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「高
瀬
舟
」
と

「武
」
の
比
較
を
中
心
と
し
て

最
近
新
中
国
の
作
家
郭
沫
若
氏
の
短
篇

「波
」（【
ォ
な
二
郎
氏
訳
）
を
読
み
、

獣

縄

畢

魏

期

鮮

宰
晨

獅

Ｈ

蝿

覗

為

卸

盛

リ

孜
郎
氏
訳
）
と
夏
目
漱
石
の

「坑
夫
」
と
の
間
に
も
あ
る
。
）
こ
の
三
作
は
構

成
上
と
も
に
船
上
の
出
来
事
に
取
材
し
て
を
り
、
こ
の
や
う
な
背
景
の
類
似
の

中
に
ど
の
や
う
な
構
想
で
ど
ん
な
人
間
、
社
会
が
描
か
れ
て
ゐ
る
か
、
表
現
を

裏
づ
け
る
作
者
の
人
間
観
と
か
社
会
観
と
か
表
現
方
法
と
か
を
検
討
比
較
し
て

み
た
く
心
ひ
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
高
瀬
舟
・
気
よ
り
二
十
六
年
遅
れ
、
新
ｔ

い
世
界
観
に
立
つ
、
こ
の
新
中
国
小
説
と
の
比
較
は
一
ま
づ
他
■
に
譲
り
、
今

回
は
専
ら

「高
瀬
舟
」
と

「凱
」
と
の
対
比
的
考
察
を
中
心
に
、
鴎
外
い
芥
川

の
小
説
的
方
法
、
創
作
意
識
上
の
両
人
の
相
互
的
交
渉
、
人
生
観
乃
至
表
現
手

法
上
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
で
し
ば
ら
く
メ
ス
を
揮
ふ
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
両
作

品
の
内
容
的
形
式
的
比
較
を
要
項
的
に
示
す
を
便
ど
す
る
。

高
瀬
舟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
風

一
　

セ
ン
ト
の
問
題

芥
川
の
「凱
」
は
右
の
や
う
に
「高
瀬
汀
」
に
運
れ
る
こ
と
僅
に
三
・
四
ケ

月
で
あ
る
。
こ
の
位
の
時
間
の
隔
り
は
芥
川
が

「高
瀬
舟
」
に
ヒ
ン
ト
を
え
て

「嵐
」
を
構
想
し
書
き
あ
げ
る
に
ち
よ
う
ど
頃
あ
ひ
の
や
う
に
思
へ
る
。
こ
の

前
年
の
大
正
四
年
九
月
彼
は
今
日
か
ら
み
て
も
劃
期
的
な

「羅
生
門
」
を

「帝

国
文
学
」
に
発
表
ｔ
い
つ
い
で
漱
石
の
賞
讃
を
浴
び
た
出
世
作

「鼻
」
を
五
年

二
月
第
四
次

「新
新
潮
」
創
刊
号
に
載
せ
た
。
こ
の
や
う
に
油
の
乗
り
出
し
た

芥
川
が
さ
ら
に

「孤
独
地
獄
」

「父
」
を
挿
ん
で
、
人
間
及
び
社
会
の
戯
画
化

の
諷
刺
小
説

「気
」
を
「高
瀬
舟
」
の
ヒ
ン
ト
の
上
に
仕
上
げ
る
こ
と
は
方
法

的
に
も
内
容
的
に
も
了
解
に
苦
し
ま
な
い
。
こ
ゝ
で
「高
瀬
舟
」
が
前
者
の
ヒ

ン
ト
に
な
つ
た
之
い
ふ
の
は
ま
。つ
冒
頭
の
対
批
―
場
所
、
人
物
、一時
代
―
で
も

発
表
　
大
正
五
年

一
月
（中
央
公
論
）

脱
稿
　
仝
　
四
年
十
二
月

典
拠
　
翁
草
、
流
人
の
話

苺腰　躍』嗜動」」兵衛

大
正
五
年
五
月
（希
望
）

仝
年

　

一二
月

加
賀
藩
古
老
か
ら
の
開
話
（↓

御
徒
土
森
権
之
進

仝
　
井
上
典
蔵

山

本

捨

場
所
　
高
瀬
舟
の
中
（高
瀬
川
）
　
　
　
　
長
州
征
伐

の
金
昆
羅
船

の
上

（安
治
川
日
）

幕
末
元
治
元
年
末

無
意
識
の
ビ
ロ
イ
ズ
ム
と
そ
の

附
和
雷
同
の
滑
稽
。　

・

寓
意
小
説

（諷
刺
的
テ
ー
マ
小

説
）

時
代
　
江
戸
寛
政
の
頃

主
題
　
幸
福
は
欲
望
に
た
す
る

´

諦
念
（節
度
的
自
足
）。

附
、
既
成
道
徳
へ
の
疑
問
。

形
式
　
寓
意
小
説
的
（歴
史
離
れ
）



分
る
や
う
．に
、
創
作
手
法
の
相
違
に
も
拘
ら
ず
、
イ
ア
ユ
エ
ー
シ
ヨ
ン
の
設
定

や
素
材
の
布
置
に
多
分
に
類
す
る
所
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
小
説
形
式
の
類
似

や
後
に
説
明
す
る
と
は
り
内
容
的
に
大
正
初
年
の
社
会
問
題
生
活
問
題
に
対
す

る
批
判
を
寓
意
し
た
。
創
作
態
度
や
主
題
選
択
に
お
け
る
共
通
性
を
示
す
か
ら

で
あ
る
。

「気
」
は
一
見
歴
史
小
説
的
形
式
を
粧
つ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
実
寓
意
的
テ

ー
マ
小
説
で
あ
り
諷
刺
小
説
で
あ
る
。

（
テ
ー
マ
小
説
の
形
式
は
菊
池
や
芥
川

な
ど
新
思
潮
派
が
こ
の
こ
ろ
意
識
的
に
開
拓
し
た
新
形
式
で
あ
る
。
）
彼
の
王

朝
物
や
き
り
し
た
ん
物
な
ど
は
な
る
ほ
ど
歴
史
上
の
諸
人
物
を
取
上
げ
、
歴
史

的
考
証
を
以
て
綿
密
に
背
景

（社
会
状
態
や
風
俗
）
の
描
写
を
行
ひ
、
ま
さ
に

そ
の
時
代
の
人
間
や
事
件
ら
し
く
描
写
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
や
う
に
用
ゐ

ら
れ
る
歴
史
が
実
は
主
と
し
て
現
代
の
現
実
的
問
題
の
発
見
の
場
所
、
そ
の
芸

術
的
表
現
の
方
法
に
過
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
そ
の
実
作
品
や
言
説
を
通
し
て

察
知
で
き
る
。
即
ち
そ
の
歴
史
取
材
は
史
的
真
実
の
追
求
と
か
史
実
の
再
現
を

離
』
』
堀

装
（の
輩
山
餞
楓
ｒ
】
痛
動
は
い
］
】
醐
球
】
け
葬
」
難
経
わ
ｒ
¨
「
れ

さ
に

「羅
生
門
」
を
始
め
と
し
て

「芋
粥
・
奉
教
人
の
死
・
或
る
日
の
大
石
内

蔵
之
助
・
戯
作
三
床
・
地
獄
変
」
な
で
み
な
さ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
現
代
的

思
想
・
心
理
に
仮
托
し
た
人
間
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
芥
川
の
投
影
で
あ
る

「西
郷
隆
盛
」
（大
正
６
）中
の
老
史
学
者
は

「僕
は
歴
史
を
書
く
に
し
て
も
、

嘘
の
な
い
歴
史
な
ぞ
書
か
う
と
は
思
は
な
い
。
唯
如
何
に
も
あ
り
さ
う
な
、
美

し
い
歴
史
さ
へ
書
け
れ
ば
そ
れ
で
満
足
す
る
」
と
、
主
観
的
な
芸
術
的
史
観
を

述
べ
て
ゐ
る
ｔ
「
過
去
取
材
の
態
度
を
聞
か
れ
て
次
の
や
う
に
答
へ
た
芥
川
の

言
葉
は
一
層
そ
の
辺
の
事
情
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。

今
僕
が
或
テ
エ
マ
を
捉
へ
て
そ
れ
を
小
説
に
書
く
と
す
る
。
さ
う
し
て
そ
の

テ
エ
マ
を
芸
術
的
に
最
も
力
強
く
表
現
す
る
為
に
は
．
或
異
常
な
事
件
が
必

要
に
な
る
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
異
常
な
事
件
な
る
も
の
は
ｖ
異
常
な

だ
け
、
今
日
の
「
本
に
起
つ
た
事
と
ｔ
て
は

・
書
き
こ
な
し
悪
い
。

中^
略
）

こ
の
困
難
を
除
ぐ
手
段
に
は

（中
略
）
昔
か
（未
来
は
稀
で
あ
ら
う
）日
本
以

外
の
土
地
か
或
は
昔
日
本
以
外
の
土
地
か
ら
起
つ
た
事
と
す
る
外
は
な
い
。

僕
の
音
か
ら
材
料
を
採
つ
た
小
説
は
大
抵
こ
の
必
要
に
追
ら
れ
て
、
不
自
然

の、
障、
害、
を
避
け
る
為
に
舞
台、
を、
音、
に、
求
め
た
の
で
あ
る
。

（澄
江
堂
雑
誌
、

彙５

（加
点
筆
者
）

即
ち
現
代
的
テ
ー
マ
の
芸
術
的
自
然
化
の
た
め
に
歴
史
的
過
去
が
使
用
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
寓
意
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

