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甜文105(2015・12 大阪大学国語国文学会）

は
じ
め
に 戦

時
下
に
お
け
る

—
草
創
期
「
歴
程

j
と
高
橋
新
吉
「
大
和
島
根
」
に
つ
い
て

で

1
}

「
皿
の
詩
」
は
高
橋
新
吉
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
初
出
は
『
シ

ム
ー
ン
」
創
刊
号
(
-
九
二
二
年
四
月
）
で
、
辻
澗
編
「
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉

(2) 

の
詩
」
(
-
九
二
三
年
）
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
お
よ
そ
二

0
年
後
の
一
九
四
三
（
昭
和
十
八
）
年
出
版
の
詩
集
『
大
和
島
根
」
に
も
高

橋
は
「
皿
の
詩
」
を
再
録
し
て
い
る
。
「
シ
ム
ー
ン
」
掲
載
時
に
お
け
る
前

衛
詩
の
文
脈
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
戦
時
下
に
出
版
さ
れ
た
「
大
和
島

根
」
で
は
、
こ
の
「
皿
の
詩
」
が
国
民
詩
の
文
脈
で
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
論
で
は
、
こ
の
異
質
な
が
ら
も
相
補
的
な
二
つ
の
読
み
の
あ
い
だ
を
横
断

し
つ
つ
、
裔
橋
の
独
特
な
言
葉
づ
か
い
を
同
時
代
的
言
説
の
な
か
で
相
対
化

し
な
が
ら
論
を
進
め
る
。
高
橋
の
言
葉
を
相
対
化
す
る
た
め
の
比
較
対
象
と

し
て
、
本
論
で
は
、
草
創
期
「
歴
程
」
(
-
九
三
五
年
i
一
九
四
四
年
）
か

ら
詩
と
詩
論
を
い
く
つ
か
取
り
あ
げ
て
検
証
し
て
み
た
い
。

草
創
期
「
歴
程
」
（
全
二
六
号
）
を
通
読
す
る
と
、
同
人
た
ち
の
意
識
が

「皿」

ひ
と
つ
に
ま
と
ま
る
言
説
の
節
目
の
よ
う
な
も
の
が
い
く
つ
か
見
え
て
く
る
。

本
論
で
は
そ
の
う
ち
三
つ
の
節
目
、
つ
ま
り
「
萩
原
恭
次
郎
の
死
」
「
草
野

心
平
の
南
京
徴
用
」
「
ラ
ジ
オ
の
愛
国
詩
朗
読
」
を
め
ぐ
る
言
説
の
節
目
に

着

H
し
、
そ
の
流
れ
と
突
き
あ
わ
せ
る
形
で
、
高
橋
の
言
葉
を
位
償
づ
け
て

い
き
た
い
。
高
橋
自
身
、
「
歴
程
」
創
刊
時
の
メ
ン
パ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
り
、

他
の
同
人
た
ち
と
の
あ
い
だ
に
影
響
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
「
歴
程
」
に
集
約
さ
れ
た
同
時
代
的
言
説
に
対
し
、
高
橋
は
ど
の
よ
う

な
詩
的
構
え
を
見
せ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
高
橋
の
詩
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぽ
し
た
の
か
。
以
下
、
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
順
番
に
播
い
て

い
き
た
い
。-

．
日
本
初
の
ダ
ダ
詩
「
倦
怠
」
と
戦
時
下
の
「
皿
」

「
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
」
で
高
橋
は
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
知
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
そ
の
前
か
ら
す
で
に
ダ
ダ
の
詩
人

と
し
て
の
評
判
が
立
っ
て
い
た
。
「
辻
潤
の
妹
の
良
人
で
あ
る
津
田
光
造
が
、

松

田

正

貴
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k3) 

佐
野
袈
裟
美
や
、
加
藤
一
夫
な
ど
と
」
は
じ
め
た
「
シ
ム
ー
ン
」
と
い
う
雑

誌
の
創
刊
号
に
、
「
倦
怠
（
の
ち
「
皿
」
と
改
題
）
」
と
題
す
る
高
橋
の
詩
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
編
集
者
に
よ
る
記
入
漏
れ
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は

無
名
の
新
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
か
、
目
次
に
高
橋
の
名
は
見
当
た
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
初
出
時
に
お
け
る
「
皿
の
詩
」
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿

倦
怠額

に
鉦
矧
這
う
情
熱

白
米
色
の
エ
プ
ロ
ン
で

皿
を
拭
く
な

鼻
の
巣
の
黒
い
女

其
慮
に
も
諧
誠
が
燻
す
ぶ
っ
て
い
る
。

人
生
を
水
に
溶
か
せ

冷
め
た
シ
チ
ュ
ー
の
鍋
に

退
屈
が
浮
く

皿
を
割
れ

皿
を
割
れ
ば

倦
怠
の
響
が
出
る
。
（
「
倦
怠
」
「
シ
ム
ー
ン
」
七
二
）

先
に
も
触
れ
て
お
い
た
と
お
り
、
の
ち
に
「
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
」
に
も

再
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
詩
だ
が
、
ダ
ダ
の
存
在
自
体
が
当
時
は
ま
だ

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ダ
ダ
の
詩
」
と
も
て

は
や
さ
れ
、
や
が
て
高
橋
は
「
ダ
ダ
の
詩
人
」
と
し
て
名
を
馳
せ
る
よ
う
に

な
る
。
ち
な
み
に
『
シ
ム
ー
ン
」
の
巻
頭
言
に
は
、
「
人
間
の
活
動
或
は
労

働
が
、
物
質
に
依
っ
て
計
最
さ
れ
る
事
は
、
人
間
に
対
す
る
一
大
侮
辱
で
あ

る
」
と
あ
り
、
「
我
等
は
一
個
の
人
間
と
し
て
、
斯
か
る
物
質
の
奴
隷
と
し

て
生
活
を
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
」
と
い
う
宜
言
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

日
本
で
最
初
の
「
ダ
ダ
の
詩
」
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
脈
に
紛
れ
込

む
形
で
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

詩
の
解
釈
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
初
出
か
ら
お
よ
そ
二

0
年
後
の
一
九
四

三
（
昭
和
十
八
）
年
出
版
「
大
和
島
根
」
と
い
う
詩
集
に
お
い
て
高
橋
が
再

録
す
る
「
皿
」
は
、
目
立
た
ぬ
よ
う
に
少
し
手
を
入
れ
て
は
あ
る
も
の
の
、

初
出
時
の
言
葉
づ
か
い
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿

倦
怠

額
に
駈
矧
這
う
情
熱

白
米
色
の
エ
プ
ロ
ン
で

皿
を
拭
く
な

鼻
の
巣
の
黒
い
女

其
隧
に
も
諧
請
が
燻
す
ぶ
っ
て
い
る
。

皿
を
水
に
溶
か
せ

冷
め
た
シ
チ
ュ
ー
の
鍋
に

退
屈
が
浮
く

皿
を
割
れ

皿
を
割
れ
ば

倦
怠
の
響
が
出
る
。
（
「
皿
」
「
大
和
島
根
」
六
六
ー
七
）

初
版
千
五
百
部
を
刷
っ
た
と
さ
れ
る
「
大
和
島
根
」
は
、
全
体
的
に
「
ダ
ダ
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イ
ズ
ム
の
な
ご
り
の
「
皿
」
の
ご
と
き
作
品
や
警
句
風
の
短
詩
が
多
い
が
、

で

5
)

約
三
分
の
一
は
神
国
日
本
の
頌
詩
」
と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
の
「
序
詩
」
で

高
橋
が
用
い
る
言
葉
は
、
小
説
「
狂
人
j

(
一
九
三
六
年
）
の
あ
の
特
異
な

{
6
-

言
説
を
祐
彿
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

此
の
血
の
涌
き
立
つ
の
を
、
何
に
依
っ
て
私
は
治
め
る
事
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
か
。
燃
ゆ
る
石
を
投
げ
転
ば
し
、
四
方
に
置
い
て
、
そ
の
中
に

い
た
と
て
、
私
の
精
神
は
冷
静
で
あ
り
得
な
い
。

北
海
の
寒
流
に
飛
ぴ
込
み
、
真
裸
に
な
っ
て
泳
い
だ
と
て
、
私
の
心
は

穏
や
か
で
あ
り
得
な
い
。

如
何
な
る
も
の
を
以
て
も
、
描
破
す
る
事
の
出
来
ぬ
、
金
剛
不
滅
の
も

の
た
る
以
外
に
な
い
の
だ
。

序
詩
に
つ
づ
き
、
「
瑞
兆
」
と
題
す
る
次
の
よ
う
な
詩
が
見
ら
れ
る
。

我
等
復
仇
の
念
に
燃
え
立
つ

ァ
ッ
ツ
島
玉
砕
の
勇
士
を
思
え
ば

我
等
敵
を
憎
む
の
怒
り
に
涌
き
立
つ

山
本
提
督
の
戦
死
を
偲
べ
ば

我
等
此
難
局
に
処
し
て
、

冷
静
に
、
英
霊
に
報
い
ん
。

一
億
決
死
の
秋
な
り
。

我
等
た
ゆ
ま
ず
。
（
「
大
和
島
根
」
一
ー
ニ
）

0
7
)
 

矢
野
貫
一
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
「
新
聞
の
見
出
し
を
列
ね
た
よ
う
な
」

戦
意
昂
揚
詩
が
、
詩
集
の
三
分
の
一
あ
た
り
の
と
こ
ろ
ま
で
つ
づ
く
。
こ
の

詩
集
に
高
橋
は
「
皿
の
詩
」
を
再
録
す
る
。
検
閲
の
目
を
ご
ま
か
す
た
め
か
、

イ
ン
デ
ン
ト
を
ま
っ
す
ぐ
に
揃
え
、
初
出
時
に
二
二
個
あ
っ
た
「
皿
」
の
字

を
十
六
個
に
お
さ
え
、
「
人
生
を
水
に
溶
か
せ
」
を
「
皿
を
水
に
溶
か
せ
」

と
す
る
。
逆
に
考
え
る
と
、
こ
の
程
度
の
細
工
を
施
す
だ
け
で
、
「
一
億
決

死
」
を
う
た
う
愛
国
詩
に
紛
れ
込
む
詩
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

高
橋
の
意
図
が
ど
う
で
あ
れ
（
そ
こ
は
知
り
よ
う
が
な
い
の
で
議
論
で
き

な
い
）
、
「
皿
の
詩
」
は
異
質
な
二
つ
の
文
脈
で
受
容
可
能
で
あ
り
、
こ
の
事

実
か
ら
「
皿
の
詩
」
の
「
意
味
」
を
捉
え
な
お
し
て
み
る
と
、
も
は
や
「
ダ

ダ
の
詩
」
と
い
う
評
価
で
も
っ
て
こ
の
詩
を
解
釈
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
な

何
か
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に

し
て
、
そ
も
そ
も
初
出
時
か
ら
お
よ
そ
二

0
年
の
あ
い
だ
に
、
高
橋
の
言
葉
、

あ
る
い
は
同
時
代
的
な
言
説
が
ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、

そ
の
あ
た
り
を
ま
ず
は
概
観
し
て
お
き
た
い
。
同
時
代
的
な
言
説
と
は
い
う

も
の
の
、
そ
の
す
ぺ
て
を
見
渡
す
こ
と
は
論
者
の
手
に
余
る
の
で
、
検
討
す

る
対
象
を
草
創
期
「
歴
程
」
に
絞
り
、
そ
こ
か
ら
同
時
代
的
な
言
説
の
ひ
と

つ
の
「
範
例
」
を
引
き
出
し
た
う
え
で
、
二
つ
の
「
皿
の
詩
」
を
位
置
づ
け

て
み
た
い
と
思
う
。

二
．
草
創
期
「
歴
程
」
第
一
の
節
目
ー
_
—
萩
原
恭
次
郎
の
死

一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
五
月
一
日
、
「
歴
程
」
第
一
号
が
歴
程
社
よ
り

