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中
に
明
確
な
座
を
占
め
る
も
の
」
と
期
待
さ
れ
て
い
る
が

一
年
前
に
乎
林
た

九
四
八
年
四
月
に
執
筆
さ
れ
た
福
田
恒
存
「
道
化
の
文
学
~
宰
治
に
つ

(
1
)
 

い
て
ー
」
は
、
例
え
ば
東
郷
克
美
が
「
作
家
自
身
の
生
前
に
書
か
れ
た
最
も
秀

(
2
)
 

れ
た
太
宰
治
論
」
と
説
き
、
ま
た
角
田
旅
人
が
「
太
宰
治
の
文
学
を
「
道
化
の

(
3
)
 

文
学
」
と
捉
え
た
論
は
福
田
恒
存
が
最
初
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
流
動
的
な
同

時
代
に
身
を
置
い
て
の
画
期
的
評
価
と
い
う
横
軸
と
太
宰
文
学
に
お
け
る
鍵
語

の
起
点
と
い
う
縦
軸
が
鮮
や
か
に
交
叉
し
た
記
念
碑
的
な
批
評
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
掲
載
誌
「
群
像
」
六
月
号
の
「
編
集
手
帖
」
で
も
「
数
あ
る
太
宰
論
の

い
子
が
太
宰
・
安
吾
•
石
川
淳
を
「
戦
後
文
学
の
―
つ
の
流
れ
た
る
、
道
化
文

(
4
)
 

巫
子
~
と
い
ふ
名
は
私
が
つ
け
た
の
で
は
な
い
が
ー
の
作
者
」
と
一
纏
め
に

し
て
「
失
敗
作
」
最
産
の
傾
向
を
断
罪
し
て
い
た
こ
と
に
遡
れ
ば
、
確
か
に
六

太
宰
治
と
福
田
恒
存

比
喩
と
道
化

ー

福

田

恒

存

『
黙
示
録
論
』

月
十
九
日
を
境
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
氾
濫
し
た
記
事
・
追
悼
文
の
裡
に
、

〈
太
宰
〉
を
指
す
鍵
語
と
し
て
福
田
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
ぴ
た
〈
道
化
〉
が
偏

差
を
伴
い
な
が
ら
も
流
通
し
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
平
林
も
八
月
に

(5) 

は
「
太
宰
氏
が
一
人
で
道
化
し
て
ゐ
る
そ
の
姿
」
を
「
裏
返
し
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
」

と
し
て
批
判
の
中
心
に
据
え
て
い
る
。

「
道
化
の
文
学
」
は
『
太
宰
と
芥
川
』
（
四
八
・
十
、
新
潮
社
）
、
福
田
編
『
太

宰
治
研
究
』
（
四
八
・
十
一
、
津
人
書
房
）
、
『
現
代
作
家
』
（
四
九
・
ニ
、
新
潮

社
）
に
繰
り
返
し
収
め
ら
れ
、
そ
の
後
の
太
宰
特
集
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も
再

録
さ
れ
続
け
る
。
「
対
象
に
む
か
つ
て
べ
た
ぽ
れ
に
ほ
れ
ぬ
い
て
み
よ
う
」
と
宣

言
し
た
方
法
論
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
例
え
ば
発
表
の
翌
月
に
は
村
松
定

マ

マ

マ

マ

孝
が
「
た
ゞ
福
田
恒
存
一
人
は
彼
と
彼
の
芸
術
の
よ
き
理
会
者
で
あ
る
こ
と
を

(
6
)
 

生
前
太
宰
治
自
身
も
認
め
て
ゐ
た
」
と
出
所
不
明
の
逸
話
を
記
し
、
太
宰
•
福

田
が
同
人
で
あ
っ
た
「
文
藝
時
代
」
八
月
号
の
後
記
で
豊
田
三
郎
が
「
実
は
三
ヶ

『
太
宰
と
芥
川
』

小

澤

に
お
け
る
ロ
レ
ン
ス

純
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だ
。
そ
し
て
解
決
の
つ
か
ぬ
ま
ま
、
翌
朝
雑
誌
を
ひ
ら
く
と
、
ま
る
で
ぼ

空
腹
を
抱
え
な
が
ら
も
夜
を
徹
し
て
青
っ
ぽ
い
議
論
を
く
り
返
し
た
も
の

く
た
ち
の
議
論
を
盗
み
間
き
し
て
い
た
よ
う
に
、
ぴ
っ
た
り
と
ぽ
く
た
ち

げ
出
さ
れ
た
ぽ
く
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
信
用
で
き
な
か
っ
た
中
で

