〇
一
三
︑ 
四
〇
八
︱
四
一
五

頁
）︒
そ
の
意
味
で
は
︑
竹
内
好
が
指
摘
し
た
﹁
不
断
に
放
射
能
を
ば
ら
ま
く
﹂
と
い
う

岡
倉
の
思
想
性
の
問
題
は
今
も
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

（
20
）  

宮
川
寅
雄
﹃
岡
倉
天
心
﹄
一
九
五
六
︑ 

六
頁
︒

（
21
）  

な
お
宮
川
は
︑
同
時
に
﹁
か
れ
の
果
た
し
た
明
治
美
術
建
設
へ
の
役
割
は
︑
美
術
史

の
う
え
に
︑
確
実
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
る
こ
と
で
︑
そ
の
意
義

を
功
罪
合
わ
せ
て
論
じ
る
必
要
性
を
強
調
す
る
︒

（
22
）  

中
谷
伸
生
﹁
日
本
近
代
絵
画
史
研
究
の
方
法
と
東
ア
ジ
ア
︱
︱
岡
倉
天
心
を
め
ぐ
る

考
察
﹂
二
〇
一
〇
︑ 

四
四
九
︱
五
九
頁
︒

（
23
）  

玉
城
徹
﹁
書
評
・
宮
川
寅
雄
著
﹃
岡
倉
天
心
﹄﹂
一
九
五
七
︑ 

八
五
︱
八
九
頁
︒

（
24
）  

稲
賀
の
一
連
の
論
考
（﹁
岡
倉
天
心
と
イ
ン
ド
︱
︱
越
境
す
る
近
代
国
民
意
識
と
汎
ア

ジ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
帰
趨
﹂
二
〇
〇
二；

﹁
シ
ス
タ
ー
・
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
と
岡
倉
天

心
に
お
け
る
越
境
と
混
淆
﹃
母
な
る
カ
ー
リ
ー
﹄︑﹃
イ
ン
ド
生
活
の
経
緯
﹄
と
美
術
批

評
の
周
辺
︱
︱
天
心
滞
イ
ン
ド
期
の
著
作
へ
の
あ
ら
た
な
洞
察
﹂
二
〇
〇
五；

﹃
絵
画
の

臨
界
︱
︱
近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
桎
梏
と
命
運
﹄
二
〇
一
四
）
は
︑
岡
倉
の
イ
ン
ド

知
識
人
と
の
思
想
的
交
流
に
つ
い
て
初
め
て
体
系
的
に
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
り
︑
本
稿

で
も
様
々
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
岡
本
佳
子
﹁
仏
教
を
め
ぐ
る
同
床
異
夢
の

旅
路
︱
︱
岡
倉
覚
三
と
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
出
会
い
と
別
離
﹂

（
二
〇
一
四
）
は
︑
仏
教
観
を
通
し
て
岡
倉
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
交
流
の
経

緯
を
検
証
し
て
い
る
︒

（
25
）  

清
水
恵
美
子
﹃
岡
倉
天
心
の
比
較
文
化
史
的
研
究
︱
︱
ボ
ス
ト
ン
で
の
活
動
と
芸
術

思
想
﹄
二
〇
一
二
︑ 

三
︱
一
八
頁
︒

（
26
）  

大
久
保
喬
樹
﹃
岡
倉
天
心
﹄
一
九
八
七
︑ 

三
一
〇
︱
三
二
四
頁
︒

（
27
）  

大
岡
信
﹃
岡
倉
天
心
﹄
一
九
七
五
︒
な
お
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
清
水
は
︑﹁
詩
人
の
「
純

粋
性
」
の
み
で
︑
岡
倉
の
一
貫
性
を
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
﹂
と
指
摘
し
︑

最
終
的
に
は
︑﹁
岡
倉
が
生
涯
の
理
想
と
し
て
掲
げ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
︑
を
追

求
す
る
姿
勢
が
重
要
﹂
と
述
べ
て
い
る
（
清
水
　
二
〇
一
二
︑ 

三
︱
一
八
頁
）︒

（
28
）  

大
岡
　
一
九
七
五
︑ 

二
九
八
頁
︒
そ
の
他
︑
大
岡
﹁
詩
人
と
し
て
の
天
心
﹂
一
九
七
六

な
ど
︒
な
お
︑
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
観
点
に
対
し
て
清
水
は
︑
岡
倉
の
行
動
が
﹁
矛
盾
﹂

し
て
見
え
る
の
は
︑﹁
現
実
社
会
と
関
係
を
持
ち
続
け
た
も
の
が
行
う
の
は
︑
あ
く
ま
で

時
代
状
況
︑
社
会
環
境
︑
人
間
関
係
に
応
じ
て
最
適
と
判
断
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
だ
か

ら
で
あ
り
︑﹁
岡
倉
の
生
涯
の
主
た
る
目
的
が
一
貫
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
︑
そ
れ
を
達

成
す
る
た
め
の
手
段
が
様
々
に
変
化
す
る
こ
と
は
当
然
﹂
と
指
摘
す
る
（
二
〇
一
二
︑ 

三
︱
一
八
頁
）︒

（
29
）  
川
満
　
二
〇
一
三
︑ 

四
〇
八
︱
四
一
五
頁
︒

（
30
）  
中
谷
　
二
〇
一
〇
︑ 

四
四
九
︱
五
九
頁
︒

（
31
）  

岡
倉
の
﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
で
は
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒﹁
お
び
た
だ
し
い
武
装
使
節

が
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
先
頭
に
日
本
の
門
戸
を
叩
き
︑
日
本
の
意
に
反
し
て
開
港
を

命
じ
て
い
る
︒﹂
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（
32
）  

こ
の
点
に
関
連
し
て
︑
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
て
五
浦
に
居
を
定
め
た
晩
年
の
十
年
間

を
﹁
五
浦
時
代
﹂
と
し
て
そ
の
活
動
を
検
証
す
る
森
田
義
之
・
小
泉
晋
弥
に
よ
れ
ば
︑

﹁
天
心
の
思
想
と
行
動
が
内
包
す
る
二
重
性
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹂
は
︑
文
明
開
化
・
欧
化

主
義
に
ま
い
進
す
る
明
治
日
本
の
近
代
化
と
︑
日
清
・
日
露
戦
争
に
帰
結
す
る
国
家
主

義
・
国
粋
主
義
の
台
頭
と
い
う
近
代
日
本
の
二
重
性
が
重
な
り
あ
う
も
の
と
さ
れ
る

（﹃
岡
倉
天
心
と
五
浦
﹄
一
九
九
八
︑ 

三
三
二
︱
三
三
九
頁
）︒
な
お
︑
そ
の
他
に
も
型
破

り
な
人
物
像
と
し
て
の
岡
倉
に
は
︑
た
と
え
ば
︑
松
本
清
張
（﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
そ
の
内

な
る
敵
﹄
一
九
八
四
）
が
追
求
し
た
波
津
子
と
の
悲
恋
や
︑
春
日
井
真
也
（﹁
岡
倉
天
心

の
果
た
し
た
役
割
﹂
一
九
八
一
）
や
大
岡
が
検
証
し
た
プ
リ
ヨ
ン
ボ
ダ
と
の
恋
愛
な
ど
︑

様
々
な
論
点
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
33
）  

岡
倉
登
志
に
よ
れ
ば
︑﹃
日
本
の
目
覚
め
﹄
は
︑
一
九
〇
五
年
上
半
期
の
ア
メ
リ
カ
の

出
版
物
ベ
ス
ト
四
に
入
り
︑
米
国
市
民
に
お
け
る
黄
禍
論
の
払
拭
な
ど
対
日
イ
メ
ー
ジ

の
向
上
に
貢
献
し
た
（﹃
岡
倉
天
心
の
実
像
︱
︱
曾
祖
父
覚
三
岡
倉
天
心
﹄
二
〇
一
三
︑ 

二
九
四
︱
二
九
九
頁
）︒
塩
崎
智
に
よ
れ
ば
︑ ﹃
東
洋
の
理
想
﹄ 

を
読
ん
だ
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
大
統
領
の
コ
メ
ン
ト
が
ギ
ル
ダ
ー
夫
人
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
︑﹃
日
本
の
目

覚
め
﹄
に
は
日
本
女
性
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
述
が
加
え
ら
れ
︑
大
統
領
が
好
意
的
な

感
想
を
述
べ
た
こ
と
が
新
聞
に
報
じ
ら
れ
る
（﹁﹃
日
本
の
覚
醒
﹄
を
め
ぐ
る
金
子
堅
太

郎
と
岡
倉
天
心
﹂
二
〇
〇
三；

﹃
日
露
戦
争
　
も
う
一
つ
の
戦
い
︱
︱
ア
メ
リ
カ
世
論
を

動
か
し
た
五
人
の
英
語
名
人
﹄
二
〇
〇
六
）︒
な
お
︑
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
六
角
紫
水

の
回
想
談
に
つ
い
て
は
︑ 

な
お
曖
昧
な
部
分
も
残
さ
れ
て
い
る
と
岡
倉
登
志 （
二
〇
一
三
︑ 

二
九
七
頁
）
は
指
摘
す
る
︒
そ
の
他
︑﹁
資
料
Ⅲ
と
な
り
の
う
わ
さ
﹂（﹃
岡
倉
天
心
全

集
・
月
報
3
﹄
一
九
八
〇
年
）︑﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
一
巻
﹁
解
題
﹂（
一
九
八
〇
︑ 

四
八
〇
︱
四
八
四
頁
）
な
ど
︒

（
34
）  

大
久
保
喬
樹
﹁
岡
倉
天
心
と
脱
近
代
思
考
の
可
能
性
︱
︱
そ
の
言
語
︑
時
間
︑
空
間

意
識
﹂
二
〇
〇
二
︑ 

二
三
︱
四
三
頁
︒
こ
こ
で
は
︑
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
で
展

開
さ
れ
る
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
と
﹃
茶
の
本
﹄
の
多
元
的
な
世
界
が
︑
不
二
一
元
の
理
念

に
依
拠
す
る
ひ
と
つ
の
体
系
と
し
て
考
察
さ
れ
︑﹁
こ
の
世
界
に
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ

た
も
の
を
絶
対
的
︑
固
定
的
︑
一
義
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
︑
相
対
的
︑
可
変
的
︑

多
義
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
発
想
﹂
が
指
摘
さ
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
大
久
保
も

ま
た
︑
岡
倉
の
﹁
矛
盾
﹂
は
様
々
な
状
況
へ
の
対
応
の
違
い
と
し
て
把
握
さ
れ
︑
そ
の

根
底
に
は
一
貫
し
た
理
念
が
潜
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
︒
そ
の
見
地
は
︑
最
終
的
に
は
岡

倉
の
生
涯
の
活
動
を
捉
え
る
﹁
多
義
的
︑
不
確
定
的
︑
創
造
的
︑
可
能
的
な
も
の
を
容

れ
る
場
﹂
と
し
て
の
﹁
空
虚
﹂
と
い
う
観
点
を
導
く
も
の
と
さ
れ
る
︒

（
35
）  

木
下
　
二
〇
〇
五
︑ 

三
四
九
頁
︒

（
36
）  

天
心
の
活
動
の
内
発
的
な
表
現
の
変
化
に
注
目
す
る
木
下
は
︑
和
漢
混
交
体
と
い
う

制
約
を
持
つ
日
本
語
か
ら
︑﹁
自
由
で
論
理
力
に
優
れ
る
英
語
﹂
へ
転
換
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑﹁
自
己
意
識
を
異
相
に
放
つ
自
由
さ
と
解
放
を
も
た
ら
﹂
す
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
と
指
摘
す
る
（
木
下
　
二
〇
〇
五
︑ 

三
四
九
︱
三
五
〇
頁
）︒
後
述
の
よ
う
に
︑

英
語
の
著
作
が
想
定
す
る
聴
衆
や
読
者
と
い
う
意
味
で
も
︑
こ
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ

る
︒

（
37
）  

岡
倉
天
心
の
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
へ
の
関
わ
り
を
検
証
す
る
高
木
博
志
は
︑

そ
の
時
代
区
分
の
﹁
大
枠
﹂
を
岡
倉
が
与
え
て
ゆ
く
経
緯
を
指
摘
す
る
（﹁
日
本
美
術
史

の
成
立
・
詩
論
︱
︱
古
代
美
術
史
の
時
代
区
分
の
成
立
﹂
一
九
九
七
︑ 

三
四
五
︱

三
八
一
頁
）︒
そ
の
他
︑﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
の
成
立
過
程
に
い
て
は
︑
稲
賀

（
二
〇
一
四
︑ 

五
八
︱
六
二
頁；

一
九
九
八
）︑
森
仁
史
﹁﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄

の
成
立
と
位
相
﹂（
二
〇
〇
一
）︑
岡
倉
登
志
・
岡
本
佳
子
・
宮
瀧
交
二
﹃
岡
倉
天
心

︱
︱
思
想
と
行
動
﹄（
二
〇
一
三
︑ 

三
一
︱
四
五
頁
）
な
ど
が
詳
し
い
︒

（
38
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
吉
田
千
鶴
子
の
﹃︿
日
本
美
術
﹀
の
発
見
︱
︱
岡
倉
天
心
が
め

ざ
し
た
も
の
﹄（
二
〇
一
一
）
が
大
変
に
示
唆
的
で
あ
る
︒
吉
田
は
︑
日
本
美
術
の
保
護

に
向
け
た
岡
倉
の
思
い
は
︑﹁
晩
年
に
至
っ
て
も
な
お
壮
絶
で
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い

る
（
吉
田
　
二
〇
一
一
︑ 

一
九
九
︱
二
〇
三
頁
）︒

（
39
）  
﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
と
し
て
知
ら
れ
る
未
刊
の
英
文
草
稿
は
︑
原
文
で
は
﹁
我
々
は
一

つ
﹂（W

e are one

）
と
題
さ
れ
︑
一
九
〇
二
年
に
カ
ル
カ
ッ
タ
で
執
筆
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
岡
倉
没
後
の
一
九
三
八
年
に
孫
の
岡
倉
古
志
郎
に
よ
っ
て
手
書
き
の
草
稿
と
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し
て
発
見
さ
れ
︑
当
初
は
﹃
理
想
の
再
建
﹄
と
題
し
て
河
出
書
房
よ
り
日
本
語
訳
が
刊

行
さ
れ
︑
そ
の
後
︑﹃
東
洋
の
覚
醒
﹄
の
タ
イ
ト
ル
で
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

（
40
）  

鳳
凰
堂
に
つ
い
て
の
英
文
冊
子
は
︑
岡
倉
の
初
の
英
文
著
作
と
な
る
が
︑
主
に
は
展

示
物
の
解
説
で
思
想
的
著
作
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒

（
41
）  

竹
内
好
﹃
日
本
と
ア
ジ
ア
﹄
一
九
九
三
︒

（
42
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
明
治
初
期
を
代
表
す
る
洋
画
家
の
高
橋
由
一
に
よ
る
︑
フ
ェ

ノ
ロ
サ
が
﹁
洋
画
拡
張
説
﹂
を
示
し
た
と
の
証
言
が
知
ら
れ
て
い
る
（
山
口
　

一
九
八
二
︑
上
︑
一
七
二
頁
）︒

（
43
）  

山
口
　
一
九
八
二
︑
上
︑
三
九
四
︱
四
一
〇
頁
︒

（
44
）  

後
述
の
よ
う
に
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
東
漸
説
は
︑
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー

ガ
ス
ン
の
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
井
上
章

一
（
一
九
九
四
︑ 

五
七
︱
五
八
頁
）
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
時
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
功
績
は
︑

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
ア
ジ
ア
へ
の
伝
播
を
日
本
に
広
げ
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
東
征
を
初
め

て
学
説
と
し
て
紹
介
し
た
こ
と
に
あ
る
︒

（
45
）  

井
上
章
一
　
一
九
九
四
︑ 

五
五
頁
︒
井
上
は
そ
れ
を
︑
当
時
の
学
会
を
風
靡
し
た

﹁
フ
ェ
ノ
ロ
サ
＝
九
鬼
の
西
方
伝
来
説
﹂
と
整
理
す
る
︒

（
46
）  

な
お
︑
井
上
章
一
（
一
九
九
四
︑ 

四
︱
四
二
頁
）
は
︑
正
倉
院
宝
物
に
見
ら
れ
る
西

方
文
化
の
東
漸
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
以
前
に
も
︑
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
や
﹃
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
﹄
の
記
事
な
ど
の

存
在
を
指
摘
す
る
︒

（
47
）  

Fenollosa 1912, p. 93.  

ま
た
︑﹁
わ
れ
わ
れ
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
ア
ジ
ア
大
陸
を
横

断
し
て
は
る
か
に
日
本
に
浸
透
し
て
き
た
経
緯
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
︑
わ
れ
わ
れ
欧
米

人
に
と
っ
て
特
に
興
味
深
い
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
（Fenollosa 1912, p. 81

）︒

（
48
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
井
上
章
一
（
一
九
九
四
︑ 

六
一
︱
六
二
頁
︑
一
五
八
︱

一
五
九
頁
）
に
よ
る
詳
し
い
検
証
が
あ
る
︒
な
お
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
ま
た
︑
没
後
に
刊

行
さ
れ
た
﹃
東
洋
美
術
史
綱
﹄
で
法
隆
寺
金
堂
の
仏
教
美
術
を
﹁
ギ
リ
シ
ア
的
仏
教
美

術
の
影
響
の
も
と
で
成
立
し
た
も
の
に
違
い
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
晩
年
ま
で

そ
の
観
点
を
保
持
し
て
い
た
︒

（
49
）  

原
文
で
は
︑
以
下
の
通
り
︒﹁
そ
の
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
風
が
た
だ
ち
に
わ
が
法
隆
寺

壁
画
に
残
れ
る
に
あ
ら
ず
︒
そ
の
分
子
を
受
け
て
こ
れ
に
い
た
れ
る
も
の
に
し
て
︑
鳥

仏
師
等
の
作
れ
る
法
隆
寺
式
の
︑
僅
々
な
る
年
次
の
間
に
お
い
て
か
く
劇
変
を
生
ぜ
る

は
︑
そ
の
原
因
必
ず
支
那
︑
朝
鮮
に
あ
る
べ
く
︑
二
国
の
劇
変
は
イ
ン
ド
に
関
係
せ
る

も
の
な
る
は
自
然
の
理
に
し
て
︑
わ
が
国
も
ま
た
間
接
に
イ
ン
ド
に
関
係
せ
る
な
り
︒

し
か
れ
ど
も
︑
余
は
い
ま
だ
こ
の
事
を
も
っ
て
︑
必
然
か
く
な
る
べ
し
と
断
言
す
る
も

の
に
あ
ら
ず
︒
し
ば
ら
く
一
説
と
し
て
存
す
る
の
み
︒﹂（
岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

七
二
頁
）︒

（
50
）  

Fenollosa 1912, p. 81.  

岡
倉
は
︑
一
八
九
三
年
に
中
国
の
龍
門
石
窟
を
訪
れ
て
︑
そ

れ
が
﹁
法
隆
寺
壁
画
に
均
し
﹂
い
と
い
う
発
見
を
す
る
が
︑
そ
の
後
︑
そ
の
観
点
を
深

め
る
議
論
や
事
例
が
検
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
後
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑﹃
東
洋
美

術
史
綱
﹄
の
な
か
で
岡
倉
に
触
れ
る
と
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
岡
倉
君
の
よ
う

な
著
述
家
は
︑
イ
ン
ド
や
中
国
︑
日
本
に
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
影
響
を
与
え
て
き
た
と
い

う
事
を
す
べ
て
否
定
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
し
か
し
︑
ギ
リ
シ
ア
的
仏
教

美
術
の
遠
い
起
源
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
の
時
期
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
疑

い
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
る
﹂（Fenollosa 1912, pp. 74– 75

）︒

（
51
）  

﹁
印
度
美
術
談
﹂﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑
二
六
二
︱
二
六
四
頁
︑
及
びO

kakura 

1984, vol. 1, p. 49

︒
ち
な
み
に
岡
倉
は
︑
イ
ン
ド
史
に
関
す
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
カ

ニ
ン
ガ
ム
と
H
・
H
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
著
作
に
つ
い
て
は
︑
一
九
八
六
年
の
欧
米
美
術

視
察
の
際
に
入
手
し
て
い
た
（
吉
田
　
二
〇
一
一
︑ 

一
七
八
︱
一
八
〇
頁
）︒

（
52
）  

濱
田
耕
作
︑﹃
濱
田
耕
作
著
作
集
︱
︱
東
亜
古
代
文
化
（
二
）﹄
第
四
巻
︑
一
九
九
〇
︑ 

一
五
六
︱
一
六
五
頁
︒
こ
の
時
に
濱
田
は
︑
東
京
帝
国
大
学
史
学
科
で
美
術
史
を
専
攻

す
る
学
生
で
あ
っ
た
︒

（
53
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
山
口
（
一
九
八
二
︑
上
︑
五
一
︱
六
五
頁
）
が
詳
し
い
︒
フ
ェ

ノ
ロ
サ
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
派
哲
学
者
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
の
﹃
哲
学
史
概
説
﹄
等
を
教
科

書
と
し
︑
デ
カ
ル
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
至
る
近
代
哲
学
史
を
講
義
し
た
︒
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ま
た
︑
政
治
学
の
講
義
で
は
﹁
社
会
進
化
論
︑
社
会
有
機
体
説
の
徹
底
を
計
り
︑
そ
の

う
え
で
近
代
哲
学
史
と
政
治
理
論
と
の
関
係
を
論
じ
﹂
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
フ
ェ
ノ
ロ

サ
を
経
由
し
た
日
本
で
の
ス
ペ
ン
サ
ー
思
想
の
受
容
を
検
証
し
た
山
下
重
一
に
従
え
ば
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
社
会
進
化
論
は
︑﹃
社
会
学
原
理
﹄
を
踏
ま
え
た
﹁
ス
ペ
ン
サ
ー
を
踏
襲

す
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
さ
れ
る
（﹃
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
﹄
一
九
八
三
︑ 

一
二
一

︱
一
七
八
頁
）︒

（
54
）  

近
代
日
本
の
ス
ペ
ン
サ
ー
思
想
の
幅
広
い
影
響
を
検
証
し
た
先
述
の
山
下

（
一
九
八
三
）
は
︑
明
治
政
府
の
国
権
主
義
に
根
拠
を
与
え
る
社
会
進
化
論
や
社
会
有
機

体
説
と
い
う
観
点
と
同
時
に
︑
そ
れ
に
対
立
し
た
自
由
民
権
運
動
に
思
想
的
根
拠
を
与

え
る
個
人
主
義
や
自
由
主
義
と
い
う
側
面
を
も
持
つ
も
の
と
し
て
︑
そ
の
両
面
か
ら
捉

え
る
こ
と
が
必
要
と
指
摘
す
る
︒

（
55
）  

福
沢
の
言
葉
で
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒﹁
今
世
界
の
文
明
を
論
ず
る
に
︑
欧
羅
巴
諸

国
並
に
亜
米
利
加
の
合
衆
国
を
以
て
最
上
の
文
明
国
と
為
し
︑
土
耳
古
︑
支
那
︑
日
本
等
︑

亜
細
亜
の
諸
国
を
以
て
半
開
の
国
と
称
し
︑
阿
非
利
加
及
び
墺
太
利
亜
等
を
目
し
て
野

蛮
の
国
と
云
い
︑
こ
の
名
称
を
以
て
世
界
の
通
論
と
な
し
﹂（﹃
福
澤
諭
吉
著
作
集
　
第

四
巻
　
文
明
論
之
概
略
﹄
二
〇
〇
二
︑ 

二
一
︱
二
二
頁
）︒
な
お
︑
福
沢
が
ス
ペ
ン
サ
ー

の
社
会
進
化
論
に
触
れ
る
の
は
︑﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
を
刊
行
し
た
後
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
56
）  

﹁
日
本
美
術
ノ
滅
亡
座
シ
テ
俟
ツ
ヘ
ケ
ン
ヤ
﹂﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑
二
一
︱

二
二
頁
︒
ま
た
︑
当
時
の
美
術
行
政
の
主
導
権
争
い
の
な
か
で
︑
岡
倉
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ

が
﹁
美
術
画
法
﹂
の
枠
組
み
を
確
立
し
て
ゆ
く
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
岡
本
佳
子
﹁
明
治

に
生
ま
れ
た
「
美
術
」
を
め
ぐ
る
政
治
﹂（
二
〇
一
六
）
が
詳
し
い
︒

（
57
）  

そ
の
理
念
は
︑
一
八
八
七
年
の
﹁
鑑
画
会
に
於
て
﹂（﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑

一
七
三
︱
一
七
八
頁
）
で
展
開
さ
れ
る
﹁
自
然
発
達
論
﹂
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒
そ
の
理

念
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
清
水
（
二
〇
一
二
︑ 

三
〇
︱
四
〇
頁
）
が
詳
し
く
検
証
し
て

い
る
︒

（
58
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘T

he three term
s by w

hich E
uropean scholars love to 

distinguish the past developm
ent of art, though lacking perhaps in precision, have 

nevertheless an inevitable truth [...] T
he E

ast has had its ow
n form

 of that period 

called Sym
bolic, or better still, perhaps, Form

alistic, w
hen m

atter, or the law
 of 

m
aterial form

, dom
inates the spiritual in art. T

he E
gyptian and A

ssyrian sought by 

im
m

en
se ston

es to express gran
deur, as the In

dian
 w

orker by his in
n

um
erable 

repetitions to utter forth infinity in his creations. [...] N
ext com

es the so- called C
lassic 

period w
hen beauty is sought as the union of spirit and m

atter. [...] H
ere w

e have an 

objective idealism
, w

hich reaches its height, under the influence of the India of the 

G
uptas, during the T

âng dynasty and the N
ara period [...] Spirit m

ust conquer M
atter, 

and though the differing idiosyncrasies of the O
ccidental and the O

riental m
ind lead 

to differing expression, the m
odern idea of the w

hole w
orld runs inevitably to 

R
om

anticism
’ (O

K
C

W
, vol. 1, pp. 93– 94).

（
59
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
小
田
部
胤
久
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
「
古
典
」
概
念
の
成
立
﹂

（
二
〇
一
八
）︑
神
林
恒
道
﹁
岡
倉
天
心
と
美
術
史
学
の
形
成
﹂（
二
〇
〇
一
）︑
木
下

（
二
〇
〇
五
︑ 

二
四
〇
︱
二
四
一
頁
）
な
ど
が
詳
し
い
︒
美
術
史
家
・
神
林
恒
道
に
よ

れ
ば
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
は
︑﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
あ
る
い
は
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
進
化
思
想
に
な

ら
っ
て
︑
こ
れ
を
芸
術
的
精
神
の
自
覚
的
な
展
開
と
し
て
論
じ
た
も
の
﹂
と
さ
れ
る

（
二
〇
〇
一
︑ 

四
一
︱
六
三
頁
）︒
ま
た
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
﹃
美
術
真
説
﹄
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
︑
当
初
︑ideals

は
︑﹁
妙
想
﹂
と
訳
さ
れ
た
（
村
形
明
子
﹁﹃
美
術
真
説
﹄
と
フ
ェ

ノ
ロ
サ
遺
稿
﹂
二
〇
〇
〇
参
照
）︒

（
60
）  

そ
の
た
め
︑
法
隆
寺
金
堂
に
代
表
さ
れ
る
推
古
時
代
の
日
本
の
仏
教
芸
術
は
古
典
時

代
の
粋
と
さ
れ
︑
天
平
の
大
仏
開
眼
式
は
ア
ジ
ア
の
仏
教
美
術
を
集
大
成
し
た
華
麗
な

ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
こ
の
点
に
関
連
し
て
神
林
は
︑

た
と
え
ば
︑﹁
東
洋
的
ロ
マ
ン
主
義
の
理
想
﹂
を
︑
禅
宗
に
体
現
さ
れ
る
足
利
時
代
の
雪

村
や
雪
舟
ら
の
﹁
自
覚
的
に
し
て
高
淡
﹂
な
芸
術
に
求
め
る
こ
と
で
︑
結
果
的
に
︑
奈

良
時
代
と
並
ん
で
優
れ
た
彫
刻
芸
術
を
生
み
出
し
た
鎌
倉
時
代
の
美
術
を
︑
岡
倉
が
十

分
に
評
価
で
き
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
（
二
〇
〇
一
︑ 

五
五
頁
）︒
ま
た
︑
江
戸
時
代
の

浮
世
絵
を
通
俗
的
な
大
衆
画
と
し
て
低
く
扱
う
こ
と
で
︑
欧
米
の
印
象
派
に
も
深
い
影
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響
を
与
え
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
の
評
価
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ

れ
る
︒

（
61
）  

清
水
多
吉
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
美
と
裏
切
り
﹄
二
〇
一
三
︑ 

四
九
頁
︒

（
62
）  

武
藤
三
千
夫
に
よ
れ
ば
︑
ボ
ー
ザ
ン
ケ
ッ
ト
の
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
芸
術
哲
学
入
門
﹄（T

he 

Introduction to H
egel’s Philosophy of Fine A

rt

）
が
東
京
美
術
学
校
図
書
館
の
台
帳
に
登

録
さ
れ
る
の
は
一
八
九
一
年
四
月
で
あ
り
︑
そ
の
鉛
筆
書
き
の
メ
モ
の
筆
跡
か
ら
︑
こ

れ
は
岡
倉
が
直
接
に
手
に
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒（﹁
天
心
の
憂
愁
︱
︱
そ
の
美
意

識
の
無
名
性
﹂
二
〇
〇
〇
）
す
な
わ
ち
︑
東
京
美
術
学
校
で
岡
倉
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
美

学
講
義
﹄
の
英
訳
を
含
む
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
芸
術
哲
学
入
門
﹄
を
手
に
す
る
の
は
︑

一
八
九
一
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
第
二
回
講
義
以
降
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
63
）  

た
と
え
ば
︑
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
に
は
︑
日
本
美
術
の
発
展
段
階
の
三

区
分
や
︑﹁
奈
良
は
物
質
と
精
神
の
調
和
﹂
と
い
う
表
現
な
ど
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
も
ヘ
ー

ゲ
ル
美
学
の
萌
芽
的
な
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
へ

の
直
接
的
な
言
及
は
見
ら
れ
な
い
の
で
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
介
し
た
岡
倉
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル

の
影
響
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が
多
い
︒
こ
の
点
に
関
連
し
て
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学

の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
岡
倉
へ
の
影
響
を
検
証
し
た
小
田
部
は
︑﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
理
論

（
そ
こ
に
は
︑
岡
倉
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
占
め
る
︿
象
徴
的－

古
典
的－
浪
漫
的
﹀

と
い
う
発
展
的
図
式
も
含
ま
れ
る
）
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
影
響
を
与
え
た
と
は
い
え
な
い
︒

ド
イ
ツ
語
を
読
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
英
訳
に
頼
る
ほ
か
は
な
か
っ

た
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
美
学
﹄
の
「
序
論
」
が
ボ
ー
ザ
ン
ケ
ッ
ト
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ

た
の
は
一
八
八
六
年
の
こ
と
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
（
小
田
部
　
二
〇
一
八
︑ 

一
七
一
︱

一
九
〇
頁
）︒

（
64
）  

O
K

C
W

, vol. 1, pp. 16.  

原
文
で
は
︑
以
下
の
通
り
︒‘For art, like the diam

ond net 

of Indra, reflects the w
hole chain in every link. It exists at no period in any final 

m
ould. It is alw

ays a grow
th, defying the dissecting knife of the chronologist. To 

discourse on a particular phase of its developm
ent m

eans to deal w
ith infinite causes 

and effects throughout its past and present.’  

な
お
稲
賀
（
二
〇
一
四
︑ 

一
六
四
︱

一
八
〇
頁
）
は
︑
国
民
主
義
的
思
想
を
形
成
す
る
上
で
の
岡
倉
と
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー

と
の
相
互
の
影
響
関
係
を
検
証
し
て
お
り
︑
本
稿
で
も
様
々
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
︒

（
65
）  

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
︑﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
一
巻
﹁
解
題
﹂

（
一
九
八
〇
︑ 

四
七
五
︱
四
八
〇
頁
）︑
岡
倉
古
志
郎
（
一
九
八
七
）︑
木
下
（
二
〇
〇
五
︑ 

二
六
二
︱
二
七
〇
頁
）
な
ど
が
詳
し
い
︒

（
66
）  

﹁
泰
東
巧
藝
史
﹂﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
四
巻
︑
二
五
九
︱
二
六
七
頁
︒

（
67
）  

こ
の
図
式
は
︑
一
九
〇
七
年
の
﹁
美
術
上
の
所
感
﹂（﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑

三
〇
六
︱
三
一
二
頁
）
で
も
紹
介
さ
れ
る
が
︑
最
終
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
の
美
学
は
﹁
物

笑
い
で
あ
る
﹂
と
し
︑﹁
西
洋
の
既
成
品
﹂
で
東
洋
の
美
術
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
し
︑
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
カ
ン
ト
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
議
論
は
好
い
が
︑
実
際
は
物
笑
い

で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
独
り
西
洋
の
既
成
品
に
依
て
立
て
た
西
洋
の
美
学
で
︑
東
洋
に
進
ん

だ
大
成
し
た
る
美
学
は
無
い
︒﹂

（
68
）  

堀
岡
弥
寿
子
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
ア
ジ
ア
文
化
宣
揚
の
先
駆
者
﹄
一
九
七
四
︑ 

一
四
九

︱
一
五
〇
頁
︒

（
69
）  

岡
倉
が
ス
ピ
ー
チ
を
求
め
ら
れ
た
機
会
と
し
て
︑﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
を
見
る
と
︑
一
月

十
二
日
の
﹁
寄
合
ひ
﹂
や
三
月
二
十
二
日
の
歓
迎
会
な
ど
が
見
ら
れ
︑
そ
の
他
︑
四
月

九
～
十
一
日
の
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
や
五
月
二
～
五
日
の
マ
ヤ
ー
バ
テ
ィ
ー
な
ど
が

想
定
さ
れ
る
（
池
田
・
田
浦
・
河
野
　
二
〇
一
六
︑
外
川
　
二
〇
一
四
）︒
ま
た
︑
プ
リ

ン
・
ダ
シ
ュ
の
回
想
録
で
は
︑
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
バ
ネ
ル
ジ
の
も
の
と
思
わ
れ
る

イ
ン
ド
人
協
会
（Indian A

ssociation

）
で
岡
倉
が
行
っ
た
講
演
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
そ
の
記
述
に
は
や
や
誇
張
も
見
ら
れ
る
が
︑
ダ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
︑
イ
ン
ド
の
植
民

地
支
配
か
ら
の
独
立
を
呼
び
か
け
る
岡
倉
の
演
説
は
︑
法
廷
弁
護
士
で
革
命
運
動
を
指

導
し
た
プ
ロ
モ
ト
ナ
ト
・
ミ
ッ
ト
ロ
（Pram

athanath M
itra

）
を
は
じ
め
と
し
た
聴
衆

を
鼓
舞
し
︑
そ
れ
は
革
命
秘
密
結
社
で
あ
る
練
成
会
（
オ
ヌ
シ
ロ
ン
・
シ
ョ
ミ
テ
ィ
）

の
結
成
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
る
（D

as 1987, pp. 102–103

）︒
ま
た
︑
堀
岡

（
一
九
七
四
︑ 
一
七
五
頁
）
は
︑﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
に
残
さ
れ
た
メ
モ
書
き
か
ら
︑
ニ

ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
の
学
校
が
あ
っ
た
バ
グ
・
バ
ジ
ャ
ル
で
講
演
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
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指
摘
す
る
︒

（
70
）  
原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘A

dvaita idea.—
T

he w
ord advaita m

eans the state of not 

being tw
o, and is the nam

e applied to the great Indian doctrine that all w
hich exists, 

though apparently m
anifold, is really one. H

ence all truth m
ust be discoverable in any 

single differentiation, the w
hole universe involved in every detail. A

ll thus becom
es 

equally precious’ (O
K

C
W

, vol. 1, p. 128).

（
71
）  

イ
ン
ド
思
想
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
で
も
最
有
力
の
学
説
と
さ
れ
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ

タ
論
（advaita

︑
不
二
一
元
論
）
は
︑
八
世
紀
に
活
躍
し
た
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
よ
っ
て
確

立
さ
れ
た
思
想
的
立
場
で
あ
り
︑
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
梵
我
一
如
の
思
想
を
踏
ま
え
て
︑

宇
宙
の
根
本
原
理
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
個
人
の
本
体
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
と
同
一
で
あ
り
︑

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
み
が
実
在
し
︑
そ
れ
以
外
の
現
象
世
界
は
実
在
し
な
い
虚
妄
（
マ
ー

ヤ
ー
）
で
あ
る
と
知
る
こ
と
で
解
脱
に
至
る
と
さ
れ
る
︒
な
お
︑
一
般
的
に
イ
ン
ド
思

想
に
お
け
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
は
︑
個
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
と
宇
宙
的
原
理
（
ブ
ラ
フ

マ
ン
）
の
一
体
と
そ
れ
以
外
の
虚
妄
性
を
理
解
す
る
思
想
的
立
場
と
さ
れ
︑
岡
倉
に
よ

る
﹁
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
宿
る
宇
宙
﹂
と
い
う
説
明
は
︑
む
し
ろ
大
乗
仏
教
に
お
け
る
﹁
仏

性
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
如
来
蔵
﹂
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒

（
72
）  

注
（
71
）
で
も
見
た
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
︑
岡
倉
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
へ
の
参
照
を
︑

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
か
ら
の
単
な
る
借
用
で
は
な
く
︑
多
様
な
知
見
を
踏
ま
え
た

思
索
の
深
ま
り
の
な
か
で
︑
岡
倉
に
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論

に
触
発
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
岡
倉
の
老
荘
思
想
へ
の
造
詣

を
指
摘
す
る
木
下
（
二
〇
〇
五
︑ 

二
七
〇
︱
二
七
二
頁
）
は
︑
岡
倉
に
よ
る
ア
ド
ヴ
ァ

イ
タ
論
の
用
法
が
﹁
老
荘
思
想
の
上
に
建
て
ら
れ
﹂
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
︑
岡
倉
の

仏
教
上
の
師
で
あ
る
丸
山
貫
長
と
の
交
渉
を
検
証
す
る
池
田
久
代
は
︑﹁
対
立
す
る
二
つ

は
根
底
に
お
い
て
一
体
で
あ
る
﹂
と
い
う
丸
山
が
説
く
不
二
真
教
の
教
え
の
影
響
を
指

摘
す
る
（﹁
埋
も
れ
た
傑
僧
︑
丸
山
貫
長
︱
︱
真
言
実
行
院
の
足
跡
を
た
ど
る
﹂

二
〇
一
一
）︒
そ
の
意
味
で
は
︑
そ
れ
は
岡
倉
に
よ
る
創
造
的
受
容
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
︒

（
73
）  
O

K
C

W
, vol. 1, p. 13.  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘A

sia is one. T
he H

im
alayas divide, 

only to accentuate, tw
o m

ighty civilisations, the C
hinese w

ith its com
m

unism
 of 

C
onfucius, and the Indian w

ith its individualism
 of the V

edas. B
ut not even the snow

y 

barriers can interrupt for one m
om

ent that broad expanse of love for the U
ltim

ate and 

U
niversal, w

hich is the com
m

on thought-inheritance of every A
siatic race, enabling 

them
 to produce all the great religions of the w

orld, and distinguishing them
 from

 

those m
aritim

e peoples of the M
editerranean and the B

altic, w
ho love to dw

ell on the 

Particular, and to search out the m
eans, not the end, of life.’

（
74
）  

“T
he W

ay to the R
ealization of a U

niversal R
eligion,” 28 January 1900, C

W
SV, vol. 

2, pp. 359–74.

（
75
）  

世
界
の
四
大
宗
教
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
︑
仏
教
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

を
見
る
と
︑
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
は
中
東
に
発

す
る
︒
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
﹁
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
︑
生

ま
れ
育
っ
た
の
は
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
北
部
や
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
で
あ
り
︑
そ
の

起
源
は
﹁
ア
ジ
ア
的
﹂
と
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
議
論
は
︑
イ
ン
ド
で
は
今
日
も
様
々

に
言
及
さ
れ
る
︒

（
76
）  

増
澤
知
子
は
︑
十
九
世
紀
の
西
洋
で
の
仏
教
の
﹁
発
見
﹂
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め

た
世
界
宗
教
の
系
統
関
係
へ
の
関
心
を
導
い
た
と
指
摘
す
る
（﹃
世
界
宗
教
の
発
明
︱
︱

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
普
遍
主
義
と
多
元
主
義
の
言
説
﹄
二
〇
一
五
︑ 

一
九
六
︱
二
〇
八
頁
）︒
詳

し
く
は
後
述
す
る
︒

（
77
）  

そ
の
も
と
を
た
ど
る
と
︑
ラ
ム
・
モ
ホ
ン
・
ラ
エ
（R

aja R
am

 M
ohan R

oy, 

一
七
七
二
︱
一
八
三
三
︑
ラ
ー
ム
・
モ
ー
ハ
ン
・
ロ
ー
イ
）
の
一
八
二
〇
年
代
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
の
対
話
を
通
し
て
表
明
さ
れ
た
﹁
ア
ジ
ア
的
イ
エ
ス
﹂
論
に
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
が
で
き
る
（e.g. K

illingley 1993, pp. 107–127

）︒

（
78
）  

“Jesus C
hrist: E

urope and A
sia,” K

eshub C
hunder Sen: Lecture and Tracts, C

alcutta: 

Indian M
irror Press, 1879, pp. 3–34.

（
79
）  

K
opf 1979, p. 20.

（
80
）  

O
K

C
W

, vol. 1, p. 122.  

原
文
で
は
︑
以
下
の
通
り
︒‘To rem

ain true to herself, 



岡倉天心とヴィヴェーカーナンダの反響するアジア美術史観
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notw
ithstanding the new

 colour w
hich the life of a m

odern nation forces her to 

assum
e, is, naturally, the fundam

ental im
perative of that A

dw
aita idea to w

hich she 

w
as trained by her ancestors […

] N
ot only to return to our ow

n past ideals, but also to 

feel and revivify the dorm
ant life of the old A

siatic unity, becom
es our m

ission.’

（
81
）  

原
文
で
は
︑
以
下
の
通
り
︒‘In the low

est w
orm

, as w
ell as in the highest hum

an 

being, the sam
e divine nature is present…

 B
ehind everything the sam

e divinity is 

existing, and out of this com
es the basis of m

orality. D
o not injure another. Love every 

one as your ow
n self, because the w

hole universe is one’ (V
ivekananda 1901, p. 14).

（
82
）  

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
師
で
あ
る
聖
者
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
︑
高
度
に
思
弁

的
な
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
思
想
と
︑
中
世
イ
ン
ド
の
聖
者
チ
ャ
イ
タ
ニ
ヤ
に
代
表
さ
れ
る

民
衆
的
な
バ
ク
テ
ィ
思
想
と
の
融
合
を
説
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
最
低
の
虫

け
ら
に
人
間
と
等
し
い
神
聖
な
性
質
を
見
出
し
て
奉
仕
す
る
﹂
と
い
う
観
点
は
︑
神
へ

の
帰
依
と
奉
仕
と
し
て
の
バ
ク
テ
ィ
を
説
明
す
る
比
喩
と
し
て
語
ら
れ
︑﹁
小
さ
な
虫
の

た
め
に
も
命
を
投
げ
出
す
用
意
が
で
き
た
時
に
人
は
完
成
の
境
地
に
至
る
﹂
と
い
う
︑

イ
ン
ド
的
な
自
己
放
棄
を
導
く
理
念
と
し
て
説
か
れ
た
（A

dvaita A
shram

a 1989, vol. 1, 

pp. 138–39

）︒

（
83
）  

し
か
し
︑
後
段
で
検
討
す
る
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
岡
倉

の
影
響
関
係
を
︑
一
方
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒

（
84
）  

岡
倉
の
原
文
は
︑﹁
ア
ジ
ア
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
共
通
し
て
継
承
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
︑

あ
の
究
極
と
普
遍
へ
の
愛
の
広
大
な
広
が
り
﹂（that broad expanse of love for the 

U
ltim

ate and U
niversal, w

hich is the com
m

on thought-inheritance of every A
siatic 

race

）︒
そ
の
他
︑
こ
の
講
演
に
は
︑﹁
私
た
ち
は
み
な
一
つ
﹂（W

e are all one

）
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
や
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
を
︑﹁
一
塊
の
粘
土
に
も
全
宇
宙
の
知
識
が
宿
る
﹂
と

表
現
す
る
な
ど
︑
岡
倉
の
著
作
と
の
興
味
深
い
対
応
が
見
ら
れ
る
︒

（
85
）  

こ
の
時
の
速
記
録
は
一
八
九
六
年
に
編
集
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
が
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

エ
ヴ
ァ
ー
レ
ッ
ト
の
序
文
が
付
さ
れ
た
冊
子
体
は
︑
一
九
〇
一
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
協
会
か
ら
冊
子
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
︒
な
お
︑
生
前
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
︑﹃
カ
ル
マ
・
ヨ
ー
ガ
﹄（
一
八
九
六

年
）︑﹃
ラ
ー
ジ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
﹄（
一
八
九
六
年
）︑﹃
コ
ロ
ン
ボ
か
ら
ア
ル
モ
ー
ラ
ー
﹄

（
一
八
九
七
年
）
で
あ
る
︒

（
86
）  

こ
の
時
の
講
演
録
は
︑
既
刊
の
﹃
ラ
ー
ジ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
﹄
や
﹃
カ
ル
マ
・
ヨ
ー
ガ
﹄

と
比
べ
て
︑
よ
り
学
術
的
な
視
点
で
書
か
れ
て
お
り
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
に
つ
い
て
の

予
備
的
知
識
を
持
た
な
い
読
者
に
は
︑
分
か
り
や
す
い
解
説
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑

マ
ク
ラ
ウ
ド
の
日
本
滞
在
に
つ
い
て
は
︑Pravrajika 2008

が
詳
し
い
︒

（
87
）  

岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

八
一
頁
︑
及
びSw

am
i V

ivekananda and A
rt, Priya N

ath 

Sinha, Prabhudda B
harata, vol. 11, no. 123 (N

ovem
ber 1906), pp. 204–206; no. 125 

(D
ecem

ber 1906), pp. 224–27.

（
88
）  

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ア
メ
リ
カ
で
の
活
躍
や
︑
一
八
九
七
年
の
イ
ン
ド
帰
還

後
の
状
況
に
つ
い
て
は
︑
外
川
﹁
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
け
る

宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
関
係
を
通
し
て
見
た
﹂

（
二
〇
一
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
89
）  

“To M
iss M

ary H
ale,” 3 January 1897, in C

W
SV, vol. 8, pp. 394–396.

（
90
）  

ミ
ッ
ト
ロ
の
生
涯
と
学
問
に
つ
い
て
は
︑R

ay 1969

の
研
究
が
包
括
的
で
あ
る
︒
そ

の
他
︑D

asgupta 1976

︑M
ukhopadhyay 2002

︑M
ajum

dar 1978

︑M
itra 1973

︑

M
ukherjee 1978

︑Sur 1974

な
ど
︒
イ
ン
ド
美
術
史
上
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ

論
争
に
つ
い
て
は
︑C

hakrabarti 1997, G
uha-T

hakurta 1992

︑N
inom

iya-Igarashi 

2010

︑R
ay 1969, pp. 131–54

な
ど
︒

（
91
）  

“Preface,” R
. M

itra 1881, pp. i–vii; “O
rigin of Indian A

rchitecture,” R
. M

itra 1881, 

pp. 1–50

に
よ
る
︒
そ
の
他
︑Fergusson 1868; 1876, p. 47

︑M
itra 1878, pp. 164–80

な
ど
︒

（
92
）  

N
atesan 1922, pp. 92– 94.

（
93
）  

M
itra 1881, p. 1–50.

（
94
）  

Fergusson 1876, p. 47; M
itra 1878, pp. 164–80.

（
95
）  

M
itra 1878, p. 166; 1881, pp. 17–19.
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（
96
）  

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
全
二
十
四
巻
の
ブ
リ
タ
ニ
カ
百
科
事
典
を
第
一
巻
か

ら
読
み
初
め
︑
一
九
〇
一
年
に
は
十
一
巻
ま
で
読
み
進
ん
で
い
た
︒
弟
子
に
無
作
為
に

百
科
事
典
の
項
目
を
選
ば
せ
る
と
︑
そ
れ
に
つ
い
て
瞬
時
に
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
（C

W
SV, vol. 7, pp. 222–26

）︒

（
97
）  

Sw
am

i V
ivekananda in the W

est: N
ew

 D
iscoveries, vol. 4, B

urke, 1996, pp. 97–98.

（
98
）  

D
atta1953, p. 154; C

hattopadhyaya 1999, pp. 29–40; G
am

bhirananda 1984, p. 

75.

（
99
）  

Paribrajak, SB
B

R
, vol. 6, pp. 69–72. 

（
100
）  

以
下
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
イ
ン
ド
美
術
史
観
の
変
遷
に
関
わ
る
概
略
で

あ
る
︒
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
現
在
準
備
中
の
別
稿
で
︑
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
︒

（
101
）  

“O
n the w

ay to B
aram

ulla,” 14 June 1898, C
W

SN
, vol. 1, pp. 309–315.

（
102
）  

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
︑
こ
の
大
会
で
は
海
外
委
員
を
務
め
て
い
た
︒
そ
の
詳
細

は
︑
別
稿
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
︒

（
103
）  

Pari pradarsani, SB
B

R
, vol. 6, pp. 38– 42.

（
104
）  

こ
の
問
題
は
︑
後
述
の
様
に
︑
特
に
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
歴
史
的
な
関
係
に
つ

い
て
の
争
点
と
し
て
︑
東
洋
学
者
や
イ
ン
ド
知
識
人
の
間
で
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て

い
た
︒

（
105
）  

Sw
am

i V
ivekananda and A

rt, Priya N
ath Sinha, Prabhudda B

harata, vol. 11, no. 

123 (N
ovem

ber 1906), pp. 204–206; no. 125 (D
ecem

ber 1906), pp. 224–27. 

（
106
）  

比
較
文
献
学
者
と
し
て
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
︑﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
校
訂
・

完
訳
を
成
し
遂
げ
た
す
ぐ
れ
た
文
献
学
者
と
し
て
︑
イ
ン
ド
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
︒

ミ
ュ
ラ
ー
の
歓
待
を
受
け
て
︑
一
八
九
六
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
自
宅
に
招
か
れ

た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑
ミ
ュ
ラ
ー
の
イ
ン
ド
文
化
へ
の
深
い
造
詣
と
理

解
に
感
銘
を
受
け
︑
そ
の
学
識
に
は
終
生
敬
意
を
払
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ミ
ュ
ラ
ー
批
判
は
︑
そ
の
後
は
主
に
﹁
ア
ー
リ
ヤ
人
﹂
学
説
に
向
け
ら
れ
︑

そ
れ
は
イ
ン
ド
民
族
の
起
源
論
と
し
て
争
点
化
さ
れ
て
ゆ
く
︒
な
お
︑
実
際
に
は
ミ
ュ

ラ
ー
は
パ
リ
の
宗
教
史
学
会
に
は
参
加
し
て
お
ら
ず
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
亡

く
な
っ
た
四
年
後
に
回
想
さ
れ
た
プ
リ
ヨ
ナ
ト
の
記
事
に
は
︑
な
お
曖
昧
な
点
が
残
さ

れ
て
い
る
︒

（
107
）  

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
現
在
準
備
中
の
拙
稿
で
検
証
す
る
予
定
で
あ
る
︒

（
108
）  

セ
イ
ロ
ン
鉱
物
調
査
局
（M

ineralogical Survey of C
eylon

）
の
局
長
の
任
期
は

一
九
〇
三
か
ら
一
九
〇
六
年
（C

rouch 2002, p. 26

）︒

（
109
）  

“T
he Influence of G

reek on Indian A
rt,” a paper read at the O

riental C
ongress, 

C
openhagen, A

ugust 1908.  

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
は
︑
ク
ラ
ウ
チ

（C
rouch 2002

）
が
詳
し
い
︒
ま
た
︑
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
﹁
イ
ン
ド
美
術
の
目

的
﹂（C

oom
arasw

am
y 1908

）
は
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
思
想
こ
そ
が
イ
ン
ド
美
術
の
多

様
性
を
統
合
す
る
理
念
で
あ
る
と
論
じ
︑
そ
の
後
の
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
の
イ
ン
ド

美
術
思
想
の
方
向
性
を
与
え
る
論
考
と
さ
れ
る
（
な
お
︑
こ
れ
は
同
名
のM

odern 

Review
, 3(1), pp. 5–21, 1908, C

alcutta

と
は
別
の
論
考
）︒

（
110
）  

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
︑
及
び
後
述
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
へ
の
岡
倉
の
影
響
に
つ
い
て
は
︑

稲
賀
（
二
〇
一
四
︑ 

一
三
二
︱
一
四
八
頁
）
の
研
究
が
詳
し
く
︑
本
稿
で
も
様
々
な
示

唆
が
与
え
ら
れ
た
︒

（
111
）  

C
oom

arasw
am

y 1913, 1927.

（
112
）  

な
お
︑
本
稿
で
は
︑
イ
ン
ド
の
石
造
建
築
や
人
型
彫
刻
の
起
源
説
を
め
ぐ
る
十
九
世

紀
の
言
説
を
扱
う
が
︑
考
古
学
的
研
究
が
進
展
す
る
そ
の
後
の
論
争
の
展
開
は
︑
紙
幅

の
制
約
も
あ
り
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
イ
ン
ド
美
術
史
の
肥
塚
隆
は
︑
ガ

ン
ダ
ー
ラ
美
術
を
ギ
リ
シ
ア
式
仏
教
美
術
や
ロ
ー
マ
式
仏
教
美
術
と
呼
ぶ
の
は
適
当
で

は
な
く
︑﹁
小
ア
ジ
ア
か
ら
西
ア
ジ
ア
一
帯
の
レ
ニ
ズ
ム
美
術
の
系
統
を
汲
み
つ
つ
︑
イ

ン
ド
文
化
の
影
響
下
に
︑
一
部
は
ス
キ
タ
イ
の
要
素
も
取
り
入
れ
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の

土
壌
に
お
い
て
展
開
し
た
も
の
﹂
と
解
説
す
る
（﹁
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
﹂
一
九
九
二
）︒

仏
教
美
術
史
の
宮
治
昭
は
︑
そ
の
詳
細
な
学
説
史
の
検
証
を
踏
ま
え
た
﹃
イ
ン
ド
仏
教

美
術
史
論
﹄
で
︑
高
田
修
（
一
九
六
七
）
の
先
駆
的
な
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
︑﹁﹃
仏
像

の
起
源
﹄
に
関
し
て
は
︑
A
・
フ
ー
シ
ェ
と
A
・
K
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
以
来
の

長
い
論
争
が
あ
る
が
︑
現
在
で
も
い
ま
だ
に
決
着
を
み
て
い
な
い
﹂
と
す
る
（﹃
イ
ン
ド
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仏
教
美
術
史
論
﹄
二
〇
一
〇
︑ 

三
〇
︱
七
三
頁
）︒
特
に
︑
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
仏
像

の
起
源
に
関
す
る
論
考
を
精
査
す
る
と
︑﹁
マ
ト
ゥ
ラ
ー
に
お
い
て
は
カ
ニ
シ
カ
以
前
に

遡
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
な
仏
像
が
あ
る
の
に
対
し
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
カ
ニ
シ
カ
以

前
に
遡
る
仏
像
に
つ
い
て
研
究
者
の
一
致
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
︑
こ
の
問
題

を
難
し
く
し
て
い
る
大
き
な
原
因
が
あ
る
﹂
と
し
︑
最
初
期
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
が
マ

ト
ゥ
ラ
ー
仏
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る
近
年
の
ド
・
レ
ー
ウ
の
論
考
を
紹
介
し
つ
つ
︑

む
し
ろ
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
な
ど
の
イ
ン
ド
古
代
初
期
彫
刻
と
の
関
係
を
重
視
す
べ
き
で
あ

る
と
論
じ
て
お
り
︑
本
稿
の
課
題
に
も
関
わ
る
興
味
深
い
論
点
を
提
示
し
て
い
る
︒

（
113
）  

G
uha-T

hakurta 1992, pp. 146–59; M
itter 1992, 1994; Jam

al 1997; ‘H
avell, E

rnest 

B
infield (1861–1934),’ O

xford D
ictionary of N

ational B
iography, O

xford U
niversity 

Press, 2004

な
ど
︒

（
114
）  

﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
は
︑
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
タ
ゴ
ー
ル
国
際
大
学
で
客
員
教
授
を

務
め
た
春
日
井
真
也
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
︑
編
集
・
刊
行
さ
れ
る
（
春
日
井
﹁
イ
ン
ド

と
日
本
（
四
）
︱
︱
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
一
）﹂
一
九
七
一；

﹁
イ
ン
ド
と
日
本

（
五
）
︱
︱
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
二
）﹂
一
九
七
二
）︒
そ
の
後
︑
池
田
久
代
・
田
浦

雅
徳
・
河
野
訓
ら
に
よ
り
︑
未
収
録
の
記
事
も
含
め
た
詳
細
な
校
訂
が
加
え
ら
れ
︑
刊

行
さ
れ
た
（
池
田
・
田
浦
・
河
野
﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
二
〇
一
六
）︒

（
115
）  

B
agal 1966.

（
116
）  

外
川
昌
彦
﹁
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
岡
倉
天
心
︱
︱
一
九
〇
二
年
の
英
領
イ
ン
ド

に
お
け
る
タ
ゴ
ー
ル
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
﹂
二
〇
一
四
︒
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
に

お
い
て
も
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
に
つ
い
て
も
︑
イ
ン
ド
美
術
復
興
運
動
や
民
族
主
義
に
関
与

す
る
切
っ
掛
け
に
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
経

緯
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
を
介
し
た

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
や
と
岡
倉
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
稲
賀
の
先
駆
的
な

研
究
が
詳
細
で
あ
り
︑
本
稿
で
も
様
々
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
（
稲
賀
　
二
〇
一
四
︑　

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

（
117
）  

た
だ
し
︑
マ
ド
ラ
ス
で
岡
倉
と
堀
は
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
前
任
校
で
あ
っ
た
マ
ド
ラ
ス

美
術
学
校
を
訪
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
名
前
を
聞
い
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
︒（
一
月
四

日
﹁
美
術
校
参
館
﹂
池
田
・
田
浦
・
河
野
　
二
〇
一
六
）

（
118
）  

H
avell 1911, pp. 3–12.  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
稲
賀
の
研
究
が
詳
し
い
（
二
〇
一
四
︑ 

一
三
二
︱
一
四
八
頁
）︒
特
に
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
本
質
主
義
的
な
﹁
イ
ン
ド
性
﹂

（Indianness

）
の
概
念
に
つ
い
て
稲
賀
は
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
を
﹁
真
正
な
る
イ
ン
ド

性
﹂
に
適
合
し
な
い
と
論
じ
る
な
ど
︑
そ
れ
が
一
種
の
循
環
論
法
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
（
二
〇
一
四
︑ 

一
八
九
︱
一
九
〇
頁
）︒
そ
れ
は
﹁
イ
ン
ド
を
評
価
す
る
の

に
︑
も
っ
ぱ
ら
東
洋
の
理
想
を
も
っ
て
し
︑
西
洋
の
規
範
を
退
け
る
こ
と
で
︑
西
高
東

低
の
美
的
価
値
判
断
の
基
準
を
転
倒
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
る

（
二
〇
一
四
︑ 

一
三
七
頁
）︒
な
お
︑﹃
ア
ー
リ
ヤ
人
に
よ
る
イ
ン
ド
統
治
の
歴
史
﹄（T

he 

H
istory of A

ryan Rule in India, 1918

）
で
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
宗
教
や
人
種
の
系
統
分
類

に
基
づ
い
て
建
築
様
式
を
整
理
し
た
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
美
術
史
観
を
批
判
し
て
い
る
︒

（
119
）  

ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
イ
ン
ド
の
伝
統
工
芸
の
復
興
を
説
き
︑
一
九
〇
一
年
に
は
美
術
教

育
の
重
要
性
や
イ
ン
ド
手
工
芸
の
意
義
を
政
府
に
訴
え
て
い
る
（M

itter 1994, pp. 

234–66

）︒
神
智
学
協
会
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
イ
ン
ド
の
精
神
性
を
強
調
す
る
こ
と

で
︑
ロ
ン
ド
ン
に
戻
っ
た
一
九
〇
二
年
以
降
︑
イ
ン
ド
美
術
の
復
興
に
つ
い
て
様
々
な

論
考
を
公
開
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
活
動
が
イ
ン
ド
で
広
く
知
ら
れ
る
の
は
︑
や
は
り

ス
ワ
デ
シ
運
動
を
経
た
︑
一
九
〇
八
年
の
著
作
以
降
で
あ
る
︒

（
120
）  

M
itter 1994, p. 284.

（
121
）  

H
avell 1911, p. 3.  

稲
賀
は
︑
イ
ン
ド
美
術
の
内
在
的
な
発
展
を
説
く
﹁
ハ
ー
ヴ
ェ

ル
の
所
論
が
︑
こ
の
岡
倉
他
の
定
式
の
延
長
上
に
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
︒﹂（
二
〇
一
四
︑ 

一
三
七
頁
）
と
指
摘
す
る
︒

（
122
）  
奇
し
く
も
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
を
批
判
し
た
︑
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー

の
﹁
イ
ン
ド
美
術
へ
の
キ
リ
シ
ア
の
影
響
﹂
と
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
﹃
イ
ン
ド
の
彫
刻
と

絵
画
﹄
が
同
じ
一
九
〇
八
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
興
味
深
い
問
題
を
示
唆
す

る
だ
ろ
う
︒
そ
の
前
年
に
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
は
︑
イ
ン
ド
の
民
族
意
識
に
お
け
る
芸

術
の
役
割
を
論
じ
る
論
考
﹁
国
民
性
を
形
作
る
芸
術
の
機
能
﹂（T

he Function of A
rts 
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in the Shaping of N
ationality

）
を
発
表
し
て
い
る
︒
一
八
九
八
年
の
北
イ
ン
ド
踏
査
で

の
︑
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
価
値
を
力
説
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
議
論
を
︑

ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
は
印
象
深
く
記
し
て
お
り
︑
そ
の
イ
ン
ド
美
術
へ
の
関
心
が
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
仕
込
み
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
こ
の
点
に
関
連
し
て
重

要
と
思
わ
れ
る
の
は
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
が
イ
ン
ド
美
術
史
に
関
す
る
研
究
書
を
体

系
に
取
り
寄
せ
る
の
は
︑
ブ
ル
夫
人
宛
の
手
紙
に
よ
れ
ば
一
九
〇
五
年
五
月
の
こ
と
で

あ
り
︑
そ
れ
以
前
に
は
ま
だ
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
﹃
イ
ン
ド
と
東
洋
の
建
築
の
歴
史
﹄

（H
istory of Indian and Eastern A

rchitecture, 1876

）
や
︑
ミ
ッ
ト
ロ
の
﹃
オ
リ
ッ
サ
の

古
物
研
究
﹄（T

he A
ntiquities of O

rissa, 1875

）
な
ど
は
︑
手
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（Letter to M

rs. O
li B

ull, 4 M
ay 1905 in N

ivedita 1982, vol. 2, 

p. 732–33

）︒
す
な
わ
ち
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
の
イ
ン
ド
美
術
へ
の
関
心
は
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
︑
ま
た
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
序
文
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
︑
岡
倉
と
の
議
論
に
よ
っ
て
触
発
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
イ

ン
ド
美
術
史
の
探
求
に
本
格
的
に
取
り
組
む
の
は
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
機
運
が
高
ま
る

一
九
〇
五
年
以
降
の
事
で
あ
り
︑
そ
れ
は
岡
倉
が
帰
国
し
た
後
の
事
で
あ
っ
た
︒
し
か

し
︑
こ
の
問
題
は
︑
タ
ゴ
ー
ル
と
の
関
り
も
含
め
て
︑
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
︒

（
123
）  

Letter to M
iss Josephine M

acLeod, 8 N
ovem

ber 1901, in C
W

SV, vol. 5, p. 171.  ﹃
堀

至
徳
日
記
﹄（
池
田
・
田
浦
・
河
野
　
二
〇
一
六
）
に
は
︑﹁
一
月
四
日
　
マ
ド
ラ
ス
発
︑

カ
ト
ッ
ク
に
向
ふ
︒
同
地
ま
で
ス
ワ
ミ
師
向
ひ
に
来
り
居
る
と
の
こ
と
也
し
為
﹂︑﹁
一

月
六
日
　
午
前
八
時
︑
カ
ト
ッ
ク
着
︒
ス
ワ
ミ
氏
病
気
の
為
来
ら
さ
る
由
聞
く
︒﹂
と
あ

る
︒

（
124
）  

‘the silent protest of rock-cut O
rissa’, O

K
C

W
, vol. 1, p. 15.

（
125
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
議
論
が
知
ら
れ
て
い
る
︒van der V

eer 1994, p. 70; 

R
ichard K

ing 1999, pp. 135– 42.  

そ
の
他
︑
外
川
（
二
〇
一
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
126
）  

C
W

SV, vol. 8, pp. 92– 105.

（
127
）  

そ
れ
は
︑K

ing

（1999, pp. 135– 42

）
が
指
摘
す
る
︑
転
倒
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒

（
128
）  

B
uddhistic India, delivered at the Shakespeare C

lub, Pasadena, C
alifornia, on 

February 2, 1900, C
W

SV, vol. 3, p. 512. 

（
129
）  

た
だ
し
︑
パ
リ
宗
教
会
議
で
は
︑
よ
り
慎
重
な
表
現
で
︑﹁
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が

ギ
リ
シ
ア
語
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
︑
ギ
リ
シ
ア
か
ら
イ

ン
ド
へ
の
影
響
と
い
う
議
論
も
ま
た
︑
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
し
︑

い
ず
れ
も
仮
説
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
論
旨
に
な
っ
て
い
る
︒

（
130
）  

増
澤
　
二
〇
一
五
︑ 

一
九
六
︱
二
〇
八
頁
︒

 
 

た
と
え
ば
︑ ﹃
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
の
仏
教
﹄ （A

rthur Lillie, Buddhism
 in C

hristendom
, 

or Jesus, the Essene, London, 1887

）
の
中
で
ア
ー
サ
ー
・
リ
リ
ー
は
︑
古
代
地
中
海
世

界
に
広
ま
っ
て
い
た
ア
ー
リ
ヤ
的
な
宗
教
基
盤
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
が
生
ま
れ
た
こ
と
を

論
じ
︑
そ
の
著
作
は
広
く
読
ま
れ
た
︒
ま
た
︑
フ
ラ
ン
ス
人
判
事
ル
イ
・
ジ
ャ
コ
リ
オ
は
︑

﹃
イ
ン
ド
に
お
け
る
聖
書
﹄（Louis Jacolliot, T

he B
ible in India, N

ew
 York: C

arleton, 

1870

）
で
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
ン
ド
起
源
説
に
先
鞭
を
つ
け
︑
神
智
学
運
動
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
︒
ま
た
︑
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
甥
エ
ミ
ー
ル
・
ビ
ュ
ル
ヌ

フ
は
︑
一
八
六
四
年
の
著
作
﹃
宗
教
の
科
学
﹄
で
︑
原
始
ア
ー
リ
ヤ
宗
教
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
が
生
ま
れ
た
と
論
じ
た
（
増
澤
　
二
〇
一
五
︑ 

三
三
六
︱
三
五
三
頁
）︒
こ
の
よ
う

な
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ー
リ
ヤ
系
統
説
の
背
景
に
増
澤
は
︑
脱
セ
ム
化
へ
の
志
向
︑
す
な

わ
ち
ヘ
ブ
ラ
イ
的
・
ユ
ダ
ヤ
教
的
伝
統
の
影
響
か
ら
脱
し
︑
世
界
宗
教
と
し
て
の
普
遍

主
義
を
志
向
す
る
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
の
傾
向
を
指
摘
す

る
︒
な
お
︑
脱
セ
ム
化
の
傾
向
が
ア
ー
リ
ヤ
神
話
を
偏
向
さ
せ
た
と
す
る
増
澤
の
指
摘

に
し
た
が
う
と
︑
ナ
チ
ス
の
ア
ー
リ
ヤ
主
義
の
起
源
を
も
っ
ぱ
ら
ア
ー
リ
ヤ
神
話
に
結

び
付
け
て
理
解
す
る
ポ
リ
ア
コ
フ
の
見
地
も
ま
た
︑
再
検
討
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
︒

（
131
）  
こ
の
ミ
ュ
ラ
ー
の
言
葉
は
︑
増
澤
（
二
〇
一
五
︑ 

一
九
六
︱
二
〇
八
頁
）
を
参
照
し
た
︒

ま
た
︑
ミ
ュ
ラ
ー
（M

uller 1894

）
で
は
︑
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
イ
ン
ド
滞
在
を
示

す
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
に
言
及
す
る
ニ
コ
ラ
ス
・
ノ
ト
ヴ
ィ
チ
の
所
説
を
取
り
上
げ
て
批

判
し
て
お
り
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ミ
ュ
ラ
ー
の
関
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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（
132
）  
梶
山
雄
一
﹃﹁
さ
と
り
﹂
と
﹁
廻
向
﹂
︱
︱
大
乗
仏
教
の
成
立
﹄
一
九
九
七
︑ 

六
五
︱

一
一
五
頁
︒
た
と
え
ば
︑
ザ
イ
デ
ル
は
﹃
イ
エ
ス
の
福
音
の
ブ
ッ
タ
と
の
関
係
﹄

（
一
八
八
二
年
）
の
中
で
︑
福
音
書
と
仏
伝
と
の
五
十
以
上
の
対
応
例
を
あ
げ
︑
フ
ァ

ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
は
そ
の
議
論
を
検
証
し
て
︑﹃
福
音
書
の
物
語
に
お
け
る
イ
ン
ド
の

影
響
﹄（
一
九
〇
四
年
）
で
十
五
の
対
応
例
を
あ
げ
る
︒
E
・
J
・
ト
ー
マ
ス
は
︑
そ
れ

ま
で
の
研
究
を
精
査
す
る
こ
と
で
︑﹃
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
﹄（
一
九
二
七
年
）
の
な
か
で

十
六
の
対
応
例
を
あ
げ
て
い
る
（
梶
山
　
一
九
九
七
︑ 

七
二
︱
一
〇
八
頁
）︒

（
133
）  

B
asham

 

（1981, pp. 19–59
）
は
︑
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
見
ら
れ
る
古
代
イ
ラ
ン
の
二

元
論
な
ど
の
︑
両
者
に
共
有
さ
れ
る
歴
史
的
な
祖
型
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
︒

（
134
）  

O
K

C
W

, vol. 1. p. 44.  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘B

uddhism
 is a grow

th. [...]this very 

pow
er of adaptation and grow

th that constitutes the greatness of that system
 w

hich 

not only em
braces E

astern A
sia, but bore its seeds long ago to blossom

 in the Syrian 

desert, and in the form
 of C

hristianity com
pletes the circling of the w

orld, w
ith its 

fragrance of love and renunciation.’

（
135
）  

C
W

SV, vol. 8, pp. 92–105.

（
136
）  

な
お
︑
社
会
変
革
の
思
想
と
し
て
の
仏
教
へ
の
言
及
は
︑
も
と
よ
り
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
着
想
で
は
な
く
︑
た
と
え
ば
同
時
代
の
ボ
ン
キ
ム
・
チ
ョ
ン
ド
ロ
や
タ

ゴ
ー
ル
に
も
見
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
︒

（
137
）  

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
考
は
多
い
が
︑
さ
し
あ
た
り
柏
原
祐
泉
﹃
仏
教
と
部
落
差

別
︱
︱
そ
の
歴
史
と
今
日
﹄（
一
九
八
八
）
が
詳
し
い
︒
そ
の
他
︑
櫻
井
・
外
川
・
矢
野

編
﹃
ア
ジ
ア
の
社
会
参
加
仏
教
︱
︱
政
教
関
係
の
視
座
か
ら
﹄（
二
〇
一
五
）
な
ど
︒

（
138
）  

O
K

C
W

, vol. 1, p. 46.  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘W

e hear the divine voice trem
ble still 

w
ith that passion of pity that stood forth in the m

idst of the m
ost individualistic race 

in the w
orld, and lifted the dum

b beast to one level w
ith m

an. In face of the spiritual 

feudalism
 w

hereby C
aste m

akes a peasant in all his poverty one of the aristocrats of 

hum
anity, w

e behold him
 in his infinite m

ercy, dream
ing of the com

m
on people as 

one great heart, standing as the breaker of social bondage, and proclaim
ing equality 

and brotherhood to all.’

（
139
）  

O
K

C
W

, vol. 1, p. 49.

（
140
）  

﹁
印
度
美
術
談
﹂﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑
二
六
二
︱
二
六
四
頁
︒

（
141
）  

ベ
ル
ル
僧
院
に
い
た
堀
至
徳
は
︑
一
九
〇
二
年
六
月
一
三
日
に
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト

ン
の
タ
ゴ
ー
ル
の
学
園
に
移
る
が
︑
翌
一
九
〇
三
年
一
月
二
日
に
は
﹁Indo-A

ryan by 

R
ajendralal M

itra

読
み
初
む
﹂
と
︑﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
に
記
し
て
い
る
︒

（
142
）  

今
日
の
文
化
相
対
主
義
へ
の
認
識
の
転
換
が
進
む
の
は
︑
学
説
史
的
に
は
︑﹃
未
開
人

の
心
性
﹄（T

he M
ind of Prim

itive M
an, 1911

）
で
知
ら
れ
る
文
化
人
類
学
者
フ
ラ
ン

ツ
・
ボ
ア
ズ
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
一
九
一
〇
年
代
以
降
に
複
数
形
の
﹁
文
化
﹂

の
用
法
が
広
ま
る
こ
と
で
︑
人
種
主
義
や
白
人
社
会
の
優
越
性
と
い
っ
た
単
系
的
で
進

化
論
的
な
人
類
史
観
が
相
対
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
（Stocking 1968

）︒
こ

の
問
題
を
検
証
し
た
沼
崎
一
郎
に
よ
れ
ば
︑
し
か
し
︑
ボ
ア
ズ
自
身
は
タ
イ
ラ
ー
流
の

人
文
主
義
的
な
文
化
の
発
展
史
観
を
完
全
に
は
捨
て
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
は
む
し
ろ
文
明

相
対
主
義
と
言
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
（﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概

念
の
再
検
討
（
1
）
︱
︱
﹃
未
開
人
の
心
性
﹄
一
九
一
一
年
版
を
中
心
に
﹂

二
〇
一
三；

﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
2
）
︱
︱
﹃
未

開
人
の
心
性
﹄
一
九
三
八
年
版
を
中
心
に
﹂
二
〇
一
四；

﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け

る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
3
）
︱
︱
感
情
と
理
性
の
普
遍
性
と
相
対
性
﹂

二
〇
一
六
）︒
そ
の
他
︑
ボ
ア
ズ
人
類
学
の
影
響
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
︑
太
田
好
信

﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
︱
︱
移
民
と
し
て
の
人
類
学
メ
イ
キ
ン
グ
﹂（
二
〇
〇
三
︑ 

五
三

︱
八
五
頁
）
が
詳
し
い
︒

（
143
）  
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
か
ら
﹃
茶
の
本
﹄
へ
の
思
想
構
造
の
連
続
性

を
検
証
し
た
大
久
保
の
議
論
が
示
唆
的
で
あ
る
︒
大
久
保
喬
樹
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒﹁﹃
茶
の
本
﹄
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
な
時
間
の
あ
り
よ
う
は
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に

お
け
る
マ
ク
ロ
な
時
間
の
あ
り
よ
う
と
︑
対
極
的
な
よ
う
で
い
て
︑
実
は
︑
通
底
し
て

い
る
と
い
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
︑
不
二
一
元
が
本
質
で
あ
り
︑
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そ
れ
が
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
は
︑
一
か
ら
多
へ
の
展
開
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
︑﹃
茶
の

本
﹄
で
は
︑
逆
に
多
か
ら
一
へ
の
収
斂
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
﹂（﹁
岡
倉
天
心
と
脱
近
代

思
考
の
可
能
性
︱
︱
そ
の
言
語
︑
時
間
︑
空
間
意
識
﹂
二
〇
〇
二
︑ 

二
三
︱
四
三
頁
）︒

（
144
）  

M
acLeod 2008.  

ち
な
み
に
︑
マ
ク
ロ
ウ
ド
が
岡
倉
や
堀
を
伴
っ
て
イ
ン
ド
に
来
る

こ
と
を
聞
い
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
当
初
は
そ
れ
を
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン

ダ
の
運
動
へ
の
共
鳴
者
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
︑
以
下
の
手
紙
か
ら
う
か
が
え
る
︒

To Sister C
hristine, 25 N

ovem
ber 1901, in C

W
SV, vol 9.

（
145
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
イ
ン
ド
政
治
動
向
を
め
ぐ
る
︑
多
様

な
研
究
が
見
ら
れ
る
が
︑
さ
し
あ
た
り
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
外
川

（
二
〇
一
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

参
照
文
献

本
稿
で
用
い
た
文
献
の
略
号
は
︑
以
下
の
通
り
︒

C
W

SN
: T

he C
om

plete W
orks of Sister N

ivedita

O
K

C
W

: O
kakura K

akuzo: C
ollected English W

ritings

C
W

SV
: T

he C
om

plete W
orks of Sw

am
i V

ivekananda

SB
B

R
: Sw

am
i B

ibekanander B
ani o R

acana

A
dvaita A

shram
a

　 1989 T
he Life of Sw

am
i V

ivekananda by his E
astern and W

estern D
isciples. V

ol. 1–2. 

K
olkata: A

dvaita A
shram

a.

B
agal, Jogesh C

handra, 

　 1966 H
istory of the G

overnm
ent C

ollege of A
rt and C

raft in the C
entenary: G

overnm
ent 

C
ollege of A

rt &
 C

raft, C
alcutta. C

alcutta: G
overnm

ent C
ollege of A

rt &
 C

raft, pp. 21–

34.

B
asham

, A
. L.

　 1959 T
he W

onder T
hat W

as India. N
ew

 York: G
rove Press.

　 1981 “T
he Evolution of the C

oncept of the B
odhisattva.” In T

he B
odhisattva D

octrine in 

B
uddhism

, edited by Leslie S. K
aw

am
ura. W

aterloo: W
ilfrid Laurier U

niversity Press.

B
oas, Franz

　 1911 T
he M

ind of Prim
itive M

an. London: M
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illan.

B
urke, M

arie Louise
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ivekananda in the W

est: N
ew

 D
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dvaita 

A
shram

.

C
hakrabarti, D

ilip K
um

ar

　 1997 C
olonial Indology: Sociopolitics of the A

ncient Indian Past. D
elhi: M

unshiram
 

M
anoharlal. 

C
hattopadhyaya, R

ajagopal

　 1999 Sw
am
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 C
orrective B

iography. D
elhi: M
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C
oom
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nanda K

entish 
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he A
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 of Indian A
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D
as, Pulin B

ehari
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五
︱
八
九
頁
︒

月
脚
達
彦

　 

二
〇
一
五
﹃
福
沢
諭
吉
の
朝
鮮
︱
︱
日
朝
清
関
係
の
な
か
の
﹁
脱
亜
﹂﹄
講
談
社
選
書
メ
チ

エ
︒

外
川
昌
彦

　 

二
〇
一
四
﹁
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
岡
倉
天
心
︱
︱
一
九
〇
二
年
の
英
領
イ
ン
ド
に
お

け
る
タ
ゴ
ー
ル
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
﹂﹃
南
ア
ジ
ア
研
究
﹄
第
二
五
号
︑
三
一
︱
四
四
頁
︒ 

　 

二
〇
一
八
﹁
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
︱
︱
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
関
係
を
通
し
て
見
た
﹂﹃
南
ア
ジ
ア
研
究
﹄
第
二
九
号
︑

六
〇
︱
八
九
頁
︒

中
谷
伸
生

　 

二
〇
一
〇
﹁
日
本
近
代
絵
画
史
研
究
の
方
法
と
東
ア
ジ
ア
︱
︱
岡
倉
天
心
を
め
ぐ
る
考

察
﹂﹃
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
﹄
第
五
号
︑
四
四
九
︱
五
九
頁
︒

沼
崎
一
郎 

　 

二
〇
一
三
﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
1
）
︱
︱
﹃
未

開
人
の
心
性
﹄
一
九
一
一
年
版
を
中
心
に
﹂﹃
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
﹄
第
六
二

号
︑
二
六
︱
五
六
頁
︒ 

　 

二
〇
一
四
﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
2
）
︱
︱
﹃
未

開
人
の
心
性
﹄
一
九
三
八
年
版
を
中
心
に
﹂﹃
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
﹄
第
六
三

号
︑
七
二
︱
一
〇
四
頁
︒

　 

二
〇
一
六
﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
3
）
︱
︱
感
情

と
理
性
の
普
遍
性
と
相
対
性
﹂﹃
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
﹄
第
六
五
号
︑
一
三
一

︱
一
六
四
頁
︒

野
崎
晃
市

　 

二
〇
〇
五
﹁
平
井
金
三
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
・
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂﹃
宗
教
研
究
﹄
第
七
九
巻
（
一
）︑
七
三
︱
九
六
頁
︒

濱
田
耕
作

　
一
九
九
〇
﹃
濱
田
耕
作
著
作
集
︱
︱
東
亜
古
代
文
化
（
二
）﹄
第
四
巻
︑
同
朋
舎
︒

原
田
実

　 

一
九
七
九
﹁
岡
倉
天
心
の
「
日
本
美
術
史
」
に
つ
い
て
﹂﹃
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
﹄
第

一
五
号
︑
三
〇
一
︱
三
二
二
頁
︒
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福
沢
諭
吉

　
二
〇
〇
二
﹃
福
澤
諭
吉
著
作
集
　
第
四
巻
　
文
明
論
之
概
略
﹄
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
︒

フ
ェ
ノ
ロ
サ
︑
ア
ー
ネ
ス
ト

　 

一
九
七
八
﹃
東
洋
美
術
史
綱
﹄
森
東
吾
訳
︑
東
京
美
術
（E

rnest F. Fenollosa, Epochs of 

C
hinese and Japanese A

rt: A
n O

utline H
istory of East A

siatic D
esign, 1912

）︒

堀
岡
弥
寿
子

　
一
九
七
四
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
ア
ジ
ア
文
化
宣
揚
の
先
駆
者
﹄
吉
川
弘
文
館
︒

　
一
九
八
二
﹃
岡
倉
天
心
考
﹄
吉
川
弘
文
館
︒

増
澤
知
子

　 

二
〇
一
五
﹃
世
界
宗
教
の
発
明
︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
普
遍
主
義
と
多
元
主
義
の
言
説
﹄
秋
山

淑
子
・
中
村
圭
志
訳
︑
み
す
ず
書
房
︒

松
本
清
張

　
一
九
八
四
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
そ
の
内
な
る
敵
﹄
新
潮
社
︒

宮
川
寅
雄

　
一
九
五
六
﹃
岡
倉
天
心
﹄
日
本
美
術
史
叢
書
8
︑
東
京
大
学
出
版
会
︒

宮
治
昭

　
二
〇
一
〇
﹃
イ
ン
ド
仏
教
美
術
史
論
﹄
中
央
公
論
美
術
出
版
社
︒

武
藤
三
千
夫

　 

二
〇
〇
〇
﹁
天
心
の
憂
愁
︱
︱
そ
の
美
意
識
の
無
名
性
﹂︑
神
林
恒
道
編
﹃
日
本
の
芸
術
論

︱
︱
伝
統
と
近
代
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︒

村
形
明
子

　 

二
〇
〇
〇
﹁﹃
美
術
真
説
﹄
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
遺
稿
﹂︑
村
形
明
子
編
﹃
ア
ー
ネ
ス
ト
・
F
・

フ
ェ
ノ
ロ
サ
文
書
集
成
︱
︱
翻
刻
・
翻
訳
と
研
究
（
上
）﹄
京
都
大
学
出
版
会
︒

森
仁
史

　 

二
〇
〇
一
﹁﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
の
成
立
と
位
相
﹂﹃
近
代
画
説
﹄
第
一
〇
号
︑

六
三
︱
七
三
頁
︒

森
田
義
之
・
小
泉
晋
弥
編

　
一
九
九
八
﹃
岡
倉
天
心
と
五
浦
﹄
中
央
公
論
美
術
出
版
︒

保
田
與
重
郎

　 

一
九
八
二
﹁
明
治
の
精
神
︱
︱
二
人
の
世
界
人
﹂︑
橋
本
文
三
編
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
人
と
思

想
﹄
平
凡
社
︑
一
三
一
︱
一
四
九
頁
（
初
出
︑﹃
文
藝
﹄
昭
和
一
二
年
二
月
一
日
）︒

安
見
明
季
香

　 

二
〇
一
四
﹁
近
代
イ
ン
ド
美
術
に
お
け
る
民
族
主
義
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
﹂﹃
日
本
女
子
大
大

学
院
・
人
間
社
会
研
究
科
紀
要
﹄
第
二
〇
号
︑
二
二
五
︱
二
五
二
頁
︒

山
口
静
一

　
一
九
八
二
﹃
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︱
︱
日
本
文
化
の
宣
揚
に
捧
げ
た
一
生
﹄
上
・
下
︑
三
省
堂
︒

山
崎
新
光

　 

二
〇
〇
一
﹃
日
露
戦
争
期
の
米
国
に
お
け
る
広
報
活
動
︱
︱
岡
倉
天
心
と
金
子
堅
太
郎
﹄

山
崎
書
林
︒

山
下
重
一

　
一
九
八
三
﹃
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
﹄
御
茶
の
水
選
書
︒

山
本
緑

　 

二
〇
〇
九
﹁
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
の
渡
印
と
英
領
イ
ン
ド
美
術
﹂﹃
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術

学
部
研
究
紀
要
﹄
第
五
三
巻
︑
四
五
︱
五
五
頁
︒

吉
田
千
鶴
子

　 

二
〇
一
一
﹃︿
日
本
美
術
﹀
の
発
見
︱
︱
岡
倉
天
心
が
め
ざ
し
た
も
の
﹄
歴
史
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
三
一
七
︑
吉
川
弘
文
館
︒
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﹁
朝
鮮
の
思
想
が
日
本
の
政
治
に
関
与
し
た
こ
と
が
大
き
い
︒
例
を

挙
げ
れ
ば
︑
明
治
天
皇
に
侍
講
し
奉
つ
た
元
田
氏
は
真
に
朝
鮮
の
大

儒
李
退
渓
の
□
□
□
□
︹
判
読
不
可
︺
を
申
上
げ
た
の
で
あ
る
︒

︹
︙
︙
︺
陛
下
の
股
昿
た
る
光
栄
に
輝
く
諸
君
は
︑
こ
の
際
︑
こ
の

矜
持
の
も
と
真
に
内
鮮
一
体
の
道
義
を
弁
へ
︑
君
国
の
た
め
おマ
マ

御
奉

公
あ
ら
ん
こ
と
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
﹂（﹁
蘇
峰
翁
の
志
願

兵
に
対
す
る
講
演
﹂
一
九
四
〇
年
）

一
　 ﹁
半
島
に
於
け
る
道
学
の
教
祖
、
道
義
哲
学
の
創
唱
者
﹂
と
し

て
の
李
退
渓
像

　
本
稿
は
︑
日
本
の
代
表
的
な
李イ

退ト
ェ

渓グ
ェ

（
李イ

滉フ
ァ
ン︑
一
五
〇
一
︱
一
五
七
〇
）
研
究

者
で
あ
っ
た
阿
部
吉
雄
（
一
九
〇
五
︱
一
九
七
八
）
が
京
城
帝
国
大
学
助
教
授

時
代
の
一
九
四
四
年
に
﹁
日
本
教
育
先
哲
叢
書
﹂
第
二
十
三
巻
（
最
終
巻
）
と

し
て
著
し
た
﹃
李
退
渓
﹄
に
至
る
ま
で
の
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
李
退
渓
研
究

の
歩
み
を
思
想
史
的
側
面
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
の
分
析
対

象
と
な
る
の
は
明
治
時
代
以
後
の
﹁
崎
門
﹂（
山
崎
闇
斎
学
派
）
と
︑﹁
熊
本
実

学
派
﹂
の
李
退
渓
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
︒﹃
李
退
渓
﹄
出
版
前
後
お
よ
び
そ

れ
以
後
の
日
韓
両
国
の
李
退
渓
言
説
に
つ
い
て
︑
筆
者
は
す
で
に
︑
い
く
つ
か

の
論
文
を
公
刊
し
た（

1
）

︒
こ
れ
ら
は
当
該
時
代
の
李
退
渓
言
説
を
主
に
﹁
道
義
﹂

と
い
う
鍵
概
念
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
本
研
究
で
明
ら
か
と

な
っ
た
こ
と
は
︑
明
治
時
代
の
李
退
渓
言
説
が
︑﹁
道
義
﹂
と
い
う
観
点
か
ら

捉
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
は
そ
の
後
の
李
退
渓
言
説
と
連
続
し

近
代
日
本
の
︿
東
亜
の
朱
子
学
﹀
と
李
退
渓

︱
︱
﹁
崎
門
﹂
お
よ
び
﹁
熊
本
実
学
派
﹂
に
お
け
る
李
退
渓
を
め
ぐ
る
議
論
と
﹁
道
義
﹂

姜
　
海
守



96

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
明
確
な
形
で
﹁
道
義
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
李
退
渓
を

論
じ
る
阿
部
の
﹃
李
退
渓
﹄
の
登
場
は
︑
必
ず
し
も
李
退
渓
言
説
に
限
ら
ず
︑

そ
の
前
後
の
帝
国
日
本
お
よ
び
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
多
様
な
言
説
空
間
の
変

化
に
繫
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
変
化
の
あ
り
方
を
す
べ
て
論
じ

る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
︒

　﹃
李
退
渓
﹄
の
﹁
は
し
が
き
﹂
に
お
い
て
︑
阿
部
吉
雄
は
︑﹁
意
ふ
に
退
渓
先

生
は
半
島
に
於
け
る
道
学
の
教
祖
︑
道
義
哲
学
の
創
唱
者
﹂
で
あ
り
︑﹁
近
世

日
本
精
神
史
上
の
一
代
先
覚
者
︑
山
崎
闇
斎
先
生
に
よ
つ
て
深
く
摂
取
さ
れ

た
ゞ
け
で
な
く
︑
我
が
国
体
の
本
義
︑
伝
統
の
精
神
に
基
づ
い
て
極
め
て
高
く

止
揚
さ
れ
た
厳
然
た
る
事
実
を
知
る
の
で
あ
る（

2
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
阿
部

は
﹁
退
渓
先
生
の
思
想
は
や
が
て
間
近
に
山
崎
元
田
両
先
生
の
思
想
に
通
ず
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
︒
即
ち
端
的
に
言
へ
ば
︑
両
先
生

の
思
想
は
皇
国
の
道
に
本
づ
い
て
孔
子
や
朱
子
や
退
渓
先
生
の
道
義
思
想
を
融

会
し
醇
化
し
又
止
揚
し
た
も
の
で
あ
つ
て
︑
此
に
於
い
て
一
般
的
な
仁
義
道
徳

の
教
は
実
に
皇
国
の
道
を
中
核
と
す
る
仁
義
道
徳
の
教
と
し
て
説
き
出
さ
れ
て

ゐ
る（

3
）

﹂
と
い
う
︒
こ
れ
ら
の
文
章
に
は
︑
李
退
渓
が
﹁
半
島
に
於
け
る
道
学
の

教
祖
︑
道
義
哲
学
の
創
唱
者
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
江
戸
時
代
前
期
の
儒
者
山

崎
闇
斎
（
一
六
一
九
︱
一
六
八
二
）
お
よ
び
幕
末
明
治
期
の
儒
者
元
田
永な
が

孚ざ
ね

（
号

は
東
野
︑
一
八
一
八
︱
一
八
九
一
）
の
﹁
皇
国
の
道
に
本
づ
い
た
﹂
思
想
が
﹁
孔

子
や
朱
子
や
退
渓
先
生
の
道
義
思
想
を
融
会
し
醇
化
し
又
止
揚
し
た
も
の
で

あ
﹂
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
彼
ら
の
﹁
道
義
思
想
﹂
と
は
︑

﹁
一
般
的
な
仁
義
道
徳
の
教
﹂
と
は
異
な
る
﹁
皇
国
の
道
を
中
核
と
す
る
仁
義

道
徳
の
教
と
し
て
説
き
出
さ
れ
﹂
た
も
の
で
あ
る
︒
特
に
李
退
渓
に
関
し
て
は
︑

﹁
我
国
の
先
哲
︑
特
に
尊
皇
の
志
士
達
が
意
外
に
多
く
李
退
渓
を
尊
信
し
た
の

は
︑
何
れ
も
そ
の
高
潔
な
志
操
に
感
じ
︑
深
遠
な
思
想
に
共
鳴
す
る
所
が
あ
つ

た
か
ら
で
あ
る
︒
此
等
の
人
達
は
何
れ
も
深
く
退
渓
の
思
想
を
掬
し
︑
而
も
皇

民
と
し
て
の
心
魂
を
養
つ
た
︒
否
︑
真
の
皇
民
と
し
て
の
心
魂
を
養
は
む
が
為

め
に
退
渓
の
思
想
を
も
参
考
と
し
て
研
究
し
た
の
で
あ
る（

4
）

﹂
と
強
調
さ
れ
て
い

る
︒
さ
ら
に
︑
阿
部
は
︑﹁
退
渓
先
生
は
半
島
に
於
け
る
道
学
の
教
祖
﹂
で
あ

り
︑﹁
近
世
の
儒
学
は
惺
窩
・
羅
山
を
経
て
闇
斎
に
至
り
一
歩
一
歩
と
純
化
さ

れ
︑
内
面
的
に
深
く
研
究
さ
れ
︑
元
明
清
の
朱
子
学
の
上
に
出
づ
る
様
に
な
つ

た
と
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
闇
斎
が
そ
の
「
道
の
学
」
を
建
設
す
る
に
当

つ
て
深
く
李
退
渓
の
学
を
摂
取
し
た
と
云
ふ
こ
と
は
従
来
注
意
さ
れ
な
か
つ
た

所
で
あ
る（

5
）

﹂
と
述
べ
る
︒
阿
部
は
︑
ま
さ
に
︑
闇
斎
が
﹁
道
の
学
﹂︑
す
な
わ

ち
﹁
道
学
﹂
を
﹁
建
設
す
る
に
当
つ
て
深
く
﹂﹁
半
島
に
於
け
る
道
学
の
教

祖
﹂
で
あ
る
﹁
李
退
渓
の
学
を
摂
取
し
た
﹂
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
阿
部
は
﹃
李
退
渓
﹄
で
李
退
渓
を
﹁
半
島
に
於
け
る
道
学

の
教
祖
﹂
と
捉
え
な
が
ら
山
崎
闇
斎
お
よ
び
元
田
永
孚
の
﹁
道
義
思
想
﹂
を
李

退
渓
の
そ
れ
と
の
関
わ
り
で
論
じ
て
い
る
が
︑
特
に
山
崎
闇
斎
の
思
想
を
﹁
道

義
﹂
的
な
点
か
ら
照
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
︑
す
で
に
一
九
三
九
年
の
論
考

に
表
れ
て
い
る
︒
阿
部
は
﹁
闇
斎
の
知
と
云
ふ
の
は
広
く
知
識
を
謂
ふ
の
で
は
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な
い
︒
時
処
位
に
よ
つ
て
先
変
万
化
す
べ
き
父
子
の
親
君
臣
の
義
等
を
︑
其
の

時
処
位
に
応
じ
て
本
然
の
義
理
善
悪
差
は
ざ
る
様
に
究
明
す
る
こ
と
を
謂
ふ
の

で
あ
る
︒
即
ち
朱
子
が
宇
宙
心
性
に
向
つ
て
窮
理
尽
性
を
説
い
た
の
を
範
囲
を

狭
め
︑
特
に
義
理
道
徳
の
世
界
に
考
察
の
中
心
を
置
い
た
︒
そ
し
て
こ
の
知
を

致
す
要
法
と
し
て
の
読
書
に
就
い
て
も
頗
る
範
囲
を
限
定
す
る
も
の
が
あ
つ

た（
6
）

﹂
と
︑﹁
闇
斎
の
知
﹂
を
﹁
義
理
道
徳
の
世
界
に
考
察
の
中
心
を
置
い
た
﹂

も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
阿
部
は
ま
た
︑﹁
一
体
日
本
は
武
力
を

以
て
推
進
力
と
し
︑
詩
情
に
生
き
る
の
心
を
以
て
日
常
性
と
な
し
て
来
た
と
の

説
が
あ
る
が
︑
こ
の
説
は
日
本
人
の
義
理
道
義
を
以
て
生
活
を
規
定
し
武
力
の

原
動
力
と
な
し
て
来
た
と
云
ふ
重
大
な
事
実
を
見
逃
し
て
ゐ
る
と
思
ふ（

7
）

﹂
と
い

う
︒
日
中
戦
争
の
勃
発
後
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
論
考
に
お
い
て
は
︑
日
本
の

﹁
武
力
の
原
動
力
・
推
進
力
﹂
の
根
源
に
は
﹁
日
本
人
の
義
理
道
義
﹂
が
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
阿
部
は
︑﹁
国
体
や
忠
孝
や

節
義
や
名
分
や
出
処
等
の
実
際
の
活
問
題
に
﹂
お
い
て
﹁
義
は
泰
山
よ
り
も
重

し
と
云
ふ
や
う
な
我
国
独
特
の
士
風
を
養
成
せ
る
点
に
思
を
致
せ
ば
闇
斎
の
史

上
に
於
け
る
地
位
は
愈
々
其
の
光
を
ま
す
︒
か
く
て
我
々
は
崎
門
の
人
々
の
言

行
を
通
じ
︑
儒
教
の
真
精
神
の
一
端
に
ふ
れ
日
本
儒
教
の
進
む
べ
き
道
に
就
い

て
暗
示
を
得
る
と
共
に
現
代
教
育
の
諸
々
の
弊
害
に
就
い
て
深
い
反
省
の
眼
を

そ
ゝ
が
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る（

8
）

︒﹁
我
々
は
崎
門
の
人
々

の
言
行
を
通
じ
︑
儒
教
の
真
精
神
の
一
端
に
ふ
れ
日
本
儒
教
の
進
む
べ
き
道
に

就
い
て
暗
示
を
得
る
﹂
と
い
う
阿
部
の
山
崎
闇
斎
お
よ
び
﹁
崎
門
の
人
々
﹂
に

対
す
る
視
点
は
︑
一
九
三
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
日
本
古
典
学

会
編
﹃
山
崎
闇
斎
全
集
﹄
の
﹁
序
﹂
に
み
ら
れ
る
山
崎
闇
斎
像
と
連
続
す
る
も

の
と
述
べ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
道
の
方
策
に
在
る
や
︑
流
れ
て
東
海
に
入
り
し
よ
り
千
有
余
年
︒
そ
の

閒
聞
い
て
之
を
得
た
る
も
の
果
た
し
て
幾
人
ぞ
︒
王
仁
氏
は
古
し
矣
︒
下

つ
て
藤
林
二
先
生
に
至
り
て
は
︑
そ
の
調
詣
す
る
所
果
た
し
て
如
何
︒
吾

未
だ
敢
へ
て
之
を
知
ら
ず
︒
独
り
山
崎
闇
斎
先
生
あ
り
︒︹
︙
︙
︺
鳴
呼

朱
子
の
後
︑
巨
儒
碩
学
輩
出
屈
指
に
遑
あ
ら
ず
と
雖
も
︑
能
く
其
の
道
統

を
継
ぐ
者
︑
二
蔡
黄
李
諸
子
の
外
︑
薛
文
靖
︑
李
退
渓
の
み
︒
吾
が
闇
斎

先
生
︑
遠
く
本
朝
に
生
れ
︑
千
載
不
伝
の
学
を
遺
経
に
得
︑
義
理
精
確
︑

体
統
醇
全
︑
其
の
学
︑
そ
の
巧
︑
豈
に
朱
門
以
下
︑
元
明
諸
儒
の
及
ぶ
所

な
ら
ん
や
︒
実
に
朱
子
以
後
の
一
人
と
謂
は
ざ
る
可
か
ら
ず
︒
是
百
世
の

定
論
︑
予
の
私
言
に
非
ざ
る
也
︒︹
︙
︙
︺
蓋
し
先
生
没
し
て
今
に

二
百
五
十
有
余
年
︒
日
本
儒
学
史
上
に
於
け
る
山
崎
学
は
︑
欝
然
た
る
一

大
正
宗
を
形
成
す
る
に
至
れ
り
︒
夫
の
尊
皇
論
発
達
史
上
に
於
け
る
山
崎

学
派
の
偉
業
の
若
き
は
︑
世
已
に
定
論
あ
り
︒
予
復
贅
せ
ず
︒︹
︙
︙
︺

仰
で
道
学
の
高
標
な
る
を
見
︑
伏
し
て
伝
心
の
深
遠
な
る
を
察
す
︒

（
9
）

　
ま
た
︑
一
九
三
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
﹃
山
崎
闇
齋
と
其
門
流
﹄
の
中
で
熊
本

の
第
五
高
等
学
校
教
授
を
務
め
て
い
た
中
国
哲
学
者
の
内
田
周
平
（
一
八
五
四
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︱
一
九
四
四
）
は
︑﹁
崎
門
の
学
は
︑
道
理
の
研
究
を
以
て
第
一
義
と
な
し
︑
最

も
力
を
用
ゐ
る
所
は
其
の
講
義
と
体
験
躬
行
と
に
在
り
て
︑
他
の
儒
家
の
如
く

訓
詁
詞
章
に
刻
意
せ
ざ
り
し
か
ば
文
章
巧
み
な
ら
ず
︑
著
述
多
か
ら
ず
︒

︹
︙
︙
︺
然
れ
ど
も
哲
学
の
思
想
に
深
く
︑
道
義
の
実
行
を
貴
び
︑
又
出
処
進

退
を
重
ん
ず
る
が
如
き
は
︑
崎
門
学
者
の
特
色
と
し
て
︑
浅
見
・
佐
藤
・
三
宅

の
三
派
を
通
じ
て
皆
然
り
︒
初
め
学
祖
闇
斎
先
生
︑
豪
傑
の
資
を
以
て
孔
孟
程

朱
の
道
学
を
研
究
し
︑
其
の
精
粋
を
発
揮
し
て
之
を
日
本
化
せ
し
め
︑
加
ふ
る

に
所
謂
垂
加
神
道
を
以
て
し
て
︑
我
邦
本
位
の
学
説
を
立
て
︹
︙
︙
︺

（
10
）

﹂
と
の

ご
と
く
︑﹁
崎
門
の
学
﹂
が
﹁
道
理
の
研
究
﹂
お
よ
び
﹁
道
義
の
実
行
﹂
を
最

優
先
す
る
も
の
と
し
て
強
調
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
明
治
期

以
降
の
﹁
崎
門
﹂
に
お
け
る
李
退
渓
論
︑
お
よ
び
主
に
﹁
教
育
勅
語
﹂
の
文
脈

に
お
い
て
語
り
始
め
ら
れ
た
︑﹁
熊
本
実
学
派
﹂
と
李
退
渓
と
の
関
係
を
め
ぐ

る
議
論
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

二
　
近
代
﹁
崎
門
﹂
に
お
け
る
﹁
道
学
﹂
と
い
う
言
説
と
李
退
渓

1
　﹁
崎
門
﹂
の
﹁
道
統
﹂
と
李
退
渓

　
李
退
渓
が
明
治
期
の
近
代
﹁
崎
門
﹂
に
お
い
て
新
た
に
登
場
す
る
の
は
︑

﹁
崎
門
﹂
に
お
け
る
﹁
道
統
﹂
の
物
語
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
松
山
藩
儒
者
の

三
上
是
庵
（
一
八
一
八
︱
一
八
七
六
）
の
門
下
で
あ
っ
た
石
井
周
庵（

11
）

が
中
心
と

な
っ
て
一
八
八
三
年
六
月
に
﹁
道
学
協
会
﹂
が
設
立
さ
れ
︑
四
年
後
の

一
八
七
七
年
十
一
月
に
﹁
道
義
に
関
す
る
明
論
確
説
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
﹃
道
学

協
会
雑
誌
﹄
創
刊
号
（
最
終
刊
七
三
号
）
が
刊
行
さ
れ
た
︒
創
刊
号
に
み
ら
れ

て
い
る
﹁
道
学
協
会
雑
誌
発
行
ノ
注
意
﹂
に
は
︑﹁
抑
々
吾
　
邦
山
崎
闇
斎
先

生
出
デ
特
立
ノ
才
ヲ
負
ヒ
︑
遺
経
ヲ
奉
誦
玩
索
シ
テ
遂
ニ
聖
学
ノ
蘊
奥
ヲ
窮
メ
︑

能
ク
其
真
正
ノ
伝
ヲ
得
ラ
レ
タ
リ
﹂︑﹁
遂
ニ
能
ク
風
化
ノ
万
一
ヲ
裨
補
シ
︑
道

学
ヲ
無
窮
に
伝
フ
ル
ノ
域
ニ
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
ス
ル
而
已
﹂
と
あ
る
︒
石
井

周
庵
自
ら
も
こ
の
号
に
﹁
講
説
：
読
論
語
孟
子
法
第
一
條
略
解
﹂
を
寄
稿
し
て

い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
道
学
協
会
﹂
は
一
八
九
一
年
に
﹁「
道
学
遺
書
」
の
刊
行

方
針
及
び
︑「
遺
書
」
に
載
っ
た
諸
先
輩
墓
所
一
覧
を
め
ぐ
っ
て
﹂
分
裂
し
︑

翌
年
の
八
月
に
﹃
道
学
雑
誌
﹄（
発
行
者
は
周
庵
か
ら
池
田
謙
蔵
と
な
っ
た
︒
最
終

刊
は
六
三
号
）
と
名
を
改
め
て
刊
行
さ
れ
た（

12
）

︒
そ
の
間
︑
一
八
九
一
年
三
月
に

﹃
道
学
遺
書
﹄（
最
終
刊
は
一
六
号
）
が
刊
行
さ
れ
︑﹃
孤
松
全
稿
﹄
が
第
一
巻
と

し
て
選
ば
れ
て
い
る
︒﹃
孤
松
全
稿
﹄
は
︑
も
と
も
と
江
戸
中
後
期
の
﹁
崎

門
﹂
で
あ
り
﹁
上
総
道
学
の
大
家
﹂
と
称
さ
れ
た
稲
葉
黙
斎
（
一
七
三
二
︱

一
七
九
九
）
が
記
し
た
も
の
を
︑
門
人
の
大
木
丹
二
（
忠
篤
︑
一
七
六
五
︱

一
八
二
七
）
が
一
八
二
七
年
（
文
政
十
年
）
頃
に
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る（

13
）

︒
こ

の
﹃
孤
松
全
稿
﹄（
巻
一
）
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
︒

　
朝
鮮
ノ
李
退
渓
ハ
朱
子
ノ
道
統
ナ
リ
︒
朱
子
ノ
訓
ニ
只
管
ニ
従
テ
分
村

朱
子
ノ
規
模
範
囲
ヲ
越
ヘ
ズ
︒
小
成
ノ
朱
子
也
︒
薛
文
靖
モ
真
ニ
朱
子
以

後
ノ
一
人
也
︒
明
ノ
方
孝
孺
タ
シ
カ
ニ
道
統
ナ
リ
ト
直
方
ノ
云
ヘ
リ
︒
靖
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献
遺
言
ニ
載
リ
タ
リ
ト
テ
一
節
義
ノ
士
ト
バ
カ
リ
思
フ
ベ
カ
ラ
ス
︒

　
こ
こ
で
は
︑
特
に
李
退
渓
に
つ
い
て
﹁
朱
子
ノ
道
統
﹂
で
あ
り
﹁
小
成
ノ
朱

子
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
朱
子
か
ら
李
退
渓
へ
︑
そ
し
て
明
代
の
薛
文
靖
と

方
孝
孺
（
一
三
五
七
︱
一
四
〇
二
）
に
至
る
﹁
道
統
の
伝
﹂
が
改
め
て
強
調
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
同
時
に
︑
そ
の
﹁
道
統
の
伝
﹂
が
江
戸
の
山
崎
闇

斎
︑
佐
藤
直
方
（
一
六
五
〇
︱
一
七
一
九
）
の
よ
う
な
﹁
崎
門
﹂
に
よ
っ
て
今

日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
一
八
九
一
年
に
﹃
孤
松

全
稿
﹄
を
﹃
道
学
遺
書
﹄
の
第
一
巻
に
記
し
た
の
は
︑﹁
道
統
の
伝
﹂
を
︑﹁
道

学
﹂
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
再
び
具
現
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
表
れ
で
あ
る
︒

こ
れ
よ
り
前
の
一
八
八
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
芳
賀
高
重
編
﹃
道
学
読
書
要
覧
﹄

に
お
い
て
も
︑
黙
斎
と
﹃
孤
松
全
稿
﹄
に
関
連
す
る
内
容
が
数
箇
所
み
ら
れ
る
︒

そ
こ
に
は
﹁
道
学
読
書
﹂
の
対
象
と
し
て
︑
李
退
渓
の
﹃
朱
子
書
節
要
﹄
お
よ

び
﹃
自
省
録
﹄︑
そ
し
て
﹃
李
退
渓
書
抄
﹄
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒﹃
道
学
読
書

要
覧
﹄
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
﹁
付
和
漢
道
統
聖
賢
年
代
概
表
﹂
に
は
︑
唯

一
の
﹁
朝
鮮
人
﹂
儒
者
と
し
て
︑
李
退
渓
の
生
没
年
が
記
さ
れ
て
い
た
︒
た
だ

し
︑
そ
こ
に
﹁
和
漢
鮮
道
統
聖
賢
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
︒

　
松
山
藩
士
出
身
で
︑
後
に
﹁
道
学
協
会
﹂
の
幹
事
お
よ
び
﹃
道
学
雑
誌
﹄
の

発
行
者
と
な
る
池
田
謙
蔵
（
渓
水
︑
一
八
四
四
︱
一
九
二
二
）
は
︑
一
九
〇
〇
年

に
﹃
道
義
哲
学
図
解
﹄
全
三
巻
（
道
学
館
）
を
出
版
し
た
︒
近
代
日
本
に
お
い

て
︑﹁
道
義
﹂
に
﹁
哲
学
﹂
と
い
う
西
洋
由
来
の
学
問
の
翻
訳
語
を
結
び
つ
け

た
﹁
道
義
哲
学
﹂
と
い
う
用
語
が
登
場
し
た
の
は
︑
こ
の
﹃
道
義
哲
学
図
解
﹄

が
初
め
て
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑﹁
道
義
哲
学
図
解
序
﹂
に
は
﹁
是
東
洋
理
学

之
淵
源
︑
道
義
之
教
法
︒
所
由
出
也（

14
）

﹂
と
の
文
章
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
特
筆
さ

れ
る
︒

2
　﹃
日
本
道
学
淵
源
録
﹄
に
お
け
る
﹁﹁
道
学
﹂
の
再
生
産
﹂
と
李
退
渓

　
幕
末
よ
り
明
治
期
に
か
け
て
の
﹁
崎
門
﹂
の
出
版
活
動
の
中
で
も
っ
と
も
注

目
す
べ
き
文
献
は
︑﹃
日
本
道
学
淵
源
録
﹄（
以
下
︑﹃
淵
源
録
﹄
と
略
記
）
で
あ

ろ
う
︒
日
本
政
治
思
想
史
研
究
者
の
丸
山
眞
男
（
一
九
一
四
︱
一
九
九
六
）
は
︑

こ
の
﹃
淵
源
録
﹄
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
闇
斎
学
派
の
人
名
別
百
科
辞
典
と
も
い
う
べ
き
﹃
日
本
道
学
淵
源
録
﹄

（
初
名
﹃
本
朝
道
学
淵
源
録
﹄︑
大
塚
観
潤
・
千
手
旭
山
編
校
）
が
︑﹁
続

録
﹂
と
あ
わ
せ
て
七
巻
と
し
て
成
っ
た
の
が
天
保
十
三
年

0

0

0

0

0

︹
一
八
四
二

年
︺
で
あ
り
︑
月
田
夢
斎
・
楠
本
端
山
を
経
て
︑
明
治
三
十
三
年

0

0

0

0

0

0

︹
一
九
〇
〇
年
︺
に
︑
端
山
の
弟
の
碩
水
と
︑
嗣
子
君
翔
に
よ
っ
て
さ
ら
に

﹁
続
録
増
補
﹂（
第
二
巻
）
が
行
わ
れ
︑
岡
直
養
が
全
体
を
再
編
輯
し
併
せ

て
十
一
巻
を
活
字
刊
行
し
た
の
が
︑
実
に
昭
和
九
年

0

0

0

0

︹
一
九
三
四
年
︺
で

あ
っ
た
︑
と
い
う
事
実
は
象
徴
的
で
あ
る
︒﹃
淵
源
録
﹄︹
︙
︙
︺
の
天
保

版
の
序
に
﹁
擬
之
於
伊
洛
淵
源
之
録
﹂
と
あ
る
に
よ
っ
て
そ
の
意
図
が
窺
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わ
れ
よ
う
︒
こ
こ
で
も
﹁
雖
純
奉
朱
学
不
入
門
者
不
録
﹂
と
い
う
編
輯
方

針
が
貫
か
れ
た
︒
程
子
﹁
道
統
の
伝
﹂
は
こ
う
し
て
闇
斎
派
の
﹁
道
学
﹂

に
よ
っ
て
︑
い
わ
ば
二
重
に
道
統
化
さ
れ
て
脈
々
と
昭
和
に
至
っ
た
わ
け

で
あ
る
︒

（
15
）︹

傍
点
は
原
文
︺

　
ま
た
︑
日
本
思
想
史
研
究
者
の
子
安
宣
邦
（
一
九
三
三
︱
）
も
︑
こ
う
指
摘

し
て
い
る
︒

　
朱
子
﹁
道
学
﹂
の
十
七
世
紀
日
本
に
お
け
る
再
構
成
の
学
と
し
て
の
崎

門
学
は
︑
ま
さ
し
く
日
本
﹁
道
学
﹂
の
系
譜
を
開
く
も
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
崎
門
学
の
展
開
︑
あ
る
い
は
そ
の
学
統
の
内
在
的
な
追
跡
の
学
は
常
に

﹁
道
学
﹂
の
再
生
産
と
し
て
な
さ
れ
て
い
く
し
︑
ま
た
﹁
道
学
﹂
の
再
生

産
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
闇
斎
以
来
の
崎
門
学
の
展
開
を
辿
る
楠
本
端
山

の
﹃
日
本
道
学
淵
源
録
﹄
は
﹁
道
学
﹂
の
再
生
産
の
系
譜
を
示
し
︑
近
代

の
崎
門
学
の
継
承
は
﹁
道
学
協
会
﹂
を
結
成
す
る
形
で
な
さ
れ
る
︒

（
16
）

　
本
節
で
は
こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
主
に
﹃
淵
源
録
﹄
上
の
﹁
程

子
「
道
統
の
伝
」﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
闇
斎
派
の
「
道
学
」﹂
に
お
け
る
︿
二
重
の

道
統
化
﹀
に
お
い
て
︑
李
退
渓
の
存
在
が
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
ま
ず
﹃
淵
源
録
﹄
に
お
け
る
︑
浅
見
絅
斎
（
一
六
五
二

︱
一
七
一
二
）
お
よ
び
三
宅
尚
斎
（
一
六
六
二
︱
一
七
四
一
）
と
並
び
崎
門
の
三

傑
と
称
さ
れ
る
佐
藤
直
方
（
一
六
五
〇
︱
一
七
一
九
）
が
一
七
〇
〇
年
（
元
禄

一
三
年
）
九
月
一
五
日
に
記
し
た
﹁
佐
藤
直
方
の
討
論
筆
記
﹂（﹃
韞
蔵
録
﹄
巻

二
）
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

　
或
ひ
と
敬
義
先
生
の
出
処
を
予
に
問
ふ
︒
予
之
に
応
へ
て
竊
に
謂
へ
ら

く
︑
堯
舜
以
来
︑
道
学
相
伝
へ
て
孔
孟
に
至
る
︒
孔
孟
の
後
︑
秦
漢
隋
唐
︑

其
の
学
伝
は
ら
ず
︒
宋
の
周
程
張
朱
に
至
つ
て
其
の
統
を
接
ぎ
︑
而
し
て

道
学
復
世
に
明
ら
か
な
り
︒
朱
門
の
黄
勉
斎
︑
蔡
九
峯
は
︑
実
に
其
の
伝

を
得
た
り
︒
其
の
余
は
蓋
し
聞
ゆ
る
な
し
︒
元
明
の
間
︑
儒
を
以
て
名
あ

る
者
︑
枚
挙
す
べ
か
ら
ず
︒
而
し
て
其
の
聖
学
の
門
牆
を
窺
ふ
に
至
つ
て

は
︑
即
ち
方
孝
孺
薜
文
靖
︑
此
の
二
人
の
み
︒
朝
鮮
の
李
退
渓
は
東
夷
の

産
に
し
て
︑
中
国
の
道
を
悦
び
︑
孔
孟
を
尊
び
︑
程
朱
を
宗
と
す
︒
而
し

て
其
の
学
識
の
造
る
所
︑
大
い
に
元
明
諸
儒
の
儔
に
非
ず
︒
我
が
邦
中
古

儒
道
を
信
ず
︒
而
し
て
王
公
よ
り
以
下
︑
学
ぶ
者
も
亦
衆
し
︒
然
れ
ど
も

聖
賢
道
学
の
義
の
如
き
は
︑
即
ち
尚
未
だ
嘗
て
其
の
説
あ
る
を
知
ら
ざ
る

な
り
︒
朱
書
の
我
が
邦
に
来
り
︑
数
百
年
の
久
し
き
︑
之
を
読
む
者
︑
少

し
と
為
さ
ず
︒
而
し
て
其
の
道
学
の
正
義
を
発
明
し
︑
万
世
不
易
の
定
準

な
る
を
知
る
者
は
︑
未
だ
其
の
人
を
聞
か
ず
︒
近
世
︑
山
崎
敬
義
先
生
朱

子
を
尊
信
し
︑
其
の
書
に
得
た
り
︒
而
し
て
博
文
の
富
︑
議
論
の
正
︑
実

に
我
が
邦
儒
学
正
派
の
首
倡
な
り
︒
其
の
著
す
所
の
書
世
に
行
は
る
︒
読

者
深
く
其
の
意
に
達
す
れ
ば
︑
即
ち
先
生
の
道
学
進
為
の
方
を
発
揮
し
︑
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学
者
を
し
て
従
ふ
所
に
惑
は
ざ
ら
し
む
る
を
識
ら
ん（

17
）

︒

　
こ
こ
で
は
︑
堯
舜
以
来
︑
孔
孟
よ
り
宋
の
朱
子
に
至
る
ま
で
の
中
国
に
お
け

る
壮
大
な
﹁
道
統
の
伝
﹂
が
物
語
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
元
・
明
代
に
至
る
と
︑

そ
の
﹁
聖
学
﹂
が
︑
た
だ
方
孝
孺
と
薜
文
靖
の
二
人
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
命

脈
を
維
持
で
き
た
と
説
明
さ
れ
る
︒
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
︑﹁
朝
鮮
の
李
退

渓
は
東
夷
の
産
に
し
て
︑︹
︙
︙
︺
其
の
学
識
の
造
る
所
︑
大
い
に
元
明
諸
儒

の
儔
﹂
で
は
な
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
﹁
程

朱
を
宗
と
す
﹂
る
﹁
道
学
﹂
の
系
譜
上
に
お
い
て
目
立
つ
李
退
渓
の
学
問
を
受

容
し
た
闇
斎
は
﹁
我
が
邦
儒
学
正
派
の
首
倡
﹂
た
る
存
在
に
な
っ
た
と
い
う
︒

中
国
に
お
け
る
﹁
道
統
の
伝
﹂
の
系
譜
は
﹁
朝
鮮
の
李
退
渓
﹂
を
経
て
日
本

（
江
戸
）
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹁
日
本
道
学
淵
源
﹂
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
稲
葉
黙
斎
の
父
で
あ
る
稲
葉
迂
斎
（
一
八
六
四
︱

一
七
六
〇
）
に
師
事
し
た
村
士
一
斎
（
玉
水
︑
一
七
二
九
︱
一
七
七
六

（
18
）

）
に
学
ん

だ
上
総
飯
野
藩
士
の
服
部
栗
斎
（
保
命
︑
一
七
三
六
︱
一
八
〇
〇
）
も
ま
た
︑

﹁
闇
斎
先
生
は
吾
が
邦
道
学
の
嚆
矢
﹂
と
し
︑﹁
闇
斎
の
朱
門
以
下
元
明
諸
儒
に

於
け
る
︑
取
る
所
薜
李
︹
薛
文
靖
と
李
退
渓
を
意
味
︺
の
二
人
に
過
ぎ
ず
︑
其
の

論
説
に
至
つ
て
は
︑
薜
李
と
雖
も
時
に
亦
従
違
す
る
は
何
ぞ
や（

19
）

﹂
と
述
べ
て
い

る
︒
さ
ら
に
三
宅
尚
斎
に
つ
い
て
の
箇
所
に
お
い
て
は
﹁
其
の
山
崎
翁
に
於
け

る
︑
以
て
為
へ
ら
く
︑
朱
子
以
後
の
一
人
な
り
︒
薜
文
靖
︑
丘
瓊
山
︑
李
退
渓

は
皆
其
の
下
に
あ
り
と
︒
浅
見
佐
藤
︹
浅
見
絅
斎
と
佐
藤
直
方
を
意
味
︺
二
公
を

称
し
て
曰
く
︑
翁
の
門
人
に
其
の
右
に
出
づ
る
も
の
な
し
︒
直
方
は
性
質
英
敏

翁
に
似
た
り
︒
安
政
︹
浅
見
絅
斎
を
意
味
︺
は
学
術
精
密
翁
に
似
た
り
︒
二
生

を
合
す
れ
ば
︑
翁
に
次
ぐ
べ
し
と（

20
）

﹂
と
い
う
文
章
も
み
ら
れ
る
︒
朝
鮮
通
信

使
の
﹁
製
述
官
朴
学
士
に
与
ふ
る
の
書
﹂（
巻
之
四
）
に
は
︑﹁
独
り
闇
斎
山
崎

先
生
を
推
し
て
儒
宗
と
為
す
︒
識
者
号
し
て
日
本
の
朱
子
と
称
す（

21
）

﹂
と
し
︑

﹁
朱
先
生
の
後
︑
道
を
知
る
者
は
︑
明
の
薛
文
靖
︑
胡
敬
斎
︑
貴
国
の
李
退
渓

是
な
り
と
︒
故
に
吾
が
党
の
学
者
︑
呼
ん
で
三
録
と
称
す
る
者
は
︑
読
書
録
︑

居
業
録
︑
自
省
録
是
な
り（

22
）

﹂
と
記
さ
れ
︑
留
守
友
信
（
希
斎
︑
一
七
〇
五
︱

一
七
六
五
）
の
﹁
済
庵
李
書
記
に
与
ふ
る
の
書
﹂（
巻
之
四
）
に
は
﹁
日
本
国
大

阪
の
留
守
友
信
︑
書
を
朝
鮮
国
の
書
記
足
下
に
奉
ず（

23
）

﹂
と
さ
れ
︑
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
︒

　
嘗
て
之
を
聞
く
︑
退
渓
先
生
︑
箕
範
の
伝
を
失
す
る
こ
と
を
憂
ふ
と
︒

歴
世
茫
々
嘆
ず
べ
き
な
り
︒
夫
れ
近
世
明
儒
著
述
の
書
︑
吾
が
邦
に
伝
は

る
者
︑
汗
牛
充
棟
︑
勝
げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
︒
而
し
て
斯
道
の
羽
翼
と
為

す
に
足
る
者
な
し
︒
況
ん
や
易
範
の
妙
に
於
て
を
や
︒
又
之
を
聞
く
︒
貴

邦
︑
退
渓
先
生
よ
り
前
に
︑
趙
静
庵
︑
金
寒
暄
︑
鄭
一
蠧
︑
李
晦
斎
あ
り
︒

退
渓
先
生
よ
り
後
に
︑
鄭
寒
岡
︑
李
栗
谷
︑
成
牛
渓
︑
尹
明
斎
あ
り
︒
此

の
諸
先
生
は
︑
茲
に
道
学
を
倡
明
し
︑
国
に
蓍
亀
し
世
に
標
準
す
︒
若
し

語
の
箕
範
に
及
ぶ
者
あ
ら
ば
︑
即
ち
亦
幸
に
伝
ふ
る
を
吝
む
無
れ
︒
恃
む

所
の
者
は
書
︑
致
す
の
所
の
者
は
心
︑
願
は
く
は
足
下
垂
察
せ
よ
︒

（
24
）
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ま
た
︑
村
士
一
斎
に
つ
い
て
記
し
た
︑﹁
寒
泉
岡
田
博
士
の
退
渓
書
抄
の

跋
﹂
よ
り
の
抜
粋
で
あ
る
﹁
村
士
一
斎
先
生
﹂（
巻
之
五
）
に
お
い
て
は
︑﹁
嘗

て
退
渓
李
氏
を
称
し
て
曰
く
︑
吾
朱
子
の
道
を
其
の
書
に
得
た
り
と
︒
其
の
之

を
尊
奉
す
る
や
︑
特
に
諸
子
に
異
な
る
︒
其
の
全
集
に
即
き
︑
学
に
切
な
る
者

日
に
用
ふ
る
者
を
抄
出
し
て
十
巻
と
為
し
︑
命
じ
て
退
渓
書
抄
と
曰
ふ
︒
猶
退

渓
氏
に
節
要
の
作
あ
る
が
ご
と
き
な
り（

25
）

﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
李
退
渓
を
し
て

﹃
朱
子
書
節
要
﹄
を
著
わ
さ
せ
た
と
同
様
に
︑
村
士
に
﹃
李
退
渓
書
抄
﹄
十
巻（

26
）

を
編
ま
せ
た
の
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
肥
前
平
戸
藩
（
長
崎
県
）
の
儒
者
楠
本
碩
水
（
孚
嘉
︑
一
八
三
二
︱

一
九
一
六
）
の
編
集
に
か
か
る
﹃
淵
源
続
録
増
補
巻
下（

27
）

﹄
の
﹁
月
田
蒙
斎
　

伝
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
な
文
章
が
み
ら
れ
る
︒

　
天
逸
子
曰
く
︑
寛
保
延
享
の
閒
︑
肥
後
に
隠
君
子
あ
り
︒
大
塚
退
野
先

生
と
曰
ふ
︒
壮
歳
︑
李
退
渓
の
朱
子
書
節
要
を
読
み
︑
濳
心
之
を
求
め
︑

信
じ
て
学
ぶ
者
四
十
年
︒
毎
に
世
の
学
者
の
徒
に
居
敬
窮
理
の
朱
学
た
る

を
知
り
︑
而
し
て
其
の
用
功
の
実
に
至
つ
て
は
︑
即
ち
分
寸
も
相
近
き
者

あ
ら
ざ
る
を
慨
く
︒
後
五
六
十
年
を
経
て
︑
蒙
斎
先
生
其
の
郷
に
生
る
︒

刻
苦
勉
励
︑
実
理
の
本
原
を
見
る
あ
り
︑
而
し
て
本
領
一
段
の
功
夫
亦
深

く
得
る
所
あ
り
︒
蓋
し
亦
予
章
延
平
の
流
な
る
か
︒
嗚
呼
二
先
生
︑
見
道

の
深
浅
︑
成
徳
の
大
小
︑
敢
へ
て
妄
に
議
せ
ず
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
要
す

る
に
皆
一
代
の
純
儒
た
り
︒
而
し
て
世
の
之
を
知
る
者
鮮
し
︒
故
に
併
せ

て
論
じ
︑
以
て
後
の
学
者
を
待
つ
︒

（
28
）

　
楠
本
碩
水
は
次
章
で
詳
述
す
る
長
兄
楠
本
端
山
（
一
八
二
八
︱
一
八
八
三
）

と
と
も
に
肥
後
熊
本
藩
長
洲
の
月
田
蒙
斎
（
一
八
〇
七
︱
一
八
六
六
）
よ
り
﹁
崎

門
﹂
の
朱
子
学
を
学
ん
だ
が
︑
こ
の
蒙
斎
は
三
宅
尚
斎
一
派
の
﹁
崎
門
学
﹂
に

属
す
る
儒
者
で
あ
っ
た
︒
一
八
九
一
年
の
﹁
道
学
協
会
﹂
発
足
前
に
端
山
は
世

を
去
っ
て
お
り
︑
碩
水
も
︑
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
︑
あ
え
て
﹁
道
学
協

会
﹂
と
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　
お
っ
し
ゃ
る
通
り
崎
門
学
の
流
弊
に
つ
い
て
は
私
も
同
じ
意
見
で
あ
り

ま
す
︒
関
東
筋
の
崎
門
学
と
申
す
も
の
は
︑
多
く
は
佐
藤
直
方
の
一
派
で
︑

稲
葉
黙
斎
に
至
っ
て
は
︑
狂
者
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
の
学

問
は
異
端
に
堕
る
を
免
れ
ま
せ
ん
︒︹
︙
︙
︺
私
も
道
学
協
会
に
は
加
入

し
て
お
り
ま
せ
ん
︒
門
人
の
中
に
入
会
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
︑

黙
斎
の
﹃
孤
松
全
稿
﹄
も
時
々
一
覧
い
た
し
ま
し
た
が
︑
有
益
な
書
だ
と

は
思
わ
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
も
文
章
が
拙
陋
で
︑
意
味
の
通
ら
ぬ
と
こ
ろ
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
く
ど
く
ど
と
論
じ
て
い
ま
す
が
︑
厭
わ
し
い
も
の

で
す
︒

（
29
）︹

原
文
は
候
文
︺

　
儒
学
研
究
者
の
難
波
征
男
（
一
九
四
五
︱
）
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
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碩
水
に
よ
れ
ば
︑
儒
教
の
道
統
は
︑
宋
代
の
程
朱
を
経
て
︑
日
本
の
山

崎
闇
斎
に
よ
っ
て
そ
の
命
脈
が
保
持
さ
れ
て
お
り
︑
現
在
︑
そ
の
闇
斎
の

学
は
蒙
斎
に
よ
っ
て
正
し
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
︒︹
︙
︙
︺
朱
子
学
の
真

髄
を
尊
重
す
る
崎
門
学
は
︑
徳
性
の
存
養
を
窮
理
の
根
本
と
考
え
た
が
︑

彼
ら
の
多
く
は
︑
根
本
的
一
理
を
あ
る
固
定
的
な
も
の
と
す
る
偏
狭
な
認

識
に
陥
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
︑
個
別
的
事
態
が
多
様
な
展
開

を
示
し
つ
つ
︑
し
か
も
め
ま
ぐ
る
し
く
変
伝
す
る
客
観
界
の
動
向
に
︑
柔

軟
に
対
応
す
る
主
体
的
能
力
を
喪
失
し
︑
頑
迷
固
陋
に
な
っ
て
い
た
︒
そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
︑
蒙
斎
は
ひ
と
り
確
固
と
し
た
主
体
性
を
保
持
し

て
︑
こ
の
歴
史
的
動
態
に
彼
な
り
の
方
法
で
対
処
し
て
い
た
︒
碩
水
の
目

に
蒙
斎
は
こ
の
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
る
︒

（
30
）

　
碩
水
は
上
記
の
引
用
文
に
お
い
て
︑
師
の
蒙
斎
と
と
も
に
長
年
に
わ
た
っ
て

﹃
朱
子
書
節
要
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
李
退
渓
の
学
問
を
信
奉
し
た
肥
後
熊
本
藩

の
﹁
隠
君
子
﹂
大
塚
退
野
（
一
六
七
八
︱
一
七
五
〇
）
を
﹁
一
代
の
純
儒
﹂
と

称
す
る
︒
と
り
わ
け
碩
水
は
︑
李
退
渓
に
対
し
て
も
﹁
闇
斎
は
能
く
朱
子
の
学

を
究
め
︑
退
渓
は
よ
く
朱
子
の
道
を
学
ん
で
い
る
︒
皆
元
明
諸
儒
の
及
ば
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
（
闇
斎
即
能
究
朱
子
之
学
退
渓
即
能
学
朱
子
之
道
︒
皆
非
元
明
諸
儒

所
及
也
）

（
31
）

﹂︑﹁
退
渓
以
前
は
退
渓
に
折
衷
せ
ら
れ
︑
退
渓
以
後
は
こ
れ
に
出
る

も
の
は
い
な
い
（
朝
鮮
諸
儒
︑
退
渓
以
前
折
衷
於
退
渓
︑
退
渓
以
後
無
出
於
退
渓
之

外
者
）

（
32
）

﹂
な
ど
と
高
く
評
価
し
て
い
る（

33
）

︒
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
中
国
哲
学
研
究

者
の
岡
田
武
彦
（
一
九
〇
八
︱
二
〇
〇
四
）
は
︑
こ
う
指
摘
す
る
︒

　
碩
水
旧
蔵
の
図
書
目
録
に
李
滉
注
の
﹃
朱
子
行
状
﹄
が
記
さ
れ
て
お
り
︑

﹃
朱
子
書
節
要
﹄
に
至
っ
て
は
︑
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
刊
本
と
︑
黒

岩
慈
庵
点
の
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
刊
︑
お
よ
び
写
本
の
二
本
が
記
さ

れ
て
い
る
︒
端
山
の
家
に
は
朝
鮮
刊
の
﹃
李
退
渓
文
集
﹄﹃
読
集
﹄﹃
外

集
﹄
お
よ
び
﹃
退
渓
年
譜
﹄﹃
退
渓
行
状
﹄﹃
別
集
﹄
の
写
本
が
伝
わ
っ
て

お
り
︑
他
に
佐
藤
一
斎
表
書
の
﹃
退
渓
西
銘
考
証
講
義
﹄
が
あ
っ
た
︒
注

意
す
べ
き
こ
と
は
︑
師
伝
な
く
し
て
退
渓
学
を
篤
信
し
た
熊
本
実
学
派
の

祖
︑
大
塚
退
野
の
手
批
本
︑﹃
朱
子
書
節
要
﹄
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︒
右
の
書
籍
が
全
部
端
山
の
と
き
に
所
蔵
せ
ら
れ
て
い
た
か
否
か
は

定
か
で
な
い
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
端
山
も
ま
た
退
渓
の
書
に
眼
を
通
し
て

お
り
︑
ま
た
楠
門
学
が
熊
本
実
学
派
と
直
接
間
接
に
関
係
が
あ
っ
た
こ
と

が
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

（
34
）

　﹁
直
接
退
渓
学
を
受
用
し
て
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
の
は
熊
本
実
学
派
で
あ

る
が
︑
楠
本
も
こ
こ
に
述
べ
る
よ
う
に
崎
門
に
従
い
︑
か
つ
熊
本
実
学
派
と
接

触
が
あ
っ
た
関
係
上
︑
退
渓
学
と
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
っ
た（