鴎
外
の
歴
史
小
説
は

「歴
史
英
儘
と
歴
史
離
れ
」
（大
正
４
●
ｌ
ｏ
心
の
花
）

の
所
説
に
よ
つ
て
、

「わ
た
く
し
は
史
料
を
調
べ
て
見
て
、
英
中
に
窺
は
れ
る

『自
然
｝
を
尊
重
す
る
念
を
発
し
た
「
そ
し
て
そ
れ
を
猥
に
変
更
す
る
の
が
厭

に
な
つ
た
」
と
こ
ろ
の
歴
史
の
自
然
に
基
く
歴
史
其
儘
の
小
説
と
、

「わ
た
く

し
は
歴
史
の
『自
然
』
を
変
更
す
る
こ
と
を
嫌
つ
て
、
知
ら
ず
識
ら
ず
歴
史
に

縛
ら
れ
た
０
わ
た
く
し
は
此
縛
の
下
に
喘
ぎ
苦
ん
だ
。
そ
し
て
こ
れ
を
脱
せ
よ

う
と
思
つ
た
」
と
こ
ろ
の
歴
史
の
中
に
創
作
的
想
像
の
自
由
を
求
め
る
歴
史
離

れ
の
小
説
の
二
種
に
分
け
ら
れ
る
。　
歴
史
離
れ
を
求
め
た
最
初
の
小
説
は

「山
椒
大
夫
」
（
大
正
４
●
１
中
央
公
論
Ｙ
で
あ
る
。
「高
瀬
舟
」
も
ま
た
そ
の

系
統
に
属
す
る
、
否
ヽ
そ
の
極
限
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
”
創
作
的
な
想
像
力
・

の
自
由
を
駆
つ
た
こ
ρ
作
品
は
、
古
話
の
史
的
事
象
を
借
り
て
い
現
実
の
生
活

問
題
を
テ
ー
マ
的
に
追
求
す
る
、
そ
れ
だ
け
歴
史
か
ら
み
れ
ば
寓
意
的
な
傾
向

を
多
分
に
帯
び
て
ゐ
る
。歴
史
の
現
代
化
―
歴
史
離
れ
―
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な

「高
瀬
舟
」
を
新
進
の
テ
ー
マ
小
説
家
た
る
芥
川
が
見
逃
さ
な
か

つ
た
の
は
当
然
で
あ
ら
う
。
岩
上
順
一
氏
が
こ
れ
を
作
者
の
現
代
批
評
の
直
接



の
表
出
―
歴
史
離
れ
の
最
後
の
極
限
菖^
が
、
か
つ
臨
外
は
こ
ゝ
で
現
代
小
説
ヘ

の
道
を
自
党
し
た
ら
う
が
ヽ
そ
の
ま
ヽ
自
己
の
本
道
と
し
て
歴
史
文
学

（考
証

的
奥
伝
）
に
没
入
し
て
し
ま
つ
た
と
い
ふ
の
は
そ
の
通
り
で
あ
ら
う
。
さ
う
い

ふ
時
、
鵬
外
の
後
を
追
ひ
つ
ゞ
け
た
の
は
ま
さ
に
芥
川
の
歴
史
を
借
用
す
る
テ

ー
マ
小
説
で
あ
つ
た
。
―
か
の
「羅
生
門
」
以
来
。　
父
二
日物
説
・
宇
治
拾
遺

物
説
の
両
者
所
収
の
説
話
に
現
代
的
解
釈
を
施
し
た

「羅
生
門
■
は
鴎
外
の

「山
椒
大
夫
」
及
び
歴
史
離
れ
理
論
に
後
れ
る
こ
と
八
ケ
月
で
あ
る
。
）
更
に

日
外
文
学
と
芥
川
小
説
と
の
関
係
を
み
る
に
、
「羅
生
門
」
以
後
に
お
い
て
も
、

芥
川
の
処
女
作
Ｌ
老
年
」

（大
正
３
●
２
）
の
老
残
の
心
境
は
、
鴎
外
「
百
物

語
」

（明
治
４
）
の
主
人
公
凋
落
の
飾
磨
屋
に
ど
こ
か
通
ふ
も
の
が
あ
り
、
馬

鹿
踊
り
の
最
中
墜
落
し
て
細
い
息
の
下
か
ら

「面
を
…
…
面
を
と
つ
て
く
れ
…

…
面
を
。」
と
遺
言
す
る

「
ひ
よ
つ
と
こ
」
（大
正
４
）
は
、
鴎
外
の
厳
粛
な
ニ

イ
チ
エ
的

「仮
面
」
（明
治
４２
）
．を
芥
川
的
な
悲
喜
劇
駒
人
生
諷
刺
で
塗
変
ヘ

た
も
の
で
あ
る
と
も
い
へ
よ
う
。
ま
た
こ
の
中
間
の
「青
年
と
死
」
（大
正
３
）

に
お
ド
で
も
鵬
外
諸
作

（ば
か
０
で
は
あ
る
ま
い
が
）
の
生
死
観
と
縁
な
し
と

は
す
ま
い
。

こ
の
や
う
に
芥
川
の
小
説
は
最
初
か
ら
鴎
外
の
そ
れ
と
不
思
議
な
交
渉
を
も

つ
て
ゐ
る
と
想
定
で
き
る
と
き
、
芥
川
の
時
代
的
な
テ
ー
マ
小
説

（王
朝
物
、

江
戸
物
、
き
り
し
た
ん
物
な
ど
）
を
鴎
外
の
歴
史
離
れ
の
系
譜
的
発
展
物
で
あ

る
と
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
か
ら
う
。
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
そ
の
本

質
を
臨
外
の
極
限
か
ら
出
発
し
た
、
歴
史
を
思
想
の
扮
装
と
し
て
利
用
し
た
現

代
の
テ
ー
マ
小
説

（寓
意
小
説
）
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
も
。

芥
川
は
大
正
四
年
十
二
月
漱
石
の
門
下
生
と
な
り
、
漱
石
の
文
学
的
影
響
を

多
く
滑
稽
・
皮
肉
・
諷
刺
・
ュ
ー
モ
ア
ｏ
ニ
ゴ
イ
ズ
ム
の
解
剖
等
に
見
せ
た

が
、　
一
方
こ
の
や
う
に
鴎
外
の
影
響
も
少
く
な
い
。
日
本
の
自
然
主
義
作
品

を
退
屈
と
し
て
退
け
た
彼
が
尊
敬
に
償
す
る
主
知
的
作
家
は
当
時
こ
の
二
人

し
か
見
あ
た
ら
な
か
つ
た
。

と
こ
ろ
が

「高
瀬
舟
」
と

「気
」
と
の
関
係
と
は
逆
に
、

「高
瀬
舟
」
と

「羅
生
門
」
と
の
間
で
は
、
主
題
的
思
想
的
に
芥
川
の
羅
生
門
の
方
が
先
駆
で
あ

り
、
鴎
外
に
ヒ
ン
ト
を
与
へ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「羅
生
門
」
の
発
表
は
「高

瀬
舟
」
に
先
立
つ
こ
と
四
月
で
あ
る
。
勿
論
鴎
外
は
生
活
的
飢
餓
の
問
題
で
主

題
的
に
羅
生
門
に
通
ず
る

「大
塩
平
八
郎
」
一
揆
を
そ
の
前
年
大
正
三
年
に
書

い
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
そ
の
所
謂
歴
史
其
儘
系
の
小
説
で
、
主
燭
の
自
由

を
発
揮
す
る
寓
意
的
テ
ー
マ
小
説
の
形
式
は
ま
だ
意
図
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
芥
川

に
お
い
て
も

「羅
生
門
」
は
我
田
引
水
的
に
い
へ
ば
鴎
外
の

「大
塩
平
八
郎

（内
容
）
＋
山
椒
大
夫

（形
式
と

で
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
客
観
的
に
そ

の
や
う
な
推
定
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「羅
生
門
」
が
飢
餓
の
問
題
―
―

そ
の
社
会
的
解
釈
、
及
び
人
間
の
欲
望
の
点
に
お
い
て
再
び
鴎
外
を
捉
へ
る
と

同
時
に
、
歴
史
離
を
彼
の
極
限
に
お
い
て
刺
戦
す
る
と
こ
ろ
の
羅
生
門
の
創
作

態
度
に
関
心
せ
し
め
、
こ
の
「高
瀬
舟
」
を
創
作
せ
ｔ
め
た
の
で
は
な
い
か
と

も
思
は
れ
る
。
発
表
当
時
未
だ
世
評
に
上
ら
ず
と
い
は
れ
る
羅
生
門
で
は
あ
る

が
、
恐
ら
く
憲
敏
な
鴎
外
の
目
を
驚
か
せ
た
も
の
と
思
ふ
。　
↑
」
の
点
を
裏
書

き
す
る
文
献
を
寡
聞
の
た
め
も
え
な
い
の
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
が
羅
生
門
の
発