刊
行
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
の
編
集
兼
発
行
人
は
逸
見
猶
吉
で
、
同
人
に
は
菱

山
修
三
、
岡
崎
消
一
郎
、
高
橋
新
吉
、
尾
形
亀
之
助
、
草
野
心
平
、
中
原
中

也
、
宮
沢
賢
治
、
土
方
定
一
が
名
を
連
ね
て
い
る
（
た
だ
し
宮
沢
賢
治
は
こ

で
0
〉

の
と
き
す
で
に
他
界
し
て
い
た
）
。
た
だ
、
そ
の
あ
と
し
ば
ら
く
第
二
号
は
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出
ず
、
翌
年
の
三
月
に
、
改
め
て
「
三
月
創
刊
号
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
高

村
光
太
郎
、
吉
田
一
穂
、
松
永
延
造
、
菊
岡
久
利
ら
が
同
人
と
し
て
加
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
「
三
月
号
」
は
二
月
二
七
日
印
崩
、
翌
月
五
日
の
発
行
と

な
っ
て
い
る
。
ニ
・
ニ
六
事
件
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
「
歴
程
」
の
同
人
た

ち
は
、
自
ら
の
詩
や
詩
論
を
「
自
由
に
」
展
開
し
よ
う
と
当
初
は
意
気
込
ん

で
い
た
。
四
月
号
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
「
官
軍
の
論
理
」
に
お
い
て
、
土
方
定

ー
は
「
官
軍
の
論
理
が
、
勝
て
ば
官
軍
の
論
理
が
日
に
日
に
文
学
理
論
の
う

ち
に
も
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
と
書
き
、
次
の
よ
う
な
不

服
従
の
構
え
を
見
せ
て
い
る
（
二
四
）
。

最
近
ず
っ
と
病
気
つ
づ
き
で
あ
っ
た
た
め
に
、
私
自
身
の
肉
体
的
な
反

発
力
ば
か
り
で
な
く
、
精
神
的
な
反
発
力
も
、
さ
ぴ
か
け
た
寝
台
の
パ

ネ
の
よ
う
に
ぎ
こ
ち
な
く
、
外
部
の
重
圧
に
と
か
く
そ
の
儘
に
従
う
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
従
順
な
精
神
状
態
は
ど
う
も
全
く
悲
惨

な
、
ペ
ッ
と
唾
で
も
吐
き
だ
し
た
く
な
る
現
象
だ
。
（
土
方
定
一
「
官

軍
の
論
理
」
「
歴
程
」
一
九
三
六
年
四
月
号
、
二
ニ
）

ま
た
同
四
月
号
「
時
評
」
に
お
い
て
、
菱
山
修
三
は
最
近
の
詩
人
た
ち
を

「
歌
い
方
に
グ
レ
て
い
る
」
と
形
容
し
、
「
彼
等
は
好
ま
し
く
な
い
酪
酎
の
仕

方
を
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
「
非
合
理
な
現
実
の
諸
事
情
が
、
詩

を
殺
し
て
し
ま
っ
た
で
は
な
い
か
1
・
」
と
嘆
い
て
い
る
（
二
五
）
。

こ
の
あ
と
し
ば
ら
く
「
歴
程
」
は
休
刊
状
態
と
な
り
、
一
九
三
六
年
＋
月

に
ふ
た
た
ぴ
草
野
心
平
編
集
の
も
と
「
創
刊
」
さ
れ
る
。
仕
切
り
直
し
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
、
扉
に
は
「
こ
と
番
号
が
ふ
っ
て
あ
る
。
尾
崎
喜
八
、

田
村
泰
次
郎
、
河
田
誠
一
、
藤
原
定
、
宍
戸
儀
一
、
山
之
口
摸
ら
が
あ
ら
た

に
同
人
と
し
て
加
わ
る
。
た
だ
、
混
同
を
避
け
る
た
め
、
一
般
的
に
は
一
九

三
五
年
五
月
創
刊
の
「
歴
程
」
を
第
一
号
と
し
、
そ
の
後
の
も
の
を
通
し
番

号
で
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
一
九

三
六
年
十
月
草
野
編
集
に
よ
る
「
歴
程
」
は
第
四
号
と
な
る
。

つ
づ
く
第
五
号
(
-
九
三
六
年
十
一
月
）
に
高
橋
は
「
残
滓
」
と
題
す
る

詩
を
寄
せ
て
い
る
。

彼
は
生
れ
た
。

片
手
を
ち
ぎ
っ
て

雲
に
与
え
た
。

そ
の
後
死
ん
だ
。
（
七
一
）

断
片
的
な
フ
レ
ー
ズ
を
並
ぺ
る
こ
と
で
非
日
常
的
な
光
景
を
生
み
だ
す
詩
だ

が
、
こ
こ
で
高
橋
は
、
の
ち
に
大
々
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
神
話
的
な

世
界
観
（
自
ら
の
「
手
」
を
「
雲
」
と
い
う
よ
り
大
き
な
存
在
に
差
し
だ
す

と
い
う
構
図
な
ど
）
を
曖
昧
な
形
で
は
あ
る
が
す
で
に
展
開
し
て
い
る
。
こ

の
点
は
「
皿
の
詩
」
の
解
釈
に
大
き
く
関
わ
る
問
題
だ
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と

ま
ず
触
れ
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。

詩
に
対
す
る
同
人
た
ち
の
構
え
の
問
題
に
話
を
戻
す
。
同
じ
「
歴
程
」
五

号
の
「
時
評
」
に
お
い
て
、
菱
山
は
詩
の
現
状
を
こ
う
概
括
す
る
。

本
意
は
必
死
に
詩
を
書
く
人
が
い
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

て
又
世
間
が
詩
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
大

き
く
云
っ
て
、
現
代
に
必
要
な
の
は
詩
じ
ゃ
な
く
て
詩
人
だ
、
と
い
う

尤
も
ら
し
い
逆
説
も
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
世
間
と
い
う
も

の
は
人
を
生
き
な
が
ら
に
殺
す
。
当
世
で
は
詩
人
を
生
き
な
が
ら
に
殺
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す
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
星
辰
の
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
に
意

識
の
怪
物
が
纏
綿
す
る
か
ぎ
り
意
識
の
神
話
が
絶
え
な
い
か
ぎ
り
、
詩

は
形
を
変
え
品
を
変
え
、
意
味
を
変
え
て
進
む
こ
と
を
駄
め
な
い
だ
ろ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
実
は
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
詩
人
は
死
な
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
生
き
な
が
ら
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
菱

山
修
三
「
時
評
」
「
歴
程
」
五
号
、
九
三
I

四）

こ
の
よ
う
な
菱
山
の
決
意
を
嘲
笑
う
か
の
よ
う
に
、
一
九
三
七
（
昭
和
十

二
）
年
九
月
、
近
衛
文
麿
内
閣
の
推
進
す
る
国
民
精
神
総
動
員
運
動
の
も
と
、

文
学
者
の
徴
用
が
は
じ
ま
る
。
そ
れ
ま
で
「
国
家
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
無
益

な
余
計
者
で
し
か
な
か
っ
た
」
文
学
者
た
ち
が
ま
さ
に
青
天
の
霧
歴
、
内
閣

情
報
部
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
（
実
際
は
菊
池
寛
か
ら
の
速
達
と
い
う
形

で
）
、
漢
口
攻
略
戦
従
軍
を
条
件
に
「
超
一
流
の
大
作
家
な
ら
ば
あ
り
得
る

(10) 

か
も
し
れ
な
い
空
前
絶
後
の
特
別
大
優
遇
」
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ

ゆ
る
「
ペ
ン
部
隊
」
で
あ
る
。
「
国
民
精
神
総
動
員
運
動
」
は
「
挙
国
一

致
．
尽
忠
報
国
・
堅
忍
持
久
の
三
目
標
を
あ
げ
て
、
国
民
精
神
作
興
を
実

施
」
し
た
も
の
で
、
「
貯
金
・
献
金
・
贅
沢
廃
止
を
唱
え
て
、
国
民
を
長
期

{ll} 

戦
体
勢
に
総
動
員
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
ペ
ン
部
隊
」
の
徴
用
も
ま
た
そ

(12) 

の
一
環
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
ペ
ン
部
隊
の
作
家
た
ち
の
旅
費
・
滞
在
費
は(13) 

す
べ
て
当
局
が
負
担
し
、
そ
の
う
え
、
仕
度
金
千
円
が
支
給
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
仕
度
金
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
な
点
も
多
く
、
現
時
点
で
何
ら
論
拠

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
徴
用
作
家
の
書
い
た
戦
争
文
学
が
文
壇

に
お
け
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
潮
流
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
同
時
代
的
言
説
の
動
き
に
対
し
、
「
歴
程
j

の
同
人
た
ち
は
当
初
、
批

判
的
な
構
え
を
見
せ
て
い
た
。
「
歴
程
」
第
八
号
(
-
九
三
九
年
九
月
）
「
赤

鉛
筆
」
に
お
い
て
、
編
集
兼
発
行
者
で
あ
る
三
ツ
村
繁
蔵
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。歴

程
に
は
所
謂
戦
争
詩
が
な
い
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
が
…
…
私
は

ジ
ャ
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
事
な
こ
と

を
強
制
し
た
り
、
取
引
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
艶
歌
師
の
よ

う
に
簡
単
に
応
じ
る
者
も
あ
る
筈
は
な
い
—
と
い
っ
て
、
時
局
に
冷
淡

で
あ
る
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
反
対
な
の
で
あ
る
。
父
母
を

共
に
失
っ
た
直
后
、
身
代
わ
り
の
よ
う
に
し
て
少
な
い
兄
弟
の
一
人
を

戦
場
に
や
り
、
多
く
の
知
人
を
送
り
、
親
友
を
戦
い
に
失
っ
た
自
分
が
、

流
行
歌
を
唄
う
よ
う
に
、
こ
れ
等
の
人
の
こ
と
を
祖
国
を
歌
っ
て
い
い

も
の
か
、
む
し
ろ
今
、
自
分
は
唇
を
噛
ん
で
い
る
の
だ
。

単
に
流
行
派
に
便
乗
す
る
こ
と
な
れ
ば
容
易
な
こ
と
な
の
だ
が
、
真

実
に
考
え
る
と
そ
ん
な
う
す
っ
ぺ
ら
な
こ
と
で
日
本
の
事
を
云
い
た
＜

{
H
)
 

は
な
い
。
（
二
六
）

「
戦
争
詩
」
を
め
ぐ
る
同
時
代
的
な
言
説
に
対
す
る
違
和
感
は
、
「
歴
程
」

同
人
た
ち
の
あ
い
だ
に
潜
在
的
な
も
の
と
し
て
ず
っ
と
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
粉
砕
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
詩
人
た
ち
の
反
骨
精

神
の
表
れ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
歴
程
」
同
人
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
反
骨

精
神
が
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年
十
一
月
、
萩
原
恭
次
郎
の
死
を
き
っ
か

け
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
赤
と
黒
」
創
刊
に
携
わ
り
、
自
ら
も
詩
集
「
死
刑
宜
告
」
の
出
版
に

よ
っ
て
名
を
馳
せ
た
こ
の
詩
人
を
偲
ぴ
、
伊
藤
信
吉
と
菊
岡
久
利
の
二
人
が
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「
歴
程
j

七
号
（
一
九
三
九
年
七
月
）
に
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
て
い
る
。
十