35
）

﹂
と
い
う
岡
田

の
考
え
方
に
は
賛
同
で
き
る
部
分
と
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
︒
こ
こ
で
岡
田
の

言
う
﹁
熊
本
実
学
派
﹂
と
は
︑
主
に
横
井
小し
ょ
う
な
ん

楠
（
一
八
〇
九
︱
一
八
六
九
）
と

元
田
永
孚
を
指
し
て
い
る
︒
岡
田
は
︑﹁
熊
本
実
学
派
﹂
と
し
て
の
彼
ら
の
学
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問
の
源
泉
を
李
退
渓
の
影
響
を
受
け
た
大
塚
退
野
の
﹁
朱
子
学
﹂
に
見
出
し
て

い
る
︒
横
井
や
元
田
ら
は
一
八
四
一
年
（
天
保
十
二
年
）
に
﹁
熊
本
実
学
党
﹂

を
確
か
に
結
成
し
た
も
の
の
︑
彼
ら
が
熊
本
に
お
い
て
実
際
に
大
塚
の
学
問
を

継
承
す
る
形
で
﹁
熊
本
実
学
﹂
と
い
う
学
問
流
派
を
形
成
し
よ
う
と
考
え
て
い

た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る（

36
）

︒
ま
た
李
退
渓
に
つ
い
て
の
言
及
は
︑
横
井
の
場

合
︑
第
三
章
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
二
箇
所
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
元
田
の
著
作

に
も
二
箇
所
の
み
で
あ
る
︒
そ
の
う
え
︑
大
塚
と
横
井
・
元
田
に
師
承
関
係
を

見
出
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
に
は
か
な
り
の
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
︒﹁
崎

門
﹂
の
楠
本
碩
水
は
自
ら
が
﹁
一
代
の
純
儒
﹂
と
呼
ん
だ
大
塚
退
野
の
み
な
ら

ず
李
退
渓
の
学
問
に
も
関
心
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
︑
横
井
や
元
田
の
よ
う
な

﹁
熊
本
実
学
派
と
接
触
が
あ
っ
た
関
係
上
︑
退
渓
学
と
密
接
な
か
か
わ
り
が

あ
っ
た
﹂
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（

37
）

︒
楠
本
碩
水
は
﹁
熊
本
実
学
党
﹂
が

そ
の
勢
力
拡
大
に
挫
折
し
た
一
八
四
七
年
（
弘
化
元
年
）
後
の
一
八
五
四
年

（
安
政
元
年
）
に
横
井
と
面
会
し
て
い
る
も
の
の
︑
元
田
に
会
っ
た
記
録
は
管

見
の
限
り
見
付
か
ら
な
い
︒
そ
れ
は
岡
田
が
﹁
一
般
に
熊
本
実
学
派
は
崎
門
に

は
批
判
的
﹂
で
あ
り
︑﹁
小
楠
も
闇
斎
の
学
を
非
と
し
て
︑「
山
崎
学
講
義
読
の

学
者
に
て
一
切
心
術
工
夫
無
之
︑
外
馳
之
大
病
甚
敷
」
と
い
っ
た
と
い
う
﹂
と

述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る（

38
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹁
楠
門
学
﹂（
楠
本
端
山
と
碩
水
の
学
門
）
が
﹁
熊
本
実
学
派

と
直
接
間
接
に
関
係
が
あ
っ
た
﹂
と
い
う
の
は
︑
岡
田
に
よ
る
事
後
的
・
恣
意

的
な
見
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
む
し
ろ
︑
李
退
渓
に
関
心
を
示
し
た
碩
水
を

﹁
接
点
﹂
に
︑
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
︑
徳
富
蘇
峰
（
猪
一
郎
︑
一
八
六
三
︱

一
九
五
七
）
や
阿
部
吉
雄
ら
の
李
退
渓
論
の
よ
う
な
闇
斎
学
派
と
元
田
永
孚
ら

の
﹁
熊
本
実
学
派
﹂
の
双
方
よ
り
李
退
渓
を
論
じ
る
構
造
を
つ
く
っ
た
の
で
は

な
い
か
︒﹁
熊
本
実
学
派
﹂
の
横
井
小
楠
と
元
田
の
名
は
︑
碩
水
が
一
九
〇
三

年
に
編
集
・
刊
行
し
た
﹃
崎
門
学
脈
系
譜
﹄
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が（

39
）

︑

一
九
四
〇
年
に
碩
水
の
門
人
岡
直な
お

養か
い

（
一
八
六
四
︱
一
九
四
九
）
が
訂
補
・
刊

行（
40
）

し
た
﹃
崎
門
学
脈
系
譜
﹄（
晴
心
堂
）
の
岡
直
養
編
録
﹁
崎
門
学
脈
系
譜
付

録
一
﹂
に
は
み
ら
れ
る（

41
）

︒
ま
さ
に
こ
こ
に
︑
山
崎
闇
斎
お
よ
び
元
田
永
孚
の
両

者
が
と
も
に
李
退
渓
よ
り
影
響
を
受
け
た
と
い
う
李
退
渓
研
究
の
端
緒
が
み
え

て
く
る
︒

三
　﹁
崎
門
﹂
と
﹁
熊
本
実
学
派
﹂

　
肥
後
熊
本
藩
出
身
の
徳
富
蘇
峰
は
一
九
三
八
年
三
月
四
日
に
脱
稿
し
た
﹃
山

崎
闇
斎
と
其
門
流
﹄﹁
序
﹂
に
て
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒

　
世
間
で
は
横
井
小
楠
を
目
し
て
︑
陽
明
学
派
と
称
す
る
も
︑
彼
は
本
来

山
崎
学
派
に
し
て
︑
小
学
︑
近
思
録
︑
大
学
或
門
︑
中
庸
或
門
輯
略
な
ど

は
︑
彼
自
ら
読
み
︑
且
つ
門
人
に
も
課
し
た
︒
而
し
て
其
の
門
人
た
る
吾

が
父
及
び
其
弟
の
如
き
も
︑
闇
斎
を
崇
敬
す
る
の
余
り
︑
闇
斎
の
名
た
る

敬
義
を
分
ち
用
ゐ
︑
一
敬
︑
一
義
と
称
し
て
ゐ
た
程
で
あ
つ
た
︒
又
小
楠



近代日本の〈東亜の朱子学〉と李退渓

105

の
学
友
長
岡
是
容
︑
元
田
永
孚
の
如
き
も
︑
亦
然
り
で
あ
つ
た
︒
固
よ
り

彼
等
は
永
く
崎
門
の
牆
下
に
は
立
た
な
か
つ
た
が
︑
其
の
門
戸
は
是
れ
に

由
つ
た
︒
さ
れ
ば
元
田
永
孚
の
　
明
治
天
皇
に
御
進
講
申
上
げ
た
る
経
書

の
如
き
も
︑
彼
が
如
何
に
山
崎
学
に
負
ふ
と
こ
ろ
の
多
大
で
あ
つ
た
か
は
︑

今
更
之
を
く
だ
〳
〵
し
く
説
明
す
る
迄
も
あ
る
ま
い
︒
若
し
地
下
の
闇
斎

先
生
に
し
て
知
る
あ
ら
ば
︑
吾
道
の
明
治
聖
代
に
際
し
て
︑
大
い
に
世
に

明
ら
か
に
な
り
た
る
を
︑
定
め
て
思
ひ
掛
け
な
き
幸
運
と
し
て
感
謝
し
た

で
あ
ら
う
︒

（
42
）

　
蘇
峰
は
こ
こ
で
熊
本
藩
の
儒
者
で
あ
り
藩
政
の
改
革
者
で
も
あ
っ
た
横
井
小

楠
が
﹁
本
来
山
崎
学
派
﹂
で
あ
り
︑
蘇
峰
の
父
で
あ
る
徳
富
一
敬
と
そ
の
弟
で

あ
る
一
義
も
﹁
闇
斎
の
名
た
る
敬
義
を
分
ち
用
ゐ
﹂
る
ほ
ど
﹁
闇
斎
を
尊
敬
﹂

し
て
い
た
と
い
う
︒
し
か
の
み
な
ら
ず
︑
同
じ
く
熊
本
藩
儒
者
で
あ
り
横
井
の

知
人
・
門
下
で
あ
っ
た
元
田
ら
も
︑
そ
の
学
問
的
な
﹁
門
戸
﹂
は
﹁
崎
門
﹂
に

﹁
由
つ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
特
に
︑﹁︹
元
田
が
︺
明
治
天
皇
に
御
進
講
申
上

げ
た
る
経
書
の
如
き
も
﹂
実
に
﹁
山
崎
学
に
負
ふ
と
こ
ろ
の
多
大
で
あ
つ
た
﹂

と
の
言
及
は
崎
門
と
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
熊
本
実
学
派
﹂
の
学
問
的
﹁
結
合
﹂
を
事

後
的
に
図
ろ
う
と
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
他
な
ら
な
い
︒
上
掲
の
﹃
崎
門
学
脈
系

譜
﹄﹁
崎
門
学
脈
系
譜
付
録
一
﹂
に
横
井
と
元
田
ら
の
名
が
み
え
る
の
も
こ
う

し
た
動
き
と
連
動
し
て
い
る
︒
だ
が
横
井
の
み
な
ら
ず
︑
元
田
も
﹁
明
治
天
皇

に
御
進
講
申
上
げ
た
る
経
書
の
如
き
も
山
崎
学
に
負
ふ
と
こ
ろ
の
多
大
で
あ
つ

た
か
﹂
は
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
︒

　﹁
熊
本
実
学
派
﹂
と
は
︑
肥
後
熊
本
藩
の
﹁
朱
子
学
者
﹂
大
塚
退
野
と
の

﹁
師
承
関
係
﹂
に
あ
る
と
さ
れ
る
横
井
と
元
田
ら
を
指
す
︒
再
言
す
れ
ば
︑
彼

ら
の
学
問
的
指
向
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
ず
る
後
世
の
研
究
者
の
議
論
に
は
︑

彼
ら
が
大
塚
退
野
と
﹁
師
承
関
係
﹂
で
あ
る
と
の
了
解
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

李
退
渓
の
﹁
影
響
﹂
を
受
け
た
大
塚
退
野
と
の
﹁
師
承
関
係
﹂
か
ら
照
ら
さ
れ

る
横
井
と
元
田
の
﹁
熊
本
実
学
﹂
形
成
の
物
語
と
は
︑﹁
崎
門
﹂
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
︑
あ
る
種
の
﹁
道
統
の
物
語
﹂
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
そ
れ
は
結
果
的
に
︑﹁
朱
子
学
者
﹂
山
崎
闇
斎
お
よ
び
そ
の
門
下
﹁
崎

門
﹂
と
の
﹁
対
抗
関
係
﹂
に
お
い
て
語
ら
れ
る
︑
明
治
維
新
を
担
っ
た
肥
後
熊

本
藩
か
ら
発
信
さ
れ
る
﹁
朱
子
学
﹂
を
め
ぐ
る
事
後
的
な
﹁
道
統
の
物
語
﹂
な

の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
横
井
小
楠
が
李
退
渓
な
ど
の
学
問
に
共
鳴
し
た
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑
横
井
小
楠
が
久
留
米
藩
の
儒
者
本
圧
一
郎
に
宛
て
た

書
簡
（
一
八
四
九
﹇
嘉
永
二
﹈
年
）
中
の
文
章
で
あ
る
︒

　
明
一
代
之
真
儒
薜
文
靖
と
奉
存
候
︒
其
外
朝
鮮
之
李
退
渓
有
之
︑
退
渓

却
て
又
文
靖
之
上
に
出
候
様
に
相
見
古
今
絶
無
（
胡
敬
斎
亦
一
醇
儒
な
る

べ
し
）
之
真
儒
は
朱
子
以
後
此
二
賢
に
止
候
︒
故
に
読
書
録
・
自
省
録
等

之
書
は
程
朱
之
書
同
様
に
学
者
可
心
得
奉
存
候
（
読
書
録
・
自
省
録
の
類

初
学
の
人
に
読
し
む
る
事
を
不
願
︒
其
説
重
て
述
ぶ
べ
し
）︒

（
43
）
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こ
の
よ
う
な
横
井
小
楠
の
李
退
渓
に
対
す
る
わ
ず
か
な
言
及
は（

44
）

︑
そ
れ
ま
で

の
崎
門
に
よ
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
な
常
套
句
で
あ
る
︒
引
用
文
を
み
る
か
ぎ
り
︑

横
井
小
楠
に
よ
る
李
退
渓
の
読
み
は
﹃
自
省
録
﹄
に
止
ま
っ
て
い
る
︒
肥
後
熊

本
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
大
塚
退
野
に
関
し
て
も
︑
小
楠
は
次
の
よ
う
に
退
野
が

李
退
渓
の
﹃
自
省
録
﹄
を
通
し
て
﹁
程
朱
之
学
﹂
に
入
門
し
た
と
伝
え
る
の
み

で
あ
る
︒

　
名
丹
右
衛
門
︑
初
陽
明
を
学
び
専
心
気
を
修
養
い
た
し
良
知
を
見
る
が

如
に
是
あ
り
候
︒
然
れ
共
聖
経
に
引
合
て
平
易
な
ら
ず
疑
ひ
思
ひ
候
う
ち

に
︑
李
退
渓
の
自
省
録
を
見
候
て
程
朱
之
学
の
意
味
を
曉
り
︑
年
二
十
八

に
し
て
脱
然
と
陽
明
之
学
を
絶
ち
程
朱
之
学
に
入
り
申
候
︒
其
の
曉
り
候

処
は
格
致
之
訓
に
て
有
之
候
︒
退
野
天
資
の
高
の
み
な
ら
ず
修
養
の
力
格

別
に
有
之
︑
知
識
甚
明
に
御
座
候
間
治
国
之
道
尤
以
会
得
い
た
し
候
︒

（
45
）

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
書
簡
に
お
い
て
︑
横
井
小
楠
は
﹁
功
勲
莫
大
に
奉
存
候
﹂

と
し
な
が
ら
も
︑﹁
惟
恨
む
ら
く
は
此
学
を
世
に
明
に
す
る
に
主
と
な
り
候
故

自
家
修
養
之
本
地
恐
は
薄
有
之
︑
所
謂
専
用
力
於
内
と
は
少
し
く
相
替
り
︑
気

癖
︹
︙
︙
︺
荒
々
敷
相
見
へ
其
門
人
も
又
此
弊
習
有
之
候
﹂
と
の
ご
と
く
︑
山

崎
闇
斎
を
そ
の
﹁
門
人
﹂
と
と
も
に
批
判
す
る
︒
こ
の
文
章
を
み
る
限
り
︑
横

井
小
楠
は
山
崎
闇
斎
お
よ
び
そ
の
﹁
崎
門
﹂
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
︒
一
方
︑
楠
本
端
山
の
孫
で
あ
り
九
州
帝
国
大
学
中
国
哲
学
教
授
で

あ
っ
た
楠
本
正
継
（
一
八
九
六
︱
一
九
六
三
）
は
﹁
小
楠
や
東
野
が
退
野
に
対

す
る
敬
慕
の
情
を
持
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
争
へ
な
い
﹂﹁
退
野
並
び
に
そ
の
門
下

の
思
想
が
明
か
に
さ
れ
ゝ
ば
此
間
の
事
情
は
自
ら
分
つ
て
来
る
に
相
違
な
い（

46
）

﹂

と
述
べ
て
い
る
︒
楠
本
は
︑
さ
ら
に
︑﹁
小
楠
実
学
は
遂
に
退
野
を
超
え
︑
程

朱
な
ど
の
宋
儒
を
も
超
え
︑
天
命
を
畏
れ
て
天
工
を
広
む
る
堯
舜
三
代
の
立
場

か
ら
︑
西
洋
功
利
の
技
術
功
用
を
も
尽
し
て
之
を
包
み
︑
そ
の
転
換
を
図
る
広

大
の
見
地
に
到
つ
た
と
は
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
指
摘
す
る
︒

　
ま
た
︑
横
井
小
楠
と
と
も
に
﹁
熊
本
実
学
党
﹂
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
︑
岡

の
﹃
崎
門
学
脈
系
譜
﹄﹁
崎
門
学
脈
系
譜
一
﹂
に
お
い
て
崎
門
の
一
儒
者
と
み

な
さ
れ
て
い
た
元
田
永
孚
は
︑
自
ら
の
学
問
的
な
位
置
と
関
連
し
て
こ
う
述
べ

る
︒

　
我
退
翁
︑
退
渓
を
信
じ
程
朱
の
学
を
伝
へ
ら
れ
て
︑
孔
孟
の
道
を
窺
ひ

得
ら
れ
し
も
︑
其
入
処
の
跡
を
見
れ
ば
︑
信
心
の
深
き
よ
り
ひ
た
も
の
内

に
求
め
て
下
学
致
さ
れ
︑
終
に
本
領
を
会
得
し
た
る
に
可
有
之
︑
省
斎
も

退
翁
の
学
を
得
ら
れ
て
︑
入
処
の
跡
は
下
学
為
己
の
四
字
に
可
有
候
︒

（
47
）

　
慶
長
偃
武
以
来
の
儒
者
︑
熊
沢
先
儒
道
徳
経
綸
千
載
の
一
人
︑
此
外
に

は
退
野
大
塚
子
の
学
は
︑
朝
鮮
の
李
退
渓
よ
り
伝
へ
︑
程
朱
の
真
髄
を
会

し
て
孔
子
仁
の
旨
を
得
た
り
︒
其
門
人
深
淵
平
野
子
は
程
易
の
道
徳
に
深

く
伊
尹
の
志
を
体
せ
り
︒
此
三
子
の
学
脈
︑
真
に
堯
舜
孔
孟
の
心
法
を
得
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て
︑
後
世
に
師
表
と
な
す
べ
き
な
り
︒

（
48
）

　
堯
舜
ノ
道
孔
子
ノ
学
其
正
大
公
明
真
ノ
実
学
ニ
シ
テ
世
ノ
人
之
ヲ
知
ル

者
鮮
シ
俗
儒
者
記
誦
詞
章
ニ
拘
シ
テ
修
己
治
人
ノ
工
夫
ヲ
知
ラ
ス
政
ニ
預

ル
者
ハ
法
制
禁
令
ノ
末
ヲ
把
持
シ
テ
治
国
安
民
ノ
大
道
ヲ
知
ラ
ス
漢
儒
以

後
謬
伝
シ
テ
其
道
ヲ
失
ヒ
宋
ニ
至
リ
周
程
張
朱
初
テ
千
載
不
伝
ノ
学
ヲ
得

テ
而
シ
テ
後
来
能
ク
其
真
伝
ヲ
得
ル
者
幾
稀
ナ
リ
吾
邦
ノ
学
古
昔
ハ
論
セ

ス
慶
長
以
後
儒
者
輩
出
ス
ト
雖
ト
モ
修
己
治
人
道
徳
経
綸
真
ニ
道
ヲ
学
ヒ

得
タ
ル
ハ
熊
沢
先
生
ニ
シ
テ
其
後
ハ
吾
藩
ノ
先
輩
大
塚
退
野
平
野
深
淵
二

先
生
ノ
ミ
︒

（
49
）

　
上
記
の
引
用
文
の
執
筆
時
期
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
八
四
七
年
︑
一
八
七
〇
年
︑

一
八
七
八
年
と
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
︒
一
つ
目
と
二
つ
目
の
引
用
文
中
に

み
ら
れ
た
李
退
渓
の
名
は
三
つ
目
の
引
用
文
に
は
み
ら
れ
な
い
︒
こ
こ
で
︑
元

田
永
孚
が
述
べ
て
い
る
の
は
︑﹁
正
大
公
明
真
ノ
実
学
﹂
と
し
て
の
﹁
堯
舜
ノ

道
孔
子
ノ
学
﹂
を
受
け
継
い
だ
の
は
宋
代
の
周
濂
渓
︑
程
明
道
︑
程
伊
川
︑
張

横
渠
︑
朱
子
で
あ
り
︑﹁
吾
邦
﹂
日
本
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
初
期
の
陽
明
学

者
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
︱
一
六
九
一
）︑
大
塚
退
野
と
そ
の
弟
子
の
平
野
深
淵

の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
元
田
永
孚
が
属
し
た
﹁
熊
本
実

学
﹂
と
は
︑
こ
う
し
た
﹁
道
統
﹂
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
の
主

張
で
あ
る
︒
元
田
は
︑
朝
鮮
の
李
退
渓
を
﹁
堯
舜
ノ
道
孔
子
ノ
学
﹂
と
し
て
の

中
国
の
﹁
道
統
﹂
を
継
ぐ
存
在
と
は
述
べ
て
お
ら
ず
︑
朝
鮮
か
ら
李
退
渓
を
含

む
﹁
朱
子
学
﹂
が
導
入
さ
れ
﹁
儒
者
輩
出
ス
﹂
と
い
う
の
み
で
あ
る
︒
そ
こ
に

は
︑
中
国
に
お
け
る
﹁
道
統
﹂
と
日
本
の
そ
れ
と
を
繫
ぐ
朝
鮮
の
儒
者
と
し
て

の
李
退
渓
は
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
︒

　
一
方
︑
こ
れ
ま
で
元
田
永
孚
と
李
退
渓
と
を
学
問
的
に
関
連
づ
け
る
根
拠
と

し
て
︑﹁
程
朱
の
学
は
朝
鮮
の
李
退
渓
に
伝
は
り
︑
退
野
先
生
そ
の
所
撰
の
朱

子
書
節
要
を
読
み
超
然
と
し
て
得
る
所
あ
り
︒
吾
れ
今
退
野
の
学
を
伝
へ
て
之

を
　
今
上
天
皇
に
奉
せ
り
﹂
と
い
う
元
田
の
﹁
発
言
﹂
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
︒
こ
の
初
出
は
内
田
周
平
が
一
八
九
七
年
六
月
に
発
表
し
た
文
章
で
あ
る
︒

　
元
田
氏
は
斯
く
退
野
及
び
成
斎
の
学
を
信
し
て
世
に
行
は
ん
と
せ
り
︑

去
れ
ば
程
朱
学
に
深
入
せ
る
こ
と
に
於
て
は
退
野
派
逈
に
藩
学
に
超
へ
た

り
︒
今
日
の
我
日
本
に
も
程
朱
の
学
は
絶
へ
ず
行
は
れ
て
畏
く
も
教
育
勅

語
の
中
に
も
こ
も
り
︑
勅
語
は
国
体
説
と
道
徳
論
を
並
べ
挙
げ
ら
れ
た
れ

と
も
︑
其
道
徳
の
解
釈
は
︑
程
朱
の
説
に
異
る
こ
と
な
し
︒
元
田
サ
ン
の

言
に
程
朱
の
学
は
朝
鮮
の
李
退
渓
に
伝
は
り
︑
退
野
先
生
そ
の
所
撰
の
朱

子
書
節
要
を
読
み
超
然
と
し
て
得
る
所
あ
り
︒
吾
れ
今
退
野
の
学
を
伝
へ

て
之
を
　
今
上
天
皇
に
奉
せ
り
と
︑
実
に
吾
人
の
尊
信
す
る
程
朱
学
は
︑

今
日
実
際
世
に
行
は
る
ゝ
な
り
︒

（
50
）

　
こ
こ
で
の
元
田
は
︑
ま
さ
に
︑
一
八
九
〇
年
に
発
布
さ
れ
た
﹁
教
育
勅
語
﹂
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の
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
︒
内
田
は
上
掲
の
引
用
文
中
の
元
田
の
﹁
発
言
﹂
の

根
拠
と
し
て
︑
た
だ
﹁
元
田
サ
ン
の
言
に
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒
元

田
の
﹁
発
言
﹂
が
継
承
さ
れ
る
に
際
し
て
主
な
役
割
を
果
し
た
朝
鮮
総
督
府
嘱

託
の
松
田
甲
（
一
八
六
四
︱
一
九
四
五
）
も
ま
た
︑
こ
の
内
田
の
﹁
元
田
サ
ン

の
言
に
﹂
を
元
田
﹁
発
言
﹂
の
根
拠
に
し
て
い
る（

51
）

︒
だ
が
︑
元
田
に
と
っ
て
︑

上
記
の
﹁
勅
語
﹂
の
﹁
道
徳
の
解
釈
﹂
上
の
中
心
と
な
る
﹁
程
朱
学
﹂
と
は
︑

あ
く
ま
で
李
退
渓
の
影
響
を
受
け
た
﹁
熊
本
実
学
﹂
の
祖
と
さ
れ
る
﹁
退
野
の

学
﹂
で
あ
ろ
う
︒﹁
元
田
サ
ン
の
言
﹂
と
﹁
教
育
勅
語
﹂
起
草
に
は
︑
直
接
的

な
関
わ
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
元
田
サ
ン
の
言
﹂
を

事
実
と
受
け
入
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
場
合
で
も
︑
元
田
の
著
作
の
中
に
お

い
て
李
退
渓
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
箇
所
は
前
述
の
二
箇
所
を
含
め
て
三
箇
所

に
と
ど
ま
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
内
田
が
東
洋
大
学
講
師
時
代
の
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
一
年
）

一
月
に
発
表
し
た
﹁
元
田
東
野
先
生
扁
字
跋
﹂
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
︒　

元4

田
東
野
先
生

4

4

4

4

4

︒
侍
講
今
上
陛
下
︒
殆
二
十
年
︒
曾
奉
旨
草
教

9

9

9

9

9

育
勅
語

9

9

9

︒

学
徳
之
高

9

9

9

9

︒
海
内
仰
望

9

9

9

9

︒
周
平
欲
一
謁
於
門
牆
︒
特
以
貴
賤
懸
絶
未
敢
也
︒

丁
〘
二
十
年
〙亥

之
秋
︒
図
書
頭
井

9

9

9

9

上
君
毅

9

9

9

以
礼
求
見
周
平
︒
君
与
先
生
︒
同
籍
熊
本
︒

同
官
宮
中
︒
因
請
為
介
︒
而
荏
苒
度
年

4

4

4

4

4

︒
未
能
通
刺
於
門
下

4

4

4

4

4

4

4

︒
一
朝
聞
其

4

4

4

4

薨
︒
悔
恨
靡
及
矣

4

4

4

4

4

︒
後
教
授
第
五
高
等
学
校
寓
熊
本
五
年
︒
得
先
生
所
著

閲
之
︒
始
知
其
学
出
於
同
郷
大
塚
退
野

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︒
退
野
読
李
退
溪
之
書

4

4

4

4

4

4

4

4

︒
崇
信
程

4

4

4

朱4

︒
能
徳
化
其
郷

4

4

4

4

4

︒
先
生
奉
其
学
能
輔
翼
陛
下
一
徳
之

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

教9

︒
敷
于
四
海
其

9

9

9

9

9

功
可
謂
偉
矣

9

9

9

9

9

︒
此
扁
先
生
為
郷
人
渡
辺
某
書
者

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︒
以
徳
報
徳
四
大
字

4

4

4

4

4

4

4

︒
筆4

態
遒
美

4

4

4

︒
黒
彩
煥
発

4

4

4

4

︒
其
子
断
雄

4

4

4

4

在
高
等
学
校
︒
受
周
平
教
︒
因
以
贈
焉

4

4

4

4

︒

嗚
呼
周
平
久
景
慕
先
生

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︒
而
不
能
見

4

4

4

4

︒
今
対
此
扁

4

4

4

4

︒
猶
見
先
生
也

4

4

4

4

4

︒
頃
者

装
潢
掲
諸
楣
間
︒
因
跋
一
言
︒
并
及
其
学
徳
淵
源
如
此

4

4

4

4

4

4

4

4

︒
明
治
戊
申
王
正

月
︒
内
田
周
平
謹
識
︒

（
52
）︹

傍
点
は
原
文
︺

　
こ
の
引
用
の
冒
頭
に
み
え
る
よ
う
に
︑
元
田
は
彼
自
身
と
同
じ
く
肥
後
熊
本

藩
出
身
で
あ
る
井
上
毅
（
一
八
四
四
︱
一
八
九
五
）
と
と
も
に
﹁
教
育
勅
語
﹂

の
起
草
に
直
接
関
わ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
元
田
の
役
割

は
︑﹁
陛
下
一
徳
之
教
﹂
を
輔
翼
す
る
の
み
で
あ
る
︒
内
田
の
こ
の
文
章
を
み

る
と
元
田
の
﹁
発
言
﹂
が
そ
の
ま
ま
元
田
の
﹁
教
育
勅
語
﹂
の
起
草
の
あ
り
方

を
左
右
し
た
と
捉
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
︒
元
田
が
宮
内

省
へ
出
仕
し
明
治
天
皇
の
侍
講
と
な
っ
た
の
は
一
八
七
一
年
で
あ
り
︑
明
治
天

皇
へ
の
進
講
を
行
い
は
じ
め
た
の
は
一
八
七
二
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑

井
上
毅
と
協
力
し
て
﹁
教
育
勅
語
﹂
の
起
草
に
関
わ
っ
た
の
が
一
八
九
〇
年

（
同
年
一
〇
月
三
〇
日
に
発
布
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
最
初
の
進
講
か
ら
﹁
教
育

勅
語
﹂
の
発
布
ま
で
に
は
︑
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
︒
内
田
の
﹁
元
田
東
野

先
生
扁
字
跋
﹂
が
発
表
さ
れ
て
ま
も
な
く
︑
こ
れ
に
関
心
を
示
し
た
朝
鮮
（
大

韓
帝
国
期
）
の
反
応
が
︑
姜
荃
﹁
片
紙
感
人
﹂（﹃
大
韓
学
会
月
報
﹄
第
七
号
︑
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一
九
〇
八
年
九
月
二
五
日
）︑
そ
し
て
︑﹁
退
溪
先
生
의
　
學
이
︹
退
溪
先
生
の
学

が
︺
行
于
日
本
者
久
矣
﹂（﹃
西
北
学
会
月
報
﹄
第
一
二
号
︑
一
九
〇
九
年
五
月
一

日
）
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
︑
朱
子
と
と
も
に
日
本
の
儒
学
界
に
占
め

る
李
退
渓
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
内
田
の
文
章
を
﹁
教

育
勅
語
﹂
と
の
関
わ
り
で
読
み
と
っ
て
は
い
な
い
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
阿
部
吉
雄
は
﹃
李
退
渓
﹄（
一
九
四
四
年
）
お
よ
び
﹃
日
本
の
朱

子
学
と
朝
鮮
﹄（
一
九
六
五
年
）
に
お
い
て
元
田
の
﹁
発
言
﹂
が
﹃
東
野
手
録
﹄

に
あ
る
と
し
て
い
る
︒
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
そ
れ
は
実
際
に
は
︑﹃
東
野

手
録
﹄
で
は
な
く
︑
松
田
甲
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る（

53
）

︒
こ
の
﹃
東
野
手

録
﹄
に
つ
い
て
は
︑
細
川
家
編
纂
所
編
﹃
改
訂
　
肥
後
藩
国
事
史
料
﹄
巻
一
〇

に
﹁
東
埜
永
孚
子
中
手
録
﹂（
抄
略
）
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑﹁
東
埜
永
孚
子
中

手
録
﹂
が
﹃
東
野
手
録
﹄
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
し
か
し
興
味
深
い
こ

と
に
︑
こ
の
﹁
東
埜
永
孚
子
中
手
録
﹂
に
は
元
田
永
孚
の
﹁
発
言
﹂
は
見
当
た

ら
な
い
︒﹁
李
退
渓
没
後
三
百
六
十
年
記
念（

54
）

﹂
と
し
て
一
九
三
〇
年
三
月
に
朝

鮮
総
督
府
か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
日
鮮
史
話
﹄
第
六
編
に
お
い
て
松
田
は
元
田
の

﹁
発
言
﹂
の
典
拠
を
元
田
の
﹃
進
講
録
﹄
に
求
め
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
﹃
進

講
録
﹄
に
お
い
て
も
元
田
の
﹁
発
言
﹂
は
見
当
た
ら
な
い
︒﹃
東
野
手
録
﹄
が

実
存
し
た
と
仮
定
し
て
も
︑
そ
れ
は
元
田
が
明
治
天
皇
へ
の
進
講
に
臨
ん
で
書

か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
内
田
の
言
う
﹁
元
田
東
野
先
生
扁
字
跋
﹂
と
い
う
の

も
︑
お
そ
ら
く
は
︑﹃
東
野
手
録
﹄
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
松
田
甲
は
︑
こ
う
し
た
元
田
の
﹁
発
言
﹂
を
︑﹁
大
に
融
和
資
料
と
な

る
べ
き
も
の
﹂︑﹁
教
化
資
料
﹂
と
し
て
﹁
教
育
勅
語
﹂
の
文
脈
で
解
釈
し
た
︒

　
予
が
李
退
渓

4

4

4

及
び
大
塚
退
野

4

4

4

4

と
関
連
し
て
︑
彼
れ
を
最
も
伝
ふ
べ
し
と

云
ふ
の
は
︑
彼
れ
が
宮
中
の
進
講
に
つ
き
て
︑
自
ら
次
の
如
く
曰
ひ
た
る

事
で
あ
る
︒

　
程
朱
の
学
は
朝
鮮
の
李4

退
渓

4

4

に
伝
は
り
︑
退
野

4

4

先
生
そ
の
所
撰
の
朱
子

4

4

書
節
要

4

4

4

を
読
み
︑
超
然
と
し
て
得
る
所
あ
り
︑
吾
れ
今
退
野
の
学
を
伝
へ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
之
れ
を

4

4

4

4

︑
今
上
皇
帝
に
奉
ぜ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

︒

　
今
上
皇
帝
と
は
即
ち
︑
明
治
天
皇
を
申
し
た
の
で
あ
る
︒
此
の
言
に
由

り
て
も
︑
退
渓
を
尊
信
せ
る
事
は
勿
論
︑
東
野
の
学
も
結
局
退
渓
に
負
う

所
あ
り
し
を
推
知
せ
ら
る
ゝ
︒
実
に
退
渓
の
撰
す
る
﹃
朱
子
学
節
要

4

4

4

4

4

﹄
は
︑

彼
れ
の
﹃
自
省
録

4

4

4

﹄
と
ゝ
も
に
︑
日
本
の
教
化
に
貢
献
せ
る
甚
だ
大
な
る

も
の
で
あ
つ
た
︒
前
に
も
述
べ
た
る
如
く
︑
東
野
は
日
本
国
民
と
し
て
︑

常
に
服
膺
す
べ
き
教
育
勅
語
の
大
勲
者
で
あ
る
︒
而
し
て
其
の
学
説
に
於

て
︑
朱
子

4

4

︱
︱
李
退
渓

4

4

4

︱
︱
元
田
永
孚

4

4

4

4

と
繫
が
れ
る
を
稽
ふ
る
時
は
︑
内

鮮
関
係
の
深
且
大
な
る
に
想
到
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
言
ふ
ま
で
も
無
く
︑

教
育
勅
語
は
︑
内
鮮
い
づ
れ
の
学
校
に
も
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
︒
之
れ
を
其

の
起
草
者
た
る
東
野
は
退
渓
の
尊
信
者
で
あ
り
︑
又
退
渓
は
朝
鮮
の
人
々

の
尊
敬
す
る
儒
学
の
泰
斗
た
る
事
を
弁
ま
へ
て
奉
読
す
る
時
は
︑
其
処
に

　
明
治
天
皇
の
大
御
心
も
偲
ば
れ
て
無
量
の
感
が
起
き
る
の
で
あ
る
︒
内

鮮
同
化
と
云
ひ
内
鮮
融
和
と
云
ふ
事
に
就
て
は
︑
能
く
此
等
の
関
係
を
研
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究
し
且
つ
之
れ
を
永
久
に
持
続
す
る
必
要
が
あ
り
と
思
ふ
︒
但
︑
茲
に
注

意
す
べ
き
は
︑
日
本
の
学
者
は

4

4

4

4

4

4

︑
朱
子
の
説
に
せ
よ

4

4

4

4

4

4

4

︑
退
渓
の
説
に
せ
よ

4

4

4

4

4

4

4

︑

決
し
て
こ
れ
に
盲
従
せ
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
必
ず
先
づ
国
体
に
鑑
み

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
之
れ
に
順
応
す
る

4

4

4

4

4

4

4

如
く
活
用
し
て

4

4

4

4

4

4

︑
以
て
皇
威
の
宣
揚

4

4

4

4

4

4

4

︑
邦
運
の
隆
興

4

4

4

4

4

︑
士
気
の
振
作
に
供

4

4

4

4

4

4

4

し
た
事
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

︒︹
︙
︙
︺
尚
ほ
繰
り
返
し
て
曰
ふ
︑
世
に
は
　
明
治
天

皇
の
教
育
勅
語
を
元
田
永
孚
が
命
を
奉
じ
て
草
し
た
る
こ
と
を
知
れ
る
人

は
甚
だ
多
い
︑
併
し
東
野
の
李
退
渓
の
学
を
尊
信
し
た
る
こ
と
を
知
れ
る

人
は
甚
だ
少
い
︒
予
は
此
の
事
の
遍
ね
く
知
ら
る
ゝ
に
至
ら
ん
こ
と
を
希

望
す
る
︒
殊
に
朝
鮮
の
人
︑
又
朝
鮮
に
居
る
内
地
人
に
し
て
知
る
あ
ら
ば
︑

大
に
融
和
資
料
と
な
る
べ
き
も
の
と
思
ふ
の
で
あ
る
︒

（
55
）︹

傍
点
は
原
文
︺

　
実
に
退
渓
は
徳
川
幕
府
の
創
業
時
代
よ
り
始
ま
り
︑
王
政
維
新
後
の
大

正
時
代
に
至
る
ま
で
︑
殆
ん
ど
三
百
年
に
亘
り
︑
日
本
に
於
て
善
き
知
己

を
得
た
も
の
で
あ
る
︒
殊
に
明
治
天
皇
の
侍
講
と
し
て
聖
旨
を
奉
じ
教
育

勅
語
を
起
草
し
た
る
元
田
永
孚
の
退
渓
を
尊
信
せ
る
如
き
︑
又
其
の
生
国

肥
後
の
先
輩
が
退
渓
を
尊
信
せ
る
は
︑
最
も
顕
著
な
る
事
実
な
る
が
︑
予

は
曾
て
他
の
題
目
の
も
と
に
述
べ
た
る
を
以
て
本
稿
に
は
省
略
し
た
︒
言

ふ
ま
で
も
無
く
学
問
を
以
て
政
争
の
具
に
供
す
る
を
嫌
厭
せ
る
退
渓
と
し

て
は
日
本
の
醇
儒
に
尊
信
せ
ら
れ
し
こ
と
を
必
ず
や
地
下
に
感
激
し
居
る

も
の
と
思
は
る
ゝ
︒
今
や
内
鮮
制
度
共
通
の
下
に
子
弟
を
教
育
し
︑
殊
に

世
運
の
推
移
に
件
ひ
最
も
道
徳
の
涵
養
を
重
ん
ず
る
際
︑
往
時
日
本
の
朱

子
学
者
の
退
渓
を
讃
美
せ
る
事
跡
は
︑
決
し
て
等
閑
に
付
す
べ
き
も
の
に

あ
ら
ず
宜
し
く
教
化
資
料
と
し
て
宣
伝
す
る
の
要
あ
り
と
信
ず
る
（
昭
和

四
年
十
一
月
稿
）︒

（
56
）

　
松
田
は
︑﹁
程
朱
の
学
は
朝
鮮
の
李
退
渓
に
伝
は
り
︑
退
野
先
生
そ
の
所
撰

の
朱
子
書
節
要
を
読
み
超
然
と
し
て
得
る
所
あ
り
﹂
と
い
う
元
田
の
﹁
発
言
﹂

を
︑
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
﹁
教
育
勅
語
﹂
施
行
上
の
﹁
融
和
資
料
﹂
と
し
て

捉
え
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
な
る
ほ
ど
︑
元
田
の
﹁
発
言
﹂
を
め

ぐ
る
内
田
の
﹁
元
田
東
野
先
生
扁
字
跋
﹂
に
お
け
る
文
脈
と
は
異
な
る
︒
繰
り

返
せ
ば
︑
内
田
は
﹁
吾
れ
今
退
野
の
学
を
伝
へ
て
之
を
　
今
上
天
皇
に
奉
せ

り
﹂
と
の
ご
と
き
元
田
の
﹁
発
言
﹂
を
伝
え
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
︒
と
こ

ろ
が
︑
松
田
甲
に
あ
る
元
田
の
﹁
発
言
﹂
の
捉
え
方
は
︑
阿
部
吉
雄
の
﹃
李
退

渓
﹄
に
お
け
る
李
退
渓
像
へ
と
連
続
し
て
い
く
︒

四
　﹁
教
育
勅
語
﹂
の
文
脈
に
お
け
る
李
退
渓
論
と
﹁
道
義
﹂

　﹃
李
退
渓
﹄
の
﹁
序
説
﹂
に
お
い
て
︑
阿
部
吉
雄
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
︒　

明
治
教
育
界
の
元
勲
︑
元
田
永
孚
も
深
く
李
退
渓
を
研
究
し
そ
の
思
想

内
容
を
兼
取
し
て
ゐ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
世
に
往
々
元
田
の
学
は
即
ち
退
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渓
の
学
で
あ
る
と
唱
ふ
る
者
も
あ
る
が
︑
誤
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
き
は
な
い
︒

元
田
永
孚
も
闇
斎
と
同
様
︑
深
く
退
渓
の
所
説
と
共
鳴
す
る
所
が
あ
つ
た

が
︑
皇
国
の
道
に
よ
つ
て
こ
れ
を
高
く
止
揚
し
て
ゐ
る
厳
然
た
る
事
実
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
山
崎
闇
斎
と
云
ひ
︑
元
田
永
孚
と
云
ひ
︑
近
世
及

び
近
代
初
期
の
教
育
界
の
大
人
物
で
あ
り
︑
深
く
皇
道
を
説
き
出
し
た
人

で
あ
る
が
︑
期
せ
ず
し
て
退
渓
を
研
究
し
て
ゐ
る
こ
と
は
看
過
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

（
57
）

　
阿
部
は
こ
こ
で
元
田
の
学
を
退
渓
の
学
と
捉
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
明
確

に
言
っ
て
い
る
︒
第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
中
国
の
﹁
堯
舜
ノ
道
孔
子
ノ

学
﹂
か
ら
﹁
周
程
張
朱
﹂
を
経
て
日
本
の
熊
沢
蕃
山
と
肥
後
熊
本
藩
の
﹁
大
塚

退
野
平
野
深
淵
二
先
生
﹂
に
至
る
﹁
道
統
﹂
の
物
語
の
中
で
︑
李
退
渓
の
存
在

は
明
確
な
位
置
を
占
め
て
は
い
な
い
︒
阿
部
は
元
田
が
﹁
皇
国
の
道
に
よ
つ
て

こ
れ
を
高
く
止
揚
し
て
ゐ
﹂
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
の
指
摘
は
元
田
の
﹃
進

講
録
﹄
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
元
田
は
明
治
天
皇
の
前
で
﹃
論
語
﹄
を
進

講
す
る
際
︑﹁
支
那
に
て
云
へ
ば
︑
堯
舜
の
道
︑
孔
孟
の
学
と
云
ふ
と
雖
︑
本

邦
に
て
云
へ
ば
我
　
神
聖
の
道
︑
我
道
徳
学
と
云
ふ
べ
き
な
り（

58
）

﹂
と
宣
言
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る（

59
）

︒
ま
た
元
田
は
そ
の
後
の
一
八
八
一
年
一
二
月
か
ら
の
﹃
論

語
講
義
﹄
に
お
い
て
も
﹁
此
論
語
ノ
書
孔
子
ノ
道
ニ
於
テ
ハ
支
那
ノ
書
ニ
シ
テ

我
朝
ノ
伝
書
ナ
リ
孔
子
ノ
道
ニ
シ
テ
我
日
本
人
ノ
道
ナ
リ（

60
）

﹂
と
い
う
︒
す
な
わ

ち
﹁
我
　
神
聖
の
道
︑
我
道
徳
学
﹂
と
は
﹁
孔
子
ノ
道
ニ
シ
テ
我
日
本
人
ノ

道
﹂
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
道
義
を
守
テ
国
家
ニ
忠
義
を
尽
﹂
す
も
の
に
他

な
ら
な
い
︒
元
田
自
ら
は
﹁
孔
子
ノ
道
ヲ
信
シ
テ
自
分
此
道
義
ヲ
実
践
セ
ン
ト

ノ
志
ヨ
リ
此
書
ヲ
講
シ
此
書
ノ
義
ヲ
明
カ
ニ
セ
ラ
ル
﹂
と
い
っ
て
い
る
が
︑

﹃
論
語
﹄
が
﹁
人
倫
道
義
ノ
学
﹂
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
の

で
あ
る（

61
）

︒
元
田
に
あ
っ
て
﹁
進
講
﹂
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
﹁
道
義
の

輔
翼（

62
）

﹂
の
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

五
　﹁
東
亜
の
朱
子
学
東
漸
史
上
﹂
の
李
退
渓
︱
︱
む
す
び
に
代
え
て

　
阿
部
吉
雄
は
京
城
帝
国
大
学
か
ら
東
京
大
学
に
復
帰
し
た
後
の
一
九
六
五
年

に
大
作
﹃
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
﹄
を
公
刊
し
た
︒
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う

に
︑
阿
部
は
李
退
渓
研
究
を
︑
早
い
時
期
か
ら
山
崎
闇
斎
研
究
と
の
関
係
で
論

じ
て
き
た
︒
す
な
わ
ち
︑
阿
部
は
︑
以
下
の
よ
う
に
︑
一
九
三
〇
年
代
初
期
よ

り
盛
ん
に
叫
ば
れ
た
﹁
日
本
精
神
﹂
論
と
﹁
国
体
論
大
義
名
分
論
﹂
の
中
で
新

た
に
登
場
し
た
山
崎
闇
斎
を
自
ら
の
研
究
の
出
発
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
闇
斎
学
の
生
命
は
彼
の
特
色
多
い
人
格
を
通
し
て
強
烈
に
発
現
さ
れ
た

日
本
精
神
に
あ
り
︑
国
体
論
大
義
名
分
論
に
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
︹
︙
︙
︺︒

（
63
）

　
闇
斎
の
精
神
を
通
し
て
復
活
さ
れ
た
朱
子
学
は
︑
更
ら
に
一
層
簡
易
化
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さ
れ
純
化
さ
れ
内
面
化
さ
れ
︑
そ
し
て
日
本
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
は

れ
た
︒
由
来
元
明
以
後
に
於
け
る
朱
子
学
の
煩
瑣
化
に
対
す
る
簡
易
化
の

運
動
と
朱
子
へ
の
復
帰
運
動
は
既
に
明
初
に
於
い
て
学
界
の
一
部
に
台
頭

し
て
ゐ
る
︒
か
の
薛
敬
軒
は
其
主
要
人
物
で
あ
つ
た
が
更
ら
に
朝
鮮
の
李

退
渓
も
そ
の
精
神
を
発
揮
し
て
ゐ
る
︒
従
つ
て
此
二
人
に
最
も
私
淑
し
た

闇
斎
は
一
面
よ
り
見
れ
ば
此
等
の
運
動
を
発
展
せ
し
め
た
者
と
見
得
る
の

で
あ
る
が
︑
此
の
問
題
は
学
統
と
学
説
の
問
題
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

（
64
）

　
一
九
四
一
年
に
京
城
帝
国
大
学
法
文
学
部
助
教
授
と
し
て
赴
任
す
る
阿
部
は
︑

こ
れ
を
契
機
と
し
て
︑
闇
斎
と
の
﹁
思
想
的
血
縁
関
係
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
李

退
渓
研
究
を
本
格
的
に
始
め
て
い
く
︒
一
九
四
四
年
の
﹃
李
退
渓
﹄
刊
行
が
そ

の
主
な
成
果
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑﹃
李
退
渓
﹄
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

　
退
渓
先
生
の
思
想
は
や
が
て
間
近
に
山
崎
元
田
両
先
生
の
思
想
に
通
ず

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
︒
即
ち
端
的
に
言
へ
ば
︑

両
先
生
の
思
想
は
皇
国
の
道
に
本
づ
い
て
孔
子
や
朱
子
や
退
渓
先
生
の
道

義
思
想
を
融
会
し
醇
化
し
又
止
揚
し
た
も
の
で
あ
つ
て
︑
此
に
於
い
て
一

般
的
な
仁
義
道
徳
の
教
は
実
に
皇
国
の
道
を
中
核
と
す
る
仁
義
道
徳
の
教

と
し
て
説
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
︒

（
65
）

　
こ
こ
に
は
︑
近
代
﹁
崎
門
﹂
の
李
退
渓
論
と
﹁
熊
本
実
学
派
﹂
の
李
退
渓
を

め
ぐ
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
︿
折
衷
﹀
的
に
語
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
日
本

精
神
﹂
論
の
文
脈
で
呼
び
出
さ
れ
た
山
崎
闇
斎
像
と
︑﹁
教
育
勅
語
﹂
を
め
ぐ

る
﹁
熊
本
実
学
﹂
の
最
後
の
﹁
発
信
者
﹂
元
田
永
孚
の
﹁
発
言
﹂
と
を
救
い
上

げ
る
か
た
ち
で
一
九
三
〇
︑四
〇
年
代
の
李
退
渓
言
説
が
現
れ
た
の
で
あ
る
︒

徳
富
蘇
峰
が
﹁
元
田
永
孚
の
　
明
治
天
皇
に
御
進
講
申
し
上
げ
た
る
経
書
の
如

き
も
︑
彼
が
如
何
に
山
崎
学
に
負
ふ
と
こ
ろ
の
多
大
で
あ
つ
た
﹂
と
述
べ
た
の

は
︑
ま
さ
し
く
近
代
日
本
の
二
つ
の
李
退
渓
言
説
が
︿
折
衷
﹀
さ
れ
る
も
の
と

な
る
前
史
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
阿
部
の
﹃
李
退
渓
﹄
に
お
け
る
議
論
の
従

来
と
は
異
な
る
特
徴
は
︑
第
四
章
で
論
じ
た
元
田
の
﹁
日
本
道
徳
学
﹂﹁
道

義
﹂
的
な
観
点
か
ら
の
李
退
渓
像
提
示
か
ら
一
歩
進
ん
で
︑﹁
道
義
﹂﹁
道
義
哲

学
﹂
言
説
が
積
極
的
に
開
陳
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒
阿
部
に
よ
っ
て
﹁
日
本
教
育

先
哲
﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
李
退
渓
は
︑
帝
国
日
本
内
の
﹁
半
島
に
於
け
る
道

学
の
教
祖
︑
道
義
哲
学
の
創
唱
者
﹂
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
︒
李
退

渓
は
﹁
国
体
﹂
お
よ
び
﹁
道
義
﹂
の
言
説
的
構
成
に
よ
る
︿
日
本
朱
子
学
の
近

代
﹀
的
言
説
成
立
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
た
と
い
え

る
︒
阿
部
は
ま
た
︑﹃
李
退
渓
﹄
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　
李
退
渓
の
価
値
は
儒
教
の
発
生
地
で
あ
る
支
那
に
於
い
て
は
遂
に
認
め

ら
れ
ず
︑
独
り
我
国
に
於
い
て
の
み
認
め
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
興
味
あ

る
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
つ
て
︑
吾
人
は
こ
れ
に
よ
つ
て
内
鮮
は
古
来
︑
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啻
に
血
縁
的
︑
文
化
的
に
だ
け
で
な
く
思
想
的
に
も
特
別
の
関
係
が
あ
つ

た
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒
と
同
時
に
儒
教
の
精
髄
︑
真
に
価

値
あ
る
思
想
な
ど
は
特
に
我
国
に
於
い
て
の
み
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
︑

そ
の
価
値
が
発
揮
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
日
本

の
思
想
に
は
東
洋
思
想
の
精
髄
が
包
摂
さ
れ
融
会
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ

て
︑
半
島
第
一
の
哲
学
も
此
の
様
に
し
て
早
く
か
ら
摂
取
さ
れ
て
ゐ
る
事

実
は
︑
茲
に
改
め
て
世
人
の
注
意
を
喚
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

（
66
）

　
こ
こ
で
阿
部
は
︑﹁
儒
教
の
精
髄
︑
真
に
価
値
あ
る
思
想
な
ど
は
特
に
我
国

に
於
い
て
の
み
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
︑
そ
の
価
値
が
発
揮
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
と

強
調
し
て
い
る
︒
阿
部
は
︑﹁
日
本
の
思
想
﹂
と
は
﹁
東
洋
思
想
の
精
髄
が
包

摂
さ
れ
融
会
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ

こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
前
近
代
の
中
華
帝
国
に
代
っ
て
近
代
の
新
し
い
帝
国
と

し
て
登
場
し
つ
つ
あ
っ
た
帝
国
﹁
日
本
の
思
想
﹂
に
は
︑﹁
東
洋
思
想
の
精
髄

が
包
摂
さ
れ
融
会
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
東
洋
の
﹁
知
の
帝
国
主
義（

67
）

﹂
と
し
て
の
面
目

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
半
島
第
一
の
哲
学
﹂
者
と
し
て
の
李
退
渓

も
︑﹁
日
本
教
育
先
哲
﹂
の
一
人
と
し
て
︑﹁
東
洋
思
想
の
精
髄
﹂
が
集
大
成
さ

れ
た
﹁
日
本
の
思
想
﹂
の
中
に
﹁
早
く
か
ら
摂
取
さ
れ
て
ゐ
﹂
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
阿
部
が
﹁
退
渓
は
東
亜
の
朱
子
学
東
漸
史
上
の
第
一
頁
を
飾
る
べ
き

人
物
で
あ
る（

68
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
︒
徳
富

蘇
峰
は
﹁
教
育
勅
語
﹂
発
布
（
一
八
九
〇
年
）
四
十
周
年
（
一
九
三
〇
年
）
に
際

し
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒

　
此
の
勅
語
︹
教
育
勅
語
︺
は
︑
単
に
現
代
及
び
百
世
の
日
本
国
民
に
対

し
て
︑
其
の
向
ふ
所
を
指
点
し
た
る
ば
か
り
で
な
く
︑
実
に
日
本
帝
国
本

来
の
面
目
を
完
全
に
描
き
出
し
た
る
も
の
︒
言
ひ
換
ふ
れ
ば
︑
日
本
は
国

家
と
し
て
道
義
立
国
で
あ
り
︑
国
民
と
し
て
道
義
国
民
で
あ
る
極
印
を
捺

し
た
る
も
の
に
し
て
︑
乃
ち
之
を
外
に
し
て
は
︑
世
界
に
対
し
て
︑
日
本

帝
国
の
立
脚
点
と
︑
態
度
と
を
宣
明
し
た
る
も
の
︒
之
を
内
に
し
て
は
︑

日
本
国
民
の
本
領
︑
真
骨
頭
を
宣
示
し
た
る
も
の
︒
此
れ
を
し
も
盛
徳
大

業
と
云
は
ず
ん
ば
︑
何
を
か
盛
徳
大
業
と
云
は
む
︒

（
69
）

　
こ
こ
に
は
﹁
教
育
勅
語
﹂
の
よ
う
に
︑
東
洋
の
﹁
知
の
帝
国
主
義
﹂
と
し
て

登
場
し
た
帝
国
日
本
が
︑
ま
さ
し
く
︿
道
義
の
帝
国
﹀
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ

き
り
と
宣
言
さ
れ
て
い
よ
う
︒

　
阿
部
が
﹃
李
退
渓
﹄
を
執
筆
し
た
の
は
︑
一
九
四
二
年
五
月
二
九
日
に
第
九

代
朝
鮮
総
督
（
一
九
四
四
年
七
月
二
二
日
ま
で
）
小
磯
国
昭
（
一
八
八
〇
︱

一
九
五
〇
）
が
赴
任
し
︑﹁
兵
站
基
地
﹂
と
し
て
の
﹁
道
義
朝
鮮
の
確
立
﹂
が

施
政
方
針
と
し
て
定
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
︒
一
九
二
八
年
に
﹁
退
渓
の
教

育
思
想
﹂（﹃
慶
北
の
教
育
﹄︑
脱
稿
は
一
九
二
七
年
）
を
発
表
し
た
朴パ
ク

鐘
ジ
ョ
ン

鴻ホ
ン

（
一
九
〇
三
︱
一
九
七
六
）
は
︑
後
に
︑
一
九
五
九
年
よ
り
一
九
六
〇
年
に
か
け

て
︑﹁
我
が
師
表
の
李
退
渓
先
生
﹂（
上
・
中
・
下
）
を
発
表
し
て
い
る
︒
朴
は
︑
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こ
こ
で
李
退
渓
を
﹁
永
遠
に
我
が
民
族
に
道
義
の
師
表
と（

70
）

﹂
し
︑
そ
の
﹁
道
義

の
師
表
﹂
と
し
て
の
人
格
と
﹁
敬
い
﹂
の
﹁
実
践
躬
行
﹂
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
が（

71
）

︑
そ
こ
に
は
韓
国
の
﹁
支
配
エ
リ
ー
ト
﹂
と
い
え
る
朴
に
よ
る
﹁
李
退

渓
﹂
表
象
を
通
し
て
︑
解
放
後
韓
国
に
お
い
て
語
り
つ
が
れ
た
﹁
道
義
﹂
言
説

の
根
強
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
一
九
七
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
︑
ソ
ウ
ル
市

の
南
山
に
︑
朴パ
ク

正チ
ョ
ン
ヒ熙

（
一
九
一
七
︱
一
九
七
九
）
の
支
援
の
も
と
︑
李
退
渓
銅

像
が
建
て
ら
れ
た
︒
そ
の
銅
像
の
背
後
に
は
︑
ま
さ
に
朴
鐘
鴻
の
筆
に
よ
る
碑

文
が
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
元
田
永
孚
の
﹁
発
言
﹂
も
が
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く

刻
み
込
ま
れ
て
い
る
︒

注（
1
）  

例
え
ば
︑﹁
韓
日
「
融
和
」
表
象
の
要
求
と
李
退
渓
﹂﹃
歴
史
批
評
﹄
第
八
四
号
︑
歴

史
批
評
社
︑
二
〇
〇
八
年
八
月
（
韓
国
語
文
）︑﹁︿
道
義
の
帝
国
﹀
論
の
射
程
︱
︱
解
放

後
・
戦
後
に
お
け
る
「
道
義
」
言
説
と
李
退
渓
﹂﹃
ア
ジ
ア
文
化
研
究
﹄
第
四
二
号
︑
国

際
基
督
教
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
六
年
三
月
な
ど
︒

（
2
）  

﹃
李
退
渓
﹄﹁
は
し
が
き
﹂
文
教
書
院
︑
一
九
四
四
年
︑
一
頁
︒
阿
部
は
ま
た
︑
李
退

渓
を
﹁
半
島
第
一
の
教
学
者
︑
道
義
哲
学
の
創
唱
者
た
る
李
退
渓
﹂（﹃
李
退
渓
﹄﹁
序
説
﹂︑

八
頁
）
と
も
い
う
︒

（
3
）  

﹃
李
退
渓
﹄﹁
は
し
が
き
﹂︑
二
頁
︒

（
4
）  

﹃
李
退
渓
﹄﹁
序
説
﹂︑
七
頁
︒

（
5
）  

﹃
李
退
渓
﹄﹁
序
説
﹂︑
三
頁
︒

（
6
）  

阿
部
吉
雄
﹁
山
崎
闇
斎
と
其
の
教
育
﹂︑
徳
川
公
継
宗
七
十
年
祝
賀
記
念
会
編
﹃
近
世

日
本
の
儒
学
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
三
九
年
︑
三
四
五
頁
︒

（
7
）  

﹁
山
崎
闇
斎
と
其
の
教
育
﹂︑
三
五
四
頁
︒

（
8
）  

﹁
山
崎
闇
斎
と
其
の
教
育
﹂︑
三
五
六
頁
︒

（
9
）  

日
本
古
典
学
会
編
﹃
山
崎
闇
斎
全
集
﹄
第
三
巻
﹁
序
﹂
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
七
八
年
︑

二
～
三
頁
（
一
九
三
七
年
五
月
一
日
に
池
上
幸
二
郎
の
筆
に
よ
る
）︒

（
10
）  

内
田
周
平
﹁
望
楠
軒
諸
氏
の
学
風
﹂︑
伝
記
学
会
編
﹃︿
増
補
﹀
山
崎
闇
斎
と
其
門
流
﹄

明
治
書
房
︑
一
九
四
三
年
︑
一
九
八
頁
︒

（
11
）  

木
村
利
武
﹁
石
井
一
素
翁
履
歴
大
要
﹂
は
︑
周
庵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒

﹁
池
田
謙
蔵
氏
等
と
計
り
︑
道
学
協
会
な
る
も
の
を
組
織
し
︑
一
時
は
雑
誌
の
発
行
を
も

為
し
︑
大
い
に
斯
学
の
拡
張
を
計
ら
れ
ま
し
た
が
︑
資
継
か
ず
し
て
之
を
中
止
し
て
︑

今
に
時
習
学
舎
と
云
ふ
表
札
を
掲
げ
て
︑
僅
々
た
る
諸
生
を
教
授
し
て
怠
ら
ず
︑
卓
然

と
し
て
時
流
の
外
に
挺
立
し
て
居
ら
る
ゝ
は
︑
実
に
欽
慕
の
至
り
で
あ
り
ま
す
﹂（
田
中

謙
藏
撰
・
池
上
幸
二
郎
校
﹃
石
井
周
庵
先
生
伝
﹄
五
学
叢
書
第
二
編
﹁
付
録
﹂︑

一
九
三
六
年
︑
八
頁
）︒

（
12
）  

丸
山
眞
男
﹁
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
﹂﹃
山
崎
闇
斎
学
派
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︑

六
〇
四
頁
︒

（
13
）  

大
久
保
紀
子
﹁﹃
孤
松
全
稿
﹄
に
つ
い
て
︱
︱
﹃
黙
斎
艸
﹄
と
の
関
係
﹂︑
高
島
元
洋

編
﹃
近
世
日
本
の
儒
教
思
想
︱
︱
山
崎
闇
斎
学
派
を
中
心
と
し
て
﹄
第
二
分
冊
　
資
料

編
︑
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
図
書
館
︑
二
〇
一
二
年
︑
六
三
七
頁
︒

（
14
）  

﹃
道
義
哲
学
図
解
﹄（
上
）﹁
道
義
哲
学
図
解
序
﹂︒

（
15
）  

﹁
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
﹂︑
六
〇
五
頁
︒

（
16
）  

﹃
江
戸
思
想
史
講
義
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
五
八
頁
︒

（
17
）  

便
宜
上
︑
南
一
郎
﹃
全
訳
日
本
道
学
淵
源
録
﹄（
以
下
︑﹃
全
訳
﹄
と
略
述
）
日
本
印

刷
所
出
版
部
︑
一
九
三
七
年
︑
三
一
頁
よ
り
引
用
す
る
︒﹃
全
訳
﹄﹁
論
述
　
凡
て
十
三

条
﹂︑
四
七
～
四
八
頁
︒

（
18
）  
門
人
に
は
服
部
栗
斎
（
一
七
三
六
︱
一
八
〇
〇
）
の
ほ
か
︑
岡
田
寒
泉
（
一
七
四
〇

︱
一
八
一
六
）
ら
が
い
る
︒

（
19
）  

﹃
全
訳
﹄﹁
論
述
　
凡
て
十
三
条
﹂︑
五
〇
頁
︒
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（
20
）  
﹃
全
訳
﹄︑
一
二
六
頁
︒

（
21
）  

﹃
全
訳
﹄︑
二
七
二
頁
︒

（
22
）  

﹃
全
訳
﹄︑
二
七
三
頁
︒

（
23
）  

﹃
全
訳
﹄︑
二
七
四
頁
︒

（
24
）  

﹃
全
訳
﹄︑
二
七
六
頁
︒

（
25
）  

﹃
全
訳
﹄︑
三
一
〇
頁
︑
三
一
三
頁
︒

（
26
）  

こ
の
﹃
李
退
渓
書
抄
﹄
は
︑
阿
部
吉
雄
編
﹃
李
退
渓
全
集
　
日
本
刻
版
﹄（
李
退
渓
研

究
会
︑
一
九
七
五
年
）
に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
陶
山
書
院
に
も
一
九
二
九
年
に
刊
行
さ

れ
た
﹃
李
退
渓
書
抄
﹄
が
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
︒

（
27
）  

中
国
哲
学
研
究
者
の
岡
田
武
彦
（
一
九
〇
八
︱
二
〇
〇
四
）
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
︒﹁
明
治
二
十
四
年
︑
六
十
歳
の
と
き
に
︑﹃
日
本
道
学
淵
源
録
﹄
の
増
補
を

作
る
こ
と
を
志
し
︑
翌
年
﹃
崎
門
学
脈
系
譜
﹄
の
著
述
に
か
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
著
書

は
明
治
三
十
六
年
︹
一
九
〇
三
年
︺︑
七
十
二
歳
の
と
き
に
完
成
し
た
︒
碩
水
に
よ
っ
て

増
補
さ
れ
た
﹃
日
本
道
学
淵
源
録
﹄
は
︑
崎
門
学
派
の
資
料
を
集
め
た
点
で
は
最
も
完

備
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
増
補
に
あ
た
っ
て
は
︑
各
地
で
資
料
を
探
索
募
集
し
た
︒
碩

学
の
意
を
承
け
て
こ
れ
を
完
成
し
た
の
は
端
山
の
子
︑
海
山
（
正
翼
）
で
あ
っ
た
﹂（﹁
楠

本
端
山
・
碩
水
兄
弟
の
生
涯
と
思
想
﹂﹃
江
戸
期
の
儒
学
︱
︱
朱
王
学
の
日
本
的
展
開
﹄

木
耳
社
︑
一
九
八
二
年
︑
三
八
五
頁
）︒

（
28
）  

﹃
全
訳
﹄︑
四
六
九
～
四
七
〇
頁
︒

（
29
）  

難
波
征
男
・
岡
田
武
彦
﹃
月
田
蒙
斎
・
楠
本
端
山
﹄
明
徳
出
版
社
︑
一
九
七
八
年
︑

一
七
三
頁
︒

（
30
）  

﹃
月
田
蒙
斎
・
楠
本
端
山
﹄︑
一
一
～
一
二
頁
︒

（
31
）  

﹃
碩
水
遺
書
﹄﹁
隋
得
録
﹂
三
︑
内
田
周
平
編
﹃
碩
水
先
生
語
略
﹄
谷
門
精
舎
︑

一
九
三
五
年
︑
三
六
面
︒
引
用
は
︑
岡
田
武
彦
﹃
山
崎
闇
斎
﹄
明
徳
出
版
社
︑

一
九
八
五
年
︑
一
六
八
頁
に
よ
る
︒

（
32
）  

﹁
碩
水
先
生
遺
書
巻
一
一
﹂︑
岡
田
武
彦
な
ど
編
﹃
楠
本
端
山
・
碩
水
全
集
﹄
葦
書
房
︑

一
九
八
〇
年
︑
二
四
〇
頁
︒

（
33
）  

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
で
詳
論
し
た
い
︒
さ
し
あ
た
り
︑﹁
楠
門
学
と
李
退
渓
︱
︱

闇
斎
の
学
と
退
渓
の
道
﹂﹃
江
戸
期
の
儒
学
︱
︱
朱
王
学
の
日
本
的
展
開
﹄
と
︑
柴
田
篤

﹁
楠
本
家
三
代
の
家
学
と
退
渓
学
﹂﹃
中
国
哲
学
論
集
﹄
第
三
一
・
三
二
号
︑
九
州
大
学

中
国
哲
学
研
究
会
︑
二
〇
〇
六
年
一
二
月
を
参
照
の
こ
と
︒

（
34
）  

﹁
楠
門
学
と
李
退
渓
﹂︑
四
二
四
～
四
二
五
頁
︒

（
35
）  

﹁
楠
門
学
と
李
退
渓
﹂︑
四
二
六
頁
︒

（
36
）  

た
だ
し
︑
岡
田
に
よ
れ
ば
︑﹁
東
野
︹
元
田
永
孚
︺
は
退
野
・
深
淵
に
私
淑
し
︑「
嗚

呼
非
林
非
伊
又
非
崎
︑
吾
服
東
肥
両
夫
子
」
と
い
い
︑
闇
斎
の
敬
義
学
・
伊
藤
仁
斎
・

東
涯
の
古
義
学
︑
林
門
の
朱
子
学
に
も
批
判
的
で
あ
っ
た
﹂（﹁
楠
門
学
と
李
退
渓
﹂︑

四
三
〇
頁
）
と
い
う
︒
な
お
︑
横
井
小
楠
に
つ
い
て
は
︑
平
石
直
昭
﹁
主
体
・
天
理
・

天
帝
（
一
）
︱
︱
横
井
小
楠
の
政
治
思
想
﹂︑﹁
主
体
・
天
理
・
天
帝
（
二
）
︱
︱
横
井

小
楠
の
政
治
思
想
﹂（﹃
社
会
科
学
研
究
﹄
第
二
五
巻
第
五
号
︑
第
二
五
巻
第
六
号
︑
東

京
大
学
社
会
研
究
所
︑
と
も
に
一
九
七
四
年
三
月
刊
行
）︑
源
了
圓
﹃
横
井
小
楠
研
究
﹄

（
藤
原
書
店
︑
二
〇
一
三
年
）︑
苅
部
直
﹃
歴
史
と
い
う
皮
膚
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一

年
）
な
ど
の
︑
横
井
小
楠
（
お
よ
び
元
田
永
孚
）
の
﹁
公
・
私
﹂﹁
公
共
性
﹂
な
ど
の
問

題
を
め
ぐ
る
優
れ
た
研
究
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
う
し
た
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
な

が
ら
も
︑
多
岐
に
わ
た
る
横
井
小
楠
の
思
想
そ
れ
自
体
を
論
じ
る
よ
り
も
︑
主
に
大
塚

退
野
か
ら
始
ま
る
﹁
熊
本
実
学
派
﹂
と
李
退
渓
と
の
関
係
づ
け
を
め
ぐ
る
言
説
に
絞
っ

て
議
論
を
進
め
た
︒
池
田
勇
太
﹃
維
新
変
革
と
儒
教
的
理
想
主
義
﹄（
三
川
出
版
社
︑

二
〇
一
三
年
）
に
は
︑
横
井
小
楠
の
﹁
熊
本
実
学
派
﹂
と
李
退
渓
と
の
関
係
に
つ
い
て

触
れ
て
い
る
箇
所
が
二
箇
所
み
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
本
稿
が
捉
え
な
お
し
を
試
み
る
既

存
の
説
を
継
承
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
︑﹁
李
退
渓
に
私
淑
﹂
し
た
大

塚
退
野
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
横
井
小
楠
を
論
じ
た
研
究
に
は
︑
平
石
直
昭
﹁
大
塚
退

野
学
派
の
朱
子
学
思
想
︱
︱
小
楠
朱
子
学
と
の
関
連
で
﹂（﹃
横
井
小
楠
　

1
8
0
9
︱

1
8
6
9
︱
︱
﹁
公
共
﹂
の
先
駆
者
﹄
藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
所
収
）︑
北
野
雄
士
﹁
近

世
熊
本
に
お
け
る
朱
子
学
の
一
系
譜
︱
︱
大
塚
退
野
・
平
野
深
淵
・
小
楠
﹂（﹃
横
井
小

楠
　

1
8
0
9
︱
1
8
6
9
﹄
所
収
）︑﹁
大
塚
退
野
︐
平
野
深
淵
︐
横
井
小
楠
︱
︱
近
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世
熊
本
に
お
け
る
「
実
学
」
の
一
系
譜
﹂（﹃
大
阪
産
業
大
学
論
集
　
人
文
科
学
編
﹄
第

一
〇
七
号
︑
大
阪
産
業
大
学
学
会
︑
二
〇
〇
二
年
六
月
）
な
ど
が
あ
る
︒﹁
道
義
﹂﹁
道

義
国
家
﹂
言
説
上
に
表
れ
た
横
井
小
楠
像
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁「
小
楠
問
題
」
を
語
り

な
お
す
︱
︱
「
道
義
」・「
道
義
国
家
」
言
説
の
系
譜
学
﹂（
平
石
直
昭
・
金
泰
昌
編
﹃
横

井
小
楠
︱
︱
公
共
の
政
を
首
唱
し
た
開
国
の
志
士
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
37
）  

難
波
は
︑
楠
本
碩
水
の
師
で
あ
る
﹁︹
月
田
︺
蒙
斎
が
熊
本
に
乗
り
込
ん
だ
の
は
︑
実

学
党
が
す
で
に
挫
折
し
︑
そ
の
実
学
党
へ
の
迫
害
も
よ
う
や
く
お
さ
ま
っ
て
き
た
頃
で

あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
蒙
斎
は
︑
直
接
実
学
党
と
激
突
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑

︹
︙
︙
︺
城
下
に
お
け
る
実
学
党
の
動
向
に
対
し
て
︑
冷
静
な
判
断
を
下
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
﹂（﹃
月
田
蒙
斎
・
楠
本
端
山
﹄︑
六
一
頁
）
と
い
う
︒
ま
た
︑
岡
田
は
︑
李
退

渓
と
李
退
渓
を
﹁
尊
信
﹂
し
た
大
塚
退
野
を
﹁
称
賛
し
た
﹂
碩
水
の
朱
子
学
が
﹁
伊
川

の
学
風
を
多
く
継
承
し
た
朱
子
と
同
じ
よ
う
に
︑
異
端
異
学
か
ら
道
学
を
厳
し
く
守
ろ

う
と
﹂
し
て
お
り
︑﹁
だ
か
ら
碩
水
の
方
が
端
山
よ
り
も
伊
川
・
朱
子
学
の
学
風
を
よ
く

継
承
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
﹂（﹁
楠
本
端
山
・
碩
水
兄
弟
の
生
涯
と
思
想
﹂︑

四
〇
二
～
四
〇
三
頁
）
と
い
う
︒

（
38
）  

﹁
楠
門
学
と
李
退
渓
﹂︑
四
三
〇
頁
︒

（
39
）  

伝
記
学
会
編
﹃
山
崎
闇
斎
と
其
門
流
﹄（
明
治
書
房
︑
一
九
四
三
年
）
の
付
録
に
あ
る

池
内
幸
二
郎
編
の
﹁
崎
門
道
統
略
図
﹂
に
も
元
田
お
よ
び
そ
の
師
で
あ
る
横
井
小
楠
は

含
ま
れ
て
い
な
い
︒

（
40
）  

岡
田
が
﹃
崎
門
学
脈
系
譜
﹄
を
訂
補
す
る
前
に
︑
増
訂
・
補
録
の
過
程
が
あ
る
︒

（
41
）  

ま
た
︑
徳
富
蘇
峰
の
父
徳
富
淇
水
（
一
敬
︑
一
八
二
二
︱
一
九
一
四
）︑
お
よ
び
︑
淇

水
の
弟
徳
富
龍
山
の
名
も
連
な
る
︒

（
42
）  

﹃
山
崎
闇
斎
と
其
門
流
﹄﹁
序
﹂︑
三
頁
︒

（
43
）  

山
崎
正
董
編
﹃
横
井
小
楠
遺
稿
﹄
日
新
書
院
︑
一
九
四
二
年
︑
一
三
〇
頁
︒

（
44
）  

九
州
大
学
の
中
国
哲
学
教
授
で
あ
っ
た
福
田
殖
（
一
九
三
三
︱
二
〇
一
六
）
に
よ
れ

ば
︑
横
井
小
楠
の
﹁
徳
富
一
敬
宛
書
簡
﹂
の
﹁
第
一
は
須
ら
く
先
ず
世
間
の
窮
通
得
失
︑

栄
辱
利
害
を
将
っ
て
︑
一
切
こ
れ
を
度
外
に
置
き
て
︑
以
て
霊
台
（
こ
こ
ろ
の
こ
と
）

を
累
は
さ
ざ
る
べ
し
︒
既
に
し
て
こ
の
心
を
弁
じ
得
れ
ば
︑
即
ち
患
ふ
所
蓋
し
す
で
に

五
七
分
休
歇
せ
ん
﹂
と
い
う
︑﹃
自
省
録
﹄
開
巻
第
一
頁
（﹁
出
処
は
﹃
退
渓
文
集
﹄
巻

十
四
所
収
の
「
答
南
時
甫
」
第
一
書
の
「
別
幅
」﹂）
が
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
︒
福
田

殖
﹁
李
退
渓
の
﹃
自
省
録
﹄
に
つ
い
て
﹂﹃
文
学
論
輯
﹄
第
三
六
号
︑
九
州
大
学
教
養
部

文
学
研
究
会
︑
一
九
九
〇
年
一
一
月
︑
一
六
九
頁
︒

（
45
）  

﹃
横
井
小
楠
遺
稿
﹄︑
一
三
〇
～
一
三
一
頁
︒

（
46
）  

﹁
大
塚
退
野
並
び
に
其
学
派
の
思
想
︱
︱
熊
本
実
学
思
想
の
研
究
﹂﹃
九
州
儒
学
思
想

の
研
究
﹄
謄
写
版
︑
一
九
五
七
年
︑
二
頁
︒

（
47
）  

﹁
読
西
依
答
問
説
﹂︑
一
八
四
七
年
一
月
︒
沼
田
哲
﹃
元
田
永
孚
と
明
治
国
家
︱
︱
明

治
保
守
主
義
と
儒
教
的
理
想
主
義
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︑
六
六
頁
か
ら
再
引
用
︒

（
48
）  

元
田
永
孚
﹁
教
学
大
意
私
録
﹂︑
一
八
七
〇
年
閏
一
〇
月
︒
海
後
宗
臣
﹃
元
田
永
孚
﹄

日
本
教
育
先
哲
叢
書
第
一
九
巻
︑
文
教
書
院
︑
一
九
二
頁
︒

（
49
）  

﹁
還
暦
之
記
﹂︑
元
田
竹
彦
・
海
後
宗
臣
編
﹃
自
伝
・
日
記
﹄
元
田
永
孚
文
書
第
一
巻
︑

元
田
文
書
研
究
会
︑
一
九
六
九
年
︑
二
七
頁
︒
こ
の
第
一
巻
の
解
題
に
よ
れ
ば
︑﹁
還
暦

之
記
﹂
は
﹁
元
田
は
明
治
十
一
年
十
月
一
日
に
起
筆
し
︑
こ
れ
を
明
治
二
十
二
年
十
二

月
二
日
に
浄
書
し
終
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
﹂（
三
五
六
頁
）
と
い
う
︒

（
50
）  

内
田
周
平
﹁
熊
本
学
風
の
歴
史
的
観
察
﹂﹃
九
州
史
談
会
報
﹄
第
一
号
︑
九
州
史
談
会
︑

一
八
九
七
年
六
月
︑
九
頁
︒

（
51
）  

松
田
甲
﹁
儒
教
よ
り
観
た
る
内
鮮
関
係
の
二
三
例
﹂﹃
朝
鮮
﹄
朝
鮮
総
督
府
︑

一
九
二
二
年
五
月
︑
一
四
三
頁
︒

（
52
）  

引
用
は
︑
内
田
周
平
﹃
遠
湖
小
品
﹄
乾
︑
巻
一
︑
正
誼
塾
︑
一
九
四
二
年
︑
一
九
面
︒

（
53
）  

﹃
李
退
渓
﹄︑
八
一
頁
︑﹃
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
六
五
年
︑

四
八
七
頁
（
註
六
）︒

（
54
）  
﹃
日
鮮
史
話
﹄
第
六
編
﹁
は
し
が
き
﹂
に
お
い
て
︑
松
田
甲
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
︒﹁
茲
に
﹃
日
鮮
史
話
﹄
第
六
編
を
出
す
に
方
た
り
︑
特
に
収
む
る
に
李
退
渓
に
関
し

て
叙
述
せ
る
拙
稿
六
種
を
以
て
し
た
︒
是
れ
今
年
は
退
渓
の
歿
せ
る
庚
午
の
年
よ
り
恰
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も
六
周
の
庚
午
に
回
還
し
︑
春
秋
を
経
る
こ
と
正
さ
に
三
百
六
十
年
︑
最
も
追
遠
の
意

を
表
す
べ
き
歳
次
た
る
が
故
で
︑
乃
ち
記
念
の
為
め
に
外
な
ら
ぬ
︒︹
︙
︙
︺
今
や
世
道

人
心
漸
く
頽
廃
︑
最
も
風
教
の
振
作
を
要
す
る
際
︑
日
鮮
儒
学
に
関
係
あ
る
退
渓
の
潜

功
幽
徳
は
︑
大
に
追
遠
頌
述
の
要
あ
り
と
思
ふ
︒
読
者
に
し
て
幾
分
に
て
も
︑
本
編
特

輯
の
意
を
諒
察
せ
ら
る
れ
ば
幸
で
あ
る
﹂︒

（
55
）  

﹃
日
鮮
史
話
﹄
第
六
編
﹁
自
省
録
と
朱
子
書
節
要
﹂︑
四
七
～
四
九
頁
︒

（
56
）  

﹃
日
鮮
史
話
﹄
第
六
編
﹁
日
本
朱
子
学
者
の
李
退
渓
観
﹂︑
一
一
七
頁
︒

（
57
）  

﹃
李
退
渓
﹄﹁
序
説
﹂︑
四
頁
︒

（
58
）  

徳
富
猪
一
郎
編
﹃︿
増
補
﹀
元
田
先
生
進
講
録
﹄
民
友
社
︑
一
九
三
四
年
（
初
版
の
﹃
元

田
先
生
進
講
録
﹄
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
︑
一
九
三
〇
年
）︑
八
頁
︒
こ
の
書
物
に
先
立
ち
︑

元
田
永
孚
進
講
﹃
経
筵
進
講
録
﹄（
鉄
華
書
院
）
が
一
九
〇
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
︒
元
田

は
ま
た
︑﹁
　
先
皇
の
至
徳
大
道
を
実
践
す
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
︑
我
神
聖
の
道
︑
孔
子
の

学
と
同
じ
か
ら
ず
﹂（﹃︿
増
補
﹀
元
田
先
生
進
講
録
﹄︑
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
︒

（
59
）  

こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
徳
富
猪
一
郎
（
蘇
峰
）
は
一
九
〇
〇
年
三
月
に
︑﹁
抑
も
翁
︹
元
田

を
意
味
︺
は
明
治
の
醇
儒
に
し
て
︑
堯
舜
孔
子
の
道
を
以
て
︑
我
が
　
今
上
天
皇
に
伝

へ
奉
り
た
る
人
也
﹂（﹃︿
増
補
﹀
元
田
先
生
進
講
録
﹄﹁
元
田
先
生
進
講
録
付
録
﹂︑
一
頁
）

と
述
べ
て
い
る
︒

（
60
）  

元
田
竹
彦
・
海
後
宗
臣
編
﹃
書
經
講
義
・
論
語
講
義
﹄
元
田
永
孚
文
書
第
三
巻
︑
田

文
書
研
究
会
︑
一
九
七
〇
年
︑
二
三
一
頁
︒
こ
の
書
物
の
﹁
解
題
﹂
に
よ
れ
ば
﹁
論
語

講
義
は
元
田
家
所
蔵
の
稿
本
﹃
論
語
講
義
一
︱
三
﹄
三
冊
を
収
載
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︹
︙
︙
︺
稿
本
表
紙
に
よ
つ
て
︑
こ
の
論
語
講
義
は
印
刷
局
が
中
心
に
な
つ
て
行
わ
れ
︑

︹
︙
︙
︺
四
十
人
も
出
席
し
て
い
た
︒︹
︙
︙
︺
こ
の
稿
本
に
は
本
文
記
述
の
間
に
年
月

日
の
記
録
が
入
つ
て
い
る
︒
最
初
は
明
治
十
四
年
十
二
月
で
あ
つ
て
︑
そ
の
後
明
治

十
九
年
十
二
月
六
日
「
十
九
年
回
終
」
に
至
る
ま
で
︑
記
さ
れ
て
い
る
﹂（
四
三
四
頁
）

と
い
う
︒

（
61
）  

﹃
書
經
講
義
・
論
語
講
義
﹄︑
二
三
〇
頁
︒

（
62
）  

﹃
自
伝
・
日
記
﹄
元
田
永
孚
文
書
第
一
巻
︑
一
九
六
九
年
︑
一
七
七
頁
︒

（
63
）  

﹁
山
崎
闇
斎
の
著
書
に
就
い
て
（
一
）
︱
︱
主
と
し
て
朱
子
学
関
係
書
の
略
解
﹂﹃
漢

学
会
雑
誌
﹄
第
一
巻
第
一
号
︑
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
哲
文
学
研
究
室
︑

一
九
三
三
年
六
月
︑
四
七
頁
︒
ま
た
阿
部
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
其
の
学
問

の
大
眼
目
と
す
る
所
は
我
国
に
綱
常
の
道
を
扶
植
し
︑
大
義
名
分
の
何
た
る
か
を
教
へ

以
て
我
国
体
の
尊
厳
な
る
こ
と
を
顕
揚
す
る
に
在
つ
た
︒
即
ち
其
の
志
よ
り
云
へ
ば
我

国
の
道
を
明
か
に
せ
む
が
為
め
に
朱
子
学
を
以
て
学
問
の
比
翼
と
な
し
た
の
で
あ
る
︒

此
の
大
眼
目
を
立
て
た
所
に
闇
斎
の
学
者
と
し
て
の
大
見
識
が
あ
り
闇
斎
学
の
重
要
な

歴
史
的
な
意
義
が
あ
る
﹂（﹁
山
崎
闇
斎
と
其
の
教
育
﹂︑
三
三
七
頁
）︒

（
64
）  

﹁
山
崎
闇
斎
の
著
書
に
就
い
て
（
二
）
︱
︱
主
と
し
て
朱
子
学
関
係
書
の
略
解
﹂﹃
漢

学
会
雑
誌
﹄
第
一
巻
第
二
号
︑
一
九
三
三
年
一
〇
月
︑
一
一
五
頁
︒

（
65
）  

﹃
李
退
渓
﹄﹁
は
し
が
き
﹂︑
二
頁
︒

（
66
）  

﹃
李
退
渓
﹄︑
八
二
頁
︒

（
67
）  

ポ
ー
ル
・
A
・
コ
ー
エ
ン
﹃
知
の
帝
国
主
義
︱
︱
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
﹄

佐
藤
慎
一
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
八
年
︒

（
68
）  

﹃
李
退
渓
﹄︑
五
一
頁
︒

（
69
）  

﹃︿
増
補
﹀
元
田
先
生
進
講
録
﹄﹁
教
育
勅
語
四
十
年
﹂︑
一
～
二
頁
︒

（
70
）  

﹁
我
が
師
表
の
李
退
渓
先
生
（
上
）﹂﹃
地
方
行
政
﹄
大
韓
地
方
行
政
共
済
会
︑

一
九
五
九
年
︑
二
二
八
頁
︒

（
71
）  

﹁
我
が
師
表
の
李
退
渓
先
生
（
中
）﹂﹃
地
方
行
政
﹄︑
一
九
六
〇
年
︑
二
七
五
頁
︒
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一
　
は
じ
め
に

　
林
芙
美
子
（
一
九
〇
三
︱
一
九
五
一
）
の
戦
争
と
の
本
格
的
な
か
か
わ
り
は
︑

日
中
全
面
戦
争
開
始
後
の
一
九
三
七
年
一
二
月
︑
南
京
陥
落
に
際
し
毎
日
新
聞

社
の
特
派
員
と
し
て
上
海
や
南
京
へ
赴
き
︑﹁
女
性
作
家
一
番
乗
り
﹂
を
し
た

頃
か
ら
始
ま
っ
た
︒
翌
三
八
年
九
月
に
は
︑
内
閣
情
報
部
に
よ
る
ペ
ン
部
隊
の

一
員
と
し
て
上
海
に
派
遣
さ
れ
る
も
︑
途
中
で
朝
日
新
聞
社
の
ト
ラ
ッ
ク
に
乗

り
換
え
て
﹁
漢
口
一
番
乗
り
﹂
を
果
た
し
て
い
る
︒
四
一
年
一
二
月
の
ア
ジ
ア

太
平
洋
戦
争
勃
発
後
に
い
た
っ
て
は
︑
四
二
年
一
〇
月
末
に
陸
軍
省
報
道
部
に

よ
り
ジ
ャ
ワ
や
ボ
ル
ネ
オ
︑
ス
マ
ト
ラ
な
ど
の
南
方
へ
派
遣
さ
れ
現
地
を
視
察

し
た
︒
林
芙
美
子
の
こ
う
し
た
戦
争
と
の
か
か
わ
り
に
関
し
て
川
本
三
郎
は
︑

﹁
戦
時
中
の
林
芙
美
子
に
つ
い
て
は
戦
争
協
力
者
と
否
定
的
に
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
が
︑
作
品
を
よ
く
読
む
と
︑
そ
ん
な
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る（

1
）

︒
近
年
︑
川
本
の
﹁︹
戦
争
協
力
者
と
い
っ

た
︺
そ
ん
な
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
﹂
と
い
っ
た
見
解
を
ふ
ま
え
て
な
の
か
︑

時
局
に
迎
合
し
た
表
現
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
よ
り
も
︑
時
局
に
対
す
る
葛

藤
や
虚
無
感
が
見
ら
れ
る
表
現
に
注
目
し
て
分
析
す
る
論
考
が
次
の
と
お
り
見

受
け
ら
れ
る
︒

　
南
京
に
つ
い
て
は
陳
亜
雪
が
︑
林
芙
美
子
の
﹁
女
性
の
南
京
一
番
乗
り
﹂

（﹃
サ
ン
デ
ー
毎
日
﹄
一
七
巻
七
号
︑
一
九
三
八
年
二
月
六
日
）
を
取
り
上
げ
て
︑

﹁︹
作
中
で
︺
林
芙
美
子
が
同
情
を
示
し
て
い
る
︿
女
﹀
達
は
︿
敵
国
﹀
中
国
の

戦
時
下
の
女
性
表
現

︱
︱
林
芙
美
子
﹁
北
京
紀
行
﹂﹁
中
国
之
旅
﹂
を
一
例
に

野
田
敦
子
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︿
女
﹀
達
で
あ
る
︒︹
略
︺
中
国
の
︿
女
﹀
達
に
関
し
て
は
︿
仲
間
﹀
と
見
做
し

て
い
る
︒
す
く
な
く
と
も
︿
敵
﹀
と
し
て
は
見
て
い
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る（

2
）

︒

漢
口
に
関
し
て
は
李
相
福
が
﹃
北
岸
部
隊
﹄（
中
央
公
論
社
︑
一
九
三
九
年
一

月
）
の
﹁
東
京
で
の
苦
し
い
生
活
が
内
在
さ
れ
て
い
る
無
常
観
を
戦
場
で
の
虚

無
感
と
一
致
さ
せ
て
い
る
﹂
点
に
目
を
向
け
て
い
る（

3
）

︒
南
方
に
お
い
て
は
拙
稿

で
︑﹁
ス
マ
ト
ラ
︱
︱
西
風
の
島
﹂（﹃
改
造
﹄
二
五
巻
六
︱
七
号
︑
一
九
四
三
年

六
月
︱
七
月
）
に
お
け
る
方
法
論
に
つ
い
て
︑
侵
略
戦
争
を
断
行
す
る
国
家
へ

の
抵
抗
と
い
っ
た
観
点
か
ら
述
べ
た（

4
）

︒
こ
れ
ら
の
よ
う
に
各
局
面
に
お
い
て
︑

葛
藤
な
ど
が
見
出
せ
る
表
現
を
分
析
す
る
と
い
う
一
つ
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ

る
︒

　
し
か
し
往
時
は
︑
多
く
の
新
聞
や
雑
誌
が
日
中
戦
争
を
支
持
し
︑
ア
ジ
ア
太

平
洋
戦
争
ま
で
の
レ
ー
ル
を
敷
い
た（

5
）

︒
ゆ
え
に
戦
時
下
に
つ
い
て
議
論
を
深
め

る
な
ら
ば
︑
戦
争
が
支
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
情
勢
や
従
軍
作
家
で
あ
っ
た
と

い
う
点
を
鑑
み
て
︑
時
局
に
沿
っ
た
表
現
を
も
考
察
対
象
と
し
︑
な
お
か
つ
時

間
の
流
れ
の
な
か
で
テ
ク
ス
ト
の
文
脈
の
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
も
必
要
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
先
行
研
究
で
は
︑
初
出
後
の
書
籍
収
録
時
に
お
け
る
異
同
や

伏
せ
字
に
よ
っ
て
︑
文
脈
の
意
味
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
考
察
は
ほ
と

ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
だ
が
初
出
以
降
に
お
い
て
︑
ど
う
文
脈
の
意
味
が
変

容
し
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
︑
ど
の
よ
う
に
人
々
が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ

て
い
っ
た
の
か
を
追
う
こ
と
に
繫
が
り
︑
戦
時
下
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
る
一

助
に
な
る
と
考
え
る
︒
何
ら
か
の
要
請
で
再
録
が
続
く
テ
ク
ス
ト
は
異
同
や
伏

せ
字
に
よ
り
︑
水
準
の
差
こ
そ
あ
れ
戦
時
に
沿
う
か
た
ち
と
な
る
傾
向
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
曾
婷
婷
に
よ
る
と
︑
林
芙
美
子
は
一
九
三
六
年
九
月
三
〇
日
前
後

か
ら
二
〇
日
間
ほ
ど
北
京
に
滞
在
し
た
と
い
う
が
︑
林
芙
美
子
の
生
涯
に
お
い

て
北
京
行
き
は
こ
の
一
回
で
あ
っ
た（

6
）

︒
林
芙
美
子
は
旅
か
ら
戻
っ
て
来
て
﹁
北

京
紀
行
﹂（﹃
改
造
﹄
一
九
巻
一
号
︑
一
九
三
七
年
一
月
）
を
発
表
し
て
い
る
が
︑

つ
ま
り
そ
の
後
は
再
訪
に
よ
っ
て
新
た
な
北
京
が
描
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
同
作
は
︑
抗
日
民
族
統
一
戦
線
の
結
成
の
契
機
と
な
っ
た
西
安

事
件
（
一
九
三
六
年
一
二
月
一
二
日
）
直
後
に
発
表
さ
れ
て
お
り
時
局
の
様
相
も

読
み
取
れ
︑
後
述
す
る
よ
う
に
女
性
が
戦
争
と
ど
う
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か

が
見
出
せ
る
︒
く
わ
え
て
﹁
北
京
紀
行
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
三
七
年
は
︑
事
前
検

閲
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
出
版
統
制
史
に
お
い
て
は
分
岐
点
で
あ
っ
た（

7
）

︒﹁
北
京

紀
行
﹂
は
発
表
後
︑
三
七
年
と
三
九
年
時
の
書
籍
に
計
三
回
収
録
さ
れ
︑
次
い

で
四
〇
年
に
は
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
と
大
部
分
が
重
な
る
﹁
中
国
之
旅
﹂
が
中
国

語
定
期
刊
行
物
で
あ
る
﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄（
二
九
巻
︑
大
阪
毎
日
新
聞
社
・
東

京
日
日
新
聞
社
︑
一
九
四
〇
年
一
月
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
二
作
の
内
容
上
の

接
点（

8
）

と
後
述
す
る
版
元
の
関
係
性
な
ど
か
ら
︑﹁
中
国
之
旅
﹂
は
﹁
北
京
紀

行
﹂
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄

に
﹁
中
国
之
旅
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
か
ら
一
年
後
︑
日
本
語
と
中
国
語
併
記
の
グ

ラ
フ
誌
﹃
世
界
画
報
﹄（
一
七
巻
一
号
︑
東
京
：
国
際
情
報
社
︑
一
九
四
一
年
一

月
）
に
﹁
中
国
之
旅
﹂
本
文
が
中
国
語
の
み
で
転
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
今
回
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初
め
て
確
認
し
た
が
︑
興
味
深
い
こ
と
に
﹃
世
界
画
報
﹄
の
目
次
に
は
林
芙
美

子
の
名
前
と
タ
イ
ト
ル
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
転
載
さ
れ
た
本
文
の
直
前
に

付
け
足
さ
れ
た
紹
介
文
の
中
に
︑
名
前
の
み
が
認
め
ら
れ
る
︒
ま
た
誌
面
構
成

に
も
︑
際
立
っ
た
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
以
上
の
書
籍
収
録
・
掲
載
事
情
か

ら
﹁
北
京
紀
行
﹂
と
﹁
中
国
之
旅
﹂
は
︑
日
中
全
面
戦
争
前
か
ら
ア
ジ
ア
太
平

洋
戦
争
開
始
前
ま
で
の
文
脈
の
変
化
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
ま
ず
﹁
北
京
紀
行
﹂
の
初
出
に
つ
い
て
次
の
二
節
と
三
節
で
考

察
し
︑
四
節
で
書
籍
収
録
時
に
お
け
る
異
同
や
伏
せ
字
に
よ
る
文
脈
の
意
味
の

変
化
を
見
た
い
︒
五
節
に
お
い
て
は
﹁
中
国
之
旅
﹂
の
誌
面
構
成
を
主
に
検
討

し
︑
六
節
で
は
五
節
を
ふ
ま
え
て
女
性
表
現
を
中
心
に
分
析
す
る
︒
そ
し
て
最

後
の
七
節
で
は
﹁
北
京
紀
行
﹂
か
ら
﹁
中
国
之
旅
﹂
に
お
い
て
︑
女
性
に
関
す

る
様
々
な
記
述
や
表
象
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
一
端
を
明
ら
か
に
し
て

み
た
い
︒

二
　﹁
北
京
紀
行
﹂
に
描
か
れ
た
北
京
と
女
性

　
北
京
は
古
来
よ
り
呼
称
の
移
り
変
わ
り
が
あ
り
︑
そ
も
そ
も
は
一
四
二
一
年

の
永
楽
帝
時
に
国
都
と
し
て
命
名
さ
れ
た
︒﹁
北
京
紀
行
﹂
の
本
文
に
は
﹁
永

楽
年
間
﹂
と
示
さ
れ
︑
永
楽
帝
が
建
立
し
た
と
さ
れ
る
天
壇
や
紫
禁
城
な
ど
が

描
出
さ
れ
て
い
る
︒
書
く
主
体
の
林
芙
美
子
は
︑
こ
の
よ
う
な
史
跡
が
遺
る
旧

都
を
一
九
三
六
年
の
秋
に
訪
れ
た
︒
訪
問
時
は
︑
南
京
政
府
成
立
（
一
九
二
七

年
）
に
よ
り
首
都
が
南
京
に
移
っ
た
後
で
︑
北
京
は
北
平
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒

林
芙
美
子
が
北
平
を
訪
れ
る
前
年
の
一
二
月
に
は
︑
国
民
政
府
が
親
日
的
地
方

政
権
で
あ
る
冀
察
政
務
委
員
会
を
北
平
に
樹
立
し
︑
訪
れ
た
翌
年
は
北
平
の
郊

外
で
盧
溝
橋
事
件
が
起
き
て
い
る
︒
本
稿
で
は
以
下
﹁
北
京
﹂
表
記
に
統
一
す

る
が
︑
こ
の
よ
う
に
情
勢
が
流
動
す
る
中
︑
書
く
主
体
の
林
芙
美
子
は
北
京
を

巡
り
﹁
北
京
紀
行
﹂
を
発
表
し
た
︒

　﹁
北
京
紀
行
﹂
の
︿
私
﹀
は
︑
北
京
で
﹁
大
毎
支
局
の
石
川
順
氏
﹂
を
訪
ね
︑

地
図
と
案
内
人
を
用
意
し
て
も
ら
う
︒
そ
し
て
名
所
と
さ
れ
る
紫
禁
城
や
北
海

公
園
︑
天
壇
な
ど
を
歩
い
て
見
学
す
る
︒
旧
跡
の
壮
大
さ
に
歓
喜
す
る
が
︑
し

だ
い
に
そ
れ
ら
を
権
力
の
象
徴
と
み
な
し
て
反
感
を
抱
き
︑﹁
む
か
し
は
︹
略
︺

色
々
な
階
級
が
列
を
な
し
て
歩
い
て
ゐ
た
の
か
と
思
ふ
と
︑
雑
草
も
一
本
一
本

気
持
ち
わ
る
く
見
え
て
来
る
﹂︒
天
壇
に
対
し
て
は
﹁
小
さ
な
泥
の
家
に
住
む

住
民
達
は
︑
そ
の
頃
︑
ど
ん
な
思
ひ
で
︑
よ
り
つ
け
も
し
な
い
︑
こ
の
豪
華
な

祭
壇
を
考
へ
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
﹂
と
生
活
格
差
の
点
か
ら
捉
え
て
い
る
︒
そ
の

天
壇
へ
通
じ
る
前
門
街
に
は
乞
食
や
阿
片
中
毒
者
が
お
り
︑︿
私
﹀
は
天
橋
通

り
で
は
銃
殺
さ
れ
る
モ
ル
ヒ
ネ
患
者
の
護
送
も
見
る
︒
貧
民
街
や
不
衛
生
な
場

と
︑
王
宮
へ
続
く
道
は
繫
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︿
私
﹀
は
︑
古

代
建
築
に
見
ら
れ
る
権
力
を
訪
問
時
の
今
に
重
ね
合
わ
せ
︑
当
地
に
対
し
て
批

判
的
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
以
下
に
述
べ
る
二
つ

の
背
景
か
ら
も
読
み
取
れ
る
︒

　︿
私
﹀
は
北
京
へ
向
か
う
前
︑﹁
中
秋
の
明
月
を
観
ら
れ
る
の
が
唯
一
の
愉
し
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み
﹂
で
あ
っ
た
︒
北
京
で
﹁
中
秋
節
の
十
五
夜
の
晩
﹂
に
月
を
鑑
賞
す
る
た
め

﹁
城
壁
へ
あ
が
つ
て
﹂
夜
空
を
眺
め
る
と
︑﹁
澄
ん
で
光
つ
て
ゐ
た
﹂
月
が
あ
っ

た
と
い
う
︒
し
か
し
︑
ア
メ
リ
カ
区
域
の
﹁
城
壁
に
は
張
り
紙
が
出
て
ゐ
て
︑

支
那
人
の
登
る
の
を
禁
ず
る
﹂
な
ど
と
掲
示
さ
れ
て
お
り
︑︿
私
﹀
は
﹁
城
壁

に
上
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
支
那
の
人
達
自
身
は
︑
い
つ
た
い
ど
ん
な
こ
と
を

考
へ
て
暮
し
て
ゐ
る
の
か
﹂
な
ど
と
案
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
月
は
先
述
し
た
権

力
の
象
徴
で
も
あ
る
城
の
壁
に
上
が
り
鑑
賞
し
た
が
︑︿
私
﹀
は
お
月
見
が

き
っ
か
け
で
他
国
の
占
領
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
る
︒

　
く
わ
え
て
︿
私
﹀
は
北
京
に
着
い
た
日
︑
風
呂
に
入
り
な
が
ら
﹁
色
々
な
音

が
耳
に
来
る
︒
キ
リ
︑
キ
リ
︑
キ
リ
︹
略
︺
ブ
ウ
ン
︑
ブ
ウ
ン
︹
略
︺
随
分
面

白
い
音
だ
︒
銅
鑼
の
音
や
︑
木
魚
の
や
う
な
音
や
︑
小
太
鼓
の
音
や
︑
物
売
り

の
呼
び
声
﹂
を
聞
き
﹁
温
く
て
愉
し
い
ぜ
い
た
く

4

4

4

4

な
旅
を
し
や
う
と
﹂（
傍
点

マ
マ
）
考
え
る
︒
そ
し
て
出
歩
い
た
先
で
の
見
聞
を
こ
う
叙
述
す
る
︒

水
売
り
は
一
輪
車
を
押
し
て
︑
キ
リ
キ
リ
︑
キ
リ
キ
リ
と
云
ふ
音
を
た

て
ゝ
歩
い
て
い
る
し
︑
床
屋
は
赤
い
桶
を
天
秤
に
か
つ
い
で
︑
ビ
イ
ン

︙
︙
ビ
イ
ン
︙
︙
と
棒
を
鳴
ら
し
て
通
つ
て
ゐ
る
︒
雑
貨
屋
は
で
ん
で
ん

太
鼓
を
鳴
ら
し
て
行
く
し
︑
文
字
を
知
ら
な
い
人
の
為
に
︑
か
う
し
た
音

や
︑
物
で
商
売
を
判
ら
せ
や
う
と
し
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
︑
私
は
︑

歩
き
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
を
観
る
の
が
愉
し
み
だ
つ
た
︒

　︿
私
﹀
は
現
地
の
人
々
を
聴
覚
的
要
素
か
ら
も
捉
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
は
︑

壮
大
な
遺
跡
が
聳そ
び

え
る
も
と
で
生
き
る
人
々
を
聴
覚
的
要
素
に
よ
り
際
立
た
せ
︑

﹁
愉
し
み
だ
つ
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
好
意
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
以
上
よ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
︿
私
﹀
は
︑
現
地
の
住
民
た
ち
を
他
国
の
占
領
か

ら
守
り
︑
ま
た
阿
片
中
毒
者
等
も
い
る
状
況
を
変
え
る
べ
く
︑
日
本
が
立
ち
入

る
べ
き
だ
と
錯
覚
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
な
が
ら
﹁
北
京
紀
行
﹂
に
は
︑
現
地
の
夫
人
と
︿
私
﹀
の
対
立
も
示

さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
最
も
緊
張
す
る
場
面
と
し
て
次
の
と
お
り
現
れ
る
︒

︿
私
﹀
は
︑
清
華
大
学
の
教
授
で
図
書
館
主
任（

9
）

で
も
あ
っ
た
﹁
銭
稻
孫
氏
に
連

れ
ら
れ
て
﹂
建
築
家
の
夫
人
に
会
う
が
︑
夫
人
か
ら
﹁
日
本
の
女
性
は
︑
い
つ

た
い
支
那
の
女
に
就
い
て
︑
ど
ん
な
風
な
考
へ
を
持
つ
て
く
れ
て
ゐ
る
の
で
せ

う
﹂
と
質た
だ

さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
日
本
の
女
性
﹂
と
﹁
支
那
の
女
﹂
が
区
別
さ

れ
て
い
る
︒
そ
し
て
夫
人
は
二
国
間
の
関
係
に
つ
い
て
︑﹁
自
分
の
家
は
代
々

の
親
日
家
で
︑
日
本
に
は
非
常
な
好
意
を
寄
せ
て
ゐ
た
が
︑
い
ま
は
︑
何
も
な

く
な
つ
て
し
ま
つ
た
︒︹
略
︺
こ
ん
な
風
な
状
態
に
な
つ
て
は
︑
最
早
何
も
な

く
な
り
ま
し
た
よ
︹
略
︺
小
さ
い
生
命
だ
け
は
守
つ
て
や
り
た
い
﹂
と
断
じ
る
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︿
私
﹀
は
︑﹁
眼
を
と
じ
る
よ
り
仕
方
が
﹂
な
か
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
東
洋
の
平
和
は
︑
東
洋
の
女
達
が
も
つ
と
手
を
握
り

あ
つ
て
も
い
ゝ
の
ぢ
や
な
い
だ
ら
う
か
︒
市
井
の
小
さ
な
出
来
事
に
も
︑
亭
主

が
何
か
の
間
違
ひ
で
隣
家
へ
飛
び
込
ん
で
行
つ
た
ら
︑
あ
と
で
︑
妻
君
が
出
て

行
つ
て
︑
円
満
に
詫
び
る
で
は
な
い
か
﹂
と
考
え
る
︒︿
私
﹀
は
夫
人
の
詰
問
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に
背
を
向
け
︑
支
那
と
日
本
を
一
括
り
に
し
て
﹁
東
洋
﹂
と
し
︑
二
国
間
を
同

じ
生
活
空
間
に
置
き
換
え
て
述
べ
て
い
る
︒
い
わ
ば
︑
他
国
に
対
し
て
自
分
た

ち
の
日
常
を
要
と
し
た
喩
え
を
し
︑
結
束
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
が（

10
）

︑
自
分

た
ち
を
軸
と
す
る
の
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
日
本
が
介
入
す
べ
き
だ
と
考
え
て

い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
の
介
入
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
に
提
示
さ

れ
て
い
る
︒

　
作
中
に
は
︑
橋
川
時
雄
（
一
八
九
四
︱
一
九
八
二
）
の
東
方
文
化
事
業
に
つ

い
て
﹁
橋
川
氏
の
東
方
文
化
事
業
の
お
仕
事
は
根
の
座
つ
た
立
派
な
仕
事
だ
と

思
つ
た
﹂
と
あ
る
︒
当
時
の
文
書
に
よ
れ
ば
東
方
文
化
事
業
は
﹁
日
支
両
国
が

︹
略
︺
協
力
的
に
︑
東
方
文
化
を
研
究
﹂
す
る
た
め
に
﹁
東
方
文
化
事
業
総
委

員
会
が
北
平
に
組
織
﹂
さ
れ
た
と
い
う（

11
）

︒
一
見
︑
公
平
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
が
︑

そ
も
そ
も
同
委
員
会
は
他
国
で
あ
る
北
京
で
組
織
さ
れ
て
お
り
︑﹁
東
方
文
化

事
業
は
︹
略
︺
し
ば
し
ば
「
文
化
侵
略
」
と（

12
）

﹂
言
わ
れ
た
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
︒

し
か
し
﹁
北
京
紀
行
﹂
に
は
︑﹁
各
外
国
の
大
資
本
を
投
じ
た
文
化
侵
略
を
視

て
︑
如
何
に
も
不
器
用
な
日
本
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
﹂
と
︿
私
﹀
の
見
解
が

示
さ
れ
て
も
い
る
た
め
︑︿
私
﹀
は
橋
川
が
担
う
事
業
に
賛
同
し
て
い
た
と
読

み
取
れ
る
︒
他
方
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
に
は
清
水
安
三
（
一
八
九
一
︱
一
九
八
八
）

の
崇
貞
女
学
校
の
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
太
田
哲
男
に
よ
る
と
女
学
校
の
特

色
は
︑﹁
北
京
の
貧
民
街
の
女
子
児
童
に
教
育
を
施
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
﹂

あ
り
︑﹁
慈
善
を
施
す
た
め
︹
略
︺
で
は
な
く
︑
女
子
児
童
の
自
立
を
促
す
学

校
﹂
で
あ
っ
た（

13
）

︒
さ
ら
に
太
田
に
よ
れ
ば
︑
貧
民
街
の
娘
は
成
長
す
る
と
売
春

を
強
い
ら
れ
た
た
め
︑
清
水
安
三
は
貧
困
の
女
子
児
童
に
簡
単
な
読
み
書
き
な

ど
を
教
え
︑
貧
困
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
社
会
事
業
と
し
て
学
校
を
経
営
し
て

い
た
と
い
う
︒
そ
の
た
め
乞
食
な
ど
を
見
た
﹁
北
京
紀
行
﹂
の
︿
私
﹀
に
と
っ

て
は
︑
清
水
安
三
の
活
動
も
納
得
の
い
く
社
会
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
治
安
上
の
点
か
ら
も
︿
私
﹀
は
︑
日
本
が
介
入
し
﹁
東
洋
の
女
達

が
も
つ
と
手
を
握
り
﹂
あ
う
必
要
性
を
考
え
て
い
た
と
い
え
る
が
︑﹁
東
洋
の

女
達
﹂
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
女
た
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
こ
の
一
節
﹁
東
洋
の
女
達
が
も
つ
と
手
を
握
り
﹂
以
下
に
は
︑﹁
亭
主
が
何

か
の
間
違
ひ
で
隣
家
へ
飛
び
込
ん
で
行
つ
た
ら
︑
あ
と
で
︑
妻
君
が
出
て
行
つ

て
︑
円
満
に
詫
び
る
で
は
な
い
か
﹂
と
あ
り
︑︿
私
﹀
が
東
洋
の
女
た
ち
に
︑

亭
主
に
対
す
る
女
性
の
従
属
性
を
投
影
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
︒
亭
主
へ

の
従
属
性
を
示
す
表
現
は
他
に
次
の
よ
う
に
作
中
に
あ
る
︒﹁
清
水
安
三
氏
に

逢
へ
た
が
︹
略
︺
清
水
氏
は
崇
貞
女
学
校
の
校
長
で
︹
略
︺
支
那
人
の
娘
ば
か

り
あ
つ
め
て
を
ら
れ
る
︒
奥
さ
ん
は
昔
の
小
泉
い
く
子
さ
ん
で
︑
小
さ
い
な
が

ら
も
︑
健
実
な
学
校
だ
つ
た
︒﹂
と
︑
校
長
で
あ
る
清
水
安
三
の
活
躍
を
示
す

一
方
で
﹁
奥
さ
ん
﹂
の
存
在
を
つ
い
で
で
あ
る
か
の
よ
う
に
付
け
足
し
た
こ
の

叙
述
も
︑
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒﹁
昔
の
小
泉
い
く
子
さ

ん
﹂
と
は
教
育
者
の
清
水
郁
子
（
一
八
九
二
︱
一
九
六
四
）
の
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
︿
私
﹀
が
対
立
し
た
先
の
現
地
の
夫
人
の
名
前
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

作
中
に
建
築
家
の
夫
人
で
あ
り
﹁
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
ゐ
た
﹂
と
明

記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
︿
私
﹀
が
示
す
﹁
東
洋
の
女
達
﹂
と
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は
︑
一
定
の
知
識
を
持
っ
た
女
た
ち
の
こ
と
だ
と
い
え
る
︒

　
一
方
︑
北
京
な
ど
に
い
る
他
の
日
本
女
性
に
つ
い
て
は
︑
作
中
に
下
記
の
よ

う
に
あ
る
︒﹁
云
は
れ
た
か
ら
慰
問
袋
を
送
り
︑
命
令
さ
れ
た
か
ら
国
防
婦
人

会
へ
這
入
る
で
は
す
べ
て
が
空
疎
﹂
な
ど
と
さ
れ
︑﹁
日
本
の
国
防
婦
人
会
の

婦
人
連
中
の
大
半
は
芸
者
達
だ
︹
略
︺
愛
国
の
前
に
は
職
業
に
差
別
は
な
い
が
﹂ 

と
﹁
差
別
﹂
さ
れ
る
﹁
職
業
﹂
の
女
性
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
女
性
た
ち
は
﹁
日

本
の
国
防
婦
人
会
の
婦
人
連
中
﹂
と
さ
れ
て
名
前
も
示
さ
れ
ず
︑﹁
義
理
で
会

費
を
払
﹂
う
な
ど
活
動
自
体
に
も
自
主
性
が
な
い
と
あ
る
︒︿
私
﹀
は
︑
軍
事

要
衝
で
あ
る
﹁
国
境
の
町
﹂
の
山
海
関
を
通
っ
て
北
京
へ
来
て
お
り
︑
だ
か
ら

こ
そ
国
防
婦
人
会
の
女
性
に
は
︑﹁
云
は
れ
た
か
ら
﹂﹁
命
令
さ
れ
た
か
ら
﹂
行

動
を
起
こ
す
の
で
は
な
く
︑
自
発
性
を
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
と
望
ん
で
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
ま
た
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
掲
載
か
ら
約
二
年
後
に
︑

神
近
市
子
（
一
八
八
八
︱
一
九
八
一
）
が
以
下
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
︑
国
防
婦
人
会
に
は
出
征
者
の
歓
送
等
に
対
す
る
自
発
的
な
行
動
が
望
ま

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
︒
国
防
婦
人
会
は
﹁
中
位
以
下

の
中
産
婦
人
達
の
間
で
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
時
誰
が
今
日
の
彼
女

達
の
潑
剌
と
し
た
活
動
を
予
期
し
た
も
の
が
あ
ら
う
︒﹂
と
神
近
は
言
及
し
て

お
り（

14
）

︑﹁
潑
剌
と
し
た
活
動
﹂
を
予
想
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の

た
め
︑
そ
も
そ
も
は
自
発
的
に
活
動
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
う
か
が
え
る
の
で

あ
る
︒

　
さ
ら
に
神
近
市
子
は
女
性
の
団
体
に
関
し
て
︑
国
防
婦
人
会
を
含
む
﹁
愛
国

0

0

団
体

0

0

の
動
き
に
較
べ
る
と
︑
知
識
婦
人
︑
知
名
婦
人
連
の
属
す
る
婦
人
団
体

0

0

0

0

の

活
動
は
︑
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
﹂（
傍
点
引
用
者
︑
以
下
同
じ
）
と
指
摘
し
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
女
性
は
愛
国
団
体
と
婦
人
団
体
の
二
つ
の
層
に
大
き
く
分
か

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
国
防
婦
人
会
の
姿
は
﹁
婦
人
大
衆

0

0

0

0

に
と
つ
て
一

つ
の
魅
力
で
あ
る
﹂
と
も
言
及
さ
れ
て
い
る（

15
）

︒
要
す
る
に
女
性
の
層
に
つ
い
て

い
う
な
ら
ば
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
に
お
い
て
も
︑
知
識
の
あ
る
﹁
東
洋
の
女
達
﹂

は
﹁
知
識
婦
人
﹂
と
同
等
の
存
在
と
思
わ
れ
る
一
方
で
︑
国
防
婦
人
会
の
婦
人

は
﹁
婦
人
大
衆
﹂
に
分
類
で
き
る
と
い
え
る
︒﹁
北
京
紀
行
﹂
に
は
︑
二
層
の

女
性
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
た
女
性
が
示
さ
れ
た
﹁
北
京
紀
行
﹂
の
文
脈
の
意
味
が
︑
の
ち
の
書

籍
収
録
・
再
録
時
に
お
け
る
時
勢
の
変
化
や
本
文
の
異
同
と
関
連
し
て
ど
う
変

化
し
た
の
か
を
考
え
︑
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
︑
本
論
で
は
最
終
的
に
戦
時

下
の
女
性
表
現
の
解
明
に
一
歩
近
づ
き
た
い
︒
そ
の
手
続
き
と
し
て
次
節
で
は
︑

﹁
北
京
紀
行
﹂
初
出
に
お
け
る
抗
日
の
影
響
な
ど
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

三
　﹁
北
京
紀
行
﹂
の
抗
日
、
当
時
の
女
性
解
放
思
想

　
ま
ず
は
少
し
目
を
転
じ
て
︑
一
九
三
七
年
一
月
の
﹁
北
京
紀
行
﹂
掲
載
号
の

誌
面
と
版
元
の
改
造
社
を
確
認
し
た
い
︒﹁
北
京
紀
行
﹂
掲
載
号
に
は
改
造
社

の
山
本
実
彦
（
一
八
八
五
︱
一
九
五
二
）
も
執
筆
者
と
し
て
加
わ
り
︑
大
西
齋
︑

山
上
正
義
︑
波
多
野
乾
一
︑
山
川
均
と
と
も
に
西
安
事
件
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
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考
を
発
表
し
て
い
る
︒
山
本
実
彦
は
﹁
蔣
介
石
と
張
学
良
﹂
と
題
し
︑
蔣
介
石

を
監
禁
し
て
抗
日
を
要
求
し
た
張
学
良
側
を
﹁
あ
ん
な
残
虐
な
行
為
を
す
る
野

蛮
人
﹂
と
非
難
し
て
い
る
︒
西
安
事
件
が
三
六
年
一
二
月
一
二
日
に
起
き
た
こ

と
を
勘
案
す
る
と
︑
い
か
に
素
早
く
﹃
改
造
﹄
で
テ
ー
マ
が
組
ま
れ
た
の
か
が

わ
か
り
︑
山
本
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
が
︑
次
に
掲
示
す
る
よ
う
に
改

造
社
は
中
国
と
関
係
が
あ
っ
た
︒

　
秦
剛
に
よ
る
と
︑﹁
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
の
総
合
誌
の
中
︑﹃
改
造
﹄
が
中

国
関
連
の
言
論
・
言
説
を
最
も
多
く
掲
載
し
た
メ
デ
ィ
ア
﹂
で
あ
っ
た（

16
）

︒
ま
た

秦
は
上
海
に
つ
い
て
だ
が
︑﹁
改
造
社
が
企
画
し
た
中
国
関
連
の
文
化
活
動
の

主
な
成
果
﹂
の
﹁
ひ
と
つ
は
編
集
者
や
作
家
の
上
海
派
遣
に
よ
る
意
図
的
な
上

海
言
説
の
生
産
﹂
で
あ
っ
た
と
言
及
し
︑
さ
ら
に
﹃
改
造
﹄
が
﹁
一
九
三
六
年

六
月
号
以
降
に
「
中
国
傑
作
小
説
」
の
欄
を
設
け
﹂
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し

て
い
る（

17
）

︒
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
る
と
改
造
社
は
北
京
と
も
結
び
つ
き
が
あ
っ

た
と
察
せ
ら
れ
る
が
︑
鄒
双
双
と
筆
者
と
の
共
同
調
査
に
よ
っ
て
得
た
資
料

﹁
北
平
之
秋
﹂（﹃
實
報
半
月
刊
﹄
一
九
三
六
年
第
二
卷
第
一
期
）
か
ら
︑
林
芙
美

子
が
改
造
社
に
依
頼
さ
れ
て
北
京
を
描
く
た
め
に
︑
北
京
に
訪
問
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た（

18
）

︒
要
す
る
に
︑
改
造
社
が
中
国
と
結
び
つ
い
た
一
連
の

動
き
の
中
に
︑
林
芙
美
子
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
な
お
か
つ
そ

れ
は
︑
後
掲
の
望
月
百
合
子
（
一
九
〇
〇
︱
二
〇
〇
一
）
が
い
う
﹁
学
生
の
大

動
揺（

19
）

﹂
が
あ
っ
た
流
れ
の
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒﹁
北
京
紀
行
﹂
は
こ
の
よ

う
な
背
景
が
あ
っ
て
描
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
﹁
北
京
紀
行
﹂
の
本
文
に
戻
る
が
︑
本
作
の
約
三
割
は
軍
事
要
衝
の

山
海
関
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
費
や
さ
れ
て
い
る
︒︿
私
﹀
が
北
京
を
訪
問
す

る
前
に
三
日
ほ
ど
過
ご
す
山
海
関
で
の
こ
と
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒︿
私
﹀

は
朝
鮮
人
の
案
内
人
を
頼
み
万
里
の
長
城
を
見
に
行
く
も
︑
築
城
に
か
か
わ
っ

た
工
夫
の
﹁
お
化
け
の
出
て
来
さ
う
な
風
が
吹
き
つ
け
て
来
る
﹂
と
思
う
︒
そ

し
て
︑
海
辺
か
ら
見
え
る
長
城
を
﹁
全
く
一
朝
の
夢
に
し
か
す
ぎ
な
い
﹂
と
認

識
す
る
と
同
時
に
︑﹁
現
実
の
眼
の
前
に
見
る
こ
の
九
十
九
里
の
砂
浜
の
や
う

な
遠
い
汀
に
は
︑
行
儀
よ
く
︑
黒
い
木
札
が
立
つ
て
ゐ
て
︹
略
︺
を
か
し
﹂
い

と
疑
義
を
呈
す
る
︒
木
札
に
は
︑
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
︑
ド
イ
ツ
︑
ア
メ
リ

カ
な
ど
の
領
分
が
刻
ま
れ
て
お
り
︑︿
私
﹀
は
﹁
ア
メ
リ
カ
や
英
国
の
砂
浜
に

寝
転
ん
で
︑
や
る
か
た
も
な
い
気
持
ち
﹂
に
な
る
︒
そ
の
後
﹁
丁
度
︑
私
が
浜

辺
に
ゐ
た
時
︑
ア
メ
リ
カ
の
水
兵
達
が
ロ
バ
を
仕
立
て
ゝ
︹
略
︺
行
つ
て
ゐ
た
︒

列
の
後
か
ら
ビ
ー
ル
を
冷
や
し
た
水
樽
を
︑
天
秤
棒
で
荷
な
つ
た
数
人
の
人
夫

達
が
︹
略
︺
歩
い
て
行
つ
て
ゐ
る
の
を
見
﹂
た
と
示
さ
れ
︑
ア
メ
リ
カ
兵
と
人

夫
の
格
差
も
叙
述
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
も
前
節
で
言
及
し
た
よ
う
に
︑
史
跡
（
長

城
）
に
関
連
し
て
占
領
が
表
出
さ
れ
て
い
る
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
占
領
に
関
わ
る
他
国
の
描
写
と
は
裏
腹
に
︑

︿
私
﹀
の
案
内
人
で
あ
る
朝
鮮
人
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
や
日
本
の
木
札
の
有

無
︑
野
道
で
時
々
見
か
け
た
と
い
う
﹁
日
本
の
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
﹂
に
つ
い
て
の

説
明
や
周
辺
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に

反
し
て
北
京
に
お
い
て
は
︿
私
﹀
が
北
海
公
園
内
の
茶
店
で
休
ん
で
い
た
と
き
︑
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﹁
日
本
の
飛
行
機
﹂
が
現
地
の
学
生
の
様
子
と
と
も
に
以
下
の
と
お
り
提
示
さ

れ
て
い
る
︒

北
海
の
湖
上
を
眺
め
て
ゐ
る
と
︑
青
い
空
の
上
を
ぶ
ん
ぶ
ん
唸
つ
て
︑
日

本
の
飛
行
機
が
飛
ん
で
ゐ
た
︒
私
の
そ
ば
に
茶
を
飲
み
な
が
ら
︑
本
を
読

ん
で
ゐ
た
黒
眼
鏡
の
一
学
生
は
︑
暫
く
本
を
卓
上
に
置
い
て
︑
空
を
見
上

げ
て
ゐ
た
が
︑
軈
て
私
の
方
へ
向
い
て
︑
咽
喉
仏
の
見
え
る
や
う
な
大
き

な
あ
く
び

4

4

4

を
し
て
︑
ま
た
静
か
に
本
を
読
み
始
め
た
︒（
傍
点
マ
マ
）

　
こ
こ
で
は
﹁
日
本
の
飛
行
機
が
飛
ん
で
﹂
い
る
空
の
下
で
︑
男
子
学
生
が

﹁
大
き
な
あ
く
び
﹂
を
し
な
が
ら
﹁
静
か
に
本
を
読
﹂
め
る
と
い
う
状
況
が
示

さ
れ
て
お
り
︑
要
す
る
に
日
本
軍
に
よ
っ
て
治
安
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
提

示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
橋
川
時
雄
に
よ
れ
ば
︑
か
つ
て
北
京
の
大
学
は

﹁
一
万
五
千
の
学
徒
と
数
百
の
教
授
を
擁
し
て
﹂
お
り
﹁
北
京
文
化
の
要
素
で

も
あ
つ
た
﹂
と
い
う
か
ら（

20
）

︑﹁
北
京
紀
行
﹂
に
出
て
く
る
﹁
一
学
生
﹂
も
北
京

の
学
生
の
こ
と
だ
ろ
う
︒
学
生
に
つ
い
て
︑
林
芙
美
子
よ
り
少
し
前
に
北
京
へ

行
っ
た
望
月
百
合
子
が
﹁
い
ま
北
平
で
は
学
生
が
大
動
揺
を
し
て
ゐ
ま
す
﹂
と

言
及
し
て
い
る
が（

21
）

︑
望
月
百
合
子
の
い
う
大
動
揺
は
︑
時
期
か
ら
す
る
と
︑
北

京
の
学
生
が
一
九
三
五
年
一
二
月
九
日
に
天
安
門
広
場
で
抗
日
救
国
運
動
を
起

こ
し
た
こ
と
に
関
連
す
る
と
推
測
で
き
る
︒

　
ゆ
え
に
︑
西
安
事
件
を
非
難
す
る
﹃
改
造
﹄
に
お
け
る
先
の
特
集
や
︑
秦
剛

が
指
摘
す
る
改
造
社
と
中
国
と
の
関
係
︑
男
子
学
生
の
﹁
あ
く
び
﹂
を
ふ
ま
え

る
な
ら
ば
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
に
お
い
て
山
海
関
で
日
本
の
占
領
に
つ
い
て
の
記

述
が
不
明
確
で
あ
っ
た
の
は
︑
一
連
の
抗
日
運
動
の
影
響
と
断
定
を
避
け
る
た

め
だ
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
い
え
る
︒﹁
北
京
紀
行
﹂
に
﹁
私
は
︑
政
治
的

な
こ
と
は
何
も
知
ら
な
い
︒︹
略
︺
一
旅
行
者
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
記
さ
れ
て
も

い
る
が
︑
本
作
で
は
抗
日
運
動
に
関
す
る
描
写
を
避
け
︑
日
本
軍
に
よ
っ
て
治

安
が
安
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
が
発
表
さ
れ
た
頃
の
出
版
物
全
般
の
状
況
は
︑

﹁
昭
和
十
二
︹
一
九
三
七
︺
年
の
前
半
で
は
月
平
均
一
六
五
冊
の
発
禁
で
あ
っ

た
も
の
が
︑
後
半
に
は
月
二
六
四
冊
に
増
加
し
︹
略
︺
さ
ら
に
翌
十
三
年
に
は

︹
略
︺
合
法
的
に
出
版
物
の
統
制
﹂
が
あ
り
︑﹁
こ
う
し
て
昭
和
十
二
年
か
ら

十
六
年
ま
で
の
五
年
間
に
約
一
万
冊
の
図
書
が
︑「
発
禁
」
処
分
を
受
け
﹂
た

状
況
に
あ
っ
た
と
い
う（

22
）

︒
本
稿
で
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
か
ら
﹁
中
国
之
旅
﹂
の
文

脈
の
意
味
を
辿
る
時
期
は
︑
ま
さ
に
こ
の
期
間
と
重
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
女

性
の
生
活
に
お
い
て
も
た
と
え
ば
﹁
昭
和
十
年
︑
国
産
の
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
機
が

作
ら
れ
急
速
に
普
及
し
始
め
﹂
た
が
﹁
早
く
も
二
年
後
の
十
二
年
に
は
「
パ
ー

マ
ネ
ン
ト
は
や
め
ま
し
ょ
う
」
の
か
け
声
が
始
ま
り
︑
十
四
年
に
は
追
放
さ
れ

る
﹂
と
い
っ
た
変
化
が
あ
っ
た（

23
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
女
性
の
生
活
が
規
制
さ
れ
て
い
く
な
か
に
も
あ
っ
て
︑
女
性
た

ち
は
︑
女
性
解
放
思
想
に
繫
が
っ
た
国
民
精
神
総
動
員
運
動
（
一
九
三
七
年
）

と
国
家
総
動
員
法
（
一
九
三
八
年
）
に
関
心
を
寄
せ
︑
影
響
を
受
け
た
の
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
︒
戦
時
下
の
女
性
解
放
思
想
に
つ
い
て
林
芙
美
子
を
軸
に
し
た

先
行
論
は
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
が
︑
長
谷
川
啓
は
︑
田
村
俊
子
（
一
八
八
四

︱
一
九
四
五
）
が
林
芙
美
子
の
こ
と
に
言
及
し
た
﹁
婦
人
の
能
力（

24
）

﹂
を
用
い
て

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒﹁︹
田
村
俊
子
は
︺
林
芙
美
子
と
吉
屋
信
子
が
婦
人
作

家
の
代
表
と
し
て
従
軍
作
家
に
参
加
す
る
こ
と
の
意
義
を
説
き
︑
政
府
の
要
望

に
し
た
が
っ
て
国
民
精
神
総
動
員
下
に
お
け
る
女
性
の
能
力
の
発
揮
を
促
し
﹂

た
と
い
う
︒
そ
し
て
長
谷
川
に
よ
る
と
︑﹁
国
家
総
動
員
法
が
こ
の
年
の
四
月

一
日
に
公
布
さ
れ
︑
女
性
の
能
力
活
用
政
策
が
始
ま
っ
て
も
い
た
︒
俊
子
の
生

涯
に
わ
た
る
女
性
解
放
思
想
は
大
陸
に
渡
っ
た
後
も
変
わ
ら
ず
︑
日
本
帝
国
主

義
国
家
の
女
性
活
用
の
意
向
に
重
な
り
︑
促
進
し
て
い
く
︒
戦
争
と
女
性
解
放

は
あ
る
意
味
で
矛
盾
し
な
い
︒
女
性
の
能
力
を
発
揮
す
る
場
で
も
あ
っ
た
﹂
と

い
う
の
だ（

25
）

︒
さ
ら
に
長
谷
川
は
︑﹁
婦
人
運
動
が
掲
げ
た
「
女
の
社
会
進
出
」

と
い
う
要
求
さ
え
体
制
の
強
化
に
繫
が
り
︑
田
村
俊
子
で
追
跡
し
て
き
た
よ
う

な
事
態
と
な
る
﹂
と
も
指
摘
し
て
い
る（

26
）

︒

　
こ
こ
で
︑
林
芙
美
子
が
北
京
に
赴
い
た
一
九
三
六
年
時
を
い
っ
た
ん
確
認
す

る
が
︑
矢
澤
美
佐
紀
に
よ
る
と
︑
同
年
に
連
載
さ
れ
た
佐
多
稲
子
（
一
九
〇
四

︱
一
九
九
八
）
の
﹁
く
れ
な
ゐ
﹂
は
︑﹁
家
庭
と
仕
事
の
間
で
苦
悩
す
る
女
の

姿
を
赤
裸
々
に
書
く
こ
と
で
︹
略
︺
女
性
解
放
へ
の
強
い
決
意
が
込
め
ら
れ
て

も
い
た
﹂
と
い
う（

27
）

︒

　
つ
ま
り
﹁
北
京
紀
行
﹂
が
発
表
さ
れ
た
三
七
年
一
月
に
は
女
性
解
放
思
想
が

背
景
に
あ
る
作
品
が
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
北
京
紀
行
﹂
が
書
籍
に
収
録
・
再
録
さ

れ
て
い
く
時
期
は
先
に
見
た
と
お
り
出
版
統
制
が
あ
る
一
方
で
︑
国
策
と
女
性

解
放
思
想
が
結
び
つ
い
て
い
く
時
期
に
重
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は

女
性
解
放
思
想
の
観
点
か
ら
最
終
的
に
考
え
た
い
の
だ
が
︑
次
節
で
は
﹁
北
京

紀
行
﹂
を
書
籍
に
収
録
す
る
際
に
生
じ
た
顕
著
な
異
同
等
を
見
て
い
き
た
い
︒

四
　﹁
北
京
紀
行
﹂
の
異
同
、﹁
知
識
婦
人
﹂﹁
婦
人
大
衆
﹂

　
考
察
に
入
る
前
に
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
の
収
録
・
再
録
事
情
を
整
理
す
る
と
︑

次
の
①
か
ら
④
の
と
お
り
と
な
る
︒

　
①
一
九
三
七
年
一
月
︑﹃
改
造
﹄
一
九
巻
一
号
に
発
表

　
②
一
九
三
七
年
四
月
︑﹃
田
舎
が
へ
り
﹄（
改
造
社
）
に
収
録

　
③
一
九
三
七
年
七
月
︑﹃
私
の
旅
行
﹄（
改
造
社
）
に
再
録

　
④
一
九
三
九
年
七
月
︑﹃
私
の
紀
行
﹄（
新
潮
社
）
に
再
録

　
以
下
︑
本
稿
に
お
い
て
﹁
①
﹂
と
表
示
す
る
場
合
は
︑
①
の
﹁
北
京
紀
行
﹂

つ
ま
り
初
出
を
意
味
し
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
順
に
異
同
を
見
て
い
き
た
い
︒
①