価
軸
の
生
成
現
場
を
物
語
っ
て
余
り
あ
る
。

磁
場
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
福
田
も
ま
た
、
花
田
清
雄
・
臼
井
吉
見
ら
の
作

月
前
か
ら

太
宰
君
と
福
田
恒
存
君
と
の
対
談
の
く
わ
だ
て
が
あ
り
、
両
君
と

も
乗
気
で
」
あ
っ
た
と
明
か
す
な
ど
、
福
田
を
し
て
太
宰
の
同
伴
者
と
み
な
す

家
論
や
安
吾
・
淳
•
井
伏
ら
の
追
悼
を
並
べ
た
『
太
宰
治
研
究
』
で
は
編
者
と

し
て
「
あ
と
が
き
」
に
「
死
者
の
存
在
を
い
ま
だ
身
ぢ
か
で
感
じ
て
ゐ
る
」
と

記
し
て
い
る
。
そ
の
反
作
用
は
丹
羽
文
雄
の
「
福
田
個
存
の
太
宰
治
論
を
よ
ん

だ
が
、
惚
れ
き
っ
て
ゐ
る
の
で
、
読
者
の
私
に
は
、
か
へ
つ
て
太
宰
が
う
ま
く

(
7
1
)
 

つ
か
め
な
か
っ
た
」
、
「
福
田
恨
存
君
の
手
に
か
か
る
と
、
太
宰
の
文
学
が
、

言
一
句
に
い
た
る
ま
で
光
彩
を
放
つ
や
う
に
な
る
が
、
不
思
議
な
く
ら
ゐ
で

(
8
)
 

あ
る
」
と
い
っ
た
椰
楡
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
よ
り
も
、
一
九
五
二
年
に
早
く

(
9
)
 

も
『
太
宰
治
論
』
の
雛
形
を
発
表
し
「
他
へ
の
奉
仕
ー
「
道
化
」
ー
」
を
定
着
さ

(10) 

せ
た
奥
野
健
男
に
よ
る
回
想
は
、
同
時
代
か
ら
そ
の
後
の
太
宰
受
容
を
貫
く
評

評
論
家
福
田
恒
存
は
、
戦
後
の
一
時
期
、
ぼ
く
た
ち
に
と
っ
て
ほ
と
ん

ど
唯
一
の
共
感
し
得
る
兄
質
だ
っ
た
。
敗
戦
の
昏
迷
の
中
に
い
き
な
り
投

の
悩
み
や
疑
間
を
親
身
に
理
解
し
、
鮮
か
に
逆
説
的
な
解
決
を
呈
示
し
て

く
れ
て
い
た
。
『
一
匹
と
九
十
九
匹
』
[
…
]
『
小
説
の
運
命
』
な
ど
、
ぽ
く

は
評
論
と
い
．
う
仕
事
を
、
こ
れ
ほ
ど
全
身
的
に
共
感
し
、
感
銘
し
て
読
ん

だ
こ
と
は
な
い
。
『
近
代
の
宿
命
』
『
平
衡
感
覚
』
『
白
く
塗
り
た
る
墓
』
の

文
明
批
評
に
、
芥
川
龍
之
介
、
嘉
村
磯
多
、
横
光
利
一
な
ど
を
論
じ
た
『
作

家
の
態
度
』
か
ら
、
太
宰
治
、
坂
口
安
吾
、
石
川
淳
、
伊
藤
整
な
ど
を
論

じ
た
『
現
代
作
家
』
に
と
、
ぼ
く
は
福
田
桓
存
の
文
明
論
、
作
家
論
に
導

ぴ
か
れ
て
、
文
学
に
開
眼
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

（
「
福
田
桓
存
」
）

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
『
白
く
塗
り
た
る
墓
』
（
四
八
・
十
二
、
河
出
書
房
）
所

り
太
宰
の
死
に
隣
接
す
る
が
、
こ
の
表
題
に
つ
い
て
、
福
田
は
明
ら
か
に
「
如

二
」
（
「
新
潮
」
四
八
・
五
）
の
、
ギ
リ
シ
ャ
語
習
得
が
も
た
ら
す
「
不

自
然
な
自
負
心
」
を
指
し
て
「
あ
の
イ
エ
ス
に
、
「
汝
ら
白
く
塗
り
た
る
墓
に
似

た
り
、
外
は
美
し
く
見
ゆ
れ
ど
も
、
云
々
」
と
言
は
れ
て
も
仕
方
が
な
い
」
と

「
語
学
の
教
師
」
を
撃
つ
箇
所
を
意
識
し
て
い
る
。
「
マ
タ
イ
伝
」
第
二
十
三
章

の
パ
リ
サ
イ
人
批
判
を
末
尾
に
引
用
す
る
が
、
直
前
の
断
章
で
は
戦
後
に
お
け

る
太
宰
の
姿
勢
を
な
ぞ
る
。

是
我
間

収
の
「
白
く
塗
り
た
る
蒻
」
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
一
九
四
八
年
七
月
中
旬
で
あ
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、。
し