七
の
時
、
近
所
に
萩
原
が
住
ん
で
い
る
と
知
っ
た
伊
藤
は
、
詩
人
の
家
を
訪

問
し
、
の
ち
に
「
死
刑
宜
告
」
と
し
て
実
を
結
ぶ
詩
篇
の
数
々
に
ふ
れ
、
そ

の
理
解
を
超
え
た
「
異
様
な
詩
」
に
圧
倒
さ
れ
た
と
当
時
の
思
い
を
回
想
す

る
。
さ
ら
に
「
一
九
一
―

1
0年
早
春
」
の
こ
ろ
の
思
い
出
と
し
て
、
萩
原
が
ダ

ダ
イ
ズ
ム
か
ら
ア
ナ
キ
ズ
ム
ヘ
と
思
想
的
に
傾
い
て
い
く
様
子
に
も
触
れ
て

い
る
。ま

た
菊
岡
は
「
勘
定
し
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
詩
人
を
語
る
こ
と
は
死
人

を
語
る
こ
と
だ
。
い
い
詩
人
は
薄
命
に
死
ん
で
い
く
」
と
述
べ
て
い
る

(15) 

（
「
歴
程
」
七
号
、
二
七
）
。
さ
ら
に
岡
本
潤
も
「
歴
程
j

十
号
(
-
九
四

0

年
一
月
号
）
に
「
萩
原
恭
次
郎
断
片
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
寄
せ
て
い
る
。

同
年
十
月
に
は
『
歴
程
」
同
人
ら
が
「
萩
原
恭
次
郎
詩
集
」
を
編
纂
し
て
お

り
、
萩
原
恭
次
郎
追
悼
と
い
う
意
識
で
も
っ
て
「
歴
程
」
の
同
人
た
ち
が
こ

の
時
期
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
「
萩
原
恭
次
郎
詩
集
」

か
ら
「
通
信
」
と
題
す
る
詩
を
ひ
と
つ
引
用
し
て
お
く
。

わ
た
し
ら
の
怒
り
を
文
字
は
書
か
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

檻
襖
は
檻
棲
の
泣
言
を
な
ら
べ
檻
襖
の
あ
た
た
か
み
に
く
る
ま
る
で
あ

ろ
う
。

沸
っ
た
湯
が
湯
気
を
立
て
ず
氷
の
よ
う
に
寒
い
色
を
持
つ
こ
と
を
私
は

書
き
送
ろ
う
。
（
八
七
）

「
文
字
は
書
か
せ
な
い
」
と
い
う
主
体
を
ず
ら
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
や
「
湯
が

氷
の
よ
う
に
寒
い
色
を
持
つ
」
と
い
っ
た
既
存
の
対
立
概
念
を
混
乱
さ
せ
る

よ
う
な
言
葉
づ
か
い
な
ど
、
一
昔
前
の
ダ
ダ
イ
ズ
ム
を
祐
彿
さ
せ
る
も
の
で

あ
り
、
「
歴
程
j

の
詩
人
た
ち
は
そ
こ
に
戦
争
詩
と
は
異
な
る
詩
の
可
能
性

(16) 

を
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

萩
原
の
「
死
刑
宜
告
」
が
出
版
さ
れ
た
一
九
二
五
年
の
時
点
で
、
「
人
情

や
常
識
の
世
界
か
ら
先
ず
放
た
れ
て
、
腕
を
組
ん
で
、
彼
と
共
に
裸
踊
り
を

017) 

踊
ら
ず
ば
な
ら
な
い
」
と
連
帯
の
思
い
を
寄
せ
て
い
た
高
橋
が
、
萩
原
の
死

を
悼
む
「
歴
程
」
同
人
た
ち
の
言
説
を
ま
っ
た
く
意
識
し
な
か
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
「
歴
程
」
を
読
む
か
ぎ
り
、
萩
原
の
死

に
た
い
す
る
高
橋
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
同
時
代
的
な
言
説
か
ら

の
離
脱
を
試
み
て
い
る
よ
う
な
詩
篇
を
高
橋
は
書
き
つ
づ
け
る
。
岡
本
潤
が

「
萩
原
恭
次
郎
断
片
」
を
寄
せ
た
同
じ
号
に
、
「
乱
費
」
と
題
す
る
高
橋
の
詩

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

大
い
な
る
乱
費
の
好
ま
し
き
哉

太
陽
の
下
に
乏
し
き
も
の
は
有
ら
ざ
る
な
り
（
四
）

先
ほ
ど
引
用
し
た
「
残
滓
」
と
同
様
、
こ
こ
で
も
ま
た
独
特
な
視
点
（
「
太

陽
の
下
」
）
が
設
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
乏
し
き
も
の
は
有
ら
ざ
る
な
り
」

と
い
う
ふ
う
に
断
定
的
に
言
葉
が
下
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
の
詩
の
「
わ
か
ら

な
さ
」
を
支
え
る
こ
の
よ
う
な
超
越
的
な
視
点
は
、
同
時
代
的
言
説
と
は
別

の
表
現
可
能
性
を
打
ち
だ
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
や
が
て
同
時
代
的
な

言
説
を
完
全
に
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
全
体
主
義
的
な
ひ
と
つ
の
声
が

「
〈
太
陽
の
下
〉
を
統
轄
す
る
も
の
」
と
い
う
形
で
す
で
に
内
包
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
同
時
代
的
な
言
説

か
ら
の
離
脱
を
試
み
て
い
た
高
橋
の
言
葉
が
、
や
が
て
同
時
代
的
な
言
説
に

も
っ
と
も
近
づ
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
こ
こ
で
は
問
題
と
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萩
原
の
反
骨
精
神
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
が
「
歴
程
」
同
人
た
ち
に
は
た

し
か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
詩
人
た
ち
は
抵
抗
か
迎
合
か
と
い
う
二

者
択
一
を
迫
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
端
的
に
い
う
と
、
戦
争
に
行
っ
た

{18) 

か
行
か
な
い
か
と
い
う
線
で
分
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。
一
九

四
0
年
七
月
発
行
「
歴
程
」
第
十
二
号
に
山
本
和
夫
が
寄
せ
た
「
詩
学
辞
典

が
欲
し
い
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

戦
争
に
行
か
な
い
も
の
は
、
「
万
歳
」
は
「
い
や
さ
か
」
と
い
う
意

味
と
は
ち
が
っ
た
「
あ
あ
勇
し
い
」
に
近
い
意
味
で
あ
り
、
「
勝
っ
た
、

勝
っ
た
」
と
い
う
意
味
く
ら
い
に
、
お
お
ま
か
に
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

草
創
期
「
歴
程
」
第
二
の
節
目
ー
草
野
心
平
、
南
京
へ

な
る
。高

橋
は
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
正
眼
寺
に
お
け
る
発
狂
体
験
を
自
ら

の
「
超
越
的
な
語
り
」
の
源
泉
と
見
な
し
て
い
た
。
こ
の
発
狂
事
件
か
ら
数

年
間
、
故
郷
愛
媛
に
引
っ
込
ん
で
い
た
高
橋
は
、
「
歴
程
j

の
同
人
と
し
て
、

あ
る
い
は
小
説
「
狂
人
」
の
出
版
を
機
に
、
ふ
た
た
ぴ
文
壇
に
姿
を
現
わ
す

よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
の
発
狂
体
験
に
依
拠
す
る
形
で
超
越
的
な
語
り
を

前
景
化
す
る
高
橋
だ
が
、
そ
の
後
も
晦
渋
な
表
現
を
駆
使
し
な
が
ら
特
異
な

詩
的
空
間
を
築
き
あ
げ
て
い
く
。
こ
の
時
期
の
高
橋
は
「
わ
か
ら
な
さ
」
を

隠
れ
蓑
に
し
て
同
時
代
的
言
説
か
ら
距
離
を
お
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象

も
否
め
な
い
。
た
だ
、
こ
の
あ
と
同
時
代
的
な
言
説
と
高
橋
の
言
葉
が
結
び

合
う
き
っ
か
け
と
な
る
出
来
事
が
生
じ
る
。
「
歴
程
」
同
人
た
ち
の
事
実
上

の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
草
野
心
平
の
南
京
徴
用
で
あ
る
。

野
戦
に
あ
る
と
、
そ
ん
な
お
お
雑
破
な
も
の
で
な
く
な
る
。
す
べ
て
の

言
葉
を
絶
し
た
時
の
「
瞳
」
に
も
な
れ
ば
「
勝
っ
た
ぞ
」
と
い
う
意
味

に
も
な
れ
ば
「
あ
あ
こ
の
悲
し
み
を
神
よ
聞
き
給
え
」
と
い
う
、
勇
し

い
と
は
反
対
の
言
葉
に
も
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
戦
争
に
行
か
な

い
も
の
に
は
、
全
く
理
解
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
ん
だ
が
、
私
は
い

(19) 

ろ
ん
な
意
味
の
「
万
歳
」
を
聞
い
た
。
（
ニ
ー
）

こ
の
よ
う
な
戦
争
体
験
の
有
無
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
銃
後
の
作
家
に
、
あ
る

種
の
「
後
ろ
め
た
さ
」
の
よ
う
な
も
の
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
、
「
歴
程
」
同
人
の
な
か
に
、
南
京
政
府
宜
伝
部
顧

問
と
し
て
家
族
と
と
も
に
南
京
へ
渡
っ
た
男
が
い
る
。
「
歴
程
」
草
創
期
か

ら
奇
抜
な
表
現
で
も
っ
て
同
人
た
ち
を
鼓
舞
し
て
き
た
詩
人
、
草
野
心
平
で

あ
る
。
一
九
四
0
年
十
一
月
発
行
「
歴
程
」
第
十
三
号
の
目
次
の
あ
と
に
、

花
束
を
抱
え
た
草
野
が
東
京
駅
に
立
つ
写
真
（
土
門
拳
撮
影
）
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
写
る
草
野
は
誇
ら
し
げ
に
笑
い
な
が
ら
、
み
な
の
送
迎
に

応
え
て
い
る
。
以
後
、
草
野
は
「
歴
程
」
に
「
南
京
通
信
」
を
寄
稿
し
、

「
外
地
」
に
お
け
る
近
況
を
報
告
す
る
。
大
政
翼
賛
会
設
立
直
後
の
こ
と
で

あ
る
。
ち
な
み
に
草
野
の
写
真
の
と
な
り
の
ペ
ー
ジ
に
は
「
落
葉
」
と
題
す

る
高
橋
の
詩
が
見
え
て
い
る
。

痰
を
吐
く
と
落
葉
の
上
に
の
っ
て

落
葉
は
一
米
ば
か
り
動
い
た
。

月
は
た
し
か
に
此
れ
を
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
(
-
)

先
に
引
用
し
た
詩
と
同
様
、
超
越
的
な
存
在
（
「
月
」
）
を
想
定
し
た
上
で
、

独
特
な
「
わ
か
ら
な
さ
」
を
展
開
す
る
詩
だ
が
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
高
橋
は
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瓢
然
と
東
京
を
去
り
、
全
国
に
点
在
す
る
神
社
を
訪
ね
て
ま
わ
る
と
い
う
行

{20} 

動
に
出
る
。
草
野
の
南
京
行
き
が
高
橋
の
行
動
に
ど
の
程
度
影
響
し
た
の
か

は
定
か
で
な
い
が
、
と
に
か
く
放
浪
の
身
と
な
っ
て
訪
ね
た
個
々
の
神
社
に

つ
い
て
高
橋
は
短
い
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
。
訪
れ
た
神
社
の
由
来
、
祭
神
、
そ

こ
で
執
り
行
わ
れ
る
祭
事
、
あ
る
い
は
神
社
ま
で
の
道
の
り
や
風
景
な
ど
を

書
き
記
し
た
エ
ッ
セ
イ
の
数
々
を
高
橋
は
の
ち
に
ま
と
め
て
出
版
す
る
。
そ

れ
が
「
神
社
参
拝
」
(
-
九
四
二
年
）
で
あ
る
。
神
社
を
め
ぐ
る
高
橋
の
こ

の
旅
は
、
自
ら
の
詩
の
根
源
を
支
え
る
あ
の
独
特
な
「
わ
か
ら
な
さ
」
、
さ

ら
に
は
そ
れ
を
俯
諏
す
る
超
越
的
存
在
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
旅
で
も
あ
っ