か
ら
②
へ
は
目
立
っ
た
異
同
は
な
い
が
︑
③
で
は
文
末
等
に
異
同
が
確
認
で
き
︑

④
に
至
っ
て
は
伏
せ
字
も
施
さ
れ
て
い
る
︒
は
じ
め
に
一
九
三
七
年
の
①
か
ら

③
の
文
末
の
異
同
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒

　
①
②
の
末
尾
は
﹁
私
は
長
い
白
河
を
汽
船
で
帰
（
へ

（
28
）

）
つ
て
来
た
︒﹂
と
締
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め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
③
で
は
﹁
私
は
長
い
白
河
を
汽
船
で
ゆ
る

0

0

〳
〵

0

0

帰
つ
て
来
た
︒﹂
と
変
化
し
て
い
る
︒
そ
し
て
①
と
②
の
文
末
に
は
明
記

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
年
月
が
︑
③
に
至
っ
て
は
﹁（
昭
和
十
一
年
十
月
）﹂
と
付

け
足
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
③
の
﹁
ゆ
る
〳
〵
﹂
と
い
う
点
に
留
意
す
る
な
ら

ば
︑
時
間
の
進
行
は
﹁
ゆ
る
〳
〵
﹂
と
速
度
を
落
と
し
︑
文
末
に
記
さ
れ
た

﹁（
昭
和
十
一
年
十
月
）﹂
と
と
も
に
︑
日
中
全
面
戦
争
前
で
止
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
読
む
者
に
認
識
さ
せ
る
︒
要
す
る
に
︑
同
じ
一
九
三
七
年
時
の
収
録
で

あ
っ
て
も
︑
時
間
表
示
の
強
度
は
③
で
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
③
の
発
行
年
月
で
も
あ
る
三
七
年
七
月
は
︑
開
戦
に
く
わ
え
雑
誌
が
対
象
で

は
あ
る
が
事
前
検
閲
が
開
始
さ
れ
て
お
り
︑
二
か
月
後
の
九
月
に
は
︑
内
閣
情

報
委
員
会
が
内
閣
情
報
部
に
改
変
さ
れ
て
情
報
官
を
設
置
し
︑
言
論
と
出
版
統

制
の
強
化
が
図
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
③
の
時
間
の
強
調
は
︑
三

節
で
見
た
﹁
あ
く
び
﹂
表
現
と
と
も
に
︑
日
本
軍
に
よ
っ
て
治
安
が
安
定
し
て

い
た
と
い
う
錯
覚
を
読
者
に
印
象
づ
け
た
と
い
え
る
が
︑
同
時
に
こ
れ
は
侵
略

戦
争
の
肯
定
に
繫
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
い
う
の
も
︑

③
で
読
者
は
当
地
の
治
安
は
日
本
軍
に
よ
っ
て
安
定
し
て
い
た
と
解
す
る
の

だ
か
ら
︑
北
京
に
入
城
す
る
な
ど
し
て
全
面
的
な
侵
略
に
乗
り
出
し
た
日
本

軍
を
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
︒
さ
ら
に
佐
藤
卓
己
に
よ
る
と
︑

約
一
年
後
の
三
八
年
九
月
か
ら
ペ
ン
部
隊
と
し
て
吉
屋
信
子
（
一
八
九
六
︱

一
九
七
三
）
と
繰
り
広
げ
た
林
芙
美
子
の
従
軍
報
告
は
︑﹁
漢
口
に
「
一
番
乗

り
」
し
た
林
報
告
の
方
が
強
度
と
精
度
に
お
い
て
圧
倒
し
て
﹂
い
た
と
い
う
か

ら（
29
）

︑
林
芙
美
子
の
影
響
力
も
読
者
に
関
係
し
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
こ
の
③
か
ら
④
へ
の
移
行
期
で
あ
る
三
八
年
五
月
の
﹃
婦
人
之
友
﹄
に
は
︑

阪
谷
希
一
ほ
か
﹁
北
支
を
如
何
に
住
み
よ
い
と
こ
ろ
と
す
べ
き
か
（
北
京
座
談

会
　
三
月
三
十
日
夜
北
京
ホ
テ
ル
に
於
て
　
北
支
を
住
み
よ
い
天
地
と
す
る
た

め
に
）﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（

30
）

︒
座
談
会
で
は
﹁
北
支
移
住
︑
大
陸
経
営
も
︑

す
で
に
呼
声
や
空
想
の
時
間
を
過
ぎ
て
︑
厳
し
き
段
階
に
入
つ
た
︒
さ
う
し
て

国
民
が
そ
の
生
活
を
も
つ
て
進
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
が
﹂
や
っ
て
き
た

と
あ
り（

31
）

︑
次
い
で
﹁
北
京
は
最
近
二
三
个
月
の
間
に
一
千
八
百
だ
つ
た
日
本
人

が
遂
に
一
万
を
突
破
﹂
と
示
さ
れ（

32
）

︑﹁
事
変
後
︑︹
略
︺
日
本
人
が
毎
日
潮
の
や

う
に
北
京
に
入
つ
て
行
く
﹂
と
指
摘
さ
れ
た
り
し
て
い
る（

33
）

︒
①
が
発
表
さ
れ
た

頃
︑
北
京
の
日
本
人
の
人
口
は
男
性
が
一
〇
七
八
人
で
女
性
は
七
四
六
人
で

あ
っ
た
と
い
う
か
ら
移
住
の
増
加
が
う
か
が
え
る
が（

34
）

︑
座
談
会
で
﹁
日
本
人
が

北
支
に
深
く
根
を
下
す
た
め
に
﹂
必
要
な
条
件
を
問
わ
れ
た
出
席
者
の
阪
谷
希

一
は
﹁
女
の
人
同
士
が
互
ひ
に
よ
く
知
り
合
ふ
こ
と
こ
そ
︑
ほ
ん
た
う
の
意
味

で
理
解
し
合
ふ
一
番
よ
い
道
だ
﹂
と
答
え
て
い
る（

35
）

︒
ま
た
︑
前
掲
の
神
近
市
子

も
同
年
一
二
月
に
次
の
と
お
り
説
い
て
い
る
︒

大
陸
の
経
営
と
い
ふ
こ
と
に
は
大
陸
に
止
ま
る
国
人
だ
け
で
な
く
︑
我
々

を
敵
視
し
な
い
支
那
良
民
の
教
導
︑
教
育
︑
宣
撫
等
か
ら
実
際
生
活
の
レ

ベ
ル
を
上
げ
て
医
療
︑
衛
生
か
ら
︑
産
業
と
生
活
と
の
技
術
の
指
導
等
々

ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︹
略
︺
こ
れ
を
︹
略
︺
婦
人
の
協
力
な
し
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に
や
れ
る
だ
ら
う
か
︒︹
略
︺
特
に
宣
撫
教
導
等
の
こ
と
に
か
け
て
は
︑

あ
る
場
合
男
子
よ
り
も
婦
人
の
方
が
便
利
で
あ
り
効
果
的
で
あ
る（

36
）

　
座
談
会
と
神
近
市
子
の
言
説
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
︑﹁
女
の
人
同
士
が
互
ひ

に
よ
く
知
り
合
ふ
﹂
と
い
う
こ
と
以
外
に
︑
日
本
女
性
は
中
国
の
人
に
対
し
て

﹁
宣
撫
教
導
等
﹂
を
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
想
起
さ

れ
る
の
が
﹁
北
京
紀
行
﹂
の
﹁
東
洋
の
女
達
が
も
つ
と
手
を
握
り
あ
つ
て
も

い
ゝ
﹂
と
い
う
﹁
知
識
婦
人
﹂
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
︒﹁
知
識
婦
人
﹂
に

と
っ
て
は
﹁
宣
撫
教
導
等
﹂
を
す
る
こ
と
で
︑
社
会
進
出
と
な
り
女
性
解
放
思

想
に
繫
が
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
い
わ
ば
﹁
国
民
が
そ
の
生
活
を
も
つ

て
進
出
﹂（
座
談
会
）
す
る
に
あ
た
り
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
は
日
中
間
の
生
活
の
共

同
化
を
促
す
方
向
性
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
は
こ
の
頃
の
日
本
国
内

と
︑
も
う
一
方
の
層
の
﹁
婦
人
大
衆
﹂
の
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

高
良
富
子
（
一
八
九
六
︱
一
九
九
三
）
は
︑
神
近
と
同
じ
く
三
八
年
一
二
月
発

行
の
同
誌
で
︑
以
下
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
︒

　
高
良
富
子
に
よ
る
と
︑﹁
統
制
国
に
於
け
る
婦
人
や
家
庭
の
活
動
が
報
ぜ
ら

れ
て
︑
此
の
處
日
本
の
婦
人
も
「
家
庭
に
帰
れ
」「
御
母
様
家
に
帰
つ
て
下
さ

い
」
等
と
︹
略
︺
聞
か
れ
て
居
る
︒
け
れ
ど
も
現
実
は
︑
益
々
婦
人
大
衆

0

0

0

0

を
︑

︹
略
︺
軍
事
奉
仕
に
︑
家
庭
防
火
群
に
︑
講
演
会
︑
講
習
会
に
と
︑
家
庭
か
ら

外
に
誘
ひ
出
し
つ
ゝ
﹂
あ
る
と
い
う（

37
）

︒
ま
た
高
良
富
子
は
﹁
婦
人
の
地
位
向
上

運
動
も
︑
時
局
に
便
乗
的
に
解
決
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
︑
予
感
と
云
ふ
か
︑

云
は
ず
語
り
の
期
待
が
︑
婦
人
の
心
を
風
靡
し
た
や
う
な
証
左
が
︑
吉
岡
︑
山

田
女
史
ら
の
就
任
祝
賀
会
に
は
︑
明
か
に
見
ら
れ
た
︒﹂
と
し
︑﹁
目
覚
め
た
指

導
婦
人
は
︑
読
書
や
博
識
か
ら
来
る
理
想
と
︑
高
い
望
み
と
は
持
つ
て
居
り
乍

ら
︑
な
ほ
大
衆
婦
人

0

0

0

0

は
︑
呼
べ
ど
も
答
へ
ず
﹂
と
い
う
状
態
が
長
く
続
い
て
来

た
と
も
し
て
︑﹁
国
策
に
乗
つ
て
︑
政
府
の
役
人
達
も
︑
婦
人
指
導
者
に
訴
へ
︑

婦
人
達
も
︑
こ
の
際
の
御
奉
公
と
ば
か
り
︑
大
童
に
な
つ
て
働
い
て
居
る
﹂
と

述
べ
て
い
る（

38
）

︒
つ
ま
り
内
地
に
お
い
て
は
﹁
知
識
婦
人
﹂
が
︑﹁
益
々
婦
人
大

衆
を
︹
略
︺
家
庭
か
ら
外
に
誘
ひ
出
し
﹂
て
講
演
会
な
ど
で
指
導
し
て
い
た
状

況
が
あ
っ
た
︒

　
ま
た
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
で
示
さ
れ
た
国
防
婦
人
会
は
③
か
ら
④
の
こ
の
時
期

に
お
い
て
︑﹁
婦
人
大
衆
に
と
つ
て
一
つ
の
魅
力
﹂
と
も
な
っ
て
い
た（

39
）

︒
そ
の

た
め
③
か
ら
④
の
期
間
の
﹁
北
京
紀
行
﹂
は
︑
読
者
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
日
本

の
﹁
婦
人
大
衆
﹂
を
一
段
と
﹁
家
庭
か
ら
外
に
誘
ひ
出
し
﹂
た
と
も
い
え
る
︒

し
か
し
な
が
ら
先
に
提
示
し
た
よ
う
に
︑﹁
婦
人
大
衆
﹂
は
教
示
を
得
る
と

い
っ
た
受
け
身
の
立
場
で
あ
り
︑
そ
れ
と
同
時
に
︑﹁
家
庭
に
帰
れ
﹂
と
い
う

要
求
も
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
﹁
婦
人
大
衆
﹂
は
︑﹁
知
識
婦
人
﹂
と
違
っ
て
結

局
の
と
こ
ろ
︑
講
演
会
へ
の
出
席
な
ど
に
と
ど
ま
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら

れ
︑
女
性
の
能
力
活
用
政
策
を
社
会
進
出
の
面
か
ら
考
慮
す
る
と
矛
盾
を
孕
ん

で
い
た
と
い
え
る
︒
そ
う
す
る
と
③
か
ら
④
の
﹁
北
京
紀
行
﹂
は
﹁
婦
人
大

衆
﹂
に
︑
矛
盾
を
孕
む
女
性
解
放
思
想
を
抱
か
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　
④
へ
展
開
す
る
ま
で
に
こ
う
し
た
社
会
情
勢
が
あ
っ
た
が
︑
④
で
は
学
生
の
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﹁
あ
く
び
﹂
や
︑
日
本
へ
の
信
頼
を
喪
失
し
た
建
築
家
の
夫
人
の
直
言
﹁
い
ま

は
︑
何
も
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
︒﹂﹁
最
早
何
も
な
く
な
り
ま
し
た
よ
﹂
が
伏

せ
字
に
な
っ
て
い
る
︒
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒

　
④
と
同
じ
三
九
年
に
発
表
さ
れ
た
小
山
い
と
子
（
一
九
〇
一
︱
一
九
八
九
）

の
﹁
北
京
﹂
に
は
︑﹁︹
北
京
は
︺
日
本
の
国
の
威
信
が
厳
と
し
て
在
る
﹂
た
め

過
ご
し
て
い
て
も
﹁
少
し
も
不
安
が
﹂
な
い
な
ど
と
あ
り
︑
安
定
し
た
北
京
の

秩
序
が
示
さ
れ
て
い
る（

40
）

︒
だ
が
実
際
は
︑
開
戦
後
は
現
地
の
﹁
学
徒
の
大
半
は

四
散
し
︑
四
つ
の
国
立
大
学
は
閉
鎖
し
﹂
て（

41
）

︑
学
生
が
置
か
れ
た
状
況
は
散
々

で
抗
日
は
鎮
ま
る
ど
こ
ろ
か
激
化
し
て
い
た（

42
）

︒
ま
た
④
の
頃
は
北
京
へ
の
移
住

者
も
増
え
て
い
た
が
︑
小
山
い
と
子
は
﹁
支
那
の
女
は
男
よ
り
も
も
つ
と
働
き

ま
せ
ん
﹂
と
い
っ
た
こ
と
や
︑﹁
慾
を
い
へ
ば
円
満
と
か
和
気
と
い
ふ
も
の
に

乏
し
い
﹂
と
も
記
し
て
い
る（

43
）

︒
つ
ま
り
は
﹁
東
洋
の
女
達
が
も
つ
と
手
を
握

り
﹂
あ
っ
た
り
﹁
宣
撫
教
導
等
﹂
を
し
た
り
す
る
必
要
性
が
増
し
て
い
た
の
で

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
④
に
お
い
て
﹁
あ
く
び
﹂
等
が
伏
せ
字
と
な
っ
た
の
は
︑

抗
日
や
反
発
が
抑
圧
で
き
な
い
ほ
ど
激
し
さ
を
増
し
︑﹁
あ
く
び
﹂
等
の
文
脈

が
日
本
を
侮
蔑
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る
意
味
へ
と
変
化
し
て
い
た
か
ら
で

あ
っ
た
と
い
え
る
︒
し
か
も
④
に
は
︑
③
に
明
示
さ
れ
た
時
間
の
強
調
が
引
き

継
が
れ
て
い
る
た
め
︑
④
も
読
者
に
対
し
て
日
本
の
侵
略
を
正
当
化
す
る
も
の

と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
北
京
紀
行
﹂
に
日
本
軍
の
記
述
は
ほ
と

ん
ど
な
く
と
も
︑
本
作
は
﹁
知
識
婦
人
﹂
が
北
京
に
移
住
す
る
積
極
的
な
姿
勢

や
社
会
進
出
に
繫
が
り
︑
ま
た
﹁
婦
人
大
衆
﹂
に
お
い
て
は
︑
矛
盾
を
孕
ん
だ

女
性
解
放
思
想
に
繫
が
る
戦
時
体
制
へ
の
参
画
を
促
し
た
と
い
え
る
︒

　
他
方
︑
陸
軍
情
報
部
長
で
あ
っ
た
清
水
盛
明
（
一
八
九
六
︱
一
九
七
九
）
が

﹁
日
本
を
知
ら
ず
日
本
人
を
知
ら
な
い
︹
略
︺
外
国
人
大
衆
﹂
に
向
け
て
﹁
対

外
宣
伝
﹂
を
す
る
必
要
性
を
説
い
た
り
し
て
い
た
が（

44
）

︑
日
本
は
中
国
の
便
衣
隊

の
青
年
を
鎮
圧
す
る
も
結
果
と
し
て
治
安
の
悪
化
を
招
い
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑

ひ
と
つ
に
武
断
で
は
な
く
﹁
文
化
﹂
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
し
︑
次
に
見
る

﹁
中
国
之
旅
﹂
と
い
う
中
国
語
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
次
節
で
述
べ
る
書
誌
的
事
項
の
背
景
や
︑
二
作
の
題
材
が
似
通
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
中
国
之
旅
﹂
は
﹁
北
京
紀
行
﹂
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
考
え

ら
れ
︑
よ
り
国
策
的
な
方
向
性
が
見
受
け
ら
れ
る
︒

五
　﹁
中
国
之
旅
﹂
の
書
誌
的
事
項
と
誌
面
構
成

　
は
じ
め
に
﹁
北
京
紀
行
﹂
の
版
元
で
あ
る
改
造
社
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し

て
お
き
た
い
︒
改
造
社
は
中
国
と
繫
が
り
が
あ
っ
た
が
︑
既
述
の
と
お
り
﹁
北

京
紀
行
﹂
の
︿
私
﹀
は
﹁
大
毎
支
局
の
石
川
順
氏
﹂
つ
ま
り
北
平
天
津
支
局
長

の
石
川
順（

45
）

と
北
京
に
着
い
て
か
ら
会
っ
て
い
た
︒
林
芙
美
子
が
改
造
社
の
依
頼

に
よ
り
﹁
北
京
紀
行
﹂
を
発
表
し
た
こ
と
を
も
ふ
ま
え
る
と
︑
石
川
順
の
存
在

は
﹁
北
京
紀
行
﹂
発
表
時
に
お
け
る
改
造
社
と
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
関
係
を
も

示
唆
さ
せ
る（

46
）

︒
ま
た
谷
口
絹
枝
に
よ
る
と
︑
画
家
の
長
谷
川
春
子
（
一
八
九
五

︱
一
九
六
七
）
も
一
九
三
七
年
一
〇
月
下
旬
か
ら
三
八
年
正
月
ま
で
﹁
大
阪
毎
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日
新
聞
と
雑
誌
改
造
の
特
別
通
信
員
と
し
て（

47
）

﹂
北
支
戦
線
な
ど
を
巡
っ
て
い
た

と
い
う
︒

　
こ
う
し
た
流
れ
の
あ
る
中
︑
四
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
﹁
中
国
之
旅
﹂（﹃
華
文

大
阪
毎
日
﹄
二
九
巻
︑
一
九
四
〇
年
一
月
）
の
版
元
も
大
阪
毎
日
新
聞
社
で
あ
っ

た
︒
羽
田
朝
子
に
よ
る
と
︑﹁
中
国
之
旅
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
﹃
華
文
大
阪
毎

日
﹄
は
︑
一
九
三
八
年
一
一
月
一
日
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
と
東
京
日
日
新
聞
社

に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
︑
四
五
年
五
月
ま
で
日
本
支
配
下
に
あ
る
満
州
や
華
北
地

方
で
発
売
さ
れ
た
︑
影
響
力
が
最
も
大
き
な
中
国
語
定
期
刊
行
物
だ
っ
た
と
い

う（
48
）

︒
つ
ま
り
改
造
社
の
嘱
託
に
よ
る
林
芙
美
子
の
北
京
訪
問
と
石
川
順
︑
そ
し

て
長
谷
川
春
子
の
状
況
を
も
ふ
ま
え
る
と
︑
改
造
社
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
や

﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄
と
何
ら
か
の
か
た
ち
で
繫
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
羽
田
は
﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄
に
つ
い
て
︑
日
本
の
国
策
を
中
国
語
で
宣
伝
し

た
が
文
芸
欄
に
限
っ
て
は
一
定
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
分
析
し
て
い
る
︒

だ
が
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
︒﹁
中
国
之
旅
﹂
は
﹁
随
感
﹂
欄
に
掲
載
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
︑﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄
は
林
芙
美
子
を
南
京
陥
落
時
に
特
派

員
と
し
た
新
聞
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
し
︑
三
八
年
に
林
芙
美
子
が
漢
口
で

一
番
乗
り
を
果
た
し
て
朝
日
新
聞
社
系
で
人
目
を
引
く
言
動
を
取
っ
て
い
た
頃

か
ら
も
さ
ほ
ど
時
間
は
経
っ
て
い
な
い
︒
ま
た
長
谷
川
春
子
の
北
支
戦
線
訪
問

に
関
係
し
た
社
で
も
あ
る
︒
そ
の
た
め
国
家
体
制
と
距
離
を
置
か
な
か
っ
た
林

芙
美
子
は
︑
国
策
Ｐ
Ｒ
の
担
い
手
と
し
て
掲
載
誌
に
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
以
下
に
示
す
軍
報
道
部
と
出
版
社
と
の
か
か
わ
り
か
ら
も
︑﹁
中

国
之
旅
﹂
が
国
策
に
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒﹃
改
造
﹄

の
編
集
者
で
あ
っ
た
水
島
治
男
（
一
九
〇
四
︱
一
九
七
七
）
は
次
の
と
お
り
回

想
し
て
い
る
︒

昭
和
十
二
︹
一
九
三
七
︺
年
十
一
月
︹
略
︺
以
来
︑
硬
派
︑
総
合
雑
誌
の

四
社
（
中
公
︑
改
造
︑
文
春
︑
日
評
）
と
軍
報
道
部
と
の
関
係
は
︑
毎
月

定
例
会
議
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
き
た
︒︹
略
︺
飼
い
な
ら
さ
れ
て
行
く

こ
と
に
な
る
︒︹
略
︺
今
に
し
て
思
え
ば
編
集
の
自
主
独
立
権
を
徐
々
に

侵
蝕
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒

（
49
）

　
さ
ら
に
水
島
治
男
は
﹁
中
国
之
旅
﹂
掲
載
年
に
あ
た
る
﹁
昭
和
十
五
年
か
ら
︑

十
六
年
に
か
け
て
﹂
は
︑﹁
私
が
上
海
・
北
京
に
い
た
期
間
︹
略
︺
太
平
洋
戦
争
︑

第
二
次
世
界
大
戦
を
決
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
へ
の
体
制
づ
く

り
の
完
成
の
時
期
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
軍
報
道
部
と
出
版
社
と
の
密
接
し
た

関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る（

50
）

︒
ま
た
︑﹁
中
国
之
旅
﹂
が
発
表
さ
れ
た
年
の

﹁
昭
和
十
五
年
五
月
七
日
︑
内
閣
情
報
部
の
中
に
新
聞
雑
誌
委
員
会
を
設
置
し
︑

軍
国
主
義
的
な
国
策
の
P
R
を
し
な
い
雑
誌
社
に
は
紙
を
回
さ
な
い
﹂
仕
組
み

も
で
き
る
状
況
下
に
あ
っ
た（

51
）

︒
そ
の
た
め
同
作
も
︑
国
策
と
無
関
係
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
︒

　﹁
中
国
之
旅
﹂
に
は
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
の
︿
私
﹀
が
日
本
の
介
入
の
必
要
性
を

錯
覚
し
た
要
素
で
あ
る
︑
権
力
の
象
徴
と
し
て
の
故
宮
と
築
城
に
関
わ
っ
た
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人
々
の
悲
劇
︑
そ
し
て
訪
問
時
の
庶
民
の
生
活
音
が
引
き
続
き
示
さ
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
視
角
か
ら
﹁
中
国
之
旅
﹂
と
﹁
北
京
紀
行
﹂
に
接
点
が
あ
る
こ
と
か

ら
も
︑
日
本
の
侵
略
を
正
当
化
す
る
要
素
を
見
出
せ
る
︒﹁
中
国
之
旅
﹂
は
発

表
か
ら
一
年
後
︑
発
行
地
が
東
京
の
グ
ラ
フ
誌
﹃
世
界
画
報
﹄（
一
七
巻
一
号
︑

一
九
四
一
年
一
月
）
に
再
掲
さ
れ
た
が
︑﹃
世
界
画
報
﹄
の
掲
載
頁
に
は
︑
国
策

に
か
な
う
誌
面
の
組
み
方
が
以
下
の
と
お
り
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
グ
ラ
フ
誌
に
は
日
本
語
と
中
国
語
が
全
体
的
に
併
記
さ
れ
て
い
る
が
︑

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
﹁
中
国
之
旅
﹂
は
中
国
語
の
み
で
再
掲
さ
れ
て
い
る
︒
本

文
掲
載
頁
に
お
い
て
も
タ
イ
ト
ル
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
名
前
に
つ
い
て
は
︑

本
文
の
直
前
に
付
け
足
さ
れ
た
紹
介
文
の
中
に
﹁
林
芙
美
子
さ
ん
﹂
と
二
回
示

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
本
文
掲
載
頁
に
は
後
述
す
る
惹
句
三
本
と
風
景
写
真
二
点

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
紹
介
文
中
に
﹁
林
芙
美
子
さ
ん
﹂
を
二

度
繰
り
返
し
て
出
し
︑
惹
句
﹁
一
人
の
日
本
人
女
性
作
家
の
中
国
に
対
す
る
印

象
﹂
を
真
正
面
に
配
置
し
た
り
し
て
︑
影
響
力
の
あ
る
﹁
女
性
作
家
﹂
を
押
し

出
す
誌
面
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄
の

誌
面
に
見
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
の
①
か
ら
④
に
も
見
受
け
ら

れ
な
か
っ
た
現
象
で
あ
る
︒

　
し
か
し
﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄
と
﹃
世
界
画
報
﹄
掲
載
の
本
文
自
体
に
大
き
な

異
同
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
誌
面
構
成
の
変
更
が
な
さ
れ
た
﹃
世
界
画

報
﹄
掲
載
分
を
見
て
い
き
た
い
︒

　﹃
世
界
画
報
﹄
の
表
紙
に
は
﹁
新
東
亜
建
設
之
春
﹂
と
打
ち
出
さ
れ
︑
表
紙

の
裏
に
は
﹁
西
に
は
独
逸
の
盟
邦
あ
り
︑
東
に
は
満
州
帝
国
︑
新
支
那
国
民
政

府
あ
り
︑
明
け
ゆ
く
新
春
と
共
に
日
本
帝
国
の
前
途
は
洋
洋
︑
世
界
新
秩
序
を

目
指
し
て
︑
国
民
よ
︑
祝
で
た
き
限
り
で
は
な
い
か
！
﹂
と
二
か
国
語
で
示
さ

れ
て
お
り
︑
日
本
を
中
心
と
し
た
﹁
新
秩
序
﹂
構
築
の
た
め
の
カ
ラ
ー
が
強
い

誌
面
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
中
国
之
旅
﹂
が
発
表
・
転
載
さ
れ
た
一
九
四
〇
︑ 

四
一
年
は
︑﹁
東
亜
新
秩
序
﹂（
一
九
三
八
年
）
か
ら
﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
の
理

念
が
唱
え
ら
れ
た
頃
で
あ
り
︑
日
中
戦
争
が
膠
着
状
態
に
な
っ
て
い
た
︒
本
文

掲
載
頁
に
示
さ
れ
た
惹
句
三
本
は
文
字
の
ポ
イ
ン
ト
が
大
き
く
︑
先
の
﹁
一
人

の
日
本
人
女
性
作
家
の
中
国
に
対
す
る
印
象
﹂
以
外
に
は
︑﹁
知
識
青
年
の
大

半
が
欧
米
化
﹂
と
﹁
雄
大
な
山
河
が
永
遠
に
記
憶
に
残
る
﹂
が
向
か
っ
て
右
側

に
配
置
さ
れ
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
紹
介
文
は
次
の

と
お
り
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

各
国
に
は
長
所
や
短
所
が
あ
り
ま
す
︒
各
民
族
に
は
賞
賛
す
べ
き
点
も
あ

れ
ば
︑
悪
い
点
も
あ
り
ま
す
︒︹
略
︺
他
国
と
接
触
す
れ
ば
︑
長
所
短
所

が
簡
単
に
分
か
り
︑
国
や
民
族
の
素
質
向
上
に
大
い
に
役
立
ち
ま
す
︒
日

本
の
著
名
な
女
性
作
家
林
芙
美
子
さ
ん
は
︑
最
近
自
分
の
目
で
見
た
中
国

を
次
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
︒︹
略
︺
ど
こ
が
我
々
は
見
え
て
お
ら
ず
︑

す
ぐ
に
改
善
し
な
い
と
い
け
な
い
の
か
︒
以
下
は
林
芙
美
子
さ
ん
の
随
筆

で
す
︒
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冒
頭
で
﹁
各
国
に
は
長
所
や
短
所
が
あ
り
ま
す
﹂
と
﹁
各
国
﹂
と
示
し
な
が

ら
︑
末
尾
で
は
﹁
ど
こ
が
我
々
は
見
え
て
お
ら
ず
︑
す
ぐ
に
改
善
し
な
い
と
い

け
な
い
の
か
﹂
と
﹁
我
々
﹂
の
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
︒
教
示
的
な
紹

介
文
に
な
っ
て
お
り
︑
日
本
が
指
導
的
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
印
象
づ
け

ら
れ
て
い
る
︒

　
以
上
の
誌
面
構
成
を
ふ
ま
え
て
︑
次
節
で
は
﹁
北
京
紀
行
﹂
の
本
文
と
も
比

較
し
な
が
ら
︑﹃
世
界
画
報
﹄
掲
載
分
の
女
性
表
現
を
中
心
に
考
察
し
た
い
︒

な
お
︑
前
記
し
た
と
お
り
﹃
世
界
画
報
﹄
に
は
本
文
の
タ
イ
ト
ル
が
示
さ
れ
て

い
な
い
が
︑﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄
掲
載
本
文
と
大
き
な
異
同
が
認
め
ら
れ
な
い

た
め
︑
以
下
﹃
世
界
画
報
﹄
に
掲
載
の
本
文
も
﹁
中
国
之
旅
﹂
と
記
す
こ
と
に

す
る
︒六

　﹃
世
界
画
報
﹄
掲
載
分
の
女
性
表
現
と
﹁
林
芙
美
子
さ
ん
﹂

　
ま
ず
男
性
に
関
す
る
表
現
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
北
京
に
つ
い
て
叙
述
さ

れ
て
い
る
場
面
に
﹁
若
い
知
識
階
級
の
男
性
は
︑
み
な
欧
米
化
し
あ
ま
り
い
い

印
象
は
な
い
﹂
と
あ
る
の
だ
が
︑
こ
れ
に
類
似
す
る
叙
述
は
﹁
北
京
紀
行
﹂
①

か
ら
④
に
も
あ
り
︑﹁︹
男
女
共
学
の
生
徒
た
ち
は
︺
ア
メ
リ
カ
的
な
臭
み
も
感

じ
な
い
で
は
な
い
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
頃
︑
日
本
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ

カ
と
の
対
立
も
激
化
し
て
い
た
た
め
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
④
か
ら
読
み
取
れ
た
抗

日
の
学
生
を
︑﹁
中
国
之
旅
﹂
本
文
で
は
鎮
め
る
こ
と
を
目
的
に
男
性
に
絞
っ

て
示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
︑﹃
世
界
画
報
﹄
の
誌
面
に
お
い
て
は
そ
れ
を
段
階

的
に
印
象
づ
け
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
惹
句
に
﹁
知
識
青
年
の
大

半
が
欧
米
化
﹂
と
あ
り
︑
つ
い
で
紹
介
文
に
は
﹁
改
善
し
な
い
と
い
け
な
い
﹂

点
が
あ
る
と
さ
れ
て
︑
要
す
る
に
惹
句
か
ら
紹
介
文
そ
し
て
先
の
本
文
へ
と
順

を
追
っ
て
︑
中
国
人
男
性
の
改
善
す
べ
き
点
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
女
性
表
現
は
次
の
と
お
り
見
受
け
ら
れ
る
︒

　﹁
北
京
紀
行
﹂
①
か
ら
③
で
最
も
緊
張
す
る
場
面
に
見
ら
れ
た
夫
人
の
直
言

は
︑
四
節
で
述
べ
た
と
お
り
④
に
至
っ
て
伏
せ
字
が
施
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
中

国
之
旅
﹂
に
お
い
て
は
︑
夫
人
と
︿
私
﹀
の
対
立
場
面
自
体
が
削
ら
れ
て
お
り

全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
も
﹁
中
国
之
旅
﹂
本
文
に
は
︑︿
私
﹀
が
﹁
中

国
の
女
性
は
み
な
健
康
で
き
れ
い
で
気
前
が
良
く
︑
話
し
方
も
と
て
も
上
手

だ
っ
た
﹂
と
称
賛
す
る
こ
れ
ま
で
に
な
い
叙
述
が
︑
北
京
を
描
出
す
る
場
面
で

見
受
け
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
最
後
は
﹁
今
度

0

0

は
中
国
の
奥
さ
ん（

52
）

に
招
待
さ
れ
て
行

き
た
い
﹂
と
前
向
き
な
姿
勢
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒
本
文
直
前
の
紹
介
文

に
も
﹁
林
芙
美
子
さ
ん
は
︑
最
近

0

0

自
分
の
目
で
見
た
﹂
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑

﹁
北
京
紀
行
﹂
③
④
で
の
時
間
表
示
と
は
異
な
り
︑﹃
世
界
画
報
﹄
掲
載
分
で
は

﹁
最
近
﹂﹁
今
度
﹂
と
し
︑
直
近
の
こ
と
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
つ
ま
り
は
﹁
中
国
の
女
性
は
み
な
健
康
で
き
れ
い
で
気
前
が
良
﹂
い
︑﹁
今

度
は
中
国
の
奥
さ
ん
に
招
待
さ
れ
て
行
き
た
い
﹂
な
ど
と
︑﹁
最
近
﹂
の
日
中

間
の
女
性
は
友
好
的
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
四
節
で
掲

示
し
た
一
九
三
八
年
時
に
お
け
る
神
近
市
子
の
発
言
﹁
特
に
宣
撫
教
導
等
の
こ
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と
に
か
け
て
は
︹
略
︺
婦
人
の
方
が
便
利
で
あ
り
効
果
的
で
あ
る
﹂
を
も
想
起

す
る
と
︑﹁
中
国
之
旅
﹂
本
文
の
﹁
話
し
方
も
と
て
も
上
手
だ
っ
た
﹂
は
︑
中

国
女
性
に
対
す
る
﹁
宣
撫
教
導
等
﹂
が
進
展
し
て
の
こ
と
だ
と
い
え
る
︒
ゆ
え

に
こ
こ
か
ら
そ
の
先
は
︑
中
国
男
性
へ
の
﹁
宣
撫
教
導
等
﹂
を
﹁
知
識
婦
人
﹂

が
担
う
あ
り
よ
う
が
見
出
せ
る
︒﹁
知
識
婦
人
﹂
を
軸
に
し
て
︑﹁
最
近
﹂
の
日

中
間
の
女
性
は
親
和
的
関
係
に
あ
る
の
だ
か
ら
中
国
の
男
性
も
変
わ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
︑
読
者
に
思
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
で
は
﹁
婦
人
大
衆
﹂
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
実
は

﹁
中
国
之
旅
﹂
に
お
い
て
は
︑
日
本
の
﹁
婦
人
大
衆
﹂
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

そ
う
す
る
と
四
節
で
指
摘
し
た
③
か
ら
④
に
お
け
る
﹁
婦
人
大
衆
﹂
の
女
性
解

放
思
想
の
矛
盾
は
︑
こ
の
時
点
で
は
完
全
な
矛
盾
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
な
ぜ
な
ら
同
じ
よ
う
に
﹁
中
国
之
旅
﹂
に
至
っ
て
省
か
れ
た
叙
述

に
つ
い
て
は
︑
次
の
と
お
り
意
味
が
反
転
し
た
た
め
描
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
読

み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　﹁
中
国
之
旅
﹂
で
は
﹁
あ
く
び
﹂
表
現
も
示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
北
京
紀
行
﹂

で
事
業
を
し
て
い
た
邦
人
男
性
も
示
さ
れ
て
い
な
い
︒﹁
北
京
紀
行
﹂
に
お
け

る
男
子
学
生
の
﹁
あ
く
び
﹂
表
現
の
意
味
は
︑
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し

て
日
本
を
侮
蔑
す
る
意
味
を
帯
び
︑
④
で
伏
せ
字
と
な
っ
た
︒
こ
の
状
況
が
続

い
て
い
た
た
め
﹁
中
国
之
旅
﹂
で
は
﹁
あ
く
び
﹂
が
省
か
れ
て
︑
中
国
人
男
性

の
﹁
改
善
し
な
い
と
い
け
な
い
﹂
点
が
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
北
京
紀

行
﹂
で
示
さ
れ
た
事
業
を
担
う
邦
人
男
性
も
︑
中
国
の
人
の
反
発
を
煽
る
た
め
︑

﹁
中
国
之
旅
﹂
に
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
﹁
婦
人
大
衆
﹂
に

お
い
て
も
︑
女
性
解
放
思
想
が
完
全
に
幻
想
と
化
し
て
い
た
の
で
︑
提
示
さ
れ

な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
﹁
中
国
之
旅
﹂
で
は
︑
こ
の
時
点
で
不
利
に
な
っ
た

﹁
北
京
紀
行
﹂
の
文
脈
を
覆
い
隠
し
効
果
的
に
読
者
を
教
化
す
る
た
め
に
︑
先

述
し
た
誌
面
の
編
成
が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
し
か
し
な
が
ら
紹
介
文
中
に
お

い
て
﹁
林
芙
美
子
さ
ん
﹂
が
二
度
示
さ
れ
て
強
調
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒

　
そ
れ
は
︑﹁
婦
人
大
衆
﹂
等
を
描
い
た
﹃
放
浪
記
﹄（
改
造
社
︑
一
九
三
〇
年

七
月
）
が
出
世
作
と
な
り
︑
以
後
活
躍
し
て
︑
従
軍
作
家
と
い
っ
た
地
位
に
ま

で
の
ぼ
り
つ
め
た
林
芙
美
子
が
︑
女
性
の
社
会
進
出
や
能
力
発
揮
を
ま
さ
に
具

現
化
し
た
存
在
で
あ
っ
た
た
め
︑
人
々
を
誘
導
す
る
う
え
で
最
適
で
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
と
に
林
芙
美
子
の
﹃
北
岸
部
隊
﹄
は
﹃
放
浪
記
﹄

と
同
じ
形
式
の
日
記
体
で
あ
っ
た
し
︑﹃
戦
線
﹄（
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
三
八
年

一
二
月
）
の
﹁（
一
信
）﹂
に
は
﹁
ね
ぇ
︑
私
は
昔
︑
家
が
な
く
て
空
家
に
帯
を

敷
い
て
寝
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
︑
私
は
あ
の
日
か
ら
︑
一
足
飛
び
に

こ
の
戦
場
へ
来
た
や
う
な
そ
ん
な
気
持
も
す
る
の
で
す
︒﹂
と
い
っ
た
叙
述
さ

え
あ
り
︑﹃
放
浪
記
﹄
を
描
い
た
林
芙
美
子
が
戦
争
の
最
前
線
に
行
き
︑
社
会

的
な
耳
目
を
引
く
一
定
の
地
位
に
つ
い
た
こ
と
は
︑
往
時
に
お
い
て
も
一
目
瞭

然
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

　
林
芙
美
子
の
従
軍
記
に
つ
い
て
は
︑﹁
実
に
潑
剌
と
し
て
行
動
的
で
︑
従
軍

部
隊
の
報
告
の
な
か
で
は
︑
ど
の
人
よ
り
も
興
味
が
深
か
つ
た
﹂
な
ど
と
評
さ
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れ
て
お
り（

53
）

︑
男
性
の
従
軍
作
家
が
多
い
な
か
に
あ
っ
て
林
芙
美
子
は
︑
行
動
的

で
興
味
深
い
報
告
を
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
︑
能
力
発
揮
の
観
点
か
ら
評
価

さ
れ
て
い
る
︒
そ
ん
な
林
芙
美
子
の
従
軍
を
﹁
知
識
婦
人
﹂
で
も
あ
る
田
村
俊

子
が
称
賛
し
て
い
た
よ
う
に
︑
林
芙
美
子
は
﹁
知
識
婦
人
﹂
と
﹁
婦
人
大
衆
﹂

の
ど
ち
ら
の
層
に
お
い
て
も
︑
受
け
入
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒﹃
戦
線
﹄
刊
行
後
に
発
行
さ
れ
た
長
編
﹃
波
濤
﹄（
朝
日
新
聞
社
︑

一
九
三
九
年
七
月
）
を
宣
伝
し
た
広
告
の
文
言
に
は
︑﹁
い
つ
も
私
達
の
傍
ら
に

ゐ
る
林
さ
ん（

54
）

﹂
と
あ
り
︑
広
く
女
性
の
読
者
に
親
し
ま
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
林
芙
美
子
は
﹁
多
く
の
前
線
ル
ポ
を
書
き
残
し
︹
略
︺「
報
告
報
国
」
の
第

一
人
者（

55
）

﹂
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ま
さ
に
戦
時
下
に
お
け
る
女
性

の
社
会
進
出
を
体
現
し
た
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
が
︑
林
芙
美
子
は
女
性
解
放
思
想
を
体
現
し
︑
人
々
に
影
響
を
与

え
た
存
在
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄
に
﹁
中
国
之
旅
﹂
が

発
表
さ
れ
た
の
ち
︑﹃
世
界
画
報
﹄
に
﹁
林
芙
美
子
さ
ん
﹂
と
紹
介
さ
れ
て
本

文
が
再
掲
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
林
芙
美
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
言
説
空
間
で
活
か
さ

れ
て
︑﹃
世
界
画
報
﹄
の
誌
面
が
編
成
さ
れ
た
局
面
が
見
出
せ
る（

56
）

︒

　
誌
面
の
編
成
に
つ
い
て
は
︑
添
え
ら
れ
た
図
版
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒
二
点

の
図
版
﹁
北
京
の
停
車
場
﹂
と
﹁
杭
州
岳
武
墓
﹂
は
︑
本
文
と
直
接
関
係
の
な

い
写
真
で
あ
る
が
︑
と
く
に
﹁
北
京
の
停
車
場
﹂
は
︑
中
国
の
古
都
の
一
つ
で

あ
る
北
京
の
︑
平
時
の
生
活
を
想
起
さ
せ
る
︒
さ
ら
に
︑
惹
句
﹁
雄
大
な
山
河

が
永
遠
に
記
憶
に
残
る
﹂
は
︑
際
限
も
な
く
広
が
る
山
河
の
雄
大
さ
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
が
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
変
わ
ら
な
い
自
然
が
押
し
出
さ
れ
て
全
面
戦

争
前
を
読
者
に
想
起
さ
せ
︑
侵
略
戦
争
に
よ
る
混
乱
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
見
︑
政
治
性
の
な
い
写
真
や
文
が
政
治
性
を
帯

び
る
と
い
う
事
実
も
﹃
世
界
画
報
﹄
か
ら
は
読
み
取
れ
る
︒﹃
世
界
画
報
﹄
は

奥
付
に
よ
れ
ば
日
本
国
内
と
﹁
海
外
﹂
の
読
者
に
直
販
さ
れ
て
も
い
た
た
め
︑

侵
略
を
有
効
的
に
進
め
よ
う
と
し
た
あ
り
よ
う
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
に
よ

り
︑
女
性
表
現
と
侵
略
戦
争
の
密
着
性
も
一
段
と
う
か
が
え
る
︒

七
　﹁
北
京
紀
行
﹂
か
ら
﹁
中
国
之
旅
﹂
に
至
る
女
性
表
現

　
林
芙
美
子
は
女
性
解
放
思
想
の
影
響
を
人
々
に
及
ぼ
し
た
作
家
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
点
は
︑﹁
婦
人
の
地
位
向
上
﹂
や
女
性
解
放

へ
の
期
待
は
︑
著
名
な
女
性
ら
の
実
感
に
よ
っ
て
抱
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る（

57
）

︒

　
そ
う
す
る
と
︑
林
芙
美
子
や
田
村
俊
子（

58
）

ら
と
違
い
著
名
で
も
な
く
︑
特
別
な

活
動
を
な
し
得
な
か
っ
た
大
多
数
の
﹁
知
識
婦
人
﹂
も
︑
早
く
か
ら
矛
盾
が
表

面
化
し
た
﹁
婦
人
大
衆
﹂
と
同
様
に
︑
家
父
長
制
の
概
念
が
生
活
か
ら
完
全
に

消
え
去
る
こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
た
し
か
に
︑﹃
世
界
画
報
﹄
に
見
受
け
ら
れ
た
︑
若
い
中
国
人
男
性
を

た
だ
そ
う
と
す
る
誌
面
構
成
は
︑﹁
知
識
婦
人
﹂
が
主
導
的
と
な
っ
て
中
国
の
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男
性
を
変
わ
ら
せ
ね
ば
と
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
一
見
︑
男
性
が

中
心
だ
と
い
う
価
値
観
が
転
倒
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら

内
実
は
︑
以
下
に
見
る
と
お
り
﹁
北
京
紀
行
﹂
か
ら
﹁
中
国
之
旅
﹂
に
お
い
て
︑

家
父
長
制
の
概
念
が
存
在
す
る
ま
ま
女
性
表
現
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
い
う
女
性
表
現
と
は
テ
ク
ス
ト
上
の
女
性
に
関
す
る
様
々
な
記
述
や

表
象
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
二
節
で
見
た
よ
う
に
﹁
北
京
紀
行
﹂
に
は
︑﹁
知
識

婦
人
﹂
の
亭
主
へ
の
従
属
性
と
日
本
を
軸
と
す
る
思
想
が
見
受
け
ら
れ
た
︒
ま

た
同
作
に
は
﹁
知
識
婦
人
﹂﹁
婦
人
大
衆
﹂
が
描
か
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
ら
を

三
節
で
言
及
し
た
女
性
解
放
思
想
と
関
わ
ら
せ
て
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
収
録
状
況

を
ふ
ま
え
な
が
ら
文
脈
の
意
味
の
変
化
を
四
節
で
追
っ
た
︒
四
節
で
言
及
し
た

よ
う
に
①
か
ら
②
で
は
顕
著
な
異
同
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
③
か
ら
④

に
お
い
て
は
時
間
の
強
調
等
が
な
さ
れ
て
い
た
︒
異
同
を
ふ
ま
え
る
と
﹁
北
京

紀
行
﹂
は
侵
略
戦
争
の
肯
定
に
繫
が
っ
た
と
い
え
た
が
︑
他
方
で
次
の
情
勢
を

押
さ
え
て
﹁
知
識
婦
人
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒

　
一
九
三
八
年
時
︑
日
本
人
が
北
支
に
根
を
下
ろ
し
て
生
活
す
る
た
め
に
は
︑

﹁
女
の
人
同
士
が
互
ひ
に
よ
く
知
り
合
ふ
こ
と
﹂
が
大
切
だ
と
さ
れ
た
一
方
で
︑

﹁︹
日
本
の
︺
婦
人
の
協
力
な
し
に
や
れ
る
だ
ろ
う
か
︹
略
︺
特
に
宣
撫
教
導
等

の
こ
と
に
か
け
て
は
︑
あ
る
場
合
男
子
よ
り
も
婦
人
の
方
が
便
利
﹂
な
ど
と
さ

れ
て
い
た
︒
だ
が
翌
三
九
年
は
︑﹁
支
那
の
女
は
男
よ
り
も
も
つ
と
働
き
ま
せ

ん
﹂
と
い
っ
た
こ
と
や
﹁
慾
を
い
へ
ば
円
満
と
か
和
気
と
い
ふ
も
の
に
乏
し

い
﹂
と
い
う
状
態
が
見
ら
れ
た
︒
四
節
で
は
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
︑

﹁
東
洋
の
女
達
が
も
つ
と
手
を
握
り
あ
つ
て
も
い
ゝ
﹂
と
し
た
﹁
北
京
紀
行
﹂

に
﹁
宣
撫
教
導
等
﹂
を
反
映
さ
せ
て
読
み
︑﹁
知
識
婦
人
﹂
の
社
会
進
出
と
な

り
女
性
解
放
思
想
に
繫
が
る
と
し
た
︒
し
か
し
︑
日
中
間
の
女
性
の
親
和
性
が

読
み
取
れ
る
﹁
中
国
之
旅
﹂
に
置
き
換
え
て
読
む
な
ら
ば
︑
見
方
が
反
転
す
る

の
で
あ
る
︒

　﹁
中
国
之
旅
﹂
に
は
五
節
で
確
認
し
た
と
お
り
︑
国
策
に
か
な
う
誌
面
構
成

が
﹃
世
界
画
報
﹄
掲
載
分
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
た
︒
そ
し
て
六
節
で
言
及
し

た
よ
う
に
﹁
中
国
之
旅
﹂
本
文
に
は
︑﹁
中
国
の
女
性
は
み
な
健
康
で
き
れ
い

で
気
前
が
良
﹂
い
︑﹁
今
度
は
中
国
の
奥
さ
ん
に
招
待
さ
れ
て
行
き
た
い
﹂
な

ど
と
示
さ
れ
︑
本
文
直
前
の
紹
介
文
に
は
﹁
最
近
﹂
と
も
あ
り
︑
最
近
の
二
国

間
の
女
性
は
友
好
的
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
本
論

で
提
示
し
な
か
っ
た
が
﹁
中
国
之
旅
﹂
掲
載
の
﹃
世
界
画
報
﹄
が
発
行
さ
れ
た

一
九
四
一
年
一
月
︑
政
府
が
結
婚
の
早
期
化
を
促
す
﹁
人
口
政
策
確
立
要
綱
﹂

を
閣
議
決
定
し
て
も
い
た
︒
い
わ
ば
﹁
中
国
の
奥
さ
ん
﹂
と
の
関
係
が
改
善
し
︑

日
本
人
の
結
婚
が
促
さ
れ
て
い
た
四
一
年
に
あ
っ
て
は
︑
日
本
人
男
女
の
入
植

と
結
婚
は
進
む
︒
だ
が
侵
略
戦
争
は
終
わ
っ
て
お
ら
ず
泥
沼
化
し
て
お
り
︑

﹁
中
国
之
旅
﹂
に
お
い
て
は
︑
中
国
人
男
性
の
教
化
が
﹁
知
識
婦
人
﹂
に
求
め

ら
れ
て
い
た
︒﹁
婦
人
の
方
が
便
利
﹂
と
さ
れ
た
﹁
宣
撫
教
導
等
﹂
は
︑
依
然
︑

中
国
で
必
要
と
さ
れ
﹁
婦
人
の
協
力
﹂
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
③
か
ら
④
の
移
行
期
に
あ
た
る
一
九
三
八
年
頃
か
ら
三
九
年
時
は
︑
こ
う
し
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た
要
請
が
日
本
の
﹁
知
識
婦
人
﹂
の
女
性
解
放
思
想
に
繫
が
っ
た
︒
し
か
し
︑

そ
も
そ
も
女
性
た
ち
は
﹁
便
利
﹂﹁
協
力
﹂
と
い
っ
た
主
導
的
で
は
な
い
立
場

か
ら
中
国
女
性
に
指
導
す
る
こ
と
で
︑
侵
略
に
寄
与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒

そ
の
た
め
侵
略
戦
争
が
進
む
﹁
中
国
之
旅
﹂
掲
載
時
に
お
い
て
﹁
知
識
婦
人
﹂

が
︑
配
偶
者
と
な
る
日
本
の
男
性
入
植
者
に
﹁
協
力
﹂
す
る
立
場
で
︑﹁
宣
撫

教
導
等
﹂
を
担
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
つ
ま
り
﹁
婦
人
大
衆
﹂
の
女

性
解
放
思
想
が
幻
想
と
化
し
た
よ
う
に
︑
特
別
な
こ
と
を
な
し
得
な
か
っ
た
大

多
数
の
﹁
知
識
婦
人
﹂
に
も
依
然
と
し
て
家
父
長
制
の
概
念
が
生
き
残
り
︑
確

固
た
る
自
己
確
立
か
ら
は
遠
い
ま
ま
女
性
表
現
が
展
開
さ
れ
て
い
た
︒
二
節
で

見
た
と
お
り
﹁
婦
人
大
衆
﹂
の
大
半
は
﹁
差
別
﹂
さ
れ
る
﹁
職
業
﹂
に
就
く

﹁
国
防
婦
人
会
の
婦
人
連
中
﹂
と
示
さ
れ
て
い
た
が
︑
四
節
で
言
及
し
た
よ
う

に
﹁
知
識
婦
人
﹂
は
﹁
婦
人
大
衆
﹂
に
教
示
す
る
立
場
に
も
あ
っ
た
︒
し
た

が
っ
て
本
稿
で
追
っ
た
女
性
表
現
か
ら
は
︑
こ
う
し
た
女
性
間
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
に
よ
り
生
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
︑
女
性
解
放
思

想
が
し
だ
い
に
幻
と
な
る
あ
り
よ
う
が
認
め
ら
れ
た
︒

　﹁
北
京
紀
行
﹂
①
か
ら
﹃
世
界
画
報
﹄
の
﹁
中
国
之
旅
﹂
に
お
け
る
女
性
表

現
の
内
実
は
︑
戦
時
の
意
向
で
あ
る
女
性
活
用
や
女
性
の
社
会
進
出
に
重
な
り

な
が
ら
も
︑
家
父
長
制
の
概
念
が
潜
在
化
し
た
ま
ま
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
侵
略
戦
争
に
重
要
な
都
で
あ
る
北
京
と
い
う
場
に
か

か
わ
り
示
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
日
本
が
こ
う
し
た
矛
盾
を
内
包
し
な
が
ら

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
︑

家
父
長
制
の
概
念
の
潜
在
化
は
︑
ひ
い
て
は
兵
隊
と
な
る
男
性
の
地
位
を
家
庭

内
で
保
持
す
る
こ
と
に
繫
が
っ
た
と
い
え
る
︒﹁
北
京
紀
行
﹂
と
﹁
中
国
之

旅
﹂
か
ら
は
︑
戦
争
を
遂
行
す
る
う
え
で
い
か
に
女
性
や
そ
の
表
現
が
要
と

な
っ
て
い
た
の
か
が
見
出
せ
る
︒

註（
1
）  

川
本
三
郎
﹃
林
芙
美
子
の
昭
和
﹄（
新
書
館
︑
二
〇
〇
三
年
二
月
）
に
付
さ
れ
た
帯
文

よ
り
︒
同
様
の
こ
と
は
三
八
〇
頁
に
も
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
2
）  

陳
亜
雪
﹁
林
芙
美
子
の
南
京
視
察
旅
行
﹂﹃
内
海
文
化
研
究
紀
要
﹄
四
二
号

（
二
〇
一
四
年
三
月
）︑
二
二
頁
︒

（
3
）  

李
相
福
﹁
戦
場
に
お
け
る
林
芙
美
子
の
無
常
観
︱
︱
﹃
北
岸
部
隊
﹄﹃
戦
線
﹄
を
中
心

に
﹂﹃
浮
雲
﹄
九
号
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）︑
四
頁
︒
ま
た
﹃
北
岸
部
隊
﹄
に
つ
い
て
は
︑

五
味
渕
典
嗣
﹁
曖
昧
な
戦
場
︱
︱
日
中
戦
争
期
戦
記
テ
ク
ス
ト
と
他
者
の
表
象
﹂﹃
昭
和

文
学
研
究
﹄
六
九
集
（
二
〇
一
四
年
九
月
︑
の
ち
﹃
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
文
学
︱
︱
日
中

戦
争
下
の
表
現
者
た
ち
﹄
共
和
国
︑
二
〇
一
八
年
五
月
に
収
載
）
の
四
五
︱
四
六
頁
に

お
い
て
︑
作
中
に
見
受
け
ら
れ
る
批
評
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

（
4
）  

拙
稿
﹁
丘
の
上
に
咲
く
朝
顔
︱
︱
林
芙
美
子
「
ス
マ
ト
ラ
︱
︱
西
風
の
島
︱
︱
」
の

方
法
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
比
較
メ
デ
ィ
ア
・
女
性
文
化
研
究
﹄
創
刊
号
（
二
〇
一
八
年
一
月
）︑

一
七
九
頁
︒

（
5
）  
筒
井
清
忠
﹃
戦
前
日
本
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
日
米
戦
争
へ
の
道
﹄（
中
央
公
論
新
社
︑

二
〇
一
八
年
一
月
）︑
二
六
〇
︱
二
六
三
頁
や
二
七
三
︱
二
七
五
頁
な
ど
︒

（
6
）  

曾
婷
婷
﹁
越
境
と
桎
梏
の
は
ざ
ま
で
︱
︱
試
論
林
芙
美
子
「
う
き
草
」﹂﹃
浮
雲
﹄
八

号
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
）︑
四
頁
︒

（
7
）  

吉
田
則
昭
﹃
戦
時
統
制
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
﹄（
昭
和
堂
︑
二
〇
一
〇
年
六
月
）︑
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一
八
三
頁
︒

（
8
）  
曾
婷
婷
﹁
林
芙
美
子
的
国
都
文
化
体
认
︱
︱
一
九
三
六
年
的
北
京
﹂（﹃
ス
タ
ー
ワ
ー

ル
ド
﹄
二
〇
一
四
年
）
の
三
頁
に
も
﹁
北
京
紀
行
﹂
と
﹁
中
国
之
旅
﹂
の
内
容
は
重
複

す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

（
9
）  

鄒
双
双
﹃﹁
文
化
漢
奸
﹂
と
呼
ば
れ
た
男
︱
︱
万
葉
集
を
訳
し
た
銭
稲
孫
の
生
涯
﹄（
東

方
書
店
︑
二
〇
一
四
年
四
月
）︑
二
五
三
頁
と
二
五
四
頁
︒

（
10
）  

註
（
4
）
の
拙
稿
に
お
い
て
︑
今
川
英
子
﹁
林
芙
美
子
の
ア
ジ
ア
︱
︱
日
中
戦
争
と

南
方
徴
用
﹂﹃
ア
ジ
ア
遊
学
﹄
五
五
号
（
二
〇
〇
三
年
九
月
）
や
平
岡
敏
夫
﹁
林
芙
美
子

が
見
た
中
国
（
戦
前
）
︱
︱
「
北
平
の
女
」「
北
京
紀
行
」「
上
海
の
女
」﹂（﹃
世
界
の
中

の
林
芙
美
子
﹄
発
行
人
清
水
正
︑
発
行
日
本
大
学
芸
術
学
部
図
書
館
︑
二
〇
一
三
年

一
二
月
）
の
先
行
論
と
往
時
の
言
説
を
ふ
ま
え
︑
内
地
と
外
地
の
女
性
の
日
常
生
活
が

共
同
化
さ
れ
る
視
点
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

（
11
）  

北
平
人
文
科
学
研
究
所
編
﹃
東
方
文
化
事
業
総
委
員
会
並
人
文
科
学
研
究
所
の
概

要
﹄（
北
平
人
文
科
学
研
究
所
発
行
︑
一
九
三
五
年
）︒

（
12
）  

引
用
箇
所
は
︑
村
田
雄
二
郎
担
当
の
﹁
解
説
﹂（﹃
敵
か
友
か
1
9
2
5
︱

1
9
3
6
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
六
年
四
月
）︑
二
七
五
頁
︒

（
13
）  

太
田
哲
男
﹁
崇
貞
学
園
・
桜
美
林
学
園
と
清
水
安
三
﹂﹃
ア
ジ
ア
文
化
研
究
別
冊
﹄

二
一
号
（
二
〇
一
六
年
）︑
三
二
頁
︒

（
14
）  

神
近
市
子
﹁
銃
後
婦
人
論
︱
︱
日
本
の
婦
人
達
は
今
何
を
し
て
ゐ
る
か
﹂

﹃N
IPPO

N

﹄
日
本
版
︑
一
巻
二
号
（
一
九
三
八
年
一
二
月
）︑
二
五
頁
︒

（
15
）  

同
右
書
︑
二
五
頁
︒
こ
こ
で
は
﹁
婦
人
大
衆
﹂
が
︑
出
征
者
の
歓
送
や
帰
還
者
歓
迎
︑

戦
傷
者
の
慰
安
な
ど
に
対
し
て
︑
実
に
よ
く
働
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て

い
る
が
︑
そ
の
割
烹
着
の
制
服
姿
が
﹁
婦
人
大
衆
﹂
に
と
っ
て
魅
力
で
あ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
示
さ
れ
て
い
る
︒

（
16
）  

秦
剛
﹁
戦
前
日
本
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
上
海
ル
ー
ト
︱
︱
内
山
書
店
と
改
造
社
の
海
を

越
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
八
九
集
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
）︑

二
〇
四
頁
︒

（
17
）  

同
右
書
︑
二
〇
四
︱
二
〇
五
頁
︒

（
18
）  

鄒
双
双
氏
と
二
〇
一
七
年
一
一
月
よ
り
︑
日
中
両
国
に
存
在
す
る
資
料
を
共
同
で
精

査
し
た
が
︑
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
研
究
﹄
六
〇
集
所
収
の
別
稿
に
譲
り
た
い
︒

な
お
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹁
北
平
之
秋
﹂
に
は
︑
林
芙
美
子
が
改
造
社
に
依
頼
さ
れ

て
訪
問
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
北
京
飯
店
裏
　
林
芙
美
子
女
史

訪
問
記
﹂﹃
華
北
日
報
﹄
中
華
民
国
二
五
年
（
一
九
三
六
年
）
一
〇
月
三
日
付
の
叙
述
を

確
証
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

（
19
）  

望
月
百
合
子
﹁
北
平
第
一
信
﹂﹃
輝
ク
﹄
三
六
号
（
一
九
三
六
年
三
月
）
よ
り
︒

（
20
）  

橋
川
時
雄
﹁
北
京
文
化
の
再
建
設
﹂﹃
改
造
﹄
臨
時
増
刊
号
（
一
九
三
八
年
一
一
月
）︑

一
六
頁
︒

（
21
）  

望
月
百
合
子
﹁
北
平
第
一
信
﹂
註
（
19
）
前
掲
書
よ
り
︒

（
22
）  

﹁
戦
争
と
出
版
物
﹂（﹃
第
十
回
企
画
展
　
雑
誌
に
見
る
戦
中
戦
後
﹄
徳
島
県
立
文
書
館
︑

一
九
九
五
年
一
〇
月
）︒

（
23
）  

同
右
書
︒

（
24
）  

田
村
俊
子
﹁
婦
人
の
能
力
﹂﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
三
八
年
九
月
一
六
日
付
︒

（
25
）  

長
谷
川
啓
﹁
女
性
作
家
の
ア
ジ
ア
へ
の
ま
な
ざ
し
︱
︱
帝
国
主
義
日
本
の
植
民
地
・

半
植
民
地
支
配
と
そ
の
表
象
﹂（
新
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
会
編
﹃
昭
和
前
期
女
性
文

学
論
﹄
翰
林
書
房
︑
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）︑
二
四
二
頁
︒
な
お
長
谷
川
が
取
り
上
げ
て

い
る
田
村
俊
子
の
言
説
に
つ
い
て
は
︑﹁
復
刻
版
﹃
田
村
俊
子
全
集
　
第
九
巻
﹄（
ゆ
ま

に
書
房
︑
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
監
修
者
・
黒
澤
亜
里
子
及
び
編
集
部
︑
そ
し
て
谷
内
剛
︑

西
田
勝
の
発
掘
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒﹂
と
明
示
さ
れ
て
い
る
︒

（
26
）  

同
右
書
︑
二
四
五
頁
︒

（
27
）  

矢
澤
美
佐
紀
﹁
抵
抗
の
時
代
﹂（
佐
多
稲
子
研
究
会
編
﹃
佐
多
稲
子
ア
ル
バ
ム
　
凛
と

し
て
立
つ
﹄
菁
柿
堂
︑
二
〇
一
三
年
八
月
）︑
七
九
頁
︒
な
お
﹁
く
れ
な
ゐ
﹂
は
︑
同
書

の
谷
口
絹
枝
作
製
﹁
略
年
譜
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹃
婦
人
公
論
﹄
に
て
一
九
三
六
年
一
月
か
ら

五
月
に
連
載
さ
れ
た
︒

（
28
）  

﹁
北
京
紀
行
﹂
①
で
﹁
帰
へ
つ
て
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
②
で
は
﹁
帰
つ
て
﹂
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と
な
り
︑
送
り
仮
名
に
違
い
が
あ
る
︒
本
稿
で
送
り
仮
名
の
違
い
は
︑
文
脈
の
意
味
の

変
化
に
影
響
し
な
い
と
考
え
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
︒

（
29
）  

佐
藤
卓
己
﹁
林
芙
美
子
の
「
報
告
報
国
」
と
朝
日
新
聞
の
報
道
戦
線
﹂（﹃
戦
線
﹄
中

央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
六
年
七
月
）︑
二
四
九
頁
︒

（
30
）  

阪
谷
希
一
ほ
か
﹁
北
支
を
如
何
に
住
み
よ
い
と
こ
ろ
と
す
べ
き
か
（
北
京
座
談
会
　

三
月
三
十
日
夜
北
京
ホ
テ
ル
に
於
て
　
北
支
を
住
み
よ
い
天
地
と
す
る
た
め
に
）﹂﹃
婦

人
之
友
﹄
三
二
巻
五
号
（
一
九
三
八
年
五
月
）︒

（
31
）  

同
右
書
︑
三
八
頁
︒

（
32
）  

同
右
書
︑
四
二
頁
︒

（
33
）  

同
右
書
︑
四
七
頁
︒

（
34
）  

復
刻
版
﹃
満
洲
国
及
中
華
民
国
在
留
本
邦
人
及
外
国
人
人
口
統
計
表
﹄（
不
二
出
版
︑

二
〇
〇
四
年
一
一
月
）
参
照
︒
一
九
三
六
年
一
二
月
末
時
点
の
日
本
人
の
人
口
︒

（
35
）  

阪
谷
希
一
ほ
か
﹁
北
支
を
如
何
に
住
み
よ
い
と
こ
ろ
と
す
べ
き
か
﹂
註
（
30
）
前
掲
書
︑

四
〇
頁
︒

（
36
）  

神
近
市
子
﹁
銃
後
婦
人
論
﹂
註
（
14
）
前
掲
書
︑
二
六
頁
︒

（
37
）  

高
良
富
子
﹁
銃
後
婦
人
論
︱
︱
時
局
下
に
於
け
る
婦
人
の
思
想
﹂﹃N

IPPO
N

﹄
日
本

版
︑
一
巻
二
号
（
一
九
三
八
年
一
二
月
）︑
二
二
頁
︒
な
お
こ
こ
で
は
﹁
と
み
﹂
名
で
は

な
く
︑﹁
富
子
﹂
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

（
38
）  

同
右
書
︑
二
二
頁
︒
本
文
に
引
用
し
た
﹁
吉
岡
︑
山
田
女
史
ら
の
就
任
祝
賀
会
﹂
と
は
︑

﹁
国
策
樹
立
に
関
は
る
諸
政
府
委
員
に
は
︑
文
政
審
議
会
の
吉
岡
弥
生
女
史
を
初
め
と
し

︹
略
︺
山
田
わ
か
女
史
︹
略
︺
羽
仁
も
と
子
︑
大
江
す
み
女
史
ら
と
︹
略
︺
数
名
の
婦
人

委
員
が
選
ば
れ
た
︒
政
府
の
御
声
が
か
り
で
官
選
委
員
が
選
ば
れ
﹂
た
と
き
の
祝
賀
会

の
こ
と
で
あ
る
︒

（
39
）  

神
近
市
子
﹁
銃
後
婦
人
論
﹂
註
（
14
）
前
掲
書
︒
註
（
15
）
に
て
言
及
し
た
点
に
つ

い
て
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
40
）  

小
山
い
と
子
﹁
北
京
﹂﹃
海
を
越
へ
て
﹄（
一
九
三
九
年
三
月
）︑
五
六
頁
︒

（
41
）  

橋
川
時
雄
﹁
北
京
文
化
の
再
建
設
﹂﹃
改
造
﹄
臨
時
増
刊
号
（
一
九
三
八
年
一
一
月
）︑

一
六
頁
︒

（
42
）  

坂
井
米
夫
﹃
ヴ
ァ
ガ
ボ
ン
ド
通
信
﹄（
改
造
社
︑
一
九
三
九
年
二
月
）
の
﹁
北
京
︱
太

原
﹂
の
三
七
三
頁
︒

（
43
）  

小
山
い
と
子
﹁
北
京
﹂
註
（
40
）
前
掲
書
︑
五
七
頁
︒

（
44
）  

清
水
盛
明
﹁
対
外
宣
伝
と
日
本
人
﹂﹃N

IPPO
N

﹄
日
本
版
︑
一
巻
二
号
（
一
九
三
八

年
一
二
月
）︑
四
五
頁
︒

（
45
）  

早
川
錄
鋭
発
行
兼
編
集
﹃
北
支
在
留
邦
人
芳
名
錄
﹄（
北
支
在
留
邦
人
芳
名
錄
発
行
所
︑

一
九
三
六
年
一
二
月
）
に
は
︑﹁
北
支
第
一
線
に
活
躍
し
居
る
同
志
﹂
と
し
て
北
平
の

四
十
名
が
登
録
さ
れ
︑﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄
北
平
天
津
支
局
長
の
石
川
順
の
名
が
確
認
で

き
る
︒

（
46
）  

林
芙
美
子
は
﹁
北
京
紀
行
﹂
発
表
の
三
七
年
一
月
︑
大
阪
毎
日
新
聞
社
編
集
発
行
の

﹃
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
﹄
三
巻
一
号
（
一
九
三
七
年
一
月
）
に
﹁
北
平
の
女
﹂
も
発
表
し
て

い
る
︒
改
造
社
と
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
媒
体
に
揃
っ
て
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
47
）  

谷
口
絹
枝
﹁
皇
民
化
政
策
の
な
か
の
「
ア
ジ
ア
」
︱
︱
血
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
罠
﹂

（
岡
野
幸
江
ほ
か
編
﹃
女
た
ち
の
戦
争
責
任
﹄
東
京
堂
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
九
月
）︑

二
五
〇
頁
︒

（
48
）  

羽
田
朝
子
﹁﹃
華
文
大
阪
毎
日
﹄
の
海
外
文
藝
情
報
欄
に
み
る
ド
イ
ツ
占
領
下
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
の
ま
な
ざ
し
﹂﹃
叙
説
﹄
四
〇
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）︑
二
七
〇
︱
二
七
一
頁
︒

な
お
東
京
日
日
新
聞
社
は
︑
一
九
四
三
年
一
月
第
一
〇
巻
第
一
期
よ
り
共
同
発
行
者
で

は
な
く
な
っ
た
︒

（
49
）  

水
島
治
男
﹃
改
造
社
の
時
代
　
戦
中
編
﹄（
図
書
出
版
︑
一
九
七
六
年
六
月
）︑

一
〇
九
頁
︒

（
50
）  
同
右
書
︑
一
九
七
頁
︒

（
51
）  
﹁
戦
争
と
出
版
物
﹂
註
（
22
）
前
掲
書
︒

（
52
）  

本
稿
で
は
原
文
﹁
太
々
們
﹂
を
﹁
奥
さ
ん
﹂
と
し
て
訳
し
て
い
る
︒

（
53
）  

神
近
市
子
﹁
銃
後
婦
人
論
﹂
註
（
14
）
前
掲
書
に
て
︑
神
近
市
子
は
︑﹁
最
近
林
芙
美

子
氏
が
戦
線
か
ら
帰
つ
て
来
ら
れ
た
︒
林
氏
は
陸
軍
の
従
軍
文
士
隊
の
一
人
と
し
て
行
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か
れ
た
︹
略
︺
私
な
ど
彼
女
の
報
告
が
の
る
と
戦
争
ニ
ュ
ー
ス
よ
り
も
先
き
に
そ
れ
を

読
ん
だ
も
の
で
あ
つ
た
﹂（
二
五
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
︒

（
54
）  
林
芙
美
子
﹁
河
は
静
か
に
流
れ
ゆ
く
﹂﹃
婦
人
公
論
﹄
二
四
巻
九
号
（
一
九
三
九
年
九

月
）
の
三
四
七
頁
に
掲
載
の
広
告
文
よ
り
︒

（
55
）  

佐
藤
卓
己
﹁
林
芙
美
子
の
「
報
告
報
国
」
と
朝
日
新
聞
の
報
道
戦
線
﹂
註
（
29
）
前

掲
書
︑
二
四
五
頁
︒

（
56
）  

敗
戦
の
年
の
一
九
四
五
年
︑﹁
中
国
之
旅
﹂
が
﹁
中
國
印
象
記
﹂
と
改
題
さ
れ
て
﹃
新

生
﹄（
一
九
四
五
年
第
二
期
）
に
転
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
︑
註
（
18
）
の
鄒
氏
と
の
共

同
調
査
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
が
︑
本
稿
で
は
日
中
全
面
戦
争
前
か
ら
ア
ジ
ア
太
平

洋
戦
争
開
始
前
ま
で
の
期
間
を
分
析
対
象
と
し
た
た
め
割
愛
し
た
︒

（
57
）  

註
（
38
）
に
お
い
て
示
し
た
が
︑﹁
婦
人
の
地
位
向
上
﹂
な
ど
が
時
局
に
便
乗
し
て
﹁
知

識
婦
人
﹂
に
期
待
さ
れ
た
の
は
︑﹁
文
政
審
議
会
の
吉
岡
弥
生
女
史
﹂﹁
山
田
わ
か
女
史

︹
略
︺
羽
仁
も
と
子
︑
大
江
す
み
女
史
ら
﹂
と
い
っ
た
﹁
数
名
の
婦
人
委
員
が
選
ば
れ
た
﹂

と
き
の
祝
賀
会
で
あ
っ
た
が
︑
彼
女
た
ち
は
﹁
名
流
婦
人
﹂
で
も
あ
っ
た
︒

 
 

ま
た
加
納
実
紀
代
に
よ
る
と
︑
市
川
房
江
や
平
塚
ら
い
て
う
が
国
防
婦
人
会
を
﹁︿
家

か
ら
の
解
放
﹀
や
社
会
的
視
野
獲
得
の
契
機
と
し
て
﹂（﹁
白
の
軍
団
「
国
防
婦
人
会
」﹂︑

岡
野
幸
江
ほ
か
編
﹃
女
た
ち
の
戦
争
責
任
﹄
東
京
堂
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
九
月
︑
一
五

頁
）
評
価
し
た
と
い
う
が
︑
こ
こ
で
も
市
川
房
江
や
平
塚
ら
い
て
う
の
よ
う
な
﹁
著
名

な
知
識
婦
人
﹂
の
目
線
に
よ
っ
て
︑﹁︿
家
か
ら
の
解
放
﹀﹂
と
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

（
58
）  

長
谷
川
啓
﹁
女
性
作
家
の
ア
ジ
ア
へ
の
ま
な
ざ
し
﹂
註
（
25
）
前
掲
書
二
四
〇
頁
お

よ
び
︑﹃
昭
和
前
期
女
性
文
学
論
﹄
註
（
25
）
前
掲
書
の
岩
淵
宏
子
ほ
か
﹁
は
し
が
き
﹂

に
よ
る
と
︑
田
村
俊
子
は
︑
中
国
で
客
死
す
る
ま
で
中
国
女
性
の
解
放
と
い
っ
た
側
面

か
ら
﹃
女
聲
﹄
を
発
刊
し
続
け
た
︒

付
記
：
本
稿
は
︑
林
芙
美
子
の
会
第
三
回
研
究
集
会
（
二
〇
一
八
年
六
月
三
〇
日
︑
於
立

命
館
大
学
）
で
の
報
告
を
も
と
に
し
ま
し
た
︒
会
場
内
外
で
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た

方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
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大
江
健
三
郎
の
初
期
短
編
の
中
に
︑﹁
他
人
の
足（

1
）

﹂
と
い
う
脊
椎
カ
リ
エ
ス

の
少
年
た
ち
の
物
語
が
あ
る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑﹃
東
京
大
学
新
聞
﹄
に
掲
載

さ
れ
た
﹁
奇
妙
な
仕
事
﹂（
一
九
五
七
）
を
平
野
謙
ら
が
絶
賛
し
た
直
後
に
︑

文
芸
誌
な
ど
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
﹃
新
潮
﹄
に
発
表
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
︑

当
時
︑
新
進
気
鋭
の
現
役
東
大
生
作
家
に
よ
る
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
品
群
の
ひ
と

つ
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
作
品

は
︑
大
江
に
と
っ
て
も
印
象
深
い
も
の
で
あ
る
よ
う
で
︑
二
〇
一
四
年
八
月
に

岩
波
文
庫
か
ら
出
版
さ
れ
た
自
選
集
﹃
大
江
健
三
郎
自
薦
短
篇
﹄（
以
下
﹃
自

薦
短
篇
﹄）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
本
論
で
は
︑
こ
の
短
編
の
語
り
手
が
脊

椎
カ
リ
エ
ス
の
当
事
者
の
一
人
称
視
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
︑
こ
の

テ
ク
ス
ト
の
持
つ
絶
妙
な
不
安
定
さ
と
︑
そ
の
不
安
定
さ
が
も
た
ら
す
リ
ア
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

　﹁
他
人
の
足
﹂
の
語
り
手
﹁
僕
﹂
は
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
病
棟
に
長
期
入
院
し

て
い
る
カ
リ
エ
ス
患
者
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
僕
﹂
の
年
齢
は
︑
初
出
の
一
九
五
七

年
で
は
︑
日
本
の
成
人
年
齢
で
あ
る
二
十
歳
に
あ
と
一
年
満
た
な
い
十
九
歳
で

あ
っ
た
も
の
が
︑
二
〇
一
四
年
の
﹃
自
薦
短
篇
﹄
で
は
︑
十
六
歳
へ
と
変
更
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
僕
﹂
が
未
成
年
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
︑﹃
自
薦
短
篇
﹄
に
於
い
て
も
︑
そ
れ
以
前
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に

於
い
て
も
共
通
し
て
い
る
が
︑
こ
の
最
新
の
書
き
換
え
に
よ
っ
て
︑
三
歳
も
引

き
下
げ
ら
れ
た
十
六
歳
へ
と
わ
ざ
わ
ざ
変
更
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
︑
こ

の
改
訂
版
の
出
版
以
降
に
こ
の
作
品
を
分
析
す
る
上
で
︑
語
り
手
の
年
齢
と
い

う
要
素
が
︑
読
み
の
大
き
な
転
換
︑
あ
る
い
は
反
対
に
︑
固
着
と
し
て
大
き
く

﹁
他
人
の
足
﹂

︱
︱
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と

四
方
朱
子
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か
か
わ
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す

る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
こ
の
﹃
自
薦
短
篇
﹄
で
の
年
齢
変
更
を
︑
作
者
大
江
健
三

郎
自
身
が
﹁
あ
と
が
き
﹂
な
ど
で
殊
更
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
︑
テ
ク
ス
ト
の

署
名
さ
れ
た
作
者
（
＝
大
江
）
が
︑
こ
の
よ
う
な
読
み
の
作
用
を
期
待
し
て
い

る
証
左
で
も
あ
ろ
う
︒

　
年
齢
と
い
う
要
素
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
テ
ク
ス
ト
外
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
︑

こ
の
﹃
自
薦
短
篇
﹄
が
発
刊
さ
れ
た
二
〇
一
四
年
は
︑
こ
の
年
施
行
の
改
正
国

民
投
票
法
に
於
い
て
︑
憲
法
改
正
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
の
投
票
年
齢
が
︑

そ
の
四
年
後
の
二
〇
一
八
年
に
満
二
十
歳
以
上
か
ら
満
十
八
歳
以
上
へ
引
き
下

げ
と
な
る
こ
と
が
決
ま
り
︑
更
に
は
そ
の
他
の
選
挙
権
を
有
す
る
年
齢
自
体
を

も
︑
現
在
の
満
二
十
歳
以
上
か
ら
満
十
八
歳
以
上
へ
引
き
下
げ
る
と
い
う
法
案

が
具
体
化
し
た
時
期
で
も
あ
る
こ
と
に
気
付
く（

2
）

︒
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
外
の

同
時
代
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
︑
作
家
自
身
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
﹁
改
訂
﹂
と
い

う
行
為
は
︑
語
り
手
﹁
僕
﹂
が
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
＝
障
害
者
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
社
会
的
な
権
利
を
持
た
な
い
未
成
年
で
も
あ
る
︑

と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
重

要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
︑
こ
と
さ
ら
注
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う

に
作
用
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
よ
う（

3
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
今
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
を
﹁
障
害
者
﹂
と
述
べ
た
が
︑﹁
他

人
の
足
﹂
で
は
︑
当
事
者
で
あ
る
﹁
僕
﹂
の
直
接
発
話
と
し
て
の
み
︑
腹
立
た

し
げ
︑
あ
る
い
は
侮
蔑
的
に
︑
四
度
﹁
障
害
者
﹂
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ

る
︒
し
か
し
こ
の
語
は
︑
そ
の
他
の
場
面
で
は
一
切
現
れ
な
い
表
現
で
あ
る
こ

と
に
気
付
く
︒

賤
し
い
者
ら
の
団
結
だ
︑
障
害
者

0

0

0

の
助
け
あ
い
だ
︑
と
僕
は
怒
り
に
喉
を

膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
︒
僕
は
そ
う
い
う
み
じ
め
な
事
は
や
ら
な
い
ぞ
︒

　
学
生
は
不
服
そ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
僕
の
剣
幕
に
押
さ
れ

て
黙
り
こ
ん
だ
︒

　（
略
）

　
僕
は
︑
僕
ら
の
会
を
︽
世
界
を
知
る
会
︾
と
い
う
名
に
し
よ
う
と
思
う

ん
だ
︒
家
か
ら
︑
い
ろ
い
ろ
資
料
を
取
り
よ
せ
る
よ
︒

　
熱
心
な
も
の
だ
な
︑
と
僕
は
努
め
て
冷
淡
に
い
っ
た
︒
社
会
主
義
国
家

に
お
け
る
︑
身
体
障
害
者

0

0

0

の
更
生
と
い
う
研
究
で
も
皆
で
や
る
と
い
い
や
︒

　
あ
︑
と
学
生
は
眼
を
輝
か
せ
て
い
っ
た
︒
僕
は
そ
ん
な
特
集
を
︑
何
か

の
雑
誌
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
︒
思
い
出
し
て
明
日
︑
話
そ
う
︒

　（
略
）

　
新
聞
が
君
た
ち
の
こ
と
を
取
上
げ
て
報
道
す
る
の
は
︑
と
僕
は
で
き
る

だ
け
冷
静
な
口
調
で
い
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
君
た
ち
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
だ
か

ら
さ
︒
数
知
れ
な
い
人
た
ち
が
︑
君
た
ち
の
弱
よ
わ
し
い
障
害
者

0

0

0

の
微
笑

を
憐
れ
み
な
が
ら
︑
あ
れ
を
読
む
ん
だ
︒
ご
ら
ん
よ
︑
障
害
者

0

0

0

も
こ
ん
な

事
を
考
え
る
と
さ
︑
と
か
い
い
な
が
ら
ね
︒

（
4
）

 

（
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）
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そ
も
そ
も
︑
日
本
に
於
い
て
障
害
者
と
い
う
語
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
︑
第
二
次
大
戦
後
︑
一
九
四
九
年
に
障
害
者
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
た
後

と
言
わ
れ
て
い
る（

5
）

︒﹁
他
人
の
足
﹂
は
初
出
が
一
九
五
七
年
で
あ
る
か
ら
︑
こ

の
用
語
に
は
︑
既
に
八
年
ほ
ど
の
定
着
期
間
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
内
閣

府
﹃
障
害
者
白
書
　
平
成
二
十
七
年
版（

6
）

﹄
に
よ
る
と
︑
二
〇
一
一
年
に
六
十
五

歳
未
満
で
障
害
手
帳
を
持
つ
人
は
︑
身
体
障
害
者
︑
知
的
障
害
者
（
療
育
手
帳

所
持
者
）︑
精
神
障
害
者
あ
わ
せ
て
二
〇
六
万
五
一
〇
〇
人
︑
六
十
五
歳
以
上

は
三
〇
四
万
六
五
〇
〇
人
の
計
五
一
一
万
一
六
〇
〇
人
で
あ
り
︑
一
九
六
〇
年

の
八
二
万
九
〇
〇
〇
人
か
ら
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
変

化
か
ら
は
︑
単
純
に
障
害
者
が
増
え
た
と
い
う
よ
り
も
︑
社
会
に
よ
る
障
害
と

い
う
概
念
お
よ
び
そ
の
症
状
の
把
握
が
︑
そ
の
後
五
十
年
で
大
き
く
様
変
わ
り

し
︑
そ
の
適
用
範
囲
が
大
き
く
広
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

昨
今
で
は
︑
障
害
者
に
ま
つ
わ
る
視
線
や
言
説
は
︑
そ
の
定
義
の
是
非
を
も
含

め
︑
社
会
的
︑
法
的
に
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
障
害
者

表
象
に
注
目
し
て
大
江
健
三
郎
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
も
散
見
さ
れ
る（

7
）

︒
本
論

に
於
い
て
は
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
障
害
者
表
象
︑
す
な
わ
ち
︑
障
害
者

が
ど
の
よ
う
に
﹁
描
か
れ
て
﹂
い
る
か
︑
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
テ
ク
ス

ト
が
障
害
の
当
事
者
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
の
発
話
を
採
用
し
て
い

る
︑
つ
ま
り
︑
物
語
の
語
り
手
が
障
害
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
語
り
手

自
身
が
障
害
の
当
事
者
で
あ
る
（
＝
表
象
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
自
他
の
表

象
行
為
を
行
う
）︑
と
い
う
独
自
性
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
︒

一
　
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
そ
の
時
代

　﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑
語
り
手
﹁
僕
﹂
を
は
じ
め
︑
そ
の
登
場
人
物
の
大
半
を

脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
当
事
者
た
ち
が
占
め
て
い
る
が
︑
一
方
で
︑
日
本
に
お
け
る

当
該
障
害
の
患
者
数
は
︑
こ
の
短
編
の
書
か
れ
た
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
〇

年
）
頃
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
た
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
は
主
に

結
核
菌
が
脊
椎
に
感
染
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
す
る
病
気
で
︑
正
式
に
は
結

核
性
脊
椎
炎
と
呼
ば
れ
︑
背
骨
に
結
核
菌
が
付
着
し
骨
の
感
染
を
お
こ
し
た
も

の
で
あ
り（

8
）

︑
脊
柱
の
鈍
痛
︑
脊
柱
の
変
形
お
よ
び
運
動
制
限
︑
結
核
性
膿
瘍
の

形
成
︑
下
肢
の
麻
痺
な
ど
を
呈
す
る
が（

9
）

︑
現
代
に
於
い
て
は
化
学
療
法
に
よ
り

ほ
ぼ
治
癒
可
能
な
病
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
発
表
当
時
は
︑
未
だ
多

分
に
治
療
困
難
か
つ
根
治
が
絶
望
的
な
病
で
も
あ
っ
た
が
︑
化
学
療
法
に
よ
る

治
療
が
始
ま
り
だ
し
た
過
渡
期
で
も
あ
っ
た（

10
）

︒
日
本
の
法
律
に
お
け
る
障
害
の

定
義
が
一
般
的
な
病
気
の
そ
れ
と
一
線
を
画
す
る
の
は
︑
障
害
と
は
﹁
継
続
的

に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
﹂
も
の
で
あ
る
と
す
る（

11
）

点
に
あ
る
︒
そ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑
一
九
六
〇
年
代
︑
彼
ら
は
確
か
に
そ
の

定
義
を
満
た
す
﹁
障
害
当
事
者
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
脊
椎
カ

リ
エ
ス
と
い
う
特
定
の
障
害
の
視
点
か
ら
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
と
ら
え
た
も
の
に
︑

大
島
丈
志
の
﹁「
他
人
の
足
」
に
お
け
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
境
界
線（

12
）

﹂
と
い
う

先
行
研
究
が
あ
る
︒
そ
こ
で
正
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
テ
ク
ス
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ト
は
現
在
に
至
る
ま
で
︑﹃
新
潮
﹄
掲
載
後
の
初
の
単
行
本
化
で
あ
る
﹃
死
者

の
奢
り
﹄
の
大
江
自
身
が
著
し
た
﹁
後
記
﹂
の
中
の
︑﹁
監
禁
さ
れ
て
い
る
状

態
︑
閉
ざ
さ
れ
た
壁
の
な
か
に
生
き
る
状
態
を
考
え
る（

13
）

﹂
と
い
う
記
述
を
受
け

る
か
た
ち
で
︑
江
藤
淳
や
紅
野
敏
郎
ら
の
よ
う
な
大
物
評
論
家
ら
が
︑
率
先
し

て
そ
の
記
述
を
追
認
し
評
す
る
と
い
う
傾
向
に
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
大
島
は
︑

脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
病
に
ま
つ
わ
る
状
況
が
︑
発
表
か
ら
六
十
年
近
く
経
過

し
た
た
め
に
大
き
く
変
化
し
た
点
を
指
摘
す
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
先
述
の

﹃
自
薦
短
篇
﹄
に
於
い
て
（﹁
僕
﹂
の
年
齢
な
ど
の
修
正
が
施
さ
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
）︑﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
い
う
病
名
自
体
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
再
掲

さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
鑑
み
る
と
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
表
象
さ
れ
る
﹁
脊
椎
カ

リ
エ
ス
﹂
と
︑
テ
ク
ス
ト
外
に
実
在
す
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
病
の
安
易
な

ク
リ
シ
ェ
化
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
︑
改
め
て
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
曾
根
博
義
が
指
摘
す
る
よ
う
な
︑

大
江
の
初
期
短
編
へ
の
評
価
が
︑
軒
並
み
︑﹁
監
禁
状
態
か
ら
の
解
放
や
屈
服
︑

そ
し
て
新
生
﹂
な
ど
の
﹁
作
家
の
自
己
解
説
の
反
復
・
敷
衍
・
解
釈
に
す
ぎ
な

い（
14
）

﹂
可
能
性
を
検
証
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑

一
九
六
三
年
に
︑
開
高
健
が
﹁
一
つ
の
環
境
が
あ
る
︒
閉
じ
て
い
て
︑
ど
こ
に

も
逃
げ
道
が
な
い
︒
し
か
し
一
度
は
そ
の
壁
が
破
れ
か
け
る
︒
け
れ
ど
つ
ぎ
の

瞬
間
に
は
ふ
た
た
び
そ
れ
が
閉
じ
て
し
ま
う
︒
ど
う
し
よ
う
も
な
い
︒
絶
望
だ
︒

︙
︙
と
い
う
の
が
大
江
君
の
処
女
作
の
と
き
か
ら
の
発
想
法
ら
し
い
︒
ど
の
作

品
を
読
ん
で
も
す
べ
て
こ
の
式
が
使
わ
れ
て
い
る
︒
ち
が
う
の
は
そ
の
と
き
ど

き
に
よ
っ
て
場
所
や
人
物
や
職
業
だ
け
で
︑
項
は
変
化
し
て
も
式
そ
の
も
の
は

す
こ
し
も
か
わ
ら
な
い
﹂
な
ど
と
揶や

揄ゆ

的
に
述
べ
た
よ
う
な
︑
テ
ー
マ
に
見
合

わ
せ
る
た
め
の
象
徴
的
一
般
化
が
︑
こ
の
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
い
う
特
定
の

障
害
に
関
し
て
も
適
用
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問

で
あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
こ
こ
で
は
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
特
定
の
病
か
ら
こ
の
テ
ク
ス

ト
を
検
証
す
る
行
為
は
︑
既
に
前
述
の
大
島
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
た
め
︑
こ

れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
︒
二
〇
〇
九
年
に
発
表
さ
れ
た
大
島
の
論
は
︑

﹁
他
人
の
足
﹂
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
時
代
（
一
九
五
七
年
）
に
お
け
る
脊
椎
カ

リ
エ
ス
と
い
う
病
に
ま
つ
わ
る
言
説
や
認
識
を
丁
寧
に
な
ぞ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

こ
の
テ
ク
ス
ト
を
改
め
て
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
特
有
の
病
の
視
点
か
ら
読
み

な
お
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
︑﹁
化
学
療
法
が

で
き
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
が
不
治
の
病
で
は
な
く
な
﹂
っ
た
か
ら
こ
そ
﹁
発
生
す

る
回
復
の
見
込
み
の
な
い
麻
痺
を
抱
え
た
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
の
心
性
︑
外
部

と
の
〘
マ
マ
〙つ
な
が
り
得
な
い
と
い
う
絶
望
と
監
禁
の
快
楽
の
入
り
混
じ
っ
た
僕
の
心

性
﹂
と
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
病
を
め
ぐ
る
時
代
的
変
化
﹂
か
ら
﹁
発
生
す

る
二
つ
の
心
性
を
表
現
し
て
い
る
﹂
と
い
う
新
た
な
視
点
を
提
示
し
て
結
ん
で

い
る
︒
こ
の
指
摘
は
︑
し
か
し
そ
の
後
︑﹃
自
薦
短
篇
﹄
に
於
け
る
改
訂
版
を
も

新
た
な
テ
ク
ス
ト
の
再
生
産
と
し
て
視
野
に
入
れ
︑
殊
更
語
り
手
の
﹁
僕
﹂
の

年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
社
会
的
状
況
を
も
考
慮
に
入
れ
る
と
︑
こ
の
考
察
の

目
玉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
同
時
代
性
と
い
う
大
き
な
要
素
を
少
な
か
ら
ず
失
っ
て
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し
ま
う
可
能
性
も
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
︑
蛇
足
な
が
ら
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

二
　﹁
他
人
の
足
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト

　
以
上
の
よ
う
な
批
評
の
流
れ
を
く
ん
だ
上
で
︑
今
回
注
目
し
た
い
の
は
︑
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
﹁
他
人
の
足
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
の
﹁
障
害
当

事
者
﹂
性
と
︑
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
な
﹁
他
人
﹂
と
の
狭
間
に
つ
い
て
で

あ
る
︒
実
在
す
る
特
定
の
障
害
を
持
つ
集
団
を
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
集
団
と
他
者
︑
疎
外
感
な
ど
が
中
心
に
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
多

い
が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
﹁
障
害
当
事
者
﹂
性
︑
つ
ま
り
︑
語
り
手
に
障
害
当

事
者
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
︒﹁
他
人
の
足
﹂
が
︑
同
時
期
の
大
江
の
集
団
や
疎
外
な
ど
を
扱
っ
た
テ
ク

ス
ト
と
一
線
を
画
す
る
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
障
害
当
事
者
性
に
他
な
ら
な
い
と

も
言
え
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
図
ら
ず
も
︑
そ
の
後
の
大
江
健
三
郎
の
小
説
の

方
向
性
に
も
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒

　
数
多
あ
る
大
江
健
三
郎
作
品
の
中
で
も
︑
特
に
こ
の
短
編
を
紹
介
し
よ
う
と

す
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
︑
江
藤
淳
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
︑﹁
他
人
の

足
﹂
に
は
﹁
こ
の
作
家
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
主
題
の
萌
芽
が
か
く
さ
れ
て
い

る（
15
）

﹂
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
を
考
察
す
る
た
め
︑﹁
他
人
の
足
﹂
と
い

う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
︒

　﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
未
成
年
者
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
少

年
た
ち
七
人
の
最
年
長
者
で
あ
る
﹁
僕
﹂
を
語
り
手
と
し
て
展
開
す
る
物
語
で

あ
る
が
︑
前
述
の
と
お
り
︑﹁
僕
﹂
の
年
齢
は
︑﹃
大
江
健
三
郎
自
薦
短
篇
﹄︑

お
よ
び
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た
﹃
大
江
健
三
郎
全
小
説（

16
）

﹄
で
十
六
歳
と
さ
れ
︑

そ
れ
以
前
の
版
で
は
十
九
歳
と
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
も
先
述
の
と

お
り
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
実
在
の
疾
患
名
が
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
の
そ
れ
と
現
実
の
そ
れ
と
を
区
別
す
る
た
め
に
念
の
た

め
に
確
認
し
て
お
く
と
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
は
︑

﹁
殆
ど
︑
歩
き
始
め
る
可
能
性
を
︑
将
来
に
持
っ
て
い
な
﹂
い
病
と
さ
れ
︑
そ

の
未
成
年
患
者
で
あ
る
彼
ら
は
︑﹁
大
人
の
病
棟
か
ら
広
い
芝
生
を
隔
て
て
独

立
し
て
い
る
一
棟
﹂
の
病
棟
に
隔
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
僕
﹂

以
外
に
は
︑
十
五
歳
の
少
女
と
︑
五
名
の
十
四
歳
の
少
年
た
ち
が
︑
そ
れ
ぞ
れ

二
人
部
屋
の
個
室
と
サ
ン
ル
ー
ム
で
日
を
送
っ
て
い
た
が
︑
そ
こ
に
文
学
部
の

男
子
大
学
生
が
や
っ
て
く
る
こ
と
で
状
況
が
変
化
す
る
︒

　
こ
の
病
棟
に
は
︑
最
初
か
ら
（
大
江
の
初
期
作
品
が
多
く
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
）
あ
か
ら
さ
ま
な
性
的
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
描
か
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
冒

頭
か
ら
︑﹁
僕
ら
は
︑
粘
液
質
の
厚
い
壁
の
中
に
︑
お
と
な
し
く
暮
し
て
い

た
﹂
な
ど
と
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
粘
液
質
﹂
な
ど
の
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
多
分
に
性

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
と
勘
ぐ
ら
せ
た
く
な
る
か
の
よ
う
に
︑

す
ぐ
さ
ま
﹁
僕
﹂
ら
患
者
た
ち
が
︑
看
護
婦（

17
）

に
よ
っ
て
性
欲
の
解
消
を
さ
せ
ら

れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
る
︒
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し
か
も
僕
ら
は
︑
快
楽
に
恵
ま
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
僕
ら
の
係
の
看

護
婦
た
ち
が
︑
シ
ー
ツ
や
下
着
を
汚
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
︑
あ
る
い

は
彼
女
た
ち
の
小
さ
な
好
奇
心
か
ら
︑
そ
し
て
殊
に
︑
今
ま
で
の
習
慣
か

ら
︑
僕
ら
に
手
軽
な
快
楽
を
あ
た
え
て
く
れ
た
か
ら
だ
っ
た
︒
僕
ら
の
中

に
は
︑
時
ど
き
昼
の
間
も
係
の
看
護
婦
に
︑
車
つ
き
の
寝
椅
子
を
押
さ
せ

て
個
室
へ
帰
り
︑
二
十
分
ほ
ど
た
っ
て
︑
頬
を
紅
潮
さ
せ
た
看
護
婦
を
従

え
て
︑
得
意
げ
に
戻
っ
て
来
る
者
が
い
た
︒
僕
ら
は
彼
を
忍
び
笑
い
で
迎

え
た
︒

（
18
）

物
語
の
終
わ
り
に
も
︑
こ
の
看
護
婦
に
よ
る
性
処
理
の
再
開
が
描
か
れ
る
こ
と

か
ら
考
え
る
と
︑﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑
看
護
婦
の
性
処
理
が
﹁
外
部
﹂
か
ら

や
っ
て
き
た
学
生
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
︑
そ
れ
が
再
び
再
開
さ
れ
る
ま
で
を
描

い
た
物
語
で
あ
る
と
乱
暴
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
て
し
ま
う
︒
看
護
婦
を
含

む
彼
ら
病
棟
の
﹁
内
部
﹂
の
住
人
は
︑
こ
の
性
処
理
を
﹁
快
楽
﹂
と
呼
ん
で
お

り
︑﹁
外
部
﹂
か
ら
来
た
学
生
が
唯
一
︑
そ
の
行
為
を
﹁
犬
み
た
い
な
扱
い
﹂

だ
と
憤
る
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
描
い
て
い
る
物
語
で
も
あ
る
︒
学
生
は
︑

こ
の
﹁
扱
い
﹂
に
対
抗
す
る
と
し
て
他
の
患
者
ら
と
﹁
運
動
﹂
を
始
め
る
こ
と

に
な
る
が
︑
こ
の
政
治
的
な
運
動
を
も
っ
て
性
と
対
峙
す
る
よ
う
な
展
開
は
︑

そ
の
後
初
期
の
大
江
健
三
郎
の
小
説
群
に
頻
出
す
る
政
治
と
性
へ
の
言
及
を
多

分
に
予
見
さ
せ
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
い
て
は
︑
政
治

運
動
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
間
︑
患
者
た
ち
は
︑
看
護
師
か
ら
の
性
的
な
﹁
扱

い
﹂
を
受
け
付
け
な
い
の
だ
が
︑
こ
れ
は
︑
学
生
が
再
び
﹁
他
人
﹂
と
な
っ
て

病
棟
を
去
っ
て
ゆ
く
物
語
の
結
末
部
分
に
も
用
い
ら
れ
︑﹁
僕
﹂
ら
患
者
た
ち

は
︑
学
生
が
去
る
と
共
に
︑
こ
の
﹁
快
楽
﹂
に
回
帰
し
て
ゆ
く
様
が
描
か
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
性
﹂
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
後
ほ
ど
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た

い
︒

　
そ
の
他
に
も
﹁
他
人
の
足
﹂
は
︑
そ
の
後
の
大
江
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
を

い
く
つ
も
保
持
し
て
い
る
が
︑
文
体
の
形
式
レ
ベ
ル
で
の
こ
だ
わ
り
も
そ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
と
い
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
登
場
人
物
た
ち
は
︑

殊
更
個
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
テ
ク
ス
ト
中
の
話
し
言
葉
は
︑
カ
ギ

括
弧
は
お
ろ
か
傍
線
な
ど
の
印
す
ら
も
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
改
行
の
み
で
示

唆
さ
れ
て
お
り
︑
時
に
誰
の
発
話
か
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
表

記
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
発
話
の
地
の
文
へ
の
混
入
は
︑
大
江
健
三
郎

の
小
説
一
般
の
特
徴
で
は
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
が
作
為
的
な
表
記
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
同
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
の
中
で
同
様
の
カ
ギ
括
弧
の
省
略
は
︑

同
じ
く
﹃
新
潮
﹄
に
約
半
年
後
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
人
間
の
羊（

19
）

﹂
に
も
唯
一
見
ら

れ
る
が
︑
こ
の
﹁
人
間
の
羊
﹂
に
於
い
て
も
︑
発
話
者
た
ち
個
々
人
に
個
性
が

与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
彼
ら
の
所
属
す
る
﹁
集
団
﹂
を
も
っ
て
そ
の
発
話
者
と

み
な
さ
れ
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
と
︑
カ
ギ
括
弧
の
省
略
と
い
う
表
記

は
︑
地
の
文
自
体
︑
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
全
体
が
︑﹁
語
り
手
﹂（﹁
他
人
の
足
﹂

﹁
人
間
の
羊
﹂
共
に
﹁
僕
﹂
で
あ
る
）
の
発
話
の
中
に
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
付

け
る
仕
掛
け
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い（

20
）

︒



「他人の足」

147

　
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
中
に
あ
っ
て
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
総
勢
八
名
の

う
ち
︑
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
他
の
患
者
ら
と
比
べ
て
年
齢
が
少
し
上
で
あ

る
﹁
僕
﹂
と
学
生
︑
こ
れ
に
加
え
て
︑
か
ろ
う
じ
て
場
面
に
よ
っ
て
表
面
化
す

る
︑
紅
一
点
の
少
女
︑
そ
し
て
︑
最
後
の
シ
ー
ン
で
は
他
の
患
者
と
同
化
し
た

よ
う
に
描
写
さ
れ
︑
病
棟
を
去
っ
た
の
か
も
定
か
で
は
な
い
ま
ま
テ
ク
ス
ト
表

象
の
舞
台
か
ら
消
え
て
し
ま
う
﹁
自
殺
未
遂
し
た
十
四
歳
の
少
年
﹂
で
あ
る
︒

そ
の
他
に
も
︑
病
棟
の
院
長
や
︑
学
生
の
母
親
も
わ
ず
か
に
登
場
す
る
が
︑
看

護
婦
ら
に
至
っ
て
は
︑﹁
看
護
婦
・
彼
女
た
ち
﹂
等
と
表
記
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
︑

か
ろ
う
じ
て
女
性
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
は
す
る
も
の
の
︑
何
人
存
在
す

る
の
か
す
ら
︑
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
︑﹁
自
殺
未
遂
し
た

十
四
歳
の
少
年
﹂
に
︑
手
術
を
促
す
看
護
婦
が
複
数
回
描
か
れ
る
が
︑
こ
れ
が

同
一
人
物
な
の
か
複
数
人
で
あ
る
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
︒
こ
の
物
語
で

は
︑
登
場
人
物
ら
は
徹
底
的
に
︑
そ
の
役
割
の
み
で
語
ら
れ
て
い
て
︑
個
人
的

な
性
格
︑
す
な
わ
ち
個
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
極
力
避
け
ら
れ
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
個
人
的
な
体
験
﹄
な
ど
で
表
象
さ
れ
る
し
つ
こ
い
よ

う
な
外
見
描
写
も
全
く
見
ら
れ
ず
︑
彼
ら
の
外
見
を
推
測
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト

す
ら
︑
か
ろ
う
じ
て
︑
学
生
に
対
し
て
︑﹁
人
の
良
さ
そ
う
な
小
さ
い
眼
﹂
を

ぱ
ち
ぱ
ち
さ
せ
た
と
い
う
描
写
が
一
度
出
て
く
る
程
度
で
︑
他
に
は
ほ
と
ん
ど

与
え
ら
れ
な
い
︒﹁
他
人
﹂
と
な
っ
て
去
る
そ
の
瞬
間
の
学
生
に
の
み
︑
最
後

に
よ
う
や
く
﹁
タ
カ
シ
さ
ん
﹂
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
も
︑
こ
れ
は

顕
著
で
あ
ろ
う
︒

タ
カ
シ
さ
ん
︑
と
サ
ン
ル
ー
ム
の
入
口
に
立
っ
た
中
年
の
女
が
︑
横
柄
に

僕
ら
を
見
ま
わ
し
て
呼
び
か
け
た
︒
タ
カ
シ
さ
ん
︑
早
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
︑

タ
カ
シ
さ
ん
︒

　
僕
は
︑
そ
の
女
が
学
生
と
そ
っ
く
り
の
︑
強
靱
で
下
品
な
顎
を
持
っ
て

い
る
の
を
見
た
︒

（
21
）

皮
肉
に
も
︑﹁
下
品
な
顎
﹂
と
い
う
︑
ご
く
局
地
的
︑
か
つ
︑﹁
僕
﹂
の
主
観
的

な
要
素
が
強
い
外
見
表
象
を
顕
に
さ
れ
る
の
も
︑
学
生
と
そ
の
母
親
の
み
で
あ

る
︒﹁
タ
カ
シ
さ
ん
﹂︑
つ
ま
り
︑
固
有
名
を
与
え
ら
れ
た
登
場
人
物
は
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
そ
の
瞬
間
に
︑
他
の
登
場
人
物
か
ら
徹
底
し
て
独
立
し
た
他
人
と

な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
︑
登
場
人
物
が
徹
底
的
に
一
般
化
さ
れ
︑

そ
の
﹁
個
性
﹂
を
奪
わ
れ
て
い
る
が
故
に
︑
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

彼
ら
か
ら
完
全
に
分
離
し
て
し
ま
う
の
だ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
﹁
タ
カ
シ
さ
ん
﹂

で
す
ら
︑
今
度
は
﹁
僕
﹂
ら
を
横
柄
に
見
下
す
﹁
中
年
女
﹂
の
同
族
＝
﹁
強
靱

で
下
品
な
顎
﹂
を
持
つ
集
団
へ
と
含
み
こ
ま
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
︒

　
そ
の
一
方
で
︑
先
述
の
と
お
り
︑
唯
一
の
発
話
者
で
あ
り
︑
あ
る
程
度
の
客

観
性
を
も
っ
て
他
の
患
者
ら
を
俯ふ

瞰か
ん

す
る
こ
と
で
彼
ら
を
語
り
︑
そ
れ
を
も
っ

て
し
て
﹁
個
﹂
を
担
保
し
て
い
た
は
ず
の
﹁
僕
﹂
は
︑
文
末
で
こ
の
よ
う
に
描

か
れ
︑
看
護
婦
に
﹁
皆
﹂
と
共
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
︑
い
と
も
簡
単
に
他
の
患

者
ら
と
融
合
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
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結
局
︑
僕
は
あ
い
つ
を
見
張
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
あ
い
つ
は
贋
も
の

だ
っ
た
の
だ
︑
と
僕
は
考
え
た
︒
勝
利
の
感
情
が
湧
き
お
こ
り
か
け
て
︑

急
に
消
え
た
︒
そ
し
て
暗
い
拡
が
り
が
静
か
に
躰
を
寄
せ
て
来
た
︒
脣
を

固
く
ひ
き
し
め
︑
個
室
の
ド
ア
の
閉
ま
る
音
を
背
後
に
聞
い
て
か
ら
僕
は

い
っ
た
︒

　
僕
を
清
潔
に
し
て
お
き
た
い
ん
だ
ろ
う
？

　
え
？
と
看
護
婦
が
い
っ
た
︒

　
下
着
を
汚
さ
れ
た
く
な
い
ん
だ
ろ
う
？

　
看
護
婦
は
当
惑
し
て
僕
を
見
つ
め
て
い
︑
そ
れ
か
ら
猥
雑
さ
と
優
し
さ

の
交
っ
た
表
情
に
変
っ
た
︒
わ
か
っ
た
わ
︑
と
少
し
息
を
弾
ま
せ
て
看
護

婦
は
い
っ
た
︒

　
わ
か
っ
た
わ
︒
近
頃
︑
皆
少
し
変
だ
っ
た
じ
ゃ
な
い
？
　
私
そ
う
思
っ

て
い
た
の
よ
︒

　
初
め
に
︑
乾
い
て
冷
た
い
掌
が
︑
荒
あ
ら
し
く
触
れ
た
︒
看
護
婦
は
満

足
そ
う
に
繰
返
し
て
い
た
︒

　
な
ん
だ
か
変
だ
っ
た
わ
よ
︑
近
頃
ず
っ
と
︒

（
22
）

こ
れ
に
加
え
て
︑
そ
の
前
の
シ
ー
ン
で
は
︑
現
在
か
ろ
う
じ
て
︑﹁
僕
﹂
と
他

の
患
者
ら
と
を
隔
て
て
い
る
﹁
個
室
の
ド
ア
﹂
も
︑
近
い
将
来
取
り
払
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
も
伺
い
知
れ
る
よ
う
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒
特

に
﹃
自
薦
短
篇
﹄
以
降
︑
十
九
歳
か
ら
十
六
歳
へ
と
﹁
僕
﹂
の
年
齢
が
引
き
下

げ
ら
れ
た
こ
と
で
︑﹁
僕
﹂
と
他
の
少
年
た
ち
と
の
断
絶
は
よ
り
小
さ
い
も
の

と
さ
れ
︑
こ
の
改
訂
に
よ
り
︑﹁
僕
﹂
と
他
の
少
年
ら
と
の
同
化
と
い
う
展
望

は
︑
よ
り
確
実
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
は
︑﹁
タ

カ
シ
さ
ん
﹂
と
い
う
存
在
に
な
っ
た
学
生
と
の
断
絶
と
対
照
的
で
も
あ
る
︒

も
っ
と
言
う
な
ら
ば
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
存
在
す
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
は
皆

未
成
年
＝
子
供
で
あ
り
︑
彼
ら
が
︑
医
者
や
看
護
婦
ら
は
も
と
よ
り
︑
学
生
の

母
親
で
あ
る
﹁
中
年
女
﹂
ら
﹁
大
人
﹂
の
集
団
に
︑
象
徴
的
に
も
物
理
的
に
も
︑

自
ら
で
は
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹁
厚
い
壁
﹂
で
隔
離
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
は
︑
大
江
の
初
期
短
編
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
︑﹁
芽
む
し
り
仔
撃
ち（

23
）

﹂
評

な
ど
に
見
ら
れ
る
︑
子
供
／
大
人
︑
被
支
配
／
支
配
な
ど
の
構
図（

24
）

に
重
な
っ
て

く
る
︒

　
こ
れ
ら
に
鑑
み
る
と
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る
の
は
︑
常
に
な
に
か
し

ら
の
集
団
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
寄
る
辺
の
な
い
﹁
個
﹂
た
ち
の
間
に
雑
音

の
よ
う
に
混
ざ
り
込
ん
だ
︑
つ
か
の
間
の
葛
藤
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
︑
個

と
集
団
の
対
立
と
い
う
従
来
の
読
み
の
多
く
を
裏
書
き
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
︒

し
か
し
︑
同
時
に
︑
先
述
の
よ
う
に
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
そ
の
語
り
手

﹁
僕
﹂
を
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
と
い
う
障
害
の
﹁
当
事
者
﹂
に
設
定
し
て
い
る

こ
と
が
特
徴
的
で
も
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
︒
或
る
も
の
は
︑﹁
当
事

者
﹂
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
於
い
て
︑
そ
の
他
の
差
異
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
︑

そ
の
当
事
者
性
故
に
否
応
な
し
に
集
団
に
飲
み
込
ま
れ
る
が
︑
そ
の
一
方
で
︑

当
事
者
で
な
く
な
っ
た
も
の
＝
﹁
個
﹂
は
︑
そ
の
途
端
に
︑
そ
の
集
団
の
一
員
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と
な
る
資
格
を
剝
奪
さ
れ
︑
異
物
と
な
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
様
を
描
き

出
し
て
い
る
点
に
︑
こ
の
﹁
他
人
の
足
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
独
自
性
が
あ
る

と
も
言
え
る
︒
先
述
の
大
島
が
そ
の
論
で
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
︑
限
り

な
く
不
治
に
近
か
っ
た
﹁
脊
椎
カ
リ
エ
ス
﹂
と
い
う
病
が
︑
ま
さ
に
こ
の
テ
ク

ス
ト
の
創
ら
れ
た
時
代
に
は
︑
不
治
で
は
な
く
な
っ
て
来
て
い
た
と
い
う
そ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
︑
巧
み
に
物
語
の
転
機
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
も

言
え
よ
う
︒
加
え
て
︑
今
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
︑
学
生
が
歩
け
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
︑
サ
ン
ル
ー
ム
か
ら
見
え
る
﹁
青
く
光
る
芝
生
の
上
﹂
で

あ
っ
た
こ
と
と
︑﹁
他
人
の
足
﹂
初
出
と
同
年
に
発
足
し
て
い
た
身
体
障
害
者

団
体
の
名
が
﹁
青
い
芝
の
会（

25
）

﹂
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
偶
然
の
一
致
と
し
て
も
興

味
深
い
︒
図
っ
て
か
図
ら
ず
か
︑
小
説
は
社
会
現
象
を
先
回
り
し
て
表
象
す
る

こ
と
が
あ
る
︒
繰
り
返
し
と
な
る
が
︑
そ
の
他
の
多
く
の
優
れ
た
小
説
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
︑
大
江
健
三
郎
の
小
説
に
は
︑
そ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
な
ど
の
最
も

初
期
の
段
階
か
ら
︑
テ
ク
ス
ト
の
物
語
生
成
に
︑
社
会
の
動
き
が
敏
感
に
表
象

さ
れ
︑
ま
た
︑
予
知
さ
れ
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
︒

三
　﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
﹁
性
﹂
の
問
題

　
そ
の
一
方
で
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
大
き
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る

﹁
障
害
﹂
に
更
に
注
目
す
る
と
︑
こ
の
小
説
に
は
現
代
社
会
の
観
点
か
ら
捉
え

た
際
に
︑
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
偏
見
と
問
題
性
が
横
た
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
前
述

し
た
﹁
障
害
者
の
性
﹂
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
︒
こ
れ
を
検
証
す
る
た
め
︑
ま
ず

は
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
い
て
︑﹁
性
﹂
が
い
か
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
整
理

し
て
み
た
い
︒

　
大
江
健
三
郎
研
究
に
於
い
て
は
︑
既
に
あ
る
程
度
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
︑

特
に
大
江
健
三
郎
の
初
期
作
品
群
で
﹁
性
﹂
と
﹁
政
（
治
）﹂
の
二
項
が
大
き

な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
﹁
他
人
の
足
﹂
で
の
﹁
性
﹂
描

写
に
注
視
す
る
と
︑
未
成
年
病
棟
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
こ
の
住
人
ら

は
︑
多
分
に
﹁
性
﹂
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
が
す
ぐ
見
て
取
れ
る
︒
物
語
開
始

早
々
︑
入
所
し
た
て
の
学
生
は
︑
五
歳
ほ
ど
も
年
下
で
あ
る
は
ず
の
彼
ら
に
︑

性
的
な
か
ら
か
い
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒

僕
は
︑
六
種
類
の
検
査
を
受
け
た
ん
だ
け
ど
︑
ど
れ
も
陰
性
だ
っ
た
ん
だ
︒

部
屋
の
中
で
︑
寝
椅
子
に
乗
っ
か
っ
て
る
だ
け
じ
ゃ
︑
性
病
に
は
な
ら
な

い
ね
︑
と
医
者
が
︑
が
っ
か
り
し
て
い
っ
た
よ
︒

　
そ
の
︑
た
び
た
び
繰
返
さ
れ
た
冗
談
に
︑
皆
忍
び
笑
い
︑
看
護
婦
は
下

品
な
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た
が
︑
学
生
は
頬
を
赤
ら
め
脣
を
嚙
み
し
め
て

黙
っ
て
い
た
︒

（
26
）

先
述
の
と
お
り
︑
学
生
は
︑
看
護
婦
に
よ
る
性
処
理
を
﹁
犬
み
た
い
な
扱
い
﹂

だ
と
し
て
拒
み
︑
他
の
患
者
た
ち
に
も
︑﹁
正
常
な
﹂
生
活
を
促
す
が
︑
学
生
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ら
を
中
心
と
し
た
﹁
政
治
的
運
動
﹂
が
軌
道
に
乗
っ
て
い
る
間
︑
そ
の
性
処
理

は
鳴
り
を
潜
め
る
の
だ
っ
た
︒

　
翌
朝
か
ら
︑
学
生
は
彼
の
運
動
を
始
め
た
︒
彼
は
周
り
の
寝
椅
子
の
少

年
た
ち
に
︑
熱
心
に
話
し
か
け
︑
軽
い
揶
揄
の
ま
じ
っ
た
冷
淡
さ
で
あ
し

ら
わ
れ
な
が
ら
︑
決
し
て
黙
り
こ
ま
な
か
っ
た
︒
彼
は
午
前
の
間
中
︑
寝

椅
子
の
車
輪
を
押
し
て
動
き
ま
わ
り
︑
愛
想
よ
く
話
し
か
け
て
い
た
︒
そ

し
て
︑
昼
食
の
あ
と
︑
看
護
婦
の
口
か
ら
︑
学
生
が
昨
夜
︑
断
乎
と
し
て
︑

あ
の
あ
り
ふ
れ
た
日
常
的
な
小
さ
い
快
楽
を
拒
ん
だ
話
を
ひ
そ
ひ
そ
打
ち

あ
け
ら
れ
る
と
︑
少
年
た
ち
は
︑
皆
一
し
き
り
低
い
声
で
笑
っ
た
あ
と
︑

軽
い
興
味
を
学
生
に
︑
持
ち
始
め
た
様
子
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
少
し
ず
つ

彼
の
周
囲
に
集
ま
り
始
め
︑
夕
方
に
は
︑
円
形
に
寝
椅
子
を
並
べ
て
少
年

た
ち
は
︑
学
生
と
話
し
て
い
︑
そ
の
中
に
は
︑
い
つ
も
花
の
栽
培
の
本
だ

け
読
ん
で
い
る
少
女
の
カ
リ
エ
ス
患
者
ま
で
加
わ
っ
て
い
た
︒

（
27
）

彼
ら
は
サ
ン
ル
ー
ム
に
集
ま
り
︑﹁
か
つ
て
看
護
婦
か
ら
得
て
い
た
衛
生
的
な

快
楽
︑
日
常
的
な
小
さ
い
快
楽
を
棄
て
さ
っ
た（

28
）

﹂
だ
け
で
な
く
︑﹁
僕
﹂
ま
で

も
が
﹁
そ
れ
に
つ
い
て
は
︑
少
年
た
ち
と
同
じ
生
活
の
変
化
を
被
﹂
る
よ
う
に

な
る
︒
最
初
は
徹
底
的
に
無
視
さ
れ
て
い
た
学
生
が
﹁
僕
﹂
以
外
の
患
者
た
ち

に
受
け
入
れ
ら
れ
始
め
る
の
は
︑
看
護
婦
に
よ
る
性
処
理
を
拒
ん
だ
こ
と
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
︒
皮
肉
に
も
︑﹁
日
常
的
な
小
さ
い
快
楽
﹂
を
共
有

し
そ
こ
ね
た
と
い
う
事
実
を
周
知
さ
れ
笑
わ
れ
た
こ
と
で
︑
学
生
は
そ
の
集
団

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
展
開
は
︑
大

江
健
三
郎
の
そ
の
後
の
小
説
に
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
後
述
す
る

が
︑
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
多
用
す
る
こ
と
で
も
︑
大
江
の
テ
ク
ス
ト
は
︑

自
ら
の
用
い
る
概
念
を
固
着
さ
せ
る
の
を
拒
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
︒

大
江
健
三
郎
の
小
説
は
︑
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
自
ら
表
象
す
る
こ
と
を
常
に
相
対

化
し
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
続
け
る
こ
と
で
︑
読
み
の
安
定
化
を
自
ら
否
定
す
る
よ

う
な
構
造
を
持
つ
こ
と
が
多
い
︒
大
江
健
三
郎
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
イ
ロ

ニ
ー
の
多
用
は
︑
こ
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
だ
︒

　﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
い
て
︑
し
か
し
︑
そ
の
他
の
シ
ー
ン
で
は
︑﹁
性
﹂
と
学

生
は
一
貫
し
て
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
左
翼

新
聞
﹂
に
自
分
た
ち
が
投
稿
し
た
原
水
爆
反
対
記
事
が
掲
載
さ
れ
﹁
嬉
し
く
て
︑

睡
れ
な
い
﹂
と
︑
消
灯
後
に
看
護
婦
に
連
れ
ら
れ
て
や
っ
て
き
た
少
女
と
学
生

と
の
﹁
脣
の
触
れ
あ
う
︑
濡
れ
た
柔
ら
か
い
音
﹂
が
す
る
キ
ス
シ
ー
ン
は
︑
そ

の
気
配
を
聞
き
と
り
な
が
ら
︑
怒
り
と
共
に
あ
り
は
す
る
も
の
の
﹁
優
し
い
感

情
に
充
た
さ
れ
て
﹂
い
く
﹁
僕
﹂
の
描
写
に
つ
な
が
り
︑
そ
の
性
的
な
匂
い
を

読
み
取
る
こ
と
を
あ
る
程
度
阻
ん
で
し
ま
う
微
妙
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒

﹁
政
治
運
動
﹂
の
充
実
に
よ
っ
て
﹁
力
が
あ
る
﹂
と
感
じ
た
十
五
歳
の
少
女
が
︑

そ
の
指
導
者
で
あ
る
学
生
と
﹁
濡
れ
た
﹂
接
吻
を
す
る
︒
し
か
し
彼
ら
の
下
半

身
は
自
ら
の
意
思
で
は
動
か
ず
︑
そ
の
﹁
障
害
﹂
に
よ
っ
て
︑
ま
た
そ
の
障
害

を
持
つ
集
団
の
一
員
で
あ
る
限
り
︑
彼
ら
の
純
潔
な
（
＝
﹁
性
的
﹂
で
な
い
）
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関
係
性
は
守
ら
れ
る
の
だ
っ
た
︒
こ
の
シ
ー
ン
で
は
﹁
学
生
が
上
半
身
を
起
こ

し
て
少
女
に
接
吻
し
た
﹂
と
︑
こ
と
さ
ら
﹁
上
半
身
﹂
の
強
調
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
︑
そ
れ
が
伺
い
知
れ
る
だ
ろ
う
︒
上
半
身
と
下
半
身
の
対
立
は
︑

実
は
こ
の
接
吻
シ
ー
ン
ま
で
に
も
度
々
描
写
さ
れ
る
︒﹁
便
器
に
ま
た
が
っ
た

ま
ま
︑
紅
潮
し
た
顔
を
む
り
に
振
り
か
え
っ
て
学
生
が
い
っ
た
﹂
な
ど
と
い
う

シ
ー
ン
で
は
︑
彼
ら
の
上
半
身
と
下
半
身
の
乖
離
が
冷
淡
な
ま
で
に
は
っ
き
り

と
描
か
れ
て
い
る（

29
）

︒
そ
の
後
学
生
が
病
棟
を
去
り
︑
前
掲
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に

お
い
て
性
処
理
は
再
び
開
始
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
の
生
活
が
再

び
﹁
性
的
﹂
な
も
の
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は

決
し
て
︑
肯
定
的
に
描
か
れ
て
は
い
な
い
︒
先
程
こ
の
小
説
が
︑
ア
イ
ロ
ニ
ー

的
な
要
素
を
持
つ
こ
と
に
触
れ
た
が
︑﹁
他
人
の
足
﹂
で
は
︑
学
生
に
よ
る

﹁
政
治
﹂
的
な
活
動
も
︑
決
し
て
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
で
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
不
安
定
な
均
衡
を
保
つ
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
も

言
え
る
︒

　
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
︑
先
程
述
べ
た
﹁
障
害
者
﹂
と
﹁
性
﹂
の

問
題
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
︒
カ
リ
エ
ス
患
者
ら
が
︑
自
分
た
ち
だ
け
で
は
﹁
性

的
﹂
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
は
︑
実
は
大
変
大
き
な
問
題

を
提
起
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
小
説
で
は
︑
そ
の
問
題
が
︑﹁
こ
こ
で
回

復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
正
常
さ
の
感
覚
な
ん
だ
︑
と
学
生
が
い
っ
た
︒

僕
ら
も
正
常
な
人
間
だ
と
い
う
確
信
な
ん
だ
﹂
と
い
う
く
だ
り
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
︑
性
処
理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
﹁
猥
雑
﹂
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
に
固

定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
と
同
時
に
注
目
す
べ
き
な
の

は
︑
学
生
の
言
う
﹁
正
常
な
人
間
﹂
と
は
︑﹁
性
処
理
﹂
に
代
表
さ
れ
る
﹁
犬

み
た
い
な
扱
い
﹂
を
拒
ん
で
﹁︹
政
治
︺
運
動
﹂
を
し
て
い
る
者
た
ち
で
あ
る

点
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
は
看
護
婦
の
﹁
ず
っ
と
変
だ
っ
た
﹂
と
い
う
最

後
の
セ
リ
フ
と
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
︒

　
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
看
護
婦
に
と
っ
て
の
﹁
正
常
な
人

間
﹂
と
は
︑
彼
女
（
ら
）
が
﹁
自
殺
未
遂
し
た
十
四
歳
の
少
年
﹂
に
無
自
覚
に

語
る
︑﹁
病
気
は
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
よ
︒
あ
な
た
は
︑
歩
か
な

き
ゃ
い
け
な
い
の
よ
︒
人
間
は
歩
く
よ
う
に
で
き
て
る
で
し
ょ（

30
）

﹂
と
い
う
く
だ

り
が
突
き
付
け
る
︑
カ
リ
エ
ス
患
者
は
︑
そ
の
当
事
者
で
あ
る
以
上
︑﹁
正
常

で
は
な
い
﹂
と
い
う
差
別
感
情
で
あ
り
︑﹁
病
気
﹂
は
﹁
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
﹂
と
い
う
︑
看
護
婦
ら
の
正
常
性
指
向
／
志
向
の
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
こ
と

で
あ
り
︑
そ
れ
が
︑
学
生
︱
︱
も
ち
ろ
ん
看
護
婦
の
発
言
当
時
は
﹁
病
気
﹂
の

﹁
当
事
者
﹂
で
あ
る
︱
︱
の
語
る
﹁
正
常
﹂
と
は
重
な
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒

語
り
手
の
集
団
性
に
よ
っ
て
︑
そ
の
﹁
正
常
﹂
の
定
義
が
ず
ら
さ
れ
︑
こ
の
テ

ク
ス
ト
に
於
い
て
︑
そ
れ
ら
の
語
り
を
包
括
し
て
い
る
主
た
る
語
り
手
で
あ
る

﹁
僕
﹂
は
︑
こ
の
﹁
正
常
﹂
性
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
︑
己
の
立
場
を
示
さ

ず
︑
た
だ
傍
観
（
聴
）
者
と
し
て
描
写
す
る
の
み
に
留
め
て
い
る
点
も
︑
こ
の

テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
際
に
︑
読
み
を
定
着
さ
せ
な
い
巧
妙
な
手
段

と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
同
時
に
︑
終
盤
に
な
っ
て
︑﹁
僕
﹂
が
︑
歩
く
学
生

を
見
る
際
に
︑﹁
自
分
の
足
の
上
に
立
っ
て
い
る
人
間
は
︑
な
ぜ
非
人
間
的
に
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見
え
る
の
だ
ろ
う
﹂
と
語
り
始
め
る
く
だ
り
は
︑
ま
さ
に
看
護
婦
ら
と
は
対
照

的
で
あ
っ
て
︑
彼
女
ら
の
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
正
常
﹂
な
集
団
に
は
交
わ
ら

（
れ
）
な
い
﹁
僕
﹂
を
あ
ぶ
り
出
す
も
の
の
︑
同
時
に
︑﹁
僕
﹂
が
﹁
自
分
の
足

の
上
に
立
﹂
て
な
い
と
い
う
事
実
は
︑
こ
れ
も
先
程
述
べ
た
﹁
僕
﹂
の
他
の
少

年
た
ち
と
の
合
流
の
未
来
を
予
測
さ
せ
る
︒
学
生
が
︑﹁
贋
も
の
﹂
だ
っ
た
と

語
る
﹁
僕
﹂
の
憤
り
か
ら
は
︑
こ
の
﹁
正
常
﹂
を
融
合
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
期
待
の
裏
切
り
へ
の
失
意
を
読
み
取
る
こ
と
も
出
来
よ
う
︒
ま
た
︑

こ
こ
で
あ
え
て
︑﹁
非
人
間
的
だ
と
思
っ
た
﹂
と
い
う
能
動
的
な
思
考
表
現
で

は
な
く
︑﹁
非
人
間
的
に
見
え
る
﹂
と
い
う
︑
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
観
察
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
妙
に
客
観
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
﹁
僕
﹂
の
諦
め
に
似
た
感
情
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
︒

　
こ
の
︑﹁
選
択
で
き
な
い
当
事
者
﹂
と
い
う
問
題
は
︑
看
護
婦
に
よ
る
﹁
性

処
理
﹂
の
シ
ー
ン
で
も
大
変
象
徴
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
︒﹁
性
﹂
の
快
楽
は
︑

こ
の
隔
離
病
棟
に
お
い
て
は
︑
看
護
婦
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
が
︑
し
か

し
︑
表
面
上
は
︑
彼
女
ら
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
彼
ら
は
自
主

的
に
そ
れ
を
拒
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
先
述
の
と
お
り
︑﹁
他

人
の
足
﹂
に
於
い
て
は
︑
彼
ら
が
こ
の
生
理
的
欲
求
を
自
主
的
に
満
た
す
こ
と

は
実
質
不
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

31
）

︒
こ
の
構
造
に
よ
っ
て
︑﹁
他
人

の
足
﹂
の
世
界
で
は
︑
学
生
の
し
て
い
た
よ
う
に
﹁
政
治
的
行
為
﹂
に
参
加
す

る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
﹁
正
常
な
人
間
﹂
と
﹁
社
会
﹂
を
媒
介
に
つ
な
が
る
以
外

に
︑
人
間
と
し
て
の
﹁
正
常
﹂
さ
を
担
保
す
る
術
は
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
動
機

が
根
幹
に
あ
る
以
上
︑
学
生
の
﹁
政
治
的
行
為
﹂
は
あ
く
ま
で
の
﹁
性
的
処

理
﹂
の
代
替
手
段
で
あ
り
︑
欺ぎ

瞞ま
ん

で
し
か
な
い
こ
と
が
自
明
と
さ
れ
て
い
る
の

だ
︒

　
こ
こ
で
表
出
さ
れ
る
の
は
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
︑
一
貫
し
て
表
象
さ
れ
る
そ

の
﹁
性
的
処
理
﹂
へ
の
嫌
悪
感
で
あ
る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
い
て
︑﹁
性
﹂
は

﹁
卑
猥
な
忍
び
笑
い
﹂
や
﹁
下
品
な
笑
い
﹂
と
共
に
表
象
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
︑﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い
︒
中

で
も
看
護
婦
ら
に
よ
る
射
精
﹁
支
援
﹂
は
︑
先
述
の
と
お
り
︑﹁
他
人
の
足
﹂

に
於
い
て
は
学
生
が
子
供
の
頃
に
﹁
発
情
さ
せ
て
遊
ん
だ
﹂﹁
犬
の
よ
う
な
﹂

扱
い
で
あ
る
と
感
じ
た
様
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
こ
の
施
設
内
で

疑
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
︑
そ
の
行
為
に
対
す
る
問
題
が
一
旦
提
起
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
︒

　
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
そ
れ
を
理
解
し
た
上
で
の
﹁
正
常
﹂
な
行
為
と
し
て
の

﹁
性
的
処
理
﹂
な
ど
は
一
顧
だ
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
し
て
結
末
部
に
於

い
て
す
ら
︑﹁
僕
﹂
の
﹁
勝
利
の
感
情
が
消
え
﹂
た
後
に
再
開
さ
れ
る
そ
れ
は
︑

学
生
が
来
る
前
に
戻
る
こ
と
の
示
唆
と
し
て
用
い
ら
れ
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
︑

結
局
︑
こ
の
よ
う
な
障
害
当
事
者
の
（
当
然
﹁
健
常
者
﹂
も
同
様
に
持
ち
得
る
）

選
択
と
し
て
の
性
的
処
理
行
為
を
相
対
化
す
る
視
線
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
﹁
性
的
処
理
﹂
は
︑
学
生
が
定
義
す
る
よ
う
に
︑

看
護
婦
ら
の
﹁
遊
び
﹂
と
し
て
﹁
与
え
ら
れ
る
﹂
屈
辱
的
行
為
で
あ
り
︑
そ
れ
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は
﹁
猥
雑
﹂
で
彼
ら
の
尊
厳
を
奪
う
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
価
値
基
準
は
︑

テ
ク
ス
ト
内
で
共
有
さ
れ
て
し
ま
い
︑
最
後
ま
で
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
︒
し
か

し
︑
こ
れ
は
︑
障
害
当
事
者
が
︑﹁
健
常
者
﹂
同
様
に
性
的
欲
求
を
持
つ
と
い

う
こ
と
と
︑
そ
の
性
的
処
理
を
他
者
に
依
頼
す
る
と
い
う
選
択
を
完
全
に
否
定

す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
大
変
に
差
別
的
な
表
象
だ
と
も
言
え
よ
う
︒
か
つ
︑
こ

の
よ
う
な
性
的
処
理
の
描
写
は
︑
障
害
当
事
者
ば
か
り
か
︑
そ
の
性
的
処
理
を

施
す
側
の
女
性
（﹁
他
人
の
足
﹂
の
場
合
で
あ
れ
ば
看
護
婦
た
ち
）
を
卑
下
す
る
言

説
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
僕
﹂
と
い
う
一
人
称
の
語
り
が
︑
主
観

的
に
し
か
彼
女
ら
の
行
為
を
判
断
し
な
い
こ
と
か
ら
も
後
押
し
さ
れ
て
お
り
︑

彼
女
ら
の
本
心
は
﹁
僕
﹂
の
語
り
に
よ
っ
て
︑﹁
猥
雑
﹂
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た（

32
）

︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た

時
代
を
考
慮
に
い
れ
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
表
象
は
あ
る
意
味
仕
方
の
な
い
も
の

だ
と
も
擁
護
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
身
体
障
害
者
へ
の
性
的
介

助
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
﹁
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ン
ズ
﹂
の
代
表
理
事
で
あ
る
坂
爪
真
吾
が

詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
︑﹁
他
人
の
足
﹂
初
出
の
一
九
六
〇
年
代
は
︑
坂
爪
の

言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
障
害
者
の
性
に
と
っ
て
﹁
暗
黒
の
時
代（

33
）

﹂
で
あ
り
︑

一
九
四
八
年
に
施
行
さ
れ
始
め
た
優
生
保
護
法
下
に
於
け
る
知
的
・
精
神
的
障

害
者
へ
の
本
人
の
同
意
な
し
の
去
勢
・
避
妊
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
現
在
の
訴
訟

問
題
へ
と
発
展
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
一
方
で
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト

が
︑
改
訂
を
経
て
も
尚
︑
こ
の
よ
う
な
差
別
的
視
点
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り
︑
テ
ク
ス
ト
自
体
が
こ
の
よ
う
な
差
別
性
を
孕

ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
︑
現
実
の
障
害
者
へ
の
差
別
的
視
点
︑
す
な
わ
ち
︑

障
害
の
当
事
者
は
﹁
性
的
行
為
﹂
か
ら
完
全
に
隔
離
さ
れ
て
あ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
思
想
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
︑
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
︒
と
同
時
に
︑﹁
他
人
の
足
﹂
は
障
害
者
の
﹁
当
事
者
﹂
を
一
人
称
の

語
り
手
と
し
て
設
定
し
て
い
る
が
故
に
︑﹁
当
事
者
﹂
が
こ
の
よ
う
な
差
別
的

視
点
を
﹁
内
面
化
﹂
し
︑
そ
の
思
想
に
自
ら
加
担
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
を

描
き
出
せ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹁
他
人
の
足
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
差
別
性
は
︑
時
代

性
と
テ
ク
ス
ト
の
構
造
そ
の
も
の
と
の
二
種
類
か
ら
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑

テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
を
﹁
当
事
者
﹂
か
ら
の
視
点
に
設
定
す
る
こ
と
で
︑
か
ろ

う
じ
て
テ
ク
ス
ト
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
高
め
る
効
果
と
な
し
得
て
い
る
と
い
え
よ

う
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
︑
不
安
定
平
衡
と
も
言
う
べ
き
不
安
定

さ
と
揺
さ
ぶ
り
は
︑
大
江
健
三
郎
の
小
説
に
通
底
し
︑
そ
の
読
み
に
多
大
な
る

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
︑
日
本
人
二
人
目
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
と

し
て
の
彼
の
ス
ピ
ー
チ
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
﹁
あ
い
ま
い
﹂
さ
と
共
に
︑
日
本

文
学
の
流
れ
の
中
で
再
考
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

注（
1
）  

初
出
﹃
新
潮
﹄
第
五
四
巻
八
号
︑
一
九
五
七
年
八
月
︒

（
2
）  

そ
の
後
︑
二
〇
一
五
年
六
月
十
七
日
に
改
正
公
職
選
挙
法
が
参
院
本
会
議
で
可
決
成

立
し
︑
二
〇
一
六
年
夏
の
参
議
院
選
挙
か
ら
施
行
さ
れ
た
︒
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（
3
）  

そ
し
て
そ
れ
が
﹁
作
者
﹂
と
し
て
の
権
限
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る
︑
テ
ク
ス
ト
の

書
き
換
え
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
そ
し
て
同
時
に
︑
こ
の
短

編
が
︑﹁
現
役
東
大
生
新
人
作
家
﹂
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
新
作
だ
と
い
う
︑
鳴
り
物
入
り

で
の
﹃
新
潮
﹄
掲
載
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
そ
の
呼
称
だ
け
で
も
大
い
に
そ
の

大
江
本
人
を
彷
彿
と
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
学
生
︱
︱
﹁
タ
カ
シ
さ
ん
﹂
と
物
語
の
最
後
に

母
親
に
呼
ば
れ
る
︑
こ
の
作
品
に
於
い
て
唯
一
固
有
名
を
持
つ
存
在
で
あ
る
︱
︱
の
年

齢
は
変
更
さ
れ
ず
に
二
十
歳
前
後
︑
更
に
は
未
成
年
病
棟
と
い
う
設
定
上
︑
お
そ
ら
く

十
九
歳
程
度
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
と
さ
ら
﹁
僕
﹂

と
学
生
の
亀
裂
は
年
齢
の
上
で
も
︑
改
訂
前
よ
り
も
決
定
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
︒

 
 

と
同
時
に
︑
こ
う
な
る
と
︑
明
確
に
時
代
を
設
定
し
て
い
な
い
改
訂
後
の
﹁
他
人
の

足
﹂
で
は
︑
学
生
は
大
学
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
︑
選
挙
権
と
い
う
社
会
参
加
権

を
保
持
し
て
い
る
が
︑
語
り
手
の
﹁
僕
﹂
は
そ
の
権
利
を
持
た
な
い
︑
と
い
う
ズ
レ
が

生
じ
︑
改
訂
前
の
学
生
も
﹁
僕
﹂
も
と
も
に
﹁
未
成
年
﹂︑
か
つ
﹁
障
害
者
﹂
で
あ
る
が

故
の
政
治
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
仕
方
と
い
う
関
係
性
と
の
読
み
の
ズ
レ
が
顕
現
化
す
る
こ

と
と
も
な
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
作
者
大
江
健
三
郎
﹂
に
よ
る
読
み
へ
の
積
極
的
介
入

は
︑
大
江
の
小
説
自
体
に
も
頻
出
す
る
こ
と
と
な
る
︒

（
4
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂﹃
死
者
の
奢
り
・
飼
育
﹄
新
潮
社
︑
キ
ン
ド
ル
版
︑

二
〇
一
四
年
三
月
︒

（
5
）  

周
藤
真
也
﹁︿
精
神
障
害
者
﹀
の
誕
生
︱
︱
心
身
二
元
論
的
世
界
観
の
終
焉
﹂﹃
早
稲

田
社
会
科
学
総
合
研
究
﹄ 

第
一
一
巻
第
三
号 

（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
学
会
︑ 

二
〇
一
一

年
三
月
）︑
八
頁
︒

 
 

日
本
に
お
け
る
障
害
者
の
法
律
上
の
定
義
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
の
法
は
平

成
二
十
三
年
八
月
に
改
正
さ
れ
て
お
り
︑
発
達
障
害
が
定
義
内
に
明
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒

　
第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
﹁
障
害
者
﹂
と
は
︑
身
体
障
害
︑
知
的
障
害
又
は

精
神
障
害
が
あ
る
た
め
︑
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を

受
け
る
者
を
い
う
︒﹁
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
八
四
号
）（
定
義
）﹂

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf.