課
魏
諄審嘔
筆
時
Ｔ
ｈＡ
Ｋ
揚
赫偽

筆
者
は
こ
の
や
う
に
羅
生
門
と
の
関
係
に
お
い
て
推
測
し
た
。
（原
文
は
「縁

起
」
に
い
る
通
り
一
頁
足
ら
ず
の
話
で
あ
る
の
を
約
十
数
枚
に
し
、
撫
名
の
罪

人
を
象
徴
的
に
喜
助
と
命
名
し
、
無
名
の
一
同
心
を
圧
兵
衛
と
命
名
し
た
の́
も

作
者
の
歴
史
離
れ
で
あ
る
。
な
ほ
庄
兵
衛
の
名
は
同
書
の
次
の
話
に
出
て
く
る

通
海
の
賊
日
本
左
衛
門
の
本
名
浜
島
庄、
兵、
各
の
名
の
造
用
と
思
は
れ
る
。
）



か
う
考
へ
る
と
き
、
老
婆
の
強
奪
の
論
理
が
忽
ち
下
人
に
よ
つ
て
復
讐
さ
れ

る
所
に

「羅
生
門
」
の
一
命
題

（餓
死
の
前
に
は
道
徳
を
見
失
つ
て
暴
力
に
駆

ら
れ
る
人
間
の
あ
さ
ま
し
さ
―
生
の
観
動
的
動
物
的
欲
望
―
の
現
実
と
、
人
間

性
の
立
場
か
ら
す
る
批
判
）
を
読
取
つ
た
で
あ
ら
う
鴎
外
が
、
芥
川
的
な
解
釈

（主
題
）́
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
生
の
理
想
―
人
生
の
幸
福
は
無
制

限
な
欲
望
の
自
制
即
ち
節
度
的
諦
念
に
あ
る
と
い
ふ
―
を
喜
助
に
造
形
し
た
と

解
さ
れ
よ
う
。
客
観
的
に
は
ま
さ
に
そ
の
や

，
な
対
置
が
あ
る
。
そ
の
節
度
的

自
足
は
と
り
も
な
ほ
さ
ず
鴎
外
の
古
典
的
諦
念
の
イ
デ
エ
の
表
現
に
外
な
ら
な

い
。要

す
る
本
稿
の
課
題

「翼
」
は
直
接
鴎
外
の
「高
瀬
舟
」
の
ヒ
ン
ト
に
成
立

し
た
が
、
そ
の
高
瀬
舟
は
ま
た
芥
川
の

「羅
生
門
」
に
ヒ
ン
ト
を
負
ふ
と
い
ふ

交
互
作
用
を
認
め
ず
に
は
な
ら
れ
な
い
。　
し
か
も
芥
川
の
そ
の
後
の

「鼻
」

「芋
粥
」
も
主
題
的
に
―
欲
望
の
諦
念
に
お
い
て
―

「高
瀬
舟
」
と
共
通
性
を

有
す
る
。
た
だ
そ
．の
間
に
鴎
外
の
吉
典
的
諦
念
に
対
す
る
、
芥
川
の
逃
避
的
諦

念
の
対
比
を
見
る
が
。
そ
の
こ
と
は
次
項
に
譲
ら
う
。

二
　
思
想
性
の
比
較

ヒ
ン
ト
か
ら
見
て
極
言
す
れ
ば
「式
」
は
右
の
や
う
に
「高
頗
舟
」
の
換
骨

奪
胎
と
も
い
へ
よ
う
。
し
か
し
そ
の
主
題
設
定
に
は
た
ら
く
作
者
社
会
感
覚
・

ぃ榊時嘲ゐ．独牲勧岬）ヽこ表瑚“はわ静耀刊「悧人ヵ、ュ雌論硼鰤ゅ釉湘舞

的
思
惟
の
文
芸
で
あ
る
と
い
ふ
本
性
か
ら
、
両
者
の
主
題
と
そ
れ
に
伴
ふ
各
の

思
想
性

（
一
に
も
少
し
く
触
れ
た
が
）
に
つ
い
て
更
に
し
ば
ら
く
対
比
的
に
考

察
を
続
け
る
。

先
ず
鴎
外
の
高
瀬
舟
は
高
瀬
舟
縁
起
（大
正
５
ｏ
ｌ
、
心
の
花
）
に
よ
れ
ば
、

人
生
と
社
会
の
二
問
題
―
財
産
の
観
念
と
ュ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
（医
学
上
の
安
楽
死

説
）
の
考
―
を

「翁
草
」
の
一
話
に
発
現
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
主
題
は
前
者
か
ら
人
間
の
財
産
に
対
す
る
無
限
の
欲
望
を
自
制
す
る

「節

度
あ
る
自
足
」、
即
ち
財
に
対
す
る

「古
典
的
諦
念
」
の
イ
デ
ェ
ー

こ
れ
は
鴫

外
の
根
本
的
生
活
原
理

卜

を
中
心
と
し
て
、
直
か
銅
銭
二
百
文
の
官
給
金
に

満
足
す
る
貧
窮
の
罪
人
喜
助
に
こ
れ
を
形
象
化
し
、
後
者
の
考
か
ら
は
護
送
役

の
同
心
羽
田
庄
兵
衛
の
法
定

―

「既
成
道
徳
」
―

と

「人
間
性
の
自
然
」
と

の
矛
盾
に
関
す
る
疑
間
の
提
出
を
構
想
せ
し
め
、
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
自
然
な

人
間
性
護
持
の
方
向
に
思
考
し
て
ゐ
る
。

（喜
助
は
瀕
死
の
弟
の
苦
痛
を
救
け

て
や
る
つ
も
り
で
即
ち
善
意
か
ら
自
殺
の
剃
刀
を
抜
い
て
や
っ
た
。
弟
は
安
ら

か
に
死
ぬ
。
し
か
し
法
廷
は
彼
を
罪
人
と
し
て
―

翁
草
で
は
死
一
等
を
宥
め

て
―
裁
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。）
喜
助
は
死
罪
を
宥
さ
れ
て
遠
島
に
な
る
。

し
か
ｔ
医
学
上
の
安
楽
死
説
か
ら
み
れ
ば
こ
れ
が
罪
で
あ
ら
う
か
。
そ
こ
に
作

者
の
疑
間
が
あ
っ
た
。

従
来
の
道
徳
は
苦
ま
せ
て
置
け
と
命
じ
て
ゐ
る
。
し
か
し
医
学
社
会
に
は
こ

れ
を
非
と
す
る
論
が
あ
る
。
（中
略
Ｖ
」れ
を
ュ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
と
い
ふ
。
楽
に

死
な
せ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
高
瀬
舟
の
罪
人
は
丁
度
そ
れ
と
同
じ
場
合

に
ゐ
た
や
テ
に
思
は
れ
る
。
私
に
は
そ
れ
が
ひ
ど
く
面
白
い
。
（縁
起
）

こ
れ
は
作
者
の
思
想
が
世
間
の
固
定
化
し
た
法
律
道
徳
の
既
成
観
念
を
人
間
性

及
び
科
学
的
自
然
の
立
場
か
ら
、
少
し
で
も
そ
の
方
向
へ
打
開
し
て
み
た
い
と

い
ふ
内
心
の
要
求
を
表
明
し
．た
も
ら
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
か
の
歴
史
の
自
然
の

一ゝの重一［い一一一『一〕「驀一『録一一讐『̈悔幸峰いい『韓』一

ず
、
そ
の
上
場
と
し
て
道
徳
と
学
問
（科
学
）、
道
徳
と
芸
術
と
の
綜
合
を
求
め



る
態
度
は
終
生
鴎
外
に
一
貫
し
た

「自
由
と
進
歩
と
高
き
秩
序
」
の
綜
合
と
い

ふ
生
の
理
想
世
界
観
に
出
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

「沈
黙
の
塔
ｏ
フ
ア
ス
チ

エ

ス
」
（明
治
４３
）
な
ど
で
は
積
極
的
に
こ
の
思
想
が
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
。

芸
術
の
認
め
る
価
値
は
、
因
襲
を
破
る
処
に
あ
る
。
学
問
だ
つ
て
同
じ
事
で

あ
る
。
学
問
も
因
襲
を
破
つ
て
進
ん
で
行
く
。　
　
　
　
（沈
黙
の
塔
）

か
や
う
に

「高
瀬
舟
」
は
主
題
的
に
、
①
生
の
理
想

―

不
合
理
な
人
生
の

不
幸
を
超
克
し
、
幸
福
に
転
化
す
る
根
本
的
理
法
―
と
し
て
節
度
的
自
足
（欲

望
の
自
制
）
＝
古
典
的
諦
念
を
強
調
し
、
②
社
会
的
理
想
と
し
て
は
既
成
道
徳

観
の
革
新
を
志
向
し
て
自
由
と
進
歩
と
高
き
秩
序
の
調
和
を
提
示
し
た
も
の
と

い
へ
よ
う
。
特
に
そ
の
節
度
観
は
彼
の
素
性
及
び
教
養
か
ら
武
士
道
的
、
儒
教

的
性
質
を
も
つ
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
西
洋
的
教
養
を
も
卓
出
し
て
持
つ
た
彼