た
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

高
橋
の
話
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
草
野
の
南
京
徴
用
の
話
に
戻
る
。
こ
の

草
野
の
徴
用
に
同
調
す
る
形
で
「
歴
程
」
の
同
人
た
ち
が
に
わ
か
に
「
報

国
」
へ
の
思
い
を
積
極
的
に
語
る
よ
う
に
な
る
。
草
野
に
対
す
る
憧
れ
や
妬

み
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
歴
程
」
十
三
号
の
「
鬼
区
」
に
は
、
「
草

野
心
平
を
送
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
同
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
寄
せ

て
い
る
。
「
ラ
ベ
ル
を
一
ぱ
い
貼
っ
た
チ
ッ
キ
の
大
鞄
を
受
け
と
っ
て
、
今

度
は
そ
れ
を
船
に
廻
す
手
続
な
ど
を
し
て
い
る
心
平
の
動
作
は
さ
す
が
に
旅

馴
れ
て
い
て
一
寸
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
」
と
小
野
十
三
郎
は
打
ち
明
け
て
い

る
。
藤
原
定
は
、
南
京
の
草
野
心
平
や
大
連
の
土
方
定
一
と
東
京
に
い
る
自

分
と
を
比
較
し
て
「
僕
は
南
京
へ
行
っ
た
草
野
君
が
や
っ
ば
り
い
ち
ば
ん
い

い
道
だ
と
思
う
」
と
述
べ
、
「
僕
も
な
る
べ
く
早
い
機
会
に
支
那
の
心
臓
部

ヘ
体
を
埋
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
自
ら
の
思
い
を
語
り
、
現
代
詩

人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

僕
は
思
う
。
現
代
詩
人
は
山
川
草
木
を
友
と
し
或
い
は
街
の
ル
ム
ベ

ン
の
如
き
生
活
を
自
ら
好
ん
で
や
る
者
の
中
か
ら
は
出
て
来
な
い
と
。

こ
の
よ
う
な
重
大
な
世
界
史
的
な
時
代
に
人
類
の
運
命
を
思
い
、
日
本

民
族
の
将
来
を
憂
う
る
心
が
な
い
者
は
、
そ
れ
を
回
避
し
た
と
こ
ろ
に

詩
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
者
は
、
も
は
や
詩
人
で
は
な
い
。

「
外
地
」
で
の
文
学
者
の
活
躍
が
銃
後
の
作
家
の
態
度
に
与
え
た
影
響
は
大

き
い
。
詩
人
た
ち
は
、
日
常
を
越
え
た
「
よ
り
大
き
な
も
の
」
と
一
体
に
な

る
形
で
発
言
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
歴
程
」
第
十
六
号
(
-
九
四
一
年
九
月
）

の
「
南
京
通
信
」
で
は
草
野
心
平
が
銃
後
の
作
家
た
ち
を
次
の
よ
う
に
煽
る
。

政
治
よ
り
も
日
本
を
愛
す
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
再
出
発
す
べ
き
な
の

だ
。
そ
の
自
然
さ
か
ら
ヨ
ク
サ
ン
す
る
こ
と
。
だ
ま
っ
て
歩
い
て
い
て

そ
れ
が
ヨ
ク
サ
ン
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
日
本
自
体
は
永
遠
を
忘
れ
る

程
ケ
チ
臭
く
は
な
い
。
永
遠
を
忘
れ
て
い
る
の
は
文
学
を
書
い
て
い
る

者
な
ど
に
沢
山
い
る
。
大
き
な
歴
史
を
忘
れ
て
、
ポ
ツ
ン
と
き
の
う
と

き
ょ
う
の
分
だ
け
を
大
根
切
り
し
て
、
そ
れ
に
眼
の
色
変
え
て
喰
ら
い

つ
い
て
い
る
図
な
ん
か
は
男
子
一
生
の
風
景
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
（
四

九）

草
野
が
煽
動
し
た
の
は
「
内
地
」
の
作
家
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
「
歴
程
」

第
十
七
号
(
-
九
四
二
年
四
月
）
に
は
草
野
が
重
慶
に
向
け
て
読
み
上
げ
た

(21) 

放
送
内
容
の
原
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

我
々
は
歴
史
の
な
か
の
、
現
代
の
位
置
を
考
え
、
世
界
の
動
向
を
考
え
、

そ
の
動
向
の
な
か
の
東
亜
の
位
骰
を
正
し
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

重
大
な
時
期
に
逢
着
し
て
お
り
ま
す
。
東
亜
、
殊
に
中
国
の
阿
片
戦
争
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草
創
期
「
歴
程
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
通
時

的
に
見
通
し
つ
つ
、
個
々
の
特
異
な
出
来
事
を
め
ぐ
っ
て
同
人
た
ち
が
集
合

的
に
問
題
を
共
有
す
る
、
い
わ
ば
言
説
の
「
節
目
」
の
よ
う
な
も
の
を
共
時

的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
形
で
こ
こ
ま
で
論
を
進
め
て
き
た
。

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
「
歴
程
」
の
同
人
た
ち
が
集
団
的
に
関
与
し
た
問
題
に

つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
『
歴
程
」
に
限
っ
た
問
題
で

は
な
い
の
だ
が
、
同
時
代
的
な
詩
人
た
ち
の
言
説
が
ひ
と
つ
の
巨
大
な
回
収

装
憤
、
つ
ま
り
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
っ
て
こ
と
ご
と
く
束
ね
ら
れ
て
い
く
様
子

は
、
「
歴
程
」
ひ
と
つ
と
っ
て
見
て
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の

四
草
創
期
「
歴
程
」
第
三
の
節
目
ー
愛
国
詩
の
ラ
ジ
オ
放
送

以
来
の
欧
米
の
侵
略
の
歴
史
を
、
諸
君
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
今
こ
そ
、

我
々
は
中
国
に
限
ら
ず
東
亜
共
栄
圏
全
体
の
欧
米
俣
略
の
歴
史
を
逆
流

さ
せ
る
時
代
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
東
亜
全
体
が
こ
ぞ
っ
て
覚
醒
す
べ

き
時
期
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
あ
る
新
し
い
歴
史
を
遡
る
た
め
の
創

造
団
結
を
要
す
べ
き
時
期
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
＋
八
）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
徴
用
作
家
の
言
説
が
重
要
性
を
帯
ぴ
る
よ
う
に
な
る
と
、

銃
後
の
作
家
も
ま
た
慎
重
に
言
薬
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る
。
「
歴
程
」
の
同
人

た
ち
の
意
識
に
も
は
や
「
抵
抗
か
迎
合
か
」
と
い
う
二
者
択
一
は
な
く
、

「
戦
争
へ
行
っ
た
の
か
／
行
か
な
い
の
か
」
と
い
う
暗
黙
の
権
威
づ
け
が
な

さ
れ
、
「
戦
争
へ
行
か
な
い
」
者
の
「
後
ろ
め
た
さ
」
に
つ
け
込
む
形
で

「
文
芸
報
国
」
の
体
制
が
次
第
に
詩
的
言
語
を
同
収
し
は
じ
め
る
。
そ
の
回

収
を
徹
底
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
装
置
が
ラ
ジ
オ
で
あ
る
。

点
に
主
軸
を
置
き
な
が
ら
論
を
進
め
る
。

「
歴
程
」
の
同
人
た
ち
は
、
も
と
も
と
前
衛
的
な
も
の
に
対
す
る
憧
憬
や

意
志
を
そ
の
出
自
に
持
つ
詩
人
た
ち
で
あ
り
、
自
ら
の
特
異
性
を
う
た
っ
た

詩
を
世
間
に
喧
伝
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
み
な
内
に

秘
め
て
い
た
。
ダ
ダ
を
喧
伝
す
る
と
い
っ
て
世
間
を
賑
わ
せ
た
高
橋
新
吉
な

ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
南
京
に
徴
用
さ

れ
た
草
野
心
平
の
よ
う
な
「
国
民
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
詩
人
」
と
い
う
新
し

い
モ
デ
ル
が
現
れ
、
他
の
詩
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
次
第
に
「
報
国
」
の
意

識
が
芽
生
え
、
や
が
て
「
歴
程
」
同
人
た
ち
も
「
超
個
人
的
な
も
の
に
衝
突

る

22)

し
散
華
し
超
個
人
的
な
美
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
す
る
詩
」
を
求
め
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
超
越
的
な
声
の
表
象
・
代
理
と
し
て
の
ラ
ジ
オ

放
送
が
詩
人
た
ち
を
魅
了
す
る
。

一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
三
月
二
二
日
、
社
団
法
人
東
京
放
送
局
に

よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
放
送
は
、
満
州
事
変
後
の
逓
信
省
に
よ
る
放
送

局
の
改
組
を
経
て
、
さ
ら
に
第
一
次
近
衛
内
閣
に
よ
る
「
国
民
精
神
総
動
員

運
動
」
の
一
環
と
し
て
設
置
さ
れ
た
内
閣
情
報
部
の
要
請
に
よ
っ
て
、
一
九

三
九
（
昭
和
十
四
）
年
、
放
送
協
会
内
に
「
時
局
放
送
企
画
協
議
会
」
が
設

骰
さ
れ
、
や
が
て
す
べ
て
の
番
組
の
企
画
・
編
成
が
内
閣
情
報
部
の
指
導
下

に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
四

0
(昭
和
十
五
）
年
十
月
大
政
翼
賛
会

の
設
立
後
、
内
閣
情
報
部
が
情
報
局
と
な
っ
て
言
論
の
管
理
を
徹
底
化
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
二
月
八
日
、
対
米
英

開
戦
を
告
げ
る
大
本
営
発
表
が
ラ
ジ
オ
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
放
送
さ
れ
、

同
月
二
四
日
に
は
「
文
学
者
愛
国
大
会
」
が
、
大
政
翼
賛
会
会
議
室
で
開
催
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さ
れ
、
日
本
の
は
な
ば
な
し
い
戦
果
に
文
学
者
た
ち
は
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
。

ま
た
「
決
議
文
の
内
容
は
、
全
国
の
文
学
者
を
一
丸
と
す
る
「
日
本
文
学
者

会
」
を
結
成
、
総
力
を
あ
げ
て
文
芸
報
国
に
邁
進
し
よ
う
、
と
い
う
も
の
」

(23) 

で
あ
っ
た
。
一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年
五
月
二
六
日
「
日
本
文
学
報
国

会
」
創
立
の
あ
と
、
六
月
十
八
日
に
は
「
日
本
文
学
報
国
会
」
発
会
式
が
開

催
さ
れ
、
詩
部
会
の
会
長
に
は
高
村
光
太
郎
が
選
ば
れ
、
理
事
に
は
佐
藤
春

夫
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
愛
国
詩
朗
読
の
番
組
が
毎
朝
ラ
ジ
オ

で
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
多
く
の
国
民
に
自
ら
の
言
葉
を
伝
え
た
い
と

い
う
詩
人
た
ち
の
欲
望
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
自
ら
の
詩
が
全
国
的
に
放
送

（以）

さ
れ
る
こ
と
で
昇
華
さ
れ
て
い
く
。

そ
れ
ま
で
の
詩
人
は
孤
高
を
守
っ
て
、
一
般
国
民
か
ら
は
別
な
存
在
の

如
く
に
遊
離
し
た
か
の
如
く
に
異
端
視
さ
れ
、
詩
は
閑
人
の
世
迷
事
か

の
如
く
に
特
別
な
関
心
と
教
養
を
持
っ
た
文
化
人
以
外
に
は
て
ん
で
典

味
な
き
閑
文
字
の
如
く
に
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
云
っ
て
も
、
決
し
て
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
岩
佐
東
一
郎
「
愛
国
詩
の
朗
読
に
つ
い
て
」