（
最
終
ア
ク
セ

ス
：
二
〇
一
九
年
八
月
六
日
）

 
 

な
お
︑
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
と
は
︑
W
H
O
（
世
界
保
健
機
関
）
が
二
〇
〇
一
年
に

採
択
し
た
﹁
国
際
生
活
機
能
分
類
︱
︱
国
際
障
害
分
類
改
訂
版
﹂
に
於
い
て
採
用
し
た

障
害
分
類
方
法
の
考
え
方
︒
障
害
を
﹁
個
人
の
特
徴
だ
け
で
な
く
︑
社
会
環
境
と
の
相

互
作
用
か
ら
発
生
す
る
﹂
と
と
ら
え
る
︒
ま
た
︑
障
害
者
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
も
︑

﹁「
障
害
」
の
表
記
に
関
す
る
検
討
結
果
に
つ
い
て
﹂
と
し
て
内
閣
府
の
レ
ポ
ー
ト
が
存

在
す
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
障
害
に
は
︑﹁
障
害
﹂︑
明
治
期
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
﹁
障
碍

／
障
礙
﹂（
仏
教
用
語
の
障
し
ょ
う

碍げ

か
ら
）︑
そ
れ
ら
の
害
／
碍
／
礙
の
部
分
を
平
仮
名
に
し

た
﹁
障
が
い
﹂︑
さ
ら
に
英
語
を
用
い
た
﹁
チ
ャ
レ
ン
ジ
ド
﹂
を
中
心
に
︑
い
く
つ
か
の

表
現
が
あ
り
︑
二
〇
一
九
年
現
在
で
は
︑
公
文
書
に
は
常
用
漢
字
で
あ
る
害
を
用
い
た

﹁
障
害
﹂︑
地
方
自
治
体
な
ど
で
は
﹁
障
が
い
﹂
表
記
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
︒

 
https://w

w
w

8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_26/pdf/s2.pdf. 

（
最
終
ア
ク

セ
ス
：
二
〇
一
九
年
八
月
二
六
日
）

（
6
）  

http://w
w

w
8.cao.go.jp/shougai/w

hitepaper/h27hakusho/zenbun/h1_03_03_03.

htm
l.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
九
年
八
月
六
日
）

（
7
）  

松
本
拓
真
﹁「
ゾ
ー
ン
」 

と
し
て
象
ら
れ
た
知
的
障
害
者
︱
︱
大
江
健
三
郎 「
案ス

ト
ー
カ
ー

内
人
」 

論
﹂﹃
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
﹄
第
一
八
巻
（
二
〇
一
八
年
十
月
）︑
一
三
八

︱
一
五
六
頁
︒

 
 

渡
辺
正
敏
﹁
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
大
江
健
三
郎
の
障
害
者
像
︱
︱
映
画
「
静
か
な
生
活
」

の
鑑
賞
を
通
し
て
﹂﹃
パ
イ
デ
イ
ア
︱
︱
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
紀
要
﹄
第
五
巻

第
二
号
（
一
九
九
七
年
十
一
月
）︑
九
五
︱
一
〇
五
頁
︒

 
 

河
内
重
雄
﹃
日
本
近
・
現
代
文
学
に
お
け
る
知
的
障
害
者
表
象
︱
︱
私
た
ち
は
人
間

を
い
か
に
語
り
得
る
か
﹄
九
州
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︒

 

等
が
あ
る
︒
特
に
河
内
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
近
現
代
日
本
文
学
に
お
け
る
﹁
知
的
﹂

障
害
者
表
象
が
い
か
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
上
で
︑
巻
末
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
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ン
で
参
照
で
き
る
﹁
知
的
障
害
に
関
す
る
記
述
を
含
む
作
品
・
事
項
一
覧
﹂
が
圧
巻
か

つ
重
要
な
資
料
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
特
に
大
江
論
に
つ
い
て
は
後
に
誕
生
し
大
江
作
品

に
頻
繁
に
登
場
す
る
息
子
ヒ
カ
リ
︑
あ
る
い
は
イ
ー
ヨ
ー
の
関
連
か
ら
︑﹁
知
的
﹂
障
害

者
に
つ
い
て
の
分
析
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
否
め
な
い
︒
そ
う
い
う
意
味
で
も
︑
後

述
す
る
大
島
丈
志
﹁「
他
人
の
足
」
に
お
け
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
境
界
線
﹂
な
ど
は
貴
重

な
﹁
身
体
﹂
障
害
者
の
分
析
で
あ
る
と
言
え
る
︒

（
8
）  

日
本
脊
椎
脊
髄
病
学
会
﹁
脊
椎
脊
髄
疾
患
に
つ
い
て
・
主
な
疾
患
　
化
膿
性
・
結
核

性
脊
椎
炎
﹂http://jssr.gr.jp/student/sick/disease.htm

l#A
nchor16.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：

二
〇
一
九
年
八
月
六
日
）

（
9
）  

﹁
せ
き
つ
い
カ
リ
エ
ス
﹂﹃
大
辞
林
﹄
第
三
版
︑
三
省
堂
︑
二
〇
〇
六
年
︒
大
江
健
三

郎
と
同
郷
の
正
岡
子
規
が
︑
こ
の
障
害
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
有
名
で
︑﹃
墨
汁
一
滴
﹄

（
一
九
〇
一
）︑﹃
仰
臥
漫
録
﹄（
一
九
〇
一
）︑﹃
病
状
六
尺
﹄（
一
九
〇
二
）
な
ど
に
は
︑

背
中
に
瘻
孔
が
い
く
つ
も
開
く
苦
痛
と
︑
そ
れ
を
モ
ル
ヒ
ネ
で
抑
え
る
様
子
が
赤
裸
々

に
描
か
れ
て
い
る
︒
原
因
菌
で
あ
る
結
核
と
い
う
病
の
︑
文
化
・
文
学
へ
の
影
響
は
︑

福
田
真
人
﹃
結
核
の
文
化
史
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
五
年
）︑
同
氏
の
﹃
結

核
と
い
う
文
化
﹄（
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
に
詳
し
い
︒
尚
︑
大
江
は
他

に
も
﹁
不
満
足
﹂
等
で
︑
い
た
ず
ら
で
転
ば
せ
た
相
手
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
発
症
し
た

な
ど
の
描
写
を
す
る
こ
と
が
あ
り
︑
脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
具
体
的
に
知
っ
て
い
た
と
い
う

よ
り
も
︑
後
天
的
な
下
肢
麻
痺
の
障
害
を
（
か
な
り
差
別
的
な
視
点
で
も
っ
て
）
総
称

し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
同
時
代
の
医
師
︑
福
田
敏
雄
﹁
先
天
性
脊
椎
癒
合
症
の
4

例
﹂（﹃
日
本
外
科
宝
函
﹄
第
二
七
巻
第
一
号
︑
一
九
五
八
年
一
月
︑
二
六
七
︱

二
七
〇
）
な
ど
に
も
︑
脊
椎
損
傷
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
誤
診
さ
れ
て
い
る
旨
の
記
述
が

あ
る
の
で
︑
こ
の
混
乱
は
時
代
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　
小
学
生
の
鳥
バ
ー
ド
が
ご
く
無
関
心
な
遊
び
の
気
分
で
︑
友
達
の
坐
ろ
う
と
す
る
木
椅

子
を
う
し
ろ
に
ひ
く
︒
友
達
は
倒
れ
︑
鳥
バ
ー
ド
は
ち
ょ
っ
ぴ
り
楽
し
い
︒
そ
の
友
達
は

そ
れ
が
原
因
で
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
り
︑
い
ま
も
な
お
ベ
ッ
ド
に
寝
た
ま
ま
だ
っ

た
︑
青
年
の
胴
体
に
小
学
生
の
足
が
し
な
び
て
ぐ
ん
に
ゃ
り
と
く
っ
つ
い
て
ぴ
く

ぴ
く
し
て
い
る
︒

 

（﹁
不
満
足
﹂﹃
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
﹄
新
潮
文
庫
︑
一
九
七
二
年
︑
六
三
頁
）

 
 

も
っ
と
も
︑
こ
ち
ら
の
表
記
が
改
訂
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
に
も
鑑
み
る
と
︑
因

果
関
係
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
自
責
の
念
に
か
ら
れ
て
い
る
と
読
み
取
り
解
釈
す

る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
︒

（
10
）  

そ
の
後
︑
化
学
療
法
の
発
達
か
ら
急
速
に
減
少
し
︑
現
代
で
は
早
期
発
見
で
は
ほ
ぼ

変
形
も
お
こ
さ
ず
治
療
で
き
る
病
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
う
考
え
る
と
︑
こ
の
病
棟
の
存

在
感
は
﹃
自
薦
短
篇
﹄
の
二
〇
一
四
年
に
は
ほ
ぼ
あ
り
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
可

能
性
が
高
く
︑
そ
の
意
味
に
於
い
て
は
︑
年
齢
よ
り
も
︑
む
し
ろ
病
気
の
改
訂
が
な
さ

れ
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
詳
し
く
は
後
述
の
大
島
論
に
於
い
て
述
べ
る
︒

http://m
eddic.jp/脊

椎
カ
リ
エ
ス

.

（
11
）  

障
害
者
基
本
法
に
お
け
る
﹁
障
害
者
﹂
と
は
︑﹁
身
体
障
害
︑
知
的
障
害
又
は
精
神
障

害
が
あ
る
た
め
︑
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
者
﹂

と
定
義
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
障
害
者
権
利
条
約
で
は
︑
目
的
規
定
に
於
い
て
︑﹁
長
期
的

な
身
体
的
︑
精
神
的
︑
知
的
又
は
感
覚
的
な
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
︑
様
々
な
障

壁
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
他
の
者
と
平
等
に
社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
す
る
こ

と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
も
の
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
12
）  

大
島
丈
志
﹁「
他
人
の
足
」
に
お
け
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
境
界
線
﹂﹃
千
葉
大
学
人
文

社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
﹄
一
八
四
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社

会
科
学
研
究
科
︑
二
〇
〇
九
年
三
月
）︑
三
七
︱
四
八
頁
︒

（
13
）  

大
江
健
三
郎
﹁
後
記
﹂﹃
死
者
の
奢
り
﹄
文
藝
春
秋
新
社
︑
一
九
五
八
年
三
月
︒

（
14
）  

曽
根
博
義
﹁﹃
死
者
の
奢
り
﹄
︱
︱
「
僕
」
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
（
い
ま
大
江
健
三
郎
の
小

説
を
読
む
）﹂﹃
国
文
学
︱
︱
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
第
四
二
巻
第
三
号
（
一
九
九
七
年

二
月
臨
時
増
刊
︑
学
燈
社
）︑
二
四
︱
三
〇
頁
︒

（
15
）  

江
藤
淳
﹁
解
説
﹂﹃
死
者
の
奢
り
・
飼
育
﹄
新
潮
文
庫
︑
一
九
五
九
年
︑
二
六
六
頁
︒

江
藤
は
︑
大
江
の
文
壇
的
処
女
作
﹁
死
者
の
奢
り
﹂
を
指
し
て
こ
う
評
し
て
い
る
︒

（
16
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂﹃
大
江
健
三
郎
全
小
説
﹄
第
一
巻
︑
講
談
社
︑
二
〇
一
八
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年
九
月
︒

（
17
）  
現
在
の
呼
び
方
で
あ
れ
ば
看
護
師
で
あ
る
が
︑
改
訂
版
で
も
こ
の
表
記
は
変
更
さ
れ

ず
に
看
護
婦
の
ま
ま
で
あ
り
︑
女
性
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
︒

（
18
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂
キ
ン
ド
ル
版
︒

（
19
）  

大
江
健
三
郎
﹁
人
間
の
羊
﹂﹃
新
潮
﹄
第
五
五
巻
第
二
号
︑
一
九
五
八
年
二
月
︒

（
20
）  

こ
れ
ら
の
他
に
も
︑
大
江
健
三
郎
は
︑
短
編
﹁
不
満
足
﹂
に
於
い
て
も
︑
カ
ギ
括
弧

で
は
な
く
︑
傍
線
で
発
話
の
始
ま
り
の
み
を
示
す
表
現
を
用
い
て
い
る
な
ど
︑
発
話
表

現
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
︒

（
21
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂
キ
ン
ド
ル
版
︒

（
22
）  

同
右
︒

（
23
）  

大
江
健
三
郎
﹁
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹂︑
初
出
﹃
群
像
﹄
第
一
三
巻
第
六
号
︑
一
九
五
八

年
六
月
︑
一
四
︱
一
二
三
頁
︒

（
24
）  

子
供
／
大
人
︑
被
支
配
／
支
配
の
対
立
と
し
て
﹁
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹂
を
読
む
評
は

大
変
多
い
︒
例
え
ば
︑
以
下
︒

 
 

小
森
陽
一
﹁﹃
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹄
︱
︱
差
別
と
排
除
の
言
説
シ
ス
テ
ム
（
い
ま
大
江

健
三
郎
の
小
説
を
読
む
）﹂﹃
国
文
学
︱
︱
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
第
四
二
巻
第
三
号

（
一
九
九
七
年
二
月
臨
時
増
刊
）︑
三
一
︱
三
七
頁
︒

 
 

川
邊
紀
子 

﹁﹃
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹄ 

論
︱
︱
子
供
で
あ
る
こ
と
を
願
う
意
志
﹂ ﹃
白
百
合

女
子
大
学
言
語
・
文
学
研
究
セ
ン
タ
ー
言
語
・
文
学
研
究
論
集
﹄
第
四
号
（
二
〇
〇
四

年
）︑
三
七
︱
四
七
頁
︒

 
 

沈
修
卿
﹁
大
江
健
三
郎
﹃
芽
む
し
り
仔
撃
ち
﹄
︱
︱
︿
支
配
﹀
と
︿
被
支
配
﹀
の
関

係
を
超
え
て
﹂﹃
都
大
論
究
﹄
第
四
二
巻
︑
二
〇
〇
五
年
︑
六
二
︱
七
三
頁
︒

（
25
）  

主
に
脳
性
麻
痺
障
害
者
を
対
象
と
し
た
障
害
者
団
体
︒
一
九
五
七
年
十
一
月
三
日
結

成
︑
太
田
区
の
矢
口
保
育
園
に
約
四
十
名
が
集
ま
り
発
会
式
（
発
起
人
：
山
北
厚
・
金

沢
英
児
・
高
山
久
子
　
会
長
：
山
北
）︑
そ
の
後
札
幌
福
岡
に
支
部
が
誕
生
し
︑

一
九
七
三
年
に
﹁
全
国
青
い
芝
の
会
総
連
合
会
﹂（
会
長
：
横
塚
晃
一
）
が
結
成
さ
れ
現

在
に
至
っ
て
い
る
︒
機
関
誌
﹃
青
い
芝
﹄
な
ど
が
あ
る
︒﹁
青
い
芝
の
会
﹂H

P

：http://

w
w

w
.arsvi.com

/o/a01.htm
.

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
）

（
26
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂
キ
ン
ド
ル
版
︒

（
27
）  

同
右
︒

（
28
）  

同
右
︒

（
29
）  

他
に
も
︑
自
殺
未
遂
の
少
年
は
﹁
手
術
が
う
ま
く
い
っ
て
︑
歩
い
た
り
走
っ
た
り
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
︑
僕
は
一
生
チ
ビ
の
ま
ま
な
ん
だ
﹂
と
語
る
が
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
︑

下
半
身
の
み
の
恢
復
が
︑
彼
の
全
身
の
恢
復
で
は
な
い
こ
と
へ
の
自
覚
的
な
発
言
だ
と

言
え
よ
う
︒

（
30
）  

大
江
健
三
郎
﹁
他
人
の
足
﹂
キ
ン
ド
ル
版
︒

（
31
）  

脊
椎
カ
リ
エ
ス
は
︑
基
本
的
に
は
下
半
身
麻
痺
が
多
く
︑
自
ら
の
手
な
ど
を
用
い
る

こ
と
は
可
能
で
あ
り
︑
現
実
的
に
は
自
主
的
な
処
理
が
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
で
︑
炎
症
の
起
こ
る
箇
所
に
よ
っ
て
は
︑
男
性
機
能
自
体
が
不
全
と
な
る
こ
と
も

あ
る
︒
参
考
：
小
谷
俊
一
﹁
自
慰 

腟
内
射
精
と
も
不
能
症
﹂﹃
日
本
臨
床
﹄
第
六
〇
巻

第
六
号
︑
二
〇
〇
二
年
︑
四
七
七
︱
四
八
一
頁；

宮
崎
一
興
﹁
脊
損
者
の
性
機
能
と
結

婚
問
題
﹂﹃
理
学
療
法
と
作
業
療
法
﹄
第
一
六
巻
第
一
一
号
︑
一
九
八
二
︑ 

七
四
五
︱

七
四
九
頁
等
︒

（
32
）  

ま
た
︑﹁
他
人
の
足
﹂
に
於
け
る
看
護
婦
に
よ
る
﹁
性
的
処
理
﹂
が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト

が
表
象
す
る
よ
う
な
屈
辱
的
感
覚
を
与
え
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
︑

W
illiam

 Peace

が
一
九
七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
ナ
ー
ス
（nurse

）
の
オ
ー
ラ

ル
セ
ッ
ク
ス
に
よ
る
﹁
性
的
介
助
﹂
を
︑
半
身
不
随
と
な
っ
た
十
八
歳
当
時
の
自
ら
の

体
験
を
元
に
語
っ
た“H

ead N
urses ”

で
は
︑
ナ
ー
ス
に
よ
る
カ
テ
ー
テ
ル
を
用
い
た
機

械
的
な
性
﹁
処
理
﹂
が
大
変
屈
辱
的
で
あ
り
︑
む
し
ろ
︑
オ
ー
ラ
ル
セ
ッ
ク
ス
に
よ
る

介
助
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
あ
る
（W

illiam
 Peace, “H

ead N
urses,” AT

R
IU

M
, vol. 12, 

W
inter 2014, pp. 20–22

）︒
一
方
で
︑
そ
の
後
︑Yullizar

ら
に
よ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

の
実
態
調
査
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
若
い
ナ
ー
ス
ら
が
こ
の
よ
う
な
﹁
性
的
介
助
﹂

を
行
っ
て
い
る
現
状
な
ど
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（Yullizar et al., “E

thical 

V
alues in the N

ursing Profession as Perceived by H
ead N

urses and Staff N
urses in 
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Public H
ospitals, B

anda A
ceh, Indonesia: A

 com
parison Study,” N

urse M
edia Journal 

of N
ursing, vol. 4, no. 1, 2014, pp.  689–701

）︒

（
33
）  

坂
爪
真
吾
﹃
セ
ッ
ク
ス
と
障
害
者
﹄
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
︑
二
〇
一
六
年
︒
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は
じ
め
に

　
前
近
代
の
化
物
を
描
い
た
絵
巻
は
︑
大
き
く
二
つ
の
流
派
の
も
の
が
現
存

す
る
過
半
を
占
め
て
い
る
︒

　
一
つ
は
︑﹁
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹂
と
総
称
さ
れ
る
︑
主
に
土
佐
派
で
描
か
れ
た

付
喪
神
や
鬼
な
ど
の
群
行
を
描
い
た
も
の
︑
あ
る
い
は
そ
の
流
れ
を
汲
み
な

が
ら
改
変
が
な
さ
れ
た
も
の
（
以
下
︑
土
佐
派
系
統
本
と
呼
ぶ
）︒
も
う
一
つ
は
︑

﹁
化
物
尽
く
し
絵
巻
﹂
と
総
称
さ
れ
る
︑
主
に
狩
野
派
で
描
か
れ
た
化
物
の
名

称
と
容
姿
を
個
別
に
描
い
た
も
の
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
増
補

し
た
も
の
（
以
下
︑
狩
野
派
系
統
本
と
呼
ぶ
）

（
1
）

︒

　
こ
の
二
系
統
の
絵
巻
群
に
つ
い
て
︑
研
究
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
︑
土

佐
派
系
統
本
を
扱
っ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い（

2
）

︒
研
究
者
が
︑
土
佐
派
系
統

本
に
注
目
す
る
点
と
し
て
︑

　
① 

伝
土
佐
光
信
筆
の
大
徳
寺
真
珠
庵
本
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
室
町
時

代
か
ら
連
綿
と
作
成
さ
れ
て
い
る
絵
巻
で
あ
る（

3
）

︒

　
② 

そ
の
複
数
あ
る
構
成
か
ら
︑
諸
本
の
異
同
を
検
討
し
て
原
図
の
復
元
を

試
み
る
こ
と
が
で
き
る（

4
）

︒

　
③ 
詞
書
が
な
い
も
の
の
︑
化
物
た
ち
の
群
行
か
ら
︑
物
語
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る（

5
）

︒

　
④ 

付
喪
神
を
は
じ
め
と
す
る
化
物
の
造
形
か
ら
︑
そ
の
背
景
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る（

6
）

︒

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
﹃
諸
国
妖
怪
図
巻
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
化
物
尽
く
し
絵
巻
﹂
に
関
す
る
一
考
察

木
場
貴
俊

研
究
ノ
ー
ト
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な
ど
が
考
え
ら
れ
る
︒

　
一
方
︑
狩
野
派
系
統
本
に
つ
い
て
は
︑

　
① 

狩
野
元
信
（
一
四
六
七
～
一
五
五
九
）
作
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
作
風
か
ら

江
戸
時
代
︑
特
に
十
七
世
紀
末
～
十
八
世
紀
初
か
ら
作
成
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
そ
れ
よ
り
前
の
作
品
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
な
い
）

（
7
）

︒

　
② 

個
々
の
化
物
（
名
称
と
容
姿
）
が
︑
ほ
ぼ
背
景
も
な
い
白
地
に
描
か
れ
た
︑

い
わ
ば
図
様
集
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
︑
物
語
を
読
み
取
る
こ
と

が
難
し
い
︒
ま
た
︑
後
年
化
物
が
増
補
さ
れ
て
い
る
作
品
も
あ
る
が
︑

増
減
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
研
究
と
し
て
成
立
し
に
く
い（

8
）

︒

　
③ 

狩
野
派
系
統
本
よ
り
も
︑
そ
れ
を
絵
手
本
の
版
本
に
改
め
た
︑
鳥
山
石

燕
﹃
画
図
百
鬼
夜
行
﹄（
一
七
七
六
刊
）
に
関
す
る
研
究
の
方
が
注
目
さ

れ
て
い
る（

9
）

︒

な
ど
の
理
由
に
よ
り
︑
狩
野
派
系
統
本
だ
け
を
研
究
の
俎そ
じ
ょ
う上
に
乗
せ
に
く
い

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
狩
野
派
系
統
本
に
つ
い
て
︑
香
川
雅
信
は
︑
江
戸
時
代
の
﹁
妖
怪
画
﹂
に

関
す
る
系
譜
に
お
い
て
︑﹁
妖
怪
﹂
の
命
名
と
分
類
を
通
じ
て
言
葉
に
よ
る
分

節
化
・
個
別
化
を
行
っ
た
営
為
︑
そ
し
て
﹁
近
世
日
本
に
お
け
る
博
物
学
的

な
知
性
の
発
達
を
反
映
し
て
い
る（

10
）

﹂
と
評
価
し
た
︒
ま
た
︑
狩
野
派
系
統
本

に
は
︑
俳
諧
な
ど
に
見
ら
れ
る
﹁
物
尽
く
し
﹂
の
趣
向
も
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
︒
つ
ま
り
︑
狩
野
派
系
統
本
は
︑
江
戸
文
化
特
有
の
作
品
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
江
戸
文
化
と
し
て
の
狩
野
派
系
統
本
の
多
く
の
類
本

が
︑
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
展
開
し
て
い
く
の
か
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
現
況
の
も
と
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
が

二
〇
一
八
年
度
か
ら
所
蔵
し
て
い
る
﹃
諸
国
妖
怪
図
巻
﹄（
以
下
︑
日
文
研
本
）

は
︑
上
記
の
課
題
を
考
え
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
な
作
品
で
あ
る
（
二
〇
二
〇

年
一
月
に
日
文
研
怪
異
・
妖
怪
絵
姿
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑
お
よ
び
絵
巻
物
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
お
い
て
公
開
）︒
こ
の
絵
巻
は
︑
狩
野
派
系
統
本
の
一
巻
だ
が
︑
従
来
の

絵
巻
に
は
な
い
大
き
な
特
徴
と
し
て
︑
詞こ
と
ば
が
き書
︑
つ
ま
り
物
語
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
名
称
の
多
く
も
︑
他
の
狩
野
派
系
統
本
の
各
化
物
に
付
け
ら
れ

た
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
文
研
本
は
︑
個
別
に
分

節
化
さ
れ
た
化
物
に
物
語
を
改
め
て
付
与
し
た
も
の
︱
︱
語
ら
れ
る
化
物
と

し
て
再
編
し
た
も
の
︱
︱
と
評
価
で
き
る
︒

　
詞
書
が
記
さ
れ
た
狩
野
派
系
統
本
は
︑
日
文
研
本
以
外
に
は
︑
現
在
の
と

こ
ろ
一
巻
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
今
回
︑
そ
の
一
巻
を
日
文
研

本
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
︑
各
巻
の
成
立
や
内
容
比
較
な
ど
の
考
察
が
可

能
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
調
査
を
進
め
る
う
ち
に
︑
こ
れ
ま
で
狩
野
派
系
統

本
と
の
関
連
が
あ
ま
り
深
く
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
別
の
絵
巻
と
の
つ
な

が
り
も
判
明
し
た
︒

　
以
上
の
点
か
ら
︑
日
文
研
本
を
は
じ
め
と
す
る
三
巻
の
絵
巻
の
比
較
検
討

を
行
い
︑
そ
れ
を
通
し
て
︑
今
後
狩
野
派
系
統
本
の
研
究
を
進
展
さ
せ
る
た
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め
の
一
助
と
し
た
い
︒

一
　
各
絵
巻
に
関
す
る
考
察

1
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
﹃
諸
国
妖
怪
図
巻
﹄︵
日
文
研
本
︶

　
ま
ず
︑
日
文
研
本
に
関
す
る
基
礎
情
報
を
示
し
て
お
き
た
い
︒

　
題だ
い

簽せ
ん

に
は
﹁
妖
怪
絵
詞
　
全
﹂
と
あ
り
︑
絵
巻
を
開
く
と
巻
頭
に
﹁
各
地

伝
説
　
長
岡
多
門
﹂
と
鉛
筆
書
き
が
あ
り
︑
続
い
て
﹁
金
子
荊
山（

11
）

筆
　
各
地

伝
説
妖
怪
絵
巻
﹂
と
い
う
新
し
い
紙
の
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
（
そ
の
根
拠
は

不
明
）︒
寸
法
は
二
五
・
七
×
五
四
九
・
〇
セ
ン
チ
︒
巻
末
に
﹁
長
岡
多
門
之

書
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
人
物
に
つ
い
て
も
不
詳
で
あ
る
︒

　
書
写
さ
れ
た
年
代
は
不
明
だ
が
︑
先
述
し
た
現
在
確
認
で
き
る
狩
野
派
系

統
本
の
上
限
が
︑
十
七
世
紀
末
～
十
八
世
紀
初
頭
の
も
の（

12
）

だ
と
い
う
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
る
と
︑
十
八
世
紀
後
期
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒
巻
頭
部
が
欠
け
て
お
り
︑ 

紙
接
ぎ
で
説
明
が
途
切
れ
て
い
る
部
分
や
︑ 
描

か
れ
て
い
る
化
物
の
図
様
が
一
部
重
複
し
て
い
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
（
後
述

（
13
）

）︒

　
そ
こ
で
︑
日
文
研
本
の
構
成
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
︑
代
表
的
な

狩
野
派
系
統
本
で
あ
る
︑
英
一
蝶
の
弟
子
佐
脇
嵩
之
が
元
文
二
年
（
一
七
三
七
） 

に
書
写
し
た
﹃
百
怪
図
巻
﹄（
吉
川
観
方
旧
蔵
︑
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
）
と
比
較

し
て
み
る
（
表
1 （

14
）

）︒
表
1
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
化
物
の
名
称
を
順
番
に
並
べ
︑

日
文
研
本
の
化
物
が
﹃
百
怪
図
巻
﹄
の
そ
れ
と
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
か
を

示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
論
文
末
に
図
（
図
1
）
と
翻
刻
（
翻
刻
1
）
を
載
せ

て
い
る
︒

　
日
文
研
本
の
二
十
三
体
の
化
物
は
︑﹃
百
怪
図
巻
﹄
の
化
物
三
十
体
に
比
べ

れ
ば
少
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
百
怪
図
巻
﹄
と
共
通
す
る
名
称
の
化
物
四
体
（
日

文
研
本
⑭
・
⑮
・
⑰
・
⑱
）
以
外
は
︑
全
く
名
称
が
異
な
っ
て
い
る
（
名
称
不

明
の
も
の
も
含
む
）︒
し
か
も
︑
う
ち
八
体
は
︑
従
来
の
狩
野
派
系
統
本
に
は

見
ら
れ
な
い
図
様
の
も
の
（
①
・
②
・
③
・
⑥
・
⑦
・
⑩
）︑
あ
る
い
は
狩
野
派

系
統
本
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
も
の
の
図
様
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
（
⑤
・

⑪
）
で
あ
る
︒

　
各
化
物
の
名
称
は
︑
詞
書
の
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
（
無
記
名
の
⑫
と
⑱
山

姥
を
除
く
）︒
⑧
と
⑲
は
︑
詞
書
と
図
様
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
（
し
や
う
け
ら
﹇﹃
百

怪
図
巻
﹄
②
﹈
が
原
型
）︑
⑧
の
頭
部
か
ら
︑
狩
野
派
系
統
本
の
う
わ
ん
（﹃
百

怪
図
巻
﹄
㉑
）
を
取
り
込
ん
だ
可
能
性
も
伺
わ
せ
る
︒
⑧
カ
コ
セ
イ
も
⑲
か
も

せ
い
も
︑
が
ご
ぜ
（
元
興
寺

（
15
）

）
と
呼
ば
れ
る
化
物
で
︑
狩
野
派
系
統
本
で
は
本

来
⑫
の
図
様
（﹃
百
怪
図
巻
﹄
⑥
）
が
相
当
す
る
︒
そ
の
⑫
は
図
様
の
み
で
名

称
が
な
い
（
直
前
で
紙
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
も
と
も
と
詞
書
が
存
在
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
）︒
こ
れ
は
︑
同
じ
名
称
⑧
・
⑲
の
化
物
が
既
に
使
用
さ
れ

て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い（

16
）

︒

　
先
述
し
た
よ
う
に
︑
日
文
研
本
の
最
大
の
特
徴
は
︑
従
来
の
狩
野
派
系
統

本
に
は
見
ら
れ
な
い
名
称
と
詞
書
＝
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
名

称
と
詞
書
の
具
体
的
な
検
討
は
次
章
に
譲
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
日
文
研
本
（
の
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原
本
）
が
制
作
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
︒﹁
諸
国
﹂
と
後
世

に
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
日
文
研
本
に
は
各
地
の
伝
承
的
な
詞
書

が
付
さ
れ
て
い
る
（
表
1
場
所
欄
参
照
）︒
舞
台
と
な
る
地
域
は
︑
筑
前
と
信

濃
が
多
く
︑
特
に
筑
前
は
上
座
郡
の
も
の
が
三
例
あ
る
︒
ま
た
︑
③
山
お
し

は
山
𤢖
（
ヤ
マ
ヲ
ト
コ
）
の
筑
前
に
お
け
る
方
言
（
後
述
）︑
㉒
し
い
（
黒

）

は
筑
紫
や
周
防
で
よ
く
出
没
す
る
も
の（

17
）

︑
㉓
そ
は
お
し
き
は
︑
ム
サ
サ
ビ
の

九
州
で
の
方
言
で
あ
る（

18
）

︒
他
の
土
地
に
つ
い
て
は
︑
姫
路
や
三
笠
山
と
い
っ

た
有
名
な
地
名
以
外
︑
漠
然
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
か
ら
︑
九
州
（
特
に
︑

筑
前
を
含
む
北
九
州
）
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

2
　 

國
松
良
康
氏
所
蔵
・
福
岡
県
立
美
術
館
寄
託
﹃
化
物
尽
く
し
絵
巻
﹄︵
台

帳
で
は
﹁
妖
怪
図
巻
﹂　
以
下
、
國
松
本
︶

　
國
松
本
は
︑
日
文
研
本
以
外
に
詞
書
が
記
さ
れ
て
い
る
狩
野
派
系
統
本
と

し
て
︑
現
在
確
認
で
き
る
唯
一
の
作
品
で
あ
る
︒
寸
法
は
︑
三
九
・
五
×

一
一
〇
一
・
〇
セ
ン
チ
︒
國
松
本
も
作
者
不
詳
で
︑
十
八
世
紀
以
降
に
九
州

で
制
作
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る（

19
）

︒
國
松
本
に
つ
い
て
も
︑﹃
百
怪
図

巻
﹄︑
そ
し
て
日
文
研
本
と
の
対
応
関
係
を
表
2
と
し
て
整
理
し
︑
ま
た
文
末

に
図
（
図
2
）
と
翻
刻
（
翻
刻
2
）
を
載
せ
て
い
る
︒
図
様
⑮
か
ら
は
︑
漢
字

に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
︒

　
國
松
本
に
は
︑
二
十
七
体
の
化
物
が
描
か
れ
︑
他
の
狩
野
派
系
統
本
に
見

ら
れ
な
い
⑦
狒ひ

ひ々

以
外
は
︑
い
ず
れ
も
狩
野
派
系
統
本
を
踏
襲
し
た
図
様
に

な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
野
狐
と
さ
れ
て
い
る
⑮
が
狸
た
ぬ
き

︑
犬
神
と
さ
れ
て
い

る
⑱
が
猫
股
へ
と
部
分
的
な
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
最
後
の
㉖
・

㉗
は
一
つ
の
物
語
の
中
に
登
場
さ
せ
て
い
る
︒

　
日
文
研
本
同
様
︑
名
称
は
︑
す
べ
て
詞
書
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
︒
①
へ

ら
ほ
う
︑
③
ね
こ
ま
た
︑
⑬
ろ
く
ろ
首
︑
⑲
雪
女
︑
㉔
川
太
郎
︑
㉖
火
車
︑

㉗
う
く
め
の
七
体
は
︑
狩
野
派
系
統
本
の
名
称
に
沿
っ
た
詞
書（

20
）

で
あ
る
が
︑

そ
れ
以
外
は
従
来
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒

　
日
文
研
本
と
比
較
す
る
と
︑
共
通
す
る
図
様
が
十
（
②
～
⑤
・
⑧
・
⑮
～

⑰
・
㉒
・
㉓
︑
日
文
研
本
⑧
が
う
わ
ん
を
取
り
込
ん
で
い
る
も
の
な
ら
ば
︑
㉕
も
そ

の
う
ち
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
）︑
詞
書
が
七
点
（
②
・
④
・
⑤
・
⑥
・
⑰
・

㉒
・
㉓
）
確
認
で
き
る
︒
日
文
研
本
と
國
松
本
は
︑
共
に
詞
書
が
あ
る
と
い
っ

て
も
︑
相
違
点
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑
共
通
点
と
相
違
点
双
方
の
検
討
か
ら
︑

両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

3
　
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄

　
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
筑
前
で
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
者
不
詳

の
﹃
怪
奇
談
絵
詞（

21
）

﹄
は
︑
ヲ
ロ
シ
ヤ
ノ
人
魂
や
蝦
夷
の
狼
な
ど
と
い
っ
た
︑

外
国
を
揶や

揄ゆ

し
た
化
物
な
ど
が
三
十
二
体
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
︒
寸
法
は
︑
二
五
・
一
×
一
〇
四
六
・
二
セ
ン
チ
︒
他
に
あ
ま
り
類
例

を
見
な
い
図
様
の
化
物
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
︑
土
佐
派
系
統
本
や
狩
野
派

系
統
本
と
の
関
連
は
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
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し
か
し
︑
今
回
日
文
研
本
と
國
松
本
の
分
析
を
通
し
て
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄

に
も
共
通
す
る
図
様
や
詞
書
が
複
数
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
（﹃
怪
奇
談
絵

詞
﹄
⑨
・
㉔
・
㉕
・
㉖
・
㉗
・
㉙
・
㉚
・
㉜
）︒
図
様
だ
け
が
狩
野
派
系
統
本
と

類
似
し
て
い
る
㉖
河
太
郎
と
㉜
詞
書
の
な
い
化
物
も
併
せ
て
文
末
に
紹
介
し

て
い
る
（
図
3
・
翻
刻
3 （

22
）

）︒

　
日
文
研
本
と
図
様
・
詞
書
が
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
日
文
研
本
②
︱
﹃
怪

奇
談
絵
詞
﹄
㉗
と
⑤
︱
㉔
︑
⑪
︱
㉙
︑
説
明
の
み
が
共
通
し
て
い
る
も
の
は

④
︱
⑨
で
あ
る
︒
ま
た
︑
巻
末
に
あ
る
名
称
の
な
い
化
物
㉜
は
狩
野
派
系
統

本
の
が
ご
ぜ

0

0

0

で
︑
名
称
が
な
い
点
で
は
日
文
研
本
⑫
と
共
通
し
て
い
る
︒

　
國
松
本
と
図
様
・
詞
書
が
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
國
松
本
⑬
︱
﹃
怪
奇
談

絵
詞
﹄
㉚
と
⑱
︱
㉕
︑
詞
書
の
み
が
共
通
し
て
い
る
の
は
⑥
︱
㉙
（
図
様
は

日
文
研
本
⑪
に
よ
る
）︑
図
様
の
み
が
共
通
す
る
の
は
㉔
︱
㉖
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
日
文
研
本
の
②
と
⑤
は
︑
後
半
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
︑﹃
怪
奇
談

絵
詞
﹄
で
欠
け
た
部
分
を
補
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
（
後
述
）︒

　
三
巻
の
絵
巻
の
成
立
順
は
不
明
だ
が
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
日
文
研
本
と
國

松
本
双
方
に
記
さ
れ
た
情
報
を
描
い
て
い
る
点
か
ら
︑
日
文
研
本
と
國
松
本

の
類
本
︑
あ
る
い
は
両
者
を
合
わ
せ
た
内
容
の
絵
巻
を
元
に
し
て
﹃
怪
奇
談

絵
詞
﹄
は
描
か
れ
た
と
推
測
で
き
る
︒

　
日
文
研
本
と
國
松
本
の
関
係
に
つ
い
て
︑
図
様
か
ら
見
れ
ば
︑
國
松
本
の

方
が
従
来
の
狩
野
派
系
統
本
を
あ
る
程
度
の
名
称
も
含
め
て
踏
襲
し
て
い
る
︒

一
方
で
︑
國
松
本
で
は
引
か
れ
て
い
な
い
狩
野
派
系
統
本
の
化
物
の
名
称
が
︑

日
文
研
本
で
は
一
部
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
現
時
点
で
は
︑
ど
ち
ら
の
成
立
が

早
い
の
か
を
判
断
す
る
材
料
は
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
日
文
研
本
と
國
松
本
の

後
に
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︑
と
い
う
こ
と
を
述

べ
る
に
留
め
て
お
き
た
い
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
三
巻
の
絵
巻
は
相
互
で
関
係
し
て
い
る
︒
そ
の
関
係
性
を
︑

次
章
で
は
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

二
　
絵
巻
の
比
較
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

1
　
日
文
研
本
と
國
松
本
の
詞
書
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
︑
日
文
研
本
と
國
松
本
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
詞
書
を
比
較
し
て
み

た
い
（
翻
刻
参
照
）︒
両
絵
巻
の
共
通
す
る
詞
書
を
比
較
す
る
と
︑
例
え
ば
︑

日
文
研
本
⑨
お
よ
び
國
松
本
②
の
一
寸
坊
（
大
頭
）
で
は
︑
日
文
研
本
だ
け

に
﹁
長
サ
弐
尺
に
足
ら
す
一
借
⎝
尺
⎠

に
越
た
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
説

明
に
加
減
は
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
︒
一

方
で
︑
狩
野
派
系
統
本
の
名
称
を
残
し
つ
つ
場
所
も
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
︑

猫
ま
た
（
日
文
研
本
⑰
・
國
松
本
③
）
の
よ
う
な
詞
書
も
確
認
で
き
る
︒
そ
の

た
め
︑
こ
こ
で
は
主
に
︑
従
来
の
狩
野
派
系
統
本
の
化
物
の
名
称
が
使
わ
れ

て
い
る
も
の
を
通
し
て
︑
両
者
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

　
日
文
研
本
⑭
と
國
松
本
④
の
飛
鬼
（
鳶
鬼
）
に
つ
い
て
︑
日
文
研
本
で
は

﹁
又
髪
切
と
も
言
﹂︑
國
松
本
で
は
﹁
小
き
魚
又
ハ
鳥
の
肉
を
食
す
︑
鼠
を
も
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食
す
︑
し
は
ら
く
し
て
死
す
る
と
い
ふ
な
り
﹂
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

前
者
は
別
名
︑
後
者
は
生
態
を
記
し
て
い
る
︒
出
雲
の
飛
鬼
（
鳶
鬼
）
に
関

す
る
伝
承
の
類
は
現
在
不
詳
だ
が
︑
髪
切
と
い
う
名
称
は
︑
狩
野
派
系
統
本

の
こ
の
図
様
の
化
物
に
該
当
し
て
い
る
︒

　
狩
野
派
系
統
本
の
名
称
と
い
う
点
で
は
︑
日
文
研
本
⑮
と
國
松
本
⑯
も
︑

前
者
は
﹁
赤
口
﹂︑
後
者
は
名
も
な
く
﹁
夜
中
に
見
た
る
形
な
れ
ハ
相
違
も
あ

る
へ
け
れ
と
大
形
絵
に
写
﹂
と
し
て
︑
や
は
り
日
文
研
本
は
狩
野
派
系
統
本

の
名
称
を
用
い
て
い
る
（
鳥
山
石
燕
﹃
画
図
百
鬼
夜
行
﹄
で
は
︑
赤
舌
）︒
さ
ら

に
双
方
は
︑
筑
前
国
上
座
郡
を
舞
台
に
し
な
が
ら
も
︑
内
容
が
大
き
く
違
っ

て
い
る
（
國
松
本
の
方
が
︑
物
語
と
し
て
大
掛
か
り
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
）︒

　
ま
た
︑
狩
野
派
系
統
本
で
は
野
狐
と
さ
れ
る
︑
播
磨
国
姫
路
城
下
に
関
す

る
日
文
研
⑯
と
國
松
本
⑮
に
つ
い
て
︑
前
者
は
﹁
オ
サ
カ
ベ
ノ
一
族（

23
）

﹂︑
後
者

は
名
称
が
な
い
も
の
の
﹁
腹
を
た
ゝ
﹂
く
こ
と
や
八
畳
敷
の
陰い
ん

嚢の
う

が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
狸
の
変
化
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
⑱
は
︑
犬
神
を
猫

股
へ
と
容
貌
を
変
更
し
︑
そ
の
容
姿
に
沿
っ
た
詞
書
が
書
か
れ
て
い
る
︒
も

ち
ろ
ん
國
松
本
は
︑
図
様
だ
け
で
な
く
︑
狩
野
派
系
統
本
の
名
前
を
活
か
し

た
詞
書
も
見
ら
れ
る
︒

　
先
述
の
よ
う
に
︑
狩
野
派
系
統
本
の
名
称
（
類
似
も
含
む
）
を
使
っ
て
い
る

も
の
は
︑
日
文
研
本
四
（
⑭
︑
⑮
︑
⑰
︑
⑱
）︑
國
松
本
七
（
①
︑
③
︑
⑬
︑
⑲
︑

㉔
︑
㉖
︑
㉗
）
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
日
文
研
本
は
︑
國
松
本
で
使
わ
れ
て
い

な
い
名
称
が
入
っ
た
詞
書
（
⑭
・
⑮
）
や
名
称
と
図
様
だ
け
の
山
姥
（
⑱
）︑

そ
し
て
名
称
も
詞
書
も
な
い
化
物
（
が
ご
ぜ
⑫
）
な
ど
︑
國
松
本
に
は
な
い
狩

野
派
系
統
本
の
利
用
が
確
認
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
図
様
は
國
松
本
の
方
が
多

く
を
狩
野
派
系
統
本
か
ら
踏
襲
し
て
い
る
︒

　
以
上
︑
日
文
研
本
・
國
松
本
は
︑
ど
ち
ら
も
狩
野
派
系
統
本
の
従
来
の
体

裁
や
内
容
を
利
用
し
て
詞
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
利
用
の
仕

方
に
つ
い
て
は
差
異
が
見
ら
れ
た
︒
日
文
研
本
・
國
松
本
双
方
と
も
に
︑
従

来
の
狩
野
派
系
統
本
に
則
っ
て
い
る
部
分
と
逸
脱
し
て
い
る
部
分
が
併
存
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

2
　
狩
野
派
系
統
本
に
は
見
ら
れ
な
い
化
物

　
日
文
研
本
と
國
松
本
の
図
様
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
多
く
が
狩
野
派
系
統
本

に
依
拠
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
中
に
は
︑
そ
れ
ま
で
の
狩
野
派
系
統
本
で
は

全
く
描
か
れ
た
こ
と
の
な
い
図
様
の
化
物
が
少
な
か
ら
ず
い
る（

24
）

︒
狩
野
派
系

統
本
か
ら
見
る
と
番
外
的
な
こ
れ
ら
の
化
物
は
︑
日
文
研
本
と
國
松
本
の
間

で
も
共
通
し
た
も
の
が
い
な
い
︒
逆
に
言
え
ば
︑
各
絵
巻
の
大
き
な
個
性
と

な
っ
て
い
る
︒

　
國
松
本
で
狩
野
派
系
統
本
に
は
な
い
図
様
は
︑
⑦
狒
々
の
み
で
あ
る
︒﹃
本

草
綱
目
﹄
巻
五
十
一
獣
部
寓
類
怪
類
に
載
る
狒
々
は
︑
林
羅
山
﹃
新
刊
多
識

編（
25
）

﹄（
一
六
三
一
刊
）
で
﹁
わ
ら
ひ
け
も
の
﹂
と
和
訓
が
与
え
ら
れ
︑﹃
本
草
綱

目
啓
蒙（

26
）

﹄（
一
八
〇
五
刊
）
巻
四
十
八
寓
類
怪
類
で
︑
狒
々
は
豊
前
や
薩
摩
で

い
う
﹁
ヤ
マ
ワ
ロ
﹂
の
こ
と
で
﹁
深
山
中
に
棲
む
︑
木
曽
及
豊
前
・
薩
州
・
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飛
州
・
能
州
に
あ
り
と
聞
け
り
﹂﹁
人
形
に
〆
毛
あ
り
﹂
と
い
う
︒
図
様
は
︑

﹃
訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

﹄（
一
六
六
六
刊
）
や
そ
れ
を
元
に
し
た
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄

（
一
七
一
二
序
）
で
は
な
く
︑﹃
頭
書
増
補
訓
蒙
図
彙
大
成（

27
）

﹄（
一
七
八
九
刊
）
巻

十
二
畜
獣
に
載
る
図
と
背
中
の
部
分
が
類
似
し
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
博
物

画
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
︒

　
越
後
国
の
狒
々
に
つ
い
て
は
︑
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
刊
の
年
代
記
﹃
新

補
倭
年
代
皇
紀
絵
章（

28
）

﹄
に
︑
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）﹁
六
月
ゑ
ち
ご
の
国
桑

取
谷
に
て
あ
や
し
き
け
だ
物
を
う
ち
こ
ろ
す
︑
名
づ
け
て
狒
々
と
い
ふ
︑
そ

の
大
さ
四
尺
八
寸
︑
鼻
よ
り
耳
ま
で
一
尺
八
寸
︑
口
の
両
わ
き
広
一
尺
六
寸
︑

毛
の
色
あ
か
黒
し
︑
眼
三
寸
︑
牙
上
下
八
寸
︑
爪
五
寸
足
の
長
さ
三
尺
八
寸
︑

毛
の
長
さ
五
寸
﹂
と
︑
狒
々
退
治
の
図
と
と
も
に
記
さ
れ
︑
図
に
は
﹁
ゑ
ち

こ
ノ
国
に
て
ひ
ゝ
と
い
ふ
け
た
物
﹂
と
見
出
し
も
あ
る
︒
こ
の
事
件
が
元
に

な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
だ
が
︑
こ
う
し
た
狒
々
出
現
の
情
報
を
反
映
し
て

描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
続
い
て
︑
日
文
研
本
を
見
て
み
る
︒
①
～
③
・
⑤
～
⑦
・
⑩
・
⑪
が
狩
野

派
系
統
本
に
は
見
ら
れ
な
い
図
様
で
あ
る
︒
各
地
に
伝
承
の
類
が
あ
る
の
か

は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
が
︑
い
く
つ
か
の
化
物
に
つ
い
て
は

言
及
し
て
お
き
た
い
︒

　
③
山
お
し
（
足
長
猿
）
は
ヤ
マ
オ
ジ
の
こ
と
で
︑
ヤ
マ
ジ
ジ
（
山
爺
）
や
ヤ

マ
チ
チ
（
山
父
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
化
物
の
筑
前
で
の
方
言
で
あ
る
︒
詞
書

に
地
名
が
な
い
の
は
︑
日
文
研
本
が
九
州
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
に
し

て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
こ
ゝ
ろ
に
思
ふ
事
を
さ
と
り
い
ふ
﹂
と
い
う

部
分
か
ら
は
︑
い
わ
ゆ
る
サ
ト
リ
の
怪
異
を
想
起
さ
せ
る
︒
そ
こ
で
︑
小
野

蘭
山
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
巻
四
十
八
寓
類
怪
類
の
狒
々
の
附
録
﹁
山
𤢖
﹂
を

参
考
に
あ
げ
る
︒

山
𤢖
は
ヤ
マ
ヲ
ト
コ
　
ヤ
マ
ヲ
ヂ
筑
前
　
ヤ
マ
ジ
イ
讃
州
　
ヤ
マ
チ
ヽ

阿
州
　
深
山
に
棲
で
男
子
の
形
な
る
も
の
な
り
︑
昼
は
隠
れ
夜
出
深
く

山
に
入
り
︑
木
を
伐
る
も
の
数
日
山
中
に
宿
す
れ
は
︑
来
り
て
人
火
に

就
て
蟹
を
炙
り
食
ふ
︑
人
こ
れ
を
害
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
山
𤢖
先
づ
悟

る
︑
故
に
銃
等
も
打
つ
こ
と
な
ら
ず
（
後
略
）

こ
こ
か
ら
︑
山
お
し
（﹁
ヤ
マ
ヲ
ヂ
筑
前
﹂）
が
︑
山
𤢖
（
ヤ
マ
ヲ
ト
コ
）
の
異

名
で
︑
悟
る
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
山
お
し
の
詞
書
が

﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
日
文
研
本
（
そ
の
原

本
）
の
成
立
は
十
九
世
紀
以
降
と
な
る
が
︑
確
定
で
き
る
材
料
は
今
の
と
こ

ろ
な
い
︒

　
⑦
毛
長
猿
（
狨
）
は
︑﹃
本
草
綱
目（

29
）

﹄
巻
五
十
一
寓
類
怪
類
に
﹁
狨
﹂
が
あ

り
︑﹁
毛
柔
長
﹂
と
の
説
明
か
ら
﹁
毛
長
猿
﹂
と
い
う
和
名
が
付
与
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒﹃
新
刊
多
識
編
﹄
に
は
﹁
む
く
げ
ざ
る
﹂︑﹃
和
漢
三
才
図
会（

30
）

﹄

に
は
﹁
む
く
げ
ざ
る
﹂
と
﹁
ま
た
﹂︑﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
に
は
﹁
マ
タ
﹂
の

和
名
が
載
る
︒
な
お
︑﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
に
よ
れ
ば
﹁
和
産
詳
ナ
ラ
ズ
﹂
と
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い
う
︒

　
⑩
の
山
伏
の
顔
が
見
え
る
怪
火
に
つ
い
て
は（

31
）

︑
摂
津
国
に
伝
わ
る
仁
光
坊

（
二
恨
坊
）
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
あ
る
い
は
山
伏
の
怨
み
が
火
に
な
る
伝
承（

32
）

︑
あ

る
い
は
京
の
叢そ
う

原げ
ん

火び

な
ど
類
例
が
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
狩
野
派
系
統
本
か
ら
見
る
と
番
外
的
な
化
物
に
つ
い
て
は
︑

本
草
書
な
ど
か
ら
参
照
で
き
る
事
例
や
類
似
す
る
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
日
文
研
本
や
國
松
本
に
し
か
見
ら
れ
な
い
化
物
の
情
報

が
︑
必
ず
し
も
作
者
の
独
創
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
可
能
性
を
意
味
し
て
い

る
︒
日
文
研
本
①
の
蝙こ
う
も
り蝠
状
の
よ
う
な
化
物（

34
）

や
⑥
毛
坊
と
い
っ
た
番
外
的
な

化
物
だ
け
で
は
な
く
︑
狩
野
派
系
統
本
の
図
様
に
依
拠
し
た
化
物
た
ち
の
詞

書
（
狩
野
派
系
統
本
を
踏
襲
し
た
名
称
の
化
物
も
含
む
）
に
つ
い
て
も
︑
参
考
に

し
た
伝
承
な
ど
の
情
報
が
存
在
す
る
（
存
在
し
た
）
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
︒

　
詞
書
と
関
連
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
今
後
も
調
査
を
行
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
︑
現
時
点
で
は
︑
詞
書
が
必
ず
し
も
作
者
の
独
創
と
は
い
え
ず
︑
何

ら
か
の
類
例
を
元
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
︒

3
　﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
と
の
比
較

　
最
後
に
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
と
の
関
係
を
検
討
し
て
お
き
た
い
︒

　
ま
ず
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
に
載
る
筑
前
国
上
座
郡
を
舞
台
に
し
た
詞
書

（
⑨
・
㉔
）
は
︑
全
て
日
文
研
本
の
詞
書
の
内
容
と
共
通
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

㉕
猫
ま
た
と
㉚
ろ
く
ろ
首
は
︑
詞
書
と
図
様
と
も
に
國
松
本
と
共
通
し
て
い

る
︒

　
日
文
研
本
⑪
と
國
松
本
⑥
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
㉙
の
大
和
国
三
笠
山
の
女
頭

蛇
身
の
化
物
は
︑
三
者
と
も
同
内
容
だ
が
︑
鎌
首
を
も
た
げ
た
姿
の
図
は
︑

日
文
研
本
と
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
同
じ
で
あ
る
︒
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
所
蔵
﹃
化
物
尽
絵
巻
﹄（
北
斎
季
親
筆
︑
江
戸
後
期
）
に
は
︑
狩
野
派
系

統
本
の
ぬ
れ
女
と
は
異
な
る
﹁
さ
ら
蛇
﹂
と
い
う
鎌
首
を
も
た
げ
た
女
頭
に

蛇
身
の
化
物
が
描
か
れ
て
い
る
︒
鎌
首
を
も
た
げ
て
い
る
点
で
は
︑
日
文
研

本
⑪
と
共
通
し
て
い
る
が
︑
さ
ら
蛇
自
体
が
こ
れ
以
外
確
認
で
き
な
い
た
め
︑

双
方
の
関
係
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
難
産
で
死
ん
だ
母
親
の
変
化
（
日
文
研
本
⑤
︑
國
松
本
㉗
う
く
め
︑

﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
㉔
）
に
つ
い
て
は
︑
図
様
・
詞
書
と
も
に
日
文
研
と
﹃
怪
奇

談
絵
詞
﹄
が
共
通
し
て
い
る
︒

　
続
い
て
︑
前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
日
文
研
本
の
後
半
部
分
が
欠
落
し

て
い
る
も
の
を
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
で
補
っ
て
み
た
い
︒

　﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
㉗
に
対
応
す
る
の
は
︑
日
文
研
本
②
で
あ
る
︒
日
文
研
本

で
は
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
の
﹁
又
右
の
渕
﹂
以
降
に
あ
る
べ
き
︑
鵜
飼
に
忠
告

す
る
僧
侶
の
正
体
が
大
鯰な
ま
ずだ
っ
た
と
い
う
結
末
が
な
い
︒
日
文
研
本
に
は

﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
同
様
の
鯰
顔
の
僧
侶
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
内
容
的
に

未
完
の
印
象
を
受
け
る
︒
紙
接
ぎ
部
分
が
欠
落
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め

（
紙
接
ぎ
部
分
に
も
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
）︑
写
し
忘
れ
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
︒

　（
33
）
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別
に
︑
日
文
研
本
④
と
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
⑨
に
つ
い
て
︒
日
文
研
本
で
は

﹁
薬
よ
水
よ
と
あ
わ
て
与
へ
﹂
よ
り
後
が
欠
け
て
い
る
︒
文
章
と
絵
の
右
半
身

が
紙
接
ぎ
で
欠
け
て
い
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
絵
巻
に
仕
立
て
る
段
階
で
既
に

欠
落
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
上
座
郡
赤
谷
村
や
久
六
と
い
う
名
称
は
共
通
す
る
が
︑
日
文
研
本
と
﹃
怪

奇
談
絵
詞
﹄
と
で
は
︑
大
き
く
異
な
る
箇
所
が
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
︑
図
様

で
あ
る
︒
日
文
研
本
で
は
︑﹁
如
此
成
者
﹂
と
し
て
﹃
百
怪
図
巻
﹄（
狩
野
派

系
統
本
）
の
目
ひ
と
つ
ぼ
う
が
当
て
ら
れ
て
い
る
（
欠
落
し
た
接
ぎ
紙
に
本
来

相
当
す
べ
き
化
物
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
）︒
し
か
し
︑﹃
怪
奇
談
絵

詞
﹄
で
は
﹁
野
女
﹂
と
い
う
別
の
化
物
に
な
っ
て
い
て
︑
図
様
も
変
わ
っ
て

い
る
︒
野
女
と
は
︑﹃
本
草
綱
目
﹄
巻
五
十
一
獣
部
寓
類
怪
類
の
猩
々
の
附
録

に
載
る
も
の
で
︑
寺
島
良
安
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
巻
之
四
十
獣
部
寓
類
怪
類

で
は
︑
野
女
と
い
う
独
立
し
た
項
目
が
立
て
ら
れ
﹁
や
ま
う
ば
﹂
と
い
う
和

名
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
で
も
同
じ
く
﹁
ヤ
マ
ウ
バ
﹂
と

な
っ
て
い
る
︒

　
も
う
一
つ
の
違
い
は
︑﹁
延
享
の
比
﹂
と
い
う
年
代
の
明
記
で
あ
る
︒
延
享

（
一
七
四
四
～
四
八
）
と
い
う
特
定
の
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹃
怪

奇
談
絵
詞
﹄
が
そ
れ
以
降
の
作
品
だ
と
判
断
で
き
る
︒﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
引

い
た
詞
書
に
は
︑
に
野
女
や
延
享
年
間
の
情
報
が
既
に
記
さ
れ
て
い
た
可
能

性
は
あ
る
が
︑﹁
如
此
成
者
﹂
と
す
る
日
文
研
本
の
段
階
で
は
︑
ま
だ
追
記
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
以
上
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
を
日
文
研
本
と
國
松
本
と
比
較
し
て
見
え
て
く
る

の
は
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
従
来
の
狩
野
派
系
統
本
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
そ
の

亜
流
と
も
い
え
る
絵
巻
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ

れ
は
︑
三
本
の
絵
巻
が
九
州
で
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
大
き
く
関
係
し
て

い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

　
以
上
︑
日
文
研
本
を
中
心
に
詞
書
が
あ
る
狩
野
派
系
統
本
（
そ
れ
に
連
な
る

絵
巻
）
を
比
較
検
討
し
て
き
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
は
共
通
点
が
あ
る
一
方
で
︑

相
違
点
︱
︱
各
絵
巻
の
独
自
性
︱
︱
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

　
し
か
し
︑
江
戸
文
化
特
有
の
絵
巻
で
あ
る
狩
野
派
系
統
本
そ
れ
自
体
の
研

究
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
︒
今
後
の
課
題
と
し
て
︑
今
回
の
成
果
を
踏
ま
え
な

が
ら
各
絵
巻
の
比
較
を
進
め
て
︑
狩
野
派
系
統
本
の
全
体
像
を
把
握
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

注（
1
）  
住
吉
如
慶
（
内
記
）
が
︑
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
写
し
た
東
京
国
立
博
物
館

所
蔵
﹃
百
鬼
夜
行
図
﹄（
異
本
）
な
ど
︑
他
の
流
派
が
描
い
た
も
の
も
あ
る
が
︑
土
佐
・

狩
野
両
派
の
作
品
の
現
存
数
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
な
い
︒

（
2
）  

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
ほ
か
編
﹃
百
鬼
夜
行
の
世
界
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
〇
九
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の
参
考
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒

（
3
）  

土
佐
派
系
統
本
の
諸
本
を
集
成
し
た
も
の
と
し
て
︑
同
右
前
掲
書
や
田
中
貴
子
ほ

か
﹃
図
説
　
百
鬼
夜
行
絵
巻
を
読
む
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
九
九
な
ど
が
あ
る
︒

（
4
）  
小
松
和
彦
﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
の
謎
﹄
集
英
社
︑
二
〇
〇
八
︑
山
田
奨
治
﹁「
百
鬼
夜

行
絵
巻
」
編
集
の
系
譜
　
情
報
学
か
ら
の
解
明
﹂﹃
日
本
研
究
﹄
四
〇
︑ 

二
〇
〇
九
な
ど
︒

（
5
）  

田
中
貴
子
﹃
百
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
二
な
ど
︒

（
6
）  

名
倉
ミ
サ
コ
﹁
鍋
と
釜
︱
︱
﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹄
に
見
る
神
事
の
位
相
﹂﹃
国
際
日

本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
﹄
四
五
︑ 

二
〇
一
五
︑
西
山
克

﹁「
妖
物
絵
」
の
誕
生
︱
︱
﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹄
と
は
な
に
か
﹂﹃
関
西
学
院
史
学
﹄

四
三
︑ 

二
〇
一
六
な
ど
︒

（
7
）  

吉
川
観
方
編
﹃
続
絵
画
に
見
え
た
る
妖
怪
﹄
美
術
図
書
出
版
部
︑
一
九
二
六
で
は
︑

後
で
取
り
上
げ
る
佐
脇
嵩
之
﹃
百
怪
図
巻
﹄（
一
七
三
七
写
）
巻
末
に
﹁
古
法
眼
元
信

筆
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
︑﹁
画
の
技
巧
は
別
と
し
て
︑
そ
の
風
俗
上
よ

り
観
る
時
は
︑
や
は
り
享
保
元
文
頃
の
や
う
で
︑
と
て
も
足
利
時
代
の
も
の
と
は
受

け
取
れ
な
い
﹂（
本
文
一
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
辻
惟
雄
﹁
化
物
づ
く
し
﹂﹃
美

術
手
帖
﹄
二
四
〇
︑ 

一
九
六
四
で
も
︑﹃
百
怪
図
巻
﹄
に
つ
い
て
は
︑﹁
元
文
二
年

（
一
七
三
七
）
よ
り
前
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
画
中
の
〝
ろ
く
ろ
首
〟
の
髪
型

か
ら
し
て
︑
江
戸
の
中
期
︑
元
禄
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
い
﹂（
二
六
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
︒
な
お
︑
辻
の
解
説
で
取
り
上
げ
て
い
る
別
の
狩
野
派
系
統
本
は
︑

巻
尾
に
﹁
鳥
羽
僧
正
真
筆
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
8
）  

多
田
克
己
編
﹃
妖
怪
図
巻
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
〇
︑
湯
本
豪
一
編
﹃
続
妖
怪

図
巻
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
六
な
ど
は
︑
狩
野
派
系
統
本
を
集
成
し
た
も
の
だ
が
︑

描
か
れ
る
化
物
の
増
減
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
︒

（
9
）  

狩
野
派
系
統
本
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
も
の
に
︑
香
川
雅
信
﹃
江
戸
の
妖
怪

革
命
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
が
あ
る
︒
ま
た
︑
小
林
法
子
は
︑
福
岡
県
に
伝

存
す
る
土
佐
派
系
統
本
と
の
関
連
で
﹁
狩
野
派
の
百
鬼
夜
行
図
﹂
を
取
り
上
げ
︑
石

燕
の
作
品
を
含
め
た
江
戸
時
代
の
絵
画
に
言
及
し
て
い
る
（﹁
守
房
筆
百
鬼
夜
行
絵

巻
﹂﹃
デ
　
ア
ル
テ
﹄
一
三
︑ 

一
九
九
七
︑
後
に
﹃
筑
前
御
抱
え
絵
師
﹄
中
央
公
論
美

術
出
版
︑
二
〇
〇
四
所
収
）︒

（
10
）  

同
右
香
川
前
掲
書
︑
一
四
四
頁
︒

（
11
）  

杉
村
顕
道
﹃
儒
海
︱
︱
儒
者
名
鑑
﹄
大
久
保
書
院
︑
一
九
七
五
に
よ
れ
ば
︑
金
子

荊
山
は
三
河
国
吉
田
藩
の
儒
臣
で
天
保
年
間
に
没
し
た
と
い
う
︒
名
は
鼎
︑
字
は
玉
鉉
︑

通
称
は
熊
蔵
で
︑
荊
山
ま
た
は
谷
中
樵
者
と
号
し
た
（
四
七
頁
　Tw

itter

で
の
情
報

提
供
に
よ
る
）︒

（
12
）  

注
（
7
）
参
照
︒

（
13
）  

全
体
的
に
絵
が
稚
拙
な
こ
と
か
ら
︑
長
岡
多
門
は
専
業
の
絵
師
で
は
な
い
可
能
性

（
平
田
国
学
の
門
人
︑
あ
る
い
は
神
職
な
ど
）︑
ま
た
︑
本
来
日
文
研
本
は
帳
面
な
ど

に
ま
と
め
て
い
た
奇
談
に
狩
野
派
系
統
本
の
図
様
を
あ
て
は
め
た
可
能
性
が
あ
る
（
村

上
紀
夫
の
ご
教
示
に
よ
る
）︒

（
14
）  

出
典
は
︑
注
（
8
）
多
田
編
前
掲
書
に
よ
る
︒

（
15
）  

柳
田
國
男
﹁
妖
怪
古
意
﹂﹁
お
ば
け
の
声
﹂﹃
新
訂
妖
怪
談
義
﹄
角
川
文
芸
出
版
︑

二
〇
一
三
を
参
照
の
こ
と
︒

（
16
）  

た
だ
し
︑
後
の
②
で
触
れ
る
國
松
本
で
は
︑
こ
の
図
様
は
宗
像
御
前
の
怨
霊
・
ひ

て
り
鬼
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
17
）  

黒

に
つ
い
て
は
︑
貝
原
益
軒
﹃
大
和
本
草
﹄
巻
十
六
獣
類
に
は
﹁
今
案
ニ
此
獣

周
防
及
筑
紫
ニ
ハ
処
々
ニ
ア
リ
︑
他
州
ニ
モ
ア
リ
ヤ
未
詳
︑
其
形
狸
ニ
似
タ
リ
﹂
と

あ
る
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒
ま
た
︑
橘
南
谿
﹃
北
窓
瑣
談
﹄
で
は
︑
安
永
年
間

山
城
国
八
幡
付
近
に
現
れ
た
猫
の
死
体
を
食
う
獣
（﹃
日
本
随
筆
大
成
（
第
二
期
）﹄

一
五
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
四
︑ 

二
七
二
頁
）
や
大
朏
東
華
﹃
斎
諧
俗
談
﹄

（
一
七
五
八
刊
）
に
は
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）︑
大
和
国
吉
野
郡
の
山
中
に
出
没

し
た
獣
を
黒

と
呼
ん
で
い
る
（﹃
日
本
随
筆
大
成
（
第
一
期
）﹄
一
九
︑
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
七
六
︑ 

三
五
九
・
六
〇
頁
）
よ
う
に
︑
西
国
で
の
事
例
が
多
い
︒

（
18
）  

﹃
大
和
本
草
﹄
巻
十
六

鼠
（
ソ
ハ
ヲ
シ
キ
）
は
﹁
和
名
ム
サ
ヽ
ビ
︑
バ
ン
ド
リ
︑

ソ
バ
ヲ
シ
キ
︑
モ
ヽ
グ
ハ
︑
モ
ヽ
ガ
皆
一
物
也
﹂
で
﹁
山
中
ニ
テ
飛
ヒ
来
テ
人
ノ
面



169

国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって

ヲ
オ
ホ
フ
事
ア
リ
︑
不
知
人
ハ
為
怪
物
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
越
谷
吾
山
﹃
物
類
称
呼
﹄

（
一
七
七
五
刊
）
巻
二
﹁
鼺
鼠
﹂
に
は
﹁
む
さ
ゝ
び
　
○
畿
内
に
て
︑
野
衾
と
い
ふ
︑

東
国
に
て
︑
も
ゝ
ぐ
は
と
呼
ふ
︑
西
国
に
て
︑
そ
ば
を
し
き
と
い
ふ
﹂（
京
都
大
学
文

学
部
國
語
学
國
文
学
研
究
室
編
﹃
諸
國
方
言
物
類
稱
呼
　
本
文
・
釋
文
・
索
引
﹄
京

都
大
学
國
文
學
會
︑
一
九
七
三
︑ 

十
六
頁
）
と
あ
る
︒

（
19
）  

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
ほ
か
編
﹃
図
説
　
妖
怪
画
の
系
譜
﹄
河
出
書
房
新
社
︑

二
〇
〇
九
︑ 

五
三
頁
︒
解
説
で
は
︑
先
述
の
㉓
そ
は
お
し
き
以
外
に
も
︑
㉖
う
く
め

が
ウ
ブ
メ
の
九
州
の
方
言
で
あ
る
こ
と
を
︑
九
州
で
の
制
作
の
根
拠
に
し
て
い
る
︒
な

お
︑
㉔
川
太
郎
（
ガ
ハ
タ
ラ
ウ
）
も
畿
内
・
九
州
の
呼
び
名
で
あ
る
（﹃
物
類
称
呼
﹄

巻
二
﹁
川
童
﹂︑
小
野
蘭
山
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
巻
三
十
八
﹁
水
虎
﹂
を
参
照
﹇
国
立

国
会
図
書
館
所
蔵
﹈）︒

（
20
）  

こ
れ
ら
は
︑
当
時
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
化
物
だ
っ
た
︒
各
化
物
に
つ
い
て
︑
ね
こ

ま
た
は
︑
田
中
貴
子
﹃
猫
の
古
典
文
学
誌
︱
︱
鈴
の
音
が
聞
こ
え
る
﹄
講
談
社
︑

二
〇
一
四
︑
佐
伯
孝
弘
﹁
近
世
文
学
に
お
け
る
怪
異
と
猫
﹂﹃
清
泉
女
子
大
学
人
文
科

学
研
究
所
紀
要
﹄
三
四
︑ 

二
〇
一
三
︑
ろ
く
ろ
首
は
︑
横
山
泰
子
﹁
近
世
文
化
に
お

け
る
轆
轤
首
の
形
状
に
つ
い
て
﹂
小
松
和
彦
編
﹃
日
本
妖
怪
学
大
全
﹄
小
学
館
︑

二
〇
〇
三
︑
雪
女
は
︑
星
瑞
穂
﹁
近
世
前
期
の
雪
女
像
﹂﹃
藝
文
研
究
﹄
九
九
︑　

二
〇
一
〇
︑
火
車
は
︑
勝
田
至
﹁
火
車
の
誕
生
﹂﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄

一
七
四
︑ 

二
〇
一
二
︑
う
く
め
（
ウ
ブ
メ
）
は
︑
木
場
貴
俊
﹁
歴
史
的
産
物
と
し
て

の
「
妖
怪
」
︱
︱
ウ
ブ
メ
を
例
に
し
て
﹂
小
松
和
彦
編
﹃
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造
﹄

せ
り
か
書
房
︑
二
〇
一
〇
な
ど
を
参
照
の
こ
と
︒
ま
た
︑
手
を
切
ら
れ
る
河
童
は
︑
佐

藤
成
裕
﹃
中
陵
漫
録
﹄
に
記
さ
れ
た
日
向
国
の
河
伯
の
事
例
（﹃
日
本
随
筆
大
成
（
第

三
期
）﹄
三
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
六
︑ 

二
九
六
・
七
頁
）
な
ど
︑
膏こ

う

薬や
く

と
の
関
連

も
含
め
て
民
間
伝
承
で
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
（
飯
倉
義
之
﹁
河
童
死
し
て
手
を
残
す

︱
︱
河
童
遺
物
伝
承
の
整
理
﹂
常
光
徹
ほ
か
編
﹃
河
童
と
は
な
に
か
﹄
岩
田
書
院
︑

二
〇
一
四
を
参
照
の
こ
と
）︒

（
21
）  

福
岡
市
博
物
館
編
﹃
幽
霊
・
妖
怪
画
大
全
集
﹄
幽
霊
・
妖
怪
画
大
全
集
実
行
委
員
会
︑

二
〇
一
二
︑ 

一
一
一
頁
︒

（
22
）  

湯
本
豪
一
編
﹃
妖
怪
百
物
語
絵
巻
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
三
を
元
に
翻
刻
を
行
っ

た
︒

（
23
）  

姫
路
城
天
守
に
は
刑
部
姫
（
長
壁
な
ど
と
も
）
と
い
う
化
物
が
い
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

姫
路
城
天
守
の
怪
異
譚
は
﹃
諸
国
百
物
語
﹄（
一
六
七
七
刊
）
巻
五
﹁
播
州
ひ
め
ぢ
の

城
ば
け
物
の
事
﹂
を
皮
切
り
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
（
鳥
山
石
燕
﹃
今
昔
画
図
続
百

鬼
﹄
一
七
七
九
刊
︑﹁
長
壁
﹂
な
ど
）︒
一
方
︑
そ
の
化
物
の
正
体
を
狐
と
す
る
見
方

が
あ
る
︑
井
原
西
鶴
は
︑﹃
西
鶴
諸
国
ば
な
し
﹄（
一
六
八
五
刊
）
巻
一
﹁
狐
四
天
王
﹂

で
﹁
於
佐
賀
部
殿
﹂
の
眷
属
と
し
て
四
天
王
の
狐
を
登
場
さ
せ
︑
同
﹃
好
色
五
人
女
﹄

（
一
六
八
六
刊
）
巻
一
﹁
太
鼓
に
よ
る
獅
子
舞
﹂
で
は
﹁
と
か
く
女
は
化
物
︑
姫
路
の

於
佐
賀
部
狐
も
か
へ
つ
て
眉
毛
よ
ま
る
べ
し
﹂
と
記
し
て
い
る
（﹃
西
鶴
諸
国
ば
な
し
﹄

は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六
十
七
　
井
原
西
鶴
集
二
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
六
︑ 

四
五
・
四
六
頁
︑﹃
好
色
五
人
女
﹄
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六
六
　
井
原
西
鶴

集
一
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
六
︑ 

二
六
六
頁
に
よ
る
）︒
埴
岡
真
弓
は
﹁
十
八
世
紀
後
半

に
は
︑
刑
部
姫
を
霊
狐
と
す
る
見
方
が
全
国
的
に
広
ま
っ
て
い
た
﹂
と
し
て
い
る
（﹁
姫

路
城
刑
部
姫
伝
説
の
成
立
と
展
開
﹂﹃
播
磨
学
紀
要
﹄
五
︑ 

一
九
九
九
︑ 

九
頁
）︒

（
24
）  

化
物
が
増
補
さ
れ
て
い
る
狩
野
派
系
統
本
と
し
て
︑
天
保
三
年(

一
八
三
二)

に
尾

田
淑
（
郷
澄
）
が
描
い
た
﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹄（
松
井
文
庫
所
蔵
）
や
作
者
不
明
﹃
化

物
尽
絵
﹄（
江
戸
後
期
︑
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
大
学
所
蔵
）︑
北
斎
季
親
﹃
化
物
尽
絵
巻
﹄

（
江
戸
後
期
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
な
ど
が
あ
る
︒
な
お
︑
い
ず
れ

に
も
日
文
研
本
や
國
松
本
特
有
の
化
物
は
描
か
れ
て
い
な
い
︒

（
25
）  

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒

（
26
）  
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒
片
仮
名
を
適
宜
平
仮
名
に
改
め
た
︒

（
27
）  
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒

（
28
）  

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
︒

（
29
）  

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒

（
30
）  

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
︒
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（
31
）  

貝
原
益
軒
編
﹃
筑
前
国
続
風
土
記
﹄（
一
七
〇
九
完
成
）
巻
之
五
（
那
珂
郡
下
）
に
は
︑

﹁
潮
煮
塚
﹂
と
い
う
項
目
が
あ
る
︒

塩
原
の
境
内
に
し
て
三
宅
村
の
北
に
有
り
︑
古
へ
ハ
此
辺
迄
潮
来
︑
塩
を
焼
し

所
成
故
︑
潮
煮
塚
と
名
付
︑
塩
原
と
云
も
是
に
よ
り
て
の
名
成
と
云
︑
又
此
辺

に
も
暗
夜
に
ハ
折
々
飛
火
有
り
︑
遠
く
見
れ
ハ
其
大
サ
続
松
程
あ
り
︑
近
付
ハ

少
く
色
青
く
な
り
て
飛
事
︑
高
サ
弐
三
間
計
︑
時
に
寄
遅
速
あ
り
︑
早
き
時
ハ

矢
の
如
し
︑
蓑
嶋
・
塩
原
・
住
吉
・
比
恵
・
高
宮
・
野
間
此
数
邑
の
間
を
飛
廻
り
︑

人
近
付
ハ
た
ち
ま
ち
消
て
又
遠
く
見
ゆ
︑
或
二
三
に
分
て
飛
事
あ
り
（
国
立
公

文
書
館
所
蔵
本
﹇
農
商
務
省
旧
蔵
本
﹈）

 
 

日
文
研
本
⑩
は
︑
こ
の
潮
煮
塚
の
怪
火
を
元
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
東
ア
ジ

ア
恠
異
学
会
で
の
情
報
提
供
に
よ
る
）︒

（
32
）  

﹃
宿
直
草
﹄（
一
六
七
七
刊
）
巻
五
﹁
仁
光
坊
と
い
ふ
火
の
事
﹂
や
山
岡
元
隣
・
元

恕
﹃
古
今
百
物
語
評
判
﹄（
一
六
八
六
刊
）
巻
四
﹁
舟
幽
霊
附
丹
波
の
姥
が
火
︑
津
国

仁
光
坊
事
﹂︑
菊
岡
沾
凉
﹃
諸
国
里
人
談
﹄（
一
七
四
三
刊
）﹁
二
恨
坊
火
﹂
な
ど
︒

（
33
）  

西
村
市
郎
右
衛
門
﹃
新
御
伽
婢
子
﹄（
一
六
八
三
刊
）
巻
三
﹁
野
叢
火
﹂
や
鳥
山
石

燕
﹃
画
図
百
鬼
夜
行
﹄﹁
叢
原
火
﹂
な
ど
︒

（
34
）  

蝙
蝠
は
︑
年
を
経
る
と
ノ
ブ
ス
マ
（
野
衾
）
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒﹃
狂
歌

百
物
語
﹄（
一
八
五
三
刊
）
の
﹁
飛
倉
﹂
で
は
︑﹁
か
は
ほ
り
（
蝙
蝠
）
の
化
し
た
飛

倉
は
︑
臆
病
風
も
お
こ
さ
せ
に
け
り
﹂（
梅
屋
）︑﹁
か
は
ほ
り
の
老
て
い
く
世
を
ふ
る

社
住
か
と
な
し
て
よ
は
ひ
の
ふ
す
ま
﹂（
花
の
門
）
な
ど
の
狂
歌
（
多
田
克
己
編
﹃
妖

怪
画
本
　
狂
歌
百
物
語
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
八
︑ 

九
八
・
九
九
頁
）
が
読
ま
れ
︑

桃
山
人
﹃
絵
本
百
物
語
﹄﹁
山
地
乳
﹂
で
は
﹁
蝙
蝠
の
功
を
へ
て
野
衾
と
な
り
﹂︑﹁
野

鉄
砲
﹂
で
は
﹁
あ
る
説
に
ハ
︑
こ
う
も
り
の
︑
年
へ
て
野
ぶ
す
ま
と
云
も
の
に
な
り

た
る
﹂
と
あ
る
（
吉
田
幸
一
編
﹃
怪
異
百
物
語
﹄
古
典
文
庫
︑
一
九
九
九
︑ 

二
六
八
・

 

三
〇
四
頁
）︒
ち
な
み
に
ノ
ブ
ス
マ
は
︑
ム
サ
サ
ビ
の
別
名
で
あ
り
︑
怪
異
の
名
で
も

あ
っ
た
（
注
（
18
）
参
照
）︒

謝
辞
：
資
料
の
閲
覧
︑
調
査
お
よ
び
図
版
掲
載
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
︑
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
福
岡
県
立
美
術
館
︑
國
松
良
康
氏
に
︑
末
尾
な
が
ら
深
く
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
二
〇
二
〇
年
一
月
二
六
日
に
催
さ
れ
た
︑
東
ア
ジ

ア
恠
異
学
会
第
一
二
六
回
定
例
研
究
会
（
於
大
東
文
化
会
館
）
で
︑
本
論
文
を
元

に
し
た
﹁
日
文
研
新
所
蔵
妖
怪
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
﹂
と
い
う
報
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑

本
論
の
趣
旨
を
補
足
す
る
貴
重
な
情
報
を
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
こ
れ
に
つ

い
て
も
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
ご
提
供
い
た
だ
い
た
情
報
は
︑
注
の
か
た

ち
で
補
足
し
て
い
ま
す
︒

︻
翻
刻
1
︼﹃
諸
国
妖
怪
図
巻
﹄（
名
称
に
は
傍
線
を
引
い
た
︒
以
下
︑
翻
刻
に
際

し
て
︑
虫
損
な
ど
欠
損
に
よ
り
判
読
不
能
の
文
字
に
つ
い
て
は
︑
一
文
字
は
■
︑
複

数
の
文
字
に
つ
い
て
は
﹇
　
﹈
で
表
す
︒
異
体
字
は
原
則
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
送

り
仮
名
は
原
文
マ
マ
で
あ
る
）

①
（
前
欠
）
付
面
迷
て
い
き
て
﹇
　
﹈
血
を
吸
ふ
先
若
御
狩
の
時
狩
﹇
　
﹈

出
御
小
人
両
人
を
こ
ろ
す
︑
太
サ
中
猫
両
羽
延
て
四
尺
に
及
へ
り
︑
脊
通
り

て
わ
た
持
少
し
有
︑
骨
無
き
か
如
し
︑
う
す
く
ひ
た
〳
〵
し
た
る
も
の
也

②
一
越
後
国
の
な
ま
す
か
渕
に
て
在
家
の
子
供
多
く
失
た
り
︑
或
時
鵜
飼

﹇
　
﹈
鵜
を
求
る
︑
此
渕
を
通
り
け
る
に
﹇⎝
如
此
カ
⎠﹈
成
僧
出
て
鵜
を
求
給
ハ
ヽ
必

す
片
﹇
　
﹈
鵜
を
求
給
ふ
へ
か
ら
す
と
色
々
心
入
る
﹇
　
﹈
と
い
ふ
故
忝
し

と
言
捨
て
別
れ
ぬ
︑
扨
■
⎝
鵜
⎠
を
求
る
と
て
段
々
詮
儀
仕
た
れ
は
片
め
の
鵜
勝
て
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宜
故
調
て
（
後
欠
）

③
一
山
お
し
是
也
︑
足
長
猿
共
い
ふ
︑
さ
け
ふ
声
天
地
を
か
へ
す
か
如
し
︑

人
を
見
て
恐
る
︑
焚
（
火
脱
カ
）
を
好
め
り
︑
あ
た
わ　
⎝
は
カ
⎠な
さ
す
︑
こ
ゝ
ろ
に

思
ふ
事
を
さ
と
り
い
ふ

④
一
筑
前
上
座
郡
赤
谷
村
山
奥
に
谷
有
︑
薪
取
に
行
た
る
久
六
と
云
し
者
達

者
も
の
如
此
成
者
に
出
逢
て
無
二
無
三
に
久
六
に
組
付
︑
此
も
の
大
力
に
て

取
て
投
け
れ
は
︑
又
飛
お
と
り
取
付
し
を
幾
度
と
投
付
た
る
に
や
う
〳
〵
逃

失
た
り
︑
久
六
宿
に
帰
り
て
た
お
れ
け
る
故
人
々
集
り
薬
水
を
あ
た
へ
漸
見

（
後
欠
）

⑤
一
筑
前
上
座
郡
庄
屋
源
蔵
と
い
ふ
も
の
︑
此
女
房
子
を
産
て
死
す
る
︑
七

日
を
へ
て
毎
夜
如
此
く
の
姿
に
て
右
源
蔵
か
門
に
立
︑
泣
声
頻
り
な
り
︑
う

ら
め
し
き
事
い
ふ
計
成

⑥
一
薩
摩
の
国
浜
の
田
よ
り
出
た
る
も
の
如
斯
︑
毛
坊
と
い
ふ
︑
四
五
歳
の

童
子
程
在
り
︑
惣
身
赤
し
︑
毛
茂
り
た
り
︑
蝦
螯
蟹
抔
の
年
を
へ
た
る
も
の

也
︑
物
ハ
言
わ
す
︑
小
魚
を
喰
ふ
︑
人
を
見
て
笑
ふ

⑦
一
信
濃
国
お
し
山
よ
り
出
た
る
毛
長
猿
是
也
︑
是
を
狨
と
い
ふ
成
へ
し
︑

か
し
こ
き
事
人
の
如
し
︑
木
の
実
を
食
す
︑
又
豆
を
喰
ふ
︑
大
丈
の
立
た
る

か
程
あ
り

⑧
一
尾
州
ノ
山
よ
り
出
た
る
︑
古
へ
大
和
の
国
ゟ
出
た
る
な
り
︑
形
大
か
い
︑

カ
コ
セ
イ
と
云
し
者
成
へ
し
︑
瓜
茄
子
を
食
す
︑
又
ハ
蜻
蛉
蛙
を
喰
ふ
︑
人

間
へ
似
た
る
も
の
也
︑
し
か
し
犬
を
き
ら
ふ

⑨
一
加
賀
の
国
よ
り
出
た
る
一
寸
坊
と
い
ふ
︑
ま
た
は
大
頭
共
云
︑
古
よ
り

自
然
に
有
り
︑
平
生
人
の
如
し
︑
食
す
る
事
人
に
お
な
し
︑
長
サ
弐
尺
に
足

ら
す
一
借
⎝
尺
⎠

に
越
た
り

⑩
一
筑
前
の
国
潮
煎
塚
に
出
た
る
火
︑
初
め
細
く
後
に
は
太
し
︑
も
へ
あ
か

り
一
明
と
飛
廻
り
ぬ
︑
火
の
内
に
山
ふ
し
の
面
あ
り
︑
至
而
あ
さ
や
か
な
り
︑

二
つ
に
別
れ
る
時
も
有
︑
人
に
あ
た
わ　
⎝
は
カ
⎠な
さ
す

⑪
一
大
和
の
国
三
笠
山
に
て
杣
人
六
七
人
是
を
見
る
︑
五
人
は
急
に
死
す
︑

壱
弐
人
ハ
走
り
下
る
︑
一
明
の
も
の
に
委
し
く
語
り
︑
三
か
後
病
を
得
て
死

す
︑
其
後
十
丈
程
ニ
見
ゆ
る
面
の
美
し
き
い
ふ
は
か
り
な
り

⑫
（
無
名
）
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⑬
ス
イ
と
云
も
の
之
人
の
言
事
を
悟
り
し
る
と
云
︑
戸
田
清
現
と
云
兵
法
者

或
時
於
山
中
て
術
を
争
ひ
し
ニ
遂
ニ
此
も
の
に
勝
す
と
言

⑭
出
雲
国
の
海
辺
よ
り
出
ル
︑
飛
鬼
と
云
者
也
︑
又
髪
切
と
も
言

⑮
筑
前
国
上
座
郡
よ
り
赤
口
と
言
者
︑
舌
之
長
サ
壱
丈
六
尺
余
赤
き
事
朱
の

如
し
︑
其
声
甚
や
さ
し

⑯
播
磨
国
姫
路
の
城
下
ニ
出
ル
も
の
︑
名
未
分
明
︑
或
時
ハ
女
ニ
な
り
或
時

ハ
男
ニ
な
り
︑
又
ハ
鬼
ニ
も
化
也
︑
是
を
ヲ
サ
カ
ベ
ノ
一
族
呼

⑰
肥
前
国
よ
り
出
ル
猫
ま
た
︑
凡
古
猫
は
八
年
を
越
れ
は
化
ル
も
の
な
り

⑱
山
姥

⑲
尾
州
山
よ
り
出
ル
か
も
せ
い
と
い
う
も
の
也

⑳
薩
州
浦
よ
り
出
ル
か
こ
か
さ
み

㉑
信
濃
国
山
中
に
出
ルヱ

ビ
ス

な
る
へ
し

㉒
信
州
木
曽
の
山
中
よ
り
出
ル
此
者
し
い
︑
牛
馬
に
害
を
な
す
物
也
︑
故
馬

屋
ニ
猿
を
つ
な
く
も
此
害
を
除
為
也

㉓
鞍
馬
の
山
中
ニ
多
く
居
ル
︑
其
他
深
山
中
ニ
多
︑
夜
行
之
者
あ
れ
ハ
飛
付

人
の
耳
目
を
塞サ
イ

き
息
を
止
メ
其
後
人
の
血
を
吸
う
と
言

そ
ば
お
し
き

長
岡
多
門
之
書

︻
翻
刻
2
︼﹃
化
物
尽
く
し
絵
巻
﹄（
名
称
に
は
傍
線
を
引
い
た
︒
異
体
字
は
原
則

常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
送
り
仮
名
は
原
文
マ
マ
で
あ
る
）

①
奥
州
よ
り
出
る
飯
を
食
す
堅
き
物
ハ
食
せ
す
︑
走
る
事
犬
の
子
の
如
く
無

毛
な
り
︑
へ
ら
ほ
う
と
云
も
の
い
に
し
へ
あ
り
︑
其
類
な
ら
ん
︑
百
姓
の
家

に
生
す
る
よ
し
︑
も
し
く
ハ
人
犬
と
い
ふ
物
な
ら
ん

②
加
賀
国
よ
り
出
る
一
寸
坊
共
号
す
︑
又
大
あ
た
ま
と
も
い
ふ
︑
古
よ
り
自

然
に
あ
り
︑
平
生
ハ
人
の
如
し
︑
食
す
る
事
も
同
し

③
肥
後
国
よ
り
出
る
︑
商
買
⎝
マ
マ
⎠人
の
宿
を
し
け
る
に
三
味
線
の
音
の
聞
ゆ
る
を

不
審
に
思
ひ
卒
度
起
て
見
る
に
ね
こ
ま
た
と
い
ふ
な
ら
ん
︑
宿
の
娘
の
小
袖
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を
着
て
か
く
の
如
く
化
た
り

④
出
雲
国
の
海
浜
よ
り
出
る
鳶
鬼
と
号
す
︑
小
き
魚
又
ハ
鳥
の
肉
を
食
す
︑

鼠
を
も
食
す
︑
し
は
ら
く
し
て
死
す
る
と
い
ふ
な
り

⑤
尾
州
の
山
よ
り
出
る
︑
い
に
し
へ
大
和
国
よ
り
出
し
よ
し
︑
形
大
概
こ
れ

に
似
た
り
︑
か
も
せ
ひ
と
云
も
の
な
る
へ
し
︑
瓜
茄
子
を
食
す
︑
又
ハ
と
ん

ほ
ふ
・
蛙
を
食
す
︑
大
さ
人
間
に
似
た
り
︑
犬
を
嫌
ふ

⑥
大
和
国
三
笠
山
に
て
杣
人
六
七
人
是
を
見
る
︑
杣
人
五
人
ハ
忽
に
死
す
︑

内
壱
人
走
り
下
て
し
る
人
に
是
を
か
た
る
︑
三
日
以
後
病
を
得
て
食
す
る
事

あ
た
わ
す
し
て
死
す
︑
長
さ
十
丈
程
に
見
ゆ
る
︑
面
の
美
ハ
し
き
こ
と
い
ふ

に
不
及

⑦
越
後
国
よ
り
出
る
狒
々
と
云
も
の
な
ら
ん
︑
惣
し
て
此
類
色
々
あ
る
物
と

云
︑
和
国
に
ハ
ま
れ
な
る
も
の
也
︑
人
間
ハ
い
ふ
に
及
ハ
す
牛
馬
鹿
猪
を
食

す
︑
大
さ
具
サ
に
記
す
に
い
と
ま
あ
ら
す
︑
重
サ
三
拾
八
貫
目
あ
り

⑧
筑
前
国
宗
像
郡
よ
り
出
る
中
首
の
事
也
︑
宗
像
御
前
の
怨
霊
人
に
仇
を
な

す
と
て
飛
行
し
給
ひ
け
る
其
姿
な
り
︑
正
し
く
見
る
者
多
し
︑
お
そ
ろ
し
き

事
い
ふ
に
及
ハ
す
︑
ひ
て
り
鬼
と
い
ふ
す
か
た
な
る
へ
し

⑨
南
都
東
大
寺
の
行
者
吉
野
に
て
道
に
ふ
ミ
ま
よ
ひ
て
一
の
庵
に
至
る
亭
坊

の
形
か
く
の
如
し
︑
眼
の
輝
く
こ
と
闇
夜
も
晴
て
日
中
の
こ
と
し
︑
窓
塀
の

透
間
よ
り
光
明
あ
り
︑
自
ら
名
乗
を
異
眼
入
道
と
云
︑
そ
の
声
四
五
町
を

ひ
ゝ
か
す
︑
長
さ
弐
丈
計
︑
外
の
形
図
の
如
し
︑
猪
鹿
山
犬
の
類
を
積
置
︑

是
を
喰
事
常
の
人
の
焼
鳥
な
と
か
む
か
如
し
︑
さ
れ
共
出
家
な
れ
ハ
人
に
災

ハ
な
さ
す

⑩
肥
後
国
熊
本
と
い
ふ
所
に
弥
作
と
云
者
の
母
︑
朝
目
覚
し
て
不
図
思
ひ
付

孫
の
三
歳
に
な
り
し
を
引
さ
き
喰
け
る
︑
家
内
驚
き
あ
わ
て
け
る
内
に
は
た

か
に
成
て
か
け
出
し
︑
近
所
の
子
共
二
三
人
つ
か
み
な
か
ら
山
中
に
至
り
隠

る
ゝ
︑
其
後
七
年
過
て
薪
伐
に
出
る
農
人
に
出
合
︑
弥
作
か
事
を
尋
し
形
見

た
る
を
絵
に
写

⑪
山
城
国
あ
た
り
山
の
辺
血
洗
か
池
よ
り
出
る
︑
長
さ
九
尺
人
を
数
多
食
ふ
︑

牛
か
わ
す
と
い
ふ
も
の
と
老
人
の
か
た
り
し

⑫
讃
州
志
度
浦
の
人
釣
に
出
け
る
に
此
形
の
も
の
来
て
釣
た
る
魚
を
喰
ひ
し

ゆ
へ
︑
竿
に
て
打
け
れ
ハ
ひ
し
と
し
か
み
付
︑
舌
を
出
し
て
ね
ふ
り
︑
或
ハ

爪
に
て
か
き
骨
計
に
な
し
︑
釣
人
の
肉
を
喰
ひ
血
を
吸
け
る
を
︑
数
多
た
く

ミ
て
︑
後
に
飼
付
て
打
殺
し
け
る
︑
海
坊
主
是
な
り
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⑬
嵯
峨
よ
り
京
へ
通
る
早
飛
脚
夜
道
に
仁
和
寺
の
前
を
通
る
女
の
首
計
木
の

枝
に
か
ゝ
り
て
に
こ
〳
〵
と
笑
ひ
け
る
︑
飛
脚
の
者
刀
を
抜
追
払
ひ
け
れ
は

失
て
見
え
す
︑
其
方
角
の
小
家
に
火
の
見
え
け
れ
ハ
そ
れ
を
し
る
へ
に
尋
行

水
を
乞
け
る
︑
主
の
女
房
横
手
を
打
只
今
ま
と
ろ
ミ
候
内
の
夢
に
仁
和
寺
の

前
に
出
け
る
を
刀
を
抜
て
人
の
追
付
と
見
申
候
︑
其
追
た
る
人
の
顔
付
其
許

に
少
共
違
ハ
す
と
い
ふ
を
見
れ
ハ
最
前
の
首
に
少
も
違
ハ
す
︑
不
思
議
に
お

も
ひ
其
夜
ハ
そ
こ
に
宿
し
け
る
︑
然
と
も
飛
脚
の
者
ハ
少
も
ま
と
ろ
ま
す
あ

り
け
る
に
︑
女
房
す
こ
し
ね
入
る
よ
と
お
も
へ
ハ
︑
糸
の
こ
と
き
筋
を
引
て

首
抜
出
あ
た
り
を
廻
る
︑
い
わ
ゆ
る
ろ
く
ろ
首
是
也
︑
常
の
女
に
も
咽
に
輪

の
如
き
ひ
た
あ
る
人
ハ
き
わ
め
て
夜
ハ
抜
出
る
も
の
也

⑭
豊
前
国
奈
良
林
と
云
一
村
の
百
姓
共
牛
馬
を
失
ひ
け
る
事
其
辺
お
し
な
め

て
一
疋
も
残
ら
す
︑
藤
助
と
云
者
一
人
夜
毎
に
厩
に
番
し
け
る
に
失
ハ
す
︑

或
夜
頻
に
な
ま
く
さ
き
匂
ひ
の
し
け
る
か
︑
此
形
の
も
の
入
来
り
牛
を
一
呑

に
喰
け
る
︑
藤
助
驚
き
逃
出
て
庄
屋
に
語
り
け
れ
は
︑
其
近
辺
深
山
を
狩
り

け
る
に
岩
穴
の
内
な
ま
く
さ
き
匂
ひ
し
け
る
を
し
る
へ
に
岩
を
お
こ
し
見
れ

ハ
此
形
也
︑
竹
鑓
に
て
突
留
け
る
︑
高
サ
六
尺
︑
八
畳
敷
程
口
の
広
サ
壱
丈

壱
尺
︑
し
ゝ
こ
り
と
い
ふ
物
と
老
人
の
か
た
る

⑮
播は
り
ま
の
く
に

磨
国
姫ひ
め

路じ

の
城
ち
よ
ふ

下か

に
住す
ミ

け
る
町
ち
よ
ふ

人に
ん

の
子こ

共と
も

七な
ゝ

ツ
八や

ツ
に
成な
り

り
け
る
か
行ゆ
き

方が
た

し
ら
す
失う
せ

け
り
︑
隣
と
な
り

に
住す
む

け
る
者も
の

の
見ミ

た
る
咄
は
な
し

を
聞き
け

は
︑
友と
も

達だ
ち

の
や
う
な

る
見み

馴な
れ

ぬ
者も
の

来き

て
裏う
ら

に
竹た
け

垣が
き

の
有あ
り

け
る
辺へ
ん

に
て
招ま
ね

き
よ
せ
て
敷し
き

革か
わ

の
様よ
ふ

な
る

物も
の

を
す
そ
よ
り
ひ
ろ
け
︑
其そ
の

上う
へ

に
子こ

共と
も

を
の
せ
て
愛あ
い

し
け
る
か
︑
無ほ
と

レ

程な
く

引ひ
き

包つ
ゝ
ミて

腹ハ
ら

を
た
ゝ
き
て
帰か
へ

り
し
と
云い
ふ

︑
其そ
の

あ
り
さ
ま
見み

堂た

流る

こ
と
く
に
写

⑯
筑ち
く

前
ぜ
ん
の

国く
に

上
じ
よ
ふ

座ざ

郡く
ん

林
は
や
し

田だ

と
云い
ふ

所と
こ
ろの

猟
り
よ
ふ

師し

雉き

子じ

塒と
や

に
入い
り

夜よ

待ま
ち

し
け
る
に
︑

夜よ
ふ
か
く深

く
し
て
と
ろ
〳
〵
と
ま
と
ろ
ミ
け
る
内う
ち

に
物も
の

に
包
つ
ゝ
ミ

て
上う
へ

に
引ひ
き

上あ
け

る
や
う

に
覚お
ぼ

え
け
る
か
︑
目め

覚さ
ま

ま
し
猟
り
よ
ふ

脇わ
き

指さ
し

を
抜ぬ
き

切き
り

払は
ら

ひ
け
れ
は
舌し
た

の
先さ
き

と
覚お
ぼ

え
て

毛も
ふ

氈せ
ん

の
様よ
ふ

な
る
物も
の

切き
り

落お
と

し
血ち

顔か
を

に
か
ゝ
り
け
る
を
押お
し

拭ぬ
ぐ

ひ
空そ
ら

に
わ
め
き
て
声こ
へ

の
聞き
こ

ゆ
る
方か
た

を
見ミ

れ
ハ
︑
如

か
く
の
ご
と
き此

形か
た
ちの

も
の
雲く
も

を
起お
こ

し
深し
ん

山ざ
ん

に
入い
り

け
れ
ハ
︑
其そ
の

儘ま
ゝ

帰か
へ

り
て
村そ
ん

中ち
う

の
若わ
か

者も
の

を
集
あ
つ
め
め
血ち

の
流
な
か
れ
の
し
る
し
を
尋
た
づ
ね
け
れ
と
も
見ミ

え
す
︑

夜や
ち
う中
に
見ミ

た
る
形
か
た
ち
な
れ
ハ
相そ
ふ
い違
も
あ
る
へ
け
れ
と
大お
ふ

形か
た

絵え

に
写
う
つ
す

⑰
信し
ん

州し
う

木き

曽そ

の
奥お
く

に
馬う
ま

の
煩
わ
づ
ら
ふ
事こ
と

民み
ん

家か

一い
つ

軒け
ん

も
の
こ
ら
す
流り
う

行こ
ふ

し
て
無ほ
ど
な
く程
死し
ゝ

け
れ
ハ
所と
こ

の
者も
の

村む
ら

廻ま
わ

り
し
て
け
る
に
︑
童ど
ふ

子じ

の
こ
と
き
も
の
草く
さ

の
葉は

を
持も
ち

厩
く
り
や

の
口く
ち

に
て
躍
お
ど
り
け
る
を
と
ら
ゑ
ん
と
し
け
れ
は
︑
早
ハ
や
き
き
事こ
と

電ら
い

光こ
ふ

の
如ご
と

く
︑
空く
う

中ち
う

を
か
け
つ
て
逃に
げ

失う
せ

け
り
︑
其そ
の

後の
ち

老ろ
ふ

人じ
ん

の
言い
ふ

に
従
し
た
か
ひ
猿さ
る

を
あ
ま
た
か
ひ
け
れ
ハ

ふ
た
ゝ
ひ
不い
で
す出
︑
し
い
と
云
も
の
な
ら
ん
︑
見ミ

し
形
か
た
ち
か
く
の
如こ
と

し

⑱
陸む
つ
の
く
に

奥
国
よ
り
当と
ふ

夏な
つ

を
望の
ぞ

む
僧そ
ふ

一い
ち

人に
ん

夜よ

道ミ
ち

に
下し
も

野
づ
け
の

国く
に

那な

須す

野の
ゝ

辺へ
ん

に
草そ
ふ

庵あ
ん

の
あ

り
し
に
立た
ち

寄よ
り

︑
湯ゆ

を
乞こ
ひ

け
れ
ハ
亭て
い

坊は
ふ

も
な
し
︑
人ひ
と

の
死し

骸か
い

山や
ま

の
如こ
と

く
積つ
ミ

ミ
置お
き

た
る
計
バ
か
り

也な
り

︑
お
そ
ろ
し
く
逃
に
げ
ん

ん
と
す
る
時と
き

後う
し
ろの

侍じ

（
持
カ
）
仏ぶ
つ

堂と
ふ

の
様よ
ふ

な
る

レ

レ
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一ひ
と

間ま

の
障
し
よ
ふ

子じ

を
開ひ
ら

具く

す
〳
〵
と
鼻ハ
な

ひ
き
け
る
︑
形
か
た
ち

如か

く此
︑
後の
ち

に
お
も
ひ
合あ
わ

す

れ
ハ
猫ね

こ

股ま
た

と
い
ふ
も
の
な
ら
ん

⑲
奥お
ふ

州し
う

仙せ
ん

台だ
い

よ
り
武ぶ
し
う州
江へ

戸ど

に
趣
お
も
む
き
け
る
者も
の

︑
冬ふ
ゆ

の
旅た
び

寒か
ん

気き

に
う
た
れ
身み

労
つ
か
れ

れ
雪ゆ
き

深ぶ
か
くし
て
前ぜ
ん
ご後
を
不す
レ

弁
わ
き
ま
へ

折お
り

節ふ
し

︑
年と
し
わ
か
ふ若
し
て
白し
ら

髪が

の
女
お
ん
な

衣い

服ふ
く

顔か
を

色い
ろ

す
へ
て

白し
ろ

く
覚
お
ぼ
へ
え
し
か
来き
て

て
道ミ
ち

を
し
へ
雪ゆ
き

は
ら
ひ
な
と
し
介か
ひ

保ほ
ふ

し
通
と
ふ
し
し
け
る
︑
形け
い

勢せ
い

見ミ
へ

し
如こ
と

く
絵え

に
写う
つ

す
︑
人
に
あ
た
ハ
な
さ
す
︑
雪

ゆ
き
お
ん
な女

是こ
れ

な
ら
ん

⑳
筑ち
く
ご
の
く
に

後
国
松ま
つ

崎さ
き

山や
ま

の
内う
ち

︑
地ぢ

の
底そ
こ

に
物も
の

の
う
め
き
し
声こ
へ

聞き
こ

へ
︑
地ぢ

ひ
ゝ
き
し

け
る
を
所
と
こ
ろ

の
者も
の

堀ほ
り

（
掘
カ
）
か
へ
し
て
見み

け
れ
ハ
か
く
の
如こ
と

き
形
か
た
ち

の
も
の
あ

り
け
り
︑
鬼

お
に
つ
ち
ね
づ
ミ

土
鼠
と
い
ふ
も
の
と
老ろ
ふ

人じ
ん

の
申
ま
ふ
し

き

㉑
栂う
め
の
を尾

（
マ
マ
）
の
山さ
ん

中ち
う

を
常つ
ね

に
く
る
し
き
声こ
へ

し
て
啼な
き

通と
ふ

り
け
る
︑
腰こ
し

よ
り

上う
へ

は
か
り
に
て
空く
う

中ち
う

を
歩
あ
ゆ
ミ

ミ
行ゆ
く

︑
名な

し
れ
す
︑
山
海
経
等
に
も
見
え
す

㉒
戸と

田た

清せ
い

現げ
ん

と
云い
ふ

兵へ
い

法ほ
ふ

者じ
や

山さ
ん

中ち
う

に
て
術じ
つ

を
争
あ
ら
そひ

勝し
よ
う
ぶ負

を
す
る
︑ス

イ

と
云
け
た
も

の
な
り
︑
人ひ
と

の
思
お
も
う

ふ
事こ
と

を
知
る
と
い
ふ

㉓
人ひ
と

の
顔か
を

に
飛と
び

付つ
き

︑
羽ハ
ね

に
て
息い
き

を
と
め
筋す
じ

に
て
首く
び

を
し
む
る
︑
俗そ
く

に
い
ふ
そ

は
お
し
き
と
い
ふ
も
の
な
ら
ん
︑
鞍く
ら

馬ま

の
山さ
ん

中ち
う

に
て
願が
ん

行
き
よ
う

院い
ん

と
云い
ふ

山や
ま

伏ぶ
し

を
し

め
こ
ろ
し
血ち

を
吸す
ゐ

け
る
を
同と
ふ

所し
よ
ふの
者も
の

見み

た
る
様よ
ふ

を
記き

す

㉔
筑ち
く

前せ
ん

の
医い

家か

に
災
わ
ざ
わ
いを
な
さ
ん
と
し
て
手て

を
切き

ら
れ
其そ
の

手て

を
所
し
よ
ふ

望も
ふ

に
来き
た

り
候
︑

か
た
ち
か
く
の
こ
と
し
︑
川か

わ

太た

郎ろ
ふ

と
俗そ
く

に
云い
ふ

︑
力
り
き
り
よ
ふ量
人ひ
と

に
越こ
へ

た
り
︑
常つ
ね

に

角す
ま
ふ力
を
こ
の
む
と
い
ふ

㉕
大や
ま
と
の
く
に

和
国
石い
し

塚つ
か

の
内う
ち

よ
り
出い
で

る
所し
よ
〳
〵々

に
も
深ミ

山や
ま

の
塚つ
か

の
内う
ち

に
あ
る
も
の
な
り

と
老ろ
ふ

人し
ん

申
き
︑
俗ぞ
く

に
い
ふ
野の

も
り
の
お
に

守
鬼
と
い
ふ
も
の
な
ら
ん

㉖
㉗
肥ひ

前
ぜ
ん
の

国く
に

嶋し
ま

原バ
ら

の
城し
よ
ふ
か下

に
住す
む

町ち
よ

人に
ん

の
妻つ
ま

産さ
ん

前ぜ
ん

臨り
ん

月け
つ

に
至い
た

り
︑
い
さ
ゝ
か
の

事こ
と

有あ
り

て
離り

別べ
つ

し
外ほ
か

に
妻つ
ま

を
求も
と

む
︑
先
せ
ん
の
つ
ま妻

此こ
の

事こ
と

を
思お
も

ひ
死し

に
し⎝
マ
マ
⎠に

け
り
︑
既す
て

に

一い
ち

七ひ
ち

日に
ち

に
当あ
た

り
け
る
夜よ
る

彼か
の
ち
よ
ふ
に
ん

町
人
の
庭ニ
ハ

に
雨う
ら
ん嵐

風か
ぜ

は
け
し
く
吹ふ
き

︑
電ら
ひ

光こ
ふ

昼ひ
る

の
如こ
と

く
也な
り

︑
恐
お
そ
ろ

し
く
思お
も

ひ
見み
る

る
所
と
こ
ろ

に
死し
ゝ

た
る
女
お
ん
な

赤あ
か

子ご

を
い
た
き
走は
し

り
来き
た

り
ぬ
れ
ハ
︑

牛き
う

頭と
ふ

馬バ

頭と
ふ

の
鬼お

に

黒く
ろ

雲く
も

を
起お
こ

し
火ひ

の
く
る
ま車

も
へ
廻ま
ハ

り
た
る
に
︑
女に
よ
し子

と
も
に
か
き
の

せ
雲く
も

を
わ
け
雨あ
め

を
踏ふ
ミ

立た
て

空く
う

中ち
う

に
登の
ぼ

り
け
る
︑
其そ
の

後の
ち

も
毎ま
い
〳
〵々

出い
て

け
る
︑
其
そ
の
か
た
ち形

所
と
こ
ろ

の
者も
の

能よ
く

見ミ

た
る
を
写
う
つ
し

︑
俗そ
く

に
云い
ふ

う
く
め
な
ら
ん
︑
女に
よ
し子

共
ニ
さ
け
ぶ
声こ
へ

青あ
を

鷺さ
ぎ

の
鳴な
く

か
こ
と
し
と
云い
ふ

︻
翻
刻
3
︼﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄（
名
称
に
傍
線
を
引
い
た
）

⑨
筑
前
の
国
上
座
郡
赤
谷
村
山
奥
に
谷
川
有
り
︑
延
享
の
比
薪
取
に
出
た
る

久
六
と
云
達
者
な
る
者
出
会
た
り
︑
野
女
出
て
︑
無
二
無
三
に
久
六
に
組
付

た
り
︑
此
者
大
力
に
て
取
て
投
け
れ
ハ
又
飛
か
ゝ
り
飛
つ
く
を
幾
度
と
も
な
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く
投
つ
く
る
に
︑
漸
逃
失
け
る
︑
久
六
宿
へ
帰
り
て
絶
入
し
け
る
が
人
々
打

寄
薬
よ
水
よ
と
あ
わ
て
与
へ
け
れ
ハ
息
■
た
り
︑
腥
な
ま
く
さき

事
限
り
な
し
︑
野
女

と
言
も
の
ゝ
よ
し

㉔
上
座
郡
に
庄
屋
源
蔵
と
言
者
女
房
難
産
に
て
死
け
り
︑
七
日
経
て
毎
夜
け

ん
蔵
が
か
ど
に
立
て
あ
ふ
ひ
ニ
泣
︑
其
声
う
ら
め
し
き
事
言
ば
か
り
な
り

㉕
陸
奥
の
国
よ
り
当
夏
を
望
む
僧
壱
人
夜
道
に
下
野
の
国
那
須
野
の
辺
に
草

庵
の
有
け
る
に
立
寄
湯
乞
け
れ
ハ
亭
坊
も
な
く
︑
人
の
死
骸
山
の
如
く
積
た

り
︑
恐
ろ
し
く
逃
出
さ
ん
と
す
る
後
よ
り
持
仏
堂
の
様
な
る
所
の
障
子
一
間

を
明
け
く
す
〳
〵
と
鼻
引
音
し
け
る
に
驚
き
見
け
る
に
︑
形
チ
斯
の
如
し
︑

猫
ま
た
の
類
ひ
な
ら
ん

㉖
河
太
郎
と
い
う
者
な
る
か
︑
人
を
喰
ふ
︑
相
撲
を
好
︑
頭
に
く
ぼ
み
あ
り
︑

水
溜
る
︑
水
な
き
と
き
は
力
な
き
よ
し

㉗
越
後
の
国
鯰
か
渕
に
て
在
所
の
子
供
余
両
失
た
り
︑
或
時
鵜
つ
か
ふ
者
鵜

を
求
る
と
て
此
渕
の
鳥　
⎝
辺
カ
⎠を
通
る
時
︑
斯
の
如
き
法
師
出
て
︑
鵜
を
求
め
給

ハ
ヽ
必
片
目
の
鵜
を
求
め
給
ふ
へ
か
ら
す
と
心
入
を
い
ふ
ゆ
へ
︑
忝
し
と
挨

拶
し
て
わ
か
れ
鵜
を
求
る
に
片
目
の
鵜
あ
り
︑
勝
れ
て
宜
敷
ゆ
へ
に
調
へ
て

帰
る
時
︑
又
右
の
渕
の
前
を
通
る
に
片
目
の
鵜
は
ね
廻
渕
に
飛
入
て
大
鯰
を

取
た
り
︑
壱
間
半
程
有
け
る
︑
不
思
儀
な
る
事
と
も
な
り

㉙
大
和
国
三
笠
山
に
て
杣
人
六
七
人
是
を
見
る
︑
五
人
は
急
死
す
︑
壱
人
走

り
下
り
知
人
に
是
を
語
る
に
︑
三
日
を
経
て
病
を
得
て
死
す
︑
顔
の
美
し
き

事
斯
の
ご
と
し

㉚
嵯
峨
よ
り
京
へ
通
る
早
飛
脚
夜
道
に
仁
和
寺
の
前
を
通
り
け
る
に
︑
女
の

首
計
杖　
⎝
枝
カ
⎠に

か
ゝ
り
て
に
こ
〳
〵
と
笑
ふ
︑
飛
脚
刀
を
抜
て
切
払
ひ
け
れ
は
失

て
見
へ
す
︑
其
方
角
の
小
家
に
火
の
見
へ
し
を
し
る
し
て
尋
行
水
を
乞
け
る
︑

主
の
女
房
の
顔
を
見
れ
ハ
只
今
の
首
に
少
し
も
違
わ
す
︑
此
女
房
横
手
を
打

た
ゝ
き
︑
今
ま
と
ろ
み
の
夢
の
中
に
︑
仁
和
寺
の
前
に
い
で
け
る
に
︑
刀
を

抜
て
人
の
追
か
け
た
る
は
其
許
に
少
し
も
か
わ
ら
す
と
そ
申
け
る
︑
不
思
儀

に
お
も
ひ
︑
其
夜
は
爰
に
宿
し
け
る
︑
か
の
女
房
ち
と
寝
入
よ
と
思
へ
ハ
︑

糸
の
如
き
筋
を
引
て
首
抜
出
そ
こ
爰
と
こ
ろ
め
き
廻
る
︑
是
所
謂
ろ
く
ろ
首

也
︑
常
に
女
の
首
に
輪
の
あ
る
は
抜
る
と
い
ふ
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表１　佐脇嵩之『百怪図巻』と『諸国妖怪図巻』比較
『百怪図巻』 『諸国妖怪図巻』 対応する『百怪図巻』

名称 名称 場所 名称
1 見越入道 1 ▲
2 しやうけら 2 （僧） 越後国なまずが渕
3 へうすへ 3 山おし・足長猿
4 ぬれ女 4 （如此成者） 筑前国上座郡赤谷村 24 目ひとつほう
5 かわつは 5 （女房） 筑前国上座郡 9 うぶめ
6 がごぜ 6 毛坊 薩摩国浜の田
7 ぬらりひよん 7 毛長猿・狨 信濃国おし山
8 くはしや 8 カコセイ 尾州・大和の国 21 しやうけら（うわん？）
9 うぶめ 9 一寸坊・大頭 加賀の国 7 ぬらりひよん

10 ぬつぺつほう 10 （火） 筑前の国潮煎塚
11 わいら 11 ▲ 大和の国三笠山 4 ぬれ女
12 おとろし 12 ▲ 6 がごぜ
13 山びこ 13 スイ 15 わうわう
14 ぬりほとけ 14 飛鬼・髪切 出雲国 30 かみきり
15 わうわう 15 赤口 筑前国上座郡 22 あか口
16 夢のせいれい 16 ヲサカベノ一族 播磨国姫路の城下 28 野狐
17 山うは 17 猫また 肥前国 29 猫また
18 犬神 18 山姥 17 山うは
19 ぬけくひ 19 かもせい 尾州 2 しやうけら
20 山わらう 20 かこかさみ 薩州浦 3 へうすへ
21 うわん 21 （ヱビス） 信濃国 13 山びこ
22 あか口 22 しい 信州木曽 20 山わらう
23 うし鬼 23 そばおしき 鞍馬の山中 26 ふらり火
24 目ひとつほう ▲は無記名のもの、丸括弧内は固有名詞ではないが詞書の化物を指す語
25 ゆふれゐ
26 ふらり火
27 ゆき女
28 野狐
29 猫また
30 かみきり

表２　『化物尽くし絵巻』と『百怪図巻』『諸国妖怪図巻』の比較
『化物尽くし絵巻』 対応する『百怪図巻』 対応する『諸国妖怪図巻』

名称 場所 名称 名称
1 へらほう・人犬 奥州 10 ぬつぺつほう
2 一寸坊・大あたま 加賀国 7 ぬらりひよん 9 一寸坊・大頭
3 ねこまた 肥後国 29 猫また 17 猫また
4 鳶鬼 出雲国 30 かみきり 14 飛鬼・髪切
5 かもせひ 尾州・大和国 2 しやうけら 19 かもせい
6 ▲ 大和国三笠山 4 ぬれ女 11 ▲
7 狒々 越後国
8 宗像御前の怨霊・ひでり鬼 筑前国宗像郡 6 がごぜ 12 ▲
9 異眼入道 吉野 1 見越入道

10 （母） 肥後国熊本 25 ゆふれゐ
11 牛かわす 山城国 11 わいら
12 海坊主 讃州志度浦 14 ぬりほとけ
13 ろくろ首 仁和寺 19 ぬけくひ
14 しゝこり 豊前国奈良林 12 おとろし
15 ▲ 播磨国姫路の城下 28 野狐 16 オサカベノ一族
16 （如此形のもの） 筑前国上麻郡林田 22 あか口 15 赤口
17 しい 信州木曽 20 山わらう 22 しい
18 猫股 陸奥国 18 犬神
19 雪女 奥州仙台～武州江戸 27 ゆき女
20 鬼土鼠 筑後国松崎山 23 うし鬼
21 ▲ 栂尾の山中 16 夢のせいれい
22 （スイ） 15 わうわう 13 スイ
23 そはおしき 鞍馬の山中 26 ふらり火 23 そばおしき
24 川太郎 筑前 5 かわつは
25 野守鬼 大和国 21 うわん 8 カコセイ？
26 牛頭馬頭の鬼・火車 肥後国嶋原 8 くはしや
27 うくめ 肥後国嶋原 9 うぶめ 5 （女房）

▲は無記名のもの、丸括弧内は固有名詞ではないが詞書の化物を指す語
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって

⑧ ⑦

⑥ ⑤
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって

⑯ ⑮

⑭ ⑬
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって

㉓

㉒ ㉑
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって

⑧ ⑦

⑧ ⑤
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって

⑯ ⑮
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって
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一
　
は
じ
め
に

　
林
芙
美
子
は
︑
改
造
社
の
﹁
新
鋭
文
学
叢
書
﹂
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
﹃
放
浪
記
﹄（
改
造
社
︑
一
九
三
〇
年
七
月
）
で
本
格
的
な
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た

し
た
が
︑
印
税
で
向
か
っ
た
先
は
中
国
で
あ
っ
た（

1
）

︒
そ
の
後
︑
林
芙
美
子
は

戦
前
か
ら
戦
時
下
に
お
い
て
後
述
す
る
よ
う
に
中
国
と
深
い
関
係
を
持
ち
︑

作
品
も
中
国
で
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
戦
前
と
戦
時
下
に
お
け
る
林
芙
美
子
の
翻
訳
状
況
を
︑

全
体
的
に
見
渡
す
調
査
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
陳
亜
雪

﹁
林
芙
美
子
の
南
京
視
察
旅
行
﹂（﹃
内
海
文
化
研
究
紀
要
﹄
四
二
号
︑
二
〇
一
四

年
三
月
）
に
お
い
て
は
︑
王
勁
松
が
指
摘
し
た（

2
）

中
国
語
翻
訳
作
品
﹁
運
命
之

旅
﹂
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
一
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
本

稿
の
筆
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
鄒
双
双
に
よ
る
﹁
日
本
占
領
期
（
1
9
3
7
︱

1
9
4
5
年
）
の
北
京
に
お
け
る
日
本
文
学
の
翻
訳
﹂（﹃
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉

研
究
﹄
一
〇
号
︑
二
〇
一
七
年
三
月
）
は
︑
日
本
占
領
期
の
北
京
に
お
け
る
日

本
文
学
の
翻
訳
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
︑﹃
東
亞
聯
盟
﹄
に
組
ま
れ
た
﹁
林
芙

美
子
特
輯
﹂
を
提
示
し
た
も
の
の
︑
掲
載
さ
れ
た
三
作
品
の
原
作
名
を
突
き

止
め
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た（

3
）

︒

　
中
国
に
お
け
る
先
行
論
と
し
て
は
︑
萬
珺
﹁
林
芙
美
子
的
作
品
在
中
國
的

接
受
︹
中
国
に
お
け
る
林
芙
美
子
作
品
の
受
容
︺﹂（
華
中
師
範
大
学
修
士
論
文
︑

二
〇
一
七
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
同
論
は
林
芙
美
子
が
中
国
文
学
に
与
え
た
影

響
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
︑
第
一
章
で
二
〇
一
七
年
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
中

国
語
訳
書
を
リ
ス
ト
化
し
た
う
え
で
︑
一
九
三
〇
年
代
︑
八
〇
年
代
お
よ
び

中
国
に
お
け
る
林
芙
美
子
の
翻
訳
状
況
︵
戦
前
・
戦
時
︶

附
：﹁
翻
訳
作
品
一
覧
表
﹂﹁
訳
文
掲
載
誌
の
基
本
情
報
一
覧
表
﹂

鄒
　
双
双

野
田
敦
子

研
究
ノ
ー
ト
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二
〇
一
〇
年
代
は
訳
作
が
比
較
的
多
く
出
た
時
期
だ
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

三
〇
年
代
に
林
芙
美
子
作
品
が
中
国
で
盛
ん
に
訳
さ
れ
︑
と
り
わ
け
﹃
放
浪

記
﹄
が
注
目
さ
れ
た
要
因
と
し
て
︑
二
〇
︑ 

三
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
の

﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
﹂
が
中
国
に
大
き
な
反
響
を
ま
き
起
こ
し
た
と
い

う
点
を
指
摘
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
三
〇
年
代
に
多
く
訳
さ
れ
た
背
景
に
は
後

述
の
と
お
り
﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
﹂
以
外
の
側
面
も
あ
り
︑
ま
た
同

論
は
雑
誌
掲
載
の
訳
文
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
う
え
︑
訳
書
の
書
誌
情
報

に
お
い
て
も
訂
正
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
︑
今
回
の
調
査
で
明
ら
か
と

な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
翻
訳
状
況
を
俯
瞰
で
き
る
調
査
は
徹
底
し
て
な
さ
れ

て
い
な
い
︒

　
今
回
の
調
査
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
王
向
遠
の
﹃
日
本
文
學
漢
譯
史
﹄

（
王
向
遠
著
作
集
第
三
巻
︑
銀
川
：
寧
夏
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
し
︑

中
国
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹁
全
國
報
刊
索
引
﹂
と
﹁
大
成
老
舊
刊
全
文
數
據

庫
﹂
を
用
い
た（

4
）

︒
そ
し
て
検
索
結
果
の
一
点
一
点
に
お
け
る
原
作
と
そ
の
初

出
を
照
査
し
た
︒
原
作
の
初
出
誌
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
︑﹃
近
代
文
学
研
究

叢
書
　
第
六
九
巻
﹄（
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
編
︑
一
九
九
五
年
三
月
）

所
収
の
平
井
法
編
﹁
二
　
著
作
年
表
﹂
を
基
礎
資
料
と
し
て
用
い
た
︒
調
査

結
果
は
本
稿
に
付
し
た
﹁
翻
訳
作
品
一
覧
表
﹂
に
ま
と
め
て
い
る
が
︑
林
芙

美
子
作
品
の
翻
訳
集
（
書
籍
）
は
四
点
確
認
で
き（

5
）

︑
雑
誌
掲
載
の
総
数
は

五
十
三
点
で
あ
っ
た（

6
）

︒

　
比
較
の
た
め
︑
同
時
代
に
お
け
る
他
の
女
性
作
家
の
翻
訳
点
数
を
掲
示
す

る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
王
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
︑
書
籍
で
は
平
林
た
い

子
の
訳
書
が
三
点
あ
り
︑
佐
多
（
窪
川
︑
以
下
﹁
佐
多
﹂
表
記
で
統
一
）
稲
子

の
訳
書
は
一
点
の
み
で
あ
る
︒
書
籍
だ
け
を
見
て
も
林
芙
美
子
は
︑
平
林
た

い
子
や
佐
多
稲
子
よ
り
多
く
四
点
を
確
認
し
た
が
︑
雑
誌
掲
載
の
点
数
に
お

い
て
は
以
下
の
と
お
り
格
段
の
差
が
あ
っ
た
︒

　
雑
誌
の
点
数
を
﹁
全
國
報
刊
索
引
﹂
と
﹁
大
成
老
舊
刊
全
文
數
據
庫
﹂
を

用
い
て
調
べ
た
結
果
︑
平
林
た
い
子
は
計
五
点
を
確
認
し（

7
）

︑
佐
多
稲
子
に
お

い
て
は
﹁
插
話
﹂
な
ど
の
計
六
点
が
認
め
ら
れ
た（

8
）

︒﹁
插
話
﹂
は
︑﹃
婦
女
雜

志
﹄
の
﹁
日
本
女
性
作
家
作
品
特
輯
﹂
に
お
い
て
翻
訳
・
紹
介
さ
れ
た
が
︑

こ
の
特
集
に
は
先
の
﹁
運
命
之
旅
﹂
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
同
特
集
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
他
の
女
性
作
家
は
岡
本
か
の
子
と
中
本
た
か
子
で
あ
っ
た
︒
彼