と
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
古
来
の
東
西
両
洋
の
先
哲
た
ち
が
示
し
た

所
謂
哲
人
的
節
度
の
類
と
い
ふ
の
が
最
も
ふ
さ
は
し
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
鴎

外
が
こ
の
作
品
に
形
象
化
寓
意
化
し
た
欲
望
自
制
の
諦
念
の
イ
デ
エ
は
彼
が
住

し
た
現
代
は
勿
論
、
凡
ゆ
る
過
去
未
来
に
通
ず
る

「現
実
的
に
し
て
永
遠
的
・

普
通
的
」

―

古
典
的

―

な
充
実
し
た
生
活
の
原
理
で
あ
つ
た
。　
、

喜
助
の
塵
か
銅
銭
二
百
文
に
対
す
る
自
己
満
足

（貯
蓄
・
財
産
。
資
本
と
し

て
）
は
浪
漫
的
も
し
く
は
食
ボ
主
義
的
欲
望
無
制
限
の
思
想
学
説
か
ら
み
れ
ば

余
り
に
消
極
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
翁
草
に
拠
つ
て
作
者
が
敢
て
か
う
表
現
し

た
の
は
、

「銭
を
持
つ
た
こ
と
の
な
い
人
の
銭
を
持
つ
た
喜
び
は
、
銭
の
多
少

に
は
関
せ
な
い
」
（縁
起
）
と
い
ふ
心
理
解
剖
と
、
「人
の
欲
に
は
限
が
な
い
か

ら
、
銭
を
持
つ
て
見
る
と
、
い
く
ら
あ
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
限
界
は
見
出
さ
れ
な

い
。
二
百
文
を
財
産
と
し
て
喜
ん
だ
の
が
面
白
い
」

（全
上
）
と
い
ふ
欲
望
の

古
典
的
諦
念
と
い
ふ
主
題
の
発
見
に
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
諦
念
の
社
会
的
意

義
を
考
へ
る
場
合
二
つ
の
面
が
現
れ
る
。　
一
つ
は
貧
者
の
僅
か
な
富
に
対
す
る

満
足
を
強
調
す
る
現
状
満
足
の
宿
命
的
諦
め
の
消
極
面
と
、
　
一
つ
は
巨
大
な

富
、
金
権
に
対
す
る
抵
抗
感
の
積
極
面
と
で
あ
る
。
そ
の
何
れ
に
焦
点
を
作
者

が
お
い
た
か
は
前
述
の
所
で
想
像
で
き
よ
う
。
　
い
ふ
ま
で
も
な
く
後
者
で
あ

る
。
そ
れ
は
無
限
の
欲
望
を
支
柱
と
す
る
資
本
主
義
的
学
説
思
想

―

例
へ
ば

人
間
の
経
済
行
為
の
基
木
原
則
を
欲
望
の
最
大
限
度
の
充
兄
の
努
力
に
お
く
限

界
利
用
学
派
な
ど
。
３
一木
清
編
現
代
哲
学
辞
典
ｏ
経
済
学
九
四
頁
）
―

に
対

す
る
彼
の
批
判
で
あ
り
、
抵
抗
で
あ
つ
た
と
見
な
け
れ
ば
、
鴎
外
の
古
典
的
諦

念
は
忽
ち
崩
解
す
る
で
あ
ら
う
。
ま
さ
に
喜
助
の
生
き
た
時
代
は
徳
川
封
建
制

度
下
に
商
業
資
本
主
義
の
上
昇
す
る
市
民
社
会
で
あ
り
、
市
民
の
多
数
は
富
の

蓄
積
増
大
を
夢
み
か
つ
理
想
と
し
て
ゐ
た
。
し
か
も
喜
助
の
や
う
な
生
活
に
追

は
れ
る
下
層
労
働
者
市
民
、
同
じ
く
庄
兵
衛
の
や
う
な
下
級
官
吏
は
遂
に
そ
の

や
う
な
夢
を
実
現
し
え
な
い
機
構
に
あ
つ
た
。
喜
助
と
そ
の
作
者
と
の
時
代
で

は
江
戸
と
大
正
と
の
相
違
が
あ
る
。
こ
の
作
品
の
成
立
し
た
大
正
初
年
は
第
一

嗽
岬
塚
は
蝉
肇
尋
ギ
割
嘱
に
い
」
鐸
き
］
一
「
峰
拳
は
降
囃
』
ゆ
嚇
嘲
な
』
攀

本
主
義
機
構
の
発
展
段
階
と
し
て
は
懸
隔
を
も
つ
が
、
そ
の
根
抵
が
資
本
主
義

的
た
る
こ
と
に
お
い
て
は
共
通
し
て
ゐ
る
。
鴎
外
の
現
実
的
批
評
眼
は
自
然
こ

の
共
通
性
の
上
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
が
こ
の
歴
史
離

れ
の
小
説
を
近
代
的
生
活
問
題
社
会
問
題
の
寓
意
的
小
説
た
ら
し
め
、
作
者
の

近
代
的
批
判
精
神
の
表
れ
場
所
と
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
つ
ま
り

歴
史
の
近
代
化
で
あ
る
。
喜
助
の
諦
念
以
前
の
問
題
と
し
て
、
失
業
苦
、
働
い

て
も
働
い
て
も
食
へ
な
い
貧
窮
生
活
、
そ
の
結
果
喜
助
の
弟
の
自
殺
、
働
く
時

は
常
に
右
か
ら
左
で
、
人
牢
中
働
か
な
く
て
食
は
し
て
も
ら
つ
て
そ
の
場
句
遠

島
の
支
給
金
を
え
る
と
い
ふ
ゃ
う
な
社
会
的
矛
盾
、
同
心
庄
兵
衛
も
ま
た
日
々

の
や
り
く
り
に
追
は
れ
て
ゐ
る
人
間
と
い
ふ
や
う
な
日
常
経
済
生
活
の
矛
盾
が



描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
鴎
外
自
身
は
当
時
五
十

』けわ凛申率つ医郡罐“ち詢』卸鋼嚇嫌』にヵ、対っ」「ぼはぼ』な初れるヵ、

彼
が
軍
人
と
し
て
一
応
社
会
か
ら
離
れ
た
傍
観
的
自
由
を
も
え
て
、
社
会
の
現

実
に
対
し
て
冷
静
な
批
判
の
眼
を
優
位
的
に
持
ち
え
た
こ
と
も
否
ま
れ
な
い
。

鋼築
時、鶴̈
鋪
鱚
ほけ孵
鋼
麓
穐
仄
予
誦
病

ナ
ー
キ
ズ
ム
等
の
思
想
問
題
の
批
判
、
更
に
そ
の
主
体
的
解
決
の
必
要
の
痛
感

』̈
〓肇』社へ̈
『動は』̈
中】な礫峰一鵜悲̈
］輝『嘲輸一櫂̈
響

う
な
古
典
的
諦
念
を
彼
自
身
の
主
体
的
問
題
、
社
会
的
対
決
の
イ
デ
エ
と
し
て

表
出
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
・の
や
う
な

「高
瀬

舟
」
を
も
つ
て
彼
の
歴
史
離
れ
小
説
が
こ
ゝ
で
完
了
し
た
と
い
ふ
こ
と
ば
、
生

の
主
体
的
問
題
と
し
て
そ
の
古
典
的
諦
念
の
自
覚
が
頂
点
的
に
達
成
せ
ら
れ
た

こ
と
を
意
味
す

ヽ
る
。
高
瀬
舟
脱
稿

（大
正
４
●
１２
・
５
１
日
記
）
の
直
後
、
そ

の
発
表
と
同
月
よ
り
続
々
連
載
さ
れ
始
め
た

「渋
江
抽
斎
」
以
下
の
史
伝
物
の

余
裕
綽
々
た
る
労
作
の
没
頭
ぶ
り
は
ま
さ
に
こ
の
や
う
な
心
的
過
程
に
よ
る
も

の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

鴎
外
の
古
典
的
な
諦
念
や
抵
抗
感
は
恐
ら
く
今
日
で
も
ま
た
未
来
社
会
で
も

揺
る
ぐ
こ
と
の
な
い
高
度
な
理
想
で
あ
ら
う
。
し
か
し

「高
瀬
舟
」
を
読
む
今

日
の
読
者
の
す
べ
て
が
そ
の
ま
ゝ
直
ち
に
共
鳴
し
育
定
す
る
と
も
思
へ
な
い
。

不
満
を
覧
え
る
者
は
か
ヽ
る
理
念
到
達
以
前
に
必
ず
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

現
実
問
題
を
複
雑
な
階
級
的
分
裂
の
現
代
社
会
に
重
視
す
る
で
あ
け
う
し
、
ま

た
こ
れ
と
も
異
る
思
想
や
人
間
観
を
も
つ
で
も
あ
ら
う
。
た
と
へ
ば
、
鴎
外
の

真
意
で
は
あ
る
ま
い
が
、
高
瀬
舟
の
や
う
な
精
神
的
理
想
が
も
し
喜
助
の
や
う

な
不
幸
な
貧
困
者
に
の
み
要
求
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
た
見
逃
し
難
い
社
会