「
放
送
研
究
J

(
一
九
四
一
年
十
二
月
）
九
四
゜

自
分
の
書
い
た
詩
篇
が
ラ
ジ
オ
で
全
国
的
に
放
送
さ
れ
る
こ
と
は
田
舎

の
無
名
詩
人
と
し
て
は
光
栄
で
あ
り
、
大
変
な
喜
ぴ
で
あ
り
又
ど
ん
な

風
に
や
る
か
ま
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
、
ラ
ジ
オ
の
箱
の
前
へ
か
し
こ

ま
っ
た
。
岡
崎
清
一
郎
「
朗
読
詩
に
つ
い
て
」
「
歴
程
」
二
三
号
（
一

九
四
三
年
八
月
）
九
゜

日
本
各
地
の
神
社
を
巡
り
歩
い
て
い
た
高
橋
が
ラ
ジ
オ
に
よ
る
愛
国
詩
の
朗

読
に
ど
の
程
度
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
ま

だ
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
佐
藤
惣
之
介
編
『
国
を
挙
り
て
大
束

亜
戦
争
詩
集
」
(
-
九
四
二
年
）
に
は
「
香
取
神
宮
」
と
題
す
る
高
橋
の
詩

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

経
津
と
は
仄
か
な
る
、
音
と
も
色
と
も
知
り
が
た
き
も
の
の
意
味
で
あ

ろ
う
か
。

経
津
主
神
と
は
、
緞
の
、
物
を
断
ち
切
る
力
を
さ
し
て
言
う
の
で
あ
ろ

う
か
。

フ
ツ
と
は
仏
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

何
も
の
も
余
す
な
く
、
逃
さ
ず
、
切
断
し
、

二
塵
も
有
ら
し
め
ざ
る
ま
で
に
、
払
拭
し
去
る
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

浪
の
穂
に
、
逆
し
ま
に
鉾
を
突
き
立
て
、
そ
の
前
に
あ
ぐ
み
て
、
国
ゆ

づ
り
の
談
判
を
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

伊
弊
諾
尊
の
御
子
、
火
神
桐
遇
突
智
命
よ
り
出
で
て
、
磐
裂
根
裂
の
神

の
子
磐
筒
男
磐
筒
女
の
神
の
生
る
子
、
経
津
主
命
な
り
と
言
わ
れ
て
い

る
。
建
御
名
方
神
の
手
を
、
若
華
を
取
る
が
如
、
つ
か
み
拉
ぎ
て
投
げ

放
ち
た
ま
い
し
、
勇
猛
無
比
の
神
で
あ
る
。

自
分
は
佐
原
の
町
か
ら
歩
い
て
、
神
殿
に
参
拝
し
た
。
神
威
烈
々
と
し

て
其
の
か
し
こ
さ
に
、
自
分
の
足
は
わ
な
な
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

此
の
非
常
の
時
に
あ
た
り
て
、

経
津
主
の
神
の
御
霊
頼
を
か
が
う
り
て
、

云
i
)

戦
え
ば
勝
利
は
已
に
分
明
で
あ
る
。
(
-
九
八
—
九
）

「
わ
か
ら
な
さ
」
を
詩
的
戦
略
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
超
越
的
な
存
在
に
身

を
委
ね
て
作
品
を
苔
い
て
き
た
高
橋
だ
が
、
こ
こ
に
き
て
「
愛
国
詩
献
納
運
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動
」
の
も
と
で
一
丸
と
な
る
詩
人
た
ち
と
合
流
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と

き
に
高
橋
の
詩
的
立
場
を
決
定
づ
け
た
の
が
『
神
社
参
拝
」
（
一
九
四
二
年
）

の
出
版
で
あ
り
、
「
日
本
文
学
報
国
会
」
詩
部
会
の
長
で
あ
る
高
村
光
太
郎

自
ら
が
序
を
寄
せ
て
い
る
（
島
崎
藤
村
も
「
序
の
こ
と
ば
」
を
寄
せ
て
い
る

一蕊）

た
め
、
二
重
の
序
を
持
つ
荘
重
な
詩
集
と
な
っ
て
い
る
）
。
高
村
の
序
文
を

全
文
引
用
す
る
。

高
橋
新
吉
氏
の
よ
う
な
世
に
知
れ
わ
た
っ
た
天
与
の
詩
人
の
詩
集
に

今
更
何
か
書
く
い
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
此
詩
集
に
限
っ
て

わ
た
く
し
の
新
し
い
感
懐
を
一
言
し
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
外

で
も
な
い
、
「
神
社
参
拝
」
と
題
す
る
此
詩
集
が
、
こ
れ
ま
で
同
氏
の

詩
風
と
し
て
世
の
通
念
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
る
か
に
超
脱
し

て
、
真
に
古
代
人
の
持
つ
敬
虔
な
祖
先
崇
拝
の
念
に
燃
え
た
わ
れ
ら
民

族
の
動
か
し
が
た
い
声
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
殆
ど
全
国

の
神
社
に
身
親
し
く
参
拝
し
て
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
、
し
か
も
世
に
あ

り
が
ち
な
旅
行
記
風
情
の
も
の
で
は
微
塵
も
な
い
。
こ
の
天
与
の
詩
人

の
鋭
オ
は
筆
端
に
お
の
づ
か
ら
神
を
宿
し
、
長
短
錯
落
、
或
時
は
叙
し
、

や
は
り
他
の
詩
人
に
は
到
り
得
な
い
と
こ
ろ
に
到
り
迫
っ
て
い
る
事
を

感
じ
た
。
こ
の
詩
人
が
神
祇
の
事
に
関
し
て
か
く
も
深
く
造
詣
す
る
も

の
あ
る
に
ま
づ
驚
い
た
次
第
と
其
の
烈
々
た
る
至
情
に
対
す
る
敬
意
と

を
一
言
し
て
序
に
代
え
る
。
（
五
ー
六
）

「
神
社
参
拝
」
に
お
け
る
高
橋
の
言
葉
に
つ
い
て
高
村
は
「
こ
れ
ま
で
同
氏

の
詩
風
と
し
て
世
の
通
念
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
る
か
に
超
脱
し

て
」
い
る
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
ダ
ダ
」
の
枠
組
み
か
ら
高
橋
を
外

し
て
打
ち
出
そ
う
と
す
る
高
村
の
「
気
遣
い
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
当
時
の
高
橋
の
他
の
詩
な
ど
を
読
む
と
、
「
超
脱
」
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
そ
の
「
連
続
」
に
驚
か
さ
れ
る
。
高
橋
の
場
合
、
ダ
ダ
の
詩
と
愛
国

詩
が
か
な
り
自
然
に
「
連
続
」
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
神
社
参
拝
」

の
ニ
ヶ
月
前
に
出
版
さ
れ
た
「
霧
島
」
(
-
九
四
二
年
）
に
「
不
思
議
」
と

題
す
る
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

あ
れ
は
地
球
の
壊
れ
る
音
で
は
な
い
か
。

茶
碗
の
中
に
梅
干
の
種
が
二
つ
あ
る
。

二

雨
が
降
っ
て
い
る
。

太
陽
は
赫
々
と
照
っ
て
い
る
。

寛
の
音
が
う
る
さ
い
。

三

切
断
し
た
も
の
を
、
続
い
て
い
る
が
如
く
見
る
の
は
、
我
々
の
癖
で
あ

る。眼
は
不
思
議
な
事
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

四

雪
は
暖
い
も
の
で
あ
る
。

石
を
抱
い
て
眠
れ
ば

雪
は
海
に
消
え
去
っ
た
。

雪
と
石
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

(
1
0ー
ニ
）

こ
の
詩
と
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
詩
を
も
う
ひ
と
つ
引
用
す
る
。
同
じ
く
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「
霧
島
」
所
収
の
「
二
つ
の
目
」
と
題
す
る
詩
で
あ
る
。

私
に
は
、
目
が
二
つ
も
あ
る
の
で
あ
る
。

片
方
の
目
は
視
力
減
退
し
て
、
自
動
車
の
走
っ
て
来
る
の
も
見
え
ぬ
の

で
あ
る
。

片
方
の
目
は
、
蟻
が
簡
っ
て
ゆ
く
足
跡
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

此
の
よ
う
に
、
私
の
思
考
に
於
い
て
も
、

違
っ
た
二
つ
の
事
を
、
同
時
に
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

敢
て
矛
盾
し
た
行
為
を
、
断
行
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
（
一
―

四）

最
初
の
引
用
（
「
不
思
議
」
）
に
お
い
て
、
「
切
断
し
た
も
の
を
、
続
い
て
い

る
が
如
く
見
る
の
は
、
我
々
の
癖
で
あ
る
。
／
眼
は
不
思
議
な
事
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
「
切
断
し
た
も
の
」
と
高
橋
が
い
う
も
の
は
、
は

た
し
て
本
当
に
「
切
断
さ
れ
て
い
る
」
の
だ
ろ
う
か
。
あ
と
の
ほ
う
の
引
用

に
お
い
て
も
「
違
っ
た
二
つ
の
事
を
、
同
時
に
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
」
と

あ
る
が
、
本
当
に
そ
の
二
つ
は
違
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
高
橋
が

「
切
断
」
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
に
実
は
「
連
続
」
が
あ
り
、
「
矛
盾
」
と
見
な

す
と
こ
ろ
に
「
親
和
性
」
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
高
橋
の
い
う

「
切
断
」
や
「
矛
盾
」
を
別
の
視
点
か
ら
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
全
体
主
義
的
な
言
説
に
た
い
し
て
「
個
」
の
論
理
を
打
ち
立
て
よ
う
と

し
た
前
衛
詩
と
、
「
個
」
の
論
理
を
滅
却
し
た
上
で
超
越
的
な
も
の
と
一
体

に
な
ろ
う
と
す
る
愛
国
詩
、
こ
の
二
つ
の
「
矛
盾
し
た
行
為
」
を
「
断
行
」

で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
可

能
性
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
草
創
期
「
歴
程
」
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
節
目
「
萩
原
恭
次
郎
の

死
」
「
草
野
心
平
の
南
京
徴
用
」
「
ラ
ジ
オ
の
愛
国
詩
朗
読
」
に
着
目
し
な
が

ら
、
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
戦
時
下
の
詩
的
言
説
の
流
れ
を
見
て
き
た
。

こ
の
時
代
、
た
し
か
に
詩
人
た
ち
を
統
制
す
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
力
が
働
い

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
個
々
の
詩
人
が
そ
の
流
れ
に
対
し
て

独
自
の
関
わ
り
方
を
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
本
論
で
は
詳
し
く
論

じ
な
か
っ
た
が
、
草
創
期
「
歴
程
」
に
お
い
て
節
目
と
な
る
三
つ
の
出
来
事

に
対
し
て
、
同
人
た
ち
の
距
離
の
取
り
方
が
み
な
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
決

し
て
な
か
っ
た
し
、
草
野
心
平
や
高
村
光
太
郎
な
ど
そ
の
行
動
が
「
歴
程
」

の
言
説
を
大
き
く
左
右
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
文
芸
報
国
」
へ
と

傾
い
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
程
度
観
察
で
き
る
他
の
同
人
た
ち
に
比
べ
、

つ
ね
に
超
越
的
な
存
在
を
想
定
し
、
「
わ
か
ら
な
い
」
詩
を
書
き
続
け
て
き

た
高
橋
の
場
合
、
「
文
芸
報
国
」
へ
と
次
第
に
傾
い
て
い
っ
た
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
つ
ね
に
す
で
に
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
潜
在
的
に
持
っ
て
い
た
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
霧
島
j

に
せ
よ
『
大
和
島
根
」
に
せ
よ
、
高
橋
も

ま
た
戦
意
昂
揚
の
た
め
の
愛
国
詩
を
数
多
く
世
に
送
っ
た
。
た
だ
、
高
橋
の

場
合
、
そ
の
よ
う
な
愛
国
詩
が
つ
ね
に
前
衛
詩
の
言
葉
と
共
鳴
す
る
。
例
え

ば
「
霧
島
」
冒
頭
の
「
熱
田
神
宮
」
の
よ
う
な
詩
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
捉
え