女
ら
の
翻
訳
点
数
を
み
る
と
︑
岡
本
か
の
子
は
二
点
で
あ
り
︑
中
本
た
か
子

は
一
点
の
み
で
あ
っ
た（

9
）

︒
こ
う
し
た
他
の
作
家
の
状
況
を
鑑
み
る
と
︑
点
数

の
多
い
林
芙
美
子
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑
往
時
の
女
性
作
家
の

翻
訳
状
況
を
解
明
す
る
た
め
に
も
必
須
で
あ
る
︒

　
ま
た
一
連
の
調
査
に
よ
り
︑
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
﹁
古
都
雜
寫
：
北
平

之
秋
﹂
を
確
認
し
た
ほ
か
︑
翻
訳
を
通
じ
た
林
芙
美
子
と
崔
萬
秋
︑
曾
今
可
︑

陶
志
誠
と
の
交
流
や
︑﹃
林
芙
美
子
全
集
　
第
一
六
巻
﹄（
文
泉
堂
出
版
︑

一
九
七
七
年
四
月
）
所
収
の
今
川
英
子
編
﹁
年
譜
﹂
に
対
し
て
︑
今
後
考
察
す

べ
き
点
も
判
明
し
た
︒
崔
萬
秋
と
曾
今
可
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
︑
中
国
語

版
﹃
放
浪
記
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
見
落
と
せ
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中国における林芙美子の翻訳状況（戦前・戦時）

な
い
︒
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
中
国
側
の
資
料
を
主
に
用
い
て
紹
介
し
た
い
︒

二
　
中
国
語
版
﹃
放
浪
記
﹄
と
崔
萬
秋
、
曾
今
可

　
林
芙
美
子
作
品
の
翻
訳
が
さ
れ
始
め
た
の
は
一
九
三
一
年
で
あ
っ
た
︒
六

点
確
認
で
き
三
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
最
も
点
数
が
多
く
︑
三
一
年
に
訳
さ

れ
た
の
は
い
ず
れ
も
﹁
放
浪
記
﹂
で
あ
る
︒
本
節
で
は
﹁
放
浪
記
﹂
の
翻
訳

者
・
編
集
者
と
林
芙
美
子
の
交
流
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
︒

　
日
本
に
お
い
て
﹁
放
浪
記
﹂
は
︑
一
九
二
八
年
一
〇
月
か
ら
﹃
女
人
藝

術
﹄
に
発
表
さ
れ
好
評
を
得
た
︒
そ
し
て
三
〇
年
七
月
に
改
造
社
よ
り
﹃
放

浪
記
﹄
が
発
行
さ
れ
た
が
︑
同
年
一
一
月
に
は
﹃
続
放
浪
記
﹄
も
﹁
新
鋭
文

学
叢
書
﹂
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒﹁
六
十
万
部
位
う
れ
た（

10
）

﹂
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
︑﹃
放
浪
記
﹄
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
︒﹃
放
浪
記
﹄
に
つ
い
て
同

時
代
の
板
垣
直
子
は
﹁
全
巻
詩
的
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
（
略
）
そ
れ

〴
〵
に
味
ひ
が
あ
る
﹂
と
し
︑
ハ
イ
ネ
や
啄
木
︑
ア
ミ
エ
ル
を
思
わ
せ
る
な

ど
と
高
く
評
価
し
た
が（

11
）

︑
中
国
に
お
け
る
訳
書
は
四
点
中
三
点
が
﹃
放
浪

記
﹄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
ま
ず
一
九
三
二
年
元
日
に
新
時
代
書
局
が
︑
雑
誌
に
翻
訳
掲
載
さ
れ
た

﹁
放
浪
記
﹂
を
ま
と
め
て
﹁
新
時
代
文
藝
叢
書
﹂
の
一
冊
と
し
て
発
行
し
︑

三
七
年
に
は
啓
明
書
局
が
﹁
世
界
文
學
名
著
﹂
の
一
冊
と
し
て
﹃
放
浪
記
：

足
本
﹄
を
刊
行
し
た
︒
さ
ら
に
﹃
放
浪
記
：
足
本
﹄
は
二
年
後
の
三
九
年
︑

日
中
戦
争
の
最
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
版
さ
れ
た
︒
四
四
年
に
は
﹁
翻
訳
文

芸
の
中
で
は
﹃
放
浪
記
﹄
が
「
洛
陽
紙
貴
︹
洛
陽
の
紙
が
高
く
な
っ
た
︺」
と

い
う
ほ
ど
売
れ
て
い
る（

12
）

﹂
と
言
及
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
︑
雑
誌
か
ら
書

籍
に
至
る
ま
で
の
訳
者
が
崔
萬
秋
で
あ
っ
た
︒

　
崔
萬
秋
は
三
二
年
版
﹃
放
浪
記
﹄
の
﹁
序
﹂
に
︑﹁
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
血
と

涙
の
抒
情
詩
を
読
ん
で
︑
現
代
日
本
社
会
制
度
下
で
も
が
く
女
性
に
同
情
の

涙
を
こ
ぼ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒
同
時
に
︑
そ
の
奔
放
自
由
な
生
活
︑
颯

爽
明
快
な
性
格
を
大
い
に
愉
快
に
思
う
︒
そ
の
清
々
し
く
て
明
る
い
文
章
に

感
動
し
て
や
ま
な
い
︒﹃
放
浪
記
﹄
を
東
方
の
女
ジ
プ
シ
ー
と
評
す
る
人
が
い

る
が
︑
そ
の
通
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

（
13
）

﹂
と
し
︑
三
九
年
版
に
お
い
て
も

﹁
僕
は
こ
の
作
品
を
愛
す
る
︒
イ
サ
ド
ラ
・
ダ
ン
カ
ン
を
愛
す
る
ほ
ど
愛
す
る

か
ら
訳
し
た
の
だ
﹂
と
示
し（

14
）

︑
一
貫
し
て
称
え
る
言
葉
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
︒

中
国
語
版
﹃
放
浪
記
﹄
の
誕
生
は
︑
崔
萬
秋
の
尽
力
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

が
︑
以
下
に
見
出
せ
る
林
芙
美
子
本
人
か
ら
得
た
信
頼
も
見
過
ご
し
て
は
な

ら
な
い
︒

　
崔
萬
秋
は
林
芙
美
子
と
同
じ
一
九
〇
三
年
生
ま
れ
で
あ
り
︑
二
四
年
か
ら

日
本
に
留
学
し
三
三
年
に
帰
国
し
た
が
︑﹁
日
本
女
作
家
訪
問
記（

15
）

﹂
と
﹁
東
京

交
游
記（

16
）

﹂
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
日
本
滞
在
の
十
年
間
は
多
く
の
日
本
人
作

家
と
交
遊
し
文
学
作
品
を
訳
し
た（

17
）

︒
崔
萬
秋
が
林
芙
美
子
か
ら
得
た
信
頼
は

三
二
年
版
の
﹃
放
浪
記
﹄
か
ら
見
て
取
れ
る
︒
扉
を
開
く
と
林
芙
美
子
の
肉

筆
サ
イ
ン
入
り
の
近
影
が
掲
示
さ
れ
︑
次
頁
に
は
崔
に
寄
せ
た
林
芙
美
子
の
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私
信
（
図
1
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る（

18
）

︒

　
書
簡
の
本
文
に
は
以
下
の
と
お
り
あ
る
︒

お
心
づ
く
し
︑
珍
重
し
て
戴
い
て
お
り
／
ま
す
︒

遠
い
と
こ
ろ
か
ら
風
味
も
失
は
ず
／
眞
に
う
れ
し
く
︑
お
禮
申
し
上
げ

／
ま
す
︒

春
早
々
︑
九
州
方
面
に
旅
し
て
／
ゐ
ま
す
や
も
判
り
ま
せ
ん
　
そ
／
の

折
り
は
お
め
に
か
ゝ
れ
る
か
／
と
　
ぞ
ん
し
ま
す
︒

友
情
を
㐂
︹
喜
︺
し
く
思
ひ
ま
す
︒

御
フ
ン
ト
ウ
祈
つ
て
や
み
ま
せ
ん
︒

　
十
二
月
廿
一
日
夜

　
一
九
三
〇
年
末
に
︑
崔
萬
秋
は
何
か
の
贈
り
物
を
林
芙
美
子
に
し
て
︑
後

述
の
と
お
り
﹁
放
浪
記
﹂
の
書
籍
化
に
関
し
て
相
談
し
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
返

信
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
続
く
頁
に
﹁
放
浪
記
譯
序
﹂
が
あ
り
︑
こ
れ
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒

前
半
は
受
取
人
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
文
脈
か
ら
﹃
新
時
代
﹄
の
編
集
責

任
者
で
あ
る
曾
今
可
宛
て
と
推
定
さ
れ
る
崔
萬
秋
の
書
簡
で
あ
り
︑
日
付
は

﹁
五
月
二
十
六
日
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
後
半
は
崔
萬
秋
が
曾
今
可
と
表
紙
絵
を

描
い
た
孫
福
熙
に
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
た
も
の
で
︑
文
末
に
﹁
十
二
月
二
十

日
に
上
海
に
て
追
記
﹂
と
あ
り
︑
崔
が
一
時
帰
国
し
た
際
に
書
い
た
も
の
だ

と
わ
か
る
︒
や
や
長
い
が
︑
曾
今
可
に
宛
て
た
崔
萬
秋
の
書
簡
を
︑
訳
し
て

紹
介
し
た
い
︒
書
簡
か
ら
は
︑
曾
今
可
の
出
版
協
力
に
加
え
て
︑
林
芙
美
子

に
対
す
る
評
価
や
︑
郁
達
夫
が
林
芙
美
子
に
渡
し
た
と
さ
れ
る
歌
︑
林
芙
美

子
が
崔
萬
秋
に
送
っ
た
短
歌
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　
早
く
林
芙
美
子
の
傑
作
放
浪
記
を
訳
し
て
同
好
に
饗
し
な
さ
い
と
の

図 1　崔萬秋宛て林芙美子の書簡
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ご
期
待
︑
承
知
い
た
し
ま
し
た
︒
ご
厚
意
に
深
く
感
銘
い
た
し
ま
し
た
︒

︹
略
︺
兄
さ
ん
が
か
わ
り
に
書
局
に
働
き
か
け
て
出
版
で
き
れ
ば
︑
ほ
ん

の
少
し
で
も
同
好
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　
林
芙
美
子
は
ま
だ
国
内
で
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
彼
女
は
暑
い

夏
の
中
︑
中
国
を
遊
歴
し
︑
ハ
ル
ビ
ン
︑
奉
天
︑
大
連
︑
青
島
を
経
て

上
海
に
来
訪
し
︑
郁
達
夫
︑
田
漢
︑
鄭
伯
奇
諸
君
と
交
遊
し
て
い
ま
し

た
︒
日
本
留
学
出
身
の
文
壇
人
は
た
い
て
い
彼
女
を
知
っ
て
い
る
は
ず

で
す
︒
先
月
︑
僕
が
尾
道
に
彼
女
を
訪
問
し
た
と
き
︑
彼
女
は
︑
郁
君

に
も
ら
っ
た
歌
を
書
い
て
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
︒

　
一
騎
紅
塵
妃
子
笑
︹
一
騎
の
紅
塵
に
妃
子
笑
み
︺

　
無
人
知
是
茘
枝
來
︹
人
の
是
茘
枝
の
来
た
る
を
知
る
無
し
︺

　︹
略
︺

　
先
月
︑
彼
女
は
墓
参
り
で
帰
省
し
た
と
き
︑
郷
里
の
新
聞
社
に
招
か

れ
て
文
芸
講
演
会
を
し
ま
し
た
︒
僕
が
い
た
広
島
か
ら
尾
道
ま
で
列
車

で
二
時
間
な
の
で
︑
日
曜
の
暇
を
利
用
し
て
訪
問
し
歓
談
し
ま
し
た
︒

夕
飯
を
ご
馳
走
し
て
く
だ
さ
り
︑
さ
ら
に
写
真
一
枚
と
﹁
飛
翔
鷲
心
亦

寂
寞
︹
飛
翔
す
る
鷲
も
心
寂
し
い
︺﹂
と
い
う
短
歌
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒

（
19
）

（
傍
線
は
引
用
者
）

　
引
用
し
な
か
っ
た
が
書
簡
に
は
︑
崔
萬
秋
が
一
九
三
一
年
五
月
の
時
点
で

﹁
放
浪
記
﹂
六
編
を
訳
し
終
え
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
同
年
七
月
を
皮
切

り
に
﹁
放
浪
記
﹂
訳
が
次
々
と
三
誌
に
発
表
さ
れ
る
が
︑
そ
の
半
年
後
︑
書

籍
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
は
曾
今
可
の
助
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
︒
さ

ら
に
書
簡
に
は
崔
萬
秋
が
林
芙
美
子
か
ら
﹁
写
真
一
枚
﹂
を
も
ら
っ
た
と
あ

る
︒
そ
れ
が
﹃
放
浪
記
﹄
の
扉
に
掲
げ
ら
れ
た
写
真
だ
ろ
う
︒
ま
た
書
簡
の

日
付
は
﹁
五
月
二
十
六
日
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
本
文
に
﹁
先
月
﹂
と
あ
る
た
め

崔
萬
秋
が
林
芙
美
子
を
訪
問
し
た
の
は
三
一
年
四
月
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
︒

訪
問
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
の
崔
萬
秋
宛
の
林
芙
美
子
書
簡
に

﹁
春
早
々
︑
九
州
方
面
に
旅
し
て
ゐ
ま
す
や
も
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
曾

今
可
宛
て
崔
萬
秋
書
簡
に
見
受
け
ら
れ
る
︑
尾
道
へ
の
帰
省
時
で
あ
っ
た
と

推
定
で
き
る
︒
実
際
︑
林
芙
美
子
は
三
一
年
四
月
に
尾
道
で
井
伏
鱒
二
ら
と

と
も
に
講
演
会
を
開
催
し
て
お
り
︑
ま
た
林
芙
美
子
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
︑

崔
萬
秋
自
身
が
後
年
に
記
し
た
﹁「
放
浪
記
」
の
こ
と
な
ど
﹂
に
次
の
と
お
り

示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
そ
の
時
私
は
広
島
文
理
科
大
学
に
在
学
中
で
︑
林
さ
ん
の

「
放
浪
記
」
を
断
片
的
に
翻
訳
し
て
上
海
の
「
現
代
」
と
い
う
雑
誌
に
連
載
し

た
と
こ
ろ
大
変
歓
迎
さ
れ
た
︒
単
行
本
に
す
る
た
め
原
作
者
の
写
真
と
サ
イ

ン
を
貰
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
︑
そ
の
旨
東
京
の
林
さ
ん
に
連
絡
を
し
た
と
こ

ろ
︑
折
返
し
近
々
故
郷
尾
道
に
講
演
に
行
く
か
ら
広
島
に
も
近
い
ゆ
え
︑
そ

こ
で
お
会
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒

（
20
）

﹂
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
︒
崔
萬
秋

は
尾
道
へ
行
き
︑
林
芙
美
子
を
訪
ね
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
一
九
三
一
年
の
尾
道
で
の
面
会
は
初
対
面
で
あ
り
︑﹃
放
浪
記
﹄
の
翻
訳
に

よ
っ
て
始
ま
っ
た
交
流
で
あ
っ
た
︒
三
二
年
七
月
︑
崔
萬
秋
が
東
京
を
訪
れ
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た
際
に
二
人
は
再
会
す
る（

21
）

︒
戦
後
に
お
い
て
も
四
七
年
︑
崔
萬
秋
が
台
湾
記

者
訪
日
団
員
と
し
て
日
本
を
再
訪
し
た
と
き
に
再
会
し
て
い
る
︒﹃
放
浪
記
﹄

で
結
ば
れ
た
二
人
の
友
誼
は
戦
後
に
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
の

四
八
年
に
も
︑
崔
萬
秋
が
台
湾
駐
日
代
表
団
に
勤
務
し
︑
東
京
に
滞
在
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
を
機
に
︑
二
人
は
頻
繁
に
会
い
一
緒
に
出
か
け
た
り
︑
文

壇
や
作
品
に
つ
い
て
話
を
し
た
り
し
た
と
い
う（

22
）

︒

　
他
方
︑
三
二
年
版
﹃
放
浪
記
﹄
に
掲
載
の
林
芙
美
子
の
写
真
は
︑
曾
今
可

編
集
の
﹃
新
時
代
﹄（
一
九
三
三
年
第
三
巻
第
五
／
六
期
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の

で
も
あ
り
︑
さ
ら
に
同
頁
に
は
︑
曾
今
可
宛
て
の
林
芙
美
子
書
簡
（
図
2
）

が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

23
）

︒

　
書
簡
に
は
﹁
曽
今
可
様
／
大
変
良
い
御
本
を
二
冊
も
贈
物
し
て
下
／
さ
い

ま
し
て
︑
う
れ
し
ゆ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
／
「
愛
的
三
部
曲
」
な
か
〳
〵
よ

ろ
し
く
ぞ
ん
じ
／
ま
す
︒
／
折
角
︑
御
フ
ン
ト
ウ
祈
つ
て
や
み
ま
／
せ
ん
︒

／
ま
づ
は
お
禮
ま
で
︒
／
林
芙
美
子
／
八
月
二
十
九
日
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
三
九
年
︑
曾
今
可
は
日
本
の
従
軍
ペ
ン
部
隊
を
罵
倒
す
る
﹁
無
恥
的

從
軍
部
隊
︹
恥
を
知
ら
な
い
従
軍
部
隊
︺

（
24
）

﹂
を
発
表
し
︑
ペ
ン
部
隊
の
一
員
で

あ
っ
た
林
芙
美
子
に
も
容
赦
し
な
か
っ
た
︒
戦
争
が
要
因
と
な
り
︑
曾
今
可

と
林
芙
美
子
と
の
友
好
的
な
交
流
は
絶
た
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
曾
今
可
の
協
力
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
も
﹃
放
浪
記
﹄
は
︑
版
元
を

変
え
て
一
九
三
七
年
と
三
九
年
に
二
度
発
行
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
は
崔
萬
秋
の

尽
力
で
あ
っ
た
︒
崔
萬
秋
に
つ
い
て
は
︑
洛
神
に
よ
っ
て
﹁
崔
萬
秋
と
言
え

ば
林
芙
美
子
を
思
い
浮
か
べ
︑
林
芙
美
子
と
言
え
ば
崔
萬
秋
を
思
い
浮
か
べ

る
︒
林
芙
美
子
の
紹
介
に
お
け
る
崔
の
貢
献
は
半
端
で
は
な
い（

25
）

﹂
と
戦
後
に

な
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
崔
萬
秋
は
﹃
放
浪
記
﹄
を
出
す
き
っ
か
け
を

作
っ
た
の
み
な
ら
ず
︑
中
国
語
訳
に
お
い
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
訳
者
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

図 2　曾今可宛て林芙美子の書簡
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三
　 
林
芙
美
子
像
と
年
譜
的
事
項
︱
︱
日
中
戦
争
勃
発
（
一
九
三
七

年
）
ま
で

　
本
節
で
は
﹁
放
浪
記
﹂
訳
の
掲
載
以
降
に
お
け
る
林
芙
美
子
像
と
評
価
を

ま
ず
紹
介
す
る
︒
そ
の
後
︑﹁
年
譜
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
︒

　
一
九
三
一
年
一
一
月
に
巴
金
が
発
表
し
た
小
説
﹁
霧
（
續
）﹂
に
は
︑
林
芙

美
子
を
モ
デ
ル
と
す
る
女
性
作
家
が
次
の
よ
う
に
描
出
さ
れ
て
い
る（

26
）

︒﹁
あ
の

﹃
放
浪
記
﹄
で
知
ら
れ
た
若
い
女
性
作
家
︹
略
︺
の
半
身
写
真
を
取
り
出
し
て

見
せ
た
︒︹
略
︺
表
情
は
確
か
に
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
︒

自
分
が
女
性
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
写
真
に
う
っ
と
り
し
て
し
ま
う
︒﹂
と
描

写
さ
れ
︑
続
い
て
﹁
下
女
か
ら
日
本
近
代
一
流
の
女
性
作
家
に
た
ど
り
着
い

た
彼
女
の
放
浪
生
活
﹂
と
示
さ
れ
て
︑
一
流
作
家
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
し

か
し
﹁
放
浪
記
﹂
以
外
の
林
芙
美
子
の
翻
訳
作
品
は
︑
三
〇
年
代
前
半
で
は

三
四
年
と
三
五
年
に
短
編
な
ど
が
計
三
点
掲
載
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
︒﹁
放
浪

記
﹂
に
先
駆
け
て
平
林
た
い
子
や
佐
多
稲
子
の
訳
作
が
二
九
年
か
ら
掲
載
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
比
べ
る
と
︑
三
〇
年
代
前
半
の
林
芙
美
子
は
﹁
放
浪
記
﹂

以
外
の
評
価
は
︑
さ
ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
︒

　
た
と
え
ば
︑
一
九
三
一
年
に
朱
雲
影
が
﹁
女
性
作
家
的
近
況（

27
）

﹂
に
お
い
て
︑

近
年
の
著
名
作
家
と
し
て
野
上
弥
生
子
や
三
宅
や
す
子
︑
中
条
百
合
子
︑
宇

野
千
代
︑
平
林
た
い
子
︑
さ
さ
き
ふ
さ
を
挙
げ
︑
次
い
で
中
本
た
か
子
︑
佐

多
稲
子
︑
林
芙
美
子
の
名
を
示
し
て
い
る
が
︑
佐
多
稲
子
を
最
も
活
躍
し
て

い
る
作
家
と
し
て
お
り
︑
林
芙
美
子
に
対
す
る
叙
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒

三
四
年
に
竹
中
繁
が
発
表
し
た
﹁
日
本
的
幾
個
女
作
家（

28
）

﹂
に
お
い
て
も
︑
佐

多
稲
子
は
人
気
作
家
の
一
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
林
芙
美

子
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
す
ら
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
林
芙
美
子
の
訳
作
は

三
〇
年
代
後
半
の
三
六
年
に
は
八
点
も
確
認
で
き
る
︒
三
六
年
の
一
年
間
だ

け
で
平
林
た
い
子
と
佐
多
稲
子
に
お
け
る
雑
誌
掲
載
の
総
数
を
超
越
し
て
お

り
︑
こ
の
前
後
か
ら
林
芙
美
子
の
評
価
が
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
た
と
え
ば
三
六
年
に
発
表
さ
れ
た
曼
之
の
﹁
一
年
来
的
日
本
女
作
家
（
日

本
通
信
）﹂
は
︑
林
芙
美
子
を
野
上
弥
生
子
と
宇
野
千
代
と
と
も
に
ブ
ル
ジ
ョ

ア
派
に
入
れ
︑
林
芙
美
子
に
つ
い
て
は
﹁
抒
情
主
義
か
ら
文
学
観
察
へ
転
換

し
よ
う
と
努
力
す
る
痕
跡
が
窺
え
︑
と
り
わ
け
「
牡
蠣
」
が
文
壇
か
ら
好
評

を
得
て
い
る
﹂
と
評
し
て
い
る（

29
）

︒
他
方
︑
同
年
に
発
表
さ
れ
た
宋
雯
芳
の

﹁
現
代
日
本
文
壇
上
的
女
作
家
﹂
に
お
い
て
も
林
芙
美
子
は
︑
野
上
弥
生
子
や

宇
野
千
代
︑
円
地
文
子
な
ど
と
と
も
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
作
家
と
さ
れ
て

い
る（

30
）

︒

　
三
六
年
に
は
︑
自
伝
と
さ
れ
る
﹁
林
芙
美
子
的
自
傳
﹂
や
﹁
我
的
二
十
歲

時
代
﹂
が
︑
短
編
﹁
一
堆
垃
圾
﹂
と
初
連
載
﹁
小
説
：
市
立
女
學
校
﹂
と
と

も
に
掲
載
さ
れ
た
︒
三
〇
年
代
前
半
は
︑
三
一
年
に
﹁
放
浪
記
﹂︑
三
四
年
と

三
五
年
に
は
短
編
な
ど
が
掲
載
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
︑
三
六
年
に

は
︿
林
芙
美
子
﹀
が
ど
う
い
う
人
生
を
送
っ
て
き
た
の
か
を
示
す
自
伝
的
作
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品
が
掲
載
さ
れ
︑
初
め
て
連
載
も
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
翻
訳
状
況
か

ら
三
六
年
は
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
林
芙
美
子
は
一
九
三
六
年
に
中
国
を
訪
問
し
て
お
り
︑
初
訪
問
し
た
北
京（

31
）

で
は
陶
志
誠
訳
の
﹁
古
都
雜
寫
：
北
平
之
秋
﹂
が
﹃
實
報
半
月
刊
﹄
に
掲
載

さ
れ
た
︒﹁
北
平
之
秋
﹂
は
﹃
林
芙
美
子
全
集
﹄
に
未
収
録
で
あ
る
た
め
全
文

訳
を
掲
示
し
て
お
き
た
い
︒

　
北
平
に
来
て
か
ら
︑
こ
こ
は
ど
う
だ
と
よ
く
友
人
に
聞
か
れ
る
が
︑

来
て
か
ら
ま
だ
十
日
も
経
っ
て
い
な
い
か
ら
︑
目
で
捉
え
て
感
じ
た
北

平
は
た
ぶ
ん
ほ
か
の
一
般
観
光
客
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　
私
は
︑
不
変
で
停
滞
し
て
い
る
風
景
は
︑
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
︒

故
宮
を
見
た
し
︑
天
壇
も
見
た
が
︑
こ
れ
ら
は
︑
一
度
見
れ
ば
十
分
だ

ろ
う
︒
私
が
好
き
な
の
は
北
平
の
秋
だ
︒
北
平
の
秋
は
︑
時
と
と
も
に

移
り
変
わ
り
︑
活
気
が
あ
っ
て
幽
玄
か
つ
不
思
議
で
あ
り
︑
霊
的
な
も

の
で
あ
る
︒

　
私
は
︑
西
山
の
古
き
楓
︑
秋
蟬
の
鳴
き
声
︑
陶
然
亭
畔
の
白
蘆
ば
か

り
の
︑
寒
々
と
し
て
寂
し
い
塚
︑
景
山
の
夕
日
︑
萬
牲
園
の
荒
廃
し
た

小
道
な
ど
を
訪
ね
て
み
た
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
秋
の
趣
に
満
ち
︑
詩

的
情
緒
に
溢
れ
て
い
た
︒
市
街
の
朝
や
胡
同
の
清
ら
か
な
夜
︑
大
車
輪

の
転
が
る
音
︑
夜
の
屋
台
の
客
引
き
の
声
も
北
平
の
秋
の
風
物
で
あ
る
︒

駱
駝
た
ち
が
行
列
に
な
っ
て
朝
日
や
夕
日
を
浴
び
な
が
ら
︑
ゆ
っ
く
り

と
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
と
き
︑
こ
れ
が
北
平
の
秋
の
健
や
か
で

確
か
な
景
色
だ
と
思
っ
た
︒

　
秋
は
古
城
に
あ
り
︒
秋
の
情
緒
が
し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
︑
古
城
も

秋
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
際
立
つ
︒
だ
か
ら
北
平
は
秋
に
限
る
︒
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
︑
し
だ
い
に
変
わ
り
︑
動
き
が
あ
っ
て
︑
幽
玄
で
不

思
議
に
な
り
︑
い
た
る
と
こ
ろ
で
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
︒

　
そ
れ
ゆ
え
︑
私
は
北
平
が
好
き
だ
︒
北
平
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ

た
︒

　
北
平
は
東
亜
の
文
化
城
だ
︒
私
は
こ
こ
で
も
っ
と
多
く
の
文
化
人
と

会
談
し
た
い
︒
ま
だ
若
い
私
た
ち
は
︑
奔
流
の
よ
う
に
前
へ
突
き
進
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　
ま
も
な
く
帰
国
す
る
が
︑
今
後
北
平
の
こ
と
を
思
い
出
す
た
び
に
︑

心
の
中
に
秘
め
た
そ
の
気
持
ち
で
一
杯
に
な
る
と
信
じ
る
︒
そ
の
時
︑

北
平
が
も
っ
と
恋
し
く
な
る
だ
ろ
う
︒

 

︱
︱
十
月
四
日
︑
大
中
華
民
国
北
平
に
て

　
ま
た
﹁
北
平
之
秋
﹂
本
文
に
付
け
加
え
ら
れ
た
訳
者
の
﹁
志
誠
附
記
﹂
は
︑

と
く
に
﹁
年
譜
﹂
に
対
し
て
︑
考
察
す
べ
き
点
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
︑

﹁
志
誠
附
記
﹂
も
全
文
訳
を
紹
介
し
た
い
︒

有
名
な
日
本
女
性
作
家
の
林
芙
美
子
が
︑
先
月
北
平
に
来
た
︒
一
般
文
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中国における林芙美子の翻訳状況（戦前・戦時）

芸
界
の
注
目
を
集
め
た
︒
林
氏
の
﹁
放
浪
記
﹂
が
発
表
さ
れ
た
後
︑
一

時
世
を
風
靡
し
て
︑
英
訳
さ
れ
た
り
映
画
化
さ
れ
た
り
し
た
︒
最
近
発

表
し
た
﹁
野
麦
の
唄
﹂﹁
牡
蠣
﹂﹁
面
影
﹂﹁
文
学
的
短
論（

32
）

﹂
な
ど
の
傑
作

は
︑
い
ず
れ
も
日
本
文
壇
を
震
撼
さ
せ
た
︒
今
回
北
平
に
来
た
の
は
︑

改
造
社
に
依
頼
さ
れ
て
﹁
北
京
の
秋
﹂
を
書
く
た
め
だ
と
い
う
︒
先
日

林
氏
に
会
っ
た
時
に
伺
っ
た
話
で
は
︑
連
日
廻
っ
て
い
ろ
い
ろ
感
じ
た

が
︑
と
り
わ
け
北
平
の
秋
に
引
か
れ
て
思
う
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
︒

こ
の
文
は
︑
す
な
わ
ち
林
氏
が
二
十
分
で
書
き
あ
げ
て
︑
訳
者
に
訳
さ

せ
た
の
だ
︒
林
氏
は
北
平
の
偉
大
な
る
各
建
築
物
に
対
し
て
も
賛
美
の

言
葉
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
が
︑
そ
れ
は
と
う
て
い
︑
生
き
生
き
と
し
た

風
景
と
大
衆
の
活
気
ほ
ど
魅
力
的
で
は
な
い
と
考
え
た
よ
う
だ
︒
林
氏

は
﹁
北
平
が
さ
ら
に
発
展
す
べ
き
だ
﹂
と
言
い
︑
最
後
に
︑
北
京
在
住

の
日
本
人
の
生
活
が
日
本
国
内
の
日
本
人
の
と
ま
っ
た
く
違
う
と
こ
ろ

に
触
れ
︑
こ
れ
が
帰
国
し
た
後
の
最
も
よ
い
執
筆
題
材
に
な
る
︑
と

語
っ
た
︒
こ
れ
を
聞
い
て
︑
私
は
沈
黙
し
た
︙
︙
（
傍
線
は
引
用
者
）

（
33
）

　
ま
ず
傍
線
部
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒﹁
年
譜
﹂
に
は
﹁
十
月
︑
自

費
で
満
州
︑
山
海
関
︑
北
平
に
遊
び
﹂
と
示
さ
れ
て
い
る
が（

34
）

︑
次
の
と
お
り

﹁
十
月
﹂
で
は
な
く
九
月
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
で
に
曾
婷
婷
が
︑
林
芙

美
子
は
﹁
九
月
三
〇
日
前
後
﹂
に
北
京
を
訪
問
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
が（

35
）

︑

本
文
末
に
﹁
十
月
四
日
︑
大
中
華
民
国
北
平
に
て
﹂
と
あ
る
た
め
︑﹁
志
誠
附

記
﹂
に
あ
る
﹁
先
月
﹂
と
は
曾
の
指
摘
ど
お
り
九
月
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
年

譜
﹂
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
︒

　
く
わ
え
て
曾
の
指
摘
す
る
﹁
三
〇
日
前
後
﹂
に
林
芙
美
子
が
来
た
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
も
再
考
が
迫
ら
れ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
徐
芳
﹁
記
林
芙
美

子（
36
）

﹂
に
よ
る
と
︑
徐
芳
は
一
〇
月
五
日
に
林
芙
美
子
を
訪
問
し
︑
方
紀
生
を

介
し
て
交
流
し
た
と
い
う
が
︑
林
芙
美
子
は
北
京
に
﹁
十
日
前
に
来
て
︑
後

二
日
で
去
る
﹂
と
話
し
た
と
い
う
︒﹁
北
平
之
秋
﹂
の
﹁
十
日
も
経
っ
て
い
な

い
﹂
と
文
末
の
日
付
﹁
十
月
四
日
﹂
を
も
ふ
ま
え
る
と
︑
林
芙
美
子
の
北
京

滞
在
期
間
は
︑
九
月
二
五
日
あ
た
り
か
ら
一
〇
月
七
︑ 

八
日
頃
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
さ
ら
に
﹁
年
譜
﹂
で
は
﹁
自
費
で
︹
略
︺
北
平
に
遊
び
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑

傍
線
部
﹁
改
造
社
に
依
頼
さ
れ
て
「
北
京
の
秋
」
を
書
く
た
め
﹂
を
考
慮
す

る
な
ら
ば
︑﹁
自
費
﹂
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
︒
と
い
う
の
も
林
芙
美
子

は
︑
三
七
年
一
月
に
﹁
北
京
紀
行
﹂
を
﹃
改
造
﹄（
一
九
巻
一
号
）
に
発
表
し
︑

改
造
社
の
依
頼
に
応
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
改
造
社
が
旅
費
を

部
分
的
に
で
も
負
担
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
︑﹁
北
京
紀
行
﹂
を
発
表
し
た
同

号
に
お
い
て
西
安
事
件
（
一
九
三
六
年
一
二
月
）
に
敏
感
に
反
応
し
た
改
造
社（

37
）

と
毎
日
新
聞
社
と
の
関
係（

38
）

が
︑
そ
の
後
︑
南
京
陥
落
（
一
九
三
七
年
一
二
月
）

に
際
し
林
芙
美
子
が
毎
日
新
聞
社
の
特
派
員
と
し
て
現
地
に
赴
く
な
ど
の
戦

争
協
力
に
向
か
う
︑
一
つ
の
引
き
金
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
も
生
じ
る（

39
）

︒
こ

の
よ
う
な
点
か
ら
﹁
年
譜
﹂
の
﹁
自
費
﹂
に
つ
い
て
検
証
が
必
要
で
あ
る
︒
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ま
た
︑﹁
志
誠
附
記
﹂
の
終
盤
は
林
芙
美
子
の
中
国
観
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
箇
所
で
も
あ
る
︒

　
林
芙
美
子
の
中
国
観
な
ど
が
う
か
が
え
る
資
料
と
し
て
は
︑
ほ
か
に
先
行

論
で
そ
の
存
在
の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
に
︑
中
華
民
国
二
五
年

（
一
九
三
六
年
）
一
〇
月
三
日
付
の
﹃
華
北
日
報
﹄
記
事
﹁
北
京
飯
店
裏
　
林

芙
美
子
女
士
訪
問
記
﹂
が
あ
る
︒
実
は
こ
の
紙
面
に
は
︑﹁
北
平
之
秋
﹂
に
掲

載
の
写
真（

40
）

と
同
じ
も
の
が
見
ら
れ
︑
本
文
に
は
︑
記
者
と
陶
志
誠
が
林
芙
美

子
の
宿
泊
先
で
あ
る
北
京
飯
店
へ
行
き
取
材
し
た
と
き
の
こ
と
が
以
下
の
と

お
り
綴
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
度
北
平
を
訪
れ
る
の
は
︑
雑
誌
﹁
改
造
﹂
の
嘱
託
で
﹁
北
平
之

秋（
41
）

﹂
を
書
く
た
め
で
あ
る
か
ら
︑
名
勝
地
や
情
緒
の
あ
る
と
こ
ろ
を
廻

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
︒︹
略
︺
中
日
問
題
に
関
し
て
は
︑
文
芸

作
家
に
聞
い
て
も
た
い
し
た
話
が
出
な
い
だ
ろ
う
か
ら
︑
聞
か
な
い
こ

と
に
し
た
︒

　
林
芙
美
子
が
改
造
社
の
嘱
託
で
北
京
に
訪
問
し
た
と
い
う
こ
と
や
︑
二
国

間
の
問
題
に
つ
い
て
ど
う
思
わ
れ
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
︒
し
か
し
な
が
ら

同
資
料
は
無
署
名
の
記
事
で
あ
り
︑
従
来
は
﹁
改
造
社
の
嘱
託
﹂
に
つ
い
て

確
証
が
な
か
っ
た（

42
）

︒﹁
北
平
之
秋
﹂
は
こ
の
叙
述
を
裏
付
け
る
も
の
で
も
あ
っ

た
︒

　
ま
た
︑
以
下
に
述
べ
る
交
流
か
ら
も
︑
往
時
の
一
面
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
北
平
之
秋
﹂
の
掲
載
号（

43
）

に
は
︑
写
真
（
図
3
）

が
掲
示
さ
れ
て
い
る
︒
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
﹁
日
本
女
性
作
家
の
林
芙
美
子

が
来
京
旅
行
中
︑
本
社
の
記
者
と
一
緒
に
撮
っ
た
写
真
︒
中
央
に
林
芙
美
子
︑

右
は
雷
熾
︑
左
は
陶
志
誠
︒
田
英
魁
撮
︒﹂
と
あ
る
︒
雷
熾
と
陶
志
誠
の
名
は
︑

林
芙
美
子
の
﹁
北
平
通
信
﹂﹁
日
記
﹂
な
ど
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る（

44
）

︒
た

と
え
ば
﹁
日
記
﹂
に
は
﹁
西
原
夫
人
来
訪
︑
北
京
の
新
聞
記
者（

45
）

雷
熾
君
来

訪
︒﹂（
二
三
四
頁
）
と
示
さ
れ
て
お
り
︑
林
芙
美
子
の
家
に
雷
熾
が
来
て
交

流
を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
林
芙
美
子
と
雷

熾
︑
陶
志
誠
と
の
交
流
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
先
述
の
と
お
り

図 3　林芙美子と雷熾（右）、陶志誠（左）
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林
芙
美
子
は
三
七
年
一
二
月
の
南
京
陥
落
に
際
し
て
上
海
と
南
京
へ
赴
い
て

い
る
︒
開
戦
を
ま
た
ぐ
交
流
の
あ
り
よ
う
を
今
後
調
査
す
る
こ
と
で
︑
少
な

く
と
も
林
芙
美
子
が
往
時
の
状
況
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
を
見
出
す
こ
と

に
繫
が
る
だ
ろ
う
︒

四
　
戦
時
下
の
翻
訳
状
況

　
一
九
三
七
年
七
月
に
開
戦
後
︑
雑
誌
に
訳
作
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
っ
た
︒

ま
ず
三
八
年
に
は
﹃
文
摘
戰
時
旬
刊
﹄
に
︑
林
芙
美
子
の
南
京
派
遣
時
の
足

取
り
を
辿
る
﹁
東
戰
場
巡
禮
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
︒
ま
た
﹃
明
明
﹄
に
は
︑
自

叙
伝
と
さ
れ
る
﹁
文
學
的
自
敘
傳
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
が
︑
添
え
ら
れ
た
訳
者

の
言
葉
に
は
︑﹁
こ
の
文
を
訳
す
目
的
は
︑
こ
の
女
性
作
家
が
ど
の
よ
う
に
成

長
し
て
き
た
の
か
︑
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
き
た
の
か
を
︑
読
者
に
伝

え
た
い
と
い
う
こ
と
ば
か
り
だ
︒﹂
と
あ
り
︑︿
林
芙
美
子
﹀
と
い
う
戦
地
に

赴
い
た
作
家
を
紹
介
す
る
目
的
で
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
以
後
︑

雑
誌
の
発
行
地
に
注
目
す
る
と
︑
下
記
の
と
お
り
上
海
と
北
京
に
集
中
し
て

掲
載
さ
れ
た
︒

　
た
と
え
ば
︑
林
芙
美
子
が
内
閣
情
報
部
の
ペ
ン
部
隊
の
一
員
と
し
て

一
九
三
八
年
九
月
に
上
海
や
漢
口
な
ど
へ
赴
い
た
と
き
の
こ
と
を
ま
と
め
た

﹃
戦
線
﹄（
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
三
八
年
一
二
月
）
と
﹃
北
岸
部
隊
﹄（
中
央
公
論

社
︑
一
九
三
九
年
一
月
）
も
︑
三
九
年
に
入
っ
て
以
下
の
上
海
の
雑
誌
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
︒

　﹃
雜
志
﹄
に
は
︑
感
傷
的
な
叙
述
が
含
ま
れ
る
﹁
戰
綫
（
特
稿
）﹂
が
掲
載

さ
れ
た
︒
訳
者
の
言
葉
に
は
︑﹁︹
林
芙
美
子
は
︺
フ
ァ
シ
ズ
ム
軍
人
が
戦
う
こ

と
を
謳
歌
す
る
よ
う
な
作
品
を
書
く
立
場
で
あ
る
が
︑
こ
の
「
戰
綫
」
は
感

傷
的
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
︒﹂
な
ど
と
あ
る
︒
ま
た
﹃
上
海
婦
女
﹄
に

は
﹁
支
那
人
﹂
の
死
体
が
描
写
さ
れ
た
﹁
北
岸
部
隊
：
一
位
日
本
女
作
家
的

隨
軍
日
記
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
︒
訳
者
の
言
葉
に
は
﹁
女
性
作
家
に
も
︑
残
酷

な
事
に
対
し
て
同
情
心
が
な
く
な
る
こ
と
も
﹂
あ
る
な
ど
と
示
さ
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
戦
争
に
感
傷
的
で
あ
り
日
本
軍
の
残
虐
行
為
の
描
写
を
含
む
訳
作

が
掲
載
さ
れ
た
現
象
に
つ
い
て
は
︑
一
九
三
七
年
一
一
月
に
陥
落
し
た
上
海

の
租
界
の
一
部
が
四
一
年
ま
で
日
本
の
占
領
か
ら
免
れ
て
い
た
こ
と
が
要
因

と
考
え
ら
れ
る
︒

　
他
方
︑
北
京
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
占
領
地
域
に
お
い
て
は
︑
同
じ
三
九

年
︑﹃
中
國
公
論
﹄
の
創
刊
号
に
日
本
人
の
生
活
を
ユ
ー
モ
ア
に
描
い
た
小
説

﹁
雨
天
插
話
﹂
が
載
り
︑﹃
華
南
公
論
﹄
に
は
宥
和
的
に
侵
略
を
進
め
る
日
本

が
示
さ
れ
た
﹁
河
在
靜
靜
地
流
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
三
九
年
に
は
︑
発
行
地
に
よ
り
相
反
す
る
傾
向
の
あ
る
訳
作

が
見
受
け
ら
れ
た
が
︑
四
〇
年
頃
か
ら
は
︑
抗
日
に
繫
が
る
死
体
な
ど
の
残

酷
な
描
写
が
あ
る
訳
作
は
見
受
け
ら
れ
な
く
な
る
︒

　
さ
ら
に
は
北
京
に
く
わ
え
︑
南
京
︑
武
漢
︑
広
州
な
ど
の
日
本
占
領
地
域

で
発
行
さ
れ
た
媒
体
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
っ
た
︒
た
と
え
ば
四
〇
年
に
︑
南
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京
で
発
行
さ
れ
た
﹃
國
藝
﹄
に
小
説
﹁
就
職
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
︒
翌
四
一
年

一
二
月
に
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
す
る
が
︑
武
漢
で
発
行
さ
れ
た

﹃
新
婦
女
月
刊
﹄
に
小
説
﹁
夫
婦
﹂
と
﹁
初
雷
﹂
が
と
も
に
連
載
さ
れ
る
な
ど

し
た
︒﹁
夫
婦
﹂﹁
初
雷
﹂
に
は
直
接
戦
争
に
か
か
わ
る
描
写
は
見
受
け
ら
れ

ず
︑
こ
の
時
期
に
お
け
る
小
説
の
連
載
は
︑
ひ
と
つ
に
日
本
文
学
の
称
揚
が

意
図
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
︒

　
一
九
四
二
年
に
は
︑
日
本
の
国
策
推
進
の
た
め
に
日
本
文
学
報
国
会
よ
り

林
房
雄
や
小
林
秀
雄
が
北
京
に
派
遣
さ
れ
て
大
東
亜
文
学
者
大
会
が
開
催
さ

れ
た
が（

46
）

︑
こ
の
年
は
最
も
翻
訳
点
数
が
増
え
て
十
一
点
を
数
え
る
︒
た
と
え

ば
﹃
東
亞
聯
盟
﹄
の
合
併
号
に
お
い
て
﹁
林
芙
美
子
特
輯
﹂
が
組
ま
れ
た
︒

特
集
で
は
︑
小
説
﹁
女
僕
的
遭
遇
﹂
と
エ
ッ
セ
ー
﹁
商
人
和
農
夫
﹂
と
自
伝

的
作
品
﹁
我
的
文
學
生
活
﹂
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
ジ
ャ
ン
ル
を
考
慮
し
た
三

作
品
が
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
時
局
に
関
す
る
描
写
は
な
い
が
︑

日
本
に
親
近
感
を
抱
か
せ
る
な
ど
の
政
治
的
な
意
味
合
い
を
含
ん
で
翻
訳
・

紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
︑
掲
載
誌
の
性
質
か
ら
明
白
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
日
本
占
領
下
の
北
京
に
お
い
て
﹁
日
本
文
学
の
翻
訳
は
︑
短
編
以

外
に
︑
大
多
数
が
全
訳
で
は
な
い
﹂
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う（

47
）

︒
た
し
か
に
林

芙
美
子
の
場
合
に
お
い
て
も
短
編
か
抄
訳
で
あ
っ
た
︒
そ
の
な
か
で
も
﹃
立

言
畫
刊
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
巴
黎
的
追
憶
﹂
は
︑
原
作
で
あ
る
﹁
巴
里
の
思

ひ
出
﹂
か
ら
抽
出
し
て
翻
訳
連
載
さ
れ
た（

48
）

︒
訳
者
の
言
葉
で
は
︑
林
芙
美
子

を
権
威
あ
る
雑
誌
﹃
改
造
﹄
に
執
筆
す
る
文
学
者
だ
と
強
調
し
て
い
る
が
︑

同
誌
に
お
い
て
は
︑
同
じ
訳
者
に
よ
っ
て
﹁
旋
律
下
的
巴
黎
﹂
が
六
回
に
わ

た
り
連
載
さ
れ
た
︒﹁
旋
律
下
的
巴
黎
﹂
の
原
作
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
が
︑

本
文
に
は
﹁
中
国
式
の
下
女
が
奥
様
に
変
身
す
る
こ
と
も
実
現
す
る
時
が
来

る
だ
ろ
う
﹂（
二
一
九
期
）
や
﹁
天
国
に
特
有
の
宦
官
と
同
じ
よ
う
に
︑
下
女

た
ち
に
特
殊
な
地
位
を
与
え
る
だ
ろ
う
﹂（
二
二
二
期
）
と
い
っ
た
表
現
が
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
中
国
の
人
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
た

だ
し
︑
こ
う
し
た
表
現
は
翻
訳
上
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
か
︑
あ
る
い
は
﹁
翻

訳
﹂
自
体
が
創
作
で
あ
っ
た
可
能
性
な
ど
を
考
慮
し
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ

る
︒

　
こ
の
四
二
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
翻
訳
点
数
は
減
少
す
る
が
︑﹃
婦
女
雜
志
﹄

に
は
本
論
の
冒
頭
で
示
し
た
﹁
日
本
女
性
作
家
作
品
特
輯
﹂
が
四
三
年
に
組

ま
れ
た
︒
特
集
で
は
﹁
作
者
紹
介
﹂
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
林
芙
美

子
が
﹁
現
に
日
本
女
性
作
家
の
中
で
最
も
名
望
の
あ
る
作
家
で
︑
わ
れ
わ
れ

も
そ
の
名
を
知
っ
て
い
る
︒﹂
な
ど
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
事
変

前
に
中
国
を
遊
歴
し
た
︹
略
︺
事
変
後
お
よ
び
大
東
亜
戦
争
が
勃
発
し
て
以
来
︑

数
度
中
国
な
ら
び
に
南
方
戦
線
に
従
軍
作
家
と
し
て
赴
い
た
︒﹂
と
あ
り
︑
中

国
や
時
局
と
の
か
か
わ
り
が
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
対
し
て

他
の
作
家
に
お
け
る
﹁
作
者
紹
介
﹂
か
ら
見
出
せ
る
時
局
と
の
か
か
わ
り
は
︑

佐
多
稲
子
が
﹁
南
方
戦
線
に
従
軍
し
た
﹂
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒

ま
た
︑
こ
の
特
集
の
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
編
者
の
言
葉
に
は
︑﹁
事
変
か
ら

大
東
亜
戦
争
に
い
た
る
ま
で
の
こ
の
時
期
︑
日
本
の
女
性
作
家
た
ち
は
︑
多
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く
が
筆
を
携
え
て
従
軍
し
︑
広
い
前
方
戦
場
で
活
躍
し
て
い
る
︒
ま
た
は
後

方
で
生
産
戦
線
に
参
加
し
︑
身
命
を
あ
げ
て
戦
時
報
道
と
文
化
の
諸
任
務
を

尽
く
し
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
勇
敢
か
つ
健
闘
的
な
︑
国
家
民
族
の
た
め
に

献
身
す
る
精
神
は
︑
男
性
作
家
に
少
し
も
劣
っ
て
い
な
い
︒

（
49
）

﹂
な
ど
と
あ
る
︒

林
芙
美
子
は
戦
争
に
献
身
的
に
活
動
す
る
女
性
作
家
の
一
人
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
れ
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
一
九
四
三
年
に
は
︑﹃
新
東
方
雜
志
﹄
に

﹁
蘇
門
答
臘
：〝
西
風
之
島
〟〝
黃
木
之
島
〟
這
南
國
的
名
字
！
（
待
續
）﹂
が

紹
介
さ
れ
た
が
︑
原
作
﹁
ス
マ
ト
ラ
︱
︱
西
風
の
島
﹂
は
︑
林
芙
美
子
が

四
二
年
に
陸
軍
省
報
道
部
よ
り
南
方
へ
派
遣
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
示
し
た

紀
行
文
で
あ
る
︒
そ
の
他
︑
同
年
に
は
﹃
太
平
﹄
に
小
説
﹁
大
學
生
﹂
が
載

り
︑﹃
中
國
文
藝
﹄
に
小
説
﹁
勿
忘
草
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
︒

　
翌
四
四
年
以
降
は
︑﹃
敦
隣
﹄
に
小
説
﹁
肥
皂
﹂
と
﹁
林
芙
美
子
歐
行
日
記

抄
摘
譯
﹂
が
同
じ
訳
者
に
よ
っ
て
新
た
に
翻
訳
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
こ
の
頃

か
ら
転
載
や
同
じ
原
作
の
翻
訳
作
品
が
増
え
て
い
る
︒
そ
の
な
か
で
︑﹃
新

生
﹄
に
﹁
中
國
印
象
記
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
四
〇
年
に
中
国
語
で

発
表
さ
れ
た
﹁
中
國
之
旅
﹂
と
本
文
が
同
じ
で
あ
る
︒
た
だ
し
﹁
中
國
印
象

記
﹂
で
は
小
見
出
し
六
点
︑﹁
到
中
國
去
﹂﹁
當
鋪
煤
場
﹂﹁
中
國
美
女
﹂﹁
山

河
雄
壯
﹂﹁
萬
里
長
城
﹂﹁
梅
蘭
芳
﹂
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
同
作
に
は
︑
林
芙

美
子
が
三
六
年
に
北
京
へ
赴
い
た
と
き
に
見
た
人
々
の
暮
ら
し
な
ど
も
綴
ら

れ
て
い
る
︒

　
以
上
︑
戦
時
下
に
お
け
る
林
芙
美
子
の
翻
訳
状
況
を
見
て
き
た
︒
完
全
な

占
領
を
免
れ
て
い
た
時
期
の
上
海
を
発
行
地
と
す
る
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
作

品
の
よ
う
な
︑
戦
争
に
感
傷
的
で
あ
り
抗
日
を
促
す
描
写
が
あ
る
も
の
は
わ

ず
か
で
あ
っ
た
︒
多
く
は
日
本
占
領
地
域
発
行
の
媒
体
に
掲
載
さ
れ
︑
侵
略

へ
の
理
解
や
日
本
文
学
の
称
揚
︑
日
本
人
に
親
近
感
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る

要
素
の
あ
る
作
品
で
あ
っ
た
︒
翻
訳
作
品
を
大
き
く
分
類
す
る
と
︑
小
説
は

十
四
編
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
身
辺
や
体
験
に
材
を
と
っ
た
エ
ッ
セ
ー
や
戦

記
︑
ル
ポ
類
は
二
十
二
編
あ
り
小
説
よ
り
も
一
・
五
倍
ほ
ど
多
い（

50
）

︒
こ
れ
は

従
軍
作
家
で
あ
っ
た
林
芙
美
子
作
品
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
︒五

　
ま
と
め

　
本
論
で
は
︑
中
国
に
お
け
る
林
芙
美
子
の
翻
訳
状
況
を
見
て
き
た
︒
こ
れ

に
よ
り
戦
前
・
戦
時
に
お
け
る
翻
訳
作
品
︑
翻
訳
者
や
編
集
者
と
の
交
流
︑

年
譜
的
事
項
の
補
訂
す
べ
き
点
が
具
体
化
し
た
︒

　
林
芙
美
子
の
作
品
は
︑
一
九
三
一
年
に
崔
萬
秋
訳
の
﹁
放
浪
記
﹂
を
皮
切

り
に
次
第
に
中
国
で
訳
さ
れ
︑
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
三
〇
年
代
前
半

に
お
い
て
は
短
編
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
が
︑
三
六
年
は
︑︿
林
芙
美
子
﹀
と
い

う
人
を
紹
介
す
る
自
伝
的
作
品
が
見
受
け
ら
れ
た
一
方
で
︑
翻
訳
小
説
の
連

載
も
確
認
で
き
た
︒
三
六
年
は
︑
人
と
作
品
の
両
方
の
受
容
が
目
指
さ
れ
て
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お
り
︑
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
の
年
で
あ
っ
た
︒
全
面
戦
争
開
始
後
︑
小
説

よ
り
も
ル
ポ
や
自
叙
伝
等
の
作
品
が
多
く
認
め
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
ひ
と
つ
に
︑

前
節
で
見
た
よ
う
に
時
局
に
連
動
し
て
の
翻
訳
・
紹
介
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と

い
え
︑
掲
載
媒
体
の
発
行
地
も
作
品
の
傾
向
に
影
響
し
て
い
た
︒

　
そ
し
て
翻
訳
状
況
の
解
明
に
加
え
て
︑﹁
放
浪
記
﹂
訳
を
通
じ
た
林
芙
美
子

と
崔
萬
秋
︑
曾
今
可
と
の
交
流
も
具
体
的
に
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
三
人
が
力

を
合
わ
せ
て
出
版
に
漕
ぎ
つ
け
た
︑
三
二
年
の
中
国
語
版
﹃
放
浪
記
﹄
が
そ

の
証
し
で
あ
る
︒
先
行
論
で
は
魯
迅
︑
周
作
人
︑
田
漢
ら
と
の
交
流
は
指
摘

さ
れ
て
き
た
が（

51
）

︑
本
論
に
お
い
て
三
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
日
中
文
人
交
流

史
を
垣
間
見
る
一
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

　
ま
た
︑
今
回
の
調
査
で
確
認
し
た
全
集
未
収
録
の
﹁
北
平
之
秋
﹂
は
︑
従

来
確
証
が
取
れ
な
か
っ
た
︑
林
芙
美
子
が
改
造
社
の
嘱
託
で
北
京
に
訪
問
し

た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
︑
本
論
で
言
及
し
た
北
京
滞
在
期
間
を
含

め
︑
年
譜
的
事
項
を
検
証
す
る
必
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
﹁
北

平
之
秋
﹂
掲
載
誌
に
は
︑
林
芙
美
子
を
中
央
に
し
て
右
に
雷
織
︑
左
に
陶
志

誠
と
い
っ
た
北
京
滞
在
時
の
写
真
も
見
受
け
ら
れ
た
︒
今
後
︑
知
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
三
人
の
交
流
を
追
う
こ
と
で
︑
少
な
く
と
も
全
面
戦
争
開
始
前
後

の
三
六
年
か
ら
三
七
年
に
お
け
る
林
芙
美
子
や
往
時
の
状
況
を
解
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒

註（
1
）  

今
川
英
子
編
﹁
年
譜
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
　
第
一
六
巻
﹄（
文
泉
堂
出
版
︑
一
九
七
七

年
四
月
）
に
は
︑﹁
印
税
で
上
州
湯
ノ
沢
へ
行
き
︑︹
略
︺
念
願
の
中
国
大
陸
︑
満
州
︑

上
海
旅
行
に
単
独
で
出
発
﹂（
二
九
二
頁
）
な
ど
と
あ
る
︒

（
2
）  

王
勁
松
﹁
侵
華
文
學
中
的
〝
他
者
〟
和
日
本
女
作
家
的
戰
爭
觀
：
以
林
芙
美
子
〝
運

命
之
旅
〟
爲
例
︹
侵
華
文
学
中
に
お
け
る
﹁
他
者
﹂
と
日
本
女
作
家
の
戦
争
観
︱
︱

林
芙
美
子
の
﹁
運
命
之
旅
﹂
を
例
に
し
て
︺﹂﹃
重
慶
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）﹄
第

一
四
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）︒

（
3
）  

鄒
双
双
﹁
日
本
占
領
期
（
1
9
3
7
︱
1
9
4
5
年
）
の
北
京
に
お
け
る
日
本
文

学
の
翻
訳
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
﹄
一
〇
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）︑
二
二
五

︱
二
三
五
頁
︒

（
4
）  

最
終
確
認
は
二
〇
一
九
年
七
月
三
日
︒
な
お
雑
誌
に
よ
っ
て
は
欠
号
も
見
受
け
ら

れ
た
︒

（
5
）  

王
向
遠
﹃
日
本
文
學
漢
譯
史
﹄（
寧
夏
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
）
に
は
︑﹁﹃
放

浪
記
﹄
大
光
書
店
︑
一
九
三
七
年
﹂
と
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
同
書
の
存
在
を
確
認
で

き
な
か
っ
た
た
め
︑﹁
翻
訳
作
品
一
覧
表
﹂
か
ら
は
省
い
た
︒
そ
の
た
め
本
稿
に
お
い

て
は
同
書
を
除
い
た
点
数
を
明
示
し
て
い
る
︒

（
6
）  

二
〇
一
七
年
一
一
月
か
ら
二
〇
一
九
年
七
月
三
日
ま
で
の
間
に
︑﹁
全
國
報
刊
索

引
﹂
と
﹁
大
成
老
舊
刊
全
文
數
據
庫
﹂
を
用
い
て
調
査
し
た
︒
雑
誌
に
よ
っ
て
は
欠

号
が
見
受
け
ら
れ
た
た
め
︑
五
十
三
点
は
本
稿
執
筆
時
点
（
二
〇
一
九
年
七
月
）
で

の
結
果
で
あ
る
︒
ま
た
五
十
三
点
は
︑
連
載
回
数
を
含
め
た
点
数
で
あ
る
︒

（
7
）  

﹁
抛
棄
﹂（
沈
端
先
訳
︑﹃
新
流
月
報
﹄
一
九
二
九
年
第
一
期
）
と
﹁
在
施
醫
室
裡
﹂（
沈

端
先
訳
︑﹃
新
流
月
報
﹄
一
九
二
九
年
第
二
期
）︑﹁
毆
打
﹂（
勺
水
訳
︑﹃
樂
羣
﹄

一
九
二
九
年
第
一
卷
第
二
期
）︑﹁
小
貨
攤
兒
﹂（
岂
遥
訳
︑﹃
創
進
﹄
一
九
三
七
年
新

一
第
七
期
）︑﹁
嘲
諷
﹂（
任
鈞
訳
︑﹃
文
藝
先
鋒
﹄
一
九
四
五
年
第
九
卷
第
三
／
四
期
）︒

（
8
）  

﹁
煙
草
工
廠
﹂（
伯
修
訳
︑﹃
新
流
月
報
﹄
一
九
二
九
年
第
二
期
）︑﹁
食
堂
底
飯
﹂（
竹

舟
訳
︑﹃
文
學
雜
志
﹄
一
九
三
三
年
第
一
卷
第
二
期
）︑﹁
決
心
﹂（
紺
弩
訳
︑﹃
作
品
﹄
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一
九
三
四
年
第
一
期
）︑﹁
女
兒
﹂（
居
頓
訳
︑﹃
戰
旗
﹄
一
九
四
〇
年
第
八
九
／
九
〇
期
）︑

﹁
插
話
﹂（
鐘
清
訳
︑﹃
婦
女
雜
志
﹄
一
九
四
三
年
第
四
卷
第
一
〇
期
）︑﹁
鴿
﹂（
許
竹

園
訳
︑﹃
太
平
﹄
一
九
四
三
年
第
二
卷
第
七
／
八
期
）︒

（
9
）  

岡
本
か
の
子
は
﹁
佛
教
文
學
提
倡
上
的
幾
點
困
難
﹂（
祇
林
訳
︑﹃
人
海
燈
﹄

一
九
三
七
年
第
四
卷
第
二
期
）
と
﹁
期
待
﹂（
秦
旡
度
訳
︑﹃
婦
女
雜
志
﹄
一
九
四
三

年
第
四
巻
第
一
〇
期
）︑
中
本
た
か
子
は
﹁
隨
筆
兩
篇
（﹁
燒
傷
﹂﹁
某
村
落
風
景
﹂）﹂（
季

暁
森
訳
︑﹃
婦
女
雜
志
﹄
一
九
四
三
年
第
四
卷
第
一
〇
期
）︒

（
10
）  

板
垣
直
子
﹃
婦
人
作
家
評
伝
﹄（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
九
二
年
）︑
八
三
頁
︒

（
11
）  

板
垣
直
子
﹁
新
興
女
流
作
家
﹂﹃
女
人
藝
術
﹄
三
巻
九
号
︑（
一
九
三
〇
年
九
月
一
日
）︑

九
七
頁
︒

（
12
）  

﹁
編
後
記
﹂﹃
婦
女
雜
志
﹄
第
五
卷
第
一
〇
期
（
一
九
四
四
年
一
一
月
一
日
）︑
四
八
頁
︒

（
13
）  

崔
萬
秋
﹁
放
浪
記
譯
序
﹂（﹃
放
浪
記
﹄
上
海
：
新
時
代
書
局
︑
一
九
三
二
年
）︑
二
頁
︒

（
14
）  

崔
萬
秋
﹁
小
引
﹂（﹃
放
浪
記
﹄
上
海
：
啓
明
書
局
︑
一
九
三
九
年
）︑
二
頁
︒

（
15
）  

崔
萬
秋
﹁
日
本
女
作
家
訪
問
記
﹂﹃
新
時
代
月
刊
﹄
一
九
三
二
年
第
三
卷
第
一
期
︑

一
八
八
︱
一
九
七
頁
︒

（
16
）  

崔
萬
秋
﹁
東
京
交
游
記
﹂﹃
新
時
代
月
刊
﹄
一
九
三
三
年
第
四
卷
第
四
／
五
期
︑

三
四
︱
四
九
頁
︒

（
17
）  

例
え
ば
︑
武
者
小
路
実
篤
の
﹃
母
與
子
﹄（
上
海
：
真
善
美
書
店
︑
一
九
二
八
年
）︑

﹃
武
者
小
路
実
篤
劇
曲
集
﹄（
上
海
：
中
華
書
局
︑
一
九
二
九
年
）︑﹃
忠
厚
老
實
人
﹄（
上

海
：
真
善
美
書
店
︑
一
九
三
〇
年
）︑﹃
孤
獨
之
魂
﹄（
上
海
：
中
華
書
局
︑
一
九
三
一
年
）

が
あ
り
︑
夏
目
漱
石
の
﹃
草
枕
﹄（
上
海
：
真
善
美
書
店
︑
一
九
二
九
年
）
も
あ
る
︒

（
18
）  

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹁
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
﹂（N

D
L Search

）
と
﹁C

iN
ii B

ooks

﹂ 

に
よ
る
と
︑
二
〇
一
九
年
八
月
の
時
点
で
︑
日
本
国
内
に
お
け
る
一
九
三
二
年
版
﹃
放

浪
記
﹄
の
所
蔵
情
報
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
ま
た
翻
刻
の
﹁
／
﹂
は
折
り
返
し
を

意
味
す
る
︒
な
お
﹁
旅
し
て
／
ゐ
ま
す
や
も
﹂
の
部
分
﹁
し
て
／
ゐ
ま
す
﹂
は
推
定

で
あ
る
︒

（
19
）  

崔
萬
秋
﹁
放
浪
記
譯
序
﹂
註
（
13
）
前
掲
書
︑
一
︱
二
頁
︒

（
20
）  

崔
萬
秋
﹁「
放
浪
記
」
の
こ
と
な
ど
﹂﹃
文
藝
﹄
八
巻
九
号
（
一
九
五
一
年
九
月
）︑

二
四
頁
︒

（
21
）  

崔
萬
秋
﹁
日
本
女
作
家
訪
問
記
﹂
註
（
15
）
前
掲
書
︑
一
九
一
頁
︒

（
22
）  

崔
萬
秋
﹁「
放
浪
記
」
の
こ
と
な
ど
﹂
註
（
20
）
前
掲
書
︑
二
五
頁
︒

（
23
）  

﹁
林
芙
美
子
手
扎
﹂﹃
新
時
代
﹄
一
九
三
三
年
第
三
卷
第
五
／
六
期
︑
六
頁
︒
ま
た
︑

同
じ
﹃
新
時
代
﹄
と
い
う
誌
名
で
本
文
も
中
国
語
で
あ
る
媒
体
を
﹁C

iN
ii B

ooks

﹂
で

確
認
し
た
が
（http://ci.nii.ac.jp/ncid/A

A11563805

）︑
二
〇
一
九
年
八
月
時
点
の
検

索
画
面
に
は
﹁
出
版
者
不
明
﹂
な
ど
と
表
示
さ
れ
て
お
り
︑
日
本
国
内
に
該
当
号
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
は
不
明
︒
ま
た
翻
刻
の
﹁
う
れ
し
ゆ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒﹂ 

の
部

分
の
﹁
ご
ざ
﹂
は
推
定
で
あ
る
︒
な
お
﹁
／
﹂
は
改
行
を
意
味
す
る
︒

（
24
）  

曾
今
可
﹁
無
恥
的
從
軍
部
隊
﹂﹃
前
線
日
報
﹄
第
七
版
︑
一
九
三
九
年
一
一
月
六
日
付
︒

（
25
）  

洛
神
﹁
崔
萬
秋
一
度
狂
捧
日
女
作
家
林
芙
美
子
將
餓
死
！
︹
崔
萬
秋
が
一
時
持
ち

上
げ
て
い
た
日
本
人
女
性
作
家
林
芙
美
子
が
餓
死
に
瀕
す
︺﹂﹃
海
風
﹄
一
九
四
六
年

第
一
六
期
第
一
〇
版
︒

（
26
）  

﹃
東
方
雜
誌
﹄
一
九
三
一
年
一
一
月
第
二
八
卷
第
二
一
号
︑
一
〇
四
頁
︒

（
27
）  

﹃
讀
書
雜
誌
﹄
一
九
三
一
年
第
一
卷
第
一
期
︒
朱
雲
影
は
﹁
中
條
﹂﹁
佐
々
木
房
子
﹂

﹁
窪
川
﹂
と
表
記
し
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
中
条
﹂﹁
さ
さ
き
ふ
さ
﹂﹁
佐
多
﹂
と
表

示
し
た
︒

（
28
）  

﹃
女
聲
﹄
一
九
三
四
年
第
三
巻
第
四
期
︑
五
︱
六
頁
︒﹁
窪
川
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い

る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
佐
多
﹂
で
統
一
し
て
い
る
（
以
下
同
じ
）︒

（
29
）  

﹃
申
報
﹄
一
九
三
六
年
二
月
八
日
付
︒

（
30
）  

﹃
東
方
雜
志
﹄
一
九
三
六
年
六
月
第
三
三
卷
第
一
一
号
︒

（
31
）  
﹁
北
平
﹂
表
記
も
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
北
京
﹂
表
記
に
統
一
す
る
︒

（
32
）  

﹁
文
学
的
短
論
﹂
と
は
︑﹃
文
学
的
断
章
﹄（
河
出
書
房
︑
一
九
三
六
年
四
月
）
の
こ

と
か
︒

（
33
）  

﹁
古
都
雜
寫
：
北
平
之
秋
﹂﹃
實
報
半
月
刊
﹄
一
九
三
六
年
第
二
卷
第
一
期
︑
一
九
四

頁
︒
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（
34
）  

今
川
英
子
編
﹁
年
譜
﹂
註
（
1
）
前
掲
書
︑
二
九
八
頁

（
35
）  

曾
婷
婷
﹁
越
境
と
桎
梏
の
は
ざ
ま
で
︱
︱
詩
論
林
芙
美
子
「
う
き
草
」﹂﹃
浮
雲
﹄

八
号
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
）︑
四
頁
︒
ま
た
曾
に
よ
る
と
北
京
に
は
二
十
日
間
ほ
ど

滞
在
し
た
と
い
う
︒

（
36
）  

﹃
大
衆
知
識
﹄（
一
九
三
六
年
第
一
卷
第
三
期
一
一
月
二
〇
日
）
に
発
表
さ
れ
︑﹃
文

摘
﹄（
一
九
三
七
年
第
一
卷
第
一
期
）
に
部
分
転
載
さ
れ
た
︒
な
お
徐
芳
に
つ
い
て
林

芙
美
子
は
︑﹁
北
平
の
女
﹂﹃
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
﹄
三
巻
一
号
（
一
九
三
七
年
一
月
）

に
﹁
女
子
大
学
生
﹂
と
記
し
て
い
る
が
︑
こ
の
頃
徐
芳
は
北
京
大
学
文
学
研
究
所
の

ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
経
て
﹃
歌
謠
周
刊
﹄
の
編
集
を
し
た
り
し
て
い
た
︒

（
37
）  

﹃
改
造
﹄
の
同
号
に
は
西
安
事
件
を
テ
ー
マ
と
す
る
企
画
も
組
ま
れ
て
い
る
︒
こ
れ

に
は
︑
改
造
社
の
山
本
実
彦
も
執
筆
者
と
し
て
参
加
し
︑
抗
日
を
要
求
し
た
張
学
良

を
﹁
あ
ん
な
残
虐
な
行
為
を
す
る
野
蛮
人
﹂
と
激
し
く
非
難
し
て
い
る
︒

（
38
）  

﹁
北
京
紀
行
﹂
が
﹃
改
造
﹄
に
発
表
さ
れ
た
一
九
三
七
年
一
月
に
は
︑
大
阪
毎
日
新

聞
社
発
行
の
﹃
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
﹄
に
林
芙
美
子
の
﹁
北
平
の
女
﹂
が
発
表
さ
れ
た
︒

改
造
社
と
大
阪
毎
日
新
聞
社
は
︑
揃
っ
て
作
品
を
掲
載
し
て
い
る
︒

（
39
）  

南
京
陥
落
後
に
林
芙
美
子
と
改
造
社
の
山
本
実
彦
は
︑﹁
日
華
連
絡
船
上
海
丸
﹂
に

同
船
し
て
現
地
へ
向
か
っ
た
が
（﹁
お
客
満
載
の
上
海
丸
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄

一
九
三
七
年
一
二
月
二
八
日
付
）︑
林
芙
美
子
の
上
海
と
南
京
行
き
は
毎
日
新
聞
社
の

特
派
員
と
し
て
な
さ
れ
た
︒
帰
国
後
︑
林
芙
美
子
は
そ
れ
を
題
材
に
し
た
小
説
﹁
黄

鶴
﹂
を
﹃
改
造
﹄
二
〇
巻
三
号
（
一
九
三
八
年
三
月
）
に
発
表
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
林

芙
美
子
が
戦
争
協
力
に
い
た
る
要
素
と
し
て
︑
改
造
社
と
の
か
か
わ
り
方
が
重
要
で

あ
っ
た
と
い
え
︑﹁
年
譜
﹂
の
﹁
自
費
﹂
を
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
︒

（
40
）  

写
真
は
林
芙
美
子
一
人
で
写
っ
た
も
の
︒﹁
北
京
飯
店
裏
　
林
芙
美
子
女
士
訪
問

記
﹂
に
は
︑﹁
最
後
別
れ
る
時
に
︑
入
口
で
こ
の
写
真
を
撮
っ
て
あ
げ
た
︒
写
真
か
ら

も
彼
女
は
小
柄
で
愛
嬌
の
あ
る
︑
よ
く
考
え
る
東
洋
女
性
と
わ
か
る
︒﹂
と
あ
る
︒

（
41
）  

﹁
北
平
之
秋
﹂
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
こ
の
時
点
で
陶
志
誠
訳
﹁
北

平
之
秋
﹂
が
発
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
42
）  

資
料
の
存
在
自
体
は
︑
山
下
聖
美
﹁
林
芙
美
子
に
お
け
る
台
湾
︑
中
国
︑
満
州
︑
朝

鮮
︱
︱
基
礎
資
料
の
提
示
と
今
後
の
研
究
課
題
﹂﹃
日
本
大
学
芸
術
学
部
紀
要
﹄
五
六

号
（
二
〇
一
二
年
）
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
考
察
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
︒

（
43
）  

﹃
實
報
半
月
刊
﹄（
一
九
三
六
年
第
二
卷
第
一
期
）
の
所
蔵
は
︑﹁
国
立
国
会
図
書
館

サ
ー
チ
﹂
と
﹁C

iN
ii B

ooks

﹂
の
二
〇
一
九
年
八
月
時
点
の
検
索
結
果
の
画
面
に
は
確

認
で
き
な
か
っ
た
︒

（
44
）  

雷
熾
の
名
は
︑﹁
日
記
﹂（﹃
田
舎
が
へ
り
﹄
改
造
社
︑
一
九
三
七
年
四
月
︑
二
三
四

頁
）
と
︑﹁
周
作
人
氏
へ
﹂（﹃
文
藝
﹄
九
巻
五
号
︑
一
九
四
一
年
五
月
︑
八
八
頁
）
な

ど
に
認
め
ら
れ
る
︒
陶
志
誠
の
名
は
︑﹁
北
平
通
信
﹂（﹃
田
舎
が
へ
り
﹄︑
一
五
八
頁
）

と
︑﹁
北
支
那
の
憶
ひ
出
﹂（﹃
私
の
昆
虫
記
﹄
改
造
社
︑
一
九
三
八
年
七
月
︑
七
六
頁
）︑

﹃
一
人
の
生
涯
﹄（
創
元
社
︑
一
九
四
〇
年
一
月
︑
二
七
六
頁
）
な
ど
に
確
認
で
き
る
︒

（
45
）  

雷
熾
は
﹃
華
北
日
報
﹄
の
記
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
い
う
の
は
︑﹁
北
京

飯
店
裏
　
林
芙
美
子
女
士
訪
問
記
﹂
に
掲
載
の
林
芙
美
子
の
写
真
は
︑﹁
北
平
之
秋
﹂

に
掲
載
さ
れ
た
写
真
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
北
京
飯
店
裏
　
林
芙
美
子
女

士
訪
問
記
﹂
の
文
中
に
は
陶
志
誠
の
名
前
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

（
46
）  

鄒
双
双
﹁
日
本
占
領
期
（
1
9
3
7
︱
1
9
4
5
年
）
の
北
京
に
お
け
る
日
本
文

学
の
翻
訳
﹂
註
（
3
）
前
掲
書
︑
二
二
七
頁
︒

（
47
）  

銭
稻
孫
﹃
庸
報
﹄
一
九
四
二
年
一
一
月
五
日
付
よ
り
︒

（
48
）  

詳
細
は
﹁
翻
訳
作
品
一
覧
表
﹂
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
49
）  

﹁
日
本
女
性
作
家
作
品
特
輯
﹂﹃
婦
女
雜
志
﹄
一
九
四
三
年
第
四
卷
第
一
〇
期
︑
二
〇

頁
︒

（
50
）  

一
九
三
七
年
か
ら
四
五
年
代
の
翻
訳
作
品
を
︑﹁
訳
者
の
言
葉
﹂
な
ど
を
参
照
し
な

が
ら
分
類
す
る
と
以
下
の
と
お
り
に
な
る
︒
小
説
は
﹁
雨
天
插
話
﹂﹁
河
在
靜
靜
地
流
﹂

﹁
就
職
﹂﹁
夫
婦
（
待
續
～
二
）﹂﹁
初
雷
（
未
完
～
續
）﹂（
＊
計
三
回
連
載
）﹁
女
僕
的

遭
遇
﹂﹁
運
命
之
旅
﹂﹁
大
學
生
﹂﹁
勿
忘
草
﹂﹁
肥
皂
﹂﹁
就
職
﹂
の
計
十
四
編
︒
身
辺

に
材
を
取
っ
た
自
叙
伝
︑
戦
記
︑
ル
ポ
類
は
﹁
事
變
的
回
憶
﹂﹁
東
戰
場
巡
禮
﹂﹁
文
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中国における林芙美子の翻訳状況（戦前・戦時）

學
的
自
敘
傳
﹂﹁
北
岸
部
隊
：
一
位
日
本
女
作
家
的
隨
軍
日
記
﹂﹁
戰
綫
（
特
稿
）﹂﹁
給

周
作
人
氏
：
好
久
不
見
了
﹂﹁
隨
軍
日
記
﹂﹁
商
人
和
農
夫
﹂﹁
我
的
文
學
生
活
﹂﹁
巴

黎
的
追
憶
（
一
～
二
）﹂﹁
旋
律
下
的
巴
黎
（
一
～
五
）﹂（
＊
計
六
回
連
載
）﹁
蘇
門
答

臘
：〝
西
風
之
島
〟〝
黃
木
之
島
〟
這
南
國
的
名
字
！
（
待
續
）﹂﹁
我
的
自
傳
﹂﹁
放
浪
記
﹂

﹁
中
國
印
象
記
﹂﹁
林
芙
美
子
歐
行
日
記
抄
摘
譯
﹂
の
計
二
十
二
編
︒
な
お
以
上
の
点

数
は
連
載
回
数
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
放
浪
記
﹂
に
つ
い
て
︑
本
稿
で
は

身
辺
に
材
を
と
っ
た
創
作
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒

（
51
）  

林
敏
潔
﹁
林
芙
美
子
與
魯
迅
︑
周
作
人
交
往
考
﹂﹃
中
國
現
代
文
學
研
究
叢
刊
﹄

二
〇
一
二
年
第
一
一
期
︒

付
記
：
本
稿
は
﹁
中
央
高
校
基
本
科
研
業
務
費 
中
山
大
學
青
年
教
師
培
育
項
目
﹂
の
成

果
の
一
部
で
す
︒
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●
翻

訳
作

品
一

覧
表

一
、

雑
誌

掲
載

の
訳

文
「

大
成

老
舊

刊
全

文
數

據
庫

」
よ

り

訳
文

タ
イ

ト
ル

訳
者

掲
載

誌
発

行
地

備
考

（
特

記
事

項
、

書
誌

的
事

項
等

）
原

作
タ

イ
ト

ル
掲

載
誌

備
考

（
作

品
内

容
、

書
誌

的
事

項
等

）

小
的

花
高

明
萬

象
（

上
海

）
1934年

第
1期

同
号

の
翻

訳
は

、
林

芙
美

子
作

品
の

み
。『

萬
象

』
は

不
定

期
発

行
の

文
芸

誌
。

小
さ

い
花

新
潮

30巻
9号

1933年
9月

女
主

人
公

由
が

、「
因

ノ
島

」
の

う
ど

ん
屋

に
3週

間
女

中
奉

公
し

た
と

き
に

出
会

っ
た

、  ひ
な

子
等

と
の

交
流

か
ら

見
え

て
く

る
島

の
生

活
や

、  由
の

 「
ひ

ど
く

淋
し

い
」  日

々
が

描
か

れ
て

い
る

。

達
凱

愛
爾

路
黃

源
文

學
季

刊
（

北
京

）
1935年

第
2卷

第
1期

『
文

學
季

刊
』

は
鄭

振
鐸

主
編

の
文

芸
誌

。
＊

「
全

國
報

刊
索

引
」

と
重

複
作

品
。

ル
ウ

・
ダ

ゲ
ヱ

ル
（

★
）

若
草

10巻
1号

1934年
1月

女
主

人
公

〈
私

〉
が

「
巴

里
で

も
細

民
の

住
む

」
ダ

ゲ
ヱ

ル
で

出
会

っ
た

、
貧

し
い

女
学

生
ロ

ン
ヌ

と
の

交
流

な
ど

が
描

か
れ

て
い

る
。

一
堆

垃
圾

萬
家

文
時

事
類

編
（

上
海

）
1936年

第
4卷

第
17期

1935年
の

『
文

藝
年

鑑
』

を
参

照
し

て
訳

し
た

と
の

付
記

あ
り

。
同

号
の

翻
訳

は
、

林
芙

美
子

作
品

の
み

掲
載

。
＊

「
全

國
報

刊
索

引
」

と
重

複
作

品
。

塵
溜

文
藝

2巻
4号

1934年
4月

号

女
主

人
公

小
な

つ
が

、
別

れ
た

宮
内

の
田

舎
の

家
に

夫
の

治
作

と
行

き
、

世
は

「
何

も
彼

も
ま

る
で

吹
き

寄
せ

ら
れ

た
塵

の
や

う
」

と
思

う
に

至
る

こ
と

が
示

さ
れ

る
。

雨
天

插
話

紀
生

中
國

公
論

（
北

京
）

1939年
第

1卷
第

1期

「
雨

天
插

話
」

掲
載

誌
は

創
刊

号
。

同
号

の
翻

訳
は

林
芙

美
子

作
品

の
み

。
ま

た
訳

者
の

「
紀

生
」

は
方

紀
生

の
こ

と
。

雨
の

日
の

挿
話

婦
女

界
48巻

5号
付

録
1933年

11月

主
人

公
秀

雄
が

、
昔

の
良

人
に

追
い

か
け

ら
れ

て
い

る
と

い
う

同
じ

ア
パ

ー
ト

の
7号

室
の

女
を

助
け

る
も

、
女

を
「

不
思

議
」

だ
と

思
う

こ
と

が
描

か
れ

て
い

る
。

事
變

的
回

憶
訳

者
名

の
記

載
な

し

時
輿

潮
（

重
慶

）
1939年

第
4卷

第
4期

タ
イ

ト
ル

の
次

行
に

「
大

陸
八

月
号

―
東

京
」

と
あ

り
。

原
作

「
事

変
の

想
ひ

出
」

の
約

7割
が

訳
さ

れ
て

い
る

。
翻

訳
の

掲
載

は
林

芙
美

子
の

み
。

事
変

の
想

ひ
出

大
陸

2巻
8号

1939年
8月

エ
ッ

セ
ー

。
2周

年
を

迎
え

た
「

事
変

」
に

つ
い

て
の

不
安

が
記

さ
れ

た
り

、「
事

変
」

を
「

戦
争

」
と

呼
ば

な
い

こ
と

へ
の

疑
問

等
が

呈
さ

れ
た

り
し

て
い

る
。

「
全

國
報

刊
索

引
」

よ
り

訳
文

タ
イ

ト
ル

訳
者

掲
載

誌
発

行
地

備
考

（
特

記
事

項
、

書
誌

的
事

項
等

）
原

作
タ

イ
ト

ル
掲

載
誌

（
収

録
先

）
備

考
（

作
品

内
容

、
書

誌
的

事
項

等
）

放
浪

者
的

隨
筆

崔
萬

秋
橄

欖
月

刊
（

南
京

）
1931年

第
15期

翻
訳

内
容

に
つ

い
て

は
、

原
作

の
「

赤
い

ス
リ

ツ
パ

」
と

「
女

ア
パ

ツ
シ

ユ
」

等
に

見
ら

れ
る

、
男

性
等

に
対

す
る

不
満

を
表

出
し

た
短

文
が

選
訳

さ
れ

た
傾

向
が

見
出

せ
る

。
な

お
『

橄
欖

月
刊

』
は

1930年
創

刊
の

文
芸

誌
。

赤
い

ス
リ

ツ
パ

―
放

浪
記

―
女

人
藝

術
（

巻
号

記
載

な
し

）
1929年

4月
号

・「
赤

い
ス

リ
ツ

パ
」

に
は

、〈
私

〉
が

一
緒

に
暮

ら
し

て
い

た
男

と
別

れ
た

あ
と

の
心

情
や

、
画

学
生

の
吉

田
さ

ん
と

の
こ

と
な

ど
が

描
か

れ
て

い
る

。

女
ア

パ
ツ

シ
ユ

―
放

浪
記

―
 

等

女
人

藝
術

3巻
10号

1930年
10月

 
等

・「
女

ア
パ

ツ
シ

ユ
」

に
は

、〈
私

〉
が

川
端

画
塾

横
の

ア
パ

ー
ト

に
転

居
し

て
出

会
っ

た
女

学
生

と
パ

パ
、

松
田

さ
ん

の
こ

と
な

ど
が

描
か

れ
て

い
る

。
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女
流

氓
：

放
浪

記
崔

萬
秋

橄
欖

月
刊

1931年
16期

刊
初

出
の

『
女

人
藝

術
』

は
発

禁
に

な
っ

た
が

、
翻

訳
に

採
用

さ
れ

た
の

は
『

続
放

浪
記

』
所

収
の

本
文

で
は

な
く

、
初

出
の

本
文

で
あ

る
と

、
異

同
箇

所
（「

絵
は

好
き

な
ん

で
す

よ
」「

焦
心

、
生

き
る

は
五

十
年

」）
の

訳
文

よ
り

推
定

で
き

る
。

女
ア

パ
ツ

シ
ユ

―
放

浪
記

―
女

人
藝

術
3巻

10号
1930年

10月

＊
前

出
作

品
。「

女
ア

パ
ツ

シ
ユ

―
放

浪
記

―
」

が
掲

載
さ

れ
た

翌
月

号
の

「
編

集
後

記
」

に
よ

れ
ば

、「
女

ア
パ

ツ
シ

ユ
」

掲
載

号
は

発
禁

に
遭

っ
て

い
る

。
な

お
「

女
ア

パ
ツ

シ
ユ

」
は

、『
続

放
浪

記
』（

改
造

社
、

1930年
11月

）
に

収
録

さ
れ

た
。

林
芙

美
子

的
自

傳
崔

萬
秋

新
時

代
（

上
海

）
1931年

第
1卷

第
2期

『
新

時
代

』
は

曾
今

可
編

集
の

文
芸

月
刊

誌
。

曾
今

可
と

林
芙

美
子

、
訳

者
の

崔
萬

秋
と

の
翻

訳
を

通
じ

た
交

流
に

つ
い

て
は

本
稿

を
参

照
さ

れ
た

い
。

九
州

炭
坑

街
放

浪
記

改
造

11巻
10号

1929年
10月

家
を

出
た

母
と

〈
私

〉、
そ

し
て

義
父

が
炭

坑
街

の
直

方
を

行
商

し
た

り
す

る
中

で
出

会
う

人
と

の
交

流
や

、
生

活
が

描
か

れ
て

い
る

。
な

お
『

続
放

浪
記

』
収

録
時

の
タ

イ
ト

ル
は

「
放

浪
記

以
前

―
序

に
か

へ
て

―
」。

八
山

旅
館

崔
萬

秋
新

時
代

1931年
第

1卷
第

4期

同
上

八
ツ

山
ホ

テ
ル

続
放

浪
記

改
造

社
1930年

11月

「
白

樺
の

し
を

り
描

き
」

を
し

て
い

る
林

さ
ん

と
ベ

ニ
と

パ
パ

等
の

や
り

取
り

が
描

か
れ

て
い

る
。

ベ
ニ

が
怪

し
い

男
に

つ
か

ま
っ

た
り

、
パ

パ
が

詐
欺

横
領

罪
で

引
っ

ぱ
ら

れ
た

り
し

て
、

ベ
ニ

が
金

沢
へ

帰
る

こ
と

に
。

淫
賣

婦
與

飯
店

崔
萬

秋
現

代
文

學
評

論
（

上
海

）
1931年

第
2卷

第
1 /2期

訳
文

の
最

後
に

「
一

三
九

〇
年

十
一

月
二

十
三

日
訳

」
と

示
さ

れ
て

い
る

が
、「

一
三

九
〇

」
は

誤
植

で
正

し
く

は
「

一
九

三
〇

」
だ

と
考

え
ら

れ
る

。
な

お
『

現
代

文
學

評
論

』
は

文
芸

誌
。

淫
売

婦
と

飯
屋

―
放

浪
記

―
女

人
藝

術
3巻

6号
1930年

6月

女
中

を
お

払
い

箱
に

な
っ

た
〈

私
〉

の
宿

泊
先

の
部

屋
に

突
然

来
た

女
や

、
飯

屋
に

い
た

〈
私

〉
に

金
を

せ
び

る
労

働
者

等
の

こ
と

が
描

か
れ

た
後

、〈
私

〉
が

職
業

紹
介

所
で

仕
事

を
探

す
様

子
が

描
出

さ
れ

る
。

紅
的

拖
鞋

崔
萬

秋
現

代
文

學
評

論
1931年

第
2卷

第
1 /2期

訳
者

後
記

に
「

そ
れ

ほ
ど

重
要

で
は

な
い

箇
所

を
略

し
た

。」
と

あ
る

と
お

り
、

古
本

屋
や

五
十

里
さ

ん
の

こ
と

な
ど

は
省

か
れ

て
い

る
。

ま
た

翻
訳

に
採

用
さ

れ
た

原
文

は
、

異
同

（「
夏

影
色

」
等

）
よ

り
『

女
人

藝
術

』
掲

載
本

文
だ

と
推

定
で

き
る

。

赤
い

ス
リ

ツ
パ

―
放

浪
記

―
女

人
藝

術
（

巻
号

記
載

な
し

）
1929年

4月
号

＊
前

出
作

品
。

同
作

は
『

女
人

藝
術

』
に

発
表

後
、『

放
浪

記
』（

改
造

社
、

1930
年

7月
）

に
収

録
さ

れ
た

。

夕
餐

崔
萬

秋
小

説
（

上
海

）
1934年

第
7期

『
小

説
』

は
創

作
の

掲
載

を
主

と
す

る
文

芸
誌

。
夕

餉
サ

ン
デ

ー
毎

日
1934年

8月
12日

号

随
想

。
平

野
零

児
と

下
村

千
秋

、
大

宅
壮

一
と

群
馬

県
の

水
上

に
キ

ャ
ン

プ
へ

行
っ

た
こ

と
が

綴
ら

れ
て

い
る

。
林

芙
美

子
の

写
真

あ
り

。

小
説

：
市

立
女

學
校

（
一

）
訳

者
名

の
記

載
な

し

太
平

洋
月

刊
（

上
海

）
1936年

第
3卷

第
3期

『
太

平
洋

月
刊

』
は

1934年
5月

に
創

刊
。

市
立

女
学

校
改

造
18巻

2号
1936年

2月

海
辺

の
町

の
市

立
女

学
校

を
あ

と
4、

5週
間

で
卒

業
す

る
生

徒
の

学
校

生
活

が
描

か
れ

て
い

る
。

理
科

の
試

験
や

作
法

の
時

間
、

進
級

に
向

け
て

の
国

語
の

課
外

授
業

な
ど

が
、

私
生

児
の

垣
島

さ
わ

を
中

心
に

示
さ

れ
る

。
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小
説

：
市

立
女

學
校

（
二

）
同

上
太

平
洋

月
刊

1936年
第

3卷
第

4期

同
上

同
上

同
上

運
動

会
の

練
習

を
す

る
体

操
の

時
間

で
の

こ
と

や
、

風
紀

に
つ

い
て

の
言

い
争

い
、

あ
る

い
は

修
学

旅
行

に
関

す
る

こ
と

や
、

級
友

の
噂

話
、

裕
福

な
生

徒
の

こ
と

な
ど

が
さ

わ
の

目
を

通
し

て
描

か
れ

る
。

小
説

：
市

立
女

學
校

（
三

）
同

上
太

平
洋

月
刊

1936年
第

3卷
第

5期

同
上

同
上

同
上

修
学

旅
行

に
行

き
た

か
っ

た
さ

わ
と

、
居

残
り

の
生

徒
小

畑
き

み
子

が
、

教
師

仁
科

徳
平

の
寄

宿
先

に
遊

び
に

行
っ

た
と

き
に

、
女

学
校

の
寄

宿
舎

が
火

事
に

な
る

が
大

事
に

は
至

ら
な

か
っ

た
こ

と
が

綴
ら

れ
て

い
る

。

小
説

：
市

立
女

學
校

（
四

）
同

上
太

平
洋

月
刊

1936年
第

3卷
第

6期

同
上

同
上

同
上

居
残

り
の

大
山

の
ぶ

江
が

、
遊

び
に

来
た

さ
わ

に
教

頭
等

の
不

品
行

な
写

真
を

見
せ

る
。

そ
の

後
、

修
学

旅
行

中
の

教
員

の
不

始
末

な
ど

が
示

さ
れ

る
。

色
々

と
あ

る
中

、
卒

業
式

が
近

づ
い

て
く

る
こ

と
が

描
出

さ
れ

る
。

故
都

雜
寫

：
北

平
之

秋
陶

志
誠

實
報

半
月

刊
（

北
京

）
1936年

第
2卷

第
1期

訳
文

末
に

「
志

誠
附

記
」

と
示

さ
れ

て
「

こ
の

文
は

、
す

な
わ

ち
林

氏
が

二
十

分
で

書
き

あ
げ

て
、

訳
者

に
訳

さ
せ

た
の

だ
。」

な
ど

と
あ

る
。

詳
細

は
本

稿
を

参
照

さ
れ

た
い

。

日
本

で
発

行
さ

れ
た

掲
載

誌
は

未
確

認

同
左

訳
文

に
は

、
北

平
に

来
て

「
ま

だ
十

日
も

経
っ

て
い

な
い

」
と

き
に

見
た

秋
の

景
色

の
素

晴
ら

し
さ

に
つ

い
て

示
さ

れ
、「

東
亜

の
文

化
城

」
の

北
京

で
文

化
界

の
人

と
会

談
し

た
い

と
い

っ
た

抱
負

が
叙

述
さ

れ
て

い
る

。

林
芙

美
子

的
自

傳
斐

琴
人

間
世

（
上

海
）

1936年
新

第
2期

「
林

芙
美

子
的

自
傳

」
の

原
作

「
文

学
的

自
叙

伝
」

は
、

1944年
に

発
表

さ
れ

る
訳

文
「

我
的

自
傳

」（『
婦

女
雜

志
』）

の
原

作
に

も
な

る
。

な
お

『
人

間
世

』
は

林
語

堂
主

編
の

文
芸

誌
。

文
学

的
自

叙
伝

新
潮

32巻
8号

1935年
8月

〈
私

〉
が

両
親

と
「

尾
の

道
」

に
7年

ほ
ど

移
り

住
ん

だ
と

き
に

通
学

し
た

女
学

校
で

の
文

学
体

験
と

、
上

京
後

の
生

活
状

況
や

文
学

的
出

発
、

巴
里

行
き

や
倫

敦
滞

在
時

の
文

学
体

験
が

叙
述

さ
れ

た
り

し
て

い
る

。

我
的

二
十

歲
時

代
白

萊
東

流
1936年

第
2卷

第
4期

原
作

「
私

の
二

十
歳

」
の

後
半

部
分

「
何

に
な

ら
う

か
と

も
、

何
を

し
よ

う
か

と
も

」
か

ら
「

作
家

に
な

ら
う

な
ぞ

と
は

夢
に

も
思

は
な

か
つ

た
の

で
す

。」
が

訳
さ

れ
た

。『
東

流
』

は
文

芸
誌

。

私
の

二
十

歳
月

刊
文

章
1巻

4号
1935年

6月

エ
ッ

セ
ー

。
生

活
が

大
変

で
あ

っ
た

20歳
の

頃
に

つ
け

て
い

た
日

記
に

関
し

て
や

、
慰

め
ら

れ
た

読
書

に
つ

い
て

示
さ

れ
、

こ
の

頃
は

孤
独

で
将

来
に

つ
い

て
深

く
考

え
な

か
っ

た
と

い
う

こ
と

な
ど

が
叙

述
さ

れ
て

い
る

。

東
戰

場
巡

禮
余

士
華

文
摘

戰
時

旬
刊

（
上

海
）

1938年
第

15期

原
作

の
掲

載
誌

に
つ

い
て

「
現

代
三

月
號

」
と

の
表

示
あ

り
。

な
お

『
文

摘
』

は
1937年

9月
28日

に
『

文
摘

戦
時

旬
刊

』
に

改
名

さ
れ

、
新

た
に

1号
か

ら
発

行
さ

れ
る

な
ど

変
動

が
あ

っ
た

。

従
軍

通
信

現
代

19巻
3号

1938年
3月

第
一

信
か

ら
第

六
信

ま
で

示
さ

れ
、

上
海

か
ら

南
京

へ
移

動
す

る
様

子
や

現
地

の
あ

り
よ

う
な

ど
に

つ
い

て
叙

述
さ

れ
て

い
る

。
甲

板
で

撮
影

さ
れ

た
と

見
受

け
ら

れ
る

「
長

谷
川

司
令

長
官

と
林

女
史

」
の

写
真

あ
り

。
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文
學

的
自

敘
傳

滕
更

明
明

（
撫

順
）

1938年
第

2卷
第

4期

訳
者

の
言

葉
に

「
こ

の
自

叙
伝

は
、

改
造

社
が

昭
和

十
二

年
九

月
十

九
日

発
行

し
た

『
林

芙
美

子
選

集
』

第
三

巻
の

「
文

学
的

自
叙

伝
」

に
基

づ
い

て
訳

し
た

。
新

潮
社

で
昭

和
十

一
年

五
月

二
十

五
日

に
発

行
さ

れ
た

『
私

の
文

壇
生

活
を

語
る

』
の

中
の

「
私

の
履

歴
」

も
参

考
に

し
た

」
な

ど
と

あ
る

。
な

お
『

明
明

』
は

文
芸

誌
。

文
学

的
自

叙
伝

林
芙

美
子

選
集

　
第

三
巻

、
改

造
社

1937年
9月

「
文

学
的

自
叙

伝
」

は
本

一
覧

表
前

出
作

品
。

私
の

履
歴

私
の

文
壇

生
活

を
語

る
新

潮
社

1936年
5月

「
私

の
履

歴
」

は
二

部
構

成
。

ま
ず

「
文

学
的

自
叙

伝
」

が
若

干
改

稿
さ

れ
て

組
み

込
ま

れ
て

お
り

、
文

末
に

「（
十

年
七

月
）」

と
示

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

以
降

に
は

、「
い

ま
、

私
の

魂
の

糧
と

も
ま

っ
て

い
る

書
物

に
は

、
唐

詩
選

、
寒

山
詩

」
な

ど
と

記
さ

れ
た

り
し

て
、

今
後

の
仕

事
へ

の
意

欲
が

綴
ら

れ
る

。
文

末
に

は
「（

十
一

年
二

月
二

十
六

日
夜

補
筆

）」
と

あ
り

。

河
在

靜
靜

地
流

謝
茂

辛
華

南
公

論
（

広
州

）
1939年

第
1

卷
第

2期

訳
文

掲
載

誌
『

華
南

公
論

』
は

1939年
に

創
刊

し
、「

新
東

亜
秩

序
」

を
鼓

吹
す

る
立

場
に

あ
っ

た
。

河
は

静
か

に
流

れ
ゆ

く
（

★
）

婦
人

公
論

24巻
9号

1939年
9月

南
京

に
住

む
女

主
人

公
潘

（
バ

ン
）

が
夫

の
朱

（
シ

ユ
）

と
生

き
別

れ
に

な
り

、
日

本
人

に
雇

わ
れ

て
息

子
の

何
（

ホ
ウ

）
と

と
も

に
生

き
る

が
、

朱
を

探
し

に
行

く
話

。

北
岸

部
隊

―
一

位
日

本
女

作
家

的
隨

軍
日

記

青
紗

帳
上

海
婦

女
（

上
海

）
1939年

第
2卷

第
7期

冒
頭

で
訳

者
が

「
原

文
は

九
月

十
九

日
か

ら
十

月
二

十
八

日
ま

で
、

一
日

も
怠

ら
ず

に
書

い
た

日
記

で
あ

る
。

計
十

一
万

字
ぐ

ら
い

。〔
略

〕
掲

載
し

た
の

は
選

訳
」

な
ど

と
示

し
て

い
る

。
『

北
岸

部
隊

』
の

117頁
～

126頁
8行

目
ま

で
が

訳
さ

れ
た

。

北
岸

部
隊

「
十

月
十

九
日

　
晴

」
の

部
分

北
岸

部
隊

中
央

公
論

社
1939年

1月

日
記

形
式

の
従

軍
記

。
〈

私
〉

が
起

床
し

て
か

ら
出

発
す

る
ま

で
の

身
支

度
や

、
進

軍
中

に
河

を
渡

る
様

子
な

ど
が

叙
述

さ
れ

る
。

ま
た

、「
支

那
人

」
の

死
体

な
ど

も
描

写
さ

れ
て

い
る

。

戰
綫

（
特

稿
）

哲
非

，
巴

侖
雜

志
（

上
海

）
1939年

第
4卷

第
2期

冒
頭

で
訳

者
が

「
林

芙
美

子
の

過
去

に
つ

い
て

は
早

く
も

皆
さ

ん
に

周
知

さ
れ

て
い

る
。

今
の

彼
女

は
「

銃
後

文
人

」
の

一
人

に
な

っ
た

。
（

略
）

一
部

を
選

ん
で

訳
」

し
た

な
ど

と
示

し
て

い
る

。
原

文
の

『
戦

線
』

95頁
8行

目
～

107頁
が

訳
さ

れ
た

。

戦
線「（

十
二

信
）」  

の
途

中
か

ら
「（

十
三

信
）」

ま
で

戦
線

朝
日

新
聞

社
1938年

12月

書
簡

体
の

従
軍

記
。

兵
隊

が
妻

に
宛

て
た

手
紙

の
こ

と
や

記
者

の
様

子
、「

支
那

兵
」

が
間

違
っ

て
道

を
た

ず
ね

に
来

た
こ

と
、

「
戦

線
」

や
行

軍
の

様
子

な
ど

が
示

さ
れ

て
い

る
。〈

私
〉

が
日

本
に

い
る

母
へ

呼
び

か
け

た
感

傷
的

な
叙

述
も

な
さ

れ
て

い
る

。

就
職

美
彌

國
藝

（
南

京
）

1940年
創

刊
號

1
月

15日

掲
載

誌
『

國
藝

』
は

文
芸

誌
で

、
創

刊
号

の
翻

訳
は

林
芙

美
子

作
品

の
み

。
訳

者
の

言
葉

に
「『

林
芙

美
子

短
編

集
』

の
「

葡
萄

岸
畔

」
巻

の
「

就
職

」
に

基
づ

い
て

訳
し

た
」

と
あ

る
が

、
こ

れ
は

右
「

備
考

」
欄

で
提

示
し

た
『

葡
萄

の
岸

　
下

巻
』

の
こ

と
。

就
職

婦
人

公
論

24巻
12号

1939年
12月

女
主

人
公

埼
子

が
好

意
を

抱
く

健
一

や
、

そ
の

同
級

生
が

満
州

等
で

の
就

職
を

ひ
か

え
た

「
昏

い
」

心
情

な
ど

が
描

か
れ

て
い

る
。

本
作

は
「

葡
萄

の
岸

ノ
ー

ト
」（『

葡
萄

の
岸

　
下

巻
』

実
業

之
日

本
社

、
1940年

11月
）

に
「

好
き

な
作

品
」

と
示

さ
れ

て
い

る
。

給
周

作
人

氏
：

好
久

不
見

了
岳

蓬
吾

友
（

北
京

）
1941年

第
1卷

第
47期

『
吾

友
』

は
総

合
誌

。
訳

者
の

言
葉

に
『

文
藝

』
5月

号
に

基
づ

い
て

訳
し

た
と

あ
り

。
周

作
人

氏
へ

文
藝

9巻
5号

1941年
5月

「
一

大
決

心
を

し
て

日
本

へ
」

来
て

欲
し

い
周

作
人

へ
宛

て
た

書
簡

体
形

式
で

、
北

京
の

大
学

の
こ

と
や

馮
沅

、
謝

冰
瑩

、
魯

迅
、

方
紀

生
の

こ
と

な
ど

が
示

さ
れ

て
い

る
。
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隨
軍

日
記

魏
都

麗
日

本
評

論
（

上
海

）
1941年

第
2卷

第
8期

「
隨

軍
日

記
」

は
前

出
「

北
岸

部
隊

」（『
上

海
婦

女
』）

と
同

じ
も

の
だ

が
、

冒
頭

の
「

訳
者

の
言

葉
」

が
省

か
れ

て
い

る
。

北
岸

部
隊

「
十

月
十

九
日

　
晴

」
の

部
分

北
岸

部
隊

中
央

公
論

社
1939年

1月

＊
前

出
作

品
。

夫
婦

（
待

續
）

曹
彥

新
婦

女
月

刊
（

武
漢

）
1941年

第
5期

『
新

婦
女

月
刊

』
の

同
号

に
は

林
芙

美
子

作
品

の
翻

訳
の

み
掲

載
さ

れ
て

い
る

。
原

作
「

夫
婦

」（『
婦

人
倶

楽
部

』）
の

548頁
6行

目
ま

で
が

訳
さ

れ
た

。

夫
婦

（
★

）
婦

人
倶

楽
部

15巻
6号

1934年
6月

妻
帯

者
の

啓
二

が
、

見
知

ら
ぬ

人
妻

の
女

性
と

親
し

く
な

り
そ

の
女

性
の

家
へ

行
き

、
妻

の
地

味
な

生
活

に
つ

い
て

の
不

平
を

話
し

出
す

こ
と

が
描

出
さ

れ
て

い
る

。

夫
婦

（
二

）
曹

彥
新

婦
女

月
刊

1941年
第

6期
訳

文
末

に
「

一
九

四
一

年
三

月
十

七
日

訳
了

」
と

示
さ

れ
て

い
る

。
同

上
同

上
啓

二
は

再
び

人
妻

の
家

へ
行

き
今

度
は

宿
泊

ま
で

す
る

が
、

そ
れ

を
知

っ
た

妻
が

置
手

紙
を

し
て

実
家

へ
戻

り
、

夫
婦

が
互

い
を

思
い

遣
る

大
切

さ
が

示
さ

れ
る

。

初
雷

（
未

完
）

曹
彥

新
婦

女
月

刊
1941年

第
7期

掲
載

誌
『

新
婦

女
月

刊
』

は
婦

人
雑

誌
。

初
雷

牡
蠣

改
造

社
1935年

9月

修
吉

の
妻

で
あ

る
縫

子
は

、
修

吉
の

亡
く

な
っ

た
前

妻
與

志
子

の
友

人
で

あ
っ

た
と

い
う

こ
と

や
、

縫
子

が
與

志
子

の
子

供
と

馴
染

め
な

い
様

子
が

綴
ら

れ
て

い
る

。

初
雷

（
續

）
曹

彥
新

婦
女

月
刊

1941年
第

8期
同

上
同

上
同

上
修

吉
と

縫
子

が
結

婚
す

る
前

、
與

志
子

が
二

人
に

裏
切

ら
れ

て
い

く
さ

ま
が

描
か

れ
て

い
る

。
修

吉
と

縫
子

の
逢

瀬
や

、
與

志
子

と
子

供
の

転
居

が
示

さ
れ

て
い

る
。

初
雷

（
續

）
曹

彥
新

婦
女

月
刊

1941年
第

9期
訳

文
の

文
末

に
「（

未
完

）」
と

示
さ

れ
て

い
る

と
お

り
、

原
作

「
初

雷
」

の
最

後
ま

で
訳

さ
れ

ず
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
。

同
上

同
上

病
死

し
た

與
志

子
の

死
水

を
子

供
が

一
人

で
と

っ
た

こ
と

や
そ

の
後

の
修

吉
と

縫
子

の
こ

と
、

子
供

の
部

屋
に

與
志

子
の

写
真

が
貼

っ
て

あ
る

こ
と

が
示

さ
れ

る
。

女
僕

的
遭

遇
岳

蓬
東

亞
聯

盟
（

北
京

）
1942年

第
4 /5期

「
林

芙
美

子
特

輯
」

完
訳

さ
れ

ず
に

全
体

の
9割

ほ
ど

が
『

東
亞

聯
盟

』
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
。

葡
萄

の
岸

日
本

評
論

10巻
10号

1935年
10月

都
会

の
裕

福
な

吉
澤

寛
三

の
家

に
初

奉
公

す
る

地
方

出
身

の
よ

し
ゑ

が
、

寛
三

に
遊

ば
れ

て
次

第
に

世
の

中
や

都
会

の
暮

ら
し

に
疑

問
を

抱
く

こ
と

が
示

さ
れ

る
。

商
人

和
農

夫
田

星
『

東
亞

聯
盟

』
は

東
亜

聯
盟

の
機

関
紙

。
東

亜
聯

盟
の

研
究

を
名

義
に

中
日

親
善

を
宣

揚
し

た
。

な
お

南
京

と
広

州
の

東
亜

聯
盟

も
同

名
誌

を
発

行
。

商
人

と
百

姓
報

知
新

聞
1937年

3
月

2
日

～
3月

4日

エ
ッ

セ
ー

。
田

舎
の

信
州

へ
帰

っ
た

と
き

に
、

都
会

の
生

活
に

反
駁

心
が

お
き

た
こ

と
が

綴
ら

れ
て

い
る

。
商

人
や

行
商

人
の

厳
し

い
生

活
に

つ
い

て
も

示
さ

れ
る

。

我
的

文
學

生
活

丁
敏

訳
文

末
に

「『
林

芙
美

子
選

集
』

第
3巻

「
文

学
的

自
叙

伝
」

よ
り

翻
訳

」
と

示
さ

れ
て

い
る

。
私

の
文

学
生

活
改

造
19巻

8号
1937年

8月

自
伝

的
作

品
。

再
訪

し
た

い
巴

里
の

こ
と

や
子

供
の

頃
に

過
ご

し
た

九
州

や
尾

道
の

こ
と

、
上

京
時

や
旅

の
こ

と
な

ど
を

述
懐

し
、

仕
事

へ
の

意
欲

が
示

さ
れ

て
い

る
。
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中国における林芙美子の翻訳状況（戦前・戦時）

巴
黎

的
追

憶
肇

源
立

言
畫

刊
（

北
京

）
1942年

第
211期

同
号

に
は

林
芙

美
子

作
品

の
み

掲
載

さ
れ

て
い

る
。「

巴
黎

的
追

憶
」

は
「

世
界

知
識

」
欄

に
掲

載
さ

れ
た

。
ま

た
訳

文
は

、
原

作
を

部
分

的
に

抽
出

し
て

意
訳

さ
れ

た
と

推
定

で
き

る
。

巴
里

の
思

ひ
出

、
部

分
改

造
時

局
版

8
22巻

13号
1940年

7月

原
作

を
抽

出
し

て
意

訳
さ

れ
た

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
原

作
全

体
の

内
容

は
ま

と
め

て
以

下
に

記
し

て
お

く
。

26歳
の

〈
私

〉
が

巴
里

の
14区

に
暮

ら
し

た
と

き
の

物
価

や
日

常
品

の
こ

と
が

示
さ

れ
、

巴
里

と
日

本
人

の
生

活
が

比
較

さ
れ

た
り

し
て

い
る

。
ま

た
、

フ
ラ

ン
ス

人
と

ド
イ

ツ
人

に
つ

い
て

や
、

巴
里

の
美

術
品

や
風

景
、

古
い

街
路

な
ど

に
つ

い
て

も
叙

述
さ

れ
て

い
る

。

巴
黎

的
追

憶
肇

源
立

言
畫

刊
1942年

第
212期

訳
文

末
に

訳
者

の
言

葉
と

し
て

、「
改

造
十

三
号

に
よ

る
。〔

略
〕

原
著

の
素

晴
ら

し
い

章
節

を
訳

し
て

読
者

の
皆

さ
ん

に
饗

す
る

」
な

ど
と

あ
り

。

同
上

同
上

旋
律

下
的

巴
黎

一
：

流
浪

者
的

寄
宿

舎

肇
源

立
言

畫
刊

1942年
第

218期
『

立
言

畫
刊

』
は

週
刊

娯
楽

画
報

誌
。

1938年
10月

1日
か

ら
1945年

8月
に

発
行

さ
れ

た
。

「
旋

律
下

的
巴

黎
」

は
「

世
界

知
識

」
欄

に
掲

載
。

日
本

で
発

行
さ

れ
た

掲
載

誌
は

未
確

認

同
左

訳
文

に
、

パ
リ

に
失

業
者

が
多

い
こ

と
、「

パ
リ

政
府

が
戦

後
、

失
業

者
に

救
済

機
構

」
で

援
助

し
た

こ
と

に
関

す
る

エ
ピ

ソ
ー

ド
が

示
さ

れ
た

り
し

て
い

る
が

、
対

応
す

る
日

本
語

作
品

は
不

明
。

旋
律

下
的

巴
黎

二
：

奴
隸

女
僕

的
豪

語

肇
源

立
言

畫
刊

1942年
第

219期
同

上
同

上
同

上
訳

文
に

、「
パ

リ
の

下
層

社
会

の
悲

劇
で

あ
る

下
女

」
が

言
及

さ
れ

、
西

洋
が

変
わ

れ
ば

中
国

式
の

下
女

も
奥

様
に

変
わ

る
だ

ろ
う

な
ど

と
示

さ
れ

て
い

る
が

、
対

応
す

る
日

本
語

作
品

は
不

明
。

旋
律

下
的

巴
黎

三
：

紅
塵

内
的

可
憐

蟲

肇
源

立
言

畫
刊

1942年
第

220期
同

上
同

上
同

上
訳

文
に

、
フ

ラ
ン

ス
の

女
性

淫
売

の
こ

と
や

、
中

国
人

が
フ

ラ
ン

ス
の

酒
と

夫
人

を
賛

嘆
す

る
の

は
、

フ
ラ

ン
ス

社
会

の
裏

面
を

知
ら

な
か

っ
た

か
ら

だ
と

い
う

こ
と

な
ど

が
示

さ
れ

て
い

る
が

対
応

す
る

作
品

は
不

明
。

旋
律

下
的

巴
黎

綺
麗

小
姐

的
靈

魂
肇

源
立

言
畫

刊
1942年

第
221期

訳
文

末
に

「（
未

完
）」

と
あ

り
。

同
上

同
上

訳
文

に
、

娼
妓

「
綺

麗
」

の
生

活
と

仕
事

ぶ
り

な
ど

が
描

か
れ

て
い

る
が

、
こ

れ
に

対
応

す
る

作
品

は
不

明
。

旋
律

下
的

巴
黎

綺
麗

小
姐

的
靈

魂
肇

源
立

言
畫

刊
1942年

第
222期

同
上

同
上

同
上

訳
文

に
、「

綺
麗

」
が

弱
り

、
つ

い
亡

く
な

り
、

教
会

で
神

父
に

祈
祷

さ
れ

た
こ

と
や

、
天

国
で

皇
后

と
貴

姫
の

「
下

女
」

と
な

り
「

太
監

」
と

同
じ

よ
う

に
特

殊
な

地
位

も
与

え
ら

れ
る

だ
ろ

う
と

い
っ

た
こ

と
が

示
さ

れ
て

い
る

が
、

対
応

す
る

作
品

は
不

明
。

旋
律

下
的

巴
黎

五
：

汽
車

女
郎

的
迷

惘

肇
源

立
言

畫
刊

1942年
第

223期
同

上
同

上
同

上
訳

文
に

、「
綺

麗
と

菲
芳

」
の

同
業

者
の

狡
猾

さ
や

、「
美

人
の

罠
」

に
ひ

っ
か

か
っ

た
男

性
の

遭
遇

に
つ

い
て

叙
述

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

れ
に

対
応

す
る

作
品

は
不

明
。

運
命

之
旅

金
戈

婦
女

雜
志

（
北

京
）

1943年
第

4卷
第

10期

「
日

本
女

作
家

作
品

特
輯

」
に

掲
載

さ
れ

た
。

紹
介

と
し

て
「

林
芙

美
子

が
中

国
戦

線
か

ら
帰

国
し

た
後

に
書

い
た

作
品

で
、

題
材

は
中

国
の

土
地

と
人

で
あ

る
が

、
日

本
人

作
家

の
戦

争
に

対
す

る
理

念
と

精
神

を
も

表
し

て
い

る
。」

な
ど

と
あ

り
。

運
命

の
旅

日
の

出
11巻

8号
1942年

8月

日
本

軍
が

攻
め

て
き

て
四

襟
と

夫
の

黄
土

が
山

に
逃

げ
る

も
空

襲
が

あ
り

、
次

い
で

非
難

し
た

南
京

の
街

は
火

事
が

広
が

っ
て

い
た

。
湖

南
と

四
川

の
兵

隊
を

非
難

し
、

日
本

兵
を

賛
美

す
る

描
写

が
な

さ
れ

な
が

ら
、

黄
土

が
た

く
ま

し
く

生
き

る
様

子
が

描
か

れ
て

い
る

。
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蘇
門

答
臘

：〝
西

風
之

島
〟〝

黃
木

之
島

〟
這

南
國

的
名

字
！

（
待

續
）

明
模

新
東

方
雜

志
（

上
海

）
1943年

第
8卷

第
2期

『
新

東
方

雜
志

』
は

汪
政

権
の

総
合

誌
。

原
作

は
連

載
（

上
下

）
さ

れ
た

が
、「

蘇
門

答
臘

」
で

は
第

一
回

目
の

み
訳

さ
れ

て
い

る
。

サ
ブ

タ
イ

ト
ル

に
見

受
け

ら
れ

る
〝

黃
木

之
島

〟
は

、
原

文
に

「
黄

木
の

島
」

と
示

さ
れ

て
い

る
。

ス
マ

ト
ラ

―
西

風
の

島
―

改
造

25巻
6号

1943年
6月

南
へ

来
て

約
半

年
に

な
る

〈
私

〉
が

、
目

に
し

た
南

方
を

提
示

し
た

り
し

な
が

ら
、

ス
マ

ト
ラ

を
横

断
す

る
。

パ
レ

ン
バ

ン
や

、
日

本
語

を
教

え
る

瑞
穂

学
園

、
ゴ

ム
園

、
便

所
、

河
な

ど
が

叙
述

さ
れ

て
い

る
。

大
學

生
許

竹
園

太
平

（
太

平
月

刊
畫

報
、

上
海

）
1943年

第
1卷

第
5期

『
太

平
』

は
『

太
平

月
刊

畫
報

』
と

も
言

い
、

日
本

占
領

時
期

の
上

海
で

発
行

さ
れ

た
総

合
画

報
誌

。「
大

學
生

」
は

、
横

光
利

一
、

丹
羽

文
雄

、
葉

山
嘉

樹
、

火
野

葦
平

、
佐

多
稲

子
等

の
訳

作
と

共
に

同
年

、
太

平
書

局
出

版
の

章
克

標
（

許
竹

園
）

訳
『

現
代

日
本

小
説

選
集

』
に

収
録

さ
れ

て
い

る
。

大
学

生
婦

人
公

論
24巻

10号
1939年

10月

大
学

卒
業

を
来

年
に

ひ
か

え
た

5人
の

大
学

生
と

、
彼

ら
が

湯
ヶ

島
で

出
会

っ
た

娘
の

交
流

が
描

か
れ

る
。

淡
い

感
情

も
あ

る
中

で
、

彼
ら

が
就

職
や

兵
隊

と
し

て
の

出
征

に
縛

ら
れ

て
い

く
あ

り
さ

ま
が

示
さ

れ
て

い
る

。

勿
忘

草
凌

冰
中

國
文

藝
（

北
京

）
1943年

第
8卷

第
2期

掲
載

誌
『

中
國

文
藝

』
は

張
深

切
な

ど
が

編
集

。
発

行
所

を
転

々
と

し
、

中
国

文
芸

社
や

人
々

書
店

、
華

北
文

化
書

局
と

度
々

変
更

し
た

。
親

日
文

芸
誌

。

勿
忘

草
少

女
の

友
夏

期
増

刊
号

31巻
10号

1938年
8月

熊
本

の
女

学
校

に
赴

任
し

た
姉

の
与

志
子

と
、

東
京

か
ら

姉
に

会
い

に
来

た
妹

国
子

が
赤

瀬
で

ひ
と

夏
を

過
ご

し
た

と
き

、
同

地
で

合
宿

中
の

女
学

生
千

代
子

の
体

調
が

急
変

し
熊

本
で

亡
く

な
る

こ
と

が
描

か
れ

て
い

る
。

肥
皂

岳
蓬

敦
鄰

（
北

京
）

1944年
第

2卷
第

5期

掲
載

誌
『

敦
鄰

』
は

汪
政

権
よ

り
の

総
合

月
刊

誌
。

石
鹸

蜜
蜂

創
元

社
1939年

11月

京
都

へ
行

っ
た

〈
私

〉
が

今
は

亡
き

芸
者

道
子

の
こ

と
を

回
想

し
、

そ
の

妹
だ

と
い

う
菊

代
と

墓
参

り
に

行
っ

た
り

住
む

家
を

探
し

た
り

し
て

最
後

に
石

鹸
を

買
う

。

我
的

自
傳

林
□

□
（「

□
□

」
は

判
読

不
可

）

婦
女

雜
志

（
北

京
）

1944年
第

5卷
第

11期

1936年
に

発
表

さ
れ

た
「

林
芙

美
子

的
自

傳
」

と
同

じ
。

た
だ

し
「

我
的

自
傳

」
は

、
原

文
「

日
本

の
犀

星
氏

、
春

夫
氏

も
」

以
降

を
訳

し
て

い
な

い
。

文
学

的
自

叙
伝

新
潮

32巻
8号

1935年
8月

＊
前

出
作

品
。

就
職

羅
雅

子
婦

女
雜

志
1944年

第
5卷

第
11期

1940年
に

翻
訳

掲
載

さ
れ

た
「

就
職

」（『
國

藝
』）

と
同

じ
作

品
。

就
職

婦
人

公
論

24巻
12号

1939年
12月

＊
前

出
作

品
。

放
浪

記
凌

冰
吾

友
（

北
京

）
1944年

第
4卷

第
22期

＊
前

出
作

品
だ

が
、

訳
さ

れ
た

箇
所

は
原

作
「

淫
売

婦
と

飯
屋

」
の

約
4分

の
3以

降
に

あ
た

る
。

淫
売

婦
と

飯
屋

―
放

浪
記

―
女

人
藝

術
3巻

6号
1930年

6月
号

＊
前

出
作

品
。

中
國

印
象

記
湘

文
新

生
（

広
州

）
1945年

第
2期

『
新

生
』

は
総

合
誌

。
同

号
で

女
性

作
家

の
翻

訳
は

林
芙

美
子

の
み

。
訳

文
に

は
、

原
作

に
示

さ
れ

て
い

な
い

小
見

出
し

が
、

6点
付

さ
れ

て
い

る
。

中
國

之
旅

華
文

大
阪

毎
日

第
4巻

第
1期

1940年
1月

1日

中
国

語
の

エ
ッ

セ
ー

。
結

婚
す

る
前

、
中

国
の

言
葉

に
憧

れ
訪

問
し

た
い

と
思

っ
て

い
た

こ
と

や
、

杭
州

や
蘇

州
、

北
京

等
を

訪
問

し
た

と
き

の
感

慨
が

示
さ

れ
る

。
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中国における林芙美子の翻訳状況（戦前・戦時）

林
芙

美
子

歐
行

日
記

抄
摘

譯
岳

蓬
敦

鄰
（

北
京

）
1945年

第
3卷

第
1期

『
敦

鄰
』

に
掲

載
さ

れ
た

訳
文

は
、

原
作

『
憂

愁
日

記
』

の
190- 193頁

に
該

当
す

る
。

憂
愁

日
記

憂
愁

日
記

中
央

公
論

社
1939年

11月

『
憂

愁
日

記
』

に
は

、
巴

里
に

着
い

た
と

き
か

ら
帰

国
後

の
こ

と
が

、
日

記
形

式
で

綴
ら

れ
て

い
る

。
該

当
箇

所
に

は
、

上
海

へ
入

港
し

た
際

、
内

山
書

店
へ

行
っ

た
り

魯
迅

に
会

っ
た

り
し

た
こ

と
な

ど
が

示
さ

れ
て

い
る

。

付
記

：（
1）「

大
成

老
舊

刊
全

文
數

據
庫

」
と

「
全

國
報

刊
索

引
」

に
お

い
て

重
複

す
る

訳
文

掲
載

情
報

は
、「

大
成

老
舊

刊
全

文
數

據
庫

」
の

欄
に

の
み

示
し

た
。

（
2）

訳
文

掲
載

誌
の

発
行

地
に

「
北

平
」

表
記

も
見

受
け

ら
れ

た
が

、
本

一
覧

表
で

は
「

北
京

」
に

統
一

し
て

示
し

た
。

（
3  ）

原
作

の
初

出
誌

の
調

査
に

あ
た

っ
て

は
、『

近
代

文
学

研
究

叢
書

　
第

69巻
』（

昭
和

女
子

大
学

近
代

文
学

研
究

室
編

、
1995年

3月
）

所
収

の
平

井
法

「
二

　
著

作
年

表
」

を
基

礎
資

料
と

し
、

浦
野

利
喜

子
・

久
保

卓
哉

「
林

芙
美

子
全

集
に

未
収

録
の

作
品

に
つ

い
て

　
附

資
料

　
林

芙
美

子
全

集
（

文
泉

堂
出

版
）

未
収

録
作

品
リ

ス
ト

」『
福

山
大

学
人

間
文

化
学

部
紀

要
』

12巻
（

2012年
3月

）
と

山
下

聖
美

「
林

芙
美

子
に

お
け

る
台

湾
、

中
国

、
満

州
、

朝
鮮

―
―

基
礎

資
料

の
提

示
と

今
後

の
研

究
課

題
」『

日
本

大
学

芸
術

学
部

紀
要

』
56号

（
2012年

）
を

参
照

し
た

。
な

お
本

一
覧

表
の

★
印

は
、

上
記

の
リ

ス
ト

に
初

出
誌

が
明

示
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
作

品
で

あ
る

。（
本

一
覧

表
作

成
期

間
：

2017年
11月

～
2019年

6月
）

※
一

覧
表

作
成

後
、

廣
畑

研
二

編
著

『
林

芙
美

子
全

文
業

録
　

未
完

の
放

浪
』（

論
創

社
、

2019年
6月

28日
）

が
発

行
さ

れ
た

が
、

★
印

の
初

出
情

報
は

提
示

さ
れ

て
い

る
。

二
、

訳
書

タ
イ

ト
ル

訳
者

収
録

先
（

シ
リ

ー
ズ

名
）

発
行

地
、

版
元

発
行

年
な

ど
収

録
作

品
、

特
記

事
項

な
ど

牡
蠣

及
其

他
張

建
華

陸
少

懿
，

吳
朗

西
主

編
〝

現
代

日
本

文
學

叢
刊

〟
右

欄
を

参
照

さ
れ

た
い

『
牡

蠣
及

其
他

』
は

、
1936年

10月
4日

付
『

申
報

』（
上

海
版

）
の

「
文

化
生

活
出

版
社

新
編

叢
書

四
種

預
告

」  に
お

い
て

、  「
現

代
日

本
文

学
叢

刊
」  の

一
書

と
し

て
紹

介
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

実
物

は
確

認
で

き
ず

、  
出

版
年

や
出

版
地

、
訳

者
、

収
録

作
品

等
か

ら
、

下
欄

の
『

枯
葉

』
に

改
題

し
出

版
さ

れ
た

と
推

定
で

き
る

。

枯
葉

張
建

華
現

代
日

本
文

學
叢

刊
80

上
海

：
文

化
生

活
出

版
社

1937年
5月

（
計

213頁
）

付
録

（
197 –213頁

）「
我

的
履

歷
」

収
録

作
品

は
「

愛
哭

的
小

鬼
頭

」「
牡

蠣
」「

枯
葉

」。
ま

た
付

録
と

し
て

「
我

的
履

歷
」

も
収

め
ら

れ
て

い
る

が
、

文
末

に
「

一
九

三
六

年
二

月
十

二
日

補
記

」
と

示
さ

れ
て

い
る

。

放
浪

記
崔

萬
秋

新
時

代
文

藝
叢

書
上

海
：

新
時

代
書

局
1932年

1月
（

計
140頁

、
19×

14 cm
）

付
録

（
123 –140頁

）：「
林

芙
美

子
訪

問
記

」

収
録

作
品

は
、「

放
浪

記
以

前
」「

失
足

女
和

飯
店

」「
取

消
了

目
標

」「
紅

的
拖

鞋
」「

女
流

氓
」「

八
山

旅
館

」。
本

書
に

は
林

芙
美

子
が

崔
萬

秋
に

宛
て

た
書

簡
等

も
付

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

付
録

と
し

て
「

林
芙

美
子

訪
問

記
」

が
収

録
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

は
崔

萬
秋

が
訪

日
中

に
林

芙
美

子
を

訪
問

し
た

こ
と

が
記

さ
れ

て
い

る
。

放
浪

記
：

足
本

崔
萬

秋
世

界
文

學
名

著
上

海
：

啓
明

書
局

1937年
2月

（
計

72頁
、

19×
13 cm

）
付

録
（

64 –72頁
）：「

林
芙

美
子

訪
問

記
」

上
海

図
書

館
の

所
蔵

情
報

に
よ

れ
ば

、
巻

頭
に

「
放

浪
記

以
前

」
が

あ
り

巻
末

に
は

「
林

芙
美

子
訪

問
記

」
が

収
録

さ
れ

て
お

り
、

そ
の

他
、「

賣
婬

婦
與

飯
館

」「
取

消
了

目
標

」「
紅

的
拖

鞋
」「

女
流

氓
」「

八
山

旅
館

」
の

五
篇

が
収

め
ら

れ
て

い
る

。

放
浪

記
崔

萬
秋

世
界

文
學

名
著

上
海

：
啓

明
書

局
1939年

（
計

72頁
、

19×
13 cm

）
付

録
（

64 –72頁
）：「

林
芙

美
子

訪
問

記
」

※
1937年

啓
明

書
局

版
の

再
版

。

実
見

し
た

本
書

の
「

奥
付

」
に

は
、「

中
華

民
国

二
十

六
年

二
月

初
版

　
中

華
民

国
二

十
八

年
一

月
再

版
」

と
あ

る
た

め
、

1937年
版

『
放

浪
記

』
の

再
版

で
あ

り
、

収
録

内
容

も
同

じ
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
本

書
の

は
じ

め
に

、
崔

万
秋

に
よ

る
「

小
引

」（「
序

」）
が

示
さ

れ
て

お
り

、
文

末
に

は
「

崔
萬

秋
記

於
上

海
，

廿
六

年
一

月
」

と
示

さ
れ

て
い

る
。「

小
引

」
に

続
い

て
「

放
浪

記
以

前
（

作
者

的
自

傳
）」

な
ど

が
収

録
さ

れ
て

い
る

。
な

お
、

王
向

遠
『

日
本

文
學

漢
譯

史
』（

寧
夏

人
民

出
版

社
、

2007年
）

で
は

、
本

書
の

版
元

を
「

上
海

啓
智

書
局

1937 , 1939」
と

し
て

い
る

が
、

正
し

く
は

「
啓

明
書

局
」

で
あ

る
。
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●訳文掲載誌の基本情報一覧表

掲載誌 基本情報

万象 1934年に創刊し、1935年第3期終刊した。不定期発行。図像豊富な文芸誌。

文學季刊 1934年1月1日に北京で創刊したが、華北事変を機に編集者や執筆者が抗日運動に身を投じたことに
よって1935年12月16日終刊、計8期。鄭振鐸、章靳以主編の文芸誌で、30年代中期において中国北
部における最も影響力の強い大型文芸誌とされている。

時事類編 1933年8月に中山文化教育館上海で創刊、1942年1月1日に終刊した。1937年9月15日より『時事類
編特刊』に改名される。中山文化教育館によって編集発行された。政論中心。

中國公論 1939年4月1日に北京で創刊し、1944年1月1日に終刊した、中国公論社発行の政治季刊誌。「国家建
設の促進、国際問題の検討、東方文化の発揚、反共運動の強化」を趣旨とし、論述、訳述、文芸など
の欄がある。

時輿潮 1943年3月15日に時輿潮社が重慶で創刊した。1946年5月15日に終刊。文芸誌。

橄欖月刊 1930年に創刊、1933年に終刊した。南京線路社発行の文芸誌（1）。

新時代 1931年8月1日に上海で創刊し、1934年2月1日の第6巻第2期をもって停刊する。1937年元日に復刊、
同年4月1日の第7巻第4期をもって終刊。上海新時代書局発行、曾今可編集。包容力のある、活発な
議論を許容する文芸月刊誌とされている。

現代文學評論 1931年4月10日に創刊し、同年10月20日に終刊、計7期。上海現代書局発行の文芸誌。「民族主義文
芸運動」の同人らが創刊した文芸誌で、「民族主義文学」を宣揚し、中国プロレタリア文学を蔑む。

小說 1934年5月に上海で創刊。はじめは月刊だが第3期より隔週での発行となる。1935年3月1日第19期
をもって終刊。梁得所主編、大衆出版社発行。翻訳もあるが、創作が主な文芸誌。大衆文芸の実験台
になることを目指し、流派を問わず作品を掲載する方針。

太平洋月刊 1934年5月創刊。上海で発行。

實報半月刊 1935年10月に北京で創刊、1938年に終刊、計18期。「消息を報道、学術に貢献、文芸を紹介」を編集
方針とする総合雑誌。

人間世 1934年4月5日に上海で創刊、1935年12月20日第42期をもって停刊とされているが、その後1936年
新第1期、新第2期を発行する。上海良友図書印刷公司出版発行、林語堂主編の文芸誌。

東流 1934年8月1日に東京で創刊、1936年11月15日第3巻第2期をもって終刊、計14期。中国左翼作家聯
盟東京分盟の機関紙であるが、東京東流文芸月刊社の名義を借りて編集、出版、発行。林焕平、陳達
人が主編。寄稿者には魯迅、郭沫若がいる。創作のほか、外国文学作品や、流派、動態も積極的に紹
介する文芸誌。

文摘 1937年1月1日に上海で創刊、月刊。復旦大学文摘社編集、黎明書局発行。日中戦争が勃発したため、
同年9月28日「文摘戰時旬刊」に改名され、新たに1号から発行された。第16期から武漢に、第34期
から重慶に移転。1945年12月に上海に戻り、もとの雑誌名「文摘」になった。文芸誌。