れ
の
右
に
は
ま
だ
あ
い
つ
が
ゐ
る
か
ら
安
心
、
心
底
み
え
た
、
問
答
無
用
、

奥
野
は
福
田
の
「
時
流
の
本
質
を
掴
み
、
し
か
も
時
流
に
お
も
ね
る
こ
と
な
」

い
「
切
実
」
な
「
生
き
た
色
彩
」
を
強
調
し
た
が
、
回
想
で
奥
野
が
挙
げ
る
批

評
は
す
べ
て
一
九
四
九
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た

一
九
四
八
年
九
月
、
福
田
は
戯
曲
「
最
後
の
切
札
」
を
「
次
元
」
に
発
表
、

徐
々
に
文
芸
批
評
を
控
え
演
劇
の
創
作
と
実
践
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
で
は
朝

鮮
戦
争
や
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
以
前
の
「
戦
後
の
一
時
期
」
、

と
記
し
、

い
か
な
る
問
題
意
識
に

お
い
て
福
田
は
太
宰
文
学
に
寄
り
添
い
な
が
ら
〈
道
化
〉
を
対
象
化
し
た
の
か
。

「
道
化
の
文
学
」
は
掲
載
直
後
の
十
月
に
は
新
潮
社
が
「
企
画
」
し
た
『
太
宰

と
芥
川
』
に
ま
ず
収
め
ら
れ
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
に
「
も
と
も
と
ぼ
く
は
こ

の
二
人
の
作
家
の
資
質
・
態
度
・
在
り
か
た
に
共
通
の
要
索
を
認
め
て
ゐ
た
」

二
人
が
冥
界
で
語
り
合
う
「
太
宰
と
芥
川
」
を
書
き
下
ろ
し
て
い
る
。

『
作
家
の
態
度
』
（
四
七
・
九
、
中
央
公
論
社
）
収
録
済
み
の
芥
川
論
と
の
抱
き

合
わ
せ
が
著
名
作
家
の
死
を
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
結
ぴ
つ
け
る
出
版
事
情
か

ら
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
そ
も
そ
も
太
宰
の
生
前
に
執
箪
さ

れ
た
「
道
化
の
文
学
」
の
冒
頭
は
「
い
ま
太
宰
治
論
を
書
く
な
ら
ば
、
そ
の
心

が
の
ぞ
い
て
み
え
る
、
そ
れ
、
さ
つ
さ
と
隠
し
た
ま
へ
。

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
ど
の
—

|
4

ズ
ポ
ン
の
か
く
し
か
ら
汚
い
ハ
ン
ケ
チ

ぼ
く
を
反
動
と
軽
蔑
し
な
が
ら
、
心
中
ひ
そ
か
に
お
も
へ
ら
＜
ー
ぉ

き
た
…
…
太
宰
と
い
う
人
は
あ
あ
い
う
ふ
う
な
の
か
。

今
ま
で
の
簡
単
直
戟
の
評
論
と
、
よ
ほ
ど
評
論
の
や
り
方
が
違
っ
て

り
く
ど
い
よ
う
な
、
霞
が
か
か
っ
た
よ
う
な
感
じ
の
も
の
で
あ
る
。

人
を
あ
っ
ち
こ
っ
ち
方
々
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
て
見
る
よ
う
に
、
ま
わ

を
読
ん
だ
。
[
:
・
]
福
田
氏
の
あ
れ
を
読
ん
で
、
評
論
と
い
う
も
の
も

変
っ
た
と
思
っ
た
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
論
じ
て
い
く
も
の
か
。
よ
く

正
宗

法
論
と
系
譜
を
め
ぐ
る
指
摘
が
あ
る
。

同
時
代
に
お
け
る
「
道
化
の
文
学
」
受
容
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
戦
中
派
の

(11) 

奥
野
と
は
好
対
照
な
違
和
感
を
表
明
し
た
の
は
、
「
自
然
主
義
盛
衰
史
」
連
載
中

(12) 

の
正
宗
白
鳥
で
あ
る
。
座
談
会
で
の
中
村
光
夫
と
の
や
り
と
り
に
、
福
田
の
方

ママ

こ
の
間
、
群
像
に
あ
っ
た
、
福
田
恒
存
と
い
う
人
の
「
太
宰
治
論
」

「
私
小
説
論
」
の
系
譜
と
芥
川
龍
之
介

学
」
に
賭
け
ら
れ
て
い
た
批
評
の
在
り
様
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