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

神
の
加
護
で
あ
る
。

一
切
は
思
惟
を
絶
し
て
神
の
営
み
で
あ
る
。

五
．
戦
時
下
の
「
皿
」
ー
「
大
和
島
根
」
に
つ
い
て
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何
事
も
思
い
過
す
要
は
な
い
。

頭
脳
を
軽
く
し
て
、
肉
体
を
果
敢
に
動
か
す
べ
き
で
あ
る
。

御
剣
を
以
て
、
草
を
薙
ぎ
給
え
る
如
く
に
、
生
の
焔
を

正
し
く
燃
え
ヒ
ロ
ゴ
ス
ベ
き
で
あ
る
。

愛
国
詩
と
し
て
朗
読
さ
れ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
戦
意
昂
揚
の

た
め
の
詩
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
詩
は
次
の
よ
う
な
詩
と
も
連
動
す
る
。

「
歴
程
j

二
二
号
(
-
九
四
三
年
六
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
詩
篇
」
と
題
す

る
詩
で
あ
る
。

仏
は
白
き
火
で
あ
る
。

減
せ
ざ
る
水
で
あ
る
。

二

私
は
死
な
な
い
自
分
を
見
た
。

死
ん
だ
筈
で
あ
る
の
に
私
は
生
き
て
い
た
。

何
う
し
て
も
私
は
無
く
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

私
は
つ
づ
ま
る
と
こ
ろ
、
誰
か
の
生
れ
か
わ
り
に
過
ぎ
な
い
事
を
知
っ

た。私
以
外
に
至
る
と
こ
ろ
に
私
が
あ
っ
た
。

私
以
前
に
無
数
の
私
が
死
に
生
き
た
事
で
あ
る
。

三

木
の
枝
が
月
を
二
つ
に
割
っ
て
い
た
。

君
は
仏
教
を
学
ん
だ
と
言
う
の
か
。

何
う
し
て
学
べ
る
で
あ
ろ
う
。

仏
教
は
無
き
も
の
で
あ
る
。

四

何
も
言
う
事
は
な
い
。

｛を

言
わ
ず
し
て
一
切
は
通
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
（
二
八
ー
三

0
)

本
論
で
も
い
く
つ
か
例
を
引
い
て
触
れ
て
お
い
た
が
、
高
橋
の
詩
は
そ
の

「
わ
か
ら
な
さ
」
が
特
異
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
、
そ
の
背
後
に
は
つ
ね
に

超
越
的
な
存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。
こ
の
超
越
的
な
も
の
が
「
わ
か
ら
な

さ
」
を
機
能
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
超
越
的
な
存

在
を
高
橋
が
い
つ
意
識
的
に
設
定
し
は
じ
め
た
の
か
画
定
す
る
こ
と
は
難
し

い
が
、
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
出
版
の
「
ダ
ダ
」
に
お
い
て
高
橋
自
ら

が
す
で
に
そ
の
よ
う
な
視
点
の
設
定
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

僕
は
自
分
を
第
四
人
称
に
し
て
考
へ
た
り
す
る
様
に
な
っ
た
。

発
狂
し
て
か
ら
既
に
十
四
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。

高
橋
は
ダ
ダ
と
狂
気
の
語
り
を
統
合
す
る
超
越
的
視
点
と
し
て
「
四
人
称
」

と
い
う
概
念
を
設
定
す
る
。
言
語
に
よ
る
表
象
作
用
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
超
越
的
視
点
と
し
て
の
「
四
人
称
」
の
問
題
は
こ
の
あ
と
、
言
語
そ

の
も
の
の
超
克
と
い
う
形
に
変
換
さ
れ
、
繰
り
返
し
高
橋
の
詩
に
出
て
く
る

ょ
う
に
な
る
。

人
間
が
言
葉
に
よ
っ
て
し
か
物
を
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
幸

な
こ
と
だ
。
「
高
橋
新
吉
詩
集
」
（
一
九
二
八
年
）

言
葉
は
要
ら
ざ
る
も
の
の
第
一
で
あ
る
。

我
等
言
葉
な
く
し
て
生
き
た
い
と
思
う
。

初
め
の
言
葉
に
継
ぎ
足
す
べ
き
言
葉
は
ど
こ
に
も
発
見
す
る
事
が
出
来
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な
い
。
「
新
吉
詩
抄
」
(
-
九
三
六
年
）

わ
た
し
は
言
葉
に
禍
い
さ
れ
て
い
た
。

言
葉
は
虚
偽
で
あ
る
。

言
葉
な
き
絶
対
の
愛
の
世
界
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
『
雨
雲
」

（
一
九
三
八
年
）

言
葉
に
若
し
意
味
を
持
た
せ
る
な
ら
ば

重
大
な
過
誤
を
生
ず
る
と
云
う
も
の
だ
。
「
大
和
島
根
」
(
-
九
四
一
―
―

年）言
葉
は
ど
ん
な
言
葉
で
も
よ
い

形
は
ど
ん
な
形
で
も
よ
い

と
ら
え
る
も
の
は
た
だ
―
つ
の
も
の
で
あ
る
。

言
葉
や
形
に
か
か
わ
り
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
高
橋
新
吉
の
詩

集
」
(
-
九
四
九
年
）

高
橋
は
ま
ず
、
超
＇
言
語
的
な
存
在
（
「
言
葉
な
き
絶
対
の
愛
の
世
界
」
）
と

(28) 

の
一
体
化
を
「
発
狂
」
の
形
で
体
験
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
言
葉

が
な
い
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
自
ら
の
詩
作
の
原
理
の
ひ
と
つ
と
捉
え
な

が
ら
、
「
わ
か
ら
な
い
」
詩
を
書
き
続
け
た
。
ダ
ダ
イ
ズ
ム
は
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
言
語
の
欠
如
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
最
適
な
言
説
を
高
橋
に
用
意

し
た
と
い
え
る
。
発
狂
体
験
や
ダ
ダ
の
反
芸
術
は
そ
れ
ぞ
れ
「
言
葉
な
き
絶

対
の
愛
の
世
界
」
の
代
理
的
表
現
で
あ
っ
た
。
高
橋
の
場
合
、
こ
れ
と
ま
っ

た
く
同
じ
意
味
で
、
戦
時
下
に
お
け
る
文
芸
報
国
の
運
動
が
「
言
葉
な
き
絶

対
の
愛
の
世
界
」
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
一
九
四
三
年
出
版

の
詩
集
「
父
母
」
に
は
「
生
活
の
尊
さ
よ
」
と
題
す
る
高
橋
の
次
の
よ
う
な

詩
が
あ
る
。

生
活
の
淳
さ
よ

生
き
て
い
る
事
の
索
晴
ら
し
さ
、

女
の
声
の
美
し
さ

家
庭
が
あ
り

国
家
が
あ
り

其
の
一
員
と
し
て
の

生
活
の
尊
さ
よ

自
分
一
人
の
孤
独
に

私
は
堪
え
ら
れ
な
い
。

早
く
社
会
に
国
家
に
私
は
溶
け
入
り
た
い
。

私
は
強
く
烈
し
く
生
き
た
い
の
だ
。
（
二
四
ー
五
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
「
言
葉
な
き
絶
対
の
愛
の
世
界
」
が
実
に
「
わ

か
り
や
す
い
」
言
葉
で
綴
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
わ
か
ら
な
さ
」

と
地
続
き
の
関
係
に
あ
る
こ
の
「
わ
か
り
や
す
さ
」
に
つ
い
て
は
別
の
機
会

に
改
め
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

最
後
に
、
邸
橋
の
言
薬
に
通
底
す
る
「
言
業
な
き
絶
対
の
愛
の
世
界
」
に

対
す
る
憧
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
冒
頭
か
ら
ず
っ
と
保
留
し
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
戦
時
下
に
お
け
る
「
皿
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
大
和
島
根
」
に
再
録
さ
れ
た
「
皿
」
を
も
う
一
度
引
用
し
て
お
く
。

皿
皿
皿
皿
皿
皿

nn皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿

倦
怠

額
に
鉦
矧
這
う
情
熱
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白
米
色
の
エ
プ
ロ
ン
で

皿
を
拭
く
な

鼻
の
巣
の
黒
い
女

其
慮
に
も
諧
詭
が
燻
す
ぶ
つ
て
ゐ
る
。

皿
を
水
に
溶
か
せ

冷
め
た
シ
チ
ュ
ー
の
鍋
に

退
屈
が
浮
く

皿
を
割
れ

皿
を
割
れ
ば

倦
怠
の
響
が
出
る
。
（
「
皿
」
「
大
和
島
根
」
六
六
ー
七
）

高
橋
は
こ
の
詩
を
「
大
和
島
根
」
に
再
録
す
る
際
、
数
力
所
手
を
入
れ
て
い

る
。
皿
の
数
や
イ
ン
デ
ン
ト
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
八
行
目
の
一
節
が
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
「
人
生
を
水
に
溶
か
せ
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
「
皿
を
水
に
溶

か
せ
」
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
価
す
る
。
編
集
者
か
ら
の
要
請
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
高
橋
自
身
の
認
め
た
新
し
い
バ
ー

ジ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
初
出
の
と
お
り
「
人
生
を
水
に
溶
か

せ
」
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
実
存
主
義
的
な
生
の
問
題
と
し
て
こ
の
詩
を
読
む

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
洗
い
場
の
水
に
「
人
生
を
溶
か
す
」
こ
と
、
つ
ま
り

「
身
を
粉
に
し
て
働
く
」
こ
と
を
問
題
化
す
る
詩
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き

る
。
こ
の
「
人
生
」
の
一
語
を
「
皿
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う

な
解
釈
の
中
心
点
が
失
わ
れ
、
詩
の
難
易
度
、
つ
ま
り
「
わ
か
ら
な
さ
」
の

度
合
い
が
裔
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
あ
え
て
詩

に
内
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
着
目
し
な
が
ら
解
釈
し
て
み
る
と
、
ま
ず
は

こ
れ
が
「
皿
と
倦
怠
を
め
ぐ
る
詩
」
で
あ
る
と
い
う
端
的
な
理
解
に
落
ち
着

く
。
当
時
、
高
橋
が
東
京
H
日
新
聞
の
食
堂
で
皿
洗
い
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し

て
い
た
と
い
う
事
実
を
外
し
て
考
え
た
と
し
て
も
、
皿
と
い
う
モ
ノ
そ
の
も

の
が
「
倦
怠
感
」
と
結
ぴ
つ
き
、
そ
の
皿
を
割
っ
た
と
こ
ろ
で
な
お
同
じ

「
倦
怠
の
響
」
が
出
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な

い
。
む
し
ろ
こ
の
詩
の
眼

H
は
、
額
に
汗
し
て
働
く
姿
を
「
駈
矧
這
う
」
と

見
た
り
、
鼻
の
穴
を
「
巣
」
と
捉
え
た
り
、
冷
め
た
シ
チ
ュ
ー
に
「
退
屈
」

を
見
る
と
こ
ろ
に
「
諧
諒
」
が
あ
る
と
す
る
「
視
点
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
慣
習
的
な
言
語
使
用
か
ら
ズ
レ
た
と
こ
ろ
に
「
諧
誠
」
を

見
る
試
み
は
ま
さ
に
ダ
ダ
の
常
套
手
段
で
あ
っ
て
、
言
語
の
働
き
を
認
識
す

る
う
え
で
璽
要
な
視
座
を
も
た
ら
す
。
今
、
自
分
が
言
語
の
ど
の
機
能
の
ど

の
あ
た
り
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
持

ち
続
け
て
い
た
高
橋
だ
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
認
識
が
作
用
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