明明 1937年3月に撫順で「月刊満州社」の援助により創刊、1937年8月（第6期）より文芸誌となる。編
集者も発行人も日本人になっているが、事実上編集に取り組んだのは古丁を筆頭とする中国人文学青
年である。東北淪陥地区の文壇に大きな影響力を持つ。

華南公論 1939年創刊、華南文化協会総務部発行。抗日に反対し、「平和救国」「新東亜秩序」を鼓吹する立場で、
中日両国の社会、政治、文化を紹介する。

上海婦女 1938年4月20日に創刊し、1940年6月1日に終刊。上海発行。主に各地の女性の抗日活動と世界各国
の女性の動態を掲載したが、時事新聞や婦人伝記、作品なども紹介する。「時事」「訳著」「文藝園地」

「名人伝記」などの欄がある。

雜志 1938年5月10日に創刊し、1945年8月に終刊、計89期、上海で発行された。その間、数度停刊し、復
刊する。前期は転載を中心とする総合誌、後期は創作が主な文芸誌。

國藝 1940年１月に南京で創刊した。文芸月刊、中国文芸協会編集発行。東方固有文化の発揚を趣旨に文芸
を研究する立場を取った。内容が幅広く、日本文学が多く紹介されている。協会の顧問に、奥宮正澄、
西里龍夫、赤星篤光、柳町精、伊藤左右三郎などの名前が連なっており、「創刊献辞」には汪兆民の
腹心である梁鴻志の言葉が載っている。

吾友 1940年12月21日に創刊し、1945年6月15日第5巻第11期をもって終刊。北京発行の総合誌。
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中国における林芙美子の翻訳状況（戦前・戦時）

日本評論 1932年7月に創刊し、1945年3月に終刊した。はじめは「日本評論三日刊」。日本研究会が東京で編
集・出版した抗日雑誌だったが、1940年に上海へ移転して以降、親日雑誌へと変わる。

新婦女月刊 1940年12月から1941年7月に武漢で発行された月刊婦人誌。

東亞聯盟 1940年6月に北京で創刊、1945年1月に終刊した。中国東亜聯盟協会の機関紙で、東亜聯盟研究の名
義で中日親善を宣揚。広州などの東亜聯盟も同名雑誌を発行していた。

立言畫刊 1938年10月1日から1945年8月に北京で発行された週刊娯楽画報誌。

婦女雜志 1940年9月に北京で創刊し、1945年7月に終刊。日本華北派遣軍報道部所属の武徳新聞社が発行出版
した婦人誌。日本占領時期の北京において、最も長く発行された婦人誌。

新東方雜志 1940年3月に創刊し、1944年1月2日に終刊した。上海発行。汪政権の月刊総合誌。

太平 1942年8月に上海で創刊し、1944年8月第3巻第1期をもって終刊。太平画刊によって編集、発行され
た総合画報誌。表紙には「太平月刊畫報」とある。

中国文藝 1939年9月1日に北京で創刊し、1943年11月に終刊した。計51期。張深切など編集。中国文芸社、
人々書店、華北文化書局といったように発行所を度々変更。親日文芸誌。

敦隣 1944年1月に華北善隣会が北京で創刊、1945年3月第3巻第2/3期をもって終刊。王真夫編。政治、文
化などの論述や訳文を掲載し、「中日親善」「東亜共栄」を宣揚する汪政権よりの総合月刊誌。

新生 1945年6月に広州で創刊し、1945年8月第三期終刊。新生出版社出版の総合誌。

付記：・「翻訳作品一覧表」の掲載順に表示した。
　　　・「北平」は「北京」表記に統一して示した。

註
（1） 　伍傑主編『中文期刊大詞典（上下）』（北京：北京大學出版社、2000年）では上海発行とするが、正しくは南京発

行である。

参考文献
中國社會科學院文學研究所編『中國現代文學期刊目録匯編』北京：知識産権出版社、2010年
吳俊、李今、劉曉麗、王彬彬主編『中國現代文學期刊目錄新編（上中下）』上海：上海人民出版社、2010年
伍傑主編『中文期刊大詞典（上下）』北京：北京大學出版社、2000年
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解
　
題

　
本
書
は
︑
神
奈
川
県
称
名
寺
所
蔵
（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
管
理
）
に
な
る

国
宝
称
名
寺
聖
教
の
う
ち
の
一
書
で
︑
覚
明
房
長
西
（
一
一
八
四
︱
一
二
六
六
︑

以
下
長
西
と
略
称
）
の
撰
述
で
あ
る
︒

　
長
西
は
︑
法
然
房
源
空
（
一
一
三
三
︱
一
二
一
二
︑
以
下
法
然
と
略
称
）
の
門

弟
で
あ
り
︑
後
に
九
品
寺
流
と
呼
ば
れ
る
一
派
を
形
成
し
た
︒
法
然
が
︑
阿

弥
陀
仏
は
本
願
に
称
名
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
を
誓
わ
れ
た
と
し
て
︑
称
名

念
仏
一
行
に
よ
る
救
い
を
説
い
た
の
に
対
し
︑
長
西
は
︑
念
仏
以
外
の
諸
行

も
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
誓
わ
れ
た
行
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
か
ら
︑
そ
の

教
学
は
諸
行
本
願
義
と
評
さ
れ
︑
法
然
門
流
に
お
い
て
は
異
端
視
さ
れ
て
き

た（
1
）

︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
異
端
的
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
九
品

寺
流
は
早
い
段
階
で
廃
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
如
上
の
見
解

は
︑
九
品
寺
流
外
の
諸
師
の
所
伝
︑
す
な
わ
ち
第
三
者
の
説
に
依
拠
し
た
も

の
で
あ
り
︑
信
憑
性
と
い
う
部
分
で
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た（

2
）

︒
そ

れ
は
偏
に
長
西
自
身
の
著
作
の
ほ
と
ん
ど
が
散
逸
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す

る
︒

　
そ
の
後
︑
昭
和
初
期
に
金
沢
文
庫
が
調
査
さ
れ
た
際
に
︑
長
西
の
撰
述
を

含
む
九
品
寺
流
の
典
籍
が
複
数
顕
出
さ
れ
た
の
で
あ
る（

3
）

︒
こ
の
こ
と
は
︑
長

西
を
は
じ
め
と
し
た
九
品
寺
流
研
究
に
お
い
て
は
勿
論
︑
中
世
浄
土
教
研
究

に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
顕
出
さ
れ
た
史
資
料
の

貴
重
性
お
よ
び
重
要
性
は
誰
も
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
一

部
を
除
い
て
未
翻
刻
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
お
り
︑
本
書
も
そ
の
未
翻
刻
典

称
名
寺
聖
教
﹃
往
生
礼
讃
光
明
抄
﹄
翻
刻

佐
竹
真
城

資
料
紹
介
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籍
の
一
つ
で
あ
る
︒

　
本
書
は
︑
表
紙
中
央
に
﹁
往
生
礼
讃
光明
抄
三
巻
内
第
二
自
日
没

第
三
訖
後
序
﹂
と
の
標
題
が

記
さ
れ
︑
表
紙
右
下
に
は
﹁
湛
睿
﹂︑
表
紙
左
下
に
は
﹁
永
源
（
花
押
）﹂
と

あ
る
︒
撰
号
を
欠
く
も
の
の
︑
同
じ
く
﹁
光
明
抄
﹂
と
題
す
る
典
籍
を
撰
述

し
て
い
る
こ
と
や
︑
説
示
内
容
の
一
致
か
ら
︑
前
述
し
た
如
く
長
西
の
撰
述

と
見
て
大
過
な
い（

4
）

︒
そ
れ
を
永
源
な
る
人
物
が
書
写
し
︑
華
厳
宗
の
僧
に
し

て
称
名
寺
の
住
持
も
務
め
た
湛た
ん

睿え
い

（
一
二
七
一
︱
一
三
四
七
）
が
所
持
し
て
い

た
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

　
内
容
は
︑
書
名
が
示
す
よ
う
に
︑
善
導
（
六
一
三
︱
六
八
一
）
撰
﹃
往
生
礼

讃
偈
﹄（
以
下
﹃
礼
讃
﹄
と
略
称
）
の
文
言
に
対
し
て
︑﹁
●
●
等
事
﹂
と
小
分

け
に
し
て
見
出
し
を
立
て
︑
註
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
︒
称
名
寺
聖
教
と

し
て
は
巻
二
と
巻
三
の
合
冊
本
が
伝
存
し
て
い
る
が
︑
表
紙
に
は
﹁
三
巻

内
﹂
と
あ
り
︑
巻
二
の
奥
書
に
は
﹁
礼
讃
三
巻
内
第
二
﹂
と
の
一
文
を
有
す

る
こ
と
か
ら
︑
本
来
は
三
巻
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
所
釈
の
文
に
目

を
向
け
る
と
︑
巻
二
は
日
没
讃
（
大
経
）
の
﹁
礼
讃
阿
弥
陀
仏
十
二
光
名
求

願
往
生
一
十
九
拝
当
日
没
時
礼
﹂（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
十
七
・
四
三
九
頁
下
）
か

ら
中
夜
讃
（
十
二
礼
）
の
﹁
余
悉
同
上
法
﹂（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
十
七
・
四
四
三
頁

上
）
ま
で
︑
巻
三
は
後
夜
讃
（
願
生
偈
）
の
﹁
第
四
謹
依
天
親
菩
薩
願
往
生
礼

讃
偈
﹂（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
十
七
・
四
四
三
頁
上
）
か
ら
後
序
（
後
述
）
の
﹁
既
有

此
増
上
誓
願
可
憑
﹂（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
十
七
・
四
四
八
頁
上
）
ま
で
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
六
時
の
礼
讃
文
か
ら
後
序
に
か
け
て
一
通
り
註
釈

が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
︑
同
時
に
巻
一
は
前
序
の
註
釈
で
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
︒
な
お
︑
巻
三
は
最
後
の
註
釈
文
が
中
途
半
端
に
途
切
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
末
尾
の
一
︑二
丁
あ
ま
り
が
欠
失
し
て
い
る
と
推

察
す
る
︒

　
本
書
の
説
示
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
︑
た
と
え
ば
︑﹃
観
無
量
寿
経
﹄
第
九

真
身
観
所
説
の
﹁
念
仏
衆
生
﹂（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
十
二
・
三
四
三
頁
中
）
の
念
仏
に
︑

一
向
称
名
・
一
向
観
察
・
広
亘
三
業
と
い
う
三
つ
の
理
解
が
あ
る
と
し
た
上

で
観
念
と
定
義
し
て
い
る
（
二
十
五
丁
左
）
点
や
︑﹃
阿
弥
陀
経
﹄
所
説
の

﹁
執
持
名
号
﹂（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
十
二
・
三
四
七
頁
中
）
に
つ
い
て
︑
称
名
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
な
が
ら
も
︑
三
業
に
わ
た
る
念
仏
で
あ
る
こ
と
か
ら
観
念
に
通

じ
る
こ
と
も
妨
げ
な
い
理
解
を
示
し
て
い
る
（
三
十
二
丁
左
）
点
で
あ
り
︑
こ

れ
ら
の
念
仏
理
解
は
︑
長
西
の
︿
浄
土
疑
芥（

5
）

﹀
に
お
い
て
一
貫
し
て
示
さ
れ

る
理
解
と
一
致
す
る
︒
ま
た
︑
他
の
︿
浄
土
疑
芥
﹀
同
様
︑
浄
土
宗
鎮
西
義

第
三
祖
良
忠
（
一
一
九
九
︱
一
二
八
七
）
へ
の
影
響
も
看
取
で
き
る
︒
す
な
わ

ち
︑﹃
往
生
礼
讃
私
記
﹄（
以
下
﹃
礼
讃
私
記
﹄
と
略
称
）
に
は
︑
本
書
か
ら
の

転
用
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
︑
本
書
の
特
徴
的
説
示
内
容
の
詳

細
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
の
別
稿（

6
）

を
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
本
書
に
は
︑﹁
私

云
﹂
で
は
じ
ま
る
私
解
が
散
見
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
長
西
門
弟
の
阿
弥
陀
房

の
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

7
）

︒
そ
し
て
︑
そ
の
私
解
に
は
︑
直
前
ま
で

述
べ
て
き
た
義
︑
す
な
わ
ち
長
西
義
に
対
し
て
﹁（
此
義
）
不
爾
﹂
等
と
述
べ

る
否
定
的
な
見
解
も
多
く
見
ら
れ
︑
阿
弥
陀
房
の
教
学
を
知
る
上
で
も
︑
長



223

称名寺聖教『往生礼讃光明抄』翻刻

西
と
門
弟
と
の
関
係
を
窺
う
上
で
も
︑
大
変
に
意
義
深
い
と
い
え
る
︒

　
本
書
の
成
立
時
期
は
︑
巻
二
に
﹁
文
永
五
年
八
月
十
六
日
﹂
と
の
書
写
奥

書
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
一
二
六
八
年
以
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
礼
讃
﹄
註
釈
書
の
う
ち
成
立
の
早
い
も
の
と
し
て
は
︑
良
忠
撰
﹃
礼
讃
私

記
﹄
二
巻
（
一
二
七
六
年
頃
成
立

（
8
）

）
や
︑
浄
土
宗
西
山
義
の
行
観
（
一
二
四
一

︱
一
三
二
五
）
撰
﹃
往
生
礼
讃
私
記
﹄
三
巻
（
一
二
九
八
年
以
降
成
立

（
9
）

）
な
ど

が
知
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
称
名
寺
聖
教
の
な
か
に
は
良
忠
の
﹃
往
生
礼
讃

聞
書
﹄
一
巻（

10
） 

（
以
下
﹃
礼
讃
聞
書
﹄
と
略
称
）
な
る
一
書
を
確
認
で
き
︑
し
か

も
康
元
元
（
一
二
五
六
）
年
の
奥
書（

11
）

を
有
し
て
い
る
か
ら
︑
表
面
上
は
﹃
礼
讃

聞
書
﹄
が
最
古
の
﹃
礼
讃
﹄
註
釈
書
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か

し
︑
書
写
奥
書
の
年
号
を
そ
の
ま
ま
成
立
と
目
す
る
こ
と
は
一
概
に
は
首
肯

で
き
な
い
こ
と
と
︑
称
名
寺
聖
教
に
含
ま
れ
る
良
忠
の
﹃
観
経
疏
聞
書（

12
）

﹄
に

は
長
西
の
﹃
観
経
疏
光
明
抄
﹄
の
影
響
を
看
取
で
き
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
点
か
ら（

13
）

︑﹃
礼
讃
﹄
註
釈
に
お
い
て
も
本
書
の
成
立
の
方
が
早
い
と
考
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
両
書
の
成
立
の
前
後
に
関
し
て
は
︑﹃
聞
書
﹄
の

本
文
内
容
を
踏
ま
え
た
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
︑
今
後
の
研
究

が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
本
書
を
現
存
最
古
級
の
﹃
礼
讃
﹄
註
釈
書

と
位
置
づ
け
︑﹃
礼
讃
﹄
註
釈
史
に
お
け
る
最
初
期
の
撰
述
で
あ
る
と
す
る
点

に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　
如
上
︑
本
書
は
長
西
研
究
の
み
な
ら
ず
︑
九
品
寺
流
研
究
と
い
う
観
点
で

も
大
い
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
︒
加
え
て
︑
良
忠
撰
﹃
礼
讃

私
記
﹄
へ
の
影
響
も
看
取
で
き
る
こ
と
か
ら（

14
）

︑
中
世
浄
土
教
研
究
に
も
大
き

く
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
な
お
︑
本
書
の
装
丁
は
綴
葉
装
で
あ
り
︑
本
文
は
三
十
二
丁
（
巻
二
：
十
三

丁
︑
巻
三
：
十
九
丁
）
に
わ
た
る
︒
た
だ
し
︑
本
書
の
十
六
丁
は
他
本
か
ら
の

混
入
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら（

15
）

︑
実
際
は
三
十
一
丁
（
巻
二
：
十
三
丁
︑
巻

三
：
十
八
丁
）
と
な
る
︒
法
量
は
︑﹃
称
名
寺
聖
教
目
録
﹄（
一
〇
五
頁
）
に
よ

る
と
︑
縦
寸
が
十
三
・
六
糎
︑
横
寸
が
二
十
・
七
糎
と
あ
る
が
︑
筆
者
の
測

定
で
は
縦
寸
が
二
十
八
・
六
糎
︑
横
寸
が
二
十
・
七
糎
で
あ
っ
た
︒
体
裁
は
︑

半
葉
十
二
行（

16
）

︑
一
行
二
十
八
字
内
外
で
あ
る
︒

翻
　
刻

︻
凡
例
︼

① 

本
翻
刻
は
︑
称
名
寺
聖
教
﹃
往
生
礼
讃
光
明
抄
﹄（
神
奈
川
県
称
名
寺
所
蔵
︑

神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
管
理
﹇
請
求
番
号
：
94
函
3
﹈）
を
翻
刻
し
た
も
の
で

あ
る
︒

② 
漢
字
は
新
字
の
通
行
体
に
統
一
し
︑
略
字
（
合
字
）
は
正
字
に
戻
し
て
翻

刻
し
た
︒

③ 

各
丁
数
の
切
替
は
︿
　
﹀
で
括
っ
て
示
し
︑
行
取
り
は
原
本
に
準
じ
て
行

頭
に
行
数
を
記
し
た
︒
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④ 

訓
点
・
合
符
は
原
本
に
付
さ
れ
て
い
る
通
り
翻
刻
し
た
が
︑
ス
ペ
ー
ス
に

関
し
て
は
必
ず
し
も
原
本
に
は
よ
ら
ず
︑
原
則
と
し
て
見
出
し
の
前
お
よ

び
問
の
前
︑
科
段
の
前
等
に
適
宜
私
的
に
付
し
た
︒
た
だ
し
︑
何
れ
の
場

合
も
行
頭
に
は
付
さ
な
か
っ
た
︒

⑤ 

補
記
や
訂
記
・
抹
消
は
本
文
に
反
映
し
て
翻
刻
し
た
︒
た
だ
し
︑
複
雑
な

入
替
指
示
等
は
︑
原
本
の
状
態
を
註
に
示
し
た
︒

⑥ 

翻
刻
に
使
用
し
た
各
種
記
号
が
示
す
意
味
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

　
・ ﹁
□
﹂
↓
湮
滅
（
字
数
が
判
断
で
き
る
場
合
は
字
数
分
を
示
し
︑
字
数
が
判

断
で
き
な
い
場
合
は
﹁
□
︙
□
﹂
で
示
し
た
）

　
・ ﹁
︙
︙
﹂
↓
本
文
に
付
さ
れ
た
省
略
符
合
箇
所

⑦ 

引
用
文
に
つ
い
て
は
︑
管
見
の
範
囲
で
確
認
し
得
た
出
典
を
（
　
）
内
に

割
註
で
示
し
た
︒

⑧ 

写
誤
や
脱
字
な
ど
︑
意
味
が
通
ら
な
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
が
︑
本
翻
刻

で
は
史
料
性
に
重
点
を
置
き
︑
明
ら
か
な
誤
り
と
判
断
で
き
た
場
合
で
も

校
訂
は
し
な
か
っ
た
︒

︻
表
紙
︼

湛
睿

往
生
礼
讃 

光明 

抄
三
巻
内 

第
二
自
日
没

第
三
訖
後
序永

源
（
花
押
）

︻
本
文
︼

︿
一
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
後
夜
　
日
没

02
礼
讃
ア
ミ
タ
仏
乃至
日
没
時
礼
等
事
　
疑
云
以
日
没　ノ
時　ヲ
一

為
六
時　ノ
始　ト
一

有
何
意

歟
03
答
日
没　ノ
処
所
帰　ノ
日
故
也
依
観
経　ノ
日
想
観
等
也
　
又
礼
讃　ル
ヲ

十
二
光
名　ヲ
一

当　ツ
ル

04
日
没　ノ
時　ニ
一

有
何
意
一

歟
答
大
経　ノ
上
巻　カ
故　ニ
為　ル
始　ト
一

歟
　
取
中
下
懺
悔
等
事

05
疑
云
中
下
者
如
何
答
要
略
広　ノ
中　ニ
要　ハ
始　カ
故
指　シ
テ

略
広
一

云
中
下　ト
一

也

06
南
无
釈
迦
牟
尼
仏
等
一
切
三
宝
等
事
　
疑
云
礼　セ
釈
迦
等
□

者
豈
不
違
无
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07
余
之
義　ニ
一

歟
答
非
一
時
二
時　ノ
行
法　ニ
一

故
全　ク
不
可
違
也
　
又
礼
者
其
相
貌
如
何

08
答
礼
者
敬
礼
也
倶
舎（
巻
一
︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
二
九
・
一
頁
上

）云
稽
首
接
足
故
称
敬
礼
文
光
記（﹃
倶
舎
論
記
﹄
巻
一
︑

﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
一 

・
七
頁
中

）云
稽
之
言

09
至
首
之
言
頭
以
己
之
尊
接
仏
之
卑
故
称
敬
礼
文

10
微
塵
刹
土
中
一
切
三
宝
等
事
　
疑
云
上　ノ
所
礼　ノ
中　ニ
云　フ
一
切
三
宝　ヲ
重　テ
挙
之
一

歟

11
答
上　ハ
約
釈
迦
一
代　ノ
化
儀　ニ
一

今　ハ
約　ス
尽
十
方　ノ
別
体
三
宝
也
　
私
云
上　ハ
約
応
身　ニ
一

今

12
約
報
身
一

歟
云　

々
　
又
福
田
无
量
与
功
徳
无
窮
一

有
差
別
一

歟
答
无
量
約
所
礼　ノ

功
徳

︿
一
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
无
窮　ハ
約
能
礼　ノ
功
徳
一

歟
　
私
云
上　ハ
限　ル
釈
迦　ノ
一
会　ニ
一

故
只
福
田
无
量　ト
一

今
通　ス
十
方

02
三
世　ニ
一

故
福
田
无
量　ノ
上　ニ
ハ

重　テ
云　フ
功
徳
无
窮
一

也
　
一
々
舎
利
乃至
解
脱
分
善
根
等

事
03
疑
云
舎
利
者
三
宝　ノ
中　ニ
ハ

何
摂
歟
答
或
摂
仏
宝
一

或
摂
法
宝
一

也
法
事
讃
爾
也

04
或
有
所
説　ノ
経　ヲ
云　コ
ト

舎
利　ト
一

即
宝
筺
印
タ
ラ
ニ
等
也
又
ヒ
サ
門
天
所
持　ノ
塔　ニ
ハ

入　ル
仏

舎
利
一

05
此　ヲ

ハ

有　リ
摂　コ
ト

法
宝
一
云　

々
　
又
依　テ
今　ノ
礼
讃
等
行
階　ノ
解
脱
分
位　ニ
一

歟
答
不
爾
一

只
得　ト

解
06
脱
分　ノ
善
根
一

云
也
即
往
生
業
成
就
也
　
尋
云
解
脱
分　ノ
位
者
何
等
歟
答
小
乗　ニ
ハ

五
停

07
心
已
上
也
大
乗　ニ
ハ

十
位
已
上
也
倶
舎
論
第
十
八（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
二
九

・
九
八
頁
上

）云
若
聞　テ
説　ヲ
二

生

死
有
過
涅
槃
有　ト
徳
一

身　ノ

08
毛
竪　テ
流
涙
当
知
殖　リ
解
脱
分　ノ
善
取
意
倶
舎
頌
疏
卅
三（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
一

・
九
四
六
頁
中

）云
又
施
一

食
一

持　テ
一
戒

09
等
深　ク
楽
解
脱
一

廻　シ
テ

求
菩
提
一

願
力
所
持　ヲ
便
名
種
殖
順
解
脫
分　ヲ
一

也
有
云
依
教
一

不
10
定
也
知　ハ
涅
槃
徳
一

領
解
也
起　ハ
愛
楽
解
脱
分
也
此
即
証
浄　ノ
心
也
　
問
曰
故
号
ア

ミ
11
タ
︙
︙
摂
取
不
捨
故
名
ア
ミ
タ
等
事
　
尋
云
引　テ
観
経
一

釈
故
名
ア
ミ
タ　ト
一

其

意
如
何

12
答
同　ク
一
仏　ノ
利
益　カ
故
小
経
可
説
摂
取
不
捨
一

観
経
可
説
故
名
ア
ミ
タ　ト
一

而　ヲ
二
経　ニ

影
︿
二
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
略
互
顕
也
為
顕
此
意
以
二
経
一

釈
得
名
之
義
一

也
付
此
注
文
一

有
五
増
上
縁
一

ミ
タ

02
経
及
観
経
云
已
下
至
故
ア
ミ
タ
護
念
増
上
縁
也
正　ハ
摂
取
不
捨
即
護
念
縁
也

二
03
又
釈
迦
仏
及
十
方
已
下
至
定
得
往
生
一

摂
生
々
々
々
也
正　ハ
命
終
之
後
定
得
往

生
即
摂

04
生
縁
也
三
如
无
量
寿
経
説
云
已
下
至
善
心
生
焉
一

滅
罪
々
々
々
也
正　ハ
三
垢
消

滅
即

05
滅
罪
縁
也
四
若
在
三
途
已
下
至
皆
蒙
解
脱
一

見
仏
縁
也
正　ハ
見
此
光
明
即
見
仏

06
縁
也
五
无
量
寿
仏
光
明
顕
赫
已
下
至
称
其
功
徳
一

証
生
々
々
々
也
正　ハ
一
切
諸
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仏
07
声
聞
縁
覚
諸
菩
薩
衆
咸
共
歎
誉
前
後
如
是
即
証
生
縁
也
総　シ
テ

言
仏
言
等
一

者

08
皆
証
誠
義
也
　
唯
観
念　ス
ル

仏　ヲ
一

衆
生　ヲ
等
事
　
疑
云
経
云
照
今
云
観
同
異
如
何

09
答
同
也
共
見
読
也
　
如
観
経
云
一
々
光
明
遍
照
十
方
世
界
等
事
　
疑
云
上　ニ

挙　ク
今
文

10
何
重　テ
引
之
一

歟
答
上　ニ
ハ

以
光
明
釈
名
義
今　ハ
挙
利
益
一

也

11
今
既
観
経
有
如
此
不
思
議
増
上
勝
縁
摂
護
行
者
等
事
　
疑
云
四
縁　ノ
中　ノ
増
上

縁
歟

12
答
爾
也
四
縁
者
一
因
縁
二
縁
々
三
等
无
間
縁
四
増
上
縁
也
等
无
間
縁
者
前

涅
槃　ハ
為

︿
二
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
後　ノ
涅
槃　ノ
一

成
縁　ト
一

也
此
相
続
也
倶
舎　ニ
付　テ
増
上
縁
一

開　ル
有
力
増
上
縁
无
力
増
上
縁

也
02
大
乗　ニ
ハ

云
　々ス

順
増
上
縁
違
増
上
縁
一

也
　
尋
云
此
注
意
如
何
答
釈
十
二
光　ノ
利

益
一

也
付
利

03
益
釈
五
増
上
縁
一

也
而　ニ
引　テ
ハ

ア
ミ
タ
経
一

観
経
釈
得
名
之
由
一

也
　
尋
云
付
観

経
文
有
五

04
増
上
縁
一

者
指
何
文
一

歟
答
地
観
文（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
二
頁
上

）云
除
八
十
億
劫
生
死
之
罪
一

宝
楼
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
二
頁
下

）云
除
无

05
量
億
劫
極
重
悪
業
花
座
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
三
頁
上

）云
滅
除
五
万
劫
生
死
之
罪
像
想
観

（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
三
頁
中

）云
除

06
无
量
億
劫
生
死
之
罪
一

観
音
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
四
頁
上

）云
浄
除
業
障
除
无
数
劫
生
死

之
罪
一

07
勢
至
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
四
頁
中

）云
除
无
量
劫
阿
僧
祇
生
死
之
罪
一

下
品
上
生（﹃
観
経
﹄︑ ﹃
大

正
蔵
﹄ 

巻
一
二

・
三
四

五
頁
下

）云
除
五
十
億
劫
生
死

08
之
罪
一

下
品
中
生（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
六
頁
上

）云
除
八
十
億
劫
生
死
之
罪
一

下
品
下
生（﹃
観
経
﹄︑

﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
一
二
・

三
四
六
頁
上

）云
於
念
々
中
除
八
十
億
劫

09
生
死
之
罪
流
通
分
文（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
六
頁
中

）云
但
聞
仏
名
二
菩
薩
名
除
无
量
劫
生
死

之
罪
一

此
等
即

10
滅
罪
増
上
縁
也
二
真
身
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
三
頁
中

）云
光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆
生

摂
取
不

11
捨
普
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
四
頁
中

）云
无
量
寿
仏
化
身
无
数
与
観
世
音
大
勢
至
常
来
至
此

行
人
之

12
所
流
通
分（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
六
頁
中

）云
観
世
音
菩
薩
為
其
勝
友
一

此
等
即
護
念
増
上
縁

也
三
像
想
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
三
頁
上

）

︿
三
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
云
見
像
坐
已
心
眼
得
開
一

真
身
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
三
頁
中

）云
見
此
事
時
即
見
十
方
一

切
諸
仏
一

九
品　ニ
見

02
来
迎
仏
一

此
等
見
仏
増
上
縁
也
地
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
二
頁
上

）云
捨
身
他
世
必
生
浄
国

心
得
无
疑
一

宝

03
楼
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
二
頁
下

）云
命
終
之
後
必
生
浄
国
一

花
座
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
三
頁
上

）云
必
定

当
生
極
楽
世
界
一

真
身
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04
観
云（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
三
頁
下

）捨
身
他
世
生
諸
仏
前
普
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
四
頁
中

）云
当
起
自
心

生
於
西
方
極
楽
世
界
雑
想

05
観（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄　

巻
一
二
・
三
四
四
頁
中

）云
若
欲
至
心
生
西
方
者
九
品
文
云
皆
云
往
生
此
等
摂
生
増

上
縁
也
処
々
仏

06
告
阿
難
井
提
希
等
者
証
生
増
上
縁
也
此
釈
尊
証
誠
也
大
仏
頂
経（
巻
五
︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
一
九
・
一
二
八

頁
上
意
　

）云
首
楞
厳
経
云

07
十
二
光
仏　ヲ
説　リ
十
二
仏
一

一
　々ノ

仏
一
々
出
世
一

也
真
言
経
也
真
言　ニ
ハ

四
智　ヲ
説　キ
四
仏　ト
一

釈
論　ニ
ハ

六

08
知
根　ヲ
説　キ
六
如
来　ト
一

也
　
南
无
西
方
乃至
ア
ミ
タ
仏
等
事
　
疑
云
上　ニ
一
礼
畢
何
重　テ

礼
之
歟

09
答
上　ニ
為
所
礼　ノ
境
一

也
今　ハ
為
請　セ
ン
カ

加
備
一

也
　
哀
愍
覆
護
我
等
事
　
疑
云
為
引

経
文
一

10
為
私　ノ
偈
頌
一

歟
答
勝
鬘
経
文
也
曇
鸞　ノ
讃
ア
ミ
タ
仏　ノ
偈　ニ
毎　ニ
段
一

挙
此
文
今
依

11
此
也
　
尋
云
令
法
種
増
長
者
其
義
如
何
答
上
宮
王　ノ
疏（﹃
勝
鬘
経
義
疏
﹄︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
五
六
・
三
頁
中

）云
法

者
法
身
也
万
善　ヲ
為
種
一

12
共
持
花
台
授
与
行
者
等
事
　
疑
云
共
持
之
義
如
何
答
相
従
釈
也
例
如
天
台　ノ

︿
三
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
釈（﹃
観
音
義
疏
﹄
巻
上
︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
三
四
・
九
二
一
頁
中
意
　

）云
妙
音
観
音
而
来
東
方
一

也
大
智（﹃
観
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
三
七
・
三
〇
一
頁
上
意
　

）

云
観
音
勢
至
二
菩
薩
持
花
台
一

来

02
為
報
仏
恩
故
等
事
　
疑
云
可
云
二
菩
薩
恩
一

何
云
仏
恩
一

歟
答
爾
也
但
仏
恩　ト

者

03
事
生
悞
歟
故
法
成
与
少
経
蔵　ノ
沽
本　ニ
ハ

无
仏　ノ
字
一

也
　
又
或
本
无
仏
之
字
一

何

04
為
正
一

歟
答
无
仏
之
字
一

本　ハ
正
也
　
普
為
師
僧
父
母
及
善
知
識
等
事
　
疑
云

為
05
師
即
僧
為
師
与
僧
一

歟
答
師
即
僧
也
　
又
師
僧
与
善
知
識
同
異
如
何
答
異
也

06
師
僧
者
教
授
也
善
知
識
者
同
法
与
外
護
一

也
　
又
三
障
者
何
等
歟
答
煩
悩
業

苦
也

07
至
心
懺
悔
等
事
　
疑
云
至
心
者
心
之
分
斉
如
何
答
至
誠
心
也
真
心
徹
到
分

也
08
願
滅
一
切
諸
罪
根
等
事
　
疑
云
一
切
者
文
点
如
何
答
一　ハ
苦
也
切
遍
也
此　ハ
人

師
釈
也

09
又
一
切
者
何
等
歟
答
指
上
師
僧
父
母
等
一

云
一
切
也
故
一
切
者
約
師
僧
等
一

諸
者
約

10
罪
数
也
　
自
他
安
楽
因
等
事
　
疑
云
安
楽
国
土　ノ
因
歟
答
爾
也
　
一
切
臨
終

時
等
事

11
疑
云
一
切
之
言
如
何
答
如
上
指
僧
父
母
一

等
云
一
切
一

也
　
勝
縁
勝
境
等
事

　
疑
云

12
縁
与
境
有
何
別
一

歟
答
縁
約
顕　ノ
知
識
等
一

境　ハ
約
冥　ノ
聖
衆
等
也
有
云
縁
者
仏
願

也
︿
四
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
観
音
勢
至
十
方
尊
等
事
　
疑
云
十
方
尊
者
誰
歟
答
十
方
諸
仏
歟
諸
仏
持

02
八
戒
一

者　ニ
有
臨
終
見　ト
願
一

等
也
釈
迦　モ
爾
也
　
仰
願
神
光
蒙
授
手
等
事
　
疑
云

　
二
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神
03
光
与
授
手
之
義
如
何
答
摂
取
行
者
一

時
放　テ
慈
悲
一

者
降
伏　シ
悪
縁
時　ハ
放
威
神　ノ
光
一

04
也
故
今
為
滅
諸
障　ヲ
一

放
神
光
也
授
手
者
近
付　ク
義
也
梵
網
経（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
二
四
・

一
〇
〇
九
頁
下
意

）云

有
人
持
戒
諸

05
仏
授
手
文
天
台
釈（﹃
菩
薩
戒
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
四
〇
・
五
八
〇
頁
上
意

）云
隣
釈
云
隣
次
一

也
真
言　ニ
ハ

授
手
者
引

導
云　ヘ
リ

06
懺
悔
廻
向
発
願
已
等
事
　
疑
云
上
来　ノ
五
行
懺
悔
文
段
何
云
廻
向
発
願
等
一

歟

答
以

07
懺
悔
功
廻
向
所
求　ノ
所　ニ
一

也
此
即
懺
悔　ノ
助
成
也
此
五
行
共　ニ
為
滅
罪　ノ
一

故
猶
懺
悔

分
也

08
例
如
五
海
一

也
即
如
略
懺
悔
也
　
次
作
梵
一

等
事
　
疑
云
作
梵
之
言
者
為
生

後
一

歟

09
答
結
前
也
説
偈
発
願　ハ
生
後
也
　
出
宝
性
論
等
事
　
尋
云
論
主
誰
人
歟
答

10
仏
滅
後
堅
意恵イ菩
薩　ノ
作
也
訳
者　ハ
　
又
梵
者
何
義
歟
答
清
浄
義
也
滅
罪
垢
故
也

11
律　ニ
ハ

云
懺
浄　ト
一

也
　
又
或
本
云
作
梵
竟
何
為
正
歟
答
作
梵
竟　ノ
本
可
為
正
一

也

12
又
有
境
本
一

此
悪
也
　
願
得
離
垢
眼
等
事
　
疑
云
離
垢
眼
者
何
位　ノ
所
得
歟
答

︿
四
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
今
不
可
約
位
一

也
只
此　ハ
滅
罪
見
仏
故
云
離
垢
眼
也
　
礼
懺
已
一
切
恭
敬
等
事

02
疑
云
発
願
也
如
何
答
従
本
意
一

也
　
又
礼
讃
已
前　ニ
可
用
三
礼
一

如
何
答
爾
也

但
大

03
唐　ノ
習
所
作
已
後　ニ
用　ル
三
礼
一

也
　
帰
仏
得
菩
提
道
心
恒
不
退
等
事
　
疑
云
道
心

不
04
退
者
能
帰
之
所
得
歟
所
帰
之
仏
徳
歟
答
能
帰
之
所
得
也
　
又
此
三
帰
者
為

引
05
経
論　ノ
証
一

為
私
解
釈
歟
答
六
時
礼
懺
儀
経
云
大
仏
頂
宗　ノ
沙
門

作
也
一
巻
也

帰
仏
得
菩
提
道
心

常
06
不
退
ル
サ
ナ
因
帰
法
サ
ハ
若
得
大
総
持
門
ル
サ
ナ
因
帰
僧
息
諍
論
同
入
和

合
07
海
ル
サ
ナ
因
文
已
上
三
帰
智
者
大
師
在　テ
国
清
寺　ノ
玉
泉
寺　ニ
一

出　リ
此
文　ヲ
一

浄
土
礼

文　ニ
08
引　ク
導
之
釈
一

也
　
帰
法
サ
ハ
若
得
大
総
持
門
等
事
　
疑
云
サ
ハ
若　ト
亦
総
持
者

09
意
如
何
答
サ
ハ
若
者
梵
語
此
云
智
恵
也
云
大
者
簡　テ
小
乗
一

言
也
智
恵
既　ニ
起　ハ

10
持
滅
罪
生
善
二
一

故
云
総
持
也
又
門
者
以
智
恵
一

為
門
一

出
生
死
一

入
涅
槃
城　ニ
一

也
11
帰
僧
息
諍
論
同
入
和
合
海
等
事
　
疑
云
息
諍
者
意
如
何
答
止　テ
我
々
所　ヲ
一

无
戯

12
論
諍
論
一

故
也
和
合
者
息
諍　ノ
故
也
四
人
已
上
和
合
僧
也

︿
五
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
願
諸
衆
生
乃至
一
切
賢
聖
等
事
　
疑
云
上　ニ
既
云
挙
三
帰
畢
何
重
勧
三
帰
一

歟
答

02
有
云
上
挙
法
体
今
勧
進
之
也
仏
教
者
仏
宝
法
宝
也
賢
聖
者
僧
宝
也
有
云

03
発
願
也
　
尋
云
和
南
者
何
翻
之
一

歟
答
玄
惲ウ
ン
ノ

毘
尼
討タ
ウ

要（
巻
三
︑﹃
卍
続
蔵
﹄
巻

四
四
・
三
七
九
頁
上

）云
和

南
此　ニ
ハ

翻
度

04
我　ト
一

也
或
稽
首　ノ
義
也
和
上
者
翻　ス
依
学　ト
一

依
彼
生
恵
一

故　ニ
十
節　ヲ
云
和
上　ト
一

也

タ
ツ
ヌ
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05
人
間
怱
々
営
衆
務
等
事
　
疑
云
四
行　ノ
偈
者
何
経
論
文
歟
答
初
二
行　ハ
依
坐

06
禅
三
昧
経
歟
彼
経（﹃
坐
禅
三
昧
経
﹄
巻
上
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
一
五
・
二
七
〇
頁
上
意

）云
今
日　ハ
営
此　ノ
業
一

明
日
造
彼
事　ニ
一

楽ラ
ク

著チ
ヤ
ク

不
観
苦
不
覚

07
死
賊　ノ
至　ル
ヲ一

怱
　々ト
シ
テ

営　ミ
衆
務
一

不
覚
日
夜
去
一
文
次　ノ
二
行　ハ
依
双
観
経
歟
下
巻（﹃
大
正
蔵
﹄

巻
一
二
・

二
七
四

頁
上

）云

08
宜　ク
各　ノ
勤
精
進　シ
テ

努
力
自
求
也
依
此
二
経
取
意
私
結　ヒ
給
歟

09
如
灯
風
中
滅
難
期
等
事
　
疑
云
滅
難
期
者
意
如
何
答
已　ニ
消　ハ
亦
生
事
難
期
云

也
10
有
云
消
難
期
一

云
也
　
忙
々
六
道
无
定
趣
等
事
　
尋
云
无
定
趣
者
意
如
何
答

11
廻
六
道
一

云
不
定
一

也
　
強
健
有
力
等
事
　
疑
云
健
有
力
者
何
等
歟
答
若
盛

時　ト
云
事
也

12
大
荘
厳
論（﹃
大
荘
厳
論
経
﹄
巻
三
︑﹃
大

正
蔵
﹄
巻
四
・
二
七
一
頁
下

）云
盛
年　ニ
シ
テ

无
患
時
懈
怠　シ
テ

不
精
進
一

等
意
也
　
自

策
自
励
等
事

︿
五
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
疑
云
策
与
励
有
何
別
歟
答
策
身
一

励
心
□

也
　
願
弟
子
等
乃至
心
不
失
念
等
事

02
疑
云
上　ニ
既
発
願
畢　ヌ
今
何
重　テ
発
願
歟
答
上　ハ
別
今
総
也
　
又
顚
倒
与
錯
乱
有

03
何
別
歟
答
顚
倒
者
僻
見
也
錯
乱
者
妄
念
也
失
念
无
記
也
　
如
入
禅
定
聖

04
衆
現
前
等
事
　
疑
云
如
入
禅
定
之
義
如
何
答
身
心
快
楽　ノ
分
斉　ノ
喩
也
如
感

05
師　ノ
釈（﹃
群
疑
論
﹄
巻
四
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
四
七
・
五
一
頁
上

）一
者
将
命
終　ノ
位　ハ
楽
受　ナ
ル
カ

故　ニ
身
心
快
楽　ナ
ル
コ
ト

如
入
三
禅
楽

取意
有
云
今
師　ノ
意　ハ
不

06
存
捨
受
義
一

歟
只
始
終
楽
受
義
歟
　
又
今　ノ
発
願
文　ト
者
為
依　カ
経
論　ノ
説　ニ
為
私　ノ

07
解
釈
一

歟
答
天
台　ノ
発
願
文
在
今
文
一

　
私
云
普
賢
願
意
也
謂
自
願
弟
子
等
一

08
至
上
品
往
生
ア
ミ
タ
仏
国
一

者
願
我
臨
欲
命
終
時
︙
︙
即
得
往
生
安
楽
国　ノ

（﹃
般
若
訳
華
厳
経
﹄
巻
四
〇
︑﹃
大

正
蔵
﹄
巻
一
〇
・
八
四
八
頁
上

）意
也
自

09
到
彼
国
已
至
々
心
帰
命
ア
ミ
タ
仏
者
我
既
往
生
彼
国
已
︙
︙
利
楽
一
切
衆

生
界　ノ（﹃
般
若
訳
華
厳
経
﹄
巻
四
〇
︑﹃
大

正
蔵
﹄
巻
一
〇
・
八
四
八
頁
上

）意
也

10
抑
入
仏
道　ノ
発
願
者
必
可
依
普
賢
願
海
一

故
也
　
煩
悩
深
无
底
等
事
　
疑
云
何

11
経
論　ノ
文
歟
答
阿
蘭
若
習
禅
経
文
也
　
又
此
偈　ノ
中
无
常
之
義
不
見
如
何

12
答
生
死
海
无
辺
等
者
即
无
常
義
也
　
汝
等
勿
抱
臭
屍
臥
等
事
　
疑
云
何

︿
六
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
経
論
文
歟
答
菩
薩
呵
睡
眠
経
文
也
大
論　ニ
引
此
経
一

菩
薩
呵
睡
眠　ノ
弟
子
一

云　ト
云　ヘ
リ

02
有
云
在
超
日
恵
明
経　ニ
モ一

云　ヘ
リ

　
又
此
偈
中
无
常
之
義
不
見
如
何
答
説
不
浄
相

03
即
无
常
境
也
　
時
光
遷
流
転
等
事
　
疑
云
何
経
論
文
歟
答
菩
薩
蔵
経
文

04
也
　
又
時
光
者
何
等
歟
答
時
剋　ヲ
云
光
陰　ト
一

昼
陰
无
昼
夜
也
此
即
陰
陽
也

05
而
今　ノ
答　ハ
自　リ
昼　ノ
時
一

遷
転　シ
テ

至　ル
ト

夜　ノ
五
更
初　ニ
一

云
也
或
時
云
風
影
亦
云
風
光
一

也

06
此
昼
夜
総
名
也
　
忽
至
五
更
初
等
事
　
疑
云
指　シ

テ

何
時
一

云
五
更
初　ト
一

歟
答
寅　ノ

07
終
也
彼
北
魏　ノ
時　キ
一
夜　ヲ
分
五
時
一

也
顔
氏
云
或　ヒ
ト

同　ク
一
夜　ニ
何
故　カ
更　ア
ル

云
何
所
訓ク
ン
□

08
答
曰
漢
魏
以
来
謂
甲
夜
乙イ

ツ

夜
丙ヘ
イ

夜
丁テ
イ

夜
戊ホ

夜
又
鼓　ハ
一
鼓
二
々
三
々
四
々

09
五
々
亦
云
一
更
二
々
三
々
四
々
五
　々ト
イ
フ

皆
以
五
節
西
都
賊
云
衛マ
モ
ル
ニ

以　ス
厳
更

之
署ツ

カ
サ
ヲ

10
所
以
爾　ル
者
仮
令
正
月　ノ
建
寅
斗ホク

ト
ノ

柄ヘ
イ

夕　ハ
則
指　シ
寅
一

暁　ハ
則
午　ヲ
一

矣
自
寅
一

11
指
午
凡　ソ
歴　タ
リ

五
辰
冬
夏
之
月　ハ
雖
復
長
短　ト
一

参
差
然　ヲ
辰
間
闊ヒ
ロ
シ

　遼㆑
ウ

闊ク
ワ
ツ
ト
リ

　
一

ミ
ツ
ホ
シ

ク
ワ
ヒ
ヒ
ロ
シ
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12
盈ク

ワ
フ
㆑
ハ

不
至
六　ニ
ハ一

縮ツ
ヽ
ム
㆑
ハ

不
至
四
一

進
退
常
在
五
六
之
間
　
恒
与
死
王
居
等
事

︿
六
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
疑
云
死
王
者
何
等
歟
答
无
常　ニ
云
死
王
一

也
馬
頭
羅
刹
経　ニ
見　タ
リ

02
平ヒト

シ
ク
ア
ク
ル

　

旦
偈
等
事
　
疑
云
点
如
何
答
難
知
但
平
者
生
也
故
云
生
旦
事
歟
昼　ヲ
ハ

云

生　ト
一

03
夜　ヲ
ハ

云
死
一

故　ニ
命　モ
塵　ノ
始　ノ
故
云
生
旦　ト
一

歟
　
欲
求
寂
滅
等
事
　
答
僧
祇
律
文
也

04
有
云
在
十
誦
律　ニ

モ

也
少
門
法
者
総　シ
テ

仏
道　ノ
行
也
有
云
比
丘
造　ニ
舎
度
々
偸
国
王　ノ

05
瓦　ヲ
一

所
取
一

依
之
起
道
心
唱
此
文
一
云　

々

06
沙
門
法
者
顕
揚
大
戒
論
第
六（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
七
四

・
七
二
四
頁
下

）云
涅
槃
経
邪
正
品
云
於
仏
法
中

沙
門
法

07
者
応
生
悲
心
覆
育
衆
生
乃
至
蟻
子
応
施　ス
无
畏
是
沙
門
法
遠
離
飲
酒

08
乃
至
嗅
香　ヲ
一

是
沙
門
法　ナ
リ

不
得
妄
語
一

乃
至
夢
中　ニ
モ

不
念
妄
語
一

是
沙
門
法　リ

09
不
生
欲
心
一

乃
至
夢
中　ニ
モ

亦
復
如
是
々
沙
門
法
文

　
私
云
此
経
意
者
一
者
応

生
悲
心

10
覆
育
衆
生
二
者
応
施
无
畏
三
者
遠
離
飲
酒
乃
至
嗅
香
四
者
不
得
妄
語

11
乃
至
夢
中
五
者
不
生
欲
心
乃
至
夢
中
已
上
五
代
是
沙
門
法
也
制
教
六
念
者

12
一
者
念
知
日
月
某
月
若
黒
月
若

白
月
若
大
小
　
二
者
念
知
衣
鉢
道
具
有
无
三
者
念
知
夏
臘
安居

︿
七
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
年数
四
者
念
知
食
所
若
伽
藍
若

聚
落
　
　
五
者
念
同
別
食
若
一
人
食
若
大

衆
人
食
　
　
　
六
者
念
身
康カ
ウ

羸ル
イ

02
□
力
堪
不
堪

病
患
有
无
　
　
精
麁
随
衆
得
等
事
　
疑
云
随
衆
之
義
如
何
答
随　テ
徒
衆　ニ
一

得
之
一

不

03
可
住　ス
自
由　ニ
一

云
也
　
今
日
晨
朝
各
誦
六
念
等
事
　
疑
云
為
化
教　ノ
六
念　ト
ヤ一

為
制

教　ノ
04
六
念
一

歟
答
制
教
六
念
也
此
僧
祇
律
文
故
也
制
教
六
念
者
第
念知日
月
大
小
法

正
月
大
今
朔

05
白
月

黒
月
一
日
乃
至
三
十
日
第
一
念
今知食
所
法
食
僧
常
食
无
請
所
為
乞
食
若
離
主
食
若
自

若
乞
食
随
様
可
唱
　
　
第
三

06
念
我
於
仁
治
三
年
十
一
月
廿
五
日
午
初
分
一

受
菩
薩
大
比
丘
戒
我
今
无
変
若

一
07
反
随
数
可
唱
第
四
念知衣
鉢
有
无
法

我
今
三
衣
鉢
具
足
若
有
長
衣
鉢
等
一

長
未
説
浄

08
過
一
日
等
可
唱
一

若
不
具
者
随　テ
有
一

可
唱
第
五
念知別
衆
食
法

我
今
无
別
衆
食
縁
一

有

09
縁
者
病
若
加
□
日
等
第
六
念
我
今
无
病
依
衆
行
道
一

若
有
病
者
我
有

10
病
当
療
治　ト
可
唱
依
討タ
フ

要
注　ス
之
一

已
上
六
念
出
僧
祇
律
一
云　

々
有
云
一
念
知
日
月

11
二
念
知
食
法
三
念
知
戒
臈
四
念
知
衣
鉢
五
念
知
同
別
食
六
念
知
病
患
取
意

12
四
分
律
比
丘
戒
本
疏　ニ
見
歟
四
分
比
丘
戒
本
疏
末
玄
奘
弟
子
定
賓
疏
□

□
…

□︙
□

︿
七
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
展
転
食
戒
篇
之
内
釈（﹃
四
分
比
丘
戒
本
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
四
〇
・
四
八
三
頁
下
︱
四
八
四
頁
上

）云
︙
︙
古
来
行
事
之
家
於
此

戒
中
一

便
解　ス
僧
祇
□
念
之
義
一

02
准
彼
僧
祇
第
十
六
巻
義
准　シ
テ

応
云
第
一
念
此　ノ
月　ハ
大　ナ
リ
或小
白
月　ナ
リ
或
黒

月

一
日
二
三
日
等

准
数
念

此
03
念　ノ
意
言
黒
白
総
論　シ
テ

以
弁
大
小　ヲ
一

若
論
数
日
一

随　テ
黒
白　ノ
中　ニ
一

分
一
二
等　ヲ
一

也
第
二

念
04
准
僧
祇
今
日　ノ
所
得
一

食　ハ
施　ス
某
々
甲　ニ
甲
於　テ
我　ニ
一

不　㆑
ハ 

計ハ
カ
ラ一

我　㆑
当
食
三説
旦
僧
祇　ノ

05
意
者
一
日
之
中　ニ
当　タ
テ

所
得
一

食　ニ
一

清
旦　ニ
預　メ
作
説
浄
之
法
一

心
念
口
業　シ
テ

施
与　リ
五
衆　ニ
一

故

ツ
タ
ヌ
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06
意
我　カ
今
日　ノ
所
得
一

食　ハ
施　ス
某
々
甲　ノ
々
沙
弥　ニ
一

々
々
於
我
不
許
謂
沙
弥
於
我
不
悋
此
食
也

施
大
歎
与
比
丘
准
此
説

07
我
当
食
謂
作　ナ
リ

食　ル
彼
沙

弥
等
食
一
直
也
准
此
一

不
実
施
与　ル
余
々
人
　々モ

不
赴　カ
檀
越　ニ
虚　ク
設　リ
不
同
此

08
律
要
実　ニ
捨　ニ
ハ

也
准　ニ
ハ

此
律
一

念
防
不
了　ナ
リ

故
作
念　ヲ
一

時　ニ
ハ

但
欲
境
知　㆑
ト

応
作
捨
浄

　
□

09
故
応
念
云
第
二
念
不
肯
請
食　ヲ
至
於
中
時　ニ
一

若
有　㆑
ト

多　ノ
請
意　ニ
欲　ハ
背　カ
者
別　ニ
須

10
捨
請　ヲ
一

如
前
応
知
若
有　ラ
ハ

病　ノ
縁
応
云
第
二
念
我
有　リ
病　ノ
縁
応
背
請　ノ
食
一

余

11
縁
准
此
第
三
念
某　ノ
年
歳
次
甲
子
乙
丑

尋
之
応
知
正
月
乙
丑
朔サ
ク
甲
子
等

准
知

二
日
景ケ
イ

12
宣　ン
甲
子
等

准
知

卯　ノ
時
一
尺
木
二
尺
影　ニ
受　ク
具
足
戒

　
□

一

未
有
夏
子
丑
等
時
木　ト
影　ト
長
短
随
時

称
之
一
々
夏
等
亦
准
称
之

︿
八
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
若
受
戒
時
天
陰ク
モ
テ

无　ク
日
一

但
云
卯
時　ノ
初
分　ニ
受　ト
具
足
戒
一
中
分
後
分

亦
准
称
之
第
四
念
三
衣

02
鉢
具
足　セ

リ
若
闕　ラ
ハ

者
応
云
僧
伽
梨
欝
□
羅
僧　ハ
已　ニ
具　リ
安
多

会　ハ
未
具
我
当
具
余
衣
及
鉢
随
闕　ハ
称
之
　
　

已　ニ
受
持　リ
若
未
受
持
一
随　テ
未

持
一
者
云
僧
伽
梨　ハ
未

03
受
持
我
当
受
持

余
可
准
知
　

長
衣
已　ニ
説
浄　セ
リ
ト
若
一
二
段
未
説
者
云
某
衣
未
浄

我
当
説
浄
余
衣
已
説
浄
　
　

第
五
念
不
別
衆
食

04
或
有　ハ
別
衆
食　ノ
縁
一
応
云
我
有
病　ノ
縁
一

応
別
衆
食
余
縁
准
此
称
之
　
　
　

第
六
念
我
今
无
病
依
衆
行
道
若
有　ハ
病
縁
一
応
云

我
今
有
病
当
　

05
療治
初
念　ハ
為　リ
知
説
戒　ノ
日
時
亦
念　シ
无
常　ニ
シ
テ

日
月　ノ
遷
謝　ス
ル
コ
ト
ヲ

厭
離　カ
生
死
一

第
二
念　ハ

06
防　ナ

リ

悩　ヲ
施
主
一

第
三
念　ハ
防
高
慢
煩
悩
一

亦
防
盗
罪
一

第
四
念　ハ 

遵シ
タ
カ
テ

修　ナ
リ

別
行
一

第

五
07
念　ハ
遵　フ
ナ
リ

和
合　ノ
行　ヲ
一

第
六
念　ハ
遵
不
放
逸　ヲ
一

衆
行
成
弁　ム
ト
ナ
リ

准
律
背　ハ
前　ヲ
一

犯
提　ヲ
一

背　ハ

08
後　ヲ
一

犯
吉
羅
一

謂
若
受　ル
ニ

十　ト
コ
ロ
ノ

請　ヲ
一

背　テ
第
一　ノ
請　ヲ
一

於
後　ノ
九
家　ニ
一

随　テ
受　テ
食　㆑
者
咽
　々ニ

09
中
間　ニ
犯
一
提
八　ノ
吉　ヲ
一

由
唯　シ
初　ノ
家　ハ
是
其　ノ
前　ノ
請　ナ
リ

余
之
九
家　ハ

10
悉
是
後　ナ

ル
ニ

故
若
背　テ
第
二　ノ
家　ヲ
一

向　テ
初　ノ
家　ニ
一

食　㆑
ハ

咽
　々ニ

九　ノ
吉
文

　
又
誦
之
義
如
何
答

11
誦
六
念　ノ
文
也
向
文
一

云
読
一

不　ヲ
ハ

向
一

云
誦　ト
一

也
　
又
无
常
之
義
不
見
一

如
何
答

六
念　ノ
初
念　ノ

12
釈　ニ
云
四
分
比
丘

戒
本
□
也（
巻
二
︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

四
〇
・
四
八
四
頁
上

）亦マ
タ

念　ニ
无
常
一

日
月
遷
謝　ス
厭
離　ス
ヘ
シ

生
死　ト
一

云　ヘ
リ

総　ハ
无　ク
存

略
□
︙
□
有
也

︿
八
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
人
生
不
精
進
等
事
　
疑
云
何
経
論
文
歟
答
尸
迦
羅
衛
経
文
也

02
初
夜
　
第
二
沙
門
善
導
等
事
　
疑
云
標
宗　ニ
ハ

日
没
初
夜
共
无
善
導

03
之
言
一

相
違
如
何
答
初
夜　ノ
偈
終　ニ
私
釈　カ
流
通
文
一

故
也
初
有
私
解
也（

17
）

04
南
无
至
心
︙
︙
ア
ミ
タ
仏
等
事
　
疑
云
南
无
者
至
心
帰
命　ノ
義
也
何
重
言　ル
歟

答
梵
漢
並

05
釈　ル
事
常　ノ
習
歟
　
ミ
タ
智
願
海
︙
︙
皆
悉
到
彼
国
等
事
　
疑
云
今
智
願

06
者
総
別　ノ
中　ニ
ハ

何
歟
答
総
別
共　ニ
並　ヘ
挙　ル
也
但
別
願　ヲ
為
面　ト
一

歟
　
又
聞
名
者
称
名
歟

07
答
不
爾
一

只
是
聞
教
主　ノ
名　ヲ
帰　ル
本
願
一

也
其　ノ
上　ニ
可
有
称
名
等　モ
一

也
　
於
此
世
界
中

︙
︙

08
皆
当
得
生
彼
等
事
　
疑
云
此
界
往
生
菩
薩
数
限
只
六
十
七
億
歟
答
不
爾
一

只

09
是
一
往
挙　ル
数
分　ヲ
一

也
故　ニ
異
訳
経
云
七
百
廿
億
等
一

也
此　ハ
約　ル
釈
迦
所
化
一

歟
　
又

不
退

10
者
指
何
位
一

歟
答
位
行
念　ノ
三
不
退
共　ニ
挙　ル
也
　
又
小
行
并　ニ
小
福
者
分
斉
如
何
答

11
小
行
者
未
入
不
退
十
信
菩
薩
也
寂
云
小
行
菩
薩　ト
イ
ハ

已　ニ
入　リ
十
信
熙
連
以
上
在

上
輩

12
又
已
入
不
退　ノ
菩
薩
願
往
生
有
何
要
一

歟
答
此
有
二
意
一
為
趣
下
位
一

進
上
位
一

也
論
注（
巻
下
︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

四
〇
・
八
四
〇
頁
中

）
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13
云
未
証
浄
心
菩
薩
者
初
地
已
上
七
地
已
還
諸
菩
薩
也
︙
︙
此
菩
薩
願
生
安

楽
浄
土
即
見

︿
九
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
ア
ミ
タ
仏
□
々
々
々
時
与
上
地
諸
菩
薩
一

畢
竟　シ
テ

身
等
法
等
龍
樹
菩
薩
婆
薮

頭
菩
薩
年

02
願
生
彼
一

者
当
為
此
一

耳
文
二
恐
第
七
地
大
寂
滅
一

故
也
同
注
下（﹃
論
註
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
四
〇
・ 

八
四
〇
頁
中

）

云
問
曰
答
曰
菩
薩
於

03
七
地
中
一

得　ハ
大
寂
滅
一

上　ニ
不
見
諸
仏　ノ
可
求
一

下
不
見
衆
生　ノ
可
度
一

分
捨
仏
道
証

於
04
実
際
一

爾
時
不
得
十
方
諸
神
力
加
勧
即
便
滅
度
与
二
乗
一

无
異
一

菩
薩
若
往

05
生
安
楽
一

見
ア
ミ
タ
仏
一

即
无
此
難
是
故
須
言
畢
竟
平
等
云　

々
有
於
大
聖
往
生

06
有
三
義
一

一
自
熟
二
熟
他
三
本
縁
云　

々
此
義
未
検
本
説
也
有
云
涌
出
品
文
句

云
07
法
性
土　ノ
菩
薩
来
穢
土
一

故　ハ
自
熟
々
他
本
縁
云　

々
新
懐　ニ
云
自
熟
者
応
身
熟
他
者

08
報
身
本
縁
者
法
身
也
又
法
身
般
若
解
脱　ニ
一
取
意
若
此
意
者
浄
穢
相
違

09
一
切
諸
菩
薩
︙
︙
稽
首
ミ
タ
尊
等
事
　
疑
云
此
三
行　ノ
偈　ハ
頌
何
事
歟
答
頌　ル
見

仏　ト
供
養

10
益
一

於
中
一

上　ノ
二
行　ハ
明
外
事
供
養
謂　ク
花
宝
香
衣
天
楽
等
也
下　ノ
一
行　ハ
明
内
事

11
供
養
謂
上　ノ
二
句　ハ
口
嘆
供ク

養ヤ
ウ

也
浄
影（﹃
大
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・
一
〇
八
頁
中

）云
下　ノ
利
他　ノ
中　ニ
恵
日
照
世　ハ

化
人
一

生　ス
知
恵

12
能　ク
開
暁ケ
ウ

照　コ
ト

世
如
レ

日
教
人
一

生　ヲ
解
一

名　ク
照
世
間　ト
一

照
除　シ
生
死
化　シ
テ

人
一

離
障
生
死

︿
九
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
覆
障
従
喩
一

名
雲
一

身
敬
可
知
一
文

　
見
彼
厳
浄
□
︙
︙
願
□
国
亦
然
等
□

02
疑
云
此
一
偈
頌
何
事
歟
答
遠（﹃
大
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・
一
〇
八
頁
下

）云
見　テ
土
求
願　ス
文
顕　ニ
シ
テ

可
知
　

又
或
本
云
无
量
□

03
今
云
无
上
心
何
為
正
一

歟
答
无
上
心
可
為
正
一

歟
有
道
理
一

故

04
応
時
无
量
尊
︙
︙
踊
躍
大
歓
喜
等
事
　
疑
云
此
二
偈　ハ
頌
何
事
一

歟
答
此　ハ
ミ
タ　ノ

説
法　ノ

05
前
相
也
遠（﹃
大
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・
一
〇
八
頁
下

）云
ミ
タ
如
来
現
相
発
起
文

　
又
仏
口　ノ
光　リ
定　テ
益
二

乗
一

歟
而
今
云　ヘ
リ

一
切
天
人

06
衆
一

相
違
如
何
答
爾
也
但
今
於
浄
土　ノ
仏　ニ
一

只
自
然　ニ
嘆　ヘ
リ

光　リ
従
口
一

出　ル
也
不
可
簡

大
小
一

也

07
口
光
益　ス
小
乗
一

者
於
穢
土
仏
一

分
別
也
有
云
今
光
従
口
一

出　ハ
説
法　ノ
前
相　ノ
表
示
也

08
光
従
頂
入　ハ
大
乗
授
記
相
也
又
花
厳
意　ハ
仏
光
自
頂
一

入　リ
自
足
一

出
授
記
取
意

09
又
廻
光
者
意
如
何
答
挙
身　ノ
光　リ
還　テ
廻
身
一

故
云
廻
光
囲
繞
身
一

也

10
梵
声
如
雷
震
︙
︙
吾
悉
知
彼
願
等
事
　
疑
云
梵
声
者
意
如
何
答
論
注
上

（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
〇

・
八
三
〇
頁
上

）云
天
竺

11
国
称
浄
行
為
梵
行
一

称
妙
辞
一

為
梵
言
一

彼
国
貴
重
梵
天
一

多
以
梵
為
讃
一

12
亦
言
中
国　ノ
法　ハ
与
梵
天
一

通　カ
故
也
故
知
是
称
美
言
也
　
八
音
者
何
等
歟
答
遠

（﹃
大
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・
一
〇
八
頁
下

）云

︿
十
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
八
種
梵
音
如
彼
梵
摩
喩
経　ノ
中　ノ
説
一
最
妙
声
其　ノ
声
哀
妙　ナ
リ

二
易
了
声
言
辞シ
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02
弁
了　リ
三
調
和
声
大
小
得　リ
中
四
柔
濡
声
其　ノ
声
柔
濡
五
不
誤
声
言　ニ
无
錯
失

03
六
不
女
声
其　ノ
雄
朗
七
尊
恵
声
言　ニ
有
威
粛
為
世
尊
重　ル
有
恵
人
声
八
深
遠
声

04
其
声
深
遠　シ

テ

猶
如
雷
震
一
文

　
至
彼
厳
浄
国
︙
︙
受
記
成
等
覚
等
事
　
疑
云

此
一

05
行
偈
頌
何
事
歟
答
上　ノ
二
句　ハ
挙　ク
神
通　ノ
益
下
二
句
挙
授
記
益
一

也

06
奉
事
億
如
来
︙
︙
還
到
安
養
国
等
事
　
疑
云
此
一
行
偈
頌
何
事
歟
答
供
仏　ト

起
行

07
之
益
也
遠（﹃
大
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・
一
〇
九
頁
上

）云
往　テ
彼　ニ
広　ク
供　ス
多
仏
一

起
行
之
益 

文 

已
上　ノ
十
三
行　ノ

偈　ハ
約
聖
人　ノ
往
生
一

08
挙　ル
諸
仏　ノ
共
嘆　ヲ
一

也
　
若
人
无
善
本
不
得
聞
仏
名
難
以
信
此
法
等
事
　
疑
云
善

本
09
者
何
等
歟
答
善
本
者
云
善
根
一

事
也
根
者
本　ノ
義　カ
故
又
云
功
徳
一

事
也
善
者
功

也
10
本
者
徳
之
義
也
　
私
云
善
本
者
戒
也
戒　ハ
是　ハ
万
行　ノ
地
盤　カ
故
　々ニ

説　ク
清
浄
有
戒

11
者
乃
護
聞
正
法
一
文
又
寂
云
善
本
者
持
戒
文
　
香
象
梵
網
疏
□
云

12
又
挙
无
量
本
之
義　ヲ
一

意
如
何
答
説　ク
此
経　ノ
難
聞
之
由　ヲ
一

也
遠（﹃
大
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・ 

一
〇
九
頁
上

）

云
挙　テ
経
難
□
□

　
□

□

︿
十
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
修
行
文

　
又（﹃
大
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・
一
〇
九
頁
上

）云
初
有
半
偈
一

挙
无
善　ノ
人
不
聞
此
経
彰　ス
経
深 

重　コ
ト
□
□ 

　
又
経　ニ
ハ

云
□
□
□　ト
一

02
釈
云
聞
仏
名
一

相
違
如
何
答
此
経　ノ
所
詮
名
号
也
故
釈　ル
聞
仏
名　ト
一

也
委　ク
ハ

如
選
択

03
集　ノ
一

又
経
云
此
経　ト
者
約
能
詮　ニ
一

釈
云
仏
名
者
約
所
詮
一

也
又
次
下
云
此
経
住
百

年
等
一

04
故
无
違
一

　
又
挙
憍
慢
等　ノ
悪
相
有
何
意
歟
答
此
経　ハ
深
妙　シ
テ

悪
人　ハ
不
得
聞
称
美　ル

也
05
故
遠（﹃
大
経
義
疏
﹄
巻
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・
一
〇
九
頁
上

）云
挙　ル
有　テ
悪
人
不
信
此
法
一

彰　ス
経　ノ
深
重
一
文

　
又
憍
慢
等　ノ

一
　々ノ

名
義
如
何
答

06
憍
者
自
身　ノ
　奢ヲ
ホ
ル

也
慢
者
偈ア
ナ
ツ
ル

他
人
一

也
故
倶
舎（
巻
四
︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

二
九
・
二
一
頁
中
意
？

）云
憍　ハ
由　ル
カ

自
身　ニ
一

故
慢　ハ
対　ス
ル
カ

他
身　ニ
一

故
文

07
又
於
慢
一

有
七
慢
九
一々

倶
舎
頌（﹃
倶
舎
論
本
頌
﹄
巻
一
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
二
九
・
三
二
八
頁
上

）云
七
九
従
三
皆
通
修
断

文
謂
先
七
慢
者
釈
卑

08
慢
者
一
慢 

実　ニ
我　㆑
勝　テ
他　ニ
一

思　テ
勝　ト
一
慢
也
二
過
慢
於
他
等　ニ
一
思　テ

己
勝　ト
一
慢
也
三
慢
過
慢
実　ニ
我
劣　ニ
シ
テ

謂　テ

己
勝
一
慢
也

四
卑
慢
我
遙　ニ
劣　ニ
シ
テ

謂　テ
□

　
□

劣　ト
一

09
慢也
五
我
慢
計
我
々
所
一

慢
也
　
　

六
邪
慢
悪
行
无
徳　ニ
シ
テ

謂

清
浄
有
徳
慢
也
七
増
上
慢
未
得
謂　テ

已
得
慢
也
九
慢
依
発
智
論
一

10
大
旨
同　シ
七
慢
一

故
略
之
云　

々
弊
者
六
度
裏
也
可
知
一

懈
怠
者
懶
墯
義
也
可
知
皆

11
□
煩
悩
也
　
宿
世
見
諸
仏
︙
︙
踊
躍
大
歓
喜
等
事
　
疑
云
見
仏
之
時
何
不

得
度

12
歟
答
雖
有
見
仏
之
縁　ハ
一

解
脱　ノ
時
未
至
一

歟
此
即
種　ト
熟　ト
脱　ト
ノ

三
時　ノ
次
第
也

︿
十
一
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
故
大
通
結
縁　ノ
人　ニ
于
今
流
転　ス
ル

歟
　
又
見
仏　ノ
分
斉
如
何
　
答
慈
恩
云
見
仏　ニ
有
二

一
正　ク

02
見　ル
生
身
二
聞　ヲ
法
名　ク
見
仏　ト
一
取
意
又
釈　ル
八
難　ヲ
一

時　キ
正
像
末　ノ
三
時
共　ニ
云
遠
世
︱

事　ア
リ

烈ハ
ケ
シ

　異
説
多
也

　
一
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03
了
義
灯
第
一（
巻
七
︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

四
三
・
八
〇
六
頁
上

）云
値
仏
者
有
仏
教
法
一

従
他
聴
聞
亦
名
値
仏
雖

有
仏
教
一

无
人

04
伝
説
名
无
仏
世　シ

テ

　
又
謙
即
敬
歟
答
不
爾
謙
与
敬
也
謙
下
自
身　ヲ
恭
敬
他

05
人
一

云
謙
敬　ト
一

也
　
其
有
得
聞
彼
︙
︙
真
成
報
仏
恩
等
事
　
疑
云
已
下　ノ
五
行　ノ

偈
頌　ハ
釈　ル

06
経　ノ
何
文
一

歟
答
釈　ル
流
通
分　ノ
文
一

也
謂
始　ノ
一
行　ハ
釈
自
其
有
得
聞
至
无
上
功
徳
之

07
文
上

也
第
二　ノ
一
行　ハ
釈
自
設
有
大
火
一

至　マ
テ
ノ

後
生
疑
或
一

之
文
上

也
第
三　ノ
一
行　ハ
釈

自
当

08
来
之
世
一

至　ノ
皆
可
得
度
之
文
上

也
第
四
一
行　ハ
釈
自
如
来
興
世
一

至
諸
婆
羅
蜜
一

之
文
也

09
第
五　ノ
一
行　ハ
釈
自
遇
善
知
識
至　ノ
无
過
此
難
之
文
也
　
又
満　ム
大
十
火　ヲ
ハ

云
何
可
通

之
一

歟

10
答
如
此
事　ハ
即
容
有　ノ
釈
也
只
是
釈　ル
悉
之
分
斉　ヲ
一

也

11
中
夜
　
十
二
礼
訳
者　ハ
禅
那
崛
多
三
蔵
也

12
第
三
謹
依
龍
樹
菩
薩
願
往
生
礼
讃
等
事
　
疑
云
龍
樹
者
初
地
菩
薩
也
何
□

□
□

　
□

一

︿
十
一
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
答
自
就　ト
就
他　ト
本
縁　ト
ノ

三
義　ノ
故
也
曇
鸞（﹃
論
註
﹄
巻
下
︑﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
四
〇
・
八
四
〇
頁
中
意

）云
恐
第
七
地
大
寂
滅

故
文
□
︙
□
二

一

02
乗　ノ
沈
空
一

故
也
　
又
龍
樹
菩
薩
造
弥
勒　ノ
十
二
礼
爾
者
知
足　ト
浄
土　ノ
中　ニ
ハ

何
為
所

求

　
□

03
歟
答
以
浄
土
為
所
求
一

也
故
楞
伽
経（﹃
入
楞
伽
経
﹄
巻
九
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
一
六
・
五
六
九
頁
上
意

）云
妄
覚　ハ
非
境
界
一

於

有
天
国　ノ
中　ニ
一

有
徳　ノ

04
比
丘
一

名
龍
樹
菩
薩
一

能　ク
破
有
无
見　ヲ
一

為　ニ
人
一

説
我
乗
一

々
　々ハ

内
証
智　ナ
リ

往
生
安

楽
国

05
証
得
歓
喜
地
文

　
又
依
龍
樹
者
何
不
用
十
住
婆
娑
論　ノ
中　ノ
弥
陀　ノ
偈
一

歟
答
十
住

論　ハ
06
因
明
也
十
二
礼　ハ
直
弁
也
一
巻
文
也
　
懺
悔
同
前
後
等
事
　
疑
云
初
夜
等
前

後
与

07
今
前
後
同
異
如
何
答
異
也
　
又
発
願
等　ノ
作
法　ハ
六
時
皆
同
歟
答
同
也

08
ア
ミ
タ
仙
両
足
尊
等
事
　
疑
云
仙
者
何
等
歟
答
聖
義
也
　
奢
摩
他
行
如
象

歩
等

09
事
　
疑
云
奢
摩
他
者
何
翻　ル
之
一

歟
答
此
云
止
也
止
者
静
義
也

10
声
如
天
鼓
俱
翅
羅
等
事
　
疑
云
天
鼓
者
何
等
歟
答
天
帝　ノ
鼓
也
花
厳
経
云
　

又
11
倶
翅
羅
者
何
翻
之
一

歟
答
此
云
百
舌
鳥
一

也
鶯　ク
ヒ
ス

也
光
記（﹃
倶
舎
論
記
﹄
巻
一
︑﹃
大

正
蔵
﹄
巻
四
一
・
八
頁
上

）云

舎
利
翻　ス
百
舌
鳥
一
文

12
此
不
審
也
慈
恩
釈（﹃
法
華
玄
賛
﹄
巻
一
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
四
・
六
七
〇
頁
中
意

）云
百
舌
鳥
者
鶖カ
シ
ト
リ

也
文
倶
翅
羅
者
涅

槃
経
文
也
枯
木
不
栖ス
ク
ハ一

也

︿
十
二
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
又
取
高
声
辺
一

歟
答
爾
也
有
云
共　ニ
取
高
声　ト
弁
説　ヲ
一

同
妙
声　ニ
シ
テ

有　ニ
説
法
能
一 

故
文

ユ
ツ
ル
ヘ
ル
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02
観
音
頂
戴
冠
中
住
等
事
　
疑
云
観
音
頂
戴　ル
ミ
タ
歟
爾
者
有
何
由
一

歟
答

03
横
川　ノ
安
楽
谷　ノ
明
賢
云
円
豪
阿
闍

梨
弟
子
也 

明
賢　ハ
覚
超
之
弟
子
也
ミ
タ　ニ
有
大
威
勢
故
頂
載
一

之
降

04
伏　ス
外
道
魔
王　ト
一

例
如
云
上
宮
太
子
戴　イ
テ

四
天
王　ヲ
一

伏
守
室　ノ
逆
臣
上 

云
　

　
々
天
台　ハ
釈

帯
果　ヲ

05
而
行
レ

因　ニ
一

也
大
智
受　テ
之
一

観
音
往
昔　ニ
成
仏　ノ
時　ニ
名　ト
正
法
明
如
来
一

故
帯　シ
テ

昔　ノ
果
一

今
06
行
因
一
云　

々
有
云
此
釈
意　ハ
今
戴
ミ
タ
一

表
昔
果
一

也
　
无
量
諸
魔
常
讃
嘆
等
事

07
疑
云
諸
魔
何
故
讃　ル
ミ
タ
一

歟
答
被　テ
降
伏
一

帰　ル
故
也
賢
護
分　ニ
見　タ
リ

魔
王
讃　ス
ト

ミ
タ
一

也
08
此　ニ
有
権
実　ノ
二
義
一

権
者
第
六
天
魔
王
也
　
為
諸
衆
生
願
力
住
等
事
　
疑
云

願ク
ワ
ン

力

09
住
之
義
如
何
答
依
因
位　ノ
本
願　ニ
一

住　ト
極
楽
一

云
也
有
云
鬼
神
悩
身
心
一

魔
王　ハ
指　ス
現

10
当
之
益
一

也
　
為
衆
説　ノ
法　ノ
无　ヲ
名
字　タ

ニ
モ

等
事
　
疑
云
法
体
設
雖
空
一

何
无
名
字

仮
相

11
歟
答
体
空　ノ
故
无
名
字
也
　
又
无
名
字　ノ
文
点
如
何
答
如
上
左
点　ハ
大
日
房ハ
ウ
ノ

読
也

12
大
乗
論　ノ
中　ニ
ハ

法
仏
浄
土　ニ
ハ

諸
法　ニ
不　ノ
立
名
字
説
法　ト
云　ヘ
リ

　
彼
尊
仏
刹
无
悪
名
等
事

︿
十
二
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
疑
云
設　ヒ
雖
无
其
体
一

何
无
悪
名
字
一

歟
答
此　ハ
体

　
□

□
離
名
□
嫌
也
次　ニ
□
女
人
悪

02
道
者
離
体
機
嫌
也
非
説　ク
悪
道
等
之
言
也
　
衆
善
无
辺
等
事
　
疑
云
所
□

03
衆
善
无
辺
者
所
礼　ノ
仏
所
具　ノ
衆
善
也
能
礼　ノ
行
者　ノ
所
得
衆
善
歟
答
仏　ノ
所

04
具
也
所
獲
善
根
者
能
礼　ノ
所
得
故
也
　
所
獲
善
根
等
事
　
疑
云
所
獲
之
功
徳

05
者
誰
人
所
得
歟
答
龍
樹
菩
薩　ノ
所
得
也
　
又
此
一
行
何
无
礼
之
義
一

歟
答
此　ハ
廻

向　ノ
06
句
也
十
二
礼
者
約
多
分　ニ
一

也
又
礼　ノ
上　ノ
廻
向
故
也
　
至
心
懺
悔
乃至
願
滅
除
等
事

07
答
要
略
広　ノ
三
品
者
従
狭
至
広
歟
爾
者
要
者
五
行
略
者
四
行
相
違
如
何

08
答
略
懺
悔
之
時　ハ
五
悔　ヲ
同
名
懺
悔　ト
一

也
弘
決（
巻
七
之
四
︑﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
四
六
・
三
八
二
頁
中

）云
雖
有
勧
請
等　ノ
四

莫
非
懺
悔
故
□

09
五
悔
文
真
言　ニ
ハ

金
剛
界　ニ
ハ

用
五
悔
一

胎
蔵
界　ニ
ハ

用　ル
九
方
便
一

也
　
又
无
始
受
身
之

義
10
如
何
答
迷
真　ノ
始　ヲ
云
无
始　ト
一

也
辟　ヘ
ハ

如
車
輪　ノ
廻　リ
始
一

也
有（﹃
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
﹄
巻
下
︑﹃
卍

続
蔵
﹄
巻
二
一
・
四
七
二
頁
下

）云

妄
起
无
端　シ
テ

故
云
无

11
始
一

䡝
然　シ
テ

不
覚
故
四
无
明　ト
一
文
十
纏
三
纏　ト
云
事
在
倶
舎
等
一

可
見

12
恒
以
空
恵
照
三
界
等
事
　
疑
云
空
恵
照
三
界
之
義
如
何
答
対
衆
生　ノ
実
有

︿
十
三
丁
右
（
巻
二
）﹀

01
見
一

諸
仏
以
中
道
恵
一

照
衆
生　ノ
迷
倒　ヲ
一

云
也
又
一
切
智
道
種
智
一
切
種
智
如
次　ノ

02
空　ト
仮　ト
中

　
□

分
量
也
今　ハ
一
切
智
也
三
慈
悲　ノ
中　ニ
ハ

以
空
恵
一

照　ス
者
大
慈
悲
也
三
悲

03
者
衆
生
縁
遍計
法
界
縁
依他
无
縁
円成
也
円
成
等
者
名
三
性
也

04
歴
劫
已
来
懐
嫉
妬
︙
︙
梵
焼
智
慧
慈
善
根
等
事
　
尋
云
嫉
妬
者
其　ノ
形
何

05
物
歟
答
嫉
妬
者
慳
貪
也
未
曾
有
経（
巻
下
︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

一
七
・
五
八
二
頁
下

）云
不
嫉
妬
一

余
経
云
不
貪
一

六
ハ
ラ
ラ
経（﹃
六
波
羅
蜜
多
経
﹄
巻
五
︑﹃
大

正
蔵
﹄
巻
八
・
八
八
七
頁
下
　

）云

06
離
貪
嫉　ヲ
一

者
見　テ
他　ノ
尊
貴　ニ
シ
テ

多　ク 

饒
賊
ユ
タ
カ
ナ
ル　

宝　ニ
一

起　ス
嫉
妬
心
一

故
往
生
要
集　ノ
餓
鬼
道　ノ

07
終　ニ（
巻
上
︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
八
四
・
三
三
頁
中

）云
慳
貪
嫉
妬　ノ
者　ノ
堕
我
鬼
道
一
云　

々
故
嫉
妬
与
慳
貪
一

文
異
義
同
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也
今
即
挙

08
貪
癡
嗔　ノ
三
毒
也
　
癡
愛
入
胎
獄
等
事
　
疑
云
胎
獄
者
何
等
歟
答
在
三
界　ノ
獄　ニ
一

09
喩　ル
胎　ニ
一

也
此　ハ
挙
十
二
因
縁
一

也
十
二
者
无
明
行　ハ
過
去
二
因
也
識
名
色
六
入
独

受
10
現
在
五
果
也
愛
取
有
現
在
三
因
也
生
老
死　ハ
未
来
二
果
也
　
願
捨
胎
蔵
形
等

事
11
疑
云
胎
蔵
形
者
何
等
歟
答
次
上
入
胎
獄
也
此
段
当
新
訳
花
厳
普
賢　ノ
十
願
也

12
又
上
来　ノ
五
悔
者
為
引
経
論
文
一

為
私
解
釈
歟
答
私
云
結
偈
也
但
十
住
婆
娑
論

弥
︿
十
三
丁
左
（
巻
二
）﹀

01
勒
発
願
経
弥
勒
所
　

問
経
同
之
等　ニ
有
五
悔
文
一

依　テ
此
等　ニ
一

結
給
也
□
□
□
大
師　ノ
ミ
タ
讃
終　ニ

引
用

02
之
給
也
　
余
悉
同
上
法
等
事
　
疑
云
余
者
何
等
歟
答
前
後　ノ
発
願

　
□

三
礼
□

03
但
无
常
偈　ハ
別
也
　
又
於
此　ノ
時
中　ニ
一

云
同
上
等
一

有
何
由
乎
答
今
略
懺
悔
以
五

悔
之

04
五
段
一

共
名
懺
悔
一

此
即
更カ
ル
〳
〵

余
処　ニ
一

故
也
　
又
或
本　ニ
ハ

无
此
五
字
邪
正
如
何

05
答
有
本　ニ
ハ

善
也

06
文
永
五
年
八
月
十
六
日

07
礼
讃
三
巻
内
第
二

︿
十
四
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
後
夜

02
第
四
謹
依
天
︱

親
菩
薩
願
往
生
礼
讃
偈
等
事
　
疑
云
天
親
於
都
卒　ト
極
楽　ト
ニ一

共　ニ

03
勧　ニ
之
一

爾
者
何
為
所
求
一

歟
答
極
楽
也
注　ノ
上　ニ
釈　シ
テ

願
生
安
楽
国
之
句
一（﹃
論
註
﹄︑

﹃
大
正
蔵
﹄

巻
四
〇
・

八
二
六
頁
下

）云
生
者
天
親

04
菩
薩
願
生
彼
安
楽
浄
土
如
来
浄
花
中　ニ
生
故
曰
願
生　ト
一

有
云
此　ノ
釈　ハ
往
生
論　ノ
作

05
至　カ
故　ニ
且　ク
与　テ
釈
也
余
処
云
生　ト
知
足　ニ
一

也
　
又
今
此
頌
文　ハ
依
何
経
歟
答
論　ノ
文
幽　カ
也

06
以
論
一

明　ニ
之
一

通　シ
テ

申
三
経
一

也
其
義
明
々
也
　
又
定
散
二
門
中
勧
何
辺
一

歟
答

本
07
論
并
注　ノ
意　ハ
定
善
也
而
今
随
宜
転
用　シ
テ

為
散
善　ト
一

也

08
世
尊
我
一
︙
︙
与
仏
教
相
応
等
事
　
疑
云
此
一
行
偈　ハ
頌
何
事
歟
答
於
五
念

門
09
中
頌
礼
拝
讃
嘆
二
門
一

也
謂
帰
命
者
礼
拝
門
也
尽
十
方
等
者
讃
嘆
門
也

10
又
讃
嘆
門
如
文
一

爾
也
云
无
㝵
光
等
一

故
礼
拝
門　ハ
来人
聞
其
義
一

帰
命
者
約
意

11
地
礼
拝
者
約
身
業
一

故
身
意
既　ニ
別
也
而
何
以
帰
命
一

云
礼
拝
門
一

歟
答
爾
也

12
但
以
義
一

此
為
礼
拝
門
也
故
論
注　ノ
上（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
〇

・
八
二
七
頁
上

）云
何
以
知　ル
帰
命
是
礼
拝
龍

樹
菩
薩
造
ア
ミ

︿
十
四
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
タ
如
来　ノ
讃
一

或
言
稽
首
礼
或
言
我
帰
命
一

或
言
帰
命
礼
︙
︙
天
親
菩
薩
既　ニ
願

往
02
生
豈
容
不
礼
一

故
知
帰
命
是
礼
拝　ナ
リ

然　ニ
礼
拝　ハ
但
是　㆑
恭
敬　ナ
リ

不
必
帰
命
一

03
々
　々ル

必
是
礼
拝　ス
ル
ナ
リ

若
以
此
一

推　ル
ニ

帰
命
為
重　シ
ト一

申
已　ニ
心　ヲ
一

宜　ク
言
帰
命　ト
一

論　ニ
ハ

解　ス
偈　ノ

04
義
一

汎ヒ
ロ
ク

談　ス
礼
拝
一

彼
相
成　シ
テ

於
義
一

弥　ヨ
顕　ハ
ナ
リ

　
又
今
略　ル
作
願
門　ヲ
一

有
何
意
一

歟
答
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05
論　ノ
意　ハ
合　シ
テ

安
心
起
行
立　ス
五
念
門
一

而
今
師　ノ
意　ハ
作
願
門
者
即
三
心
也
故
安
心　ヲ

06
別　ニ
立　シ
テ

其　ノ
外　ニ
挙　ル
起
行
故
也
　
又
世
尊
者
諸
仏
通
号
也
爾　ハ
今
約
何
仏
一

歟
答

07
先
挙
本
師
釈
迦
也
故
論　ノ
注　ノ
上　ニ（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
〇

・
八
二
七
頁
上

）云
世
尊
者
諸
仏　ノ
通
号
也
論　ニ
ハ

智
一

則
義
无

08
不　ル
コ
ト 

達サ
ト
ラ一

語　ヘ
ハ

断
一

則
習
気
无
余　リ
一

智
断
具
足　ノ
能　ク
利
世
間
一

為
世　ノ
尊
重　ス
ル

故
曰

09
世
尊
一

此　ニ
言
意　ハ
帰
釈
迦
如
来
何
以
得　ル
知
下
句
言　ナ
リ

我
依
修
多
羅
一

︙
︙
若
謂
此　ノ

意
遍　ク

10
告　ト
二

諸
仏　ニ
一

立
亦
復
无
嫌
一
云　

々
　
又
一
心
者
定
散
中
何
歟
答
散
心
也
此
即
決

定
一
心
也

11
非
入
定
一
心
一

也
　
又
一
心
者
浅
深
分
斉
如
何
答
勇
猛
強
盛
心
也
業
事　ヲ
可
成

12
弁　ス
一

故
此
即
至
誠
心
也
　
又
於
十
二
光　ノ
中　ニ
一

殊　ニ
挙
无
㝵
光
一

有
何
意
歟
答
雖
十

︿
十
五
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
二
光
共　ニ
一
体　ノ
上　ノ
異
名　リ
ト一

无
㝵　ノ
徳
最
勝　カ
故
也
今
文　□
ハ

挙
二
光
也
謂
尽
十
方
者

02
无
辺
光
也
此
即
无
辺
无
㝵
二
也
　
観
彼
世
界
相
︙
︙
広
大
无
辺
際
等
事

03
疑
云
此
一
行
偈
頌
何
事
歟
答
自
下
於
五
念
門
中
一

挙
観
察
門
也
於
中
一

有
三
一　

一
依

04
報
観
自
観
彼
世
界
相
一

至
一
切
満
足
一

十
行
是
也
二
ミ
タ
観
自
无
量
大
宝
王

至
妙

05
香
等
供
養
三
行
是
也
三
菩
薩
観
自
安
楽
国
浄
浄
至
功
徳
大
宝
海
二
行
是
也

06
而
於
一
行
上
二
句
名
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
意
云
清
浄
一

者
依
正
二
報
共
清
浄

也

07
然
而
先
始
故
約
依
報
也
下
二
句
名
荘
厳
量
功
徳
々
々
意
云
極
楽
分
量
広
大

无
08
辺
故
也
　
正
道
大
慈
悲
︙
︙
如
鏡
日
月
輪
等
事
　
疑
云
此
一
行
偈
頌
何
事

歟
09
答
上　ノ
二
句
名
荘
厳
性
功
徳
々
　々ト

一

意
云
依
報　ノ
荘
厳
併　ラ
自
ミ
タ
如
来
因
位　ノ
万
行

出
世

10
无
漏　ノ
善
根
之
性
一

出
生　ト
云
也
下
二
句　ヲ
ハ

名
荘
厳
形
相
々
々
々
々
意
云
極
楽　ノ
荘

厳
11
形
相
有
光
明
如
日
月
輪
云
也
　
備
諸
珍
宝
性
︙
︙
明
浄
曜
世
間
等
事
　
疑

云
此
一

12
行
偈
頌
何
事
一

歟
答
上　ノ
二
句
名
荘
厳
種
々
事
々
々
々
々
意
云
以
泥
土
木
右
□

□
︿
十
五
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
荘
厳
一

以
七
珍
宝
一

荘
厳
種
々
事　ヲ
一

而
自
然　ニ
シ
テ

光
明
□
照
曜
□
色
殊
妙　ト
云
也

02
宝
花
千
万
種
︙
︙
宣
吐
妙
法
音
等
事
　
疑
云
已
下　ノ
三
行　ノ
偈
頌
何
事
歟
答
此

三
03
行　ヲ
名
荘
厳
三
種
々
々
々
々
謂
始　ノ
一
行　ハ
名
荘
厳
水
々
々
々
々
水　ノ
荘
厳　ノ
故
次　ノ
一

行　ハ
04
名
荘
厳
地
々
々
々
一々

地
荘
厳　カ
故
後　ノ
一
行　ハ
名
荘
厳
虚
空
々
々
々
一々

空
裏　ノ
荘

厳
05
故
已
上
可
知　ル
一
　

梵
声
悟
遠
︙
︙
法
王
善
住
持
等
事
　
疑
云
此
一
行
偈
頌
何
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事
歟

06
答
上　ノ
二
句　ハ
名
荘
厳
妙
声
々
々
々
一々

意
云
国　ヲ
名　ト
ハ

極
楽
一

人
聞
之
一

可
発
二

欣
楽

之
心
一

故
也

07
論
注
上（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
〇

・
八
三
〇
頁
上

）云
声
者
名
也
名　ハ
謂　ク
安
楽
土　ノ
名　ナ
リ

経　ニ
言　ク
若
人
但
聞　テ
安
楽
浄

土
之
名
一

歎

08
願　㆑
ハ

往
生
一

亦
得
レ

如
レ

願　ノ
此　ハ
名　ノ
悟　ス
物　ヲ
一

之
証
也
文
義
寂
大
経
疏　ニ
ハ

云
ミ
タ
十
二

光　ノ
名
也

09
次
下
云
正
覚
ア
ミ
タ　ト
一

故
云　

々
下
二
句
名
荘
厳
主
々
々
々
一々

意
云
ミ
タ
如
来

為　テ
極
楽　ノ
教

10
主
一

住
持
国
土　ヲ
故
也
　
如
□
浄
花
衆
︙
︙
禅
三
昧
為
食
等
事
　
疑
云
此
一
行

偈
頌
何

11
事
歟
答
上　ノ
二
句　ハ
名
荘
厳
眷
属
々
々
々
一々

意
云
生　ル
彼
土　ニ
一

者　ノ
並　ニ
自
蓮
花
一

化

12
生　カ
故
也
注
下（﹃
論
註
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
四
〇
・
八
三
八
頁
中

）云
如
来
正
覚　ノ
浄
花
之
所　ニ
化
生
云　

々
　
又
浄
花
衆

者
意
如
何
答
自
浄

︿
十
七
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
花
生　ル
人　カ
故
従　テ
所
生　ニ
一

云
浄
花
衆
也
　
又
以
花
一

名　ル
浄

　
□

一

事
如
何
答
ミ
タ
如
来
浄

業
02
所
感　ノ
花　カ
故
　
又
正
覚
花
者
意
如
何
答
依　テ
如
来
正
覚
之
功　ニ
一

此
花
出
生　カ
故
也
下　ノ

二
03
句　ヲ
ハ

名
荘
厳
受
用
□
□
□
一々

意
云
極
楽　ノ
衆
生
不　シ
テ

用
段
食
一

法
味　ヲ
為 
シ
テ

食　ト
一

住　シ
テ

我
命
一

永

04
劫　カ
故
也
　
永
雖
身
心
悩
︙
︙
一
切
能
満
足
等
事
　
疑
云
此
二
行
偈
頌
事
歟

答
始　ノ
二

05
句　ハ
名
荘
厳
无
諸
難
々
々
々
一々

意
云
極
楽　ノ
衆
生
於
身
心
一

離
苦
得
楽　カ
故
也
次　ノ

四
句　ハ

06
名
荘
厳
大
義
門
々
々
々
一々

意
云
大
義
門
者
云
大
乗
一

也
　
又
極
楽　ニ
有
声
聞
一

何
云
大
乗

07
界
一

歟
答
従
本
立
名
也
故
論　ノ
注　ノ
上（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
〇
・
　

八
三
〇
頁
下
︱
八
三
一
頁
上

）云
以
理
一

推　ス
之
一

安
楽
浄

土　ニ
ハ

不
応
有
二
乗
一

何
以

08
言　ナ
ラ
ハ

之
一

夫
有　ハ
病
則
有　ル 

薬ク
ス
リ一

理
数
之
常
也
法
花
経　ニ
云
言
釈
迦
牟
尼
如
来
以
出

09
五
濁
一

故
分
一
一

為
三
浄
土
既
非
五
濁　ニ
一

无
三
乗
一

明
矣
︙
︙
阿
羅
漢
既
未
得

一
切
解
脱
一

10
必
応
有　モ
生
一

此
人
更
不
生
三
界
々
々
外　ニ
ハ

除　テ
浄
土
一

更
无
生
所
一

是　ニ
知　ヌ
唯
応
於

浄
土　ノ
生　ニ
一

11
如　ハ
言　カ
声
聞
者
是
他
方
声
聞
来
生　ヲ
仍　ヲ
本
名
故
称　シ
テ

為
声
聞
文

　
又
等
无
譏
嫌
名

者
意

12
如
何
答
等
者
注
上（﹃
論
註
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
四
〇
・
八
三
〇
頁
下

）云
皆
是
大
乗
一
味
平
等
一
文
同
注（﹃
論
註
﹄︑ ﹃
大
正

蔵
﹄
巻
四
〇
・ 

八
三
八

頁
中

）下
□
等
者
平
□
一
相
故
文
譏
嫌
名

︿
十
七
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
注
下（﹃
論
註
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
四
〇
・
八
三
八
頁
中

）云
体
有
三
種
一

一
者
二
乗
人
二
者
女
人
三
者
諸
□
不
具

无
此
三
過
一

故
名
□

02
体
譏
嫌
名
亦
三
種　リ
非
但
无
三
体
一

乃
至
不
聞
二
乗
女
人
諸
根
不
具
三
種
名
一
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03
故
名
離
名
譏
嫌
歟
　
又
名
者
在
体
上　ニ
一

既
云
无
体
一

何　ナソ　

云
无
名　ト
一

歟
答
爾
也

但
04
浄
土　ニ
雖
无　ト
二
乗
等　ノ
三　ノ
体
一

約　シ
テ

穢
土　ニ
一

云
名
譏
嫌　ト
一

也
故
注
上（﹃
論
註
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
四
〇
・
八
三
一
頁
上

）云

問
曰
名　ハ
以
召
事　ヲ
一

有　㆑
ハ

事
一

05
乃　チ
有　リ
名
一

安
楽
国　ニ
ハ

既　ニ
无　シ
二
乗　ト
女
人
根
欠　ト
ノ

之
事
亦
何　ヲ
須　カ
復　タ
言　ハ
レ

无　ト
一

此
三　ノ
名
一

耶
06
答
曰
如
軟
心　ノ
菩
薩　ノ
不　ル
ヲ

甚　タ
勇
猛
一

譏　シ
テ

言　カ
中

声
聞　ト
上

如
人
諂
曲　ナ
リ

或　ハ
復
瘴シ
ヤ
ウ

弱　ナ
ル
ヲ

譏　シ
テ

07
言　カ
一

女
人　ト
一

︙
︙
有　テ
如
是
等
一

根
雖
具
足　ト
一

而
有　リ
譏
嫌
之
名
一

是
故
須　ク
言
一

乃
至

无　ト
名

08
明　シ
浄
土　ニ
ハ

无　シ
ト
イ
ヘ
リ

如
是
等
与
奪
之
名
一
文
後
二　ノ
句　ハ
名
荘
厳
一
切
所
求
満
足
々 

々
々
一々

意
云

09
極
楽　ノ
衆
生
於
一
切
所
求　ノ
事　ニ
一

无　カ
不　コ
ト

満
足
一

故
也

10
无
量
大
宝
王
︙
︙
色
像
超
群
生
等
事
　
疑
云
此
一
行
偈
頌
何
事
歟
答
上
二

句　ハ
名

11
荘
厳
座
々
々
々
々
意
云
ミ
タ
如
来　ノ
所
座
也
如
観
経
第
七
観
一

也
義
寂
大
経キ
ヤ
ウ

疏
意
云

12
大
宝
王
者
仏
也
仏
宝　ノ
□
故
云
大
宝
王
下
二
句　ハ
名
荘
厳
身
業
々
々
々
一々

意
云

︿
十
八
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
釈
仏
常
光
一
尋　ヲ
一

也
　
又
於
諸
仏
一

常
光
一
尋
別
縁
光　ハ
遍
照
也
於
ミ
タ
照　シ
テ

十

方

ヨ
ハ
シ

02
界
一

无
有
間
断
一

故
云
无
辺
一

云
不
断
而
今
云
一
尋
一

相
違
如
何
答
私
云
今
一

尋
者
雖

03
例
諸
仏
以
義
分　ヲ
一

且　ク
釈　ル
常
光
分　ヲ
一

也
実　ニ
ハ

不
可
有
分
限
一

或
約　シ
テ

応
仏
一

釈　ル
一
尋　ト
一

歟
04
説　カ
卅
二
相
等
故
　
又
一
尋
者
其
分
量
如
何
答
此　ニ
有
異
説
一

注
上（﹃
論
註
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
四
〇
・
八
三
一
頁

下
︱
八
三
二

頁
上

）云
案　ル
ニ

此　ノ
間　ノ
詁

05
訓　ヲ
一

六
尺　ヲ
曰
尋
一

観
无
量
寿
経
言
︙
︙
彼　ノ
仏　ノ
円
光
如
百
億　ノ
三
千
大
于
世
界
訳

者
06
以
尋
一

而　モ
言　フ
何　ソ
其　㆑ 

䀲ク
ラ
キ

乎
里リ

舎
間　ノ
人
不
簡　ハ
一

縦
長
短
咸　ク
謂　フ
下

横　ニ
舒　ル
ヲ二

両　ツ
ノ

手　ノ
臂　ヲ
一

07
為

　
□

尋　ト
上

若　シ
訳
者
或　ハ
取　テ
此　ノ
類　ヲ
一

用　テ
准　シ
テ

ア
ミ
タ
如
来　ノ
舒　玉
ヘ
ル

臂　ニ
一

為
言　ヲ
一

故　ニ
称
一
尋
一

者
円

08
光
亦
応
ハ
タ
リ

六
十
︙
︙
由
句　ル
一
云　

々
此
釈
意　ハ
於
ミ
タ　ノ
光
明
説
分
限　ヲ
一

円
光
也
而　ヲ

言
一
尋
者イ
ハ

09
円
光
也　ト
釈
歟
　
天
人
不
動
衆
︙
︙
勝
妙
无
過
者
等
事
　
疑
云
此
一
行
偈
頌

何
事
歟

10
答
上　ノ
二
句　ハ
名
荘
厳
大
衆
々
々
々
一々

意
云
極
楽
菩
薩
不
還
二
乗
地
云
事　ニ
一

清

浄
等
者

11
如
穢
土　ノ
海　ノ
中　ニ
不
留　メ
一

死
骸
一

極
楽
浄
土
无　ト
二
乗　ノ
死
骸
一

云
事
也
今
死
骸
者
二
乗　ヲ

12
辟
死
骸
一

也
此　ハ
対　ル
菩
薩
一

意
也
下
二
句　ハ
名
荘
厳
上
首
々
々
々
々
意
云
如
須
弥

山
□　ル
カ

一

︿
十
八
丁
左
（
巻
三
）﹀
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01（18）
切

　
□

山
中　ニ
一

ミ
タ
如
来
於
大
衆　ノ
中　ニ
一

仏　ハ
是
上
首
也　ト
云
事
也

02
義
寂
大
経
疏
意
云
今
上
首
者
観
音
勢
至
大
経
説
有
二
菩
薩

03
最
尊
第
一
等
一

故
　
天
人
丈
夫
衆
︙
︙
妙
香
等
供
養
等
事
　
疑
云
此
一
行
偈

頌
何
事
一

歟
答
上
二
句　ハ
名
荘
厳
主
々
々
々
一々

意

04
云
於
正
報　ノ
中　ニ
一

為
主
一

所　ル
ト

恭
敬
供
養
一

云
也
下
二
句　ハ
極
楽　ノ
菩
薩
往
詣　シ
テ

他
方
一

供
養　ル

05
諸
仏
一

文
也
而　ヲ
今
一
向　ニ
付　テ
ミ
タ　ニ
一

致
讃
嘆
一

故
以
彼
供
養
文
一

随
宜
転
用　シ
テ

属　シ
テ

弥
06
□
仏　ニ
一

釈
也
已
上　ノ
三
行　ハ
付　テ
仏
一

釈
也
　
安
楽
国
清
浄
︙
︙
利
益
諸
群
生
等
事

　
疑
云

07
此
一
行
偈
頌
何
事
一

歟
答
上
二
句　ハ
於
菩
薩　ノ
四
種　ノ
荘
厳
功
徳
成
就　ニ
一

頌
第
一　ノ
功

徳
一

也

08
无
垢
輪
者
大
菩
薩　ノ
説
法
也
或
仏　ノ
説
法
也
无
垢
者
清
浄　ノ
義
也
下　ノ
二
句　ハ
頌
菩
薩　ノ

09
四
種　ノ
功
徳　ノ
中　ノ
第
二　ノ
功
徳
一

也
菩
薩
利
益　ル
ニ

衆
生
一

十
方　ニ
同
時　ニ
周
遍　ル
故
云
一
念
一

亦
云
一
時
一

也

10
讃
仏
諸
功
徳
︙
︙
功
徳
大
宝
海
等
事
　
疑
云
此
一
行
偈
頌
何
事
歟
答
上
二

句　ハ
頌
菩
薩　ノ

11
四
種　ノ
功
徳　ノ
中　ノ
第
三　ノ
功
徳
一

也
　
又
本
論（﹃
論
註
﹄
巻
上
︑﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
四
〇
・
八
三
三
頁
下

）云
讃
諸
仏
等
今（﹃
浄
土

論
﹄︑

﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
二
六

・
二
三
一
頁
中

）云
讃
仏　ト
一

相
違
如
何
答
論　ハ

12
約　シ
諸
仏
一

今
約　ス
ミ
タ
一

故
云
讃
仏
一

也
　
又
无
有
分
別
心
者
意
如
何
答
已
上
无

功

︿
十
九
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
用　ノ
菩
薩
証　カ
一

寂
滅
平
等　ノ
理
一

故
於
善
悪
諸
法　ニ
一

无
彼
此
差
別　ノ
心
故
云
无
有
分
別

02
心　ト
一

也
注
上（﹃
論
註
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

四
〇
・
八
三
三
頁
中
︱
下

）云
一
切
菩
薩
声
聞
︙
︙
嘆ホ
ム
ト

穢
土　ノ
如
来
大
慈
謙

忍
不
見
仏
土　ニ
有　ト
二

雑
穢

03
相
一

雖
嘆　ト
二

浄
土　ノ
如
来　ノ
无
量　ノ
荘
厳
一

不
見
仏
土　ニ
有
二

清
浄
相
一

何
以
故
以
諸
法

等
一

04
故
諸
如
来
等
之
是
故
諸
仏
如
来　ヲ
名
為
等
覚　ト
一

若
於
仏
土　ニ
一

起　ハ
優
劣　ノ
心
一

仮　タ
ト
ヒ使
供

05
養　ト
モ

如
来　ヲ
一

非
二

法　ノ
供
養
一

也
文
已
上
二
行　ハ
付　テ
菩
薩
一

釈
也

06
晨
朝
　
第
五
謹
依
彦
琮
法
師
等
事
　
疑
云
此
師
者
隋
唐
両　ノ
彦

07
琮　ノ
中　ニ
ハ

何
歟
答
隋
彦
琮
也
大
宋
高
僧
伝　ニ
其
義
顕
明
也
鈔
批　ニ（﹃
行
事
鈔
批
﹄
巻
五
︑﹃
卍
続
蔵
﹄

巻
四
二
・ 

七
三
九
頁
下
意

）

云
隋　ノ

08
彦
琮
唐　ノ
彦
琮
二
人　ト
見　タ
リ

大
智　ノ
云
隋　ノ
彦
琮
来　テ
唐
代　ニ
一

翻
訳　ト
云　ヘ
リ

此　ハ
悞
歟

09
芝
園
集　ノ
文
也
　
当
旦ア
サ

起
 
ヲ
キ　

時
礼
等
事
　
疑
云
旦
起
之
文
点
如
何
答
如
上
有
云

夜　ノ
未

10
暁

 
ア
ケ　

時　ヲ
云
平
旦　ト
一

夜
既　ニ
暁　タ
ル

時　ヲ
云
早
旦
一

也
　
法
蔵　ノ
因
弥
遠
等
事
　
疑
云
文
点

如
何

11
答
如
上
意
云
釈
成
道
十
劫　ノ
由
一

也
有
云
深
遠　ト
者
讃
嘆　ノ
義
也
︙
︙（

19
）

　
濁
世　ハ
難
還　リ

入
□

12
事
　
疑
云
難
者
何
等
歟
答
八
難
也
　
浄
土
願
逾マ
タ
ク
ヨ

深
等
事
　
疑
云
誰
人
願

歟
︿
十
九
丁
左
（
巻
三
）﹀
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01
答
行
者
願
也
有
云
ミ
タ　ノ
願
也
　
何イツ
カ当
蒙
授
手
一
遂
往
生
心
等
事
　
疑
云
此

二
02
句
其
意
如
何
答
述
作
者
本
意
一

也
如
此
一

句
云
自
言
之
詞　ト
一

也
　
唯
須
十
念
心

□
□

03
疑
云
十
念
者
為
時
節　ノ
分
斉　ト
ヤ一

為
念
仏　ノ
行
相
一

歟
答
念
仏
也
去
行
也

04
已
成
窮
理
聖
乃至
等
事
　
疑
云
窮
理
者
自
証
化
他
中　ニ
ハ一

何
徳
歟
答
自
証
也

05
自
受
用
身
也
　
真
有
遍
空
威
等
事
　
疑
云
為
内
証　ト
ヤ

為
外
用
一

歟
答
内
証
也

06
上　ノ
句　ハ
所
証　ノ
理
也
今　ノ
句　ハ
能
証　ノ
智
也
　
在
西
時
現
小
但
是
暫
随
機
等
事
　
疑
云

07
指
六
十
万
億
等　ノ
身
量
一

云
現
小　ト
歟
答
爾
也
　
又
暫
并　ニ
機　ノ
分
斉
如
何
答
約　シ
テ

08
内
証　ノ
不
変　ニ
一

外
用　ノ
随
宜　ヲ
云
暫　ト
一

也
三
常　ノ
中　ニ
ハ

不
断
常
也
三
常
者
一
相
続

09
□
常
此　ハ
応
身
也
二
不
断
常
此　ハ
報
身
也
三
凝
然
常
此　ハ
法
身
也
機　ノ
分
斉
者

10
凡
夫
有
相
機
也
　
宝
手
印
恒
分ア
サ
ヤ
カ
ナ
リ

等
事
　
疑
云
手
印
者
何
等
歟
答
仏
御

手　ノ
11
印
文
也
非
印
相　ニ
ハ一

也
　
又
文
点
如
何
答
如
上
其　ノ
印
文
分
明
也　ト
云
也

12
光
含
法
界
団
乃至
定
非
難
等
事
　
疑
云
或
本　ニ
ハ

云
円　ト
一

何
為
正
一

歟
答
団　ノ
本　ヲ
可
為

正
一

歟

︿
二
十
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
含
韻　ニ
一

故
也
意
同
也
　
又
无
縁
者
意
如
何
答
観
経（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
一
二

・
三
四
三
頁
下

）云
以
无
縁
慈

摂
諸
衆
生
一

是
也

02
无
縁
者
約
仏
智　ニ
一

有
相
者
約　ス
機　ノ
心

　
□

一

也
　
花
随
本
心
変
等
事
　
疑
云
文
意
如

何

03
答
随
行
者　ノ
娑
婆　ノ
本
心　ノ
行
浅
深
一

有
花
開
不
開　ノ
遅
速
一

云
也
　
宮
移　シ
テ

身
一

自ヲ

安

等
事

04
尋
云
文
点
并
意
如
何
答
如
上
花
開
後　チ
身　ヲ
安　ト
宮
殿　ニ
一

云
也
　
天
香
入
遠
風
等
事

05
疑
云
天
香
者
何
等
歟
答
空　ノ
厳
也
遠
風
者
風　ノ
用
力　ノ
　健ツ
ヨ
キ

性
也

06
正
自
往
人
希
等
事
　
疑
云
意
如
何
答
以
自
身
一

不
可
生
云
也
有
云
本
云
止
自
一

有
云

07
止
吉　キ
歟
　
宝
殿
逐　テ
身　ニ
飛　フ
等
事
　
尋
云
与
上　ノ
宮
移
身
自
安
有
何
別
一

歟
答
上　ハ

08
聖
衆　ノ
乗　ル
宮
殿　ニ
一

也
今　ハ
宮
殿
随　テ
聖
衆
身
飛　フ
云
也
　
十
劫
道
先
成
等
事

09
疑
云
先
者
意
如
何
答
口
云
先
成
道　シ
次　ニ
国
土
建
立　シ
次　ニ
衆
生　ヲ
摂
引　ト
云
也
故
云
厳

10
界
引
群
萌　ト
一

也
　
勇
得
早
无
邪
等
事
　
疑
云
邪
者
何
等
歟
答
注　シ
テ

正
定
聚
一

11
无
邪
聚シ
ユ

一

云
也
有
云
非
有
縁
地　ニ
一

者　ハ
邪
也　ト
云
也
　
浄
国
无
衰
変
一
立
古
今
然

等
12
事
　
疑
云
无
衰
者
指
凝
然
常　ヲ
一

歟
答
不
爾
一

不
断
□
□
□
今
者
十
劫
已
来
也

︿
二
十
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
又
指
十
劫
已
来
云
古
今
一

歟
答
爾
也
　
音
楽
八
風
宣
□
事
　
疑
云
八
風
者
何

02
等
歟
答
云
八
方
風　ト
一

也
諸
師
皆
爾
也
誾
師
云
風　ノ
八　ノ
徳
也
如
大
経
一

03
随
意
既
開
蓮
等
事
　
疑
云
為
娑
婆　ノ
修
業　ノ
意　ヤ
為
往
生　ノ
後
益　ノ
意
一

歟
答
生
後　ノ

04
意
也
既
開
蓮
者
至　テ
花
開　ノ
期　ニ
一

依　テ
大
悲　ノ
菩
薩　ノ
開
花
三
昧　ニ
一

欲　ヘ
ハ

開　ン
ト一

即
開　ト
云
也

05
例
如
鳥　ノ
卵
欲
出
一

時
母
破
之
一
云　

々
　
坐
花
非
一
像
等
事
　
疑
云
坐
花
者
能
坐

所
坐

06
□
何
歟
答
能
坐
也
　
又
像ク
キ

者
訓　ノ
読　ミ
如
何
答
如
上
有
云
形
義
也

ス
チ
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07
无
灾
由
処
静
等
事
　
疑
云
灾
者
何
等
歟
答
刀
疾
飢　ノ
三
灾
也
　
又
処
静
之
義

08
如
何
答
静
慮　ノ
相
応　ノ
故　ニ
无　ト
灾
一

云
也
例
如
第
四
静
慮
无
灾
也

09
来
斯
幾
劫
強ス
ヽ
ム

等
事
　
疑
云
強
者
訓
読
如
何
答
宗
密　ノ
円
覚
経　ノ
疏（﹃
大
疏
釈
義
鈔
﹄
巻

七
︑﹃
卍
続
蔵
﹄
巻

九
・
六
二
四

頁
下
意
　

）云
強　ト
者
進　ム
ト

10
釈　セ

リ

又
中　ノ
同
小
時
聖
人
実
範
執　ノ
字
事　ニ
ハ

勤　ト
読　ム
也
東
宮　ノ
切
韻　ニ
ハ

云
強　ハ
勧
也　ト
云　ヘ
リ

11
又
即
進
之
義　ア
リ
ト

云　ヘ
リ

　
光
舒
救
毘
舎
等
事
　
疑
云
毘
舎
者
何
事
歟
答
毘
舎
離

城　ニ
12
現　シ
月
蓋
長
者　ノ
門
閫コ
ン
ニ

給
云
也
此　ハ
請
観
音
経　ノ
時
也
　
人
去
宝
衣
齎
等
事

︿
二
十
一
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
疑
云
人
去
者
去　ノ
字　ノ
点
如
何
答
十
誦
律　ニ
釈
去　ト
者
来　ト
一

也
　
六
時　ヲ
ハ

聞
鳥　ヲ
　合カ
ナ
フ

四

寸
02
践
花
低
等
事
　
疑
云
聞
鳥
合
之
義
如
何
答
六
時
以
鳥
鳴
一

分
別
之
一

云
也
有

云
赤

03
蓮　ノ
開　ル 

昼ヒ
ル

青
蓮　ノ
開　ハ
夜　ト
云
事
也
悲
花
経　ノ
意
歟
天
上　ニ
ハ

以
花　ノ
開
合
分
別　ル
昼

04
夜
也
倶
舎
論　ノ
意
也
　
又
四
寸
者
有
何
由
一

歟
答
人　ノ
挙
足
一

高　サ
四
寸
也
有
云
切

利
05
フ
タ
ラ
ク
霊
鷲
山
等　ハ
践

 

　フ
メ
ハ　

入　コ
ト

四
寸　ト
見　タ
リ

　
相
看
无
不
正
等
事
　
疑
云
文
意

06
如
何
答
極
楽
所
有
一
切　ノ
物　ノ
无　ト
不
正　ナ
ラ一

云
也
　
鳥
花ウ
ル

珠ハ
シ
キ

光
転
等
事
　
疑
云
此

句
文

07
点
如
何
答
如
付
　
但
忻ネ
カ
フ

行
道
易
等
事
　
疑
云
行
道
易
者
意
如
何
答
得
生
一

者

ツ
ト
ム

ハ
カ
リ
ノ

ト
シ
キ
ミ

サ
ト
ル

ア
サ
ヤ
カ
ナ
ル

ヨ
ロ
コ
フ

08
可
疾
成
仏
果
一

云
也
　
珠
色
仍ナ
ヲ

為
水
等
事 

疑
云
依　テ
何
経
釈
此
義
一

歟
答
観
経　ノ

宝
09
地
観　ノ
文
也
　
金
光
即
是
台
等
事
　
疑
云
金
光
作
台　ト
歟
答
爾
也

10
到
時
花
自
散
等
事
　
疑
云
到
時
者
意
如
何
答
到
六
時　ノ
々
分　ニ
一

云
也
　
随
願
花

還
開
等
事

11
疑
云
意
如
何
答
為
供
養
一

分
用
時
花
両
亦
開
之
故
云
花
還
開
也

12
直
心
能
向
彼
有
善
併
須
廻
等
事
　
疑
云
直
心
者
三
心　ノ
中　ニ
ハ

何
心
歟
答
至
誠
心

也
誠

︿
二
十
一
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
心　ハ
為
名
利
一

不
曲
一

故
云
直
心　ト
一

也
今
挙　テ
初
一
一

摂
後
□　ヲ
一

也
　
旦
莫
論
余
願
等

事
02
疑
云
旦
者
意
如
何
答
指
一
期
一

云
旦
一

也
有
云
旦
者
云
先　ツ
ト一

事
也
　
又
余
者
如

何
答
都

03
卒　ト
十
方　ト
ヲ

願
也
　
風
長
是
処
請
等
事
　
疑
云
訓
読
如
何
答
如
上
　
口
宣
猶
在

定
乃至

04
発
幾
花
聚
等
事
　
疑
云
口
宣
猶
在
定
意
如
何
答
深
位　ノ
大
士
得

　
□

首
楞
厳

05
定
徳
也
浄
名
経（
巻
上
︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

一
四
・
五
三
九
頁
下

）云
不
起
滅
定
現
諸
威
儀
一

不
断
煩
悩
一

而
入
涅

槃
一
文
此
意
也
　
又
聞
名

06
者
聞
観
音　ノ
名
歟
答
爾
也
大
乗
荘
厳
法
王
経（
巻
二
︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

二
〇
・
五
三
頁
上
意

）云
若
人
恒
念
大
士　ノ

名
当タ
ウ

得
往

07
生
極
楽
界
一

面マ
ノ
ア
タ
リ

見　テ
如
来
无
量
寿
一

聴
聞
正
法
一

悟
无
生
文

　
又
花
聚
者
何

ス
ナ
ハ
チ

シ
ツ
カ
ナ
リ
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等
歟

08
答
来
迎
蓮
台
也
西
方
便
有
一
蓮
生　ノ（﹃
五
会
法
事
讃
﹄
巻
本
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
四
七
・
四
八
〇
頁
下

）意
也
　
侍
座
一
金
蓮

等
事
　
疑
云
侍
座

09
者
能
所
中　ニ
ハ

何
歟
答
所
座
也
有
云
能
坐
也
而
座
者
悞
也
　
得
群
非
実
鳥
乃至

10
会
是
戒
香
全
等
事
　
疑
云
勢
至
徳　ノ
中　ニ
挙　ル
鳥
類
天
類
戒
香
等
事　ヲ
一

有

11
何
意
歟
答
讃
勢
至
徳
次　テ
ニ

讃　ル
極
楽　ノ
事
一

也
例
如
法
事
讃
観
音　ノ
讃　ノ
次　テ
ニ

讃　カ
極

12
楽
一

也
　
又
此
時
礼
中
別　シ
テ

讃　ル
二
菩
薩
一

有
何
意
一

答
引
他
釈　ヲ
一

故
也
智
昇
法
師

︿
二
十
二
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
入
蔵
録　ノ
集
諸
経
礼
讃
儀　ニ
モ

今　ノ
彦
琮
法
師
礼
法　ヲ
皆
戴　タ
リ

下
巻　ハ
全　ク
如
今
也

02
日
中
　
第
六
沙
門
善
導
乃至
謹
依
十
六
観
等
事
　
疑
云
既　ニ
云
十
六
観
爾

03
者
今
師　ノ
意
定
散　ノ
差
別
如
何
答
已
下
三
観
自
本
一

定
観　カ
故
得
定　ノ
名
一

下　ノ
三
輩

04
依
散
善　ノ
功　ニ
一

見　ル
仏
一

約
之
一

得
観ク
ワ
ン
ノ

称　ヲ
一

也
観
念
法
門（﹃
大
正
蔵
﹄
巻

四
七
・
二
六
頁
下

）云
又
如
観
音

勢
至
普
雑

05
等　ノ
観
及　ヒ
下　ノ
九
品
人
一

起
行
乃至
七
日
一
日
十
声
五
声
等
命
欲
終　ノ
時　ノ
仏
言　ク
願
見　ト
一

仏
06
者
乃至
心
口　ニ
称
念　㆑
ハ
乃至
来
現　カ
行
人
見ミ

仏
一

亦
見　ル
聖
衆
等
乃至
故
名　ク
見
仏
三
昧
増
上

縁　ト
一

云

07
故
也
例
如
下

壊
劫　ノ
時　ノ
衆
生
悪
業
障
重　ノ
者　ハ
業
力
引　テ
置　カ
二

他
力　ノ
身
中　ニ
一

云　ヘ
リ

善
業　ノ
者

08
雖
无
修
得
之
功
一

皆
得　テ
定
心
中

生
第
四
禅
上

也
　
私
云
此
義
不
爾
云　

々
在
別
一

可

見
一

09
尋
云
大
小
乗　ノ
正
相　ニ
云　ヘ
リ三

入
定　ノ
時　ハ
不　ト
命
終
一

爾
者
今
何
故　ラ
住　シ
三
昧
一

云
往
生　ト
一

歟

答
10
爾
也
死
士
唯
捨
受　ト
云　カ
故
但
経　ニ
ハ

云　ヘ
リ

歓
喜
等
一

俱　ニ
経
論　ノ
説
也
其
義
難
知
一

11
有
云
大
乗
実
説　ハ
入
禅
一

時
分　ニ
命
終　ル
也
故
天
台
大
師　ノ
臨
終　ニ
云
坐安歟禅
而
化　ト
一

也
永

12
観
云
命
終　ハ
在
楽
受　ニ
一

如　ト
恵
玉
比
丘　ノ
云　ヘ
リ

懐
感（﹃
群
疑
論
﹄
巻
五
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
四
七
・
五
七
頁
下

）云
経　ニ
歓
喜　ト
者
楽

受
也
約
将
命

︿
二
十
二
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
終　ノ
時
分　ニ
一

説
捨
受　ト
者
正
命
終　ノ
時
也
取意
此
義
善
也
又
得　ル
求
歓
一

義　ア
リ

但
今
師　ノ
意

02
楽
受　ノ
時
分　ニ
命
終　ル
ト

得
給
歟
　
懺
悔
同
前
後
等
事
　
疑
云
後
者
指
何
等
歟
答

03
指　ス
広
懺
悔
一

也
　
観
彼
ミ
タ
極
楽
界
等
事
　
疑
云
此
一
段
者
十
六
観　ノ
中　ニ
ハ

何

観　ノ
04
意　ソ
如
何
答
依　テ
大
経
意　ニ
一

総
標
也
意
云
今　ノ
観
経　ノ
説
相　ハ
本
願
所
成
上　ノ
行
相
也

05
釈　ル
也
　
又
卌
八
願
者
指
双
巻
経
一

歟
爾
者
意
如
何
答
浄
土　ノ
三
部
経　ノ
中　ニ
ハ

大
経　ニ
ハ

06
以
ミ
タ　ノ
因
位　ノ
本
願
一

面　ヲ
説
之
一

観
経　ニ
ハ

以
行
者　ノ
修
因　ノ
行
相
一

面　ト
説
之
一

ア
ミ
タ

経　ニ
ハ

以

07
諸
仏　ノ
証
誠
一

面　ト
説
之
一

而　ヲ
今
大
経　ノ
本
願
所
成　ノ
様　ヲ
先
挙　ル
也
故
初　ノ
観
彼
ミ
タ

08
極
楽
界　ノ
一
句　ハ
総　シ
テ

標　ス
観
経　ヲ
一

已
下　ノ
七
句　ハ
依　テ
大
経　ノ
意　ニ
一

標　ル
之
一

也

09
此
下
荘
厳
七
宝
幢
乃至
三
昧
无
為
即
涅
槃
等
事
　
疑
云
此
三
段　ハ
釈　ル
経
何
文
一

歟

答
第

10
二　ノ
水
観　ノ
三
種　ノ
荘
厳
也
　
又
八
種
清
風
者
何
等
歟
答
法
聡　ノ
記（﹃
観
経
記
﹄︑﹃
卍
続
蔵
﹄

巻
二
二
・
二
四
九
頁
下
意

） 

云
風
八
徳
也

11
大
智（﹃
観
経
義
疏
﹄
巻
中
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
七
・
二
九
二
頁
中
意

）云
八
方　ノ
風
也
　
又
機
音
者
何
等
歟
答
有
機
者
器　ノ
義
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也
故　ニ
楽
器　ノ
各
随
其

12
形
出
各
々
音
云
也
有
云
観
音
以
衆
生　ノ
三
業
一

為
機
一

□　ヲ
説　ニ
悲
花
経
衆
生　ノ
口　ヲ
為

︿
二
十
三
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
機
一

時　ハ
名

　
□

観
世
音　ト
一

云　ヘ
リ

又
余
経
身　ヲ
為
機
一

時　ハ
名
観
世
身　ト
一

意
為
機
一

時　ハ
名
観

02
世
意　ト
嘉
祥
云
観
世
口
観
世
尊
意　ト
一

故
今　モ
機　ヲ
云
機
音　ト
一

也
機
者
聖
衆　ノ
根
機
也

03
天
台
普
門
品　ノ
疏（﹃
法
華
文
句
﹄
巻
一
〇
下
︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
三
四
・
一
四
五
頁
中
︱
一
四
六
頁
上

）云
玄
義
音
者
機
也
機
亦
多　シ
人
天　ノ
機
二

乗　ノ
機
菩
薩
機
仏
機
乃至

04
一
口
機
応
二
意
機
応
三
身
機
応
文
機
音
者
機
即
音
也
此　㆑
持
業
釈
也

05
又
機
音
正
受
者
為
娑
婆
機
音　ト
ヤ一

為
浄
土　ノ
機
音
一

歟
答
娑
婆　ノ
機
也
今
観
成　ノ
相
故

也
06
宗
密　ノ
円
覚
経　ノ
疏（﹃
大
疏
﹄
巻
上
之
二
︑﹃
卍
続

蔵
﹄
巻
九
・
三
三
九
頁
下

）云
不
受
諸
受　ヲ
一

名
正
受
一
文
意
云
不
受
苦
楽

憂
喜
等
也
但
此　ハ

07
非
今
義
也
　
又
三
昧
无
為
即
涅
槃　ノ
義　カ
如
何
答
成
正
受　ノ
位　ヲ
一

无
所　ノ
作
一

云
无
為　ト
一

也
08
受　テ
定
楽　ヲ
一

安
楽　カ
故
云
涅
槃　ト
一

也
涅
槃　ヲ
ハ

亦
翻　ス
常
楽　ト
一

也
章
安　ノ
釈（﹃
涅
槃
経
玄
義
﹄
巻
上
︑﹃
大

正
蔵
﹄
巻
三
八
・
三
頁
下
意

）

云
涅
槃　ニ
有
大
中
小
一

所
謂　ル

09
魚　ノ
注
水
一

鳥　ノ
遊
林　ニ
一

皆
涅
槃
也　ト
　
宝
国
宝
林
諸
宝
樹
乃至
塵
沙
仏
刹
現
无
辺
等

事
10
疑
云
此
二
段　ハ
釈
経　ノ
何
文
一

歟
答
第
四　ノ
宝
樹
観　ノ
文
也
　
又
経
云
樹
高
八
千
由
旬

一

当
卅
一

11
万
里
一

歟
而
何
只
云
卅
万
一

歟
答
爾
也
今
偈
頌
故
従　ル
満
数　ニ
一

也
一
由
旬　ハ
卌
里
也

12
又
説
无
生
者
不
見
今
経
文　ニ
一

如
何
答
大
経　ノ
意
也
又
□
経　ニ
モ

有
□
義
一

也
　
又
色

千
︿
二
十
三
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
般　シ

テ

　者
訓　ノ
読
如
何
答
如
上
般
若
字　ノ
己　ト
无　キ
読　ミ
一

也
又
□　ヲ
云
両
般　ト
一

此　ハ
云
両
方　ト
一

意

也
02
尋
云
経
只
説
諸
天
童
子
等
一

今
讃
云
化
天
童
子
等
一

相
違
如
何
答
爾
也
釈
家

得　テ
03
意
一

釈
化
天
童
子
給
也
付
此　ノ
化
義
一

有
三
料
簡
一
云
示　カ
内
証　ノ
智
恵　ノ
浅
深
一

顕

04
大
小　ノ
童
子
形
也
謂
小　ハ
二
三
歳
大　ハ
謂
十
五
六
等
也
二
云
為
令
人
生
愛　ト
示
一

増
欣

心
上

05
化
現
童
子
形
也
化
者
本
无
今
有　ノ
故
云
化
一

歟
此
即
仏　ノ
善
巧
方
便
意
也
故
曼

06
荼
羅
般
舟
讃
等
顕
童
子
形
一

也
但
示　ス
白
色
童
子
一

由　ハ
雖
本
願
文
云
悉
皆
金

07
色
於
金
色
内
有
青
黄
赤
白
四
色
一

而
今
白
色　ハ
初
色　ノ
始
故
顕
白
色
童
子
也

08
三
云
讃
極
楽
一

処　ニ
ハ

且　ク
対
娑
婆
一

云
如
忉
利
天
等
一

故
知
付
往
生
人
一

初
生
時

分　ニ
ハ

如
穢

09
土
人
可
有
童
子
形
一

歟
故
般
舟
讃（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
七

・
四
五
一
頁
上

）云
化
天
童
子
无
窮
数
悉
是
念

仏
往
生
人
一

10
化
者
是
化
生
義
歟
又
当
麻　ノ
曼
荼
羅　ノ
下
輩
生　ニ
ハ

織
童
子
形
也

11
宝
池
宝
岸
宝
金
沙
乃至
努
力
翻
迷
還
本
家
等
事
　
疑
云
此　ノ
一
段　ノ
釈
経　ノ
何
文
一

歟

12
答
第
五　ノ
宝
池
観
文
也
　
又
宝
羅
宝
網
者
其
差
別
如
何
答
羅
者
小　ニ
羅
也
取
鳥
一

︿
二
十
四
丁
右
（
巻
三
）﹀

ツ
ラ
ナ
ル

チ
シ
ヲ
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01
羅
也
網
者
大
網
也
取
魚
一

也
外
典
云
翔
天　ニ
一

鳥　ハ
以
小
羅
一

可
取　ル
遊
渕
一

魚　ハ
以
大

02
網
可
収
於
龍
不
可
取
之
一
文
此　ハ
讃
孔
子　ヲ
一

言
也
　
又
可
云
覩
波
聞
楽
何
云
聞

波
覩

03
楽
歟
答
余ア

マ
ル
カ

目　ニ
一

故
見
耳　ニ
一

余　カ
耳　ニ
一

故
聞　ト
目　ニ
一

云
事
也
意
如
波　ノ
枕マク
ラ石　ニ
口　ヲ
　漱ス
ヽ
ク
ト

云

04
又
還
本
家
者
意コ

ヽ
ロ

如
何
答
娑
婆　ハ
必　ス
可
捈
一

処　ナ
リ

浄
土　ハ
必
可
欣
一

処　ナ
リ

故
云
還
本
家　ト

05
也
有
云
還
理
性　ニ
一

義
也
　
一
々
金
縄
界
道
上
乃至
歎
説
三
尊
无
有
極
等
事
　
疑

云
06
此　ノ
一
段　ハ
釈
経　ノ
何
文
一

歟
答
第
六　ノ
宝
楼
観
也
　
又
他
方
菩
薩
乃至
恭
敬
立
者
経　ニ
不

見
一

07
如
何
答
大
経
下（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
一
二

・
二
七
二
頁
下

）云
諸
菩
薩
衆
往
詣　シ
テ

无
量
寿
仏
所　ニ
恭
敬
供
養
乃至

恭
敬　シ
テ

遶　ル
コ
ト

08
三
匝　シ

テ

稽
首　上
ル

无
上
尊
一

等
上

是
也
　
又
三
尊
者
何
等
歟
答
ミ
タ
観
音
勢
至
也

有
云

09
三
宝
也
　
ミ
タ
本
願
花
王
座
乃至
終
時
快
楽
如
三
昧
等
事
　
疑
云
此　ノ
段　ハ
釈
経　ノ

何
10
文
一

歟
　
疑
云
一
段　ハ
釈
経　ノ
何
文
一

歟
答
第
七　ノ
花
座
観　ノ
文
也
　
又
花
座
観　ノ
中　ニ
何

挙
11
正
報
一

歟
答
観　ル
花
座　ヲ
一

本
意　ハ
為
観
正
報
一

也
第
七
第
八　ノ
両
観　ノ
文
分
明
也
故
ミ
タ

12
独
坐
已
下　ノ
三
句　ハ
釈
第
九　ノ
観　ノ
意
一

也
付　テ
寸　ニ
ミ
タ
独
坐
□
□
六
十
万
億
等
一

也
真

形
︿
二
十
四
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
光
明
等
者
釈
光
明
遍
照
等
一