的
矛
盾
の
連
続
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
「高
瀬
舟
」
の
作
品
性
の
前
に
は
ま
だ
ま
だ

現
実
的
課
題
と
し
て
新
し
い
小
説
的
・
人
間
的
諸
問
題
が
残
さ
れ
て
ゐ
た
し
、

ゐ
る
わ
け
で
も
あ
る
。

「羅
生
門
」
以
来
の
芥
川
の
テ
ー
マ
小
説
も
そ
の
一
つ

で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
激
烈
な
階
級
闘
観
に
立
つ
正
末
昭
初
の
プ
ロ
ン
タ
リ
ア
小

説
な
ど
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

課
つ
て
芥
川
の
創
作
方
法
に
お
い
て
は
ま
さ
に
歴
史
は
思
想
の
扮
装
、
愧
儡

で
あ
り
、
思
想
表
現
の
手
段
で
あ
つ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
ヽ
に

鴎
外
の
歴
史
離
れ
の
徹
底
が
あ
る
と
同
時
に
歪
曲
も
あ
る
。
い
ま
芥
川
の
「気
」

の
表
現
性
を
そ
れ
以
前
の
作
品
と
の
聯
関
に
お
い
て
見
る
と
、

「羅
生
門
」
と

「鼻
」
の
両
面
が
浮
ん
で
こ
よ
う
。
即
ち
前
者
か
ら
は
不
合
理
な
人
生
に
現
れ

ざ
る
を
え
な
い
争
奪
の
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
批
判
、
後
者
か
ら
は
戯
画
化
の

手
法
と
諷
刺
の
中
に
こ
め
た
生
の
回
避
的
態
度
で
あ
る
。　
↑
」
の
二
作
は
と
も

に
歴
史
の
仮
装
に
立
つ
テ
ー
了
小
説
で
あ
る
が
、
後
者
に
は
特
に
諷
刺
的
手
法

戯
画
化
的
方
法
が
著
し
い
こ
と
が
特
徴
。
）
そ
し
て
こ
の
人
生
の
闘
争
争
奪
面

は
、
先
駆
者
・
急
進
派
を
代
表
す
る
森
権
之
進
と
、
虚
礼
因
襲
墨
守
の
偽
善
者

・
保
守
派
を
代
表
す
る
井
上
典
蔵
と
の
抗
争
及
び
二
人
に
附
和
雷
同
す
る
群
衆

に
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
諷
刺
戯
画
化
の
焦
点
は
彼
ら
の
笑
ふ
べ
き
気
へ
の
執
着

と
争
奪

（人
間
の
愚
昧
・
滑
稽
の
シ
ン
ボ
ル
）
に
お
か
れ
、
最
後
に
そ
０
彼
ら

に
全
く
無
関
心
な
社
会
の
非
情
な
進
展
の
中
に
お
か
れ
て
ゐ
る
。

旧
暦
十
一
月
下
旬
寒
風
に
曝
さ
れ
た
船
上
で
、
体
温
を
え
る
窮
余
の
一
策
と

し
て
、

「風
狩
る
べ
か
ら
ず
、
飼
ふ
べ
し
」
と
奇
説
を
主
張
射
行
す
る
森
。
身

体
髪
膚
之
を
父
母
に
受
く
、
敢
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
孝
の
始
と
孝
経
の
教
を
墨
守

し
て
、

「気
狩
る
べ
し
、■
飼
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
反
対
し
諷
を
み
な
食
つ
て
し
ま

ふ
井
上
。
常
識
の
埓
を
越
え
た
二
人
の
滑
稽
な
奇
説

―

そ
こ
に
作
者
は
ヒ
ロ



イ
ズ
ム
の
愚
を
諷
す
る
―

が
次
第
に
支
持
者
を
え
て
懲
対
立
し
、
飼
ふ
、
狩

る
の
争
奪
は
つ
ひ
に
諷
、
気
と
叫
び
つ
ゝ
両
派
の
刃
傷
沙
汰
に
ま
で
及
ぶ
と
い

ふ
社
会
的
人
生
の
戯
画
諷
刺
は
そ
れ
以
前
の
「鼻
」
や

「父
」
以
上
に
社
会
的

テ
ー
マ
小
説
の
形
式
を
帯
び
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
小
説
的
効
果
を
ね
ら
つ
て

婦瞳［辞独岬笑́社一″嘲罐昴村湊「劉̈
熱］疇いいけい梨岬辞綺睦雌

の
温
い
心
を
も
蔵
す
る
。
こ
の
や
う
な
人
間
的
表
現
は
、
余
り
に
も
人
間
的
な

も
の
を
求
め
て
や
ま
な
か
つ
た
芥
川
の
真
意
を
汲
む
に
十
分
で
あ
る
。　
一
方
に

螂
酵
¨
蜘
囀
」
は
高
物
痒
難
げ
馘
れ
魔
牌
は
け
姉
に
岬
畔
け
鳳
囃
な
い

生 ヵ、
［
移

合
理
に
立
つ
て
ゐ
る
と
見
抜
い
た
芥
川
の
根
本
思
想
で
あ
り
、
そ
の
諸
作
に
一

貫
し
て
ゐ
る
”
例
へ
ば
英
雄
化
さ
れ
た
大
石
、
偶
像
化
さ
れ
た
芭
蕉
を
卑
小
化

し
人
間
化
す
る

「或
る
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
「枯
野
抄
」、
ク
リ
ス
ト
を
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
だ
と
警
句
す
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
（休
儒
の
言
葉
、
西
方
の
人
な
ど
）

は
み
な
そ
の
現
れ
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
や
う
な
生
、
人
間
の
理
解
が
根
本
的

に
彼
の
抱
き
つ
ゞ
け
た
善
悪
相
関
の
思
想
に
出
来
す
る
こ
と
は
後
に
説
か
う
。

芥
川
は

「羅
生
門
」
で
社
会
の
現
実
的
生
活
問
題
殊
に
餓
死
に
直
面
す
る
最

下
層
の
失
業
者
や
浮
浪
者
を
取
扱
つ
た
。
餓
死
か
盗
み
か
の
ぎ
り
ぎ
り
に
ま
で

追
詰
め
ら
れ
た
人
間
の
生
を
。
餓
死
脱
出
の
許
さ
る
べ
き
手
段
と
し
て
老
婆
も

下
人
も
他
人
の
所
有
の
剥
奪
を
遂
行
す
る
。　
こ
の
暴
力
的
醜
悪
行
為
は
ま
さ

に
、
凡
ゆ
る
人
間
は
飢
の
前
に
は
暴
力
的
行
為
に
駆
立
て
ら
れ
る
と
い
ふ
命
題

（
（下摯“』［）朦ざ老ヵ、歩「森】燕赫理［琳地歩舗凛』綽な『純が［

と．も
に
（鴎
外
の
高
瀬
舟
の
場
合
と
同
じ
く
）
大
正
初
年
の
労
働
運
動
社
会
主

義
思
想
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
行
動
・
理
論

（テ
ロ
リ
ズ
ム
）
に
対
す
る
芥

川
の
批
判
的
寓
意
と
み
ら
れ
る
。

失
業
の
果
て
、
餓
死
か
盗
み
か
の
前
に
迷
つ
て
ゐ
た
下
人
は
ヽ
死
人
の
髪
を

抜
取
る
老
婆
を
見
る
や
、
悪
に
対
す
る
憎
悪
と
怒
り
で
老
婆
を
組
伏
せ
る
。

し
か
し
老
婆
が
、・
仕
方
な
く
て
す
る
こ
と
だ
、
こ
の
死
人
も
や
は
り
悪
い
こ

と
を
し
た
の
だ
か
ら
大
目
に
み
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
。
と
い
ふ
言
葉
を
聞
く

こ
は
商

（ ゃ
け
“
つ
哺
麻
牌
¨
罐

「 の
は
中
は
鰤
馨
¨
罪
¨
簑
ｒ

考
へ
た
か
の
無
政

府
主
義
者
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
全
く
あ
て
は
ま
る
。
芥
川
は
そ
の
や
う
な
現

代
的
批
判
を
あ
の
今
音
物
語
の
説
話

（第
二
十
九
、
本
朝
附
悪
行
、
羅
城
門
の

上
層́
に
登
り
て
死
人
を
見
た
る
盗
人
の
語
）
の
中
に
見
た
の
だ
が
、
芥
川
の
こ

の
作
品
に
お
け
る
人
間
的
立
場
の
根
抵
は
善
に
あ
ら
う
。
最
初
下
人
が
抱
い
た

盗
奪
の
考
に
対
す
る
遼
巡
、
老
婆
の
悪
行
を
見
た
瞬
間
の
憎
悪
と
怒
り
は
ま
づ

そ
の
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
下
人
に
復
讐
さ
れ
た
老
婆
の
論
理
の
自
滅
も

ま
た
さ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
老
婆
の
悪
行
、
下
人
の
最
後
の
衝
動
的
暴
行