私
は
人
の
使
う
言
葉
で
も
っ
て
、
こ
ん
な
事
を
書
い
て
い
る
が
、
言
わ

ば
人
の
栴
え
た
言
葉
だ
。
私
が
こ
ん
な
事
を
書
く
の
も
私
が
書
く
の

じ
ゃ
な
く
て
、
誰
か
が
私
に
書
か
せ
て
い
る
の
だ
と
し
か
思
え
な
い
。

私
一
個
の
力
で
も
っ
て
や
る
仕
事
じ
ゃ
な
い
。
「
発
狂
」
(
-
九
三
六

年
）
一
九
九
—
二
0
0
。

た
だ
、
超
I

言
語
的
な
領
域
へ
の
志
向
は
つ
ね
に
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
現
行
の
言
説
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
必
要
な
創
造
的
な
視
点
で
あ
る

と
同
時
に
、
全
体
主
義
的
な
「
運
動
」
を
裏
づ
け
る
た
め
の
超
越
的
な
枠
組

み
と
し
て
も
利
用
可
能
な
の
で
あ
る
。
現
に
愛
国
詩
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
た
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「
大
和
島
根
」
の
な
か
に
い
っ
た
ん
収
録
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
「
皿
」
の
詩
の

「
わ
か
ら
な
さ
」
や
「
超
I

言
語
的
な
側
面
」
は
「
人
間
的
な
理
解
を
越
え
た

も
の
」
に
対
す
る
無
条
件
の
従
属
を
読
者
に
促
す
も
の
と
な
り
、
意
昧
の
在

処
は
も
は
や
不
問
に
付
さ
れ
、
た
だ
「
一
切
は
思
惟
を
絶
し
て
神
の
営
み
で

あ
る
。
／
何
事
も
思
い
過
す
要
は
な
い
。
」
ま
た
「
何
も
言
う
事
は
な
い
。

／
言
わ
ず
し
て
一
切
は
通
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
う
全
体
主
義
的
な
地

平
を
再
確
認
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
て
し
ま
う
。
高
橋
は
お
そ

ら
く
こ
の
点
に
つ
い
て
か
な
り
意
識
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
の
と

こ
ろ
を
確
認
す
る
た
め
、
最
後
に
も
う
ひ
と
つ
高
橋
の
詩
を
引
用
し
て
お
き

た
い
。
実
は
、
「
皿
の
詩
」
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。

「
大
和
島
根
」
の
ニ
ヶ
月
前
に
出
版
さ
れ
た
「
霧
島
」
所
収
の
「
皿
」
と
題

す
る
詩
で
あ
る
。

一
枚
の
皿
と
な
り
て

女
の
手
よ
り
」
ャ
り
落
つ
れ
ば

盛
ら
れ
た
る
も
の
散
乱
し

床
に
皿
は
砕
け
た
り

皿
に
皿
を
積
み
重
ぬ
る
努
力
の
は
か
な
き
を
嘲
た
ざ
れ

皿
に
触
る
る
小
指
の
冷
き
を
念
は
ざ
れ

し
な
や
か
な
る
足
も
て
、
女
よ

欠
片
を
踏
ま
ざ
れ
、

白
雲
渦
巻
く

空
の
彼
方
に

皿
は
乱
舞
し

狂
喜
し

飛
翔
し
つ
づ
け
る
。

(
1
0
四
ー
五
）

戦
時
下
の
「
ヨ
ク
サ
ン
」
体
制
に
さ
ら
に
擦
り
よ
っ
た
よ
う
な
言
葉
づ
か
い

の
詩
で
あ
る
。
「
皿
に
皿
を
積
み
重
ぬ
る
努
力
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か

る
と
お
り
、
初
出
の
「
倦
怠
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ

が
、
「
霧
島
」
所
収
の
一
篇
と
し
て
読
む
場
合
、
そ
の
解
釈
は
あ
ら
か
じ
め

方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
端
的
に
言
え

ば
、
女
の
手
か
ら
江
り
落
ち
て
砕
け
た
皿
が
、
空
の
彼
方
で
狂
喜
し
飛
翔
し

つ
づ
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
戦
場
で
の
死
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
兵
士
の
イ
メ
ー

ジ
と
重
ね
合
わ
せ
ず
に
読
む
ほ
う
が
当
時
は
難
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

た
だ
、
こ
の
詩
も
ま
た
文
脈
し
だ
い
で
「
前
衛
詩
」
と
し
て
読
ま
れ
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

「
シ
ム
ー
ン
」
掲
載
時
の
前
衛
詩
と
し
て
の
「
皿
の
詩
」
と
、
戦
時
下
に

お
け
る
「
大
和
島
根
」
再
録
時
の
国
民
詩
と
し
て
の
「
皿
の
詩
」
、
こ
の
二

つ
の
詩
を
ど
う
結
び
つ
け
て
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
当
初
は
反
時
代
的
な
構

え
を
見
せ
て
い
た
『
歴
程
」
同
人
た
ち
も
、
自
分
た
ち
の
実
質
的
な
リ
ー

ダ
ー
で
あ
る
草
野
心
平
が
南
京
に
徴
用
さ
れ
た
あ
た
り
か
ら
、
次
第
に
「
報

国
」
へ
と
傾
き
、
や
が
て
高
村
光
太
郎
を
会
長
と
す
る
「
日
本
文
学
報
国

会
」
詩
部
会
の
指
導
の
も
と
、
ラ
ジ
オ
放
送
用
の
愛
国
詩
を
こ
ぞ
っ
て
書
く

最
後
に
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よ
う
に
な
る
。
高
橋
の
場
合
、
結
果
的
に
全
体
主
義
的
な
「
ヨ
ク
サ
ン
」
に

陥
っ
た
と
い
う
点
で
は
他
の
同
人
た
ち
と
変
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
超
越
的

な
存
在
に
依
拠
し
た
晦
渋
な
言
葉
づ
か
い
は
、
ダ
ダ
や
狂
気
の
言
説
を
繰
り

だ
し
て
い
た
頃
と
ま
っ
た
く
同
じ
響
き
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
戦
時
下
に
お
け
る
高
橋
の
詩
集
に
は
前
衛
詩
と
愛
国
詩
の
奇
妙
で
は
あ

る
が
自
然
な
共
存
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
回
、
二
つ
の
「
皿
の
詩
」
を
「
歴
程
』
に
お
け
る
言
説
の
流
れ
と
つ
き

あ
わ
せ
て
検
討
し
、
ま
ず
は
「
大
和
島
根
」
に
お
け
る
「
皿
」
が
意
外
に
自

然
な
形
で
愛
国
詩
集
の
な
か
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
認

識
か
ら
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
の
「
皿
の
詩
」
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
「
ダ
ダ
の
詩
」
と
い
う
単
純
な
レ
ッ
テ
ル
で
片
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い

不
気
味
な
要
素
が
浮
き
上
が
っ
て
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
け
る

最
初
の
「
ダ
ダ
詩
」
と
称
さ
れ
る
こ
の
詩
に
は
、
そ
の
後
の
現
代
詩
の
可
能

性
を
切
り
開
く
潜
在
的
な
力
が
あ
っ
た
と
同
時
に
、
す
で
に
超
越
的
な
も
の

を
後
ろ
盾
と
す
る
全
体
主
義
的
な
欲
望
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
見
え

て
く
る
の
で
あ
る
。
「
革
新
的
な
も
の
」
が
作
用
す
る
仕
組
み
を
考
え
る
う

え
で
、
高
橋
の
こ
の
二
つ
の
「
皿
の
詩
」
は
戦
時
下
の
問
題
だ
け
で
な
く
、

「
今
日
的
な
」
問
題
と
し
て
も
検
討
に
価
す
る
材
料
と
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

注(
l
)

「
こ
の
詩
は
「
皿
の
詩
」
と
も
い
わ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に

収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
皿
の
字
の
数
は
二
十
個
、
二
十
四
個
と
ま
ち
ま
ち
で

あ
る
。
初
出
は
二
十
二
個
で
あ
っ
た
。
」
神
谷
忠
孝
「
H
本
の
ダ
ダ
」
（
響
文

社
、
一
九
八
七
）
九
゜

(
2
)

「
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
j

の
序
に
お
い
て
、
佐
藤
春
夫
が
「
皿
の
詩
」

に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
当
時
、
渇
橋
は

「
東
京
B
B
新
聞
」
の
社
員
食
堂
で
皿
洗
い
の
ア
ル
パ
イ
ト
を
し
て
お
り
、

そ
の
「
皿
を
何
百
枚
と
か
洗
い
飯
を
何
百
杯
と
か
盛
ら
な
け
れ
や
な
ら
な
い

か
ら
ぐ
っ
た
り
」
し
て
、
こ
の
詩
を
昔
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
で
あ
る

（
裔
橋
新
七
＂
「
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
」
日
本
図
脊
セ
ン
タ
ー
、
二

0
01,:・ 

一
四
）
。
こ
の
話
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
佐
藤
は
「
皿
の
詩
」
を
単
純
な

機
械
的
作
業
か
ら
く
る
倦
怠
感
に
つ
い
て
う
た
っ
た
も
の
と
索
直
に
理
解
し

た
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
神
谷
忠
孝
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
を
ダ
ダ
イ
ズ
ム
や

ア
ナ
キ
ズ
ム
と
関
連
づ
け
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
り
（
神
谷
「
日
本
の
ダ

ダ
」
八
＇
九
）
、
和
田
敦
彦
の
よ
う
に
、
同
時
代
的
な
「
狂
気
」
の
言
説
と
の

関
係
か
ら
読
む
こ
と
も
で
き
る
（
和
田
敦
彦
「
読
め
な
い
詩
を
読
む
た
め
に

ー
教
室
の
中
の
ダ
ダ
イ
ズ
ム
ー
」
「
H
本
文
学
」
二

00,,::i
年一一一月）。

(
3
)

高
橋
新
七
＂
「
ダ
ガ
バ
ジ
ジ
ン
ギ
ジ
物
語
」
（
思
潮
社
、
一
九
六
五
）
一
四

六゚

(
4
)

こ
の
詩
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
強
烈
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

C

模
倣
者
も
現
れ
る
。

雑
誌
「
赤
と
黒
号
外
」
(
-
九
二
四
年
六
月
）
に
壺
井
繁
治
が
「
無
題
」

と
題
す
る
詩
を
寄
せ
て
い
る

C

冒
頭
は
ま
る
で
「
倦
怠
」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ

る
（
「
都
会
／
塵
塵
塵
塵
藤
塵
塵
塵
塵
塵
艇
塵
隈
塵
／
泥
泥
泥
泥
泥
泥
泥
泥

泥
泥
泥
泥
泥
泥
／
恨
の
埋
没
」
）
（
一
）
な
お
、
本
論
に
お
け
る
引
用
は
新

字
・
新
か
な
で
統
一
し
た
。

(
5
)

矢
野
貰
一
編
「
近
代
戦
争
文
学
事
典
第
一
輯
」
（
和
泉
苔
院
、
一
九
九

二
）
ニ
―
―
―
°

(
6
)

「
私
は
一
刻
も
沈
ま
っ
て
は
い
な
い
。
静
か
な
穏
か
な
気
持
で
は
い
な

い
。
」
裔
橋
新
士
＂
「
狂
人
」
（
學
ぷ
皿
奢
院
、
一
九
三
六
）
九
一
。

(
7
)

矢
野
編
「
近
代
戦
争
文
学
事
典
第
一
輯
」
ニ
ニ
―
°
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(8)

創
刊
号
に
は
「
弱
音
二
皿
」
と
題
す
る
窃
橋
の
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
ー
／
私
は
此
の
荒
涼
た
る
／
寂
峯
に
あ
っ
て
、
／
そ
れ
は
一
塊
の
煤
恒
の