也
蒙
光
独
等
者
釈
摂
取
不
捨
一

也
昼
夜
六
時

02
等
者
釈
修
行　ノ
相
貌　ヲ
一

也
終
時
快
楽
等
者
釈
得
益
相
一

歟
又
云
ミ
タ
独
坐
等
者

03
先
指
第
七
観　ノ
往
立
空
中　ノ
仏
一

也
経
文
彼
仏
者
指
空
中
仏
一

也
　
又
光
触
者

04
即
摂
取
歟
答
別
也
　
私
云
同
也
般
舟
讃（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
七

・
四
五
三
頁
中

）云
不
為
余
縁
一

光　リ
普　ク
照

一

唯
覓
念
仏

05
往
生
人
一

故
云　

々
　
又
心
不
退　ノ
分
斉
如
何
答
昼
夜
六
時
専
想
念
也
　
尋
云
釈

三
心　ノ

06
当
体　ヲ
一

之
処　ニ
既
云
自ミ

造
罪
退
失　ス
ト一

今
云
心
不
退　ト
一

相
違
如
何
答
付　テ
之
一

有　リ
三
解
一

07
一
凡
夫
光
触　ノ
異
謂　ク
約
凡
夫
過　ニ
一

云
造
罪
一

退
失　ト
一

凡
夫　ハ
退
位　カ
故
約
光
触　ノ
徳　ニ
一

云

08
心
不
退
一

仏
力
冥
加
故
二
定
善
散
善
異
謂
約　シ
テ

定
心
徳　ニ
一

云
心
不
退
一

悟　カ
无
生
一

故
09
約
散
心　ノ
失　ニ
一

云
造
罪
退
失　ト
一

未
得
无
生
一

故
三
諸
行
念
仏　ノ
異
謂　ク
約
上
六
品
余

10
行
一

云
造
罪
失　ト
一

余
行　ハ
无　ク
摂
取
不
捨　ノ
益
一

故
約　シ
テ

念
仏
一

云
心
不
退
一

観
称
共　ニ
有

摂
11
取
不
捨　ノ
益
一

故
有
云
仏
第
三　ノ
義
可
為
正
歟
云　

々
有
云
第
二
義　ハ
勝
也
悟
无
生
一

故

也
12
又
摂
取　ノ
益　ハ
尤
在
定
善
一

而
釈
家
亘
称
礼
一

也
故　ニ
約
定
善
尤
有
道
理
也

︿
二
十
五
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
有
人
難
凡
夫
光
触
異
者
一
分
有
其
謂
一

念
仏
諸
行
異
者
尤
有
道
理
一

散
善

02
定
善
異
者
无
其
道
理
一

其
故　ハ
既
云　テ
蒙
触
者
心
不
退
一

約　シ
テ

光
触
一

云　ヘ
リ

不
退
一

03
釈
文
分
明
也
全
不
釈
約
心　ノ
定
散
一

此
過
分
料
簡
也
如
何
答
此
難
勢
一
往
爾
也

　
一
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04
但
子ナ

ン
チ

誦　シ
テ

其
文
許
不
知
其
理
一

也
大
経
等　ノ
三
部　ノ
中　ニ
何
文　ニ
カ

有
称
名　ノ
者　ヲ
云
摂
取
一

之
05
文
上

哉
観
経　ハ
既　ニ
十
三
観　ノ
中　ノ
第
九
観
説　ソ
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
一

此
即
約
定
心
之

06
条
尤
勿
論
也
而
又
蒙
光
触
者
心
不
退
者
讃　ス
ル

花
座
観
之
処
雖
経
文　ニ
ハ

不
見
一

07
釈
家
得　テ
意
一

釈
ミ
タ
独
坐
顕
真
形
々
々
光
明
遍
法
界
蒙
光
触
者
心
不
退
也

08
故
知
蒙
光
触
者
心
不
退
者
先　ツ
約
定
々
心　ノ
者
也
再
往　ハ
必
可
亘
称
礼
一

故
知
定

09
散
異
者
可
叶
経
釈　ノ
意
一

也
又
今
三
心
者
先　ツ
付
九
品
散
善
行
人
一

説
之
一

又
及
自

10
造
罪
退
失
也
者
約
散
心
行
人
一

釈
之
一

也
定
散
異
旁
有
文
証
一

有
道
理
一

哉
有

何
11
過
失
一

歟
　
ミ
タ
身
心
遍
法
界
乃至
風
鈴
楽
響
与
文
同
等
事
　
疑
云
此
一
段
釈

経
何
文

12
歟
答
第
八
金
像
観
文
也
　
又
経
云
諸
仏
今
云
ミ
タ
相
違
如
何
答
自
総
一

移　ル

別
一

也

︿
二
十
五
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
経
文　モ
明
也
　
又
依
心
起
想
表
真
容　ハ
釈
経　ノ
何
文
一

歟
答
是
故
汝
等
心
想
仏　ヲ
釈
依

心
02
起
想　ト
一

卅
二
相
等　ヲ
釈
表
真
容　ト
一

也
　
又
真
容
与
宝
像
一

歟
答
爾
也
真
容
者
第
九　ノ

03
観
也
宝
像
者
第
八　ノ
観
也
有
云
真
者
真
身
容
者
形
像
也
西
方
要
決　ニ
釈
住

04
持　ノ
三
宝
一（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
七
・

一
〇
九
頁
下
︱
一
一
〇
頁
上

）云
但
想　テ
尊
容
一

当　ニ
見　ル
真
仏
一
文
但
今
釈　ハ
真
容
之
宝

像　ト
云
歟

05
ミ
タ
身
色
如
金
山
乃至
十
地
願
行
自
然
彰
等
事
　
疑
云
此
一
段　ハ
釈
経　ノ
何
文
歟

答
第
九　ノ

06
真
身
観
也
　
又
唯
有
念
仏
者
唯
有
多
義
一

今
依
何
辺
一

歟
答
花
厳
有
十
重
唯
一

法
07
相
有
五
重
唯
雖
然
一

今
不
可
必
配
当
彼　ノ
唯　ニ
一

只
是
簡
持　ノ
義
也
謂
付
有
二
法
一

事　ニ

08
簡
去　シ

テ

一
法
一

持
取
一
法
一

義
也
懐
感
等
釈
唯
之
義
一

意
爾
也
　
尋
云
今
念
仏

者
観

09
称
中
何
歟
答
付
真
身
観
念
仏
衆
生
文
有
三
解
一

一
々
向
称
名
念
仏
也
二
一

10
向
観
察
念
仏
也
三
広
亘
三
業
念
仏
一

今
云
観
念
々
仏
也
委
在
定
善
義　ノ
抄
一

11
可
見
一
云　

々
三
部
経
中　ニ
称
名
本
願
文
未
見
之
観
仏
本
願
者
尤
観
経
第
十
三
観

12
分
明
者
哉
　
又
蒙
光
摂
者
為
本
願
故
一

為
念
仏
故
歟
答
念
仏　ノ
故
也
念
仏

︿
二
十
六
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
必
行
者
三
業
親
近　ノ
仏
一

故
為
本
願　ト
一

也
　
又
強
者
意
如
何
答
強
縁　ト
云
事
此
即

02
釈
三
縁　ノ
中　ノ
増
上
縁
也
又
念
仏
蒙
光
摂
者
釈
親
縁
也
又
至
西
方
者
正
釈

03
増
上
縁
也
　
尋
云
余
処
釈　シ
得
生　ノ
益　ト
一

云　フ
入
三
賢　ト
一

今
云
十
地
願
行　ト
一

意
如
何
答

三
賢

04
約
始
一

十
地
約
終
一

也
　
私
云
ミ
タ
身
色
如
金
山
相
好
光
明
照
十
方
所
観

境
也
唯
有

念
仏
観仏

05
念
　
仏
也
蒙
光
摂
観
念
　

利
益
也
当
知
指
唯
有

念
仏
也
本
願
指
第
十
三
観
　
　
　
　

然
彼
如
来
最
願
力
故
也
最
為
強
指
有
憶
想
者

必
得
成
就
也

06
十
方
如
来
舒
舌
証
指
小
経
恒
沙

諸
仏
証
誠
一
也
専
称
指
小
経
一
心

不
乱
一
也  

名
︱

号
指
小
経
執
持

名
号
一
也  

至
西
方
指
小
経
　
　

即
得
往
生
也

07
以
観
念
利
益
通
称
名
一

以
名
号
証
誠
一

通
観
念
一

釈
也
処
　々ニ

以
観
念
利
益
文

08
通
称
礼
一

此
意
也
是
以
般
舟
讃（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
　

四
七
・
四
五
一
頁

）云
或
想
或
観
除
罪
障
皆
是
ミ
タ
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本
願
力
十

09
方
如
来
舒
舌
証
定
判
九
品
得
還
帰
一

此　ハ
証
誠
亘
定
散
釈
意
也

10
観
音
菩
薩
大
慈
悲
乃至
普
摂
有
縁
帰
本
国
等
事
　
疑
云
音観歟捨
菩
提
義
出
何
経

論
一

□

11
答
涅
槃
経
千
手
経
等　ニ
説　ク
過
去　ニ
名
正
宝
明
如
来　ト
一

也
又
悲
花
経　ニ（
巻
三
︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
三
・
一
八
六
頁
上

） 

説　ク
未
来
成
仏
可
名

12
普
光
功
徳
山
王
如
来
一
取
意

　
又
六
時
観
察
者
有
何
証
歟
答
大
論（﹃
大
智
度
論
﹄
巻
二
六
︑

﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
二
五
・

二
四
八

頁
上
　

）云
仏
以
仏
眼

︿
二
十
六
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
一
日
一
夜　ノ
各
三
時　ニ
観
一
切
衆
生
誰　カ
可
度
者　ト
一

无
令
失
時
文
要
集
中
引
之
　
又

三
輪

02
者
何
等
歟
答
観
音　ノ
三
業
也
輪
者
破
衆
生
惑
業
一

故
也
輪
者
摧
破　ノ
義
也

03
勢
至
菩
薩
難
思
議
乃至
永
絶
胞
胎
証
六
通
等
事
　
疑
云
転
蓬
者
何
等
歟
答
車　ノ

04
異
名
也
天
台　ノ
玄
義（﹃
法
華
玄
義
﹄
巻
七
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
三
三
・
七
七
一
頁
下
意

）云
蜘
蛛　ノ
引
羅
糸
一

是　ニ
学　テ
結　フ
網
一

蓬　キ
飛　テ
廻　ル

庭　ニ
一

依
之
造

05
車　ニ
一

神
皇
帝　ハ
浮　テ
一
葉
一

見　テ
造
船
一

奚ケ
イ

一

仲　ハ
見　テ
転　ル
ヲ

飛
蓬　ノ
一

造
車
一

故
云
転
蓬
也
文

06
淮処名
也
　

南人名
也子
聖
人
観
転
蓬
一

而
為
車
一

也
文
管文名
也子
曰
无
儀
法
一

註
或
飛
揺
而
无

07
所
定
謂
之
飛
蓬
也
文

　
又
胞
胎
者
何
等
歟
答
三
界
獄
也
喩
之　ヲ
胞
胎
一

也

08
正
坐
跏
趺
入
三
昧
乃至
円
光
化
仏
等
前
真
等
事
　
疑
云
此　ノ
一
段　ハ
釈
経　ノ
何
文
歟

答
09
普
雑　ノ
二
観　ヲ
合
釈　ル
也
　
又
想
心
与
乗
念
其
差
別
如
何
答
想
心
者
能
乗
也
証
也

経（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
一
二
・
三
四
四
頁
中

）云

10
生
於
西
方
等
一

故
乗
念
者
所
乗
也
始
也
経（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
一
二
・
三
四
四
頁
中

）云
当依主
釈
也

起
自
心
等
一

故

也
　
爾
者
又
重
観

11
義
如
何
答
不
堪
上　ノ
真
身
観
一

者
為
之
一

説　ク
雑
観
一

故
対　シ
テ

真
身
云
重
也
　
︙
︙

大
小
身
事

12
又
合
普
雑
二
観
有
何
意
歟
答
如
次
一

依
正　ノ
想
結
観
也
而　モ
亦
義
勢
少　カ
故
也

︿
二
十
七
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
上
輩
上
行
乃至
无
為
法
性
身
等
事
　
疑
云
断
貪
嗔
之
義
如
何
答
且　ク
制
止
現
行　ノ

貪
02
等　ヲ
一

而　テ
云
断　ト
一

也
　
又
五
門
者
何
等
歟
答
上
　々ノ

三
種　ノ
業　ト
上　カ
中　ノ
解
第
一
義　ト
上　カ
下　ノ

発
03
无
上
道
心　ト
ヲ

云
五
門　ト
一

也
　
又
三
因
者
何
等
歟
答
三
心
也
　
又
相
続
者
五
門

具
足

04
相
続
歟
答
不
爾
機
法
共　ニ
各　ノ
別　ス
故
也
相
続
者
无
間
長
時　ノ
義
也
　
尋
云
或
現
大

05
身
何
不
戴
之
一

歟
答
ミ
タ
身
量
極
无
辺
者
第
九
真
身
観
也
指
彼
六
十
万
億

06
等
之
身
一

今
説
或
現
大
身
等
一

歟
故
不
戴
之
一

経（﹃
観
経
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄

巻
一
二
・
三
四
四
頁
下

）云
ア
ミ
タ
仏

神
通
如
意
者
指
自
受

07
用
者
或
現
大
身
等
者
摂
他
受
用
身
也
一

此
可
論
義
一

具
如
雑
想
観
料
簡
　
又

08
出
六
塵
之
義
如
何
答
色
声
等　ノ
六
境
染　カ
ス

能
縁
之
心
一

故
名　ル
六
塵
一

也
離　ル
ヽ
カ

之
一

故
出　ト
六
塵
一

09
云
也
　
又
一
切
往
生
之
人
皆
即
証
法
性
身
歟
答
爾
也
雖
心　ハ
有
漏　ナ
リ
ト

依
身　ハ
无

ク
ワ
イ

　
一
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漏　ノ
色

10
蘊　カ
故
也
　
中
輩
中
行
乃至
小
証
真
等
事
　
疑
云
為
説
西
方
快
楽
因
者
説　カ
中　カ
下

11
者
一

歟
爾
者
為
上　ノ
孝
養
父
母
為
下　ノ
説
国
土
楽
事
歟
答
孝
養
父
母
也

12
私
云
不
爾
一

快
楽
者
国
土　ノ
楽
事
也
因
者
ミ
タ　ノ
願
因
也
故
般
舟
讃（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
七

・ 

四
五
五
頁
上

）

云
為
説
極
楽

︿
二
十
七
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
ミ
タ
願
也
　
又
直
到
者
意
如
何
答
称
美
之
言
也
小
戒
世
善　ノ
往
生　カ
故
　
私
云

不
02
爾
一

准　シ
テ

穢
土　ニ
一

浄
土　ニ
モ

声
聞　ヲ
置　ク
仏
辺
一

意
也
　
下
輩
下
行
乃至
発
菩
提
因
等
事
　

疑
云

03
十
悪
即
貪
嗔
歟
答
不
爾
十
悪
所
作　ナ
リ

貪
嗔　ハ
能
作　ナ
リ

業
与
煩
悩
一

也
　
又
就　テ
今

経　ニ
一

04
无
謗
法
往
生
之
文
一

如
何
答
大
経　ノ
意　ヲ
釈
抑
止
門　ト
一

故
謗
法　モ
可
生
一

釈　ル
也
　
又
謗

法
之

05
分
斉
如
何
答
注
上（﹃
論
註
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻

四
〇
・
八
三
四
頁
上
︱
中

）云
経大品
経
仏
蔵
経

言
五
逆　ノ
罪
人
堕　テ
ア
ヒ
大
地
獄
中　ニ
一

具　ニ

受　ク
一
劫　ノ
重
苦　ヲ
一

06
誹
謗
正
法　ノ
人
堕　テ
ア
ヒ
大
地
獄
中
一

此　ノ
劫
若
尽　㆑
ハ

復
転　シ
テ

至
他
方　ノ
ア
ヒ
地
獄
中
一

如
07
是
一

展
転　シ
テ

逕　コ
ト

百
千　ノ
ア
ヒ
大
地
獄
仏
不
記
得
出
時
節
一

以
誹
謗
正
法　ノ
罪　ミ
極
重　ヲ
一

故　ナ
リ

08
又
正
法
者
即
是
仏
法　ナ

リ

此　ノ
愚
癡　ノ
人
既
生
誹
謗
一

安　ソ
有　ヤ
願
生　ル
仏
土
一

之
理　リ
上

仮
使

09
但
貪　シ
テ

彼
土　ノ
安
楽
一

而
願　ハ
生　ヲ
一

者
亦
如
求
非　ル
水　ニ
一

之
氷　ヲ
一

望　カ
中

无
烟
之
火
上

豈
有　カ
得

10
理　リ
一

問
曰
何
等　カ
相
是
誹
謗
正
法
一

答
曰
若
言
下

无
仏
无
仏
法
一

无
菩
薩
一

无
菩
薩　ノ

法
上

如
是

11
等　ノ
見　ヲ
若　ハ
心　ニ
自
解　シ
若
従　テ
他　ニ
一

受　テ
其
心
決
定　ル
皆
名
誹
謗
一
文

　
又
急
勧
専
称

12
彼
仏
名
者
三
品　ノ
中　ニ
ハ

□
何　ノ
品　ノ
意
歟
答
不
可
分
別　ス
一

三
品
共　ニ
可
称
名
一

故
云
　
私

云
︿
二
十
八
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
不
爾
一

下
中　ハ
散
観
也
　
尋
云
一
念
者
為
起
行
為
時
節
念
歟
答
共
在
散
善
抄

02
但
云
時
尅
一

義　ハ
吉
也
　
西
方
極
楽
乃至
不
去
待
何
時
等
事
　
疑
云
此
一
段
釈
何

事
03
歟
答
付
往
生
之
後
得
益
釈
也
初
一
段
約
修
因　ニ
一

総
標　ル
也
中
間　ハ
約
正
去
行
之

04
相　ニ
一

頌
也
今
約
得
益　ニ
一

総
結
歟
　
又
会
一
枝
者
何
等
歟
答
如
初
禅　ニ
有　リ
五
枝
一 

二
05
禅
有　カ
中

四
枝
等
上

猶
有　ハ
枝
浅　キ
位
也
会　ト
一
枝　ニ
一

者
深
位
也
此　ハ
禅
定　ノ
最
極
也

06
有
云
分
　々ニ

可
有
枝
一

也
初
禅
五
支
観
二
禅
四
支
内
浄
喜

楽
一
心
三
禅
五
支
行
捨
念
恵
楽

定
　
　
　

07
四
禅
四
支
行
捨
念
捨

一
心
　

旧
訳
云
枝
訳
云
支
一

也
倶
舎
第
廿
八
頌（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
二
九

・
一
四
六
頁
下

）云
静

慮
初
五
支
尋　ト

08
伺　ト
喜　ト
楽　ト
定　ト
ナ
リ

第
二
有
四
支
一

内　ト
浄　ト
喜　ト
楽　ト
定　ト
ナ
リ

捨　ト
念　ト
恵　ト
楽　ト
定　ト
ナ
リ

第
四
有
四
支
一

09
捨　ト
念　ト
中
受　ト
定　ト
ナ
リ
云　

々
答
修
得　シ
テ

証　ハ
性
徳　ノ
法
身　ノ
理
仏
也
何　ノ
仏　ト
不
可
分
別
一

也

10
又
心
水
沐
身
頂
者
意
如
何
答
受
識
灌
頂
之
義
也
謂
以
前
仏　ノ
五
瓶　ノ
智
水　ト
与　ヲ

止
観（﹃
摩
訶
止
観
﹄
巻
九
下
︑﹃
大
正

蔵
﹄
巻
四
六
・
一
二
六
頁
上
　
）云
定
心
湛
然　ト
シ
テ

无
縁
一
無　ヲ
念
一

名
一
心
支　ト
一
文
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11
ミ
タ　ノ
无
漏　ノ
智
水
灌ソ
ヽ
ク

法
雲
地
菩
薩　ノ
頂　ニ
一

云
也
此
借　リ
用　ル
世
間
之
行
也
謂
転
輪
王

12
太
子　ニ
譲　ル
ニ

位
一

以
四
海　ノ
水　ヲ
一

灌　キ
頂　ニ
一

譲　ル
国
一

也
是　ト
表　ル
譲　ル
四
海　ヲ
一

意　ヲ
上

也
　
又
与
衣
被

︿
二
十
八
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
者
意
如
何
答
モ
テ
ナ
ス
儀
式
也
　
又
遊
法
界
者
意
如
何
答
遊
︱

歴　ル
十
方
一

義

也
02
又
号
无
為
者
意
如
何
答
離　㆑
テ

迷
倒　ノ
所
作
一

安
楽　カ
故
云
无　シ
　為シ
ハ
サ

歟
　
又
或
本　ニ
加

一
03
句　ヲ
何
為
正
一

歟
答
无
本　ハ
善
也
初
二
句
総
標　カ
故
也
一
句
者
ミ
タ
願
力
能
所
成
歟

此　ハ
04
上
人　ノ
言
也
　
観
音
勢
至
乃至
大
海
衆
等
事
　
疑
云
今
合　シ
テ

二
菩
薩
礼
之
一

有
何

由
一

歟

05
答
経　ニ
既　ニ
於
相
好　ニ
一

説　カ
相
従　ヲ
一

故
也
有
云
上　ニ
委　カ
故
今
略　ル
歟

06
上
二
品従此
懺
悔
来
意
也

懺
悔
発
願
等
同
前
等
事
　
疑
云
発
願
等
者
指
何
等
歟
答
礼
懺
諸
功

徳
07
等
已
下
也
等
者
向
内
等
也
　
須
要
中
要
取
初
等
事
　
疑
云
一
云
有
単
要
単

略
等　ノ

08
懺
悔
歟
答
今　ノ
釈　ハ
意　ハ
不
可
有
一

也
総　モ
不
可
有
一

歟
　
其
広
者
就
実
心
願
生
者
而

09
勧
等
事
　
疑
云
要
略
二　ヲ
ハ

云
不
実
者　ト
一

歟
答
不
爾
一

今
勧　カ
広　ヲ
一

故
且　ク
奪　テ
釈　ル
也

10
有
云
有
二
意
歟
謂
一
云
広
者
懺
悔
手テ

本
也
故
用　ル
要
略
一

時　モ
意
地　ハ
以
広　ノ
意　ヲ
一

可

11
懺
悔　ス
一

也
二
云
既
発
至
誠
懺
悔
心
者
必
不
倦
一

好
広
故
也
已
起
懺
悔
心
者
可

具
此

12
二
一

也
　
或
対
四
衆
或
対
十
方
仏
等
事
　
疑
云
望
何
文
一

云
或
対
等
一

歟
答
必　モ

无　ト
モ

︿
二
十
九
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
所
対
一

置　ク
或
之
言
一

常　ノ
習
也
　
私
云
不
爾
或
重
々
故
　
又
四
衆
者
何
等
歟
答

指
四
人

02
已
上
和
合
僧
一

云
四
衆　ト
一

歟
有
云
一
対
衆
懺
滅　ス
破
戒
罪
一

二
取
相
懺
滅
懺
悪
業

道
03
三
无
生
懺
滅
煩
悩
道
一

也
対　ル
ヲ
ハ

四
人
已
上　ニ
一

云
大
衆
懺　ト
一

対　ヲ
ハ

二
三
人
一

云
衆
法

懺　ト
一

亦
云
少
衆

04
懺　ト
一

也
対　ヲ
ハ

一
人
一

云
但
対
懺
亦
云
対
衆
懺
也
一
身
懺　ヲ
ハ

云
独
自
懺
一

也

05
又
向
十
方
尽
虚
空
三
宝
等
事
　
疑
云
上　ニ
既　ニ
対　ス
十
方
仏
一

何
重　テ
云
又
向
十
方
一

歟
答
上　ハ

06
為
致　ス

カ

懺
悔
一

挙　ル
所
対　ノ
境
一

也
今　ハ
挙　ル
造
罪　ノ
所
縁　ノ
境
一

也

07
久
種
解
脱
分
善
根
乃至
不
惜
身
命
等
事
　
疑
云
解
脱
分
善
根
者
分
斉
如
何
答

08
小
乗　ニ
ハ

五
停
心
大
乗　ニ
ハ

十
信
也
倶
舎
十
八（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
　

二
九
・
九
八
頁
上

）云
若
聞　テ
説　ヲ
二

生
死
有
過
一

涅
槃
有　ト
徳
一

身　ノ
毛

09
竪　タ
テ一

流
涙
当
知
殖　リ
解
脱
分　ノ
善
一
取
意

　
又
敬
法
重
人
者
意
如
何
答
法
者
教
法

10
也
人
者
諸
仏
衆
生
也
即
懺
悔
境
也
　
又
不
惜
身
命
者
分
斉
如
何
答
摧　ク
□
ヲ

骨

11
髄　ノ
一

不
顧　ミ
一

等
也
　
縦
使
日
夜
乃至
若
不
作
者
等
事
　
疑
云
十
二
時　ニ
急
走　ル
程　ト
ノ

者

12
何
无
懺
悔　ノ
心
一

歟
答
爾
也
只
是　㆑
无　ノ
釈
也
　
又
設
雖
不
如
法
懺
悔　ト
一

何
无
随
分

之

ナ
ス
コ
ト
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︿
二
十
九
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
益
一

歟
答
爾
也
　
但
能
真
心
徹
到
者
即
与
上
同
等
事
　
疑
云
真
心
徹
到
之
分

02
斉
如
何
答
不
惜
身
命
等
也
答
不
惜
身
命
等
也
此
至
誠
心
也
玉
云
至
者

03
極
也
大
也
達
也
故　ニ
四
分
律
文　ノ
云
此　ハ
是　㆑
至
誠
懺
悔
庭　ナ
リ

又
云
此
真
実
懺
悔　ノ

04
庭　ナ

リ

　
又
上　ノ
三
品　ノ
懺
悔
至
誠
心　ノ
懺
悔
歟
然　ヲ
今
云
至
誠
心
者
上　ハ
勝　ル
此　ヨ
リ一

心　ノ
懺
悔

歟
05
答
同　ト
モ

心　ノ
分
斉　ハ
一

約
外
相　ニ
一

分
別
也
　
尋
云
外
相　ニ
有　ハ
流
血
等　ノ
別
一

依
心　ノ
浅
深
一

歟

06
而
何
云
同
心
分
斉
一

約
外
相
一

分
別
歟
答
上
釈　ニ
既
云
此
三
品
雖
有
差
別
一

久
種

07
解
脱
分
之
善
根
人
一

故
知
内
心
雖
等
一

約
久
近
差
別
一

有
外
相　ノ
不
同
一

也
例
如

08
書　キ
文
字
点
画ク
ワ
ク
ヲ

顕　ス
義
理
一

事　ハ
雖
无
差
別
有
手
返　モ
有
中

善
悪
上

此
則
依

09
筆
功　ノ
久
近
一

也
　
又
此
懺
悔
義
依
何
経
論
一

歟
答
依
大
乗
方
広
懺
悔
滅
罪
経

決
10
定
毘
尼
経　ノ
等　ノ
説　ニ
一

歟
　
又
依
律
蔵
一

菩
薩
善
生
経
云
方
等
タ
ラ
ニ
経
也

11
広
懺
悔
　
敬
白
十
方
乃至
現
前
大
衆
等
々
事
　
疑
云
今
諸
仏
及　ヒ
衆

12
生
者
□　ニ
所
挙
一

所
対
所
縁　ノ
中　ニ
ハ

何
歟
答
所
縁
也
有
云
共
也

︿
三
十
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
无
始
已
来
乃至
両
舌
闘
乱
破
壊
等
事
　
疑
云
今
所
懺
罪
状　ニ
挙　ル
十
悪
業
一

歟

02
爾
者
何
不
挙
意　ノ
三　ヲ
一

歟
答
意　ノ
三　ハ
煩
悩　ノ
道
也
此　ハ
以
无
生
懺
悔　ヲ
一

可
滅　ス
一

也
故
今

03
有
相　ノ
懺
悔　カ
故
只
挙
業
道
許　リ
ヲ一

也
　
或
破
五
戒
乃至
威
儀
戒
等
々
事
　
尋
云
今

04
所
挙
一

一
　々ノ

戒
相
如
何
答
五
戒
者
一
不
殺
生
二
不
与
取
三
不
欲
邪
行
四
不
虚

誑

05
語
五
飲
酒
也
八
戒
者
五
戒　ノ
上　ニ
加　ル
不
塗
飾
香
鬘
歌
舞
視
聴
第
六
不
眠
座
高

06
座
厳
麗
床
座
第
七
不
非
時
食
第
八
也
已
上　ノ
二　ハ

在
家

十
戒
者
前　ノ
五
戒　ノ
上　ニ
亦
加
不
塗
飾
香

鬘
07
第
六
不
歌
舞
視
聴
第
七
不
眠
座
高
座
厳
麗
床
座
第
八
不
非
時
食
第
九
不
畜
金
銀
等

宝
蔵
第
十
也

08
已
上　ハ
出
家　ノ

沙
弥
戒
也
十
善
戒
者
仏　ノ
出
世
已
前　ニ
輪
王
等
制
戒　ノ
世
善
也
今
仏
是　ヲ
制
也
二
百
五
十

09
戒
者
出
家　ノ
大
比
丘
戒
也
此　ハ
具　ニ
持　ツ
ル

故
名
具
足
戒　ト
一

也
已
上
六
皆
小
乗
戒
也
三

聚
10
戒
者
一
摂
律
儀
戒
二
摂
善
法
戒
三
饒
益
有
情
戒
也
瓔
珞
　

経
説
也
十
无
尽
戒
者
梵

11
網
瓔
珞　ノ
所
説　ノ
重
禁
戒
也
菩
薩
発　シ
テ

菩
提
心
一

期　ス
尽
未
来
際
一

故
心
无
尽　㆑
ハ

戒
亦

无
12
尽
也
此　ハ
非　ル
小
乗　ノ
尽
形
寿　ニ
一

意
也
一
切
戒
者
四
十
八
軽
等
也
已
上
三　ハ
皆　ナ
大
乗
戒

也
︿
三
十
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
威
儀
戒
者
小
乗　ニ
ハ

三
千　ノ
威
儀
大
乗　ニ
ハ

八
万
納
行
也
等
者
向
内
等
也

02
亦
如
十
方
大
地
无
辺
乃至
亦
復
无
辺
等
事
　
疑
云
自
一
切
三
宝
至　マ
テ
ハ

自
作
教

他
見

03
作
随
喜
与
今
一

有
何
別
一

歟
答
上　ハ
挙　ケ
所
造　ノ
罪
縁
一

今
挙　テ
辟
顕　ス
能
造　ノ
過
失　ノ
多
小　ヲ
一

也
04
又
今
重
　々ニ

所
挙
一

大
地
无
辺
等
者
法
喩
何
合　ル
之
一

歟
答
大
地
已
下　ハ
辟
也
虚
空

已
下　ハ

　
一
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05
法
也
謂
虚
空
者
広　ク
挙　ル
三
宝
及　ヒ
衆
生　ノ
所
住
処
也
上　ニ
云　ヘ
ル

又
向
十
方
尽
虚
空

06
等
一

是
也
方
便
者
作
罪　ノ
加
行
也
法
性
者
挙
能
作　ノ
心
品　ノ
広　キ
コ
ト
ヲ

也
衆
生　ノ
心
広
大　カ

故
07
衆
多　ノ
罪
一

又
趣　キ
向　ル
无
上
菩
提
一

也
玄
義
分（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
三
七

・
二
四
六
頁
上
意

）云
真
如
広
大
乃至
法
性

无
辺
等
一

是
其
義
也

08
私
云
法
性
者
真
如
法
性
也
意
云
法
性
一
理
成
无
辺
諸
法
故
所
縁　ノ
境
広
多　ニ
シ
テ

能
09
縁　ノ
心　ニ
作
无
量
罪
云
也
法
界
者
亦
三
宝
及
衆
生
所
住
処
也
上　ニ
虚
空
者
総
挙

10
広
大
之
辺
一

今
法
界
者
別
挙
各
々
住
処
一

也
衆
生
三
宝
戒
品
三　ハ
正　ク
挙
所
化　ノ
境
一

也
11
上
至
諸
菩
薩
乃至
罪
之
多
小
等
事
　
疑
云
罪
数　ノ
多
少　ハ
上　ニ
既　ニ
約
能
所　ニ
一

二
重　ニ
挙　ク

之
一

12
何
重
又
云
罪
之
多
少
一

歟
答
爾
也
但
上　ハ
別
　々ニ

挙
之
一

今
総
結　ル
罪
数
一

　
今
於
三

宝
︿
三
十
一
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
前
乃至
帰
命
ア
ミ
タ
仏
等
事
　
疑
云
自
此
已
下
文
相
起
尽
如
何
答
自
今
於
三

宝
前
一

至　テ

02
不
敢
覆
蔵
一

者
向　テ
作
罪　ノ
境
界　ニ
一

顕
懺
心　ノ
分
斉　ヲ
一

也
自
唯
願
十
方
一

至
憶
我
清
浄

03
者
対　シ
テ

敬
上
之
境　ニ
一

請　ル
加
被
一

也
自
始
従
今
日
一

至
ア
ミ
タ
仏
国
者
対
慈
下
之

境
一

発　ス

04
慈
願
一

也
自
乃
至
成
仏
至
更
不
敢
作
一

者
総　シ
テ

結
上
来　ノ
懺
悔　ノ
分
斉
一

也

05
若
入
観
及
睡
眠
時
応
発
此
願
等
事
　
疑
云
入
観
者
是
入
定
之
義
歟
答

06
爾
也
　
或
有
正
発
願
乃至
時
得
見
等
事
　
疑
云
発
願　ノ
時
分　ハ
即
是　㆑
散
心
歟
何

07
見
仏　ル
歟
答
対　シ
テ

睡
眠　ニ
一

三
昧　ノ
時　ヲ
云
発
願
一

也
故
上
云
入
観
及
睡
眠　ト
一

也
住　テ
定
心
一

可
08
見
仏
一

也
　
尋
云
此
段　ノ
本
意　ハ
往
生　ト
与 
ト
ノ

見
仏
一

中　ニ
ハ

何
為
本
一

歟
答
往
生
為　ル
本
一

事
勿
論

09
也
然
而
今
殊　ト
ニ

見
仏　ヲ
為
本
一

也
其
故　ハ
於
一
心
称
念
求
願
往
生　ノ
行
者　ニ
一

挙　ル
有　ト
一

五

増
10
上
縁
一

也
謂
若
称
ア
ミ
タ
仏
一
声
已
下　ハ
挙　ル
滅
罪
増
上
縁
一

也
十
往
生
経
云
已

下　ハ
挙

11
護
念
増
上
縁
也
又
如
无
量
寿
経
云
已
下
挙
摂
生
増
上
縁
一

也
又
如
ミ
タ
経
云

已
12
下
挙
証
生
増
上
縁
一

也
　
尋
云
如
観
念
法
門
一

者
見
仏
縁　ハ
第
三
也
又
道
理　ト
シ
テ

滅
罪

︿
三
十
一
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
護
念　ノ
後　ニ
可
見
仏　ス
一

如
何
答
次
第　ハ
尤　モ
可
爾
一

但
今　ノ
意　ハ
存
冥
顕　ノ
差
別
一

也
謂
見

02
仏
者
顕
益　カ
故
先　ツ
挙　ル
之
一

也
余　ノ
四
冥
益　カ
故
後　ニ
挙
之
一

也

03
若
称
ア
ミ
タ
仏
乃至
已
下
亦
如
是
等
事
　
尋
云
既
礼
念
已
下
亦
如
是
一

爾
者

04
雖
无　ト
心
念
一

可
得
滅
罪
等　ノ
益
一

歟
答
不
爾
一

意
地　ニ
ハ

必　ス
具　シ
テ

三
心
一

為　ス
之　ヲ
安
心　ト
一

其

上　ニ
05
作　シ

テ

称
礼
等　ノ
行
一

可
有　ル
益
一

也
称
念
礼
観
等
者
安
心　ノ
上　ノ
去
行　ノ
三
業　ノ
行
也
　
疑
云

　
一
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十
06
往
生
経　ノ
中　ニ
不
見
廿
五
菩
薩
名
如
何
答
爾
也
指
同
聞
衆　ノ
廿
五
人　ノ
菩
薩
等
也
　

又
彼
仏

07
即
遣
者
釈
迦
ミ
タ　ノ
中　ニ
ハ

何
歟
答
彼　ノ
経　ノ
意　ハ
釈
迦
也
故
観
念
法
門（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
　

四
七
・
二
五
頁
中

）云

仏
告　ク
山
海

08
恵
菩
薩
及
以
阿
難
若
有
人
一

専
念　シ
西
方
ア
ミ
タ
仏
一

願
往
生
一

者
我
従
今
一

已

去
常　ニ

09
使
廿
五　ノ
菩
薩　ノ
影
護　ス
行
者
一
文

　
又
如
无
量
寿
経
云
乃至
必
得
往
生
等
事
　
疑
云

称
10
我
名
号
者
釈
経　ノ
何
句　ヲ
一

歟
答
乃
至
十
念　ノ
句
也
謂
先　ツ
標
称
我
号　ト
一

次　ニ
乃
至　ヲ

11
釈　シ
下
至
一

十
念　ヲ
釈　ル
十
声
一

也
　
又
至
心
信
楽
欲
生
我
国
句
何
不　ル
釈
之
一

歟
答

12
自
上
古
一

至　マ
テ

于
今
一

論
師
人
師
総　シ
テ

於　ハ
安
心　ニ
一

不　ル
存　セ
異
義　ヲ
一

也
故
今
略　ル
之
一

也
於　ハ

起
︿
三
十
二
丁
右
（
巻
三
）﹀

01
行
有
諸
行
一

有
念
仏
一

於
念
仏
亦
有
定
有
散
一

故
今
首
異　シ
テ

定
観　ニ
一

釈
出
散
称　ヲ
也

02
有
云
称
我
名
号
者
ナ
モ
ア
ミ
タ
仏
也
此　ニ
可
有
安
心
起
行
一

也
　
尋
云
彼
仏
今

現
已
下　ノ

03
釈　ノ
意　ハ
如
何
答
釈
定
往
生　ノ
相
貌　ヲ
一

也
諸
仏　ノ
本
懐　モ
顕　シ
此　ノ
釈　ニ
一

行
者　ノ
得
益　モ
以
之
定　ル
也

04
此
即
三
経
一
論　ノ
大
旨
也
　
成
仏
已
来
凡
歴
千
劫　ノ
等
意
也

05
若
有
衆
生
︙
︙
執
持
名
号
等
事
　
尋
云
執
持
名
号
者
観
称　ノ
中　ニ
ハ

何
歟
答
不
及

06
疑
慮　ニ
一

称
名
也
爰
以　テ
諸
師
一
同　ニ
釈
称
名　ト
一

也
　
難
云
経　ノ
上　ノ
文　ニ
説　リ
光
明
无
量
寿

07
命
故
名
ア
ミ
タ　ト
一

指　シ
テ

彼　ヲ
云
聞
ア
ミ
タ
仏　ト
一

歟
若
爾　ハ
仮
名
論
自
性　ノ
道
理　ニ
一

観
光

08
明
等ト
ウ

之ノ

功
徳　ヲ
一

故　ニ
云
執
持
名
号　ト
一

歟
孤
山　ノ
智
円（﹃
小
経
疏
﹄︑﹃
大
正
蔵
﹄ 

巻
三
七
・
三
五
五
頁
下

）正　ク
釈
執
持　ノ
二

字
一

云　テ
信
力　ノ
故　ニ
執

09
受　シ
念
力　ノ
故　ニ
住
持　ス
ト一

全　ク
不
云
称
名　ト
一

若
爾　ハ
正　ニ
ハ

観
念　ヲ
為
本　ト
一

傍　ニ
ハ

通　ル
称
名　ニ
モ一

歟

10
何　ソ
偏　ニ
云
称
名　ト
一

歟
答
一
往
此　ノ
難
来　㆑
リ

只
云　テ
執
持
一

不
云
称
名　ト
一

故
然
而
持　ト
者
行　ノ

11
義
也
持
行　ル
名
号　ヲ
一

者　ノ
必　ス
称　ヲ
為
地
体　ト
一

也
其
上　ニ
通
観
讃　ニ
モ一

事　ヲ
ハ

不
遮　セ
一

也

12
自
本
仏
経　ハ
多
含　ニ
シ
テ

可
亘
三
業
一

故　ニ
倶
舎
等　ノ
性
相　ニ
云　ヘ
リ

名
句
文
身
依
声
仮
立
一

︿
三
十
二
丁
左
（
巻
三
）﹀

01
故
知　ヌ
執
持
名
号　ハ
尤　モ
可　キ
称
名　ル
一

也
爰　ヲ
以　テ
永
観　ノ
十
因　ニ（﹃
大
正
蔵
﹄
巻
　

八
四
・
九
七
頁
上

）引　テ
依
声
仮
立　ノ
文　ヲ
一

02
証　ル
称
名　ノ
義　ヲ
一

也
今
所
引　ク
文
云
名
句
文
身
一

者
名
句
文　ハ
別
也
身　ト
者
総
也
故
影

03
疏
等　ニ
釈
此
文
一

時
名
身
句
身
文
身
一

身　ヲ
ハ

通
用　ル
上　ノ
三
一

也

04
若
七
日
及
一
日
乃至
故
名
護
念
経
等
事
　
疑
云
一
念
者
心
念
口
称
中
何
歟

05
答
心
念
也
不　ル
及
異
儀
一

也
　
又
行
願　ノ
中　ニ
ハ

何　ノ
摂
歟
答
安
心　ノ
上　ノ
去
行
也
　
又
証

誠
06
与
護
念
同
異
如
何
答
同
也
今　ノ
釈　モ
分
明
也
又
加
持
加
備
摂
取
摂
受
証
誠

07
護
念
此　㆑
等　モ
言　ハ
異　ニ
シ
テ

意
同
也
而
今
釈　ル
証
誠
之
面
一

也
　
尋
云
若
爾　ハ
何
観
念
法

08
門　ノ
護
縁　ニ
不
引
之
一

歟
答
爾
也
但
雖
同
意　ト
一

護
念
縁　ト
正　ク
身ミ

来　テ
守
護
念
縁

09
正　ク
身
来　テ
守
護
随
逐　ス
ル
ヲ

云
護
念
一

也
証
生
縁　ヲ
ハ

為
証
誠　ト
一

守
護　ヲ
ハ

云
護
念
一

也

10
次
下
文
云
乃至
之
所
護
念
等
事
　
疑
云
就
護
念　ノ
義
釈
二
種　ノ
義
一

歟
答
爾
也
上　ハ
釈　シ

護
念

11
即
証
誠
之
義
一

今
正　ク
釈　ル
護
念　ル
行
者
之
様　ヲ
上

也
此
即
一
法
二
義
也
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12
今
既
有
此
増
上
誓
願
可
憑
等
事
　
疑
云
増
上
者
三
縁　ノ
中　ノ
増
上
縁
歟
答
不

（
以
下
欠
失
）

　
付
記 

：
小
論
は
︑
公
益
財
団
法
人 

三
菱
財
団
の
第
四
十
八
回
（
二
〇
一
九
年
度
）
人
文

科
学
研
究
助
成
な
ら
び
に
本
願
寺
派
教
学
助
成
財
団
の
平
成
三
十
年
度
助
成
に
よ

る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
ま
た
︑
小
論
の
執
筆
に
あ
た
り
︑
金
沢
文
庫
御
当
局
に

は
格
別
の
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
︒
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
そ
し
て
︑
本

願
寺
派
史
料
研
究
所
研
究
員
の
岡
村
喜
史
先
生
に
は
︑
翻
刻
に
あ
た
っ
て
貴
重
な

御
助
言
を
賜
り
ま
し
た
︒
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

注（
1
）  

た
と
え
ば
︑
十
四
世
紀
前
半
に
制
作
さ
れ
た
﹃
法
然
上
人
行
状
絵
図
﹄
巻
四
十
八

に
は
︑

 
 

 

覚
明
房
長
西
は
︑
上
人
没
後
に
出
雲
路
の
住
心
房
に
依
止
し
︑
諸
行
本
願
の
む
ね

を
執
し
て
選
択
集
に
違
背
す
︒
こ
の
︹
行
空
・
幸
西
・
長
西
の
︺
三
人
︑
随
分
名

誉
の
仁
た
り
と
い
へ
ど
も
上
人
の
冥
慮
は
か
り
が
た
き
に
よ
り
て
︑
門
弟
の
列
に

の
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
︒
見
ん
人
あ
や
し
む
こ
と
な
か
れ
︒

 
 

（
井
川
定
慶
﹃
法
然
上
人
伝
全
集
﹄︑
三
一
八
頁
上
︑
※
︹
　
︺
内
・
傍
線
は
筆
者
註
）

 

と
あ
り
︑
名
誉
の
人
で
は
あ
る
も
の
の
︑
諸
行
本
願
義
を
説
い
て
﹃
選
択
集
﹄
の
義

に
背
い
た
こ
と
か
ら
︑
す
で
に
法
然
の
門
弟
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
石
田
充
之
博
士
は
︑﹁
法
然
の
廃
捨
し
た
諸
行
を
本
願
行
と
主
張
し
た
人
と
し

て
特
に
注
目
せ
ら
れ
て
い
る
﹂（﹃
日
本
浄
土
教
の
研
究
﹄︑
百
華
苑
︑
一
九
五
二
年
︑

二
九
七
頁
　
※
傍
線
は
筆
者
註
）
や
︑﹁
聖
道
に
対
し
浄
土
一
宗
の
独
立
の
旗
幟
を
鮮

明
に
せ
る
法
然
上
人
が
︑
諸
行
念
仏
と
対
立
せ
し
め
︑
廃
立
の
区
別
を
明
確
に
せ
ら

れ
た
る
に
対
し
︑
再
び
そ
の
諸
行
を
立
て
て
本
願
の
行
と
強
調
せ
ら
れ
る
だ
け
︑
そ

の
主
張
は
所
謂
聖
道
門
的
で
あ
り
自
力
高
調
的
で
あ
る
﹂（﹃
法
然
上
人
門
下
の
浄
土

教
学
の
研
究
﹄
巻
下
︑
大
東
出
版
社
︑
一
九
七
九
年
︑
一
七
二
頁
　
※
傍
線
は
筆
者
註
）

等
と
評
し
︑
安
井
広
度
博
士
は
︑﹁
彼
が
種
々
に
苦
心
し
て
諸
行
非
本
願
義
の
会
通
に

つ
と
め
た
こ
と
や
︑
又
生
涯
諸
行
本
願
義
の
宣
布
に
つ
と
め
た
ら
し
い
形
跡
を
顧
み

る
と
き
︑
彼
自
ら
が
果
し
て
念
仏
行
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
怪
ま
れ
る
の
で
あ
っ

て
﹂（﹃
法
然
門
下
の
教
学
﹄︑
法
蔵
館
︑
一
九
三
八
年
﹇
一
九
六
八
年
複
刊
﹈︑
六
十

頁
　
※
傍
線
は
筆
者
註
）
等
と
評
し
て
い
る
︒

（
2
）  

古
来
か
ら
の
長
西
評
価
が
第
三
者
の
説
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
や
︑
そ
の
第
三
者

の
説
の
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁﹃
浄
土
法
門
源
流
章
﹄
所

説
の
長
西
教
義
考
︱
︱
「
浄
土
疑
芥
」
と
の
比
較
を
通
し
て
﹂（﹃
仏
教
学
研
究
﹄

七
十
三
号
︑
二
〇
一
七
年
）︑
拙
稿
﹁
長
西
教
学
に
関
す
る
一
試
論
︱
︱
法
然
聖
人
門

流
に
お
け
る
邪
義
・
異
端
評
価
の
成
立
背
景
﹂（﹃
中
央
仏
教
学
院
紀
要
﹄
二
十
八
号
︑

二
〇
一
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
3
）  

金
沢
文
庫
よ
り
顕
出
さ
れ
た
長
西
お
よ
び
九
品
寺
流
の
典
籍
に
つ
い
て
は
︑
塚
本

善
隆
﹃
金
沢
文

庫
所
蔵
浄
土
宗
学
上
の
未
伝
稀
覯
の
鎌
倉
古
鈔
本
﹄（
大
正
大
学
浄
土
学
研
究
会
︑

一
九
三
三
年
）
や
︑
前
掲
の
石
田
博
士
の
二
書
あ
る
い
は
安
井
博
士
前
掲
書
︑
吉
田

淳
雄
﹁
長
西
の
著
作
に
つ
い
て
﹂（﹃
仏
教
論
叢
﹄
四
十
四
号
︑
二
〇
〇
〇
年
）︑
拙
稿

﹁
長
西
の
「
諸
行
本
願
義
」
考
︱
︱
「
浄
土
疑
芥
」
を
通
し
て
の
再
検
討
﹂（﹃
宗
学
院

論
集
﹄
八
十
八
号
︑
二
〇
一
六
年
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
4
）  

撰
号
を
欠
い
て
い
る
た
め
︑
厳
密
に
は
撰
者
が
詳
ら
か
で
な
い
︒
し
か
し
︑
金
沢

文
庫
に
は
︑
永
源
書
写
・
湛
睿
所
持
に
な
る
﹃
観
経
疏
光
明
抄
﹄
と
い
う
長
西
撰
述

書
が
伝
存
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
鑑
み
て
︑
顕
出
以
来
︑
長
西
の
撰
述
と
推
定
さ
れ

て
き
た
︒
筆
者
は
︑
後
述
す
る
本
書
所
説
の
思
想
が
︑
他
の
長
西
撰
述
に
見
ら
れ
る

特
徴
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
長
西
撰
述
で
確
定
で
き
る
と
考
え
て
い
る
︒
詳
細
は

拙
稿
﹁
称
名
寺
聖
教
﹃
往
生
礼
讃
光
明
抄
﹄
に
つ
い
て
﹂（﹃
仏
教
学
研
究
﹄
七
十
六
号
︑

二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
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（
5
）  

筆
者
は
︑
金
沢
文
庫
所
蔵
の
長
西
撰
述
書
の
総
称
と
し
て
︿
浄
土
疑
芥
﹀
と
い
う

表
記
を
用
い
る
︒︿
浄
土
疑
芥
﹀
に
含
ま
れ
る
個
々
の
典
籍
や
概
要
に
つ
い
て
は
︑
前

掲
拙
稿
（
二
〇
一
六
年
）︑
七
︱
八
頁
を
参
照
︒

（
6
）  
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
7
）  

岸
章
二
﹁
金
沢
文

庫
所
蔵
観
経
疏
光
明
抄
玄
七

第
五

（
？
）
と
同
序
三

第
一
の
本
文
及
び
そ
の
解
説
と
光
明

抄
研
究
の
一
問
題
﹂（
大
谷
派
本
願
寺
宗
学
院
宗
学
研
究
会
編
﹃
宗
学
研
究
﹄
十
一
号
︑

一
九
三
五
年
）︑
一
七
一
頁
︑
安
井
博
士
前
掲
書
︑
三
十
七
頁
︒

（
8
）  

﹃
浄
土
宗
大
辞
典
﹄
巻
一
（
山
喜
房
仏
書
林
︑
一
九
七
四
年
）︑
一
六
三
頁
に
は
次

の
如
く
解
説
さ
れ
て
い
る
︒

 
 

 

一
二
七
六
年
（
建
治
二
）
ご
ろ
京
洛
滞
在
中
に
﹃
法
事
讃
﹄﹃
観
念
法
門
﹄
の
私
記

と
と
も
に
こ
の
書
も
撰
述
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
明
ら
か
で
な
い
︒
し
か
し
︑
具

疏
相
互
の
譲
釈
か
ら
見
て
︑
こ
の
書
が
﹃
法
事
讃
﹄﹃
般
舟
讃
﹄
の
両
私
記
よ
り
先

の
著
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

（
9
）  

﹃
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
﹄（
浄
土
宗
︑
二
〇
一
六
年
）︑
一
七
六
頁
︒

（
10
）  

請
求
番
号
：
九
十
六
︱

一
︒

（
11
）  

四
十
六
丁
左
︒

（
12
）  

請
求
番
号
：
九
十
八
︱

二
（
序
分
義
）︑
九
十
八
︱

八
・
一
～
三
（
定
善
義
）︑
九
十
八
︱

九
・
一
～
三
（
玄
義
分
）︒

（
13
）  

廣
川
堯
敏
﹁
金
沢
文
庫
本
﹃
観
経
疏
聞
書
﹄
と
﹃
光
明
抄
﹄
︱
︱
良
忠
教
学
の
思

想
基
盤
﹂（﹃
浄
土
宗
学
研
究
﹄
十
八
号
︑
一
九
九
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
14
）  

前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）
に
数
例
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
15
）  

十
六
丁
に
は
︑﹁
八
梵
者
是
八
解
脱
也
﹂
か
ら
始
ま
る
八
行
に
亘
る
文
言
を
確
認
で

き
る
が
︑
次
の
問
題
を
指
摘
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
①
直
前
ま
で
の
文
章
と
つ
な
が

ら
な
い
上
に
所
釈
の
﹁
八
梵
﹂
は
﹃
礼
讃
﹄
不
出
の
文
言
で
あ
る
こ
と
︑
②
直
前
ま

で
の
文
章
は
十
七
丁
に
つ
な
が
る
こ
と
︑
③
明
ら
か
に
別
筆
で
あ
る
こ
と
︑
④
裏
打

ち
の
紙
と
原
紙
の
サ
イ
ズ
が
合
っ
て
い
な
い
こ
と
︑
と
い
う
四
点
で
あ
る
︒
こ
れ
ら

の
問
題
点
に
鑑
み
れ
ば
︑
十
六
丁
は
修
理
の
際
に
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑

混
乱
を
避
け
る
た
め
に
翻
刻
し
な
か
っ
た
︒

（
16
）  

原
則
と
し
て
︑
半
葉
十
二
行
書
き
の
体
裁
を
と
る
が
︑
八
丁
左
の
み
十
三
行
書
き

と
な
っ
て
い
る
︒

（
17
）  

﹁
也
﹂
の
下
に
﹁
南
﹂
の
三
画
目
ま
で
が
書
か
れ
て
い
る
が
︑
次
の
文
章
を
下
に
続

け
る
か
次
行
に
移
る
か
の
判
断
に
迷
い
︑
途
中
ま
で
書
き
な
が
ら
も
次
行
に
書
き
直

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
無
視
し
た
︒

（
18
）  

十
八
丁
左
01
︱
03
は
︑
原
本
で
は
以
下
の
如
く
記
さ
れ
る
の
を
︑
入
替
符
号
と
線

で
入
替
指
示
あ
り
︒
便
宜
上
丸
数
字
で
入
替
指
示
箇
所
を
示
し
た
（
丸
数
字
は
挿
入

符
号
箇
所
︑
黒
丸
数
字
は
丸
数
字
へ
線
が
延
び
て
い
る
箇
所
を
意
味
す
る
）︒

 
 

01
切□

山
中ニ

一
ミ
タ
如
来
於
大
衆ノ

中ニ

一
仏ハ

是
上
首
也ト

云
事
也
義
寂
大
経
疏
意
云
今
上
❶

 
 

02
❷
天
人
丈
夫
衆
︙
︙
妙
香
等
供
養
等
事
　
①
首
者
観
音
勢
至
大
経
説
有
二
菩
薩

 
 

 

03
最
尊
第
一
等
一
故
　
②
疑
云
此
一
行
偈
頌
何
事
一
歟
答
上
二
句ハ

名
荘
厳
主
々
々
々 

々
一
意

（
19
）  

原
本
に
は
中
略
符
号
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
不
自
然
で
あ
る
︒
十
九
丁
左
の
01

﹁
何イツ

カ当
蒙
授
手
一
遂
往
生
心
等
事
﹂
は
︑﹃
礼
讃
﹄
本
文
と
照
合
し
た
際
︑
所
釈
の
順

番
が
前
後
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
︑
入
替
を
指
示
す
る
符
号
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
指
示
線
は
確
認
で
き
な
い
の
で
︑
現
状
は
原
本
通
り
の
順
番
と
し
︑

中
略
符
号
と
し
て
翻
刻
し
た
︒
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本
書
は
︑ 

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
教
授
の
ジ
ュ
リ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
・
デ
イ
ビ

ス
氏
がU

tam
aro and the Spectacle of B

eauty

（Reaktion B
ooks and the U

niversity 

of H
aw

ai’i Press, 2007

）
に
続
い
て
著
し
た
二
冊
目
の
浮
世
絵
研
究
書
と
な
る
︒

同
書
に
お
け
る
浮
世
絵
を
社
会
や
文
化
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
解
釈
す
る
と

い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
﹃
版
画
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
﹄
で
も
継
続
し
て
行

わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
著
者
は
フ
リ
ー
ア
・
サ
ッ
ク
ラ
ー
美
術
館
の
プ
ル

ヴ
ェ
ラ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
オ
ン
ラ
イ
ン
展
示
や
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
タ
ロ
グ
の

監
修
も
つ
と
め
て
お
り
︑
北
米
に
お
け
る
浮
世
絵
研
究
の
発
展
に
力
を
尽
く

し
て
い
る
︒

　
周
知
の
通
り
︑﹁
浮
世
絵
﹂
を
形
式
で
分
類
す
れ
ば
︑
木
版
画
と
肉
筆
画
に

大
別
さ
れ
る
︒
肉
筆
は
基
本
的
に
注
文
生
産
で
あ
り
︑
依
頼
者
の
多
く
は
富

裕
層
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
木
版
画
は
不
特
定
多
数
の
大
衆
に
向
け
て
大
量
生

産
さ
れ
る
商
品
で
あ
り
︑
よ
り
多
く
売
る
こ
と
目
指
し
て
版
元
・
絵
師
・
彫

師
・
摺
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
︒

　
著
者
は
︑
一
枚
の
﹁
絵
﹂
を
考
え
る
時
︑
一
人
の
芸
術
家
の
役
割
を
最
も

重
要
視
す
る
西
欧
の
美
術
史
の
傾
向
に
対
し
︑
浮
世
絵
の
創
造
は
版
元
・
職

人
・
パ
ト
ロ
ン
な
ど
様
々
な
協
力
者
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
だ
と
提
言
す
る
︒
本
書
は
︑
絵
師
個
人
の
創
作
物

と
し
て
浮
世
絵
の
成
立
背
景
︑
内
容
考
察
を
行
う
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で

も
共
同
制
作
物
で
あ
り
︑
絵
師
を
と
り
ま
く
様
々
な
人
々
︑
社
会
と
の
相
関

関
係
に
影
響
さ
れ
て
一
つ
の
版
画
︑
版
本
が
作
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ

と
を
前
提
と
し
て
︑
特
に
資
料
が
残
っ
て
い
る
一
八
世
紀
後
半
の
江
戸
に
お

け
る
浮
世
絵
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
︒
創
造
に
携
わ
る
協
力
者
だ
け
で
な

く
︑
絵
師
と
弟
子
︑
作
り
手
と
読
み
手
︑
作
り
手
と
社
会
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
相

書 
評ジ

ュ
リ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
・
デ
イ
ビ
ス

﹃ 

版
画
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ 

︱
︱
芸
術
世
界
の
共
同
制
作
と
浮
世
絵
マ
ー
ケ
ッ
ト
﹄

Julie N
elson D

avis, Partners in Print: A
rtistic C

ollaboration and the U
kiyo-e M

arket 

石
上
阿
希

University of Hawai‘i Press, 2014
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互
作
用
の
産
物
と
し
て
浮
世
絵
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
四
つ

の
章
か
ら
論
じ
る
︒

　
第
一
章
で
は
︑
師
と
弟
子
の
間
で
ど
の
よ
う
に
絵
画
技
術
の
教
示
が
行
わ

れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑
絵
手
本
や
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

交
流
か
ら
論
じ
る
︒
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
鳥
山
石
燕
と
い
う
絵
師
で
あ

る
︒
現
在
で
は
﹃
画
図
百
鬼
夜
行
﹄
の
絵
師
と
し
て
︑
ま
た
喜
多
川
歌
麿
の

師
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
石
燕
に
つ
い
て
︑
絵
画
技
術
・
様
式
・

モ
チ
ー
フ
の
伝
道
者
と
し
て
再
評
価
す
る
必
要
性
を
説
く
︒
一
つ
に
は
︑
絵

手
本
の
出
版
に
よ
っ
て
石
燕
が
特
権
的
な
階
層
で
共
有
さ
れ
て
い
た
絵
画
に

関
す
る
知
識
を
商
業
的
な
浮
世
絵
の
世
界
へ
持
ち
込
ん
だ
点
︒
加
え
て
︑
俳

諧
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
歌
麿
な
ど
の
弟
子
た
ち
を

大
き
な
影
響
力
を
持
つ
蔦
屋
重
三
郎
や
北
尾
重
政
と
い
っ
た
版
元
や
絵
師
と

繫
げ
た
点
も
指
摘
す
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
北
尾
重
政
・
勝
川
春
章
画
﹃
青
楼
美
人
合
姿
鏡
﹄（
安
永
五

年
﹇
一
七
七
六
﹈）
を
取
り
上
げ
︑
新
吉
原
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
を
扱
う

出
版
物
が
︑
版
元
・
絵
師
・
依
頼
主
・
妓
楼
の
ど
の
よ
う
な
共
同
作
業
に

よ
っ
て
成
立
し
た
の
か
を
論
じ
る
︒
彼
ら
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
遊
女
の
姿
は
︑

当
然
な
が
ら
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
遊
女
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の
た
め
に

作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
著
者
は
﹃
吉
原
細
見
﹄
と
い
っ
た
同
時
代

の
資
料
と
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
絵
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
コ
ー
ド

を
読
み
解
き
︑
調
度
品
や
衣
装
な
ど
の
細
部
に
ま
で
遊
女
の
ス
テ
ー
タ
ス
の

区
別
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　
第
三
章
で
は
︑
春
画
﹁
袖
の
巻
﹂
を
ま
ず
形
式
か
ら
論
じ
て
い
く
︒
巻
軸

に
仕
立
て
ら
れ
た
横
長
の
春
画
が
︑
実
際
に
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
さ
れ
る
の
か
︒

そ
の
鑑
賞
方
法
が
読
者
の
読
み
方
を
演
出
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑

春
画
と
い
う
︑
絵
師
名
も
版
元
名
も
明
記
さ
れ
な
い
地
下
出
版
物
で
あ
る

﹁
袖
の
巻
﹂
の
制
作
者
に
つ
い
て
︑（
一
）
表
現
の
ス
タ
イ
ル
︑（
二
）
製
品
の

質
︑（
三
）
活
動
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
︑
絵
師
を
鳥
居
清
長
︑
版
元
を
西
村
屋
与

八
と
同
定
し
た
︒
絵
師
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
清
長
と
さ
れ
て

き
た
が
︑
そ
れ
を
丁
寧
な
考
証
に
よ
っ
て
裏
付
け
た
考
察
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

望
む
な
ら
ば
消
費
者
側
の
実
態
に
つ
い
て
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
あ
れ

ば
と
思
う
箇
所
も
あ
っ
た
︒
例
え
ば
春
画
の
制
作
︑
販
売
︑
流
通
に
関
し
て

は
上
野
千
鶴
子
の
研
究
を
引
き
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
が
男
性
の
間
で
行
わ
れ
て

お
り
︑
市
場
に
女
性
の
存
在
は
な
か
っ
た
と
前
提
し
て
﹁
袖
の
巻
﹂
の
解
釈

を
行
っ
て
い
る
が
︑
近
年
︑
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ガ
ー
ス
ト
ル
﹃
江
戸
を
ん
な

の
春
画
本
﹄（
二
〇
一
一
）
を
は
じ
め
と
し
た
い
く
つ
か
の
研
究
に
よ
っ
て
︑

春
画
を
女
性
も
楽
し
ん
で
い
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
女
性
も
読
者
と

想
定
し
た
時
︑﹁
袖
の
巻
﹂
の
読
み
解
き
も
変
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
ま
た
︑
著
者
は
特
定
の
時
代
・
地
域
で
制
作
さ
れ
︑
享
受
さ
れ
た
春
画
を

よ
り
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
語
る
た
め
に
﹁
エ
ロ
テ
ィ
カ
﹂
と
い
う
用
語
を

使
用
し
て
定
義
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
︒
こ
の
指
摘
通
り
︑
春
画
を
当
時
の

文
脈
で
考
察
す
る
視
点
と
共
に
︑
国
や
時
代
を
超
え
て
考
え
る
視
点
を
持
つ
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こ
と
は
春
画
研
究
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
た
め
に
必
要
だ
ろ
う
︒

　
第
四
章
で
は
︑
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
豪
華
な
浮
世
絵
︑
摺
物
・
肉

筆
画
・
色
摺
絵
本
・
春
画
に
対
し
て
︑
安
価
で
︑
よ
り
幅
広
い
人
々
が
気
軽

に
読
め
る
黄
表
紙
に
お
け
る
作
者
と
絵
師
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
考
察
す

る
︒
諷
刺
や
洒
落
の
文
芸
で
あ
っ
た
黄
表
紙
が
︑
寛
政
の
改
革
後
に
教
訓
物

へ
と
変
容
し
て
い
く
先
駆
的
作
品
で
あ
る
山
東
京
伝
作
︑
北
尾
政
美
画
﹃
心

学
早
染
草
﹄（
寛
政
二
年
﹇
一
七
九
〇
﹈）
を
取
り
上
げ
︑
心
学
の
﹁
ド
グ
マ
﹂

と
い
う
視
点
か
ら
本
文
と
絵
を
読
み
解
き
︑
政
治
的
な
風
刺
が
隠
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

　
本
書
中
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
﹁
同
時
代
の
文
脈
を
踏
ま
え
る
こ

と
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
そ
の
作
品
の
隣
に
何
が
あ
っ
た
の
か
︑
前
後
に
何
が
あ
っ

た
の
か
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
性
﹂
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
博
物
館
や
美
術
館

の
ス
ト
レ
ー
ジ
で
絵
師
別
に
保
管
さ
れ
て
い
る
浮
世
絵
を
現
代
的
分
類
か
ら

解
き
放
ち
︑
作
品
を
当
時
の
社
会
へ
と
組
み
直
し
て
読
み
解
く
こ
と
を
実
践

し
た
︒
絵
師
︑
作
者
︑
版
元
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
重
点
を
置
い
て
︑
浮

世
絵
を
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
各
章
に
お
い
て
新
た
な
研
究
の
展
望
を

提
示
し
て
い
る
︒

　
本
書
は
︑
浮
世
絵
や
近
世
文
芸
を
研
究
す
る
研
究
者
や
学
生
に
強
く
す
す

め
た
い
一
書
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
些
細
な
点
で
は
あ
る
が
︑
絵
師
︑
版
元

名
︑
作
品
名
に
日
本
語
表
記
は
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
レ
フ
ァ
レ
ン

ス
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
単
体
で
も
組
合
せ
で
も
重
層
的
な
意
味
合

い
を
持
つ
漢
字
と
い
う
情
報
は
そ
れ
こ
そ
作
品
を
読
み
解
く
重
要
な
文
脈
の

一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
著
者
は
現
在
﹁
コ
ン
テ
ク
ス
ト
﹂
を
テ
ー
マ
と
し
て
次
の
浮
世
絵
研
究
を

進
め
て
い
る
と
い
う
︒
浮
世
絵
を
複
眼
的
に
検
証
す
る
著
者
の
新
た
な
問
題

提
起
を
楽
し
み
に
待
ち
た
い
︒
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晩
秋
か
ら
冬
に
日
本
を
訪
れ
て
み
れ
ば
︑
い
た
る
と
こ
ろ
で
多
く
の
マ
ラ

ソ
ン
大
会
が
挙
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
間
違
い
な
く
気
づ
く
︒
最
も
耳

目
を
引
く
の
は
︑
毎
年
二
月
開
催
の
東
京
マ
ラ
ソ
ン
だ
ろ
う
︒
エ
リ
ー
ト

0

0

0

0

ラ

ン
ナ
ー
の
み
な
ら
ず
相
当
数
の
市
民

0

0

ラ
ン
ナ
ー
ま
で
が
︑
沿
道
の
観
衆
の
声

援
を
受
け
て
マ
ラ
ソ
ン
大
会
に
参
加
し
て
い
る
︒
当
今
の
日
本
で
は
見
慣
れ

た
光
景
で
あ
る
︒
だ
が
市
民
ラ
ン
ナ
ー
が
エ
リ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー
と
と
も
に
同

一
大
会
へ
参
加
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
か
ら
は
︑
ま
だ
歴
史
が
浅
い
︒
そ

れ
は
つ
い
最
近
︱
︱
二
〇
〇
〇
年
代
に
変
わ
る
直
前
︱
︱
の
こ
と
に
す
ぎ
な

い
︒
そ
れ
以
前
は
︑
日
本
陸
上
競
技
連
盟
（
J
A
A
F
）
か
ら
記
録
を
公
認
さ

れ
る
マ
ラ
ソ
ン
競
技
会
は
︑
一
握
り
の
海
外
か
ら
の
招
待
選
手
に
加
え
国
内

の
企
業
や
大
学
の
チ
ー
ム
所
属
の
競
技
者
︑
す
な
わ
ち
エ
リ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー

限
定
だ
っ
た
︒

　
一
方
︑
エ
リ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー
に
用
意
さ
れ
る
マ
ラ
ソ
ン
競
技
会
は
︑
明
治

時
代
に
ま
で
遡
る
一
世
紀
の
歴
史
を
有
す
る
︒
一
九
一
二
年
開
催
予
定
の
第

五
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
会
）
へ
の
参
加
を
要
請
さ
れ
た
日

本
は
︑
前
年
の
一
九
一
一
年
十
一
月
に
派
遣
選
手
選
考
会
を
実
施
︑
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
へ
送
る
二
名
の
競
技
者
を
決
定
し
た
︒
短
距
離
走
者
（
三
島
彌
彦
）
と
東

京
高
等
師
範
学
校
生
徒
の
長
距
離
走
者
の
金
栗
四
三
だ
っ
た
︒
当
時
東
京
高

等
師
範
で
は
︑
著
名
な
教
育
者
で
あ
り
熱
心
な
柔
道
家
の
嘉
納
治
五
郎
が
校

長
を
務
め
て
い
た
︒
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
会
に
お
い
て
︑
金
栗
は
高
温
多
湿

の
過
酷
な
条
件
の
も
と
︱
︱
落
命
し
た
参
加
者
も
一
名
出
た
ほ
ど
だ
っ
た

︱
︱
で
の
マ
ラ
ソ
ン
を
完
走
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
の
ち

二
大
会
（
一
九
二
〇
年
の
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
大
会
︑
一
九
二
四
年
の
パ
リ
大
会
）
続

け
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
を
果
た
し
︑
一
方
で
は
後
進
の
指
導
に
あ
た
り
成

書 

評ト
ー
マ
ス
・
R
・
H
・
へ
イ
ヴ
ン
ズ

﹃ 
マ
ラ
ソ
ン
ジ
ャ
パ
ン
︱
︱
長
距
離
走
と
市
民
文
化
﹄
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功
を
収
め
た
︒﹁
日
本
マ
ラ
ソ
ン
の
父
﹂
と
し
て
令
名
高
い
︒

　
第
二
次
大
戦
後
︑
日
本
は
傑
出
し
た
マ
ラ
ソ
ン
走
者
を
徐
々
に
輩
出
し
始

め
た
︒
円
谷
幸
吉
（
一
九
六
四
年
東
京
大
会
）︑
君
原
健
二
（
一
九
六
八
年
メ
キ

シ
コ
シ
テ
ィ
ー
大
会
）
の
よ
う
に
五
輪
メ
ダ
リ
ス
ト
も
出
た
一
方
︑
ミ
ス
タ
ー

マ
ラ
ソ
ン
と
呼
ば
れ
た
瀬
古
利
彦
や
中
山
竹
通
た
ち
は
時
に
素
晴
ら
し
い
レ

コ
ー
ド
を
出
し
な
が
ら
も
︑
メ
ダ
リ
ス
ト
に
は
成
り
得
な
か
っ
た
︒
同
様
に

注
目
に
値
す
る
こ
と
は
︑
一
九
八
〇
年
前
後
の
佐
々
木
七
恵
や
増
田
明
美
を

嚆こ
う

矢し

と
し
︑
一
九
九
〇
年
代
の
有
森
裕
子
︑
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
の
高
橋

尚
子
や
野
口
み
ず
き
へ
と
至
る
女
性
マ
ラ
ソ
ン
走
者
の
台
頭
だ
ろ
う
︒
有
森

は
一
九
九
二
年
（
バ
ル
セ
ロ
ナ
大
会
）︑
一
九
九
六
年
（
ア
ト
ラ
ン
タ
大
会
）
と

二
大
会
連
続
で
メ
ダ
ル
を
得
︑
高
橋
は
二
〇
〇
〇
年
（
シ
ド
ニ
ー
大
会
）︑
野

口
は
二
〇
〇
四
年
（
ア
テ
ネ
大
会
）
の
五
輪
で
そ
れ
ぞ
れ
金
メ
ダ
ル
に
輝
い
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
野
口
が
世
界
の
頂
点
に
立
っ
て
以
来
︑
日
本
は
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
に
そ
の
つ
ど
選
手
を
派
遣
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
メ
ダ
リ
ス
ト
を
出

し
て
は
い
な
い
︒
と
り
わ
け
男
性
マ
ラ
ソ
ン
走
者
の
場
合
︑
ア
フ
リ
カ
勢
が

打
ち
た
て
た
最
近
の
記
録
か
ら
は
大
き
く
引
き
離
さ
れ
て
い
る
︒

　﹃
マ
ラ
ソ
ン
ジ
ャ
パ
ン
︱
︱
長
距
離
走
と
市
民
文
化
﹄
は
︑
驚
く
ほ
ど
綿
密

な
調
査
か
ら
成
る
一
書
で
あ
る
︒
現
役
を
退
い
た
選
手
や
指
導
者
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
は
も
と
よ
り
︑
浩こ
う

瀚か
ん

な
諸
資
料
や
関
係
図
書
の
精
読
に
基
づ
い
て

構
成
さ
れ
る
本
書
は
︑
時
系
列
に
沿
い
つ
つ
長
距
離
走
を
め
ぐ
る
日
本
の
伝

統
と
文
化
へ
と
読
者
を
誘
い
ざ
な
う
︒
と
り
わ
け
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
は
︑
長

距
離
走
が
一
時
的
な
流
行
か
ら
︑
絶
え
る
こ
と
の
な
い
日
本
文
化
の
一
区
分

へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
そ
の
過
程
で
あ
る
︒

　
本
書
の
叙
述
は
︑
明
治
時
代
に
始
ま
る
前
掲
の
マ
ラ
ソ
ン
を
め
ぐ
る
歴
史

を
描
き
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
︒
そ
の
さ
い
︑
日
本
で
人
気
の
あ
る
も
う
ひ

と
つ
の
長
距
離
走
で
あ
る
駅
伝
に
も
絶
え
ず
言
及
す
る
︒
駅
伝
は
大
概
十
名

以
上
の
走
者
が
た
す
き
を
渡
し
て
長
距
離
を
走
り
抜
く
競
技
で
あ
る
︒
マ
ラ

ソ
ン
と
駅
伝
を
並
置
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
の
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
の
記

録
が
昨
今
頭
打
ち
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
日
本
で
は
駅
伝
に
あ
ま
り
に
も
こ

だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
︑
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
る
話
題

へ
と
読
者
の
思
索
を
向
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
議
論
の
背
後
に

は
︑
企
業
や
大
学
所
属
の
長
距
離
ラ
ン
ナ
ー
は
駅
伝
を
マ
ラ
ソ
ン
よ
り
優
先

さ
せ
る
た
め
︑
マ
ラ
ソ
ン
へ
の
備
え
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
広
く
行
き

渡
っ
て
い
る
見
解
が
あ
る
︒
長
き
に
わ
た
る
こ
の
議
論
に
対
し
て
︑
著
者
ヘ

イ
ヴ
ン
ズ
教
授
は
著
名
な
駅
伝
指
導
者
の
コ
メ
ン
ト
を
引
く
こ
と
で
自
説
を

提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︱
︱
﹁
外
国
人
の
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
以
上

に
日
本
の
エ
リ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー
た
ち
は
多
く
の
マ
ラ
ソ
ン
競
走
に
出
場
し
て

い
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
指
導
者
は
︑
駅
伝
を
走
っ
て
い
る
か
ら
こ

そ
︑
マ
ラ
ソ
ン
競
走
を
レ
ー
ス
途
中
で
棄
権
す
る
こ
と
が
め
っ
た
に
な
い
の

だ
と
考
え
て
い
る
﹂（p. 169

）︒

　
広
範
囲
に
及
ぶ
調
査
に
負
け
ず
劣
ら
ず
驚
嘆
に
値
す
る
の
は
︑
本
書
が
採

る
包
括
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
り
著
者
が
多
領
域
に
通
じ
て
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い
る
こ
と
が
証
さ
れ
て
い
る
︒﹁
自
由
に
参
加
申
し
込
み
で
き
る
駅
伝
や
マ
ラ

ソ
ン
は
︑
誰
に
と
っ
て
も
地
域
の
行
事
に
な
っ
て
い
る
と
市し

井せ
い

の
人
た
ち
は

主
張
し
て
き
て
お
り
︑
百
年
前
に
は
限
定
さ
れ
た
大
学
で
上
級
階
級
の
男
た

ち
に
よ
っ
て
牛
耳
ら
れ
て
い
た
ス
ポ
ー
ツ
が
︑
こ
う
し
て
完
全
に
民
主
化
さ

れ
た
の
で
あ
る
﹂
と
書
く
時
︑
ヘ
イ
ヴ
ン
ズ
教
授
は
思
想
史
家
で
あ
る
︒
同

時
に
︑
高
橋
尚
子
に
言
い
及
ぶ
に
あ
た
り
﹁
き
わ
め
て
無
駄
の
な
い
足
取
り

と
ほ
と
ん
ど
上
下
動
の
な
い
疾
走
フ
ォ
ー
ム
の
た
め
︑
一
方
の
脚
が
舗
装
路

に
触
れ
た
と
き
に
は
も
う
一
方
の
シ
ュ
ー
ズ
の
裏
側
が
後
続
ラ
ン
ナ
ー
に
は

見
え
な
い
く
ら
い
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
書
く
時
︑
著
者
は
傑
出
し
た
ス
ポ
ー

ツ
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
し
て
い
る
︒

　
記
し
て
お
く
に
値
す
る
さ
ら
な
る
特
徴
は
︑
著
者
が
各
資
料
を
扱
う
さ
い
︑

読
者
に
と
っ
て
の
読
み
や
す
さ
を
念
頭
に
お
い
て
書
く
こ
と
を
心
が
け
て
い

る
点
で
あ
ろ
う
︒
一
例
を
引
く
な
ら
︑
特
定
の
競
技
者
の
レ
コ
ー
ド
に
言
い

及
ぶ
に
あ
た
り
︑
著
者
は
そ
の
レ
コ
ー
ド
を
通
時
的
観
点
ば
か
り
か
共
時
的

視
点
か
ら
も
論
じ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
当
該
競
技
者
の
自
己
レ
コ
ー
ド
の

変
遷
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
に
止
ま
ら
ず
︑
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
も
そ
の
記
録
に
検
討
を
加
え
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
読
者
は
︑
著

者
が
言
及
し
て
い
る
当
該
レ
コ
ー
ド
を
ど
う
判
断
す
れ
ば
よ
い
の
か
苦
労
す

る
こ
と
は
な
い
︒
と
は
言
え
︑
日
本
出
身
と
し
て
は
じ
め
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
マ
ラ
ソ
ン
で
メ
ダ
リ
ス
ト
と
な
っ
た
円
谷
幸
吉
に
つ
い
て
﹁
陸
上
自
衛
隊

の
二
等
陸
尉
で
あ
る
円
谷
は
︑
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
情
熱
と
一
九
三
〇
年
代
以
来

の
日
本
軍
と
の
密
接
な
絆
の
範
を
垂
れ
た
﹂
と
記
す
さ
い
︑
著
者
の
洞
察
は

行
き
す
ぎ
た
よ
う
に
思
え
る
︒
と
い
う
の
も
自
衛
隊
は
昔
日
の
日
本
軍
と
は

ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
た
め
で
あ
る
︒

　﹃
マ
ラ
ソ
ン
ジ
ャ
パ
ン
﹄
の
な
か
で
︑
も
っ
と
も
印
象
的
で
ま
た
教
え
ら
れ

る
こ
と
の
多
い
の
は
︑
長
距
離
走
と
い
う
市
民
文
化
の
展
開
を
詳
細
に
論
じ

て
い
る
箇
所
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
さ
い
著
者
は
谷
川
真
理
と
高
橋
尚
子
と
い
う

ふ
た
り
の
女
性
エ
リ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー
に
特
に
重
き
を
置
い
て
い
る
︒
谷
川
は

高
橋
ほ
ど
海
外
で
は
知
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
ご
く
普
通
の
事
務
職
員
で
あ
っ

た
谷
川
は
︑
二
十
四
歳
時
に
皇
居
周
回
の
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
始
め
︑
最
後
に
は

東
京
（
一
九
九
一
年
）
そ
し
て
パ
リ
（
一
九
九
四
年
）
と
国
際
マ
ラ
ソ
ン
を
走

り
抜
い
た
︒
一
躍
ス
タ
ー
と
な
り
﹁
一
般
市
民
に
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
愉
楽
を
強

く
教
え
込
む
︑
す
ぐ
れ
た
競
技
者
の
一
人
と
な
っ
た
﹂（p. 105

）︒
谷
川
は
︑

エ
リ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー
の
長
距
離
走
と
何
万
人
も
の
市
民
が
参
加
で
き
る
マ
ラ

ソ
ン
大
会
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒
後
者
の
縮
図
と
も
言
え

る
の
が
東
京
マ
ラ
ソ
ン
で
あ
る
︒
対
照
的
に
高
橋
は
︑
当
初
よ
り
エ
リ
ー
ト

ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
︑
金
メ
ダ
ル
を
手
に
す
る
と
い
う
夢
を
成
就
し
︑
母
国
の

有
名
人
と
な
っ
た
︒﹁︹
高
橋
の
︺
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
勝
利
と
明
る
い
性
格

と
が
と
り
わ
け
若
い
女
性
の
間
で
ラ
ン
ニ
ン
グ
へ
の
関
心
を
さ
ら
に
増
す
こ

と
と
な
っ
た
︒
そ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
期
に
お
い
て
は
他
の
ど
の
要
因
も

成
し
得
な
い
も
の
だ
っ
た
﹂（p. 117

）︒
谷
川
真
理
と
高
橋
尚
子
が
い
な
か
っ

た
な
ら
ば
︑
二
〇
〇
七
年
の
東
京
マ
ラ
ソ
ン
で
頂
点
に
達
し
た
現
在
の
市
民
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マ
ラ
ソ
ン
熱
は
︑
果
た
し
て
あ
り
得
た
こ
と
だ
ろ
う
か
︑
と
思
う
向
き
も
あ

ろ
う
︒

　
本
書
の
語
り
は
十
分
説
得
力
を
持
っ
て
迫
っ
て
く
る
も
の
の
︑
さ
ら
に
充

実
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
瀬
古
利
彦
や
宗
兄
弟
︑
そ

れ
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
大
会
で
銀
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
森
下
広
一
と
い
っ
た
男
性

エ
リ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー
た
ち
が
︑
市
民
マ
ラ
ソ
ン
熱
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と

も
普
及
に
貢
献
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る

こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
し
︑
ス
ラ
ン
プ
に
喘
ぐ
現
在
の
エ
リ
ー
ト
ラ
ン

ナ
ー
た
ち
へ
の
よ
り
具
体
的
な
提
言
や
解
決
策
を
も
提
示
す
る
こ
と
も
で
き

た
の
で
は
な
い
か
︒
著
者
が
示
す
処
方
箋
は
以
下
に
止
ま
っ
て
い
る
︱
︱

﹁
野
口
︹
み
ず
き
︺
の
自
己
抑
制
と
川
内
︹
優
輝
︺
の
因
習
へ
の
穏
や
か
な
反

抗
と
の
融
合
こ
そ
が
︑
日
本
の
エ
リ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー
た
ち
が
現
在
の
頭
打
ち

状
態
か
ら
次
な
る
達
成
の
頂
き
へ
と
至
る
た
め
に
採
る
べ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
で

は
な
い
か
﹂（p 140

）︒

　
終
始
一
貫
し
て
文
体
は
明
瞭
︑
時
折
長
距
離
走
者
の
脚
の
運
び
を
も
連
想

さ
せ
る
ほ
ど
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
さ
え
あ
る
︒
書
評
者
自
身
︑
半
世
紀
近
く
陸

上
競
技
に
携
わ
っ
て
き
て
い
る
︒
そ
の
視
点
か
ら
︑﹃
マ
ラ
ソ
ン
ジ
ャ
パ
ン
﹄

が
マ
ラ
ソ
ン
以
外
の
陸
上
競
技
種
目
の
歴
史
に
つ
い
て
も
詳
し
く
触
れ
て
お

り
︑
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の
も
含
め
た
類
書
の

な
か
で
最
良
の
一
書
と
認
め
る
こ
と
に
吝
や
ぶ
さ

か
で
は
な
い
︒

　﹃
マ
ラ
ソ
ン
ジ
ャ
パ
ン
﹄
は
︑
何
百
に
も
及
ぶ
日
本
の
人
名
や
地
名
を
扱
っ

て
い
る
︒
そ
し
て
類
書
と
は
異
な
り
そ
の
読
み
方
の
正
確
さ
に
は
驚
く
ば
か

り
で
あ
る
︒
ヘ
イ
ヴ
ン
ズ
教
授
の
細
部
に
も
注
意
が
行
き
届
い
た
叙
述
に
︑

読
者
は
必
ず
や
感
銘
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
せ
い
ぜ
い
書
評
者
に
で
き
る
こ

と
と
い
え
ば
︑
二
点
些
細
な
勘
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
く
ら
い
に
す
ぎ
な
い

︱
︱
﹁
相
馬
勘
次
郎
﹂
で
は
な
く
﹁
相
島
勘
次
郎
﹂（p. 33–34

）︑﹁
東
京
で

の
勝
田
国
民
マ
ラ
ソ
ン
大
会
﹂
で
は
な
く
﹁
茨
城
で
の
勝
田
国
民
マ
ラ
ソ
ン

大
会
﹂（p. 143

）︒

　
＊
本
稿
の
初
出
はJapan Review

 31

（2017

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
︒
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本
書
は
戦
後
日
中
関
係
史
に
関
す
る
一
九
八
〇
年
代
初
め
以
前
の
貴
重
な

資
料
で
あ
る
︒
こ
の
研
究
は
一
九
七
二
年
の
外
交
関
係
正
常
化
︑
一
九
七
八

年
の
日
中
平
和
友
好
条
約
署
名
︑
一
九
七
九
年
の
日
本
か
ら
中
国
へ
の
政
府

開
発
援
助
（
O
D
A
）
決
定
に
至
る
ま
で
の
紆う

余よ

曲き
ょ
く
せ
つ折
を
概
観
す
る
の
に
役

立
つ
︒
さ
ら
に
重
要
な
の
は
︑
こ
の
研
究
の
歴
史
概
論
が
︑
日
本
の
中
国
政

策
を
戦
後
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
文
脈
に
位
置
づ

け
た
点
だ
︒

　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
軽
視
す
る
戦
後
日
本
の
論
調
と
対
照
的
に
︑
本
書
は

そ
の
普
及
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
︒
実
際
︑
日
本
の
中
国
へ
の
関
与
（
あ
る

い
は
そ
の
欠
落
）
は
︑
世
界
に
お
け
る
日
本
の
位
置
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

理
解
し
よ
う
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
国
内
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た
︒
学
者
は
︑

第
二
次
大
戦
後
の
日
米
関
係
の
非
対
称
的
な
性
質
と
い
う
観
点
か
ら
︑
日
本

に
と
っ
て
最
も
重
要
な
﹁
他
者
﹂
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
役
割
を
と
り
あ
げ
︑

研
究
す
る
こ
と
が
多
い
︒
つ
ま
り
日
本
の
外
交
政
策
の
展
望
が
（
と
く
に
冷
戦

中
は
）
ア
メ
リ
カ
の
大
戦
略
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
が
︑
強
靱
な
国
家
主
義

的
言
説
の
誘
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
政
治
的
右
派
に
属
す
る
知
識
人
や
政

治
家
は
去
勢
さ
れ
た
日
本
と
主
体
性
の
欠
如
を
︑
左
派
勢
力
は
逆
に
﹁
軍
国

主
義
的
﹂
な
親
米
思
想
を
懸
念
し
た
︒
本
書
は
そ
う
し
た
論
調
と
違
い
︑
中

国
が
お
ぼ
つ
か
な
い
足
ど
り
な
が
ら
真
の
ワ
ー
ル
ド
ク
ラ
ス
・
プ
レ
ー
ヤ
ー

と
し
て
再
登
板
す
る
ず
っ
と
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
︑
日
本
の
国
家
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
の
中
国
の
重
要
性
に
着
目
す
る
︒
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
本
書
は
︑
日
本
に
と
っ
て
の
中
華
人
民
共
和
国
の
意
味
に
つ
い
て
︑

国
家
主
義
的
な
（
そ
し
て
そ
れ
ほ
ど
主
流
と
は
言
え
な
い
）
保
守
本
流
の
言
論

を
い
き
い
き
と
描
い
て
み
せ
る
︒

書 

評ロ
バ
ー
ト
・
ホ
ッ
ペ
ン
ス

﹃ 
戦
後
日
本
の
中
国
問
題 

︱
︱
日
本
の
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
日
中
関
係
﹄

R
obert H

oppens, T
he C

hina Problem
 in Postw

ar Japan: Japanese N
ational Identity 

and Sino-Japanese Relations 

ジ
ュ
リ
オ
・
プ
リ
エ
セ

Bloomsbury Academic, 2015
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こ
の
過
程
で
著
者
は
二
つ
の
大
き
な
論
点
を
提
示
す
る
︒
第
一
に
︑
戦
争

責
任
と
罪
悪
感
と
い
う
過
度
に
感
情
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
日
本
の
中
国
関

与
を
う
な
が
す
背
後
の
主
要
因
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
証
拠
と
し
て
本
書
は

現
代
の
日
中
関
係
を
築
い
た
立
役
者
の
一
人
︑
大
平
正
芳
を
と
り
あ
げ
る
︒

大
平
が
一
九
七
二
年
の
日
中
外
交
関
係
正
常
化
と
一
九
七
九
年
の
中
国
へ
の

大
規
模
O
D
A
決
定
を
急
い
だ
理
由
は
︑
占
領
下
の
中
国
で
興
亜
院
の
一
官

僚
だ
っ
た
自
身
の
経
験
へ
の
反
省
の
た
め
だ
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
︑
大
平
の

悔
恨
の
情
は
︑
日
本
が
ア
メ
リ
カ
主
導
の
国
際
秩
序
の
﹁
系
統
的
支
持
者
﹂

と
い
う
役
割
に
よ
っ
て
大
き
く
潤
い
︑
工
業
国
と
し
て
誇
り
を
取
り
戻
し
た

こ
と
と
比
べ
て
︑
二
義
的
だ
っ
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
︒
た
と
え
ば
経
済
の

原
動
力
と
し
て
の
日
本
を
是
と
す
る
大
平
の
保
守
本
流
思
想
は
︑
中
国
へ
の

O
D
A
供
与
に
よ
っ
て
強
固
に
な
っ
た
︒

　
第
二
の
論
点
は
第
一
の
論
点
と
関
連
す
る
︒
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張

す
る
︒
日
本
の
国
家
主
義
的
感
情
の
普
及
に
照
ら
せ
ば
︑
そ
の
中
国
政
策
は

到
底
︑
安
易
に
中
国
の
立
場
に
屈
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
直
観
に
反
し
︑

日
本
の
指
導
層
が
内
政
お
よ
び
国
家
主
義
的
過
激
派
か
ら
の
批
判
を
懸
念
し

た
た
め
︑
国
益
追
求
の
交
渉
力
は
か
え
っ
て
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
と
え

ば
︑
一
九
七
二
年
の
共
同
声
明
に
向
け
た
交
渉
の
さ
い
︑
主
要
懸
案
︑
と
り

わ
け
大
日
本
帝
国
の
暴
虐
と
い
う
レ
ガ
シ
ー
を
め
ぐ
る
ヒ
リ
ヒ
リ
し
た
問
題

に
つ
い
て
︑
中
国
指
導
層
は
日
本
政
府
に
す
べ
て
妥
協
し
た
︒﹁
改
革
開
放
﹂

時
代
の
初
期
段
階
に
お
い
て
︑
日
本
の
O
D
A
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
中
国
の
潜
在

経
済
力
を
解
き
放
ち
︑
日
本
に
事
業
利
益
を
も
た
ら
し
た
︒
日
本
の
政
策
立

案
者
は
︑
ア
メ
リ
カ
主
導
の
国
際
秩
序
︱
︱
当
時
の
首
相
だ
っ
た
大
平
の
考

え
る
戦
略
的
ゴ
ー
ル
︱
︱
に
中
国
を
組
み
入
れ
よ
う
と
し
︑
そ
の
過
程
で
保

守
派
政
治
家
は
技
術
先
進
国
と
し
て
の
日
本
と
い
う
彼
ら
な
り
の
認
識
を
強

め
︑
そ
れ
が
侵
攻
の
歴
史
を
う
ま
く
﹁
決
着
さ
せ
る
﹂
だ
ろ
う
と
考
え
た
の

だ
︒

　
上
記
の
よ
う
な
主
張
の
多
く
に
は
真
実
味
が
あ
る
が
︑
日
本
は
そ
の
経
済

的
︑
地
政
学
的
影
響
力
を
用
い
て
︑
も
っ
と
大
き
な
成
果
を
得
ら
れ
た
は
ず

だ
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︱
︱
著
者
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
︱
︱
中
華
人
民
共
和

国
の
指
導
層
は
ソ
連
の
脅
威
と
対
峙
す
る
た
め
に
︑
日
本
と
の
関
係
強
化
を

と
り
わ
け
熱
望
し
て
い
た
か
ら
だ
︒
日
本
の
政
策
決
定
者
は
二
国
間
交
渉
に

あ
た
り
︑
中
国
の
こ
の
弱
み
を
う
ま
く
利
用
し
て
︑
日
本
の
国
益
を
も
っ
と

大
胆
に
推
進
で
き
た
は
ず
だ
︒
一
九
七
二
年
と
一
九
七
八
年
に
尖
閣
／
釣
魚

諸
島
問
題
の
棚
上
げ
を
め
ぐ
っ
て
日
本
政
府
は
暗
黙
の
合
意
を
し
た
が
︑
こ

の
こ
と
は
著
者
の
主
張
を
一
部
無
効
に
す
る
︒
つ
ま
り
︑
日
本
が
尖
閣
諸
島

を
実
効
支
配
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
歴
代
政
府
は
い
ず
れ
も
自
ら
紳

士
協
定
に
従
い
︑
尖
閣
／
釣
魚
を
め
ぐ
る
現
状
を
動
か
す
の
を
避
け
よ
う
と

し
た
︒
公
平
を
期
す
な
ら
︑
著
者
も
中
国
指
導
部
が
領
有
権
の
主
張
を
引
っ

込
め
よ
う
と
し
た
証
拠
は
な
い
と
い
う
推
測
を
以
て
︑
尖
閣
問
題
に
短
い
な

が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
︒
し
か
し
尖
閣
／
釣
魚
を
め
ぐ
る
北
京
の
主
張
は
比

較
的
最
近
の
も
の
だ
し
︑
東
京
は
当
時
︑
明
確
で
強
い
立
場
で
交
渉
に
臨
ん
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で
い
た
か
ら
︑
そ
の
頑
強
で
戦
略
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
っ
て
す
れ
ば
︑
日

本
は
も
っ
と
良
い
結
果
を
得
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
れ
は
外
交
関
係
正
常

化
を
急
ぐ
過
程
で
は
と
り
わ
け
真
実
だ
︒

　
上
記
の
批
判
点
を
除
け
ば
︑
本
研
究
は
優
れ
た
資
料
で
あ
る
︒
こ
の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
英
語
文
献
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
三
か
国
語
の
記
録
資

料
︑
と
く
に
最
近
の
日
本
の
研
究
を
広
く
用
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑

主
要
大
学
の
図
書
館
に
は
本
書
を
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
お
薦
め
す
る
︒

 
（
翻
訳
：
朝
倉
和
子
（
S
W
E
T
所
属
））

　
＊
本
稿
はJapan Review

 32

（2019

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒
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編
者
の
ジ
ェ
フ
・
キ
ン
グ
ス
ト
ン
は
こ
う
書
い
て
い
る
︒﹁
す
べ
て
の
政
府

が
メ
デ
ィ
ア
を
管
理
し
︑
ど
の
政
権
に
も
ス
ピ
ン
ド
ク
タ
ー
が
何
人
か
い
て
︑

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
操
作
す
る
︒
戦
術
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
︑
政
府
は
世
論
を
自
分

に
都
合
良
く
左
右
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
﹂︒
こ
う
な
る
と
読
む
側
と
し
て
は
︑

日
本
で
は
他
の
民
主
社
会
と
は
全
く
異
な
り
︑
政
府
が
報
道
の
自
由
に
一
定

レ
ベ
ル
の
介
入
を
し
て
い
る
と
編
者
や
執
筆
者
た
ち
は
言
い
た
い
の
か
と
思

い
か
ね
な
い
︒
ま
た
︑
最
近
ア
メ
リ
カ
で
し
き
り
に
喧
伝
さ
れ
る
メ
デ
ィ

ア
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
か
ら
し
て
︑
ク
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
運
動
が
C
N
N
や

﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
﹄
で
そ
う
し
た
よ
う
に
︑
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
最
上
層
に
政
府
の
代
理
人
が
入
り
こ
ん
で
リ
ー
ド
や
見
出
し
を
細
か
く

操
作
し
︑
大
手
報
道
機
関
を
ま
る
で
﹃
人
民
日
報
﹄
の
よ
う
な
政
府
の
代
弁

装
置
に
変
え
て
し
ま
っ
た
と
編
者
が
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
︒

　
本
書
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
編
者
キ
ン
グ
ス
ト
ン
そ

の
人
が
過
去
何
年
も
費
や
し
て
海
外
向
け
に
描
い
て
き
た
日
本
政
府
像
︱
︱

ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
や
ボ
コ
・
ハ
ラ
ム
ば
り
に
表
現
の
自
由
へ
の
憎
し
み

を
抱
く
首
相
︑
安
倍
晋
三
︱
︱
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
キ
ン

グ
ス
ト
ン
は
安
倍
政
権
を
﹁
傲
慢
﹂
呼
ば
わ
り
し
︑
こ
の
政
権
が
﹁
メ
デ
ィ

ア
に
猿
ぐ
つ
わ
を
は
め
﹂︑﹁
修
正
主
義
の
歴
史
を
擁
護
す
る
﹂
と
非
難
し
て

き
た
︒
で
あ
れ
ば
︑
何
ら
咎と
が

め
ら
れ
る
こ
と
な
く
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
勝
者

と
敗
者
を
選
別
し
た
と
し
て
︑
キ
ン
グ
ス
ト
ン
と
そ
の
同
盟
者
が
安
倍
首
相

を
告
発
す
る
の
は
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
本
書
を
読
み
終
え
た
と
き
︑
私
は
証
拠
の
薄
っ
ぺ
ら
さ

に
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
た
︒
そ
こ
に
は
何
一
つ
証
拠
が
な
い
︒
キ
ン
グ
ス
ト
ン

と
仲
間
た
ち
に
で
き
た
の
は
︑
安
倍
首
相
へ
の
攻
撃
が
個
人
的
悪
意
か
ら
生

書 
評ジ

ェ
フ
・
キ
ン
グ
ス
ト
ン
編

﹃ 

現
代
日
本
に
お
け
る
報
道
の
自
由
﹄

Jeff K
ingston, ed., Press Freedom

 in C
ontem

porary Japan 

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
モ
ー
ガ
ン

Routledge, 2016
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じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
裏
付
け
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
︒
私
は
リ

バ
タ
リ
ア
ン
的
傾
向
の
強
い
人
間
で
あ
り
︑
民
主
国
で
人
々
が
好
き
な
よ
う

に
考
え
︑
し
ゃ
べ
る
権
利
に
安
倍
政
権
が
介
入
す
る
の
を
糾
弾
す
る
大
合
唱

に
加
わ
る
気
満
々
だ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
私
で
さ
え
︑
い
っ
た
い
こ
の
大

騒
ぎ
は
何
な
ん
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
こ
の
本
を
何
か
に
譬た
と

え
る

と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
消
防
隊
だ
︒
サ
イ
レ
ン
音
も
け
た
た
ま
し
く
︑
エ
ン
ジ

ン
が
唸う
な

り
を
あ
げ
︑
地
獄
の
業
火
は
ど
こ
だ
と
辺
り
を
走
り
ま
わ
る
︒
だ
の

に
疑
問
が
残
る
︱
︱
火
事
は
い
っ
た
い
何
処
な
ん
だ
？

　
確
か
に
︑
さ
ほ
ど
ど
ぎ
つ
く
な
い
章
も
い
く
つ
か
あ
る
︒
た
と
え
ば
エ
リ

ス
・
ク
ラ
ウ
ス
の
第
五
章
﹁
N
H
K
︱
︱
半
独
立
組
織
の
変
わ
る
政
治
︑
変

わ
ら
ぬ
政
治
﹂
は
︑
納
税
者
に
支
え
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
N
H
K
の
歴

史
に
つ
い
て
︑
選
択
的
で
は
あ
る
が
比
較
的
冷
め
た
見
解
を
示
し
て
く
れ
る
︒

ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ペ
タ
と
澤
康
臣
の
第
七
章
﹁
日
本
の
︿
匿
名
社
会
﹀
に
お

け
る
ニ
ュ
ー
ス
報
道
の
萎
縮
効
果
﹂
に
は
︑
言
論
の
自
由
を
め
ぐ
る
日
本
の

訴
訟
事
件
に
つ
い
て
︑
貴
重
で
重
要
な
言
及
が
あ
る
︒
ま
た
小
川
明
宏
の
第

一
七
章
﹁
沖
縄
高
江
の
抗
議
座
り
込
み
に
傍
観
的
な
メ
デ
ィ
ア
﹂
は
沖
縄
を

め
ぐ
る
論
争
を
手
際
よ
く
ま
と
め
て
い
る
︒
吉
本
秀
子
の
第
一
八
章
﹁
沖
縄

の
報
道
の
自
由
に
つ
い
て
の
歴
史
的
概
観
﹂
は
一
九
四
五
年
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
沖
縄
の
報
道
問
題
を
丁
寧
に
追
跡
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
現
代
日
本
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
検
閲
に
関
す
る
新
し
い
文
献
と
し
て
歓
迎
す
べ
き
だ
︒

　
し
か
し
本
書
全
体
が
か
く
も
激
し
い
情
念
に
邪
魔
さ
れ
て
い
て
は
︑
日
本

の
報
道
の
自
由
に
つ
い
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
真
剣
な
調
査
を
し
た
い
と
思

う
人
に
は
お
薦
め
で
き
な
い
︒
序
章
で
こ
う
い
う
ト
ー
ン
を
設
定
し
た
の
は

キ
ン
グ
ス
ト
ン
自
身
で
あ
る
︒

　
安
倍
が
二
〇
一
二
年
に
政
権
に
返
り
咲
い
て
以
来
︑
そ
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
下
で
再
燃
し
た
国
家
主
義
に
よ
っ
て
︑
リ
ベ
ラ
ル
報
道
機
関

や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
平
和
記
念
館
︑
在
日
朝
鮮
人
を
標
的
に
す
る
右

翼
の
活
動
家
や
組
織
が
大
胆
さ
を
増
し
た
︒﹇
︙
︙
﹈
二
〇
一
四
年
八
月

一
四
日
︑
内
閣
の
承
認
を
受
け
た
﹇
第
七
〇
回
太
平
洋
戦
争
終
戦
記
念
日

に
つ
い
て
の
﹈
安
倍
の
声
明
は
︑
日
本
の
公
式
政
策
に
お
け
る
︑
近
視
眼

的
で
免
責
さ
れ
た
歴
史
修
正
主
義
的
言
説
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
た
︒
過
去

の
悪
事
に
つ
い
て
の
曖あ
い

昧ま
い

模も

糊こ

た
る
言
及
︑
日
本
の
侵
略
と
そ
こ
か
ら

生
じ
た
恐
怖
に
つ
い
て
の
不
適
切
な
認
識
︑
最
小
限
の
改
悛
の
身
振
り
︑

謝
罪
の
終
焉
宣
言
が
国
家
の
政
策
に
な
っ
た
の
だ
︒﹇
︙
︙
﹈
歴
史
に
つ

い
て
の
安
倍
の
回
り
く
ど
い
言
い
逃
れ
は
︑
日
本
の
戦
争
過
去
と
明
白

な
加
害
者
の
疲
弊
へ
の
監
視
を
強
め
る
だ
け
だ
っ
た
︒（pp. 8–9

）

　
た
と
え
表
面
的
に
で
も
装
っ
て
い
た
客
観
性
を
編
者
が
か
な
ぐ
り
捨
て
て

し
ま
う
な
ら
︑
そ
の
書
物
に
何
が
望
め
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
本
は
禍
々
し
い
痛
罵
の
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
の
連
続
で
あ
る
︒
た
と
え
ば

私
の
数
え
た
か
ぎ
り
︑﹁
右
翼
﹂
あ
る
い
は
﹁
反
動
的
﹂
と
い
う
言
葉
と
そ
の



書評

267

類
語
が
少
な
く
と
も
九
十
三
回
使
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
修
正
主
義
﹂
あ
る

い
は
﹁
否
定
論
者
﹂
と
そ
の
類
語
が
五
十
八
回
︑﹁
国
家
主
義
的
﹂
と
そ
の
類

語
が
五
十
二
回
使
わ
れ
︑
そ
れ
に
リ
ベ
ラ
ル
特
有
の
炎
上
表
現
の
お
ま
け
つ

き
だ
︒
こ
の
最
後
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
︑
読
売
新
聞
と
産
経
新
聞
が

﹁
忠
実
な
番
犬
（loyal pitbulls

）﹂（p. 37

）
に
さ
れ
︑
朝
日
新
聞
の
不
正
確
な

慰
安
婦
報
道
が
﹁
日
本
の
過
激
派
の
排
他
的
管
区
﹂
に
な
っ
た
末
に
﹁
日
本

の
官
僚
と
競
争
紙
グ
ル
ー
プ
の
格
好
の
餌
食
に
さ
れ
た
﹂
こ
と
を
批
判
し

（p. 80

）︑﹁
安
倍
政
権
と
安
倍
本
人
﹂
を
﹁
偏
屈
﹂
呼
ば
わ
り
す
る
（p. 86

）︒

果
て
は
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
教
授
が
何
気
な
く
放
っ
た
無
邪
気
な
冗
談
に
つ

い
て
さ
え
︑
有あ
る
ど
う道

出で
び
と人

（D
avid C

hristopher Schofill
）
は
た
し
な
め
て
い
る

（p. 225

）︒

　
本
書
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
は
軋き
し

み
が
ひ
ど
く
︑
キ
ン
グ
ス
ト
ン
の
編
者

と
し
て
の
力
量
が
疑
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
ア
レ
ク
シ
ス
・
ダ
デ
ン
は
︑
自
分

に
郵
送
さ
れ
た
産
経
の
二
冊
の
本
の
文
言
は
︑
他
の
国
な
ら
﹁
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
﹂
と
み
な
さ
れ
︑﹁
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
大
喜
び
し
た
で
あ
ろ

う
論
理
﹂
に
従
っ
て
お
り
︑﹁
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
国
な
ら
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定

論
と
し
て
犯
罪
に
な
る
﹂
と
主
張
す
る
（p. 157

）︒
こ
れ
に
負
け
ず
劣
ら
ず

な
の
が
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
で
︑
日
本
は
﹁
戦
前
の
ド
イ
ツ
の
よ
う
な

盲
目
的
︑
感
情
的
国
家
主
義
へ
容
易
に
転
化
し
か
ね
ず
﹂（p. 189

）︑
そ
れ
は

自
民
党
と
も
ど
も
﹁
そ
の
フ
ァ
シ
ス
ト
的
性
向
﹂
に
よ
る
も
の
で
あ
り

（p. 190

）︑
国
を
﹁
本
物
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
近
づ
け
て
い
く
﹂
だ
ろ
う
と
警
告

す
る
︒
さ
ら
に
︑
ク
ラ
ー
ク
は
﹁
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
未
開
部
族
﹂
な
ら
あ

り
そ
う
な
こ
と
だ
が
︑﹁
呪
術
師
に
骨
で
指
し
示
さ
れ
て
死
者
の
烙
印
を
押
さ

れ
︑︿
砂
漠
﹀
に
捨
て
ら
れ
た
﹂
と
ま
で
言
う
︒（
こ
こ
で
侮
辱
さ
れ
て
い
る

の
は
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
な
の
か
︑
日
本
人
な
の
か
︒）
そ
の
ほ
か
︑
安
倍
と
そ
の

政
府
の
行
為
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
﹁
粛
清
の
平
手
打
ち
﹂
を
食
ら
わ
せ
︑

﹁
人
権
と
自
由
を
弱
め
︑
民
主
的
規
範
を
政
府
の
半
権
威
主
義
的
ス
タ
イ
ル
に

置
き
換
え
る
﹂（p. 112

）︒
N
H
K
会
長
の
籾
井
勝
人
は
﹁
修
正
主
義
の
道

化
﹂
で
（p. 36

）︑
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C
で
働
く
﹁
ジ
ャ
パ
ン
ロ
ビ
ー
﹂
は
﹁
間

抜
け
で
日
和
見
的
な
東
京
の
デ
ュ
ー
プ
ス
﹂
だ
と
い
う
（p. 289

）︒
な
ん
と

醜み
に
くい

言
い
ぐ
さ
か
︒

　
こ
の
本
は
そ
の
う
え
一
貫
性
が
な
く
︑
矛
盾
だ
ら
け
だ
︒
た
と
え
ば
第
四

章
の
マ
イ
ケ
ル
・
ペ
ン
は
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
の
﹁
二
〇
〇
八
年
の
す
ば
ら
し

い
大
統
領
選
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
﹂
を
褒ほ

め
そ
や
す
一
方
︑
別
の
箇
所
で
は
日
本

人
が
自
分
た
ち
の
政
治
指
導
者
に
甘
い
と
責
め
た
て
る
︒
第
二
〇
章
の
ナ
ン

シ
ー
・
ス
ノ
ウ
が
日
本
の
﹁
市
民
メ
デ
ィ
ア
﹂
は
何
処
に
い
る
の
か
と
訝
い
ぶ
か

る

と
︑
つ
づ
く
第
二
一
章
で
ジ
ェ
フ
・
キ
ン
グ
ス
ト
ン
は
﹃
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス

ト
﹄
紙
東
京
駐
在
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
ア
ン
ナ
・
フ
ィ
フ
ィ
ー
ル
ド
が
﹁
歴

史
問
題
に
つ
い
て
の
自
分
の
記
事
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
嫌
な
e
メ
ー

ル
﹂
を
複
数
も
ら
っ
た
と
い
う
話
を
引
用
す
る
︒
つ
ま
り
︹
e
メ
ー
ル
を
よ
こ

す
よ
う
な
︺
市
民
メ
デ
ィ
ア
は
望
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
︒
第
一
三

章
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ー
ト
ン
が
﹁
多
様
な
意
見
を
尊
重
す
る
と
い
う
考
え
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方
そ
れ
自
体
が
リ
ベ
ラ
ル
﹂
と
︑
型
ど
お
り
に
労
ね
ぎ
ら

い
の
言
葉
を
綴
る
一
方
で
︑

ナ
ン
シ
ー
・
ス
ノ
ウ
と
有
道
出
人
が
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
公
平
す
ぎ
る
し
︑

反
対
意
見
に
寛
容
す
ぎ
る
と
嘆
く
と
い
っ
た
矛
盾
が
露
呈
す
る
︒

　
こ
う
し
た
事
例
は
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
︒
慰
安
婦
問
題
の
副
産
物
に
つ
い
て
︑

第
三
章
﹁
や
っ
ぱ
り
ワ
ン
コ
な
の
？
︱
︱
朝
日
新
聞
︑
番
犬
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
へ
失
意
の
転
身
﹂
を
書
い
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ァ
ク
ラ
ー
は
︑
か
つ
て
は

痛
烈
な
調
査
報
道
の
覇
者
だ
っ
た
朝
日
新
聞
を
︑
右
派
扇
動
家
の
い
じ
め
に

遭
っ
て
し
お
た
れ
た
姿
に
描
い
て
み
せ
る
︒
し
か
し
こ
の
章
か
ら
浮
か
び
上

が
る
の
は
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー
で
は
な
く
︑
真
実
と
事
実

が
勝
利
す
る
強
靱
な
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
だ
︒
朝
日
新
聞
の
失
敗
は
標
的

に
さ
れ
た
せ
い
で
は
な
く
︑
証
拠
に
も
と
づ
か
ぬ
で
た
ら
め
な
記
事
を
ゴ
リ

押
し
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
キ
ン
グ
ス
ト
ン
ら
原
告
団
は

い
っ
た
い
何
を
そ
ん
な
に
騒
ぎ
ま
く
っ
て
い
る
の
か
︒

　
だ
が
キ
ン
グ
ス
ト
ン
と
仲
間
た
ち
が
す
べ
て
に
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
︒
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
改
良
が
必
要
な
点
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
︒

こ
こ
で
厳
し
く
攻
撃
さ
れ
て
い
る
記
者
ク
ラ
ブ
制
度
に
は
︑
私
も
懐
疑
的
だ
︒

し
か
し
︑
政
治
の
首
都
な
ら
ど
こ
で
も
行
わ
れ
て
い
る
典
型
的
な
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
仕
事
の
あ
り
方
︑
つ
ま
り
情
報
の
と
り
方
に
そ
れ
ほ
ど
違
い
が
あ

る
と
は
思
え
な
い
︒
た
と
え
ば
﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
﹄
や
﹃
ワ
シ
ン

ト
ン
ポ
ス
ト
﹄
の
記
者
は
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
の
高
官
の
秘
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

手
加
減
し
て
や
る
の
と
引
き
換
え
に
︑
美
味
し
い
情
報
を
引
き
出
そ
う
と
す

る
の
で
は
な
い
か
︒
政
治
家
は
お
世
辞
と
引
き
換
え
に
情
報
を
く
れ
る
が
︑

優
れ
た
記
者
は
自
分
の
有
利
に
な
る
よ
う
に
ゲ
ー
ム
を
進
め
る
︒
七
面
倒
く

さ
く
は
あ
る
が
︑
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
例
外
で
は
な
い
︒

　
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
一
方
で
か
く
も
活
発
な
代
替
メ
デ
ィ
ア
が
あ
る
の
に
︑

な
ぜ
記
者
ク
ラ
ブ
制
度
を
解
体
す
る
の
か
︒
東
京
の
地
下
鉄
に
乗
れ
ば
︑
国

会
︑
首
相
官
邸
︑
自
衛
隊
︑
皇
室
の
新
た
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
告
げ
る
見
出

し
が
で
か
で
か
と
書
か
れ
た
週
刊
誌
の
広
告
が
嫌
で
も
目
に
飛
び
込
ん
で
く

る
︒
こ
う
い
う
﹁
何
で
も
あ
り
﹂
の
メ
デ
ィ
ア
が
︑
隠
蔽
︑
賄わ
い

賂ろ

︑
買
収
︑

セ
ッ
ク
ス
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
︑
ひ
っ
き
り
な
し
に
起
き
る
失
言
な
ど
で
安
倍

首
相
や
そ
の
閣
僚
︑
支
持
者
を
次
々
と
叩
き
ま
く
る
︒
無
数
に
あ
る
既
製
服

の
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
か
ら
取
り
出
し
た
醜
聞
暴
露
の
ゴ
タ
混
ぜ
が
創
り
だ
し
た

よ
う
な
︑
反
体
制
の
陽
気
な
私
略
行
為
の
品
評
会
を
記
者
ク
ラ
ブ
制
度
が
防

い
で
く
れ
な
い
の
は
明
ら
か
だ
︒
安
倍
は
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
操
る

傀く

儡ぐ
つ

師
で
あ
る
と
い
う
キ
ン
グ
ス
ト
ン
の
告
発
が
︑
こ
う
し
た
事
実
に
よ
っ

て
崩
さ
れ
る
こ
と
を
︑
本
人
も
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
︒
そ
こ
で
彼
は
︑
第

一
五
章
で
マ
ー
ク
・
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ェ
ザ
ー
オ
ー
ル
に

タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
を
﹁
レ
イ
シ
ス
ト
﹂
と
決
め
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
︒
現

代
日
本
に
つ
い
て
あ
り
き
た
り
の
知
識
以
上
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
人
間
な

ら
︑
こ
ん
な
イ
ン
チ
キ
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　
キ
ン
グ
ス
ト
ン
と
そ
の
執
筆
者
た
ち
が
︑
安
倍
首
相
の
下
で
報
道
の
自
由

が
劣
化
し
て
い
く
証
拠
と
し
て
挙
げ
た
も
の
の
多
く
は
︑
残
念
な
が
ら
フ
ェ
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イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
国
谷
裕
子
の
ケ
ー
ス
を
見
て
み
よ
う
︒

安
倍
政
権
の
圧
力
に
屈
し
な
か
っ
た
た
め
に
N
H
K
を
追
わ
れ
た
と
さ
れ
る

人
物
だ
︒
だ
が
︑
国
谷
本
人
が
︑
早
期
退
職
に
闇
の
力
が
働
い
た
と
い
う
こ

と
を
き
っ
ぱ
り
否
定
し
て
い
る
︒
同
じ
く
面
目
を
失
し
た
朝
日
新
聞
記
者
の

植
村
隆
を
︑
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
そ
の
他
の
人
々
は
右
翼
か
ら
の
憎
悪
に

倒
れ
た
殉
教
者
と
し
て
称
え
る
が
︑
植
村
の
災
難
は
本
書
に
﹁
脅
迫
﹂
戦
術

の
例
と
し
て
載
っ
た
数
枚
の
嫌
が
ら
せ
の
ハ
ガ
キ
の
せ
い
と
い
う
よ
り
も
︑

植
村
本
人
の
キ
ャ
リ
ア
的
挫
折
の
問
題
か
ら
生
じ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
良
さ

そ
う
だ
︒

　
最
終
章
で
キ
ン
グ
ス
ト
ン
教
授
は
﹁
批
判
者
へ
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
は

﹇
︙
︙
﹈
議
論
と
事
実
か
ら
逃
げ
る
こ
と
で
あ
り
︑
卑
劣
な
人
身
攻
撃
へ
の
依

存
で
あ
る
﹂
と
警
告
す
る
（p. 300

）︒
そ
し
て
﹁
こ
う
い
う
口
舌
の
徒
が
誰

か
を
説
得
で
き
る
と
は
思
え
な
い
し
︑
む
し
ろ
逆
効
果
の
反
応
を
生
む
だ
け

だ
ろ
う
﹂
と
続
け
る
（p. 303

）︒
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
︒
本
書
の
煽
情
的
で

矛
盾
す
る
言
説
は
︑
明
白
な
係
争
テ
ー
マ
へ
の
学
術
的
な
追
求
意
欲
を
削
ぐ

点
で
︑
何
物
を
も
は
る
か
に
凌
ぐ
貢
献
を
し
て
い
る
︒

 

（
翻
訳
：
朝
倉
和
子
（
S
W
E
T
所
属
））

　
＊
本
稿
はJapan Review

 32

（2019

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒
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今
か
ら
お
よ
そ
九
十
五
年
前
︑
周
作
人
は
﹁
日
本
と
中
国
﹂
と
題
す
る
一

篇
を
書
い
て
明
治
文
学
と
中
国
の
新
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑
次
の
如
き

興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒

　
明
治
文
学
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
︑
思
わ
ず
呆
然
と
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
︒
恰
あ
た
か
も
三
十
年
先
の
中
国
文
壇
運
勢
を
い
ち
い
ち
予
言
す
る

推す
い

背は
い

図ず

を
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
︒
言
文
一
致
︑
翻
訳

調
︑
新
体
詩
︑
文
藝
思
潮
の
流
派
︑
小
説
と
通
俗
小
説
︑
新
旧
劇
の
混

合
と
断
絶
と
い
っ
た
よ
う
な
過
去
の
遺
跡
は
︑
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
目

の
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
現
実
問
題
で
な
い
も
の
は
何
一
つ
な
い
︒

（﹃
京
報
副
刊
﹄
第
三
九
四
期
︑
一
九
二
五
年
十
月
十
日
）

　
そ
れ
は
単
な
る
歴
史
の
偶
然
で
は
な
い
︒
中
国
の
近
代
文
壇
は
明
治
日
本

か
ら
帰
っ
て
き
た
留
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
築
か
れ
︑
中
国
の
新
文
芸
が
近
代

日
本
の
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
た
︒
さ
ら

に
も
う
一
つ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
十
九
世
紀
以
降
︑
西
洋
文

明
の
挑
戦
に
迫
ら
れ
て
︑
そ
れ
と
の
対
決
に
立
ち
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
︑

中
日
両
国
の
近
代
へ
の
転
型
と
い
う
大
き
な
文
化
的
背
景
で
あ
ろ
う
︒
西
洋

文
化
受
容
と
近
代
へ
の
転
換
と
い
う
共
通
し
た
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
︑
近
代
中
国
の
も
ろ
も
ろ
の
歩
み
を
考
察
す
る
際
︑
日
本
は
つ
ね

に
一
つ
の
参
照
装
置
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
本
書
は
ま
さ
に
こ
う
し
た

﹁
方
法
と
し
て
の
日
本
﹂
を
援
用
し
て
︑
草
創
期
の
中
日
児
童
文
学
の
生
成
︑

発
展
の
軌
跡
を
考
察
し
た
好
著
で
あ
る
︒

　
周
作
人
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
︑
日
本
の
児
童
文
学
発
展
史
を
ひ
も
と
き
︑

書 

評劉
先
飛

﹃ 
取
り
外
せ
ぬ
仮
面
︱
︱
創
始
期
中
日
児
童
文
学
比
較
研
究
﹄

刘
先
飞
﹃
深
嵌
的
面
具
︱
创
始
期
中
日
儿
童
文
学
比
较
研
究
﹄

劉
　
岸
偉

人民出版社，2015 年
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先
駆
者
の
啓
蒙
活
動
︑
児
童
雑
誌
の
創
刊
︑
教
育
制
度
の
整
備
と
作
用
︑
児

童
読
み
物
の
登
場
︑
文
人
に
よ
る
創
作
童
話
の
誕
生
な
ど
の
プ
ロ
セ
ス
を
み

る
と
︑
恰
も
そ
れ
よ
り
十
数
年
後
の
中
国
児
童
文
学
の
生
成
︑
変
遷
の
軌
跡

を
い
ち
い
ち
予
告
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
︒
本
書
は
作
家
間

の
影
響
関
係
や
︑
あ
る
い
は
思
潮
︑
流
派
の
相
互
作
用
を
実
証
す
る
︑
と
い

う
意
味
に
お
い
て
の
﹁
比
較
研
究
﹂
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
一
種
の
平
行
対
照

と
い
う
手
法
で
︑
各
段
階
に
お
け
る
双
方
の
典
型
事
例
に
基
づ
い
て
︑
中
日

児
童
文
学
の
生
成
︑
発
展
に
お
け
る
連
続
と
断
絶
︑
偶
然
と
必
然
︑
内
部
要

因
と
外
部
要
因
︑
ま
た
両
者
の
差
異
な
ど
を
整
理
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

中
国
の
児
童
文
学
の
特
性
と
不
備
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
以
下
は
そ
の

各
章
の
内
容
を
概
観
し
て
︑
い
さ
さ
か
評
者
の
所
感
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

く
︒

　
第
一
章
﹁
啓
蒙
者
の
設
計
﹂
で
は
︑
福
沢
諭
吉
と
梁
啓
超
の
啓
蒙
活
動
に

ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
︑﹃
訓
蒙
窮
理
図
解
﹄
や
﹃
新
小
説
﹄
な
ど
を
解
読
す
る
︒

国
民
の
形
成
︑
国
家
の
存
立
と
い
う
視
角
か
ら
児
童
啓
蒙
の
意
味
を
捉
え
る
︑

と
い
う
両
者
の
共
通
点
に
ふ
れ
る
と
と
も
に
︑
啓
蒙
教
育
の
政
治
的
側
面
︑

伝
統
の
道
徳
倫
理
を
重
ん
じ
る
梁
啓
超
と
科
学
・
実
務
を
強
調
す
る
福
沢
諭

吉
と
の
違
い
を
指
摘
し
た
︒

　
第
二
章
﹁
教
科
書
と
雑
誌
の
間
﹂
で
は
︑
教
科
書
の
補
完
と
し
て
︑
児
童

雑
誌
誕
生
の
背
景
を
分
析
し
︑
明
治
二
十
一
年
に
創
刊
し
た
﹃
少
年
園
﹄
と

中
国
早
期
の
児
童
雑
誌
﹃
蒙
学
報
﹄
を
取
り
上
げ
る
︒
坪
内
逍
遙
︑
森
鷗
外
︑

尾
崎
紅
葉
︑
若
松
賤
子
︑
森
田
思
軒
な
ど
の
大
家
か
ら
な
る
強
力
な
執
筆
陣

に
支
え
ら
れ
て
い
た
﹃
少
年
園
﹄
に
対
し
て
︑
葉
瀚
な
ど
発
起
人
の
数
人
に

よ
る
﹃
蒙
学
報
﹄
の
苦
心
経
営
と
い
う
対
比
は
︑
す
で
に
中
日
両
国
に
お
け

る
児
童
文
学
の
盛
衰
消
長
を
暗
示
し
て
い
る
︒

　
第
三
章
﹁
児
童
向
け
の
叙
事
物
語
﹂
で
は
︑
ま
ず
巖
谷
小
波
の
創
作
活
動

を
考
察
し
︑
そ
の
代
表
作
﹃
こ
が
ね
丸
﹄
や
﹁
日
本
昔
噺
﹂
シ
リ
ー
ズ
︑﹁
世

界
お
伽
噺
﹂
シ
リ
ー
ズ
な
ど
の
作
品
を
詳
述
す
る
︒
そ
れ
と
並
行
し
て
比
較

の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
︑
長
年
商
務
印
書
館
に
勤
め
た
孫
毓
修
の

童
話
創
作
で
あ
る
︒
孫
の
主
編
し
た
﹃
童
話
﹄
叢
書
は
一
九
二
三
年
ま
で

十
五
年
間
刊
行
し
続
け
た
︒
ど
ち
ら
も
商
業
出
版
の
波
に
乗
っ
て
現
れ
た
児

童
向
け
の
読
み
物
だ
が
︑
小
波
と
孫
と
い
う
作
者
個
人
の
価
値
趣
向
︑
審
美

意
識
︑
伝
統
文
化
に
対
す
る
取
捨
選
択
の
異
同
を
分
析
し
た
あ
た
り
は
興
味

深
い
︒
古
今
東
西
︑
来
る
者
拒
ま
ぬ
と
い
う
開
か
れ
た
視
野
を
も
つ
小
波
に

比
べ
て
︑
児
童
教
訓
と
い
う
側
面
を
重
ん
じ
る
孫
毓
修
は
︑
伝
統
物
語
︑
小

説
を
利
用
し
た
際
︑
神
怪
︑
幻
想
︑
虚
構
な
ど
の
要
素
を
極
力
排
し
て
︑
い

わ
ば
﹁
怪
力
乱
神
﹂
を
敬
遠
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
の
異
同
は
︑
創
作
童
話
を
扱
う
次
章
に
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

　
第
四
章
は
﹁
現
代
文
学
と
童
話
と
の
出
会
い
﹂
と
題
し
て
︑
小
川
未
明
と

葉
聖
陶
の
童
話
世
界
に
焦
点
を
絞
っ
て
比
較
考
察
し
︑
著
者
の
研
鑽
心
得
を

記
し
て
い
て
︑
本
書
の
眼
目
の
一
つ
と
言
っ
て
良
い
︒
小
川
未
明
は
日
本
児

童
文
学
の
歴
史
に
現
れ
た
画
期
的
な
書
き
手
で
あ
っ
た
︒
そ
の
芸
術
的
で
詩
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情
豊
か
な
創
作
童
話
は
︑
そ
れ
ま
で
の
説
話
的
お
伽
噺
と
は
そ
も
そ
も
別
物

で
あ
る
︒
一
方
︑
葉
聖
陶
は
﹁
児
童
の
発
見
﹂
を
説
き
︑﹁
人
間
の
文
学
﹂
を

訴
え
る
文
芸
理
論
家
周
作
人
と
と
も
に
︑
一
九
二
〇
年
代
に
結
成
さ
れ
た

﹁
文
学
研
究
会
﹂
の
同
人
の
一
人
で
も
あ
っ
た
︒
彼
の
童
話
創
作
は
い
わ
ば
こ

の
グ
ル
ー
プ
の
文
学
観
を
代
弁
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
︒
二
人
の
作
品
は

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
息
吹
を
伝
え
︑
弱
者
へ
の
同
情
や
社
会
不
平
等
に
対
す

る
憤
り
を
表
し
て
お
り
︑
ど
ち
ら
も
作
品
の
道
徳
教
化
の
効
用
を
意
識
し
て

い
る
︑
と
著
者
は
指
摘
す
る
が
︑
し
か
し
評
者
に
し
て
み
れ
ば
︑
児
童
を
ど

う
捉
え
る
か
︑
子
供
に
向
け
た
視
線
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
小
川
未
明
と
葉

聖
陶
と
の
間
に
決
定
的
違
い
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
第
四
章
の
第
三

節
に
お
い
て
︑
未
明
早
期
の
﹁
童
話
観
﹂﹁
児
童
観
﹂
と
も
い
う
べ
き
述
懐
が

引
か
れ
て
い
る
︒

子
供
程
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ト
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
誰
で
も
一
度
は
子
供
の
時

代
が
あ
っ
た
の
で
す
︒
ど
ん
な
心
の
醜
悪
な
人
間
で
も
︑
実
利
主
義
者

も
︑
ま
た
悪
人
も
︑
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
す
︒（﹁
童
話
の

詩
的
価
値
﹂﹃
定
本
小
川
未
明
童
話
全
集
﹄
第
一
巻
）

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
未
明
が
傾
倒
し
て
い
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
こ
と

小
泉
八
雲
の
影
響
で
あ
ろ
う
︒
一
九
〇
四
年
三
月
か
ら
︑
早
稲
田
大
学
文
学

科
二
年
生
の
小
川
健
作
（
未
明
）
は
わ
ず
か
四
か
月
だ
っ
た
が
︑
ハ
ー
ン
の

英
詩
評
論
︑
英
文
学
史
講
義
を
聴
い
て
深
い
感
銘
を
受
け
た
︒
ハ
ー
ン
の
講

義
内
容
は
の
ち
に
門
弟
ら
に
よ
っ
て
筆
録
整
理
さ
れ
公
刊
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
が
︑
一
九
二
六
年
に
北
星
堂
書
店
か
ら
出
た
ハ
ー
ン
の
英
文
学
講
義
録
の

一
種
﹃
詩
人
と
詩
﹄（Poets and Poem

s

）
に
は
︑﹁
子
供
に
つ
い
て
の
詩
﹂

（Poem
s about C

hildren

）
の
一
篇
が
初
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
講
義
の
冒
頭
に
お

い
て
︑
ハ
ー
ン
は
田
舎
医
者
で
も
あ
る
英
国
詩
人
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
リ
ッ
ジ
ズ

の
詩
作
﹁
死
ん
だ
子
に
接
し
て
﹂（O

n a D
ead child

）
を
取
り
上
げ
た
︒
純
潔

で
﹁
ち
っ
と
も
疵き
ず

も
し
み
も
な
い
﹂
幼
い
我
が
子
の
死
体
を
抱
え
て
︑
も
し

生
き
て
い
れ
ば
︑
こ
の
子
の
前
途
に
待
ち
受
け
て
い
る
苦
し
み
を
慮
お
も
ん
ぱ
かる
親
の

胸
の
内
を
こ
う
描
い
て
い
る
︒

Sense w
ith keenest edges unuse’d,

Yet unsteeled by scathing fire; 

Lovely feet as yet unbruise’d 

O
n the w

ays of dark desire; 

Sw
eetest hope that lookest sm

iling 

O
’er the w

ilderness defiling!