を
も
ズ
間
獣
¨
悲
し
き
所
業
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
い
考

卜

人
生
は
諸
悪

そ
の
も
の
で
あ
る
―
。　
及
び
燐
憫
の
情
も
あ
る
。
即
ち
悪
の
否
定
と
肯
定
と

が
絢
交
つ
て
ゐ
る
所
に
こ
の
小
説
に
お
け
る
芥
川
の
人
間
侮
蔑
と
燐
憫
と
の
分

ち
が
た
い
複
雑
な
人
間
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
悪
の
否
定
と
言
定
と
の
相
関

的
相
即
的
思
想
こ
そ
芥
川
の
所
謂
善
悪
相
関
の
思
想
で
あ
る
。

「自
分
に
は
善

政藝韓一脚車『ユ』』耐紳卿榊資餞̈
業動機貯̈
轟』かけ昴配人（は

が
人
間
獣
と
し
て
映
り
、
人
間
の
生
活
力
は
実
は
動
物
力
の
異
名
に
過
ぎ
な
い

と
考
へ
ら
れ
、
人
間
的
な
余
り
に
人
間
的
な
も
の
は
大
抵
確
か
に
動
物
的
で
あ

る

（休
儒
の
言
葉
）、
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
（全
上
）
と
感
じ
ら

れ
た
の
は
こ
の
や
う
な
人
生
観
の
所
持
者
た
る
彼
に
あ
つ
て
当
然
の
事
で
あ
ら



う
。

「羅
生
門
」
の
老
婆
や
下
人
は
ま
さ
に
そ
の
や
う
な
世
界
で
あ
る
ｏ
人
間

獣
の
考
鐘
難
き
、
標
に
税
敏
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も

「争
闘
を
い
と
は
し
い

と
し
た
」
芥
川
は
す
で
に
早
く
人
為
な
る
道
徳
に
対
し
て
使
疑
的
で
あ
り
、
人

生
に
虚
無
的
な
絶
望
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
羅
生
門
の
最
後

「外
に
は
、

唯
、
黒
洞
々
た
る
夜
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
」
の
一
句
は
そ
れ
を
思
は
す
る
に

十
分
で
あ
る
。́
こ
の
ニ
ヒ
ル
と
絶
望
と
に
交
る
人
間
的
な
隣
れ
み

―

そ
こ
に

人
生
に
対
す
る
彼
の
い
ひ
が
た
い
憂
愁
が
あ
る
。
み
よ
、
彼
は
そ
の
心
底
を
次

の
や
う
に
書
き
と
め
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

「君
看
雙
眼
色
　
不
語
似
無
愁
」

（羅
生
門
の
扉
の
句
）
自
己
暴
露
を
お
そ
れ
た
、　
そ
れ
だ
け
聰
明
に
し
て
痛
ま

し
い
彼
の
心
魂
が
の
ぞ
い
て
ゐ
る
。

芥
川
の
筆
が
一
生
鴎
外
の
喜
助
や
、
ぢ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
や
、
安
井
夫
人
、

娘
い
ち

（最
後
の
一
句
）
な
ど
の
古
典
的
或
は
純
粋
憧
憬
の
人
物
を
書
き
え
な

つ
た
し
、
書
か
う
と
も
し
な
か
つ
た
理
由
は
、
実
に
こ
σ
善
悪
の
相
関
的
制
約

摯
」一赫美っ藤繹
肺
咤
雰
％
婁
酔
』魏
］蝙鑓

ら
う
。「羅

生
門
」
の
地
獄
的
世
界
か
ら
一
層
道
徳
的
要
素
を
捨
象
し
、
専
ら
知
的

心
理
的
に
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
よ
る
党
派
的
闘
争
の
無
意
味
滑
稽
を
諷
刺
戯
画
化
ｔ

た
の
が
「風
」
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
は
い
つ
の
社
会
に
も
お
こ
り
う
る

「
憲
０●
■

８
●
『
（先
駆
者
）
と

り
，
翼
【りいｏ●
（偽
善
者
）
と
の
抗
争
が
滑
稽
化
し
て
描
か

れ
て
ゐ
る
。
彼
ら
の
主
張
や
行
動
は
社
会
の
客
観
的
歴
史
的
進
展
か
ら
浮
上
つ
・

た
笑
ふ
べ
き
愚
劣
と
無
意
味
の
表
象
と
し
て
、
芥
川
は
こ
ゝ
に
人
間
の
嘲
笑
す

べ
き
と
同
時
に
隣
憫
す
べ
き
宿
命
を
見
た
。
鴎
外
が

「高
瀬
舟
」
に
人
間
の
驚

異
す
べ
く
同
情
す
べ
き
本
質
を
見
た
に
対
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

五
百
石
積
の
金
毘
羅
船
だ
け
は
、
ま
る
で
そ
ん
な
事
（彼
ら
の
刃
傷
沙
汰
）
に

は
頓
着
し
な
い
や
う
に
、
紅
自
の
職
を
寒
風
に
ひ
る
が
へ
し
な
が
ら
、
邊
々

と
し
て
長
州
征
伐
の
途
に
上
る
べ
く
、
雪
も
よ
ひ
の
空
を
、
西
へ
西
へ
と
走

つ
て
行
つ
た
。

こ
の
頓
着
し
な
い
金
毘
羅
船
は
人
間
を
内
包
す
る
社
会

―

巨
大
な
機
械
に
比

せ
ら
れ
、
そ
の
や
う
な
自
動
力
を
も
つ
―

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
寓
意
で
あ

る
。
そ
の
や
う
な
機
械
と
は
人
間
の
所
産
で
あ
り
な
が
ら
逆
に
人
間
を
無
視
し

締
出
し
自
動
す
る
近
代
文
明
の
非
情
な
物
質
力
で
あ
る
。
強
大
な
生
産
力
で
あ

る
と
同
時
に
失
業
群
を
生
出
す
怪
物
で
あ
る
。
時
恰
も
世
界
大
戦
の
好
況
で
急

騰
す
る

。日本
重
工
業
の
王
者
で
あ
る
。
か
く
し
て
メ
カ
ニ
ズ
ム
化
し
た
社
会
は

冷
静
な
機
構
力
を
も
つ
て
浮
上
り
取
残
さ
れ
た
人
間
ど
も
を
後
目
に
自
ら
進
展

す
る
。
こ
の
や
う
な
近
代
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
芥
川
は
金
毘
羅
船
に
寓
意
し

た
と
思
は
れ
る
。
森
や
井
上
は
そ
の
や
う
に
メ
カ
ニ
ズ
ム
化
し
た
社
会
か
ら
浮

上
つ
た
無
用
物
も
し
く
は
気
の
や
う
な
寄
生
物
と
し
て
諷
刺
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ

し
て
こ
の
誇
張
さ
れ
た
先
駆
者
に
は
当
時
の
急
進
的
思
想
家
・
学
者
ｏ
過
激
な

社
会
運
動
家
が
、
偽
善
者
に
は
退
嬰
的
思
想
家
・
学
者
・
反
動
的
保
守
家
一
般

が
寓
意
さ
れ
て
ゐ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
ｏ
し
か
も
そ
こ
に
彼
は
前
述
の
嘲

笑
と
同
時
に
燐
憫
を
見
た
の
で
あ
る
。
芥
川
の
冷
智
は
常
に
人
潤
酌
な
る
も
の

を
結
局
動
物
的
唸
み
る
故
に
ま
づ
自
己
嫌
悪
に
陥
る
と
同
時
に
人
間

一
般
に
対

す
る
人
間
侮
蔑
の
感
に
捉
へ
ら
れ
ず
に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
同
時
に
ま
た
そ
の

弱
点
の
故
に
却
つ
て
人
間
を
い
と
は
し
む
温
情
を
持
た
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ

た
。
こ
の
や
う
な
矛
盾
相
即
の
人
間
解
釈
生
の
理
解
の
主
知
的
表
現
方
法
と
し

て
諷
刺
、
戯
画
化
の
方
法
が
選
ば
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
か
、
る
方
法
に
お

け
る
そ
の
冷
智
温
情
の
渾
然
融
合
し
た
表
現
を

「鼻
」

「芋
粥
」
の
悲
喜
劇
的

泣
笑
ひ
の
人
生
の
形
象
に
見
出
す
が
、

「風
」

の
場
合
は
む
し
ろ
理
智
に
勝

ち
い
滑
稽
の
誇
張
の
過
大
さ
が
目
立

ヽ
つ
ｋ
所
を
示
し
て
は
ゐ
る
が
根

・
抵
は
共
樋



し
て
ゐ
る
。

更
に
こ
の
こ
と
は

「鼻
」
以
来
彼
が
闘
争
を
い
之
ふ
結
果
生
の
逃
避
を
企
て

た
こ
と
に
根
源
す
る
。
彼
の
倫
理
観
は
す
で
に

「羅
生
門
」
以
前
よ
り
善
悪
相

関
の
思
想
に
立
ち
、
道
徳
に
対
す
る
懐
疑
も
し
く
は
善
悪

一
如
の
東
洋
的
諦
観

卜

し
か
し
な
が
ら
近
代
的
苦
悩
に
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
な
が
ら