如
＜
／
雨
に
濡
れ
、
打
ち
沈
め
ら
れ
て
い
る
。
／
Il
／
生
き
る
と
云
う
事
は

弛
緩
し
た
状
態
で
あ
る
。
／
物
の
伸
ぴ
た
る
様
を
言
う
の
で
あ
る
。
」
（
六
）

(9)

こ
の
「
三
月
創
刊
号
」
の
「
歴
程
由
来
記
」
を
読
む
と
、
ど
う
や
ら
「
歴

程
j

の
創
刊
に
は
「
宮
沢
賢
治
の
追
悼
」
と
い
う
共
通
の
名

H
が
同
人
た
ち

の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(10)

高
崎
隆
治
「
文
学
者
の
戦
争
責
任
を
め
ぐ
っ
て
ー
「
ベ
ン
部
隊
」
と
菊

池
寛
」
（
「
第
三
文
明
」
一
九
八
二
年
九
月
）
四
六
。

(11)

桜
本
富
雄
「
空
白
と
責
任
1

戦
時
下
の
詩
人
た
ち
」
（
東
京
は
未
来
社
、

一
九
八
一
―
-
）
六
。

(12)

か
つ
て
「
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
」
に
序
を
寄
せ
た
佐
藤
春
夫
も
ま
た
徴

用
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
「
一
詩
人
が
従
軍
の
志
を
言
え
る
賦
」
に
お
い

て
詩
的
言
語
を
放
棄
す
る
か
の
ご
と
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
は
じ
め
る
。

（
「
う
つ
ろ
な
り
、
う
つ
ろ
な
り
、
／
わ
れ
ら
日
ね
も
す
／
こ
れ
を
口
に
す
る

に
飽
き
／
こ
れ
を
耳
に
す
る
に
倦
み
ぬ
。
／
う
つ
ろ
な
り
、
う
つ
ろ
な
り
、

／
人
の
世
の
言
の
葉
の
す
べ
て
／
さ
か
し
ら
に
し
て
お
ろ
か
な
り
／
ま
こ
と

あ
り
げ
に
し
て
力
な
き
か
な
。
」
佐
藤
春
夫
「
戦
線
詩
集
」
一
九
一
二
九
年
、

新
潮
社
、
三
＇
四
）

(13)

硲
崎
隆
治
「
文
学
者
の
戦
争
責
任
を
め
ぐ
っ
て
」
四
六
。
仕
度
金
は
「
一

説
に
は
二
千
円
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
当
時
の
千
円
は
、
大
学
出
の
初
任

給
の
二
十
か
月
分
ほ
ど
に
あ
た
る
）
」
（
四
七
）
。
な
お
、
「
こ
の
ペ
ン
部
隊
は

大
佐
待
遇
で
月
八
百
円
の
待
遇
で
行
っ
た
様
だ
が
、
現
地
の
通
信
原
稿
な
ど

で
、
林
芙
美
子
の
場
合
は
、
八
百
円
の
手
当
を
別
と
し
て
も
、
二
千
円
位
は

従
軍
中
に
稼
い
で
」
い
た
と
い
う
説
も
あ
る
（
守
安
新
二
郎
「
当
批
ペ
ン
部

隊
の
稼
ぎ
振
り
」
「
実
業
の
日
本
j

―
九
三
九
年
一
月
．
二
八

0
)
。

(14)

「
流
行
歌
」
を
替
く
作
家
に
つ
い
て
金
子
光
晴
は
こ
う
述
ぺ
て
い
る
。
「
ょ

き
よ
み
て
を
月
あ
て
に
書
く
美
し
さ
は
、
亡
ぴ
て
、
他
人
に
庇
わ
れ
る
作
品

ば
か
り
を
作
家
は
害
こ
う
と
す
る
。
誰
に
も
笑
顔
を
さ
れ
ぬ
よ
い
作
品
を
僕

は
の
ぞ
ん
で
い
る
。
」
（
「
鬼
区
」
「
歴
程
」
十
一
号
、
一
九
四

0
年
四
月
．
三

三）

(15)

草
創
期
の
「
歴
程
j

に
は
宮
沢
賢
治
、
中
原
中
也
、
こ
の
夭
折
し
た
二
人

の
詩
人
の
影
も
た
し
か
に
見
ら
れ
る
。

(16)

「
萩
原
恭
次
郎
断
片
」
の
な
か
で
岡
本
潤
は
「
赤
と
黒
」
の
創
刊
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
萩
原
、
壺
井
繁
治
、
川
崎
長
太
郎
、
私
の

四
人
が
会
い
、
会
う
と
い
き
な
り
、
青
春
鬱
勃
た
る
文
学
革
命
の
意
気
投
合

し
て
、
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
や
ろ
う
、
と
一
挙
に
雑
誌
を
や
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
四
人
づ
れ
で
あ
つ
か
ま
し
く
有
島
武
郎
氏
の
家
へ
印
刷

費
を
も
ら
い
に
押
し
か
け
た
り
し
た
。
」
（
二
六
）

(17)

「
日
本
詩
人
」
(
-
九
二
六
年
一
月
）
八
八
。
続
け
て
高
橋
は
次
の
よ
う
に

述
ぺ
て
い
る
。
「
誰
で
も
一
度
彼
の
詩
集
死
刑
宜
告
を
手
に
し
た
も
の
が
感

ず
る
よ
う
に
、
其
処
に
は
村
山
知
義
と
か
岡
田
龍
夫
と
か
同
一
戦
線
に
立
つ

沢
山
の
人
々
の
協
力
、
和
合
が
あ
り
、
最
早
や
個
人
意
識
に
と
ら
わ
れ
て
為

す
ぺ
き
何
も
の
も
な
い
と
云
う
其
の
力
強
さ
で
あ
る
。
」

(18)

饒
岡
将
久
も
戦
時
下
の
詩
人
た
ち
を
戦
闘
へ
の
参
加
・
不
参
加
と
い
う
線

で
分
け
（
「
実
際
に
戦
闘
に
参
加
す
る
こ
と
な
く
い
わ
ゆ
る
「
銃
後
」
に
お

け
る
、
観
念
と
し
て
の
戦
争
経
験
者
の
層
と
、
実
際
に
戦
闘
体
制
の
な
か
に

組
み
こ
ま
れ
た
唇
と
の
二
区
分
」
）
、
そ
の
「
体
験
の
質
」
の
違
い
に
触
れ
て

い
る
。
鶴
岡
善
久
「
太
平
洋
戦
争
下
の
詩
と
思
想
」
（
昭
森
社
、
一
九
七
一
）

六
四
。

(19)

ま
た
「
歴
程
」
第
十
六
号
(
-
九
四
一
年
九
月
）
に
お
い
て
、
土
方
定
一

は
北
支
駐
屯
生
活
に
あ
る
友
人
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
打
ち
明
け
て
い
る
。

「
一
人
の
人
間
の
、
兵
士
と
し
て
の
二
年
半
の
生
活
を
支
え
、
励
ま
し
、
一

人
の
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
て
き
た
も
の
が
、
ど
う
し
て
他
の
人
間
を

う
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
こ
と
を
言
っ
て
こ
ん
な
こ

と
を
今
更
ら
杏
く
だ
け
で
も
滑
稽
で
、
な
さ
け
な
い
話
で
す
。
」
（
三

O
)
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(20)

東
京
を
離
れ
る
高
橋
の
様
子
に
つ
い
て
平
田
内
蔵
吉
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。
「
新
吉
君
が
突
然
東
京
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。
送
別
の
会
な
ど

す
る
ひ
ま
も
な
く
、
年
末
諷
然
彼
は
行
っ
た
。
頭
を
短
く
か
っ
て
、
ひ
げ
も

剃
り
落
し
て
、
あ
わ
せ
一
枚
で
と
ん
ぴ
を
き
て
、
支
那
栗
を
か
じ
り
な
が
ら

別
れ
を
つ
げ
た
彼
の
頭
は
立
派
で
あ
っ
た
。
」
「
歴
程
」
十
四
号
(
-
九
四
一

年
四
月
）
四
一
。

(21)

桜
本
富
雄
「
空
白
と
責
任
」
に
よ
る
と
、
こ
の
放
送
の
原
稿
は
、
『
文
芸
」

（
昭
和
十
七
年
三
月
）
の
「
重
慶
の
同
窓
へ
」
と
「
新
潮
」
(
-
九
四
二
年
一

月
）
の
二
つ
が
現
在
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
引
用
し
た
「
歴

程
」
第
十
七
号
「
重
慶
に
い
る
同
窓
諸
君
に
告
ぐ
」
を
加
え
る
な
ら
、
現
存

す
る
原
稿
は
一
二
つ
と
な
る
。
「
歴
程
」
掲
載
の
原
稿
は
「
文
芸
」
の
も
の
と

ほ
ぽ
同
じ
も
の
だ
が
、
細
か
い
言
い
回
し
に
微
妙
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。

(22)

大
江
満
雄
「
歌
え
る
詩
と
朗
読
の
詩
に
ふ
れ
」
「
歴
程
」
十
七
号
(
-
九

四
二
年
四
月
）
二
四
。

(23)

桜
本
宮
雄
「
空
白
と
責
任
」
二
三
。

(24)

「
と
も
あ
れ
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
国
民
管
理
に
便
乗
し
て
、
詩
人

た
ち
が
〈
説
者
〉
な
ら
ぬ
〈
聴
取
者
〉
と
の
強
い
絆
を
獲
得
し
、
そ
れ
ま
で

の
象
徴
主
義
ー
モ
ダ
ニ
ズ
ム
時
代
の
現
実
遊
離
や
読
者
大
衆
か
ら
の
孤
立
感

か
ら
一
挙
に
脱
却
す
る
掏
酔
を
ひ
と
と
き
味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測

す
る
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
」
坪
井
秀
人
「
声
の
祝
祭
」
（
名
古
屋
大
学
出

版
会
、
一
九
九
七
）
一
六
四
。

(25)

中
山
省
三
郎
編
「
国
民
詩
第
一
輯
j

(
一
九
四
二
年
）
に
も
高
橋
の

「
二
月
十
八
日
」
と
い
う
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
昭
南
島
陥
落
祝
賀
の

日
」
に
「
宮
城
前
の
広
場
」
で
「
白
馬
に
打
ち
ま
た
が
ら
れ
た
天
皇
陛
下
が
、

し
づ
か
に
馬
首
を
こ
ち
ら
に
向
け
さ
せ
ら
れ
て
、
お
出
ま
し
に
」
な
っ
た
の

を
見
て
感
極
ま
る
様
子
を
歌
っ
た
詩
で
あ
る
。

(26)

島
崎
藤
村
の
「
序
の
こ
と
ば
」
は
「
昭
和
十
七
年
盛
夏
の
日
」
と
あ
る
。

こ
の
お
よ
そ
一
年
後
に
島
崎
藤
村
は
他
界
す
る
。
ち
な
み
に
藤
村
は
こ
の

（
ま
つ
だ
・
ま
さ
た
か

「
序
の
こ
と
ば
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
歴
史
の
運
命
は
著

者
を
導
い
て
今
後
更
に
す
ぐ
れ
た
宗
教
詩
集
を
成
さ
し
め
る
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
し
た
ち
が
現
に
際
会
し
つ
つ
あ
る
時
代
は
著
者
を
し
て
更
に
多
く
の
必

死
な
文
字
を
作
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
か
ら
言
っ
て
も
、
わ
た

し
は
著
者
の
前
途
を
見
ま
も
ろ
う
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
」
（
四
）

(27)

こ
の
最
後
の
二
行
は
「
何
も
言
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
題
で
詩
集
『
大

和
島
根
」
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

(28)

実
際
に
発
狂
し
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
体
験
か
ら

超
I

言
語
的
な
存
在
へ
の
道
が
開
か
れ
た
と
高
橋
自
身
が
信
じ
て
い
た
。
こ

れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

大
阪
電
気
通
信
大
学
講
師
）
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