（
新
し
い
刃
の
如
き
鋭
敏
な
感
覚
︑
ま
だ
容
赦
な
き
炎
に
鈍
ら
さ
れ
て
い
な
い
︒

可
愛
ら
し
い
足
は
無
傷
の
ま
ま
︑
暗
き
欲
望
の
道
に
踏
み
出
し
て
︒
甘
美
な

希
望
は
︑
汚
れ
た
荒
野
を
ほ
ほ
え
ん
で
眺
め
る
）
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ハ
ー
ン
は
こ
の
詩
の
含
意
を
こ
う
解
釈
し
て
い
る
︒

無
垢
で
心
の
美
し
い
子
供
は
邪
悪
を
知
ら
ず
︑
す
べ
て
の
人
を
楽
し
ま

せ
た
い
と
願
い
︑
ほ
と
ん
ど
神
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
︒
そ
の
世
界
に

は
ま
だ
情
熱
も
な
く
︑
憎
し
み
も
︑
妬
み
も
︑
欺ぎ

瞞ま
ん

も
な
い
︒
す
べ
て

は
率
直
で
︑
真
実
で
︑
美
し
く
︑
あ
の
小
さ
な
心
霊
は
繊
細
で
優
し
い
︒

し
か
し
こ
れ
ら
の
善
良
と
美
質
は
す
べ
て
壊
さ
れ
る
に
違
い
な
い
︒

　
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
︑
ハ
ー
ン
の
説
明
に
よ
る
と
︑
子
供
は
い
ず
れ
成
長

し
︑
こ
れ
ま
で
と
違
う
別
の
感
情
と
感
性
を
発
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
れ
は
必
ず
し
も
良
い
も
の
と
は
限
ら
な
い
し
︑
と
て
も
悪
い
も
の
も
あ
る
︒

そ
し
て
主
要
な
理
由
は
も
っ
と
単
純
で
︑
つ
ま
り
こ
の
世
界
は
邪
悪
な
も
の

だ
と
い
う
︒
ハ
ー
ン
は
さ
ら
に
こ
う
付
け
加
え
る
︒﹁
た
と
え
ば
︑
申
し
分
な

く
正
直
な
人
︱
︱
子
供
の
よ
う
に
正
直
な
人
は
商
業
の
世
界
で
う
ま
く
成
功

で
き
そ
う
に
な
い
︒
申
し
分
な
く
誠
実
な
人
︱
︱
子
供
の
よ
う
に
誠
実
な
人

は
す
ぐ
れ
た
外
交
官
が
務
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
︒

　
こ
の
講
義
の
最
後
に
︑
ハ
ー
ン
は
子
供
の
顔
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
た
興
味

深
い
詩
を
挙
げ
た
︒
こ
の
講
義
を
行
う
数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
詩
人
フ
レ
デ

リ
ッ
ク
・
ロ
ッ
カ
ー
（Frederick Locker 1821–1895

）
が
︑
我
が
子
の
あ
の

﹁
静
か
な
青
い
目
︑
遠
く
へ
見
据
え
る
︑
そ
の
不
思
議
な
目
﹂
を
描
い
た
詩
作

で
あ
る
︒
そ
し
て
子
供
が
顔
に
浮
か
べ
た
﹁
至
上
の
静せ
い

謐ひ
つ

と
最
高
の
叡
智
が

見
え
る
﹂
そ
の
深
遠
な
表
情
に
ふ
れ
て
︑
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
な
連
想
と
解

説
を
付
け
加
え
た
︒

　
芸
術
家
た
ち
は
遙
か
以
前
か
ら
こ
の
事
実
に
気
づ
い
て
い
る
︒
彼
ら

の
描
く
神
々
の
顔
に
静
か
で
穏
や
か
な
子
供
の
微
笑
み
を
浮
か
べ
さ
せ

た
の
で
あ
る
︒
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
芸
術
家
の
中
で
︑
偉
大
な
る
イ
タ
リ
ア

の
彫
刻
家
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
︑
あ
る
教
会
の
内
壁
に
描
い
た
二
枚
の

著
名
な
天
使
の
絵
に
お
い
て
︑
子
供
ら
し
い
静
謐
に
つ
い
て
も
っ
と
も

注
目
す
べ
き
研
究
を
残
し
た
︒
こ
れ
ら
天
使
の
顔
や
身
体
は
子
供
っ
ぽ

い
も
の
だ
が
︑
こ
れ
ら
の
子
供
の
目
に
す
べ
て
の
不
滅
の
知
恵
︑
か
つ

て
あ
っ
た
︑
現
に
あ
る
︑
あ
る
い
は
今
後
も
あ
り
う
る
す
べ
て
の
知
識

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
ハ
ー
ン
の
英
文
学
講
義
録
は
そ
の
文
学
批
評
の
一
環
と
し
て
︑
彼
の
批
評

家
と
し
て
の
側
面
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
︒﹁
子
供
﹂
の
含
意
を
解
釈
す
る

こ
れ
ら
の
文
字
の
中
に
︑
実
は
彼
の
日
本
体
験
の
片
鱗
が
無
意
識
に
刷
り
込

ま
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
未
明
の
﹁
児
童
観
﹂
は
ハ
ー
ン
の
そ
れ

に
極
め
て
近
い
と
言
え
る
︒
未
明
の
童
話
世
界
か
ら
は
︑
そ
の
神
秘
性
︑
暗

さ
︑
不
気
味
さ
︑
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ
も
含
め
て
︑﹁
怪
談
﹂
作
家
ハ
ー
ン
の

感
化
の
一
端
が
読
み
と
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
一
方
︑
葉
聖
陶
も
子
供
世
界
の

﹁
純
真
﹂﹁
善
美
﹂
を
謳
っ
て
い
る
が
︑
社
会
現
実
へ
の
関
心
が
深
ま
る
に
つ
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れ
て
︑
そ
の
作
品
も
教
訓
の
色
彩
を
強
め
て
い
く
︒
児
童
は
つ
ね
に
感
化
と

教
訓
の
対
象
に
過
ぎ
な
い
か
ら
︑
未
明
の
作
品
に
現
れ
た
よ
う
な
︑﹁
子
供
の

心
境
﹂
に
寄
り
添
う
︑
自
由
奔
放
で
︑
伸
び
伸
び
し
た
想
像
と
多
彩
の
意
匠

は
葉
聖
陶
に
期
待
で
き
な
い
の
も
頷
う
な
ず

か
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

　
草
創
期
の
中
日
児
童
文
学
の
生
成
︑
発
展
の
軌
跡
︑
代
表
的
作
家
の
事
例

を
細
か
く
比
較
考
察
し
た
著
者
は
︑
人
間
の
感
受
性
よ
り
も
そ
の
社
会
責
任

を
重
ん
じ
る
あ
ま
り
︑
中
国
の
童
話
作
家
は
つ
ね
に
厳
め
し
い
︑﹁
取
り
外
せ

ぬ
﹂
仮
面
︱
︱
説
教
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
︑
と
結
論
す
る
︒
宜む
べ

な
る
か
な
︒

元
を
た
だ
せ
ば
︑
か
つ
て
周
作
人
が
叱
責
し
た
﹁
文
以
載
道
﹂
の
流
弊
に
由

来
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

　
謹
厳
な
る
学
術
書
だ
が
︑
瑕か

疵し

と
し
て
誤
植
が
ち
ら
ほ
ら
目
に
つ
く
︒

﹁
他
﹂
が
﹁
她0

﹂
に
な
る
（
一
三
六
頁
）
の
は
と
も
か
く
︑﹃
蒙
学
報
﹄
発
起
人

の
一
人
曾
広
銓
が
﹁
曾
広
荃0

﹂（
八
二
頁
）︑﹁
曾
国0

銓
﹂
一
一
五
頁
）
に
な
っ

た
り
︑
平
賀
源
内
が
﹁
半0

賀
源
内
﹂（
一
四
四
頁
）
と
化
け
た
り
す
る
と
こ
ろ

は
︑
白
米
に
混
ざ
っ
た
砂
利
の
よ
う
な
も
の
で
︑
や
は
り
摘
み
と
っ
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
あ
る
︒
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本
書
の
著
者
で
あ
る
南
基
鶴
氏
は
︑
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
院
東
洋
史
学
科

で
修
士
課
程
を
修
了
し
た
後
︑
京
都
大
学
大
学
院
へ
留
学
し
︑
博
士
学
位
論

文
﹃
蒙
古
襲
来
と
鎌
倉
幕
府
﹄
を
一
九
九
六
年
に
臨
川
書
店
か
ら
刊
行
し
た
︒

現
在
は
大
韓
民
国
江
原
道
に
あ
る
翰
林
大
学
校
日
本
史
学
科
教
授
と
し
て
︑

韓
国
に
お
け
る
日
本
中
世
史
研
究
を
牽
引
さ
れ
て
い
る
︒

　
本
書
は
著
者
が
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
一
六
年
の
間
に
執
筆
し
た
十
五
本

の
論
文
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
︑
日
本
で
の
留
学
を
終
え
て
か
ら
現
在

ま
で
の
研
究
を
体
系
化
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
ま
ず
は
本
書
の
目
次
を
示
す

が
︑
外
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
︑
細
目
ま
で
記
す
︒

巻
頭
言
／
序
言
　

第
一
部
　
日
本
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
論

　
第
一
章
　 

鎌
倉
幕
府
論
の
学
説
史
的
検
討
（
は
じ
め
に
／
一
︑
戦
後
歴
史
学

の
鎌
倉
幕
府
論
︱
︱
在
地
領
主
制
論
／
二
︑
中
世
国
家
論
と
鎌
倉
幕

府
︱
︱
権
門
体
制
論
と
東
国
国
家
論
／
三
︑
新
し
い
武
士
論
・
戦
争

論
と
鎌
倉
幕
府
／
四
︑
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
鎌
倉
幕
府
／
五
︑
都
市

鎌
倉
論
と
幕
府
／
六
︑
鎌
倉
思
想
史
研
究
と
鎌
倉
幕
府
／
お
わ
り
に
）

　
第
二
章
　 

鎌
倉
幕
府
観
の
時
代
的
変
遷
（
は
じ
め
に
／
一
︑
中
世
の
鎌
倉
幕

府
観
／
二
︑
近
世
の
鎌
倉
幕
府
観
／
三
︑
近
代
の
鎌
倉
幕
府
観
／
お

わ
り
に
）

第
二
部
　
鎌
倉
幕
府
の
﹁
武
威
﹂
と
﹁
撫
民
﹂

　
第
一
章
　 ﹁
武
威
﹂
を
通
じ
て
み
た
鎌
倉
幕
府
の
成
立
（
は
じ
め
に
／
一
︑

武
士
の
成
長
と
﹁
武
威
﹂
の
自
負
／
1
武
士
の
成
長
過
程
／
2
﹁
武

威
﹂
の
認
定
と
自
負
／
二
︑
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
﹁
武
威
﹂
／
1
鎌

書 
評南

基
鶴

﹃ 

鎌
倉
幕
府
政
治
史
の
研
究
﹄

남
기
학
﹃
가
마
쿠
라 

막
부 

정
치
사
의 

연
구
﹄

近
藤
　
剛

한국문화사（韓国文化社），2017



276

倉
幕
府
の
成
立
過
程
／
2
幕
府
成
立
期
の
﹁
武
威
﹂
／
3
武
芸
の
振

興
／
お
わ
り
に
︱
︱
鎌
倉
幕
府
成
立
の
歴
史
的
意
義
）

　
第
二
章
　 

承
久
の
乱
と
﹁
武
威
﹂
の
定
着
（
は
じ
め
に
／
一
︑
承
久
の
乱
に

至
る
ま
で
／
1
源
頼
朝
死
亡
後
の
政
治
情
勢
／
2
承
久
の
乱
の
経
緯

／
二
︑
承
久
の
乱
以
後
の
﹁
武
威
﹂
／
1
戦
後
処
理
／
2
幕
府
の
僧

兵
対
策
／
3
皇
位
継
承
の
問
題
／
4
社
会
意
識
と
し
て
の
﹁
武
威
﹂

／
お
わ
り
に
）

　
第
三
章
　 

モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
侵
略
と
﹁
武
威
﹂
の
高
揚
（
は
じ
め
に
／
一
︑

モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
侵
略
以
前
の
政
治
情
勢
／
二
︑
モ
ン
ゴ
ル
国
書
に

つ
い
て
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
／
1
モ
ン
ゴ
ル
国
書
の
到
来
／
2
朝
廷

と
幕
府
の
立
場
／
三
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
略
と
幕
府
の
応
戦
︱
︱
﹁
異

国
征
伐
﹂
計
画
を
中
心
に
／
お
わ
り
に
︱
︱
対
外
的
危
機
意
識
と

﹁
武
威
﹂
の
高
揚
）

　
第
四
章
　 

鎌
倉
幕
府
の
撫
民
思
想
の
展
開
（
は
じ
め
に
／
一
︑
幕
府
成
立
期

の
撫
民
思
想
／
二
︑
執
権
北
条
氏
の
撫
民
思
想
の
展
開
／
1
執
権
政

治
の
台
頭
と
﹁
撫
民
﹂
／
2
執
権
政
治
の
確
立
と
﹁
撫
民
﹂
／
3
北

条
氏
得
宗
の
専
制
化
と
﹁
撫
民
﹂
／
三
︑﹁
撫
民
﹂
と
地
方
社
会
／
お

わ
り
に
︱
︱
﹁
撫
民
﹂
と
﹁
武
威
﹂）

　﹇
補
論
﹈　 ﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
ど
の
よ
う
な
史
書
か
？
（
は
じ
め
に
／
一
︑
構
成

／
二
︑
編
纂
／
三
︑
特
徴
／
四
︑
主
題
／
お
わ
り
に
）

第
三
部
　
鎌
倉
幕
府
の
天
皇
観
と
国
家
意
識

　
第
一
章
　 

鎌
倉
幕
府
の
天
皇
観
（
は
じ
め
に
／
一
︑
源
頼
朝
の
天
皇
観
／
二
︑

承
久
の
乱
以
後
の
武
家
の
天
皇
観
／
三
︑
得
宗
と
天
皇
／
お
わ
り
に
）

　
第
二
章
　 

鎌
倉
幕
府
の
神
国
思
想
の
展
開
（
は
じ
め
に
／
一
︑
源
頼
朝
の
神

国
思
想
／
二
︑
承
久
の
乱
以
後
の
武
家
の
神
国
思
想
／
三
︑
モ
ン
ゴ

ル
の
日
本
侵
略
と
武
家
の
神
国
思
想
／
お
わ
り
に
）

　
第
三
章
　 

鎌
倉
時
代
の
国
家
意
識
と
し
て
の
﹁
武
威
﹂（
は
じ
め
に
／
一
︑

鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
﹁
武
威
﹂
の
自
覚
／
二
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
侵

略
と
以
後
の
﹁
武
威
﹂
の
高
揚
／
お
わ
り
に
︱
︱
﹁
武
威
﹂
と
﹁
神

国
﹂）

　
結
語
／
著
者
の
関
連
論
文
／
索
引

　﹁
序
言
﹂
で
は
︑
著
者
が
武
士
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
に
関
心
を
持
っ
た
背

景
と
し
て
︑
外
国
人
研
究
者
の
立
場
で
﹁
韓
国
史
や
中
国
史
と
異
な
る
日
本

史
独
自
の
側
面
を
明
確
に
発
見
﹂
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
︒
特
に
︑
幕
府

が
武
士
政
権
と
し
て
の
威
光
・
威
勢
を
国
家
の
中
で
主
張
・
確
保
し
よ
う
と

し
た
﹁
武
威
﹂
と
︑
中
国
古
代
の
儒
教
的
徳
治
思
想
に
由
来
す
る
普
遍
的
な

統
治
理
念
で
あ
る
﹁
撫
民
﹂
を
基
軸
と
し
て
︑
鎌
倉
幕
府
の
政
治
史
お
よ
び

政
治
思
想
史
︑
幕
府
と
朝
廷
の
関
係
︑
中
世
国
家
に
お
い
て
幕
府
が
占
め
る

位
置
と
役
割
を
よ
り
明
確
に
し
︑
鎌
倉
幕
府
の
新
た
な
歴
史
像
を
提
示
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

　
第
一
部
は
︑
日
本
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
の
研
究
史
を
丹
念
に
跡
づ
け
る
︒
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第
一
章
で
は
︑
一
九
四
五
年
か
ら
今
日
に
至
る
鎌
倉
幕
府
に
関
す
る
学
説
史

を
整
理
し
て
い
る
︒
鎌
倉
幕
府
に
関
す
る
研
究
を
六
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
て

検
討
し
︑
今
後
の
研
究
方
法
と
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
特
に
︑
権
門
体
制

論
と
東
国
国
家
論
の
枠
に
縛
ら
れ
ず
に
幕
府
の
政
治
史
を
理
解
す
る
こ
と
や
︑

幕
府
の
政
治
思
想
を
︑
政
治
史
・
思
想
史
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
と
融
合
す
る
必

要
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
幕
府
の
成
立
や
発
展
を
︑
東
ア
ジ
ア
の

歴
史
の
中
で
位
置
づ
け
る
こ
と
の
重
要
性
も
述
べ
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
中
近
世
お
よ
び
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
鎌
倉
幕
府
観
の
変

遷
を
た
ど
る
︒
中
世
社
会
は
源
頼
朝
に
つ
い
て
概
ね
肯
定
的
に
評
価
し
︑
承

久
の
乱
以
降
︑
武
士
の
支
配
を
受
容
す
る
認
識
が
社
会
で
定
着
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
う
︒
近
世
に
な
る
と
︑
鎌
倉
幕
府
の
誕
生
を
日
本
の
歴
史
上
の
画
期

と
み
て
︑
頼
朝
に
つ
い
て
は
﹁
武
家
の
始
祖
﹂
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
政
治

家
と
し
て
の
能
力
を
高
く
評
価
し
た
︒
近
代
歴
史
学
が
成
立
す
る
と
︑
頼
朝

の
置
か
れ
た
時
代
的
状
況
を
重
視
し
つ
つ
︑
東
国
武
士
を
中
世
の
開
拓
者
と

し
て
位
置
づ
け
︑
幕
府
の
成
立
を
日
本
中
世
封
建
制
の
は
じ
ま
り
と
み
る
今

日
に
お
け
る
一
般
的
な
理
解
が
形
成
さ
れ
た
と
総
括
す
る
︒

　
第
二
部
で
は
︑﹁
武
威
﹂
の
検
討
を
通
じ
て
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
発
展
過
程

に
つ
い
て
論
じ
る
︒
第
一
章
で
は
︑﹁
武
威
﹂
の
創
出
と
い
う
観
点
か
ら
鎌
倉

幕
府
の
歴
史
的
意
義
を
検
討
し
︑
中
世
社
会
に
お
け
る
﹁
武
威
﹂
の
観
念
を

追
跡
す
る
︒
文
人
優
位
の
政
治
理
念
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
世
界
か

ら
み
る
と
︑
日
本
の
中
世
武
士
政
権
は
﹁
非
正
常
﹂
で
例
外
的
な
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
︑
武
士
は
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い

た
の
か
を
分
析
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
十
世
紀
以
降
に
武
士
が
出
現
し
て
以
来
︑

﹁
武
威
﹂
が
社
会
の
中
で
正
当
な
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
︑
武
士
の
成
長
と
と

も
に
﹁
武
威
﹂
に
対
す
る
自
負
が
生
ま
れ
た
と
い
う
︒
平
氏
政
権
の
成
立
に

よ
り
︑
武
士
は
事
実
上
公
家
と
対
等
な
地
位
を
獲
得
し
た
が
︑
そ
れ
は
朝
廷

の
支
配
体
制
に
依
存
す
る
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
い
た
︒
一
方
︑
源
頼
朝
は

幕
府
の
﹁
武
威
﹂
を
広
め
て
い
き
︑
朝
廷
と
全
国
の
武
士
た
ち
に
認
識
さ
せ

た
︒
頼
朝
の
﹁（
征
夷
）
大
将
軍
﹂
就
任
は
︑
軍
事
政
権
の
﹁
武
威
﹂
を
象
徴

す
る
地
位
を
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
鎌
倉
幕
府
成
立
の
最
大

の
歴
史
的
意
義
は
︑﹁
武
威
﹂
に
よ
っ
て
国
家
に
正
当
性
を
持
た
せ
た
こ
と
に

あ
る
と
指
摘
す
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑﹁
武
威
﹂
の
展
開
に
お
い
て
承
久
の
乱
に
お
け
る
勝
利
が
重

要
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
幕
府
は
﹁
東
国
の
軍
事

政
権
﹂
と
い
う
本
来
の
性
格
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
朝
廷
の
軍
事
権
を

完
全
に
掌
握
し
た
︒
朝
廷
の
権
威
は
失
墜
し
︑
朝
幕
関
係
も
そ
れ
に
よ
り
規

定
さ
れ
て
い
き
︑
南
都
・
北
嶺
に
代
表
さ
れ
る
寺
院
の
武
装
勢
力
も
︑
幕
府

の
﹁
武
威
﹂
に
屈
服
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
︒
つ
い
で
︑﹁
武
威
﹂
の

定
着
の
契
機
と
し
て
﹃
御
成
敗
式
目
﹄
を
取
り
上
げ
る
︒
制
定
の
背
景
に
は
︑

承
久
の
乱
後
に
圧
倒
的
優
位
と
な
っ
た
幕
府
の
﹁
武
威
﹂
が
あ
る
と
い
う
︒

﹃
御
成
敗
式
目
﹄
に
立
脚
し
て
︑
幕
府
は
荘
園
領
主
と
地
方
領
主
の
対
立
を
調

停
す
る
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
︑
さ
ら
に
は
﹁
武
威
﹂
を
基
礎
と
し
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た
幕
府
の
国
政
上
の
権
限
は
︑
制
限
的
で
は
あ
る
も
の
の
統
治
権
的
地
位
に

ま
で
到
達
し
た
と
述
べ
る
︒

　
第
三
章
で
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来
と
い
う
対
外
的
危
機
に
際
し
て
︑
幕
府

の
﹁
武
威
﹂
が
ど
の
よ
う
に
発
揚
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
検
討
す
る
︒
北
条
得

宗
権
力
は
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
の
圧
力
に
対
し
︑
一
貫
し
て
強
硬
策
を
採
っ
て
い

た
が
︑
そ
の
背
景
に
は
︑
原
則
上
外
交
権
を
持
っ
た
朝
廷
と
の
関
係
や
︑
御

家
人
支
配
の
正
統
性
を
欠
如
し
た
得
宗
の
身
分
上
の
限
界
と
い
う
国
内
的
な

要
因
が
介
在
し
て
い
た
︒
著
者
は
︑
幕
府
が
モ
ン
ゴ
ル
の
脅
威
と
侵
略
に
対

し
て
﹁
武
威
﹂
を
内
外
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
根
本
的
な
理
由
を

こ
こ
に
み
る
︒

　
第
四
章
で
は
︑
幕
府
支
配
の
重
要
な
政
治
思
想
で
あ
る
﹁
撫
民
﹂
に
つ
い

て
︑
執
権
政
治
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
考
察
す
る
︒
著
者
は
﹁
撫
民
﹂
が
北

条
氏
固
有
の
も
の
と
す
る
日
本
の
通
説
的
理
解
は
採
ら
ず
︑
源
頼
朝
や
朝
廷

も
﹁
撫
民
﹂
の
統
治
理
念
を
有
し
て
い
た
と
す
る
︒
源
氏
将
軍
の
簒さ
ん

奪だ
つ

者
で

あ
っ
た
北
条
氏
は
︑
政
権
存
立
の
根
拠
と
正
当
性
を
獲
得
す
る
必
要
か
ら
︑

頼
朝
の
善
政
・
撫
民
思
想
を
継
承
し
た
︒
北
条
泰
時
の
時
代
に
な
る
と
︑﹁
撫

民
﹂
は
積
極
的
に
主
張
さ
れ
︑
北
条
時
頼
の
代
に
絶
頂
に
達
し
た
︒
そ
し
て
︑

武
士
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
の
支
配
理
念
に
お
い
て
﹁
武
威
﹂
は
不
可
欠
な

要
素
で
あ
る
が
︑﹁
撫
民
﹂
と
い
う
普
遍
的
な
統
治
理
念
が
伴
っ
て
は
じ
め
て

完
結
す
る
と
主
張
す
る
︒

　﹇
補
論
﹈
は
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
史
料
論
で
あ
る
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
東
国
を
基
盤

と
し
た
武
家
が
自
身
の
歴
史
を
記
録
・
編
纂
し
た
最
初
の
歴
史
書
で
あ
る
点

で
︑
そ
の
意
義
は
非
常
に
大
き
い
︒
こ
の
史
書
は
中
国
や
韓
国
の
正
史
の
よ

う
な
︑
一
王
朝
や
政
権
が
滅
亡
し
た
後
に
前
代
の
歴
史
を
記
録
し
て
評
価
す

る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
一
定
の
原
則
と
手
続
き
の
下
で
体
系
的

に
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
︑
本
来
の
書
名
や
︑
こ
の
史
書
が
完

成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
か
し

﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
︑
武
士
政
権
の
政
治
的
・
思
想
的
立
場
が
投
影
さ
れ
た
こ
と
は

間
違
い
な
く
︑
編
纂
の
目
的
は
︑
得
宗
政
権
が
確
保
し
た
支
配
の
正
当
性
を

主
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
将
軍
の
後
見
と
し
て
源
頼
朝
の
政
策
を

正
統
に
継
承
し
︑
武
士
政
権
の
﹁
武
威
﹂
を
確
立
す
る
と
同
時
に
︑
世
間
の

人
々
の
た
め
に
善
政
と
し
て
の
﹁
撫
民
﹂
を
行
う
と
い
う
主
張
に
要
約
さ
れ

る
と
す
る
︒

　
第
三
部
で
は
︑
鎌
倉
幕
府
の
天
皇
観
と
国
家
意
識
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
第

一
章
で
は
︑
幕
府
が
朝
廷
（
天
皇
）
の
権
威
と
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し

た
の
か
を
検
討
す
る
︒
代
々
朝
廷
に
仕
え
た
河
内
源
氏
の
嫡
流
で
︑﹁
朝
廷
の

大
将
軍
﹂
に
な
ろ
う
と
し
た
源
頼
朝
に
と
っ
て
︑
天
皇
の
神
聖
性
と
絶
対
性

は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
幕
府
は
そ
の
後
︑
摂
家
将
軍
お
よ
び
皇
族
将
軍

の
存
在
と
は
関
係
な
く
︑﹁
源
氏
将
軍
観
﹂
が
武
家
社
会
の
正
統
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
存
続
し
た
︒
一
方
︑
鎌
倉
時
代
の
武
士
も
天
皇
に
対
す
る
尊
崇

意
識
を
持
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
軽
重
や
具
体
的
内
容
は
時
期
に
よ
っ
て
変
化

し
た
︒
一
つ
は
承
久
の
乱
に
よ
り
︑
天
皇
の
神
聖
性
と
絶
対
性
が
大
き
く
損
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な
わ
れ
︑
朝
敵
は
滅
亡
す
る
と
い
う
古
代
的
観
念
が
現
実
の
中
で
妥
当
性
を

失
っ
た
と
い
う
︒
時
頼
以
降
に
な
る
と
︑
得
宗
は
究
極
的
に
は
天
皇
の
支
配

の
正
統
性
と
権
威
を
認
め
て
は
い
た
が
︑
換
言
す
れ
ば
自
身
の
権
力
を
国
家

体
制
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
る
︒

得
宗
と
い
う
存
在
は
︑
ど
こ
ま
で
も
﹁
将
軍
の
後
見
﹂
と
い
う
立
場
で
あ
っ

た
が
︑
さ
ら
に
進
ん
で
幕
府
だ
け
で
な
く
︑
朝
廷
に
対
す
る
統
治
も
志
向
し

た
と
指
摘
す
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
神
国
思
想
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

朝
廷
を
守
護
す
る
幕
府
は
︑﹁
神
明
の
加
護
﹂・﹁
国
土
の
宗
教
的
神
聖
視
﹂・

﹁
神
孫
為
君
﹂
を
構
成
要
素
と
す
る
伝
統
的
な
神
国
思
想
を
受
容
し
て
お
り
︑

特
に
頼
朝
は
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
深
い
崇
拝
と
信
仰
を
持
っ
て
い
た
︒
承
久

の
乱
に
よ
り
﹁
神
孫
﹂
の
絶
対
性
と
神
聖
性
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
︑
北
条
氏

の
﹁
神
孫
﹂
に
関
す
る
態
度
は
政
治
的
・
作
為
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
︒

ま
た
︑
北
条
氏
は
伊
勢
神
宮
に
か
わ
り
八
幡
神
を
幕
府
の
守
護
神
と
す
る
性

格
を
強
化
し
つ
つ
︑
東
国
の
伝
統
的
な
神
祇
信
仰
も
重
視
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑

公
家
側
と
共
有
し
て
い
た
頼
朝
以
来
の
神
国
思
想
が
大
き
く
動
揺
し
︑
そ
こ

か
ら
独
立
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
と
み
る
︒
得
宗
専
制
政

治
を
開
い
た
北
条
時
頼
の
神
国
思
想
は
︑
頼
朝
の
そ
れ
と
は
相
当
に
異
な
る

も
の
で
あ
り
︑
天
下
の
統
治
者
を
自
任
す
る
意
識
が
投
影
さ
れ
て
い
た
と
い

う
︒
著
者
は
そ
れ
を
︑
得
宗
家
の
身
分
的
限
界
に
よ
り
︑
国
家
制
度
上
の
頂

点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
︑
既
存
の
支
配
体
制
の
な
か
に
自
身
を
結
び
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
頼
に
︑
神
孫
（
天
皇
）
を
中
心
と
す
る
神
国
思

想
の
選
択
は
不
可
避
で
あ
っ
た
た
め
と
す
る
︒
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
の
危

機
に
際
し
て
は
︑
全
国
各
地
で
異
国
降
伏
の
祈
願
を
行
い
︑
こ
れ
を
通
じ
て

神
国
思
想
が
大
幅
に
強
化
・
拡
散
さ
れ
た
と
い
う
︒
幕
府
は
軍
事
防
衛
体
制

を
構
築
す
る
一
方
︑
朝
廷
・
幕
府
・
諸
国
を
護
る
た
め
に
日
本
の
主
要
な
神

仏
の
力
を
全
て
借
り
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
中
で
伊
勢
神
宮
と
八
幡
神
に
は

﹁
聖
詔
﹂（
天
皇
・
朝
廷
）
を
守
護
す
る
宗
廟
神
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
た
が
︑

幕
府
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
国
家
に
お
け
る
唯
一
無
二
の
絶
対
的
な

価
値
を
認
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
︒

　
第
三
章
で
は
︑﹁
武
威
﹂
観
念
と
﹁
神
国
﹂
意
識
の
結
合
と
︑
後
の
時
代
に

お
け
る
日
本
の
国
家
意
識
と
対
外
意
識
の
あ
り
方
を
論
じ
る
︒
幕
府
草
創
期

の
﹁
武
威
﹂
に
は
︑
神
明
の
加
護
の
た
め
に
﹁
諸
蕃
﹂
を
支
配
す
る
力
が
あ

る
と
す
る
古
代
日
本
の
神
国
観
が
反
映
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
武
士
政
権

が
確
立
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
︑
単
純
に
﹁
神
国
﹂
で
あ
る
か
ら
強
い
と
い
う

観
念
は
薄
れ
︑
専
門
的
な
武
勇
集
団
で
あ
る
武
士
の
存
在
に
よ
り
︑
外
国
に

対
し
て
﹁
武
威
﹂
を
自
負
す
る
認
識
が
あ
ら
わ
れ
た
︒
そ
れ
が
モ
ン
ゴ
ル
襲

来
と
い
う
対
外
的
危
機
の
な
か
で
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
と
述
べ
る
︒

　
一
方
︑
対
外
的
危
機
意
識
の
な
か
で
︑
異
国
降
伏
の
祈
禱
を
行
っ
た
寺
社

側
は
︑﹁
神
国
﹂
日
本
の
加
護
を
主
唱
し
つ
つ
︑
日
本
の
﹁
武
威
﹂
に
み
え
る

幕
府
の
存
在
意
義
を
積
極
的
に
認
め
て
お
り
︑
そ
の
﹁
武
威
﹂
の
発
現
を
神

の
意
思
で
あ
る
と
説
明
し
た
︒
そ
し
て
﹁
武
威
﹂
と
﹁
神
国
﹂
は
︑
後
代
の
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日
本
の
国
家
意
識
や
対
外
意
識
の
基
底
を
成
す
観
念
と
し
て
互
い
に
分
か
ち

が
た
く
結
び
付
き
継
承
さ
れ
て
い
く
と
す
る
︒
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
﹁
神

国
﹂
思
想
と
﹁
武
威
﹂
観
念
が
結
合
さ
れ
て
生
じ
る
対
外
認
識
に
つ
い
て
は
︑

﹁
神
国
﹂
の
威
勢
を
高
揚
す
る
た
め
に
︑
他
国
を
畜
生
に
卑
下
す
る
露
骨
な
蔑

視
観
や
夷い

狄て
き

観
が
生
ま
れ
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
略
を
歴
史
的
契
機
と
し
て
︑
日

本
の
﹁
武
威
﹂
観
念
は
日
本
社
会
の
深
層
に
潜
在
し
続
け
た
︒
そ
し
て
︑
後

の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
侵
略
の
際
に
︑﹁
神
国
﹂
意
識
と
と
も
に
再
度
喚

起
・
鼓
吹
さ
れ
︑
日
本
の
武
断
的
侵
略
主
義
と
い
う
態
度
を
養
成
し
て
い
っ

た
と
結
論
づ
け
る
︒

　﹁
結
語
﹂
で
は
︑
多
少
一
般
論
的
な
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
結
論
に

対
す
る
具
体
的
な
事
例
研
究
を
積
む
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
述
べ
る
︒

　
韓
国
で
は
主
と
し
て
﹁
韓
日
関
係
史
﹂
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
︑
外
交
や

戦
争
・
仏
教
な
ど
に
関
す
る
著
書
・
論
文
集
・
史
料
集
が
こ
れ
ま
で
も
刊
行

さ
れ
て
き
た
︒
著
者
に
も
そ
の
よ
う
な
論
文
は
多
数
見
ら
れ
る（

1
）

が
︑
著
者
の

研
究
の
視
座
と
し
て
は
︑
二
度
に
わ
た
る
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
や
︑
そ
の
後
日
本

が
朝
鮮
半
島
に
行
っ
た
侵
攻
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
思
想
的
根

拠
（
武
断
的
侵
略
主
義
）
を
︑
日
本
史
上
は
じ
め
て
武
士
が
政
権
を
握
っ
た
鎌

倉
幕
府
の
支
配
理
念
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

　
ま
た
本
書
は
︑
全
編
に
わ
た
り
日
本
の
最
新
の
研
究
成
果
を
十
分
に
盛
り

込
ん
で
叙
述
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
︑
目
次
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
︑
鎌
倉
幕
府
の
政
治
史
を
中
心
と
し
た
概
説
書
と
し
て
の
役
割
も
果

た
し
て
い
る
︒
韓
国
で
は
鎌
倉
時
代
だ
け
で
な
く
日
本
中
世
史
の
入
門
書
の

存
在
が
皆
無
で
あ
る
た
め
︑
中
世
前
期
を
学
ぶ
際
に
は
ま
ず
参
照
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
必
読
書
と
し
て
の
価
値
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

注（
1
）  

例
え
ば
︑﹁
一
〇
～
一
三
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
と
日
本
・
高
麗
﹂（﹃
人
文
学
研
究
﹄
九
︑ 

二
〇
〇
二
年
）︑﹁
中
世
高
麗
︑
日
本
関
係
の
争
点
︱
︱
モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
侵
略
と
倭

寇
﹂（﹃
日
本
歴
史
研
究
﹄
一
七
︑ 

二
〇
〇
三
年
）
な
ど
︒

　
付
記 

：
本
稿
は
二
〇
一
九
年
度
学
校
法
人
開
成
学
園
ペ
ン
剣
基
金
よ
り
交
付
を
受
け
て

行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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戦
後
日
本
の
﹁
妊
娠
文
学
﹂
を
紹
介
す
る
興
味
深
い
本
が
現
れ
た
︒
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
る
の
は
︑
母
と
な
る
日
を
待
つ
日
本
の
妊
婦
た
ち
の

経
験
だ
が
︑
こ
れ
は
今
ま
で
気
づ
か
れ
ず
に
き
た
刺
激
的
で
独
創
的
︑
挑
発

的
な
ジ
ャ
ン
ル
だ
︒
お
ま
け
に
こ
の
本
は
読
み
物
と
し
て
楽
し
い
︒
切
れ
の

良
い
︑
い
き
い
き
し
た
文
体
で
︑
専
門
用
語
も
さ
ほ
ど
多
く
な
い
︒
言
語
の

複
雑
さ
へ
の
感
度
の
良
さ
と
︑
口
語
日
本
語
の
英
訳
の
適
切
さ
も
印
象
的
だ
︒

ホ
ラ
ー
︑
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
︑
短
編
︑
小
説
︑
回
想
録
︑
マ
ン
ガ
を
つ
う
じ
て

著
者
が
誘
う
旅
路
は
︑
学
部
生
を
刺
激
し
魅
了
す
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

　
処
女
作
に
お
い
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
や
懸
念
を
扱
う
五
人
の
作
家

を
と
り
あ
げ
た
著
者
は
︑
本
書
で
も
同
じ
ひ
な
型
を
用
い
た
︒
主
軸
と
な
る

の
は
公
言
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
嫌
悪
︑
つ
ま
り
す
べ
て
の
母
親
が
︑
生
ま

れ
る
前
と
後
の
赤
ち
ゃ
ん
に
喜
び
や
愛
情
を
感
じ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

問
題
で
あ
る
︒
こ
の
本
の
最
良
の
部
分
︑
そ
れ
は
女
性
の
身
体
の
根
幹
的
変

容
と
︑
そ
れ
に
伴
う
心
理
的
変
化
と
い
う
経
験
を
扱
っ
た
箇
所
だ
︒
妊
娠
中
︑

母
体
は
急
速
に
変
化
す
る
︒
自
分
の
身
体
が
自
分
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

な
い
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
経
験
︑
し
ば
し
ば
完
全
に
理
解
で
き
な

い
変
化
に
恐
怖
と
違
和
感
を
抱
く
未
来
の
母
親
も
い
る
︒
ま
た
︑
胎
児
が
体

内
で
育
ち
︑
身
体
に
密
着
す
る
こ
の
変
身
の
あ
い
だ
︑
妊
娠
し
た
身
体
は
︑

異
物
で
も
あ
り
親
密
で
も
あ
る
侵
入
者
の
宿
主
に
な
る
︒
妊
娠
を
侵
入
の
一

形
態
と
し
て
描
く
︑
こ
の
分
野
の
文
学
が
あ
つ
か
う
恐
怖
は
そ
も
そ
も
驚
く

ほ
ど
主
観
的
な
も
の
だ
︱
︱
つ
ま
り
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
の
恐
怖
と
胎
児
の

発
育
の
不
確
か
さ
へ
の
不
安
で
あ
る
︒
結
果
の
不
透
明
さ
と
︑﹁
母
親
の
行
動

の
み
な
ら
ず
思
考
す
ら
も
が
胎
児
の
発
育
﹂
と
性
格
に
影
響
す
る
と
い
う

﹁
胎
内
感
応
﹂
の
せ
い
で
︑
自
分
自
身
と
他
者
と
の
境
界
が
ど
う
ほ
ど
け
て
い

書 
評ア

マ
ン
ダ
・
C
・
シ
ー
マ
ン

﹃ 

少
子
化
日
本
の
妊
娠
文
学
﹄

A
m

anda C
. Seam

an, W
riting Pregnancy in Low

-Fertility Japanビ
ル
・
ミ
ハ
ロ
パ
ウ
ロ
ス

University of Hawai‘i Press, 2016
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く
か
を
︑
著
者
は
妊
娠
の
描
写
の
中
で
追
っ
て
い
く
（p . 48

）︒

　
最
終
章
で
は
︑
や
は
り
予
想
ど
お
り
︑
日
本
研
究
の
学
部
生
な
ら
誰
の
読

書
リ
ス
ト
に
も
標
準
的
に
入
っ
て
い
る
︑
大
胆
不
敵
で
型
破
り
な
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
・
文
筆
家
の
内
田
春
菊
が
登
場
す
る
︒
こ
の
章
で
は
︑
内
田
の
公
的
ペ

ル
ソ
ナ
と
︑
内
田
自
身
の
妊
娠
や
家
族
生
活
の
個
人
的
な
細
部
を
描
い
た
シ

リ
ー
ズ
漫
画
と
が
重
な
り
合
う
︒
内
田
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
︑
日
本
社
会
の

不
当
な
性
差
別
に
つ
い
て
大
胆
な
発
言
を
す
る
一
方
で
︑
日
本
の
初
期
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
の
唱
え
た
反
出
生
主
義
と
は
距
離
を
置
い
て
い
る
こ
と
だ
︒
内
田

は
出
産
を
セ
ッ
ク
ス
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
個
人
の
自
由
に
つ
な
が
る
と
は

考
え
て
い
な
い
︒
彼
女
が
追
求
す
る
個
人
的
満
足
は
︑
子
孫
を
産
ま
な
け
れ

ば
と
い
う
欲
求
に
駆
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
に
か
く
赤
ん
坊
を
産
む
こ
と

︱
︱
た
く
さ
ん
産
め
ば
産
む
ほ
ど
良
い
︱
︱
た
だ
し
︑
自
分
の
思
う
が
ま
ま

に
育
て
ら
れ
る
な
ら
︒
内
田
の
場
合
︑
そ
れ
は
何
人
も
の
父
親
の
違
う
子
供

を
も
ち
︑
そ
の
過
程
で
性
的
に
完
全
に
機
能
し
︑
活
動
的
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
︒
複
数
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
あ
い
だ
に
子
供
を
産
む
こ
と
を
選
び
︑

出
産
プ
ロ
セ
ス
を
自
分
が
管
理
し
︑
母
親
を
生
ま
れ
て
く
る
赤
ん
坊
の
容
器

に
し
な
い
︑
妊
娠
し
た
自
分
自
身
と
い
う
観
点
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

内
田
は
日
本
社
会
を
覆
う
父
権
的
規
範
に
対
し
て
破
壊
的
︑
反
抗
的
な
境
界

的
社
会
空
間
に
住
み
︑
文
字
ど
お
り
﹁
男
に
喧
嘩
を
売
る
﹂
の
で
あ
る
︒

　
魅
力
的
で
は
あ
る
も
の
の
︑
本
書
は
日
本
の
女
性
史
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
︑

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
︑
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
そ
の
他
へ
の
新
た
な
批
判
的
洞

察
を
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
主
張
を
満
た
し
て
い
な
い
︒
そ
の
大
き
な
理

由
は
︑
こ
の
本
が
暗
黙
の
う
ち
に
立
脚
し
て
い
る
﹁
反
医
学
﹂
的
批
判
論
で

あ
る
︒
著
者
は
北
米
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
社
会
科
学
文
献
の

動
向
に
沿
っ
て
︑
自
分
の
研
究
を
﹁
医
師
中
心
の
医
学
﹂
に
批
判
的
な
論
調

の
大
き
な
枠
内
に
位
置
づ
け
た
︒
こ
の
種
の
医
学
は
還
元
的
︑
客
観
的
︑
非

人
間
的
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
医
学
知
識
を
独
占
す
る
医
師
は
︑
妊

娠
中
の
母
親
が
胎
児
へ
の
義
務
を
ど
う
果
た
す
べ
き
か
に
つ
い
て
規
範
的
処

方
を
出
す
権
限
を
持
ち
（
著
者
に
よ
れ
ば
︑
こ
う
い
う
権
力
の
持
主
は
大
半
が
男

性
だ
と
い
う
）︑
そ
の
過
程
で
︑
医
師
は
自
分
の
身
体
の
管
理
に
関
す
る
妊
婦

の
発
言
を
︑
有
無
を
言
わ
さ
ず
封
じ
て
し
ま
う
︒
そ
の
結
果
︑
日
本
の
妊
娠

経
験
は
他
国
と
同
じ
よ
う
に
︑
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
道
具
や
非
人
間
的
形
態
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
て
︑
妊
婦
を
出
産
の
身
体
感
情
的
経
験
か
ら
遠
ざ
け
︑

胎
児
の
活
き
た
署
名
（vital signature

）
を
母
親
の
子
宮
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た

空
間
に
還
元
し
て
し
ま
う
︒
権
力
の
医
学
モ
デ
ル
が
著
者
の
言
う
よ
う
に
働

く
か
ど
う
か
と
い
う
厄
介
な
疑
問
は
別
と
し
て
（
こ
の
問
題
は
著
者
が
読
者
に

信
じ
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
）︑
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
力
の
形
成
が
近
代
に
普
遍
的
な
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
日
本
だ
け
に
特

徴
的
な
社
会
文
化
的
事
象
の
産
物
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
（O

sborne 

1992
）︒
著
者
は
さ
ら
に
︑
父
権
的
権
力
を
医
学
知
識
の
独
占
か
ら
生
じ
る
医

師
の
権
威
と
融
合
さ
せ
て
︑
こ
の
問
題
を
組
み
立
て
て
い
る
︒
医
師
中
心
の

医
学
は
年
長
の
男
性
の
領
域
だ
と
い
う
の
が
著
者
の
言
い
分
で
あ
り
︑
父
権
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的
権
力
と
医
師
の
権
威
が
︑
胎
児
に
と
っ
て
何
が
ベ
ス
ト
か
知
っ
て
い
る

﹁
彼
﹂
の
中
に
融
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
父
権
的
日
本
の
伝
統
と
い
う
流
行

後お
く

れ
の
形
態
を
医
師
が
体
現
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
く
は
な
い
が
︑
父
権
主

義
に
動
員
さ
れ
た
権
威
と
権
力
の
関
係
は
機
能
し
な
い
し
︑
著
者
が
近
代
医

学
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
る
実
用
知
識
の
近
代
的
形
態
が
用
い
る
の
と
同

じ
送
電
網
は
使
わ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
う
少
し
明
確
で
陰

影
の
あ
る
分
析
が
あ
れ
ば
︑
本
書
全
体
の
主
張
は
い
っ
そ
う
説
得
力
を
持
つ

だ
ろ
う
︒

　
本
書
で
も
う
一
つ
の
意
外
な
欠
点
は
歴
史
還
元
主
義
で
あ
る
︒
著
者
は

﹁
良
妻
賢
母
思
想
﹂
が
明
治
以
来
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
を
決
定
し
て
き
た
と
い
う

考
え
方
に
賛
同
し
て
い
る
が
（pp. 163, 169

）︑
近
代
日
本
の
女
性
性
が
た
だ

一
つ
の
経
路
で
形
成
さ
れ
た
︑
あ
る
い
は
﹁
良
妻
賢
母
﹂
の
よ
う
な
一
般
原

則
の
上
に
築
か
れ
た
と
考
え
て
は
︑
階
級
︑
年
齢
︑
場
所
か
ら
生
じ
る
複
数

の
経
験
が
事
実
上
︑
封
じ
ら
れ
て
し
ま
う
︒
さ
ら
に
︑
女
性
が
文
化
を
伝
達

す
る
お
と
な
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
︑
日
本
女
性
に
は

こ
の
手
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抵
抗
す
る
能
力
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象

を
与
え
る
し
︑
母
親
性
お
よ
び
出
産
の
問
題
と
格
闘
す
る
多
様
で
多
数
の

二
十
一
世
紀
の
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
を
︑
意
図
せ
ず
歴
史
か
ら
吹
き
消
し

て
し
ま
い
は
し
な
い
か
︒

　
こ
う
し
た
留
保
点
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
の
本
は
楽
し
く
読
め
る
し
︑
思
考

に
と
っ
て
刺
激
的
な
こ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
︑
著
者
が
提
起
し
た

テ
ー
マ
を
さ
ら
に
追
求
し
た
い
多
く
の
人
を
活
気
づ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
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︒
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ギ
ャ
ヴ
ィ
ン
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
文
学
博
士
号
を
取
得
し
︑

現
在
カ
ナ
ダ
の
マ
ク
ギ
ル
大
学
で
准
教
授
と
し
て
教
鞭
を
執と

っ
て
い
る
︒
博

士
号
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
の
ひ
と
り
は
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
酒
井
直
樹
で
あ
る
︒

そ
の
経
歴
か
ら
も
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
い
わ
ゆ
る
シ
カ
ゴ
学
派
と
呼
ば
れ
る
ア

メ
リ
カ
の
日
本
研
究
の
流
れ
を
汲
む
研
究
者
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
︒

　
シ
カ
ゴ
学
派
を
代
表
す
る
日
本
研
究
者
に
は
︑
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
︑
ハ

リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
︑
酒
井
直
樹
︑
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
コ
シ
ュ
マ
ン
ら

が
い
る
︒
そ
の
理
論
的
立
場
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
っ
た
り
自
由
主
義
で

あ
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
り
カ
ル
チ
ュ
ラ

ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
あ
っ
た
り
と
︑
人
に
よ
っ
て
相
異
な
る
︒
し
か
し
︑

﹁
実
証
主
義
が
中
立
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
客
観
主
義
的
な
立
場

は
取
ら
ず
︑
現
代
の
社
会
状
況
へ
と
批
判
的
に
介
入
す
る
批
評
理
論
に
何
ら

か
の
形
で
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
点
で
︑
シ
カ
ゴ
学
派
と
し
て
の
共
通
性
が
見

ら
れ
る
︒

　
そ
れ
は
︑
こ
の
学
派
の
推
進
者
た
ち
の
多
く
が
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系

の
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
く
︑
ア
ジ
ア
系
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
こ
と
と

も
あ
な
が
ち
無
関
係
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
こ
そ
自
ら
の
属
す
る
社
会
の
歪
み
に
自
覚
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

人
た
ち
だ
か
ら
で
あ
る
︒

　
こ
の
学
派
を
背
景
と
し
て
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
本
書
﹃
資
本
の
崇
高
な
﹁
変

態
﹂
︱
︱
近
代
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
歴
史
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
﹄
を

著
し
た
︒
第
一
章
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
は
ア
ジ
ア

に
ど
の
よ
う
に
適
応
し
う
る
の
か
︒
そ
れ
を
資
本
論
と
い
う
﹁
原
理
論
﹂
と
︑

﹁
民
族
あ
る
い
は
国
民
﹂（nation

）
と
い
う
歴
史
的
な
﹁
段
階
論
﹂
の
あ
い
だ

書 
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で
考
察
し
よ
う
と
試
み
る
︒
そ
れ
は
︑
日
本
に
お
け
る
﹁
唯
一
の
重
要
な
理

論
家
﹂
と
も
評
さ
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
者
の
宇
野
弘
蔵
の
仕
事
を
通

し
て
︑
日
本
の
近
代
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
︑
ア
ジ
ア
発
の
マ
ル
ク
ス
主

義
理
論
の
可
能
性
を
︑
そ
の
歴
史
的
文
脈
の
中
で
模
索
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　
ち
な
み
に
︑
宇
野
に
よ
れ
ば
︑
生
物
学
の
用
語
で
あ
る
﹁
変
態
﹂

（perversion

）
と
は
︑﹁
例
え
ば
蚕
が
卵
か
ら
孵
化
し
て
幼
虫
に
な
り
︑
蛹
さ
な
ぎ
に

な
り
︑
蛾
と
な
っ
て
卵
を
産
ん
で
死
ぬ
る
ま
で
の
姿
を
変
え
る
過
程
﹂
を
さ

す（
1
）

︒
そ
の
変
態
に
は
﹁
商
品
の
変
態
﹂
と
﹁
資
本
の
変
態
﹂
な
ど
が
あ
る
が
︑

本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
な
す
﹁
資
本
の
変
態
﹂
と
は
﹁
価
値
の
増
殖
を
な
す
自

立
的
な
運
動
体
﹂︑
す
な
わ
ち
資
本
の
運
動
に
よ
っ
て
生
み
落
と
さ
れ
た
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
主
体
が
そ
の
資
本
の
運
動
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
る
過

程
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒

　
一
八
九
七
年
に
生
ま
れ
た
宇
野
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
論
客
と
し
て
︑
東
北

大
学
と
東
京
大
学
で
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
日
本
の
経
済

学
を
リ
ー
ド
し
た
︒
彼
は
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
異
な
り
︑
マ
ル
ク
ス

の
テ
ク
ス
ト
を
正
典
視
す
る
こ
と
な
く
︑﹃
資
本
論
﹄
で
描
か
れ
た
分
析
を
そ

の
後
の
資
本
主
義
の
展
開
で
あ
る
金
融
資
本
論
と
帝
国
主
義
論
︑
あ
る
い
は

恐
慌
論
の
﹁
現
状
分
析
﹂
か
ら
理
論
的
に
読
み
直
し
て
い
っ
た
︒

　
シ
カ
ゴ
学
派
と
い
え
ば
︑
評
者
も
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
と
の
共

編
で
﹃
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
経
験
︱
︱
一
九
三
〇
︱
四
〇
年
代
日
本
の
歴

史
学
﹄（
二
〇
〇
八
年
）
を
刊
行
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は
︑
主

に
渡
部
義
通
を
中
心
と
す
る
﹃
日
本
歴
史
教
程
﹄
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
︒﹃
日

本
歴
史
教
程
﹄
は
︑
一
九
三
六
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
マ
ル

ク
ス
主
義
史
観
に
基
づ
く
原
始
・
古
代
日
本
の
歴
史
書
で
あ
る
︒
こ
の
本
が

天
皇
制
国
家
の
歴
史
を
扱
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
は
︑
万
世
一
系
と
い

う
歴
史
的
由
緒
を
説
く
天
皇
制
に
思
想
的
批
判
を
加
え
る
た
め
で
あ
り
︑
そ

こ
に
近
代
日
本
な
ら
で
は
の
事
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
そ
こ
で
は
︑﹃
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
﹄
が
先
駆
け
て
一
九
三
二
～

三
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
と
歴
史
学

の
関
係
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
い
う
目
論
み
も
あ
っ
て
︑
同
書
を
め
ぐ
る
日

本
資
本
主
義
論
争
は
ほ
と
ん
ど
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
同

じ
シ
カ
ゴ
学
派
の
流
れ
を
汲
む
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
︑
現
代
思
想
の
視
点

か
ら
本
格
的
に
再
評
価
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
書
評
で
は
︑

日
本
歴
史
教
程
グ
ル
ー
プ
の
流
れ
を
汲
む
研
究
を
射
程
に
収
め
な
が
ら
︑

ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
に
沿
っ
て
宇
野
に
よ
る
資
本
主
義
論
の
特
質
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
︒

　
労
農
派
と
講
座
派
の
違
い
は
︑
第
二
章
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
振
り
返
る
よ
う

に
︑
日
本
資
本
主
義
論
争
を
と
お
し
て
明
確
な
姿
を
現
わ
し
た
︒
そ
れ
は
日

本
の
明
治
維
新
が
絶
対
主
義
革
命
で
あ
っ
た
の
か
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
で
あ
っ
た
︒
講
座
派
が
主
張

す
る
よ
う
に
︑
明
治
維
新
が
天
皇
制
と
い
う
絶
対
主
義
王
権
を
軸
と
す
る
絶
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対
主
義
革
命
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
明
治
期
の
日
本
は
い
ま
だ
十
分
な
資
本

主
義
段
階
に
移
行
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
イ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と

す
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
す
る
と
停
滞
し
た
社
会
で
あ
り
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革

命
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
資
本
主
義
が
実
現
し
な
い
社
会
と
考
え
ら
れ
た
︒
他

方
︑
有
産
市
民
に
よ
る
革
命
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
で
あ
る
と
労
農
派
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
︑
日
本
は
す
で
に
資
本
主
義
社
会
に
移
行
し
て
い
た
こ

と
に
な
り
︑
天
皇
制
は
絶
対
主
義
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
は
な
く
な
る
︒

　
し
か
し
︑
本
書
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
議
論
の
軸
に
据
え
た
宇
野
弘
蔵
は
︑
一

般
的
に
は
労
農
派
と
看
做
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
本
人
自
身
は
講
座
派
か
労

農
派
か
と
い
う
二
項
対
立
を
拒
否
し
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
日
本
の
資
本
主
義

を
帝
国
主
義
と
い
う
世
界
史
的
状
況
の
中
で
成
立
し
た
も
の
と
定
義
し
直
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
宇
野
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
︑

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
二
項
対
立
的
な
資
本
主
義
理
解
を
退
け
よ
う
と
し
て
い

た
︒

　
こ
の
議
論
は
︑
日
本
に
お
け
る
﹁
後
進
性
﹂（backw

ardness

）
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
か
と
い
う
問
い
へ
と
ウ
ォ
ー
カ
ー
を
導
い
て
い
く
︒
そ
れ
が
本
書

の
題
名
﹃
資
本
の
崇
高
な
﹁
変
態
﹂
︱
︱
近
代
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論

と
歴
史
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
﹄
の
由
来
で
あ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
著
名
な

ラ
カ
ン
派
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
︑
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
の
﹃
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
﹄（
一
九
八
九
年
）
を
意
識
し
た
命
名
で
あ
る
︒

　
カ
ン
ト
哲
学
に
由
来
す
る
﹁
崇
高
﹂（sublim

e

）
と
は
︑
宗
教
的
経
験
の
崇

高
さ
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
﹁
無
限
に
循
環
す
る
資
本

の
動
き
﹂
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
︒
他
方
︑﹁
変
態
﹂
は
そ
う
し
た
崇
高
な

る
働
き
に
反
す
る
よ
う
な
︑﹁
物
神
化
さ
れ
た
資
本
の
制
御
不
能
さ
﹂
を
捉
え

た
言
葉
で
あ
る
︒
こ
の
物
神
化
は
︑﹁
資
本
関
係
の
外
化
﹂
と
し
て
﹁
資
本
は

常
に
利
子
を
生
む
﹂
働
き
を
指
す
と
宇
野
は
説
く（

2
）

︒
そ
れ
を
引
き
受
け
て
︑

教
え
子
で
も
あ
る
柄
谷
行
人
は
︑﹁
神
秘
性
の
根
源
は
︑
商
品
の
価
値
が
関
係

の
体
系
に
お
い
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
単
独
に
切
り
は
な
さ
れ
た
も
の

と
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
﹂
と
︑
後
に
触
れ
る
価
値
形

態
論
の
観
点
か
ら
明
快
に
説
明
し
て
い
る（

3
）

︒

　
こ
う
し
た
崇
高
と
変
態
と
の
﹁
逆
説
的
﹂
性
格
が
資
本
の
特
質
だ
と
ウ
ォ
ー

カ
ー
は
宇
野
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
︒
そ
の
な
か
で
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

と
い
う
主
体
が
資
本
の
逆
説
的
な
動
き
に
ど
の
よ
う
に
介
入
で
き
る
の
か
を
︑

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
本
書
で
答
え
と
し
て
導
き
出
そ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
彼
の

言
う
﹁
逆
説
﹂
が
本
当
に
﹁
崇
高
﹂
と
﹁
物
神
性
﹂
の
関
係
の
説
明
に
な
っ

て
い
る
か
ど
う
か
は
心
許
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
の
点
は
ウ
ォ
ー
カ
ー
が

念
頭
に
置
く
ジ
ジ
ェ
ク
の
説
明
︑﹁︿
崇
高
な
る
も
の
﹀
と
は
あ
る
対
象
の
逆

説
な
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
対
象
は
︑
表
象
の
領
野
そ
の
も
の
に
お
い
て
︑

表
象
不
能
な
も
の
の
大
き
さ
（
量
）
を
︱
︱
否
定
的
な
形
で
︱
︱
目
に
見
え

る
よ
う
に
す
る
の
だ
﹂
を
引
用
し
て
補
っ
て
お
き
た
い（

4
）

︒

　
さ
ら
に
ジ
ジ
ェ
ク
は
カ
ン
ト
の
崇
高
概
念
に
ラ
カ
ン
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
︑

﹁︿
崇
高
な
る
も
の
﹀
は
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
に
あ
る
︒
そ
れ
は
不
快
そ
の
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も
の
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
逆
説
的
な
快
感
で
あ
る
（
こ
れ
こ
そ
が
享
楽

︹
︙
︙
︺
の
厳
密
な
定
義
で
あ
り
︑
ラ
カ
ン
の
下
し
た
定
義
の
一
つ
で
あ
る
）﹂

と
︑
自
ら
が
生
み
落
と
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
主
体
を
疎
外
す
る

資
本
の
大
文
字
の
他
者
と
し
て
の
享
楽
者
的
性
質
を
指
摘
し
て
い
る（

5
）

︒
す
な

わ
ち
︑
主
体
が
情
動
の
次
元
か
ら
搾さ
く

取し
ゅ

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
主
題
の
も
と
︑
本
書
の
問
題
意
識
を
明
示
す
る
﹁
第
一
章
　
資

本
の
崇
高
な
る
逸
脱
﹂︑
特
殊
と
普
遍
と
い
う
二
項
対
立
を
批
判
的
に
俯ふ

瞰か
ん

す

る
﹁
第
二
章
　
封
建
遺
制
と
歴
史
の
外
部
﹂︑
資
本
の
原
始
的
蓄
積
を
通
し
て

近
代
民
族
の
起
源
を
問
題
化
す
る
﹁
第
三
章
　
原
始
的
蓄
積
︑
あ
る
い
は
起

源
の
論
理
﹂︑
労
働
力
が
商
品
化
さ
れ
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
︑
そ
れ
ゆ
え
に

生
起
す
る
主
体
化
の
潜
在
力
を
論
じ
た
﹁
第
四
章
　
労
働
力
︱
︱
資
本
の
閾い
き

﹂︑

特
殊
性
と
普
遍
性
の
関
係
を
グ
ロ
ー
バ
ル
性
と
︑
日
本
特
有
の
農
業
問
題
を

含
む
国
民
性
と
の
逆
説
的
関
係
の
も
と
で
考
察
し
直
し
た
﹁
第
五
章
　
歴
史

の
大
陸
と
理
論
の
内
部
﹂︑
歴
史
的
現
象
と
し
て
の
民
族
の
性
格
を
論
じ
た

﹁
第
六
章
　「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
な
資
本
の
世
界
」﹂
と
︑
宇
野
の
資
本
主
義
分
析

の
論
理
を
再
解
釈
す
る
か
た
ち
で
︑
各
章
が
展
開
さ
れ
て
い
く
︒

　
ア
ジ
ア
に
お
け
る
後
進
性
の
問
題
は
︑
当
初
よ
り
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義

歴
史
学
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
的
な
後
進
性
の
問
題

は
︑
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
ソ
連
の
歴
史
学
に
お
い
て
中
国
の
社
会
主
義

革
命
の
戦
略
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
︒
そ
の
と
き
の

論
拠
と
さ
れ
た
の
が
︑﹃
経
済
学
批
判
﹄﹁
序
言
﹂（
一
八
五
九
年
）
の
︑﹁
経
済

的
社
会
構
成
が
進
歩
し
て
ゆ
く
段
階
と
し
て
︑
ア
ジ
ア
的
︑
古
代
的
︑
封
建

的
︑
お
よ
び
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︑
そ

し
て
﹃
資
本
論
第
一
巻
﹄（
一
八
六
七
年
）
の
﹁
国
家
は
最
高
地
主
﹂
と
記
し

た
マ
ル
ク
ス
の
文
章
で
あ
っ
た
︒

　
そ
こ
で
は
︑
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
と
は
共
同
体
を
単
位
と
す
る
所
有
が
強

く
︑
個
人
や
家
族
を
単
位
と
す
る
私
的
所
有
は
い
ま
だ
不
十
分
と
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
た
︒
こ
の
生
産
様
式
に
著
し
い
関
心
を
示
し
た
の
が
︑
日
本
に

お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
未
達
成
を
説
く
講
座
派
で
あ
っ
た
︒
宇
野
と
同

じ
く
東
大
法
学
部
で
教
鞭
を
執
っ
た
山
田
盛
太
郎
や
平
野
義
太
郎
が
代
表
的

な
論
客
で
あ
る
︒

　
他
方
︑
本
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑﹃
日
本
歴
史
教
程
﹄
グ

ル
ー
プ
の
渡
部
義
通
や
石
母
田
正
ら
は
︑
ア
ジ
ア
を
後
進
地
域
と
し
て
理
解

す
る
の
で
は
な
く
︑
固
有
性
と
し
て
再
解
釈
し
よ
う
と
し
た
︒
彼
ら
も
ま
た

日
本
共
産
党
の
シ
ン
パ
で
あ
る
点
で
︑
講
座
派
と
同
じ
よ
う
に
近
代
日
本
を

天
皇
制
絶
対
主
義
の
も
と
に
捉
え
て
い
た
が
︑
そ
れ
を
古
代
以
来
の
共
同
体

遺
制
に
由
来
す
る
と
は
必
ず
し
も
考
え
な
か
っ
た
︒
し
か
し
そ
の
一
方
で
︑

天
皇
制
を
日
本
の
歴
史
を
貫
徹
す
る
奴
隷
制
的
遺
構
と
捉
え
︑
そ
の
歴
史
的

起
源
を
暴
こ
う
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
興
味
深
い
思
想
的
批
判
を
企

て
た
﹃
日
本
歴
史
教
程
﹄
は
戦
後
ほ
と
ん
ど
復
刊
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

た
め
︑
講
座
派
と
の
理
論
的
立
場
の
相
違
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
機
会
に

は
恵
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
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戦
後
に
な
る
と
︑
や
は
り
本
書
で
は
議
論
の
対
象
外
に
な
っ
て
い
る
マ
ル

ク
ス
の
遺
稿
﹃
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
﹄（
一
九
五
七
︱
五
八
年
）

で
﹁
原
始
的
﹂（prim

itive

）
所
有
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
﹁
ア
ジ
ア
的
・
ス
ラ

ブ
的
・
古
代
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
﹂︑
そ
し
て
﹁
東
洋
の
総
体
的
奴
隷
制
﹂
の
関

係
を
め
ぐ
る
記
述
を
踏
ま
え
て
︑
総
体
的
奴
隷
制
が
ア
ジ
ア
特
有
の
﹁
特

殊
﹂
な
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
世
界
中
に
共
通
す
る
﹁
普
遍
﹂（universal

）

な
も
の
な
の
か
が
議
論
さ
れ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
総
体
的
奴
隷
制
の
頂
点

に
位
置
す
る
の
が
天
皇
制
だ
と
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
た
ち
は
︑
そ
の

定
義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
︑
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
︒

　﹃
諸
形
態
﹄
の
文
言
を
踏
ま
え
︑
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
た
ち
︑

特
に
安
良
城
盛
昭
や
河
音
能
平
は
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
異
な
る
生
産
様

式
の
継
起
的
展
開
を
経
た
歴
史
と
捉
え
︑
複
数
系
列
の
歴
史
発
展
像
を
作
り

上
げ
よ
う
と
し
た
︒
一
方
︑
原
秀
三
郎
や
芝
原
拓
自
は
地
域
的
な
多
様
性
を

踏
ま
え
な
が
ら
も
︑
単
系
列
を
軸
と
し
て
世
界
史
の
基
本
法
則
を
前
面
に
押

し
出
し
た
︒
彼
ら
の
歴
史
学
に
つ
い
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
触
れ
て
い
な
い
が
︑

﹁
普
遍
と
特
殊
﹂
と
い
う
二
項
対
立
概
念
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
︑
宇
野
の
仕

事
を
継
承
す
る
形
で
主
題
化
し
て
い
る
︒

　
講
座
派
は
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
述
に
倣な
ら

っ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
を
中

心
と
す
る
西
欧
の
近
代
化
モ
デ
ル
が
普
遍
で
あ
る
と
看
做
し
た
上
で
︑
ア
ジ

ア
を
そ
の
﹁
後
進
性
﹂
と
い
う
﹁
特
殊
性
﹂（particularity

）
の
相
の
も
と
に

捉
え
た
︒
原
や
芝
原
ら
単
系
発
展
説
を
取
る
立
場
も
ま
た
︑
同
一
の
時
間
上

の
先
行
型
で
あ
る
西
欧
と
︑
そ
の
逸
脱
型
で
あ
る
ア
ジ
ア
と
い
う
理
解
の
点

で
は
︑
や
は
り
普
遍
と
特
殊
と
い
う
理
解
を
取
っ
て
い
た
︒
労
農
派
に
し
て

も
︑
宇
野
か
ら
す
れ
ば
︑
明
治
維
新
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
と
し
て
規
定
し
た

上
で
︑
そ
の
後
進
性
を
否
定
し
が
た
い
も
の
と
認
め
る
点
で
は
講
座
派
と
立

場
を
同
じ
く
す
る
︒

　
そ
れ
で
も
評
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
地
域
が

後
進
的
で
あ
る
と
理
解
す
る
立
場
は
︑
日
本
で
は
少
な
か
っ
た
︒
日
本
は
ア

ジ
ア
的
な
特
殊
性
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
も
︑﹃
中
世
的
世
界
の
形
成
﹄
を
執

筆
し
た
石
母
田
正
の
よ
う
に
︑
日
本
は
特
殊
な
ア
ジ
ア
的
後
進
の
世
界
を
離

れ
︑
普
遍
的
世
界
に
参
入
す
る
道
を
選
ぶ
と
い
う
理
解
も
一
般
的
で
あ
っ
た
︒

あ
る
い
は
平
野
義
太
郎
の
よ
う
に
︑
マ
ル
ク
ス
を
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の

水
の
理
論
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
︑
日
本
を
ア
ジ
ア
の
中
の
例
外
と
し
て
︑

そ
の
後
進
し
た
世
界
を
打
ち
破
る
覇
者
と
し
て
思
い
描
く
者
も
い
た
︒
そ
れ

が
︑
か
な
り
の
数
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
者
た
ち
が
八
紘
一
宇
を
唱
え
る

大
日
本
帝
国
主
義
者
に
転
向
し
た
理
由
で
も
あ
っ
た
︒

　
だ
が
︑
宇
野
の
研
究
に
と
っ
て
の
核
心
は
普
遍
と
特
殊
と
い
う
対
概
念
で

は
な
か
っ
た
︒
従
来
︑
西
洋
と
い
う
具
体
的
な
地
域
を
普
遍
視
し
た
が
ゆ
え

に
︑
そ
れ
に
合
致
し
な
い
地
域
が
逸
脱
と
し
て
の
特
殊
性
に
認
定
さ
れ
て
い

た
︒
特
殊
性
と
は
文
化
本
質
論
を
前
提
と
す
る
立
場
で
あ
り
︑
そ
の
文
化
の

本
質
は
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
と
す
る
理
解
の
上
に
立
つ
︒
こ
こ
に
特
殊
が
普
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遍
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
︑
永
遠
に
後
進
性
に
留
ま
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
根

拠
が
あ
っ
た
︒

　
こ
の
二
項
対
立
の
概
念
に
代
え
て
︑
宇
野
は
﹁
原
理
論
﹂
と
﹁
段
階
論
﹂

と
い
う
問
題
枠
を
提
示
す
る
︒
段
階
論
と
原
理
論
の
関
係
は
宇
野
に
お
い
て

は
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
よ

う
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
正
義
論
に
な
ぞ
ら
え

て
理
解
す
る
時
︑
そ
の
理
解
は
さ
ら
に
容
易
な
も
の
と
な
る
︒
正
義
あ
る
い

は
真
理
と
法
︑
そ
れ
は
原
理
と
段
階
の
関
係
に
対
応
す
る
と
ウ
ォ
ー
カ
ー
は

考
え
た
︒
原
理
と
は
マ
ル
ク
ス
の
提
示
し
た
唯
物
史
観
の
普
遍
的
法
則
で
あ

り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
ど
の
地
域
に
も
現
前
す
る
こ
と
の
な
い
不
可
能
性

（im
possibility

）
︱
︱
宇
野
自
身
は
﹁
無
理
﹂
と
い
う
術
語
を
用
い
る
︱
︱
の

理
念
で
あ
る
と
と
も
に
︑
反
復
可
能
な
も
の
と
さ
れ
た
︒
他
方
︑
段
階
論
は

各
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
発
展
の
具
体
的
諸
段
階
を
扱
う
︒
現
前
不
能
な
原

理
が
各
地
域
の
状
況
の
も
と
︑
固
有
の
形
で
分
節
化
さ
れ
た
局
所
性
の
問
題

を
扱
う
議
論
を
指
し
た
︒

　
こ
こ
に
お
い
て
︑
普
遍
と
特
殊
の
関
係
に
関
す
る
認
識
は
根
本
的
な
変
化

を
遂
げ
る
︒
文
化
本
質
論
と
し
て
の
特
殊
性
お
よ
び
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の

普
遍
性
と
い
う
二
項
対
立
的
な
概
念
も
成
り
立
た
な
く
な
る
︒
代
わ
っ
て
︑

す
べ
て
が
現
前
不
能
な
普
遍
の
歴
史
的
顕
現
た
る
﹁
特
異
性
﹂（singularity

）

と
し
て
︑
そ
の
﹁
不
均
質
さ
﹂（unevenness

）
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

ロ
シ
ア
の
農
村
共
同
体
の
ミ
ー
ル
も
日
本
と
同
様
に
後
進
性
で
は
な
く
︑
特

異
性
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
直
さ
れ
る
︒
同
時
に
︑
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
普
遍

と
す
る
視
点
は
︑
歴
史
の
中
で
分
節
化
さ
れ
た
﹁
幻
想
﹂（fantasy

）
に
ほ
か

な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒

　
た
だ
し
︑
幻
想
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
悪
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

精
神
分
析
家
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
あ
ら
ゆ
る
認
識

は
幻
想
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
情
動
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
す
る
︒
ウ
ォ
ー

カ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
情
動
こ
そ
が
経
済
構
造
に
立
脚
す
る
ネ
イ
シ
ョ

ン
に
現
実
感
を
付
与
す
る
も
の
な
の
だ
︒
そ
れ
が
他
者
の
搾
取
や
排
除
を
正

当
化
す
る
唯
一
の
﹁
正
義
﹂
を
名
乗
る
時
に
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒

　
現
前
し
な
い
普
遍
性
が
分
節
化
さ
れ
る
と
き
︑
近
代
に
お
い
て
は
﹁
民
族
﹂ 

（nation

）
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
固
有
の
特
異
性
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
ざ
る

を
得
な
い
︒
だ
か
ら
︑﹁
資
本
の
原
始
的
蓄
積
﹂（prim

itive accum
ulation

）
を

扱
う
第
三
章
で
は
︑
世
界
史
の
基
本
法
則
で
あ
る
資
本
が
国
民
と
い
う
特
異

性
の
形
成
を
通
し
て
こ
そ
現
わ
れ
出
る
過
程
を
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
宇
野
に
導

か
れ
て
思
考
す
る
︒
特
異
性
と
し
て
の
民
族
論
が
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
マ

ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
を
席
巻
し
た
論
争
に
お
い
て
︑
羽
仁
派
の
井
上
清
や
そ

の
流
れ
を
汲
む
北
山
茂
夫
が
︑
戦
前
の
軍
国
主
義
体
制
を
想
起
さ
せ
る
も
の

と
し
て
民
族
概
念
を
退
け
た
の
に
対
し
て
︑
渡
部
義
通
派
の
藤
間
生
大
や
石

母
田
正
が
民
族
と
マ
ル
ク
ス
主
義
を
結
び
つ
け
た
言
動
の
中
に
も
鮮
明
に
見

て
取
れ
る
︒

　
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
視
点
に
立
っ
た
と
き
︑
羽
仁
派
は
特
殊
と
普
遍
の
二
項
対
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立
の
枠
組
み
で
考
え
る
普
遍
主
義
者
で
あ
り
︑
自
ら
の
鬼
子
と
し
て
の
特
殊

主
義
者
を
藤
間
ら
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
れ
は
羽
仁
が
日
本

を
ア
ジ
ア
的
な
後
進
性
の
も
と
に
捉
え
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
と
も
符
合
す

る
︒
し
か
し
︑
藤
間
ら
が
果
た
し
て
特
殊
主
義
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別

の
問
題
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
︑
民
族
問
題
を
特
異
性

の
理
解
へ
と
開
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
︑
後
の
藤
間
の
東
ア
ジ
ア
論
へ
の

展
開
を
鑑
み
た
と
き
に
明
ら
か
に
な
る
︒
だ
と
す
れ
ば
民
族
主
義
者
と
い
う

批
判
は
︑
民
族
問
題
を
扱
っ
た
か
ら
不
適
切
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑
そ

の
特
異
性
を
特
殊
性
と
し
て
論
じ
た
場
合
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
で

あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
天
皇
制
の
歴
史
的
由
緒
の
正
し
さ
を
否
定
す
る
立
場
を
説
く
マ

ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
は
︑
自
ら
の
立
場
の
ほ
う
が
天
皇
制
よ
り
も
古
い
︑

民
族
本
来
の
立
場
を
代
理
表
象
す
る
立
場
に
立
つ
と
い
う
言
説
に
呑
み
こ
ま

れ
て
い
く
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
言
葉
足
ら
ず
な
が
ら
も
羽
仁
派
の
マ
ル
ク
ス
主

義
者
が
懸
念
し
た
の
は
︑
そ
う
し
た
歴
史
的
本
来
性
を
説
く
立
場
こ
そ
が
天

皇
制
の
論
理
と
何
ら
変
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
︒

　
た
し
か
に
︑
議
論
が
同
質
性
の
み
に
傾
い
た
と
き
に
︑
物
神
化
と
い
う
名

の
も
と
に
歴
史
的
解
釈
の
実
体
視
も
起
こ
り
︑
宇
野
が
唱
え
る
解
釈
学
と
し

て
の
社
会
科
学
が
大
き
く
後
退
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
経
済
学
の
み
な
ら
ず
︑

歴
史
学
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
︒
藤
間
や
黒
田
俊
雄
が
懸
念
し
た
ご
と
く
︑

マ
ル
ク
ス
主
義
の
実
証
主
義
化
が
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
降
の
石
母
田
正
に

よ
っ
て
先
陣
が
切
ら
れ
る
形
で
起
こ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
六
全
協
を
境
と
す
る

性
急
な
政
治
運
動
と
し
て
の
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
が
敗
北
を
喫
し
た
こ
と

と
ほ
ぼ
軌
を
一
に
す
る
︒

　
宇
野
と
デ
リ
ダ
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
講
座
派
と
労
農
派
の
対
立
を

脱
臼
さ
せ
︑
唯
物
史
観
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
脱
構
築
論
か
ら
再
定
置
し
た
と

こ
ろ
に
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
の
特
筆
す
べ
き
点
が
あ
る
︒
た
だ
し
︑
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
的
理
解
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
で
︑
各
地
域
の
多
様
性
を
も
っ
ぱ

ら
説
く
通
俗
的
な
相
対
主
義
の
立
場
も
現
わ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
地
域
の
多

様
性
は
今
で
は
誰
し
も
承
知
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
を
原
理
的
な
立
場
か

ら
指
摘
し
て
も
︑
そ
の
不
平
等
な
歴
史
的
現
実
は
何
ら
変
わ
ら
な
い
こ
と
も
︑

同
様
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
︒

　
む
し
ろ
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
多
様
性
を
﹁
後
進
性
﹂
と
し

て
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
世
界
史
的
状
況
︑
植
民
地
支
配
の
構
造
な
の
だ
︒

﹁
幻
想
﹂
と
は
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
認
識
の
表
層
的
な
誤
り
で
は
な
く
︑
こ
の

言
説
の
内
部
に
属
す
る
人
間
の
主
体
を
同
質
的
も
の
に
構
築
す
る
︑
情
動
に

立
脚
し
た
言
説
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
経
済
構
造
の
中
に
投
企
さ
れ
て

い
る
が
ゆ
え
に
︑
後
進
地
域
は
自
分
た
ち
も
ま
た
﹁
普
遍
﹂
の
一
部
に
到
達

し
よ
う
と
志
向
す
る
︒
他
方
︑
帝
国
の
宗
主
国
側
は
︑
後
進
地
域
を
近
代
化

す
る
こ
と
を
帝
国
の
使
命
と
し
て
正
当
化
す
る
︒

　
資
本
の
動
き
が
作
り
出
し
た
植
民
地
状
況
が
︑
そ
の
状
況
を
﹁
後
進
性
﹂
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と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
い
認
識
を
作
り
だ
す
︒
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
経
済
学

批
判
の
肝
が
そ
こ
に
あ
る
︒
下
部
構
造
な
き
上
部
構
造
論
で
は
観
念
的
な

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
留
ま
り
︑
資
本
主
義
の
現
状
分
析
に
基
づ
く
有
効
な
社

会
批
判
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
宇
野
が
レ
ー
ニ
ン
の
帝
国
主
義
論
や

ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
恐
慌
論
を
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
と
併
せ
て
批
判
的

に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
も
︑
そ
こ
に
あ
る
︒

　
ウ
ォ
ー
カ
ー
や
宇
野
に
よ
る
認
識
論
的
な
実
体
主
義
の
脱
構
築
は
︑
社
会

科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
位
置
付
け
を
大
き
く
転
回
さ
せ
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
は
講
座
派
だ
け
で
な
く
労
農
派
も
含
め
て
︑
少
数
の
研
究
者

に
し
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
議
論
で
も
あ
っ
た
︒
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
代
に
か
け
て
︑
同
じ
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
史
学
を
牽
引
し
て
い
っ

た
芝
原
拓
自
と
宇
野
と
の
違
い
も
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
芝
原
は

講
座
派
の
流
れ
を
汲く

む
堀
江
英
一
や
羽
仁
五
郎
の
影
響
の
も
と
︑
盟
友
の
古

代
史
学
者
︑
原
秀
三
郎
の
力
を
借
り
て
︑
原
始
共
産
制
か
ら
奴
隷
制
・
農
奴

制
を
経
て
近
代
資
本
制
が
成
立
す
る
歴
史
的
過
程
を
復
元
し
た
︒
芝
原
と
宇

野
で
は
︑
社
会
構
成
体
お
よ
び
歴
史
に
対
す
る
見
解
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
︒

　
芝
原
も
マ
ル
ク
ス
主
義
を
自
然
科
学
の
よ
う
な
客
観
性
に
な
ぞ
ら
え
た
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
﹃
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源
﹄（
一
八
八
四
／
一
八
九
一

年
）
に
は
︑
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹁
国
家
的
奴
隷
制
﹂
と

い
う
独
自
の
概
念
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
古
代
史
学
者
の
原
が
朋
友

と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
所
有
形
態
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
﹁
起
源
﹂
を
探
る
こ

と
で
︑
当
時
の
世
界
史
的
状
況
と
交
差
さ
せ
つ
つ
︑
日
本
近
代
社
会
の
後
進

性
の
理
由
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
日
本
の
資
本
主
義
の
後
進
性
の
原

因
を
︑
前
近
代
の
所
有
形
態
︑
す
な
わ
ち
﹁
ア
ジ
ア
的
﹂
と
呼
び
表
わ
さ
れ

る
も
の
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
歴
史
的
起
源
へ
の
固
執
︑
そ
こ
に
万
世
一
系
を
説
く
天
皇
制
国
家
の
く
び

き
の
下
に
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
戦
前
︑
さ
ら
に
は
戦
後
の
日
本
社
会
な

ら
で
は
問
題
状
況
が
あ
っ
た
︒
国
家
側
が
天
皇
制
の
歴
史
的
古
さ
を
説
け
ば

説
く
ほ
ど
︑
そ
れ
を
批
判
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
ま
た
自
ら
が
代
弁
す
る

民
族
の
由
緒
の
正
し
さ
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
に
マ
ル
ク

ス
主
義
が
近
代
日
本
に
お
い
て
歴
史
学
︑
な
か
で
も
古
代
史
研
究
と
密
接
な

接
合
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
り
︑
総
体
的
奴
隷
制
を
論

じ
た
﹃
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
﹄
が
日
本
歴
史
学
に
お
い
て
は
﹃
資

本
論
﹄
以
上
に
も
て
は
や
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
マ
ル
ク
ス

主
義
歴
史
学
と
は
︑
ま
さ
に
近
代
日
本
固
有
の
状
況
︱
︱
必
ず
し
も
﹁
特
殊

性
﹂
と
し
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
が
︱
︱
が
生
み
出
し
た
言
表
行
為
で
あ
っ

た
の
だ
︒

　
だ
か
ら
︑
そ
こ
で
復
元
さ
れ
た
各
時
代
の
生
産
様
式
は
あ
く
ま
で
エ
ン
ゲ

ル
ス
流
の
社
会
科
学
で
あ
り
︑
認
識
と
現
実
は
限
り
な
く
重
な
り
合
う
の
が

科
学
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
現
実
認
識
の
不

可
能
性
を
学
問
の
根
底
に
据
え
て
い
た
の
が
宇
野
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
言
え
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ば
︑
一
九
三
〇
年
に
共
産
党
を
追
放
さ
れ
た
哲
学
者
の
三
木
清
で
あ
っ
た
︒

彼
ら
に
お
い
て
は
原
理
論
と
段
階
論
と
同
じ
く
︑
そ
の
認
識
論
も
現
象
と
認

識
の
二
重
性
か
ら
な
る
︒
そ
の
流
れ
は
柄
谷
行
人
の
価
値
形
態
論
へ
と
継
承

さ
れ
︑
酒
井
直
樹
の
脱
構
築
論
と
相
俟ま

っ
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ

ス
ト
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
て
い
る
︒

　
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
︑
柄
谷
行
人
が
価
値
形
態
論
を
展
開
し
た
論

文
﹁
マ
ル
ク
ス
　
そ
の
可
能
性
の
中
心
﹂（
一
九
七
四
年
）
で
あ
る
︒
柄
谷
は

東
大
経
済
部
の
学
生
時
代
に
︑
宇
野
の
も
と
で
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
を
学

ん
だ
︒
柄
谷
は
宇
野
の
価
値
論
に
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
先
駆
け
て
デ
リ
ダ
的
解

釈
を
施
し
︑
異
な
る
使
用
価
値
を
も
つ
商
品
交
換
か
ら
生
じ
る
﹁
差
異
の
戯

れ
﹂
と
し
て
貨
幣
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
理
解
し
た
︒

　
宇
野
の
価
値
論
に
つ
い
て
は
︑
本
書
が
意
を
尽
く
し
た
も
の
に
な
っ
て
い

る
と
は
言
い
が
た
い
が
︑
柄
谷
の
再
解
釈
を
読
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
そ
の
議

論
の
不
十
分
さ
を
補
な
う
こ
と
は
で
き
る
︒
柄
谷
は
﹁
価
値
に
つ
い
て
考
え

て
い
く
と
︑
あ
る
二
つ
の
異
質
な
も
の
が
等
価
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
な
に

か
︑
と
い
う
問
い
に
行
き
当
ら
ず
に
い
な
い
﹂
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
自
己

の
理
解
を
開
陳
す
る
︒

商
品
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
内
面
的
な
﹁
価
値
﹂
を
も
つ
か
の
よ
う
に
み
え
る

が
︑
す
で
に
︑
そ
れ
ら
は
貨
幣
形
態
が
与
え
た
形
而
上
学
に
す
ぎ
な
い
︒

商
品
の
根
底
に
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
︒
根
底
そ
の
も
の
が
不
在
な

の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
あ
る
の
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
な
の
だ
︒

（
6
）

　
宇
野
の
価
値
論
は
労
働
力
が
商
品
化
さ
れ
た
こ
と
で
資
本
主
義
が
成
立
す

る
こ
と
を
説
く
︒
こ
の
議
論
を
柄
谷
は
︑
資
本
の
﹁
原
始
的
﹂（prim

itive

）

な
あ
り
方
を
同
質
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
︑
異
質
的
な
差
異
の
場
と
し

て
捉
え
た
︒
そ
れ
が
同
質
化
さ
れ
た
と
き
に
︑
貨
幣
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化

が
起
こ
り
︑
労
働
力
を
担
う
人
間
が
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
︒

　
そ
の
た
め
本
書
第
四
章
で
は
︑
部
分
的
な
形
で
あ
る
に
せ
よ
︑
原
始
的
蓄

積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
た
め
に
︑
農
民
の
土
地
を
囲
い
込
む
こ
と
で

生
じ
た
不
定
形
な
労
働
力
を
商
品
化
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
︱
︱
宇
野
自
身

の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
﹁
無
理
﹂︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
言
葉
で
は
﹁
閾
﹂

（threshold

）
︱
︱
が
︑
外
部
を
内
部
に
折
り
畳
ん
で
い
く
働
き
と
︑
商
品
化

さ
れ
た
労
働
力
を
生
産
過
程
に
開
い
て
い
く
働
き
の
二
重
の
働
き
と
捉
え
ら

れ
る
と
論
じ
て
い
る
︒
そ
こ
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
な
襞ひ
だ

の
思
想

に
依
拠
し
て
︑
労
働
力
の
商
品
化
を
再
定
義
し
た
の
で
あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
柄
谷
の
議
論
が
相
対
主
義
的
な
差
異
の
戯
れ
と
し
て
宇
野
の
価

値
論
を
読
む
こ
と
に
終
始
す
る
の
に
対
し
て
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
労
働
力
の
商

品
化
を
収
奪
と
い
う
原
初
的
な
暴
力
行
為
と
し
て
読
み
取
る
︒
柄
谷
の
価
値

論
に
対
し
て
は
︑
国
家
の
収
奪
と
い
う
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
指
摘

も
今
日
で
は
な
さ
れ
て
い
る
︒

　
そ
れ
は
宇
野
の
価
値
形
態
論
を
︑
主
体
を
相
対
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
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想
と
し
て
解
釈
す
る
か
︑
主
体
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
弁
わ
き
ま
え
つ
つ
も
︑
そ
の

歴
史
的
な
搾
取
関
係
に
着
目
す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
思
想
の
も
と
に
読
み

取
る
か
と
い
っ
た
︑
柄
谷
と
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
巻
く
時
代
状

況
の
違
い
と
も
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
︒
い
ま
や
時
代
の
潮
流
は
歴

史
性
に
拘
束
さ
れ
た
主
体
を
解
放
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
溶
解
し
て
し
ま
っ
た

主
体
︑
す
な
わ
ち
﹁
主
体
性
な
き
主
体
﹂
を
歴
史
的
状
況
の
な
か
に
再
分
節

化
す
る
作
業
を
求
め
る
状
況
に
あ
る
︒

　
そ
こ
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
が
も
た
ら
し
た
主
体
化
論
が
注
目
さ
れ

る
理
由
が
あ
る
︒
本
書
も
ま
た
そ
の
流
れ
に
棹さ
お

さ
す
︒
た
だ
し
︑
そ
こ
で
求

め
ら
れ
る
主
体
化
と
は
︑
ラ
カ
ン
の
言
う
よ
う
な
︑
あ
く
ま
で
空
洞
な
メ
タ

フ
ァ
ー
と
し
て
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
︒
宇
野
に

よ
る
マ
ル
ク
ス
解
釈
の
議
論
に
従
い
つ
つ
も
︑
主
体
の
理
解
に
お
い
て
も

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
︑
そ
の
働
き
を
両
義
的
な
反
復
過
程
と
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や

デ
リ
ダ
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
思
考
の
も
と
に
捉
え
て
い
る
の
だ
︒

　
さ
ら
に
第
四
章
の
後
半
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
反
復
の
思
想

に
倣
っ
て
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
主
体
の
可
能
性
を
資
本
主
義
体
制

の
内
部
に
模
索
し
て
い
く
︒
そ
の
議
論
は
説
得
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑

そ
の
可
能
性
を
論
理
的
な
思
考
の
も
と
に
探
る
と
い
う
萌
芽
的
な
も
の
に
と

ど
ま
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
ま
で
経
済
学
的
な
下
部
構
造
論
の
次
元
で
議
論
を

展
開
し
て
き
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
思
索
が
宇
野
を
離
れ
て
︑
上
部
構
造
的
な
主

体
化
論
へ
と
飛
翔
す
る
契
機
を
含
む
が
ゆ
え
に
︑
こ
こ
が
本
書
に
お
け
る
議

論
の
転
換
点
を
な
す
︒

　
労
働
力
の
商
品
化
が
進
む
な
か
で
︑
そ
の
担
い
手
で
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
と
い
う
主
体
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
は
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
安
価
な
商
品
と
し
て
資
本
主
義
生
産
様
式
に
縛
り
付
け

ら
れ
た
存
在
で
あ
る
が
︑
同
時
に
社
会
主
義
運
動
の
担
い
手
に
も
な
り
得
る

潜
勢
力
を
秘
め
た
主
体
で
も
あ
る
︒

　
評
者
な
り
の
表
現
を
す
れ
ば
︑
物
神
化
さ
れ
た
資
本
と
い
う
﹁
謎
め
い
た

他
者
﹂
の
動
き
が
あ
っ
て
︑
労
働
力
が
商
品
化
さ
れ
る
こ
と
で
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
と
い
う
主
体
が
生
ま
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い

う
の
は
自
己
完
結
し
た
自
律
的
な
主
体
に
は
な
り
え
ず
︑
資
本
の
動
き
に
対

し
て
何
ら
か
の
捉
え
返
し
を
し
な
け
れ
ば
︑
能
動
的
な
主
体
性
は
獲
得
で
き

な
い
︒
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
捉
え
返
し
が
か
つ
て
は
社
会
主
義
運

動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
状
況
に
批
判
的
に
介
入
す
る
主
体
性
が
︑

こ
う
し
た
制
約
さ
れ
た
条
件
の
も
と
だ
か
ら
こ
そ
︑
生
起
す
る
可
能
性
を
孕は
ら

む
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
議
論
は
︑
下
部
構
造
を
前
提
と
す
る
な
か
で
主
体
の
生
成
を
説
く
点

で
︑
下
部
構
造
か
ら
独
立
し
た
上
部
構
造
を
想
定
し
た
石
母
田
ら
の
英
雄
時

代
論
よ
り
も
説
得
的
な
可
能
性
を
有
す
る
と
評
せ
よ
う
︒
下
部
構
造
決
定
論

的
な
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
を
克
服
す
る
た
め
に
︑
上
部
構
造
の
相
対
的

自
立
性
を
説
く
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
が
い
く
つ
も
唱
え
ら
れ
た
が
︑

ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
に
は
観
念
論
に
陥
ら
な
い
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
向
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性
が
︑
萌
芽
的
に
せ
よ
︑
新
た
に
明
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒

　
た
だ
し
︑
近
代
資
本
主
義
の
価
値
論
が
︑
近
代
以
前
の
所
有
論
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
対
応
を
見
せ
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
本
書
で
も
答
え
が
準
備
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
宇
野
は
商
品
経
済
が
近
代
以
前
に
も
存
在
し
て
お

り
︑
そ
れ
が
各
時
代
の
生
産
様
式
の
純
粋
な
原
理
形
態
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
︑

そ
の
生
産
様
式
を
解
体
す
る
働
き
を
な
し
て
き
た
と
述
べ
て
は
い
る
︒
し
か

し
︑
奴
隷
制
や
農
奴
制
が
資
本
主
義
に
お
け
る
労
働
力
の
商
品
化
の
よ
う
に
︑

何
ら
か
の
独
自
の
経
済
論
理
を
有
す
る
も
の
な
の
か
は
︑
分
析
対
象
が
経
済

学
と
し
て
の
資
本
分
析
で
あ
る
が
ゆ
え
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
の
点
で

は
経
済
学
と
歴
史
学
の
分
断
は
︑
現
在
も
一
九
三
〇
年
代
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら

な
い
︒

　
本
書
も
含
め
て
︑
起
源
の
学
と
し
て
の
歴
史
と
差
異
の
学
と
し
て
の
経
済

学
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
か
︒
あ
る
い
は
差
異
の
学
と
し
て
の
価
値

形
態
論
を
ど
の
よ
う
に
史
的
唯
物
論
の
中
に
組
み
込
み
︑
歴
史
的
起
源
の
両

義
性
を
力
動
的
に
分
析
し
て
い
く
の
か
︒
す
べ
て
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
︒
か

つ
て
野
呂
栄
太
郎
と
渡
部
義
通
が
岩
田
義
道
の
も
と
で
共
に
志
し
た
唯
物
史

観
の
﹃
日
本
通
史
﹄
を
実
現
す
る
た
め
に
は
︑
起
源
論
と
差
異
論
の
歴
史
的

軸
に
お
け
る
組
み
合
わ
せ
を
﹁
逆
説
的
﹂
な
か
た
ち
で
試
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
起
源
論
は
価
値
論
の
説
く
差
異
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
い
う

視
点
に
よ
っ
て
︑
歴
史
的
本
来
性
と
い
う
論
理
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
必
要

が
あ
る
の
だ
︒

　
こ
の
逆
説
性
ゆ
え
に
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
言
う
﹁
差
異
の
中
で
の
同
質
﹂
な

時
間
性
が
︑﹁
同
質
の
中
の
差
異
﹂
で
は
な
い
か
た
ち
で
成
り
立
ち
得
る
こ
と

に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
逆
説
性
が
な
ぜ
崇
高
な
る
体
験
を
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
と
い
う
主
体
に
も
た
ら
す
も
の
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
残
念
な

が
ら
肝
腎
な
箇
所
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ほ
と
ん
ど
説
明
は
な
さ
れ
て

い
な
い
︒
改
め
て
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
︒

　
な
ぜ
な
ら
ば
︑
崇
高
さ
は
し
ば
し
ば
謎
め
い
た
他
者
に
よ
っ
て
享
楽
さ
れ

る
苦
痛
に
満
ち
た
受
難
（passion

）
と
い
う
経
験
の
形
を
と
る
か
ら
で
あ
る
︒

資
本
と
い
う
他
者
に
享
楽
さ
れ
る
経
験
の
も
た
ら
す
耽
溺
性
こ
そ
が
︑
消
費

者
と
い
う
主
体
の
成
立
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
︑
後
進
地
域
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
人
び
と
に
︑
そ
の
低
い
地
位
を
与
え
て
い
る
主
動
因
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
資
本
主
義
と
い
う
ゲ
ー
ム
か
ら
降
り
難
く
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
︒

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
課
題
を
抱
え
る
か
ら
と
言
っ
て
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

リ
ズ
ム
を
基
点
と
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
マ
ル
ク
ス
解
釈
を
︑
歴
史
に

お
け
る
主
体
化
過
程
に
着
目
し
て
行
な
う
こ
と
の
大
切
さ
を
本
書
が
実
践
し

て
み
せ
た
そ
の
成
果
は
い
さ
さ
か
も
貶
お
と
し
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒
西
洋
発

の
マ
ル
ク
ス
議
論
を
日
本
と
い
う
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
後
進
に
見
え
た
地

域
か
ら
生
ま
れ
た
理
論
的
営
為
︱
︱
本
書
で
は
宇
野
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済

学
︱
︱
を
通
し
て
︑
西
洋
発
の
理
論
を
読
み
直
し
再
編
を
試
み
た
点
に
︑
本

書
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
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そ
れ
は
酒
井
直
樹
が
唱
え
る
よ
う
な
︑
特
殊
性
を
前
提
と
し
て
き
た
ア
ジ

ア
の
地
域
研
究
が
︑
普
遍
の
学
あ
る
い
は
特
異
性
の
学
と
し
て
の
人
文
学
へ

と
飛
翔
す
る
た
め
の
助
走
を
準
備
す
る
も
の
と
も
な
る
︒
あ
る
い
は
ナ
ジ
タ

と
並
ぶ
シ
カ
ゴ
学
派
の
領
り
ょ
う

袖し
ゅ
う︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
が
﹃
近
代
に
よ
っ
て
超

克
さ
れ
る
日
本
（O

vercom
e by M

odernity

）﹄（
二
〇
〇
〇
年
）
に
お
い
て
︑
柳
田

国
男
の
民
俗
学
と
戸
坂
潤
の
マ
ル
ク
ス
主
義
風
俗
学
を
逆
説
的
に
接
合
さ
せ

た
日
本
近
代
批
判
論
を
︑
西
洋
中
心
主
義
に
陥
ら
な
い
か
た
ち
で
発
展
さ
せ

る
試
み
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
︒

　
ハ
ル
ト
ウ
ー
ニ
ア
ン
こ
そ
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
を
含
め
て
︑
近
代

日
本
社
会
に
執
り
つ
い
て
止
ま
な
い
歴
史
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
デ
リ
ダ
の

亡
霊
学
の
立
場
か
ら
︑
根
本
的
な
批
判
を
加
え
た
学
者
に
他
な
ら
な
い
の
だ
︒

宇
野
か
ら
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
至
る
価
値
分
析
の
視
点
を
歴
史
学
的
な
マ
ル
ク
ス

主
義
批
判
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
の
か
︒
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で

あ
る
︒
著
者
と
共
に
歩
み
た
い
と
思
う
︒

　
補
記 

：
本
書
評
は
︑
ア
ン
ナ
・
ド
ゥ
ー
リ
ナ
︑
小
田
龍
哉
︑
宋
埼
の
三
氏
と
の
対
話
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
︒
三
氏
の
お
か
げ
で
︑
ロ
シ
ア
︑
中
国
︑
日
本
の
マ
ル
ク

ス
主
義
を
取
り
巻
く
状
況
の
違
い
が
︑
幾
分
な
り
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
︒
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Transcription of the Shōmyōji Text, Ōjōraisan kōmyōshō 
SATAKE Shinjō

In this paper, I survey a text known as Ōjōraisan kōmyōshō, which belongs to the creed kept in 
Shōmyō-ji Temple, which is under the supervision of Kanagawa Prefectural Kanazawa-Bunko 
Museum. Kakumyōbō Chōsai, a disciple of Hōnen, wrote this text. The text contains an inscrip-
tion regarding the year of composition (namely, 1268), which means that it can be situated as one 
of the earliest commentaries on Ōjōraisan, and is therefore of historical value.
 The author, Chōsai, became Hōnen’s disciple very late in his teacher’s life, but as he later 
formed a new school, called the Kubonji School, he is regarded as one of Hōnen’s most important 
disciples. However, due to the fact that the Kubonji School vanished shortly after its formation 
and most of their texts disappeared along with it, this made it very difficult to know who Chōsai 
was. In such circumstances, a number of texts including Ōjōraisan kōmyōshō were found by a 
research group during the Showa era. Since then, Chōsai’s importance has been broadly recognized 
in academia, and more researches on him have been anticipated. Yet, there were only a few papers 
done prior to my study on this matter, showing that there is much more work to be done on 
Chōsai. Also, it is important to note that there was a significant influence from Ryōchū, the third 
patriarch of Jōdo School, who was active during the same time as Chōsai, according to his untran-
scribed documents. With my research, I believe that Ōjōraisan kōmyōshō could be a valuable docu-
ment that provides clarification as to the relationships as well as the ideological similarities and 
differences found between Honen’s disciples.
 As the first step in examining and introducing this transcription, I will show just who 
Chōsai was as well as the development of the Pure Land School during the medieval era of Japan. 

Keywords :  Kakumyōbō Chōsai, “Jōdo-Gike”, Kanagawa Prefectural Kanazawa-Bunko Museum, Hōnen’s 
disciples, Ryōchū
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論文要旨・SUMMARIES

anti-Japanese sentiment. Most works were published in magazines issued in the Japanese Occupied 
Areas, and were intended to gain readers’ understanding of Japan’s invasion, to promote Japanese 
literature, and to make the Japanese more approachable.
 In addition to elucidating the translation situation, this paper illuminated an aspect of the 
exchange among Japanese and Chinese literati through clarifying the exchanges between Fumiko, 
the translator Cui Wanqiu, and the editor Zeng Jinke from letters. Furthermore, it was possible to 
confirm that “The Autumn of Beijing,” which is not included in Fumiko’s Complete Works, was 
published in a translation by Tao Zhicheng. This article reveals that Fumiko visited Beijing in 1936 
on behalf of the publisher Kaizōsha, and also indicates the need for a reconsideration of her 
chronological record, including this stay in Beijing.

Keywords :  Fumiko Hayashi, Chinese translation, Hōrōki, Cui Wanqiu, Zeng Jinke, literati exchange, “The 
Autumn of Beijing,” Kaizōsha, chronology in the Complete Works, the Second Sino-Japanese 
War

〈資料紹介〉

称名寺聖教『往生礼讃光明抄』翻刻
佐 竹 真 城

　小論で扱う『往生礼讃光明抄』は、神奈川県立金沢文庫管理の国宝称名寺聖教に属する一
書で、撰者は法然門下の覚明房長西である。
　本書について、文永 5（1268）年の書写奥書を有していることから、『往生礼讃』の註釈書
として最初期に位置付けることができ、史料として貴重である。
　撰者の長西については、法然の室への入門は遅かったが、後に九

く

品
ぼん

寺
じ

流と称する一派を形
成していることから、法然門下のなかでも重要視される人物である。しかしながら、九品寺
流は早くに途絶え、その著作も殆どが早くに散逸していたため、第三者の所伝のほかは詳細
を知る術がなかった。ところが、昭和の調査で本書を含めた数点の長西著作が顕出されたの
である。以降、学界としてその重要性・貴重性は大いに認識され、真の長西教義が明らかに
されることが期待されていた。しかしながら、筆者以前に実際に翻刻された典籍は僅かであ
り、十分に研究が進展しているとは言い難い。また、これら未翻刻の典籍には、同時代に活
躍した浄土宗第三祖良忠への影響を指摘することができる。如上の点から、長西研究のみな
らず、当時の法然門下の交流や思想交渉など、従来知られていなかった点を明らかにする上
で、貴重な史料と成り得ると考える。
　よって小論は、長西研究ならびに中世浄土教研究の進展を期して翻刻を公開する。
【覚明房長西、浄土疑芥、金沢文庫、法然門下、良忠】



XVI

「大成老舊刊全文數據庫」を主に用いた。その検索結果の一点一点を中国語から日本語にし、
原作とその初出を照査して「翻訳作品一覧表」にまとめた。また掲載雑誌に関する詳細な情
報も「訳文掲載誌の基本情報一覧表」にまとめている。これらに基づき、時間の流れに沿っ
て叙述した。
　林芙美子の作品は、1931 年に崔萬秋訳の「放浪記」を皮切りに次第に中国で訳され、読
まれるようになった。1930 年代前半は短編にとどまったが、1936 年は、林芙美子という人
の紹介になる自伝的作品と連載小説も確認できた。全面戦争開始後、林芙美子は従軍作家で
あったため、小説よりもルポや自叙伝等の作品が多く認められた。そのうち、完全な占領を
免れていた時期（1937︲1941）の上海が発行地であった雑誌に掲載された作品は、掲載点数は
わずかではあったが戦争に感傷的であり抗日を促す描写が見受けられた。作品の多くは日本
占領地域発行の媒体に掲載され、侵略への理解や日本文学の称揚、日本人に親近感をもたせ
ようとする要素のあるものであった。
　また翻訳状況の解明に加えて、「放浪記」訳を通じた林芙美子と訳者崔萬秋、編集者曾今
可との交流も書簡等から具体的に明らかにし、日中文人交流の一側面を照らし出した。さら
に一連の調査では、『林芙美子全集』未収録の陶志誠訳「北平之秋」も確認できた。同資料
からは 1936 年に林芙美子が改造社の嘱託で北京に訪問していたことが判明した。これによ
り北京滞在期間を含め、年譜的事項を補訂する必要性も明らかとなった。
【林芙美子、中国語翻訳、「放浪記」、崔萬秋、曾今可、文人交流、「北平之秋」、改造社、全
集年譜、日中戦争】

Translations of Hayashi Fumiko in China Before and During the Second 
Sino-Japanese War

ZOU Shuangshuang and NODA Atsuko

This article is an overall survey and description of the Chinese translations of Hayashi Fumiko’s 
works before and during the Second Sino-Japanese War. In addition to the features of the transla-
tions, it discusses the exchanges between the author and her translator and editor, as well as points 
to be reconsidered in the chronology. This survey mainly uses the Chinese databases “National 
Newspapers and Periodicals Index” and “Dacheng Old Journal Full-text Database.” The original 
and the first appearance of each search result were checked and compiled into a “List of 
Translations.” Detailed information on the magazines was also compiled into the table “Basic 
Magazine Information.”
 People began to read Fumiko’s works in China from 1931 on, with Cui Wanqiu’s transla-
tion of Hōrōki (Diary of a Vagabond). In the early 1930s only short stories were introduced, but 
autobiographical works and serial novels began to appear from 1936 on. After the Second Sino-
Japanese War broke out, Fumiko became a military writer, with translations focusing on her 
reportage and autobiographical work rather than novels. A few works were published in magazines 
issued in Shanghai between 1937 and 1941, when Shanghai had not been fully occupied by Japan 
yet. These works, containing pathetic depictions of the war, were translated in support of 
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Nagaoka Tamon, ca. post 1700, hereafter referred to as Nichibunken scroll) is rare among Kanō-
school monster scrolls in that it includes text. In this article, I compare the Nichibunken scroll 
with two other illustrated handscrolls also featuring text, the anonymous Bakemono-zukushi emaki 
(“Compilation of Monsters Illustrated Handscroll,” collection of Mr. Kunimatsu Yoshiyasu, ca. 
post 1700, hereafter Kunimatsu scroll) and the anonymous Kaikidan ekotoba (“Weird Tales in 
Words and Pictures,” collection of the Fukuoka City Museum, Late Edo–Meiji periods). Through 
such a comparison, I consider the distinctive features of each scroll and the connections existing 
among the three.
 I first identify the basic facts concerning the three scrolls and then engage in a comparative 
analysis. The comparative analytical perspectives I take include: 1) comparing the texts found in 
the Nichibunken scroll and the Kunimatsu scroll; 2) considering monsters not included in other 
Kanō-school lineage scrolls; and 3) the relationship between the later Kaikidan ekotoba and the 
Nichibunken and Kunimatsu scrolls.
 With regard to 1), I examine the usage of monster names found in typical Kanō-school lin-
eage scrolls. Both scrolls here employ text that contains the names found in other Kanō-school lin-
eage scrolls. However, even when both scrolls use the same name for the same monster, the content 
of the relevant text can differ, or conversely a monster can be referred to by a different name 
depending on the scroll.
 As for 2), there are cases in which both the Nichibunken and the Kunimatsu scroll identify 
monsters that are not only different from those found in typical Kanō-school lineage scrolls, but 
differ from each other as well, thus presenting examples of monsters unique to each scroll. While 
identification of the particular legend connected with these monsters has not yet been achieved, I 
have been able to gather multiple clues that can be of reference. Here I point out that not all of the 
passages in the scrolls are completely the creation of the author.
 As for 3), an examination of the texts demonstrates that Kaikidan ekotoba can be identified 
as being strongly influenced by such strains of the Kanō-school lineage as the Nichibunken and 
Kunimatsu scrolls. 

Keywords :  Kanō school, compilation of monsters illustrated handscrolls, monsters, text, image, compari-
son, Kyushu

〈研究ノート〉

中国における林芙美子の翻訳状況（戦前・戦時）
　   附：「翻訳作品一覧表」「訳文掲載誌の基本情報一覧表」

鄒 　 双 双 

野 田 敦 子

　本稿は、林芙美子における戦前から戦時の中国での翻訳状況を、全体的に調査し叙述した
ものである。翻訳作品の特徴などの他、看過されてきた翻訳者と編集者との交流、全集年譜
の検討すべき点を提示した。調査をするにあたり、中国のデータベース「全國報刊索引」と
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〈研究ノート〉

国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』を 
めぐって――いわゆる「化物尽くし絵巻」に関する一考察

木 場 貴 俊

　狩野派で主に描かれてきた、化物の名称と容姿を個別に並べた「化物尽くし絵巻」と総称
される絵巻（狩野派系統本）は、江戸文化特有の作品である。その系譜上に位置付けられる、
国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』（長岡多門作、18 世紀以降　以下、日文研本）は、
詞
ことば

書
がき

がある狩野派系統本として珍しい作品である。本論は、『諸国妖怪図巻』とそれと関係
する詞書がある二巻の絵巻、作者不明『化物尽くし絵巻』（國松良康氏所蔵、18 世紀以降　以下、
國松本）と作者不明『怪奇談絵詞』（福岡市博物館所蔵、江戸末期～明治時代）を比較することで、
各絵巻の特徴や関連性を考察したものである。
　まず、三巻の絵巻に関する基本的情報を概観した上で、比較分析を行った。比較分析の視
角は、①日文研本と國松本の詞書、②従来の狩野派系統本には描かれていない化物、③日文
研本と國松本よりも成立が遅い『怪奇談絵詞』との関連についてである。
　①については、従来の狩野派系統本で使われている名称の利用を中心に考察を行った。双
方ともに狩野派系統本で従来使われている名称を利用した詞書が作成されていた。しかし、
その利用については、両者が共通した名称を使っていても詞書の内容が異なるものや、各絵
巻で使用する名称に違いがあることが判明した。
　②は、従来の狩野派系統本だけでなく、日文研本と國松本でも共通したものがない、いわ
ば各絵巻の個性ともいえる特徴である。そこに付された詞書に関する伝承の類は確認できな
かったものの、参照できる情報は複数確認できた。これから、詞書の全てが作者の創作によ
るものではない可能性を指摘した。
　③は、詞書の検討を通して、『怪奇談絵詞』が日文研本と國松本のような、狩野派系統本
から見れば亜流と位置付けられる絵巻の影響を強く受けていることを明らかにした。
【狩野派、化物尽くし絵巻、化物、詞書、図様、比較、九州】

“Compilation of Monsters Illustrated Handscrolls” in Japan:  
Consideration for Shokoku yōkai zukan in International Research 
Center for Japanese Studies

KIBA Takatoshi

The subgenre of illustrated handscrolls referred to as “Compilation of Monsters Illustrated 
Handscrolls” (Bakemono-zukushi emaki), created mainly by Kanō-school artists and providing 
names and physical features of monsters, are a distinctive aspect of Edo-period Japanese culture. 
The scroll in the collection of the International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken) 
titled Shokoku yōkai zukan (“Illustrated Scrolls of Yōkai from the Various Provinces,” created by 
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ような読みは、このテクストがわざわざ「障害者」を語りの中心に置いている事には触れず
に済ませてしまっている。
　このことを問題視した先行研究をひもときつつ、改めて「他人の足」を読むと、その時代
には脊椎カリエスの化学療法が始まりだした過渡期であり、大江がそのダイナミズムを物語
にうまく取り入れることで、 集団とそこから離脱してゆく 「個」 を描き出していることがわか
る。
　一方で、この短編は、障害者の「性」を一貫して「卑

ひ

猥
わい

」なものとして描き出しているこ
とで、現在、身体障害者への性的介助サービスを行う「一般社団法人ホワイトハンズ」など
が問題視する障害者の性の権利を差別的に卑下してしまっているという問題もある。ところ
が同時に、「他人の足」というテクストは、その語りを、先述のように脊椎カリエス患者の
当事者の一人称視点に設定することによって、このような差別的視点を内面化しているとい
うリアリティとしても評価できるという、絶妙なバランスを持つものでもある。このような
不安定ともいえる表象は、大江文学を分析する上で不可欠であろう。
【大江健三郎、「他人の足」、一人称小説、障害者、当事者】

Ōe Kenzaburō’s “Tanin no ashi”:  
The Narrator being the Individual Tōjisha

SHIKATA Shūko

Ōe Kenzaburō’s 1957 short novel “Tanin no ashi” (Someone Else’s Feet) is a story of teenage spinal 
caries patients living in an isolation ward. Although published early in Ōe’s novelist career, the 
short story already contains features of Ōe’s later novels. One such feature is the narrative view-
point: the tale is told by boku (I), the oldest spinal caries patient in the ward. This paper focuses on 
this first-person narrative and analyses how it is effectively used.
 Ōe called “Tanin no ashi” “a reflection on living within closed walls as a symbol of isolation 
and confinement,” a description promoted by well-known critics such as Etō Jun and Kōno 
Toshirō. However, by ignoring the story’s central feature—a first-person narrative of a person with 
a disability—such readings undervalue the uniqueness of this story.
 This paper reviews previous studies to show that by incorporating the dynamics of an era 
when medical therapies for spinal caries were rapidly changing, Ōe effectively depicts an “individ-
ual” escaping the community to which he had belonged.
 The novel also shows a clear prejudice against the sexuality of the disabled—in this case, the 
spinal caries patients. It describes their sexuality and sexual behavior as obscene. By doing so, how-
ever, the novel subtly demonstrates how the disabled themselves can internalize discriminatory 
attitudes. An understanding of such ambiguities is essential for any analysis of Ōe’s novels.

Keywords :  Ōe Kenzaburō, “Tanin no ashi,” first-person narrative, tōjisha, handicapped
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accordance with national policy. As well, previous studies have barely addressed the question of 
how the meaning of the text changes in context due to the amendments and censored characters 
included when her work was anthologized after its first editions. The analysis of this, however, 
leads us through the relations between women and war, offering an opportunity to deepen the 
debate on wartime.
 “Beijing Travelogue,” which was published immediately after the Xi’an Incident (in Kaizō, 
vol. 19, no. 1, January 1937), includes images of chishiki fujin (intellectual women) and fujin 
taishū (women of the masses), visualizing the connections between women and war. It was subse-
quently anthologized three times between 1937 and 1939; the variant “Travels in China” was pub-
lished in Chinese in January 1940 (Kabun Osaka Mainichi, vol. 29, Osaka Mainichi Shinbunsha). 
It is here confirmed for the first time that “Travels in China” was reprinted a year later in Sekai 
gahō (vol. 17, no. 1, Tokyo: Kokusai Jōhōsha); however, the article composition was changed at 
this time. The publication details above are relevant to the period in which national policy and josei 
kaihō shisō (emancipation of women) were involved.
 With confirmation of each stage of the changes in meaning in context of various texts on 
women, this analysis focused on chishiki fujin and fujin taishū. Regarding the connection with josei 
kaihō shisō, contradictions appeared almost immediately with regard to fujin taishū and did so 
eventually as well with chishiki fujin. As well, a hierarchy was found to exist between the two. That 
is, the representations of women addressed by this paper reveal that women were caught up in the 
war based on the various stances derived from this intra-women hierarchy, as josei kaihō shisō 
became a mirage. The latent presence of the patriarchy maintained the position within the house-
hold of men as they became soldiers. “Beijing Travelogue” and “Travels in China” make it clear 
how important women and their representations were in wartime.

Keywords :  Hayashi Fumiko, “Beijing Travelogue,” “Travels in China,” war cooperation, military-aligned 
writer, anti-Japanese, patriarchy, josei kaihō shisō (emancipation of women), fujin taishū (women 
of the masses), chishiki fujin (intellectual women)

〈研究論文〉

「他人の足」――当事者であるということ

四 方 朱 子

　大江健三郎の初期短編の中に、「他人の足」（初出：『新潮』第 54 巻第 8号、1957 年 8 月）と
いう脊椎カリエスの少年たちの物語があるが、このテクストは大江の文壇デビューの最初期
に書かれているにもかかわらず、その後の大江小説の特徴を多く備えている。この短編を、
その語り手が脊椎カリエス患者の当事者の一人称視点であることに注目し、分析することで、
この短編が持つ複層的なゆらぎがもたらすリアリティを明らかにしたいと考える。
　「他人の足」は、従来、大江自身が著した「後記」の中の、「監禁されている状態、閉ざさ
れた壁のなかに生きる状態を考える」という記述を受けるかたちで、江藤淳や紅野敏郎らの
ような大物評論家らが、率先してその記述を追認し評するという傾向にあった。しかしこの



XI

論文要旨・SUMMARIES

〈研究論文〉

戦時下の女性表現
――林芙美子「北京紀行」「中国之旅」を一例に

野 田 敦 子

　従軍作家であった林芙美子の作品は、戦争協力時における葛藤に注目して考察される傾向
がある。しかし往時は、多くの新聞や雑誌が日中戦争を支持し、太平洋戦争までのレールを
敷いた。このため、戦争が支持されていた情勢を鑑みて、国策に沿う表現も考察する必要が
ある。また先行論では、初出後の書籍収録時における異同や伏せ字により、文脈の意味がど
う変わったのかという考察はほとんどなされていない。だがそれを分析することは、女性と
戦争との関わりを追うことに繫がり、戦時下の議論を深める一助になると考える。
　西安事件直後に発表された「北京紀行」（『改造』19 巻 1 号、1937 年 1 月）には、「知識婦人」
像と「婦人大衆」像が示されており、女性が戦争とどう結びついていったのかが見出せる。
同作は発表後、1937 年と 1939 年時の書籍に計 3回収録され、1940 年 1 月にはヴァリアント
の「中国之旅」（『華文大阪毎日』29 号、大阪毎日新聞社発行）が中国語で発表された。一年後「中
国之旅」は、『世界画報』（17 巻 1 号、東京：国際情報社発行）に転載されていたことを初めて
確認したが、誌面構成に変化が見られた。以上の書誌的事項は、国策と女性解放思想が関わっ
ていった時期に該当する。
　女性に関する様々な記述の文脈における意味の変化を段階的に押さえて、「知識婦人」と「婦
人大衆」を中心に分析した。女性解放思想との関わりにおいて、「婦人大衆」の場合は早く
から矛盾が表面化し、「知識婦人」にも最終的には矛盾が見受けられた。また「婦人大衆」
と「知識婦人」の間にはヒエラルキーが存在していた。つまり本稿で追った女性表現からは、
女性間のヒエラルキーから生じた各々の立場で戦争に巻き込まれ、女性解放思想が幻想化す
るありようが読み取れた。家父長制が潜在化しており、兵隊となる男性の地位を家庭内で保
持したともいえる。「北京紀行」と「中国之旅」からは、女性やその表現が戦時中いかに重
要となっていたのかが見出せる。
【林芙美子、「北京紀行」、「中国之旅」、戦争協力、従軍作家、抗日、家父長制、女性解放思想、
婦人大衆、知識婦人】

Representations of Women in Wartime: A Study of Hayashi Fumiko’s 
“Beijing Travelogue” and “Travels in China”

NODA Atsuko

The writing of Hayashi Fumiko in her aspect as a military-aligned writer tends to be discussed 
with a focus on the conflict in her wartime cooperation. However, at the time, many newspapers 
and magazines supported the Sino-Japanese war, laying the groundwork for the Pacific War. 
Therefore, in the context of a nationally supported war, we must also consider expressions in 
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明しようとする阿部の立場は、すでに 1939 年の論考に表れている。
　本稿では、このように、明治期以降の「崎門」における李退渓論、および主に「教育勅語」
の文脈において語り始められた「熊本実学派」と李退渓との関係をめぐる議論について考察
している。
【東亜の朱子学、道義、李退渓、阿部吉雄、山崎闇斎、崎門、熊本実学派、横井小楠、元田
永孚、教育勅語、松田甲】

“Neo-Confucianism of East Asia” and Yi T’oegye in Modern Japan: 
Debates on Yi T’oegye by Kimon and Kumamoto Practical Learning 
Schools and “Morality”

KANG Haesoo

This article explores the trajectory of research on Yi T’oegye’s philosophy in modern Japan with a 
focus on Abe Yoshio (a representative scholar of Yi T’oegye) who published a book entitled Yi 
T’oegye in 1944 when he was an assistant professor at Keijō Imperial University. By examining 
what both the scholars of the Kimon (Yamazaki Ansai) School and those of the Kumamoto 
Practical Learning School discussed about Yi T’oegye’s philosophy, I find that Abe actually com-
bined the interpretations of both schools, which maintained different academic orientations, into a 
coherent whole. Before Abe synthesized the interpretations of both schools, Oka Naokai (a disciple 
of Kusumoto Sekisui who was a Confucian scholar in the Hirado domain of Hizen) had already 
suggested such synthesis in his edited volume Kimon gakumyaku keifu furoku in 1940. Oka’s vol-
ume clearly showed that both Yamazaki Ansai (Kimon School) and Motoda Nagazane (Kumamoto 
School) had already been influenced by Yi T’oegye.
 When seen through the key concept “morality,” the debates on Yi T’oegye in the 1940s had 
little to do with discussions of Yi T’oegye that had unfolded in the Meiji period. Instead, Abe’s 
interpretations of Yi T’oegye’s philosophy from the perspective of “morality” were rather grounded 
in a variety of discourses that gained currency in Imperial Japan and Colonial Korea. Abe charac-
terized Yi T’oegye as “the founder of morality studies in the peninsula, the pioneer of moral phi-
losophy” and related Yi’s philosophy to the theories of morality proposed by Yamazaki Ansai and 
Motoda Nagazane, respectively. In particular, Abe tried to shed light on Yamazaki Ansai’s thought 
from the perspective of “morality.”
 In this article, I contextualize how the interpretations of Yi T’oegye’s moral philosophy, 
which the Kimon scholars and Kumamoto Practical Learning scholars (who are often discussed in 
the context of “Imperial Rescript on Education”) proposed, were closely interconnected.

Keywords :  Neo-Confucianism of East Asia, Morality, Yi T’oegye, Abe Yoshio, Yamazaki Ansai, Kimon 
School, Kumamoto Practical Learning School, Yokoi Shōnan, Motoda Nagazane, Imperial 
Rescript on Education, Matsuda Kō
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of art after his visit to India, which led him to oppose Western perceptions of art influenced by 
theories of social evolution and development stages of arts such as those of Spencer and Hegel. 
Chapter 4 examines the correspondence between Okakura and Vivekananda and other material 
found in Japan and India to gain insight into their relationship and ideological exchanges. Chapter 
5 examines Vivekananda’s interest in Indian art history and his critical view, which was influenced 
by the historic controversy between the British scholar James Fergusson and the Indian historian 
Raja Rajendralal Mitra on the issue of the Greek origins of Indian art in the 1870s. Chapter 6 dis-
cusses the ideological exchanges between Okakura and Vivekananda regarding the various issues of 
cultural exchanges between the west and the east. Chapter 7 examines their shared interest in the 
development of Asian art history and concludes the paper.

Keywords :  Okakura Tenshin (Kakuzō), Swami Vivekananda, Bengal, British Raj, Social Darwinism, Pan-
Asianism, Indian Art, Herbert Spencer, Ernest Fenollosa

〈研究論文〉

近代日本の〈東亜の朱子学〉と李退渓
――「崎門」および「熊本実学派」における李退渓をめぐる議論と「道義」

姜 　 海 守

　本稿は、日本を代表する李退渓研究者であった阿部吉雄が、京城帝国大学助教授時代に刊
行した〈日本教育先哲叢書〉の第 23 巻（最終巻）『李退渓』（1944 年）を執筆するに至るまで
の、近代日本における李退渓研究の歩みを思想史的側面から考察したものである。そのため
の分析対象としたのは明治時代以後の「崎門」（山崎闇斎学派）および「熊本実学派」の李退
渓をめぐる議論である。『李退渓』には、学問の系統が異なる「崎門」の李退渓論と「熊本
実学派」のそれが全体的に結びつけられたような語りがみられる。そうした両学派が統合さ
れた李退渓論は、すでに 1940 年、肥前平戸藩の儒者楠本碩水の門人岡直

なお

養
かい

が訂補・刊行し
た『崎門学脈系譜』の岡直養編録「崎門学脈系譜付録一」にみられる。まさにここに、山崎
闇斎および元田永

なが

孚
ざね

の両者がともに李退渓から影響を受けたという李退渓研究の端緒が見え
てくるのである。
　本論文は、1940 年代の李退渓言説を、主に「道義」という鍵概念から捉える試みである。
本研究によって明らかになったことは、明治時代の李退渓言説を「道義」という観点から捉
えることは難しく、また、それが 1940 年代以降の李退渓言説とも連続しないということで
ある。明確なかたちで「道義」という視点から李退渓を論じる阿部の『李退渓』の登場は、
必ずしも李退渓言説に限らず、その前後の帝国日本および植民地朝鮮における多様な言説空
間の変化に繫がりをもつものであった。阿部は『李退渓』において、李退渓を「半島に於け
る道学の教祖、道義哲学の創唱者」と捉えながらも、山崎闇斎および元田永孚の「道義思想」
を李退渓のそれとの関わりで論じているが、特に山崎闇斎の思想を「道義」的な観点から照
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を獲得する鍵となる人物が、近代インドを代表するヒンドゥー教改革運動家ヴィヴェーカー
ナンダであると考え、ヴィヴェーカーナンダとの交流を通して岡倉が、インドの美術や歴史
に関わる新たな認識を深めてゆく経緯を、日本とインドに残された当時の資料を対比して検
証する。
　本稿の構成は、以下の通りである。第一章は、日本の仏教美術とギリシア美術の類似性と
いう美術史上の争点についての岡倉の視点の変遷を検証し、本稿の課題を位置づける。第二
章は、岡倉天心の生涯を検証するこれまでの伝記的研究を整理し、本稿の課題の背景を明ら
かにする。第三章は、岡倉のアジア美術史観の変遷を、社会進化論やヘーゲル美学の影響を
通して検証し、インド訪問後のその視点の変化を検証する。第四章は、岡倉とヴィヴェーカー
ナンダの相互の影響関係を検証する手掛かりとして、両者の著作に見られる共鳴関係を検証
する。第五章は、インド美術に関心を深めたヴィヴェーカーナンダの、当時のインド美術の
ギリシア起源説への批判的なまなざしを検証する。第六章は、両者の思想的な影響関係を、
仏教の伝播や社会変革の思想としての仏教などの論点を対比して検証する。第七章は、イン
ド美術の独自の発展を捉えようとする両者の問題関心の共有を検証し、その影響関係の広が
りを跡付けて、まとめとする。
【岡倉天心、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ、ベンガル、英領インド、社会進化論、ア
ジア主義、インド美術、ハーバート・スペンサー、アーネスト・フェノロサ】

Ideological Exchanges between Okakura Tenshin (Kakuzō) and Swami 
Vivekananda on Asian Art History: Issues of the Social Evolution 
Theory and Greek Origins of Indian Art

TOGAWA Masahiko

Okakura Tenshin (Kakuzō), a renowned pioneering art historian of modern Japan, visited India in 
1902 to explore the origins of Buddhist art in Asia. During his nine-month visit in India, he stayed 
at the Belur Math in Calcutta and met Swami Vivekananda, a leading Hindu reformist of modern 
India and particularly being famous for his addresses at the Parliament of the World’s Religions in 
1893 in Chicago. 
 This paper examines Okakura’s view on the history of art in India, and more generally in 
Asia, as formed under the influence of Vivekananda’s thought. Vivekananda was considered to 
inspire him new perspectives on the development of Indian art history, such as a critical view of the 
theory of Greek influence on Indian art and a deeper understanding of its internal developments. 
Through Vivekananda’s discourse with Okakura at the Belur Math, Okakura deepened his under-
standing of the ideological unity and unique development of Asian arts and formulated a counter-
argument to Euro-centric notions of the development of art based on the social evolution theory 
and development stage theory proposed by Herbert Spencer and Fredrich Hegel.
 The outline of the paper is as follows. Chapter 1 discusses his perspective on the issue of the 
historical relation between Japanese Buddhist art in the Nara era and classical Greek art. Chapter 2 
examines the biographical studies of Okakura to illustrate his view on Asian arts and their develop-
ment during his lifetime. Chapter 3 discusses the change in Okakura’s views on the development 
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because this rhetorical device is closely related to the vocabulary and structure of the Japanese lan-
guage. There are many cases where the two sides of the poem, namely the landscape and the 
human relation, are involved mainly by their sounds and it is difficult to find some common 
nuances. While, in the former translations, there were many efforts and ingenuities applied to 
transmit these pivot words and word associations (engo), we cannot say that these problems are 
completely solved. In these waka poems with two contexts, several pivot words are used and we 
can often see them with word associations. In addition, there can be various relations between the 
two contexts: there are poems in which the two contexts have almost no common points except for 
their sound but, in other cases, we can find some common nuances.
 We considered translation methods of waka poems with two contexts, especially some 
examples in which we can hardly find out some common concepts in their content. Then, because 
the mother language of this thesis’s author is Hungarian, we tried some Hungarian translations of 
these waka poems.
 First, we discussed the nature of pivot words by citing the main results in previous research 
in the field of rhetoric focusing on homophonous words. Then, we investigated the translation 
methods of waka poems with two contexts through the former English and German translations 
of waka poems in the Kokin wakashū, the Shinkokin wakashū, and the Hyakunin isshu, and found 
11 types of methods. We analyzed these 11 methods by showing examples, then presented some 
issues applying them poses. Finally, we suggested some translation methods which may be capable 
to transmit waka poems with row of pivot words and word associations more precisely and tried a 
few translations of these waka poems. The conclusion of our consideration is that waka poems 
with two contexts could be most precisely transmitted to a Western language if we try to translate 
them by an allegory with actualizing the landscape through words which at the same time suggest 
human relation. This could be realized mostly by choice of words and personification.

Keywords :  classical waka poetry, pivot word (kakekotoba), word association (engo), waka poem with two 
contexts, Kokin wakashū, Shinkokin wakashū, Hyakunin isshu, translation, allegory, western 
poetry

〈研究論文〉

岡倉天心とヴィヴェーカーナンダの反響するアジア美術史観
――インド美術史論争におけるギリシア起源説と社会進化論の克服を通して

外 川 昌 彦

　本稿は、近代日本を代表する美術史家・岡倉天心のアジア美術史に関する認識の転換を、
1902 年のインド滞在中のベンガル知識人との多様な思想的交流の経緯を通して検証する。
岡倉にとってインド美術史の探求は、ハーバート・スペンサーの社会進化論やヘーゲルの発
展段階論に基づく芸術の単系的な発展モデルを克服し、アジア諸美術の「自然な成長」やそ
の相互交渉を捉える視点を与えるものとなっていた。
　本稿では、岡倉がギリシア美術の影響を離れたインド美術の内発的発展という新たな視点
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 （【　】内はキーワード）

〈研究論文〉

掛詞の外国語訳の方法について
――複数の掛詞・縁語を使用した二重文脈歌を中心に

フィットレル・アーロン

　本稿では、二重文脈歌の翻訳方法について検討し、翻訳の改善に向けて、翻訳方法を提案
してみた。
　古典文学、特に和歌を外国語に翻訳する際、掛詞という、日本語の語彙と構造と深く関わ
る修辞法を目標言語にも伝えるのは極めて難しいことである。掛詞の一方である景物ともう
一方である人事との間に、音声以外の共通点が見出しがたい場合、目標言語への翻訳または
反映がさらに困難で、先行翻訳において様々な工夫がなされてきてはいるものの、問題が解
決されているとは言い難い。そもそも、掛詞は種類も、一首の和歌の中での数も多く、縁語
とともに出てくる例も多い。また、景物と人事の関係もさまざまであり、ときには音の繫が
り以外の関連が見つけにくい例もあるが、景物と人事の性質が類似する例も多い。
　稿者は和歌のハンガリー語訳も行っているため、本稿ではハンガリー語訳を中心に、翻訳
または反映が最も困難であると考えられる、多くの掛詞と縁語を使用した二重文脈歌の西洋
の言語への翻訳方法について考察した。
　最初に、掛詞の本質について、同音異義の修辞法に関する主な先行研究を参考にして確認
した。次に、外国語訳が複数ある『古今和歌集』と『新古今和歌集』、『百人一首』の二重文
脈歌を中心に、英訳と独訳の先行例をとおして、二重文脈歌の現在までの翻訳方法を検討し、
11 の翻訳方法を識別し、例をあげて分析し、その問題点を示した。最後に、掛詞の本質を
より正確に伝達する翻訳方法を提案し、翻訳実践を行った。上記の検討と合わせて、二重文
脈歌の特質を最も正確に伝える翻訳方法は、景物の文脈を表面に出し、人事の文脈を潜在化
して、言葉の選択または擬人法によって暗示する、寓喩的な方法であると結論付けた。
【古典和歌、掛詞、縁語、二重文脈歌、『古今集』、『新古今集』、『百人一首』、外国語訳、遇喩、
西洋詩】

About the Method of Pivot Word’s Translation:  
Focusing on Waka Poems with Two Contexts Using Row of Pivot Words 
and Word Associations

FITTLER Áron

In this thesis we investigated translation methods of waka poems with two contexts (namely, land-
scape and human relation) and suggested some new methods to innovate these waka poems’ 
translation.
 Translating or transmitting of pivot words (kakekotoba) into another language is difficult 

論文要旨・SUMMARIES
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誌
と
し
て
の
性
格
を
打
ち
出
し
、
第
五
十
二
集
か
ら
は
、
日
本
研
究
に

関
す
る
論
考
で
あ
れ
ば
誰
も
が
投
稿
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
で

は
二
〇
一
八
年
に
オ
ン
デ
マ
ン
ド
出
版
に
切
り
替
え
、
投
稿
か
ら
刊
行

ま
で
の
迅
速
な
編
集
を
実
現
し
た
。
第
六
十
集
ま
で
辿
り
着
け
た
の
も
、

国
内
外
の
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
ボ
ー
ド
や
査
読
を
担
当
し
て
く
だ
さ
っ
た

方
々
、
多
く
の
皆
様
の
ご
協
力
の
賜
で
あ
る
。
改
め
て
御
礼
申
し
上

げ
る
。

　『
日
本
研
究
』
第
一
集
の
「
創
刊
の
こ
と
ば
」
は
、
梅
原
猛
初
代
日

文
研
所
長
（
二
〇
一
九
年
逝
去
）
が
執
筆
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
こ

の
紀
要
か
ら
人
類
社
会
に
大
き
な
光
を
与
え
る
新
し
い
理
論
が
生
れ
て

く
る
こ
と
を
強
く
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

初
発
の
志
を
意
識
し
、
日
本
研
究
を
牽
引
す
る
国
際
学
術
雑
誌
と
し
て
、

今
後
も
『
日
本
研
究
』
の
刊
行
を
続
け
て
い
く
。
皆
様
の
ご
投
稿
を
引

き
続
き
お
願
い
し
た
い
。

 

『
日
本
研
究
』
第
六
十
集 

編
集
長
　
安
井
眞
奈
美
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