―

を
示
し
て

ゐ
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
一
生
を
貫
く
も
の
で
あ
つ
た
。
恒
藤
唐
木
両
氏
の
所
論

の
や
う
に
、
善
悪
を
相
反
と
み
れ
ば
こ
そ
、
両
者
闘
争
の
必
然
性
・
道
徳
的
善

追
求
の
戦
ひ
が
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
る
に
両
者
の
対
立
断
絶
を
見
な
い
善

悪
一
如
の
同
時
的
相
関
の
観
方
に
お
い
て
は
倫
理
的
闘
争
は
無
意
味
化
さ
れ
ず

に
は
ゐ
な
い
し
、
勝
敗
の
攻
利
性
も
ま
た
零
化
さ
れ
、
闘
争
は
す
べ
て
厭
悪
さ

れ
る
。　
か
く
て
凡
ゆ
る
闘
争
は
理
智
的
に
滑
稽
と
し
て
観
ぜ
ら
れ
る
と
同
時

に
、
動
物
的
本
能
の
現
れ
と
し
て
隣
憫
さ
れ
る
。
し
か
し
道
徳
的
闘
争
意
欲
の

欠
除
は
自
然
に
生
の
逃
避
的
傾
向
に
傾
き
易
く
、
そ
の
結
果
人
間
は
道
徳
的
存

在
と
し
て
よ
り
も
心
理
的
生
物
的
存
在
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
。

「鼻
」
以

下
の
諸
作
は
■
さ
に
そ
の
や
う
な
道
徳
的
懐
疑
と
生
の
逃
避
意
識
が
生
出
し
た

人
間
心
理
の
解
剖
図
で
あ
る
。
し
か
も
愛
の
中
に
す
ら
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見

（大

正
四
年
二
月
二
十
八
日
恒
藤
恭
氏
宛
書
簡
）、
恐
ら
く
す
べ
て
は
泣
き
笑
ひ
で

見
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
（同
年
推
定
同
氏
宛
書
簡
）
と
い
ふ
、
利
己
的
に

し
て
悲
喜
劇
的
な
人
生
の
心
理
的
解
剖
図
と
し
て
、

「翼
」
の
表
現
も
ま
た
か

ヽ
る
性
質
を
は
つ
き
り
持
つ
て
ゐ
る
。
恒
藤
氏
に
よ
れ
ば
彼
の
道
徳
的
本
能
は

人

一
倍
強
か
つ
た
が
、
終
生
の
懐
疑
主
義
は
作
家
た
る
彼
を
し
て
晩
年
絶
望
的

に
、

「僕
は
芸
術
的
良
心
を
始
め
、
ど
う
い
ふ
良
心
も
持
つ
て
ゐ
な
い
。
僕
の

持
つ
て
ゐ
る
の
は
神
経
だ
け
で
あ
る
」

（歯
車
）
と
言
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

助 ヵ、
】
】
一
”

′レ 回
岬
¨
融

戯、に
薇
脇
颯
４
は
中
時
は
コ
い
（

。 （呻
粥
稀
げ
巧
刺
毒
蛯

な
人
生
を
観
照
的
に
表
現
す
る
適
当
な
方
法
と
し
て
も
、
戯
画
化
、
諷
刺
の
方

法
が
諸
作
に
選
ば
れ
た
理
由
が
ま
た
手
易
く
理
解
で
き
る
で
あ
ら
う
。

（初
期

の

「
ひ
よ
つ
と
ンと

「鼻
」
か
ら
晩
年
の
社
会
諷
刺
社
会
戯
画
の
各
作

「河
童
」

に
い
た
る
ま
で
。
）

社
会
の
現
実
的
問
題
に
直
面
し
て
こ
れ
に
対
決
す
る
自
己
の
古
典
的
諦
念
の

イ
デ
ニ
ー

欲
望
の
自
、制

自
足

卜

を
寓
意
し
た
鴎
外
の

「高
瀬
舟
」
の
思
想

性
が
今
日
で
は
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
含
む
と
し
て
も
、
は
る
か
に
超
時
間
的
な

古
典
的
永
遠
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
比
し
て
、
同
様
の
現
実

惑
か
ら
同
様
の
主
題

―

欲
望
の
諦
念

―

を
設
定
し
た
芥
川
の

「鼻
」

「芋

粥
」
な
ど
の
思
想
ｏ
イ
デ
エ
が
何
か
宿
命
的
な
不
安
感
と
脆
弱
感
と
を
わ
れ
わ

れ
に
与
へ
る
の
は
何
故
だ
ら
う
。
そ
の
原
因
を
根
本
的
に
探
る
と
、
結
局
篠
智

内
供
や
五
位
の
生
を
逃
避
的
慰
職

ヽ的
ヽに
瑚
啜
す
る
作
者
自
身
に
内
在
け
る
積
極

的
意
志
を
欠
い
た
生
に
対
す
る
逃
避
的
諦
念
に
起
因
す
る
も
の
と
い
ふ
外
は
あ

る
ま
い
。
　
　
一

芥
川
の
欲
望
に
対
す
る
諦
念
は
、
人
間
の
幸
福
は
理
想
や
願
望
を
心
の
中
に

そ
つ
と
抱
い
て
ゐ
る
間
に
あ
つ
て
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
と
忽
ち
幻
滅
の
悲

哀
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
ふ
生
の
不
合
理
に
対
す
る
心
理
的
解
釈
に
基

い
て
ゐ
る
。
ま
た
更
に
当
時
の
唯
物
史
観
的
社
会
革
命
思
想
の
批
判
と
し
て

み
れ
ば
、
人
間
の
幸
福
は
人
間
性
に
内
在
す
る
根
源
悪
的
な
も
の
が
変
革
さ

れ
な
い
限
り
、
人
間
の
外
部
的

（内
体
的
又
は
経
済
的
）
条
件

―

内
供
の

長
鼻
や
五
位
の
境
遇
の
変
化
な
ど
が
そ
れ
を
象
徴
す
る
―

変
革
だ
け
で
は

彼
ら
の
い
ふ
や
う
に
容
易
に
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
な
人
間
解
釈
を

も
含
む
も
の
と
し
て
受
取
れ
る
。
鴎
外
の
諦
念

（高
瀬
舟
）
は
社
会
的
に
み

て
近
代
資
本
主
義
の
魔
術
性
に
対
す
る
強
力
な
批
判
抵
抗
と
し
て
受
取
れ
る

に
対
し
て
、
芥
川
の
そ
れ
（羅
生
門
・
鼻
・
芋
粥
）
は
近
代
の
唯
物
論
的
革
命



思
想
に
対
す
る
批
判
抵
抗
と
し
て
受
取
れ
る
。
そ
の
彼
も

「左
手
に
は
レ
ー

ニ
ン
、
右
手
に
は
キ
リ
ス
ト
」
と
半
面
に
近
代
階
級
社
会
に
お
け
る
階
級
闘

争
の
歴
史
的
必
然
性
を
早
く
も
承
認
し
て
ゐ
た
や
ヽ
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
核
と
す
る
内
部
的
諸
因
子
を
看
過
す
る
彼
ら
の
楽
天

性
に
目
を
覆
ふ
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
根
本
艶
に
彼
を

苦
し
め
つ
づ
け
た
道
徳
的
懐
疑
主
義
が
結
局
生
の
逃
避
に
彼
を
導
き
、　
そ

奢̈もなは響卿̈
琳爛赫に至′レ一″諄”［噌日ヵ、ゎぃ漿御〓学「］動ゎ

上
に
お
け
る
真
摯
な
知
性
的
作
家
の
典
型
的
悲
劇
と
し
て
同
情
に
価
す
る
。

芥
川
の
こ
の
逃
避
的
人
生
観
・
観
照
的
人
生
態
度
は

「風
」
の
構
想
に
も
は

つ
き
り
反
映
し
て
ゐ
る
。
先
駆
者
急
進
派
の
代
表
森
と
、
偽
善
者
保
守
派
の
代

表
井
上
と
の
抗
争
を
滑
稽
化
し
無
意
味
化
し
た
こ
と
が
ま
づ
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
そ
の
結
果
人
間
は
客
観
的
に
機
械
的
自
転
力
を
も
つ
て
進
行
す
る
社
会
の

運
行
に
冷
静
に
身
を
託
す
る
こ
と
を
賢
明
と
す
る
か
に
見
え
る
。
傍
観
的
な
人

生
観
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
が
そ
の
二
つ
で
あ
る
。
社
会
の
先
端
に
行
動
す
る
彼

等
を
社
会
の
寄
生
物
的
醜
悪
、
滑
稽
の
典
型
と
し
て
造
形
し
批
判
し
た
創
作
精

神
は
ま
さ
に
こ
の
逃
避
的
も
し
く
は
傍
観
的
観
照
の
精
神
に
よ
る
の
で
あ
る
。

更
に
作
品
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
比
較
す
る
に
、
餓
死
直
前
の
せ
つ
ば
詰
つ
た
盗

奪
を
善
悪

一
如
的
に
一
面
認
め
た

「羅
生
門
」
の
そ
れ
に
は
鬼
気
迫
ち
虚
撫
的

絶
望
の
暗
愁
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
秋
風
に
吹
か
れ
る
内
供
の
長
鼻
に
は
涙
の
に
じ

む
作
者
の
暗
愁
が
う
か
ゞ
は
れ
る
。
し
か
る
に
船
上
に
抗
争
す
る
諸
人
物
に
無

頓
着
な
金
毘
羅
船
は
あ
ま
り
に
非
情
で
あ
る
。
「風
」
の
こ
の
や
う
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
非
情
化
は
作
者
の
闘
争
厭
悪
、
生
逃
避
の
意
識
が
よ
り
一
層
理
智
的
に
冷

静
化
し
た
こ
と
を
物
語
つ
て
ゐ
る
よ
う
。
か
な
り
渾
然
た
る
前
二
作
に
比
べ
、

滑
稽
誇
張
の
過
剰
性
に
加
ふ
る
に
こ
の
や
う
な
主
体
性
の
冷
凍
化
、
燃
焼
の
弱

一

ま
り
を
示
す
こ
の
作
品
は
意
図
の
面
白
さ
に
も
抱
ら
ず
技
巧
に
堕
ち
過
ぎ
た
憾

が
あ
ら
う
。
思
想
的
に
も
そ
の
余
り
に
機
械
的
な
活
動
を
し
か
見
な
い
社
会
の

設
定
は
今
日
の
有
機
的
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社
会
観
か
ら
す
れ
ば
非
有
機
的
非

現
実
的
な
謗
を
ま
ぬ
が
れ
ま
い
。
こ
れ
が
芥
川
の
社
会
観
の
限
界
と
い
ふ
の
は

早
計
で
あ
ら
う
か
も
し
れ
ぬ
が
、
と
に
か
く
こ
の
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
に
は

右
の
や
う
な
批
判
の
余
地
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
こ
の
や
う
な
社
会
設
定

は
前
述
の
如
く
、　
近
代
の
物
質
的
機
械
文
明
社
会
の
寓
意
化
で
あ
る
と
し
て

も
、
人
間
の
有
機
的
構
成
体
の
木
性
を
除
去
し
た
解
釈
と
表
現
に
は
あ
る
物
足

り
な
さ
を
感
ぜ
さ
せ
ら
れ
る
。
も
し
作
者
に
よ
つ
て
こ
の
不
満
が
克
服
さ
れ
る

と
す
る
な
ら
、

「気
」
の
構
想
は
根
抵
か
ら
改
変
さ
れ
ず
に
は
す
む
ま
い
。
そ

の
時
、
芥
川
の
致
命
的
な
生
の
逃
避
、
道
徳
の
懐
疑
主
義
は
一
段
と
社
会
的
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
光
を
う
け
、
主
体
性
を
強
化
し
、
よ
り
現
実
的
批
判
を
肇
む

諷
刺
小
説
と
し
て
登
場
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（人
間
の
弱
さ
に
対
す
る

彼
の
美
し
い
隣
憫
に
加
へ
て
、
人
間
の
真
の
強
さ
に
対
す
る
積
極
的
な
共
鳴
が

交
響
し
て
。
）
そ
れ
は
も
は
や
勝
敗
の
一
時
性
を
超
越
し
た
永
遠
的
な
文
学
と

い
ふ
べ
き
も
の
で
も
あ
ら
う
。

（
一
九
五
三
・
一
〇
・
五
）

議
１
、
現
代
中
国
小
説
集

（
中
日
文
化
研
究
所
訳
編
）
所
収
。　
一
九
四
二
年

作
。
抗
日
反
帝
国
主
義
文
学
。
主
人
公
日
本
よ
り
帰
国
し
た
学
生
夫

婦
。
背
景
漢
口
近
く
０
場
子
江
上
の
船
中
。

２
、
中
国
丈
芸
叢
書

（聖
光
社
）
所
収
。
主
人
公
口
合
の
青
年
升
義
。
愛

人
で
あ
る
大
家
の
下
婢
の
身
代
金
を
得
る
た
め
、
身
を
売
つ
て
鉱
山

の
金
拙
り

（砂
丁
）
と
な
り
空
し
く
死
ん
で
し
ま
ふ
悲
劇
的
小
説
。

３
、
山
口
孝
三
郎

「芥
川
文
学
事
典
」
二
二
頁
、　
一‐新
思
潮
絞
正
後
に
」

参
照
。



４
、
岩
上
順

一
「
歴
史
文
学
論
」
歴
史
の
現
代
化
の
傾
向
。

「芥
川
は
，

歴
史
を
思
想
表
現
の
た
め
の
手
段
と
し
た
。
歴
史
が
小
説
的
思
想
の

内
容
で
な
く
、
そ
の
扮
装
、
そ
の
愧
儡
と
化
し
た
。
言
ひ
か
へ
れ
ば

歴
史
を
歪
曲
し
た
。」
（
一
九
四
頁
）

‐６ ５‐
一
」

権
」
範
塩
ば
れ
郵
霧
籍
「
瑯
勧
は

も っ
か
は
一
（
一
一
〇
頁
）

７
、
参
考
交
献
の
一
つ
と
し
て

「
近
代
日
本
文
学
に
於
け
る
自
然
と
道
徳

の
問
題
に
つ
い
て
の
史
的
考
察
」
（
唐
木
順
三
、　
近
代
日
本
文
学
史

論
）
が
あ
る
。

８
、
加
回
哲
二
、
「社
会
史
」
（現
代
日
本
文
明
史
第
十

一
巻
）
第
五
篇
、

欧
洲
大
戦
時
の
日
本
資
本
主
義
。
公
一八
二
頁
）

９
、
二
三
の
思
想
的
例
と
し
て
、
幸
徳
秋
水
事
件
を
機
に
無
政
府
主
義
に

触
れ
た

「
食
堂
」
（
４３
）ヽ

社
会
政
策
、
労
資
問
題
の
考
察
、
社
会
主

義
思
想
の
説
明
を
す
る
大
正
八
・
九
年
の
賀
古
鶴
所
宛
書
簡

（
鴎
外

全
集
第
二
十
二
巻
）、　
古
代
社
会
と
共
産
主
義
と
の
関
係
考
察
の
古

い
手
帳
か
ら

（大
正
１０
）
な
ど
。

１０
、
加
田
哲
二
、
「社
会
史
」
、
第
五
篇
大
正
期
に
お
け
る
社
会
思
想
の
潮

流
。

（
三
三
四
頁
）

「大
正
三
年
頃
か
ら
は
近
代
的
労
働
争
議
が
顔

発
。」

ｎ
、
日
本
の
無
政
府
主
義
＝
ア
ナ
ル
コ

・ｏサ
ン
デ
カ
リ
ズ
ム
の
代
表
者
は

明
治
四
三
年
死
刑
の
幸
徳
秋
水
と
大
正
十
二
年
関
東
大
震
災
に
虐
殺

さ
れ
た
大
杉
栄
で
あ
る
。
共
産
主
義
理
論
が
無
政
府
主
義
理
論
を
大

二
十
二
年
こ
ろ
完
全
に
克
服
す
る
ま
で
日
本
の
社
会
主
義
思
想
は
大

体
ア
ナ
キ
ズ
ム
が
中
心
。

（
社
会
主
義
講
座
Ⅵ
、
岸
本
英
太
郎
、
日

本
社
会
運
動
史
等
参
照
。
）

・２
、
わ
た
し
は
不
幸
に
も

「人
間
ら
し
さ
」
に
礼
拝
す
る
勇
気
は
持
つ
て

ゐ
な
い
。
い
や
、
屋

「人
間
ら
し
さ
」
に
軽
蔑
を
感
ず
る
こ
と
は
事

い
。
同
時
に
ス
彼
自
身
を
偶
像
に
す
る
こ
と
に
異
存
を
詩
つ
て
ゐ
ち

も
の
も
な
い
。
（
全
上
、
偶
像
。
）

・４
）
岩
上
順
一
「
歴
史
文
学
諭
」、
諦
念
の
哲
学
二
〇
九
頁
―

二
一
〇
頁

・
参
照
。

ち
、
プ
ル
ー
ド
ン
、
「財
産
と
は
何
ぞ
や
」
（新
明
正
道
訳
）。
「財
産
は
盗

奪
で
あ
る
１
」
（第

一
章
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

・６
、
所
謂
生
活
力
と
い
ふ
も
の
は
実
は
動
物
力
の
異
名
に
過
ぎ
な
い
。
僕

も
亦
人
間
獣
の
一
匹
で
あ
る
。
（或
旧
友
へ
送
る
手
記
）

・７
ヽ
芥
川
龍
之
介
全
集
第
七
巻
。

・８
ヽ
恒
藤
恭
、

「
旧
友
芥
川
魚
之
介
」
（
市
民
文
庫
）、
友
人
芥
川
の
追
憶

十
三
。

・９
ヽ
同
上
。

加
、
唐
木
順
三

「作
家
論
」
、
芥
川
龍
之
介
公
し
。　
　
　
　
　
　
　
（

２．
、
宮
本
顕
治
、
敗
北
の
文
学

（昭
和
四
年
八
月
改
造
発
表
）。

・
|

相
愛

女
子
大

学
教
授

―
―