が
ま
へ
は
七
年
前
の
芥
川
龍
之
介
論
の
続
篇
の
つ
も
り
で
あ
れ
ば
よ
い
」
な
の

で
あ
り
、
「
太
宰
治
は
芥
川
龍
之
介
の
生
涯
と
作
品
系
列
と
を
、
い
は
ゞ
逆
に
生

き
て
き
た
」
と
続
く
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
福
田
に
と
っ
て
太
宰
と
芥

川
が
い
か
に
分
か
ち
難
い
「
切
実
」
な
存
在
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
二
作
家
を
め
ぐ
る
福
田
の
思
考
の
内
実
を
問
い
、
「
道
化
の
文
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―
つ
は
「
ジ
イ
ド
の
四
十
年
の
苦
痛
の
表
現
」
を
縦
糸
と
し
た
「
私
小
説
論
」

）
の
確
信
を
溝
き
福
田
の
批
評
活
動
の
端
緒
と
な
っ
た
小
林
の
テ
ク
ス
ト
の

心
理
主
義
の
武
器
を
も
つ
て
。
」
と
確
信
し
て
い
く
。

正
宗
の
戸
惑
い
に
対
し
て
中
村
が
方
法
論
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
は
興

味
深
い
が
、
福
田
自
身
、
小
林
の
「
ラ
ン
ポ
オ
論
」
を
読
み
「
自
分
の
生
涯
の

テ
ー
マ
を
か
ぎ
つ
け
」
た
後
の
影
評
力
の
恐
怖
を
「
小
林
秀
雄
」
（
「
文
芸
評
論
」

四
九
•
四
）
で
述
べ
て
い
る
。
「
ジ
ッ
ド
論
」
に
触
れ
て
以
来
、
「
小
林
秀
雄
と

の
絶
緑
を
心
に
か
た
く
き
め
」
、
「
著
書
を
終
戦
後
ま
で
一
冊
も
買
は
」
ず
、
「
そ

れ
で
も
雑
誌
に
の
る
か
れ
の
文
章
が
と
き
を
り
ぽ
く
の
眼
に
ふ
れ
ぬ
と
い
ふ
こ

と
は
な
」
く
、
「
小
林
秀
雄
の
自
意
識
に
反
逆
し
よ
う
と
し
」
て
、
「
自
意
識
」

そ
の
も
の
の
「
無
力
」
に
気
付
か
さ
れ
る
経
緯
が
綴
ら
れ
る
。
こ
の
長
年
の
窃

藤
を
通
し
て
、
福
田
は
「
小
林
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
反
逆
し
た
の
だ
。
文
学

的
に
は
、
十
九
世
紀
の
心
理
主
義
に
、
さ
ら
に
い
へ
ば
、
自
己
告
白
に
よ
る
自

己
主
張
の
文
学
概
念
に
、
猛
烈
な
攻
撃
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
1

し
か
も
、

っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
な
。

正
宗

小
林
秀
雄
君
な
ん
か
の
評
論
あ
た
り
か
ら
、
評
論
の
態
度
は
、
変

り
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
非
常
に
面
白
い
。

似
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
が
一
種
の
も
じ

中
村
福
田
君
の
太
宰
論
の
書
き
方
は
、
太
宰
君
の
小
説
の
書
き
方
を
真

（
「
経
済
往
来
」
三
五
・
五
）
で
あ
ろ
う
。
福
田
の
批
評
第
一
作
「
横
光
利
一
と

「
作
家
の
秘
密
」

I
凡
俗
の
論
理
」
（
「
行
動
文
学
」
三
七
・
ニ
）
は
小
林
が
引

用
す
る
河
上
徹
太
郎
の
「
花
花
」
分
析
と
小
林
の
「
私
小
説
の
最
後
の
変
種
」

と
い
う
裁
断
の
変
奏
で
あ
り
、
戦
後
い
ち
早
く
注
目
さ
れ
た
「
H
本
近
代
文
学

の
発
想
」
（
「
文
学
」
四
六
・
一
）
、
「
日
本
近
代
文
学
の
系
譜
|
'
鵬
外
と
漱
石
ー
」

（
「
文
学
」
四
六
•
六
）
に
始
ま
る
福
田
の
文
学
史
的
叙
述
の
発
想
源
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
だ
。

等
の
抜
群
の
教
捉
は
、
恐
ら
く
わ
が
国
の
自
然
主
義
小
説
の
不
具
を
洞
察

し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
洞
察
は
最
も
正
し
く
芥
川
龍
之
介
に
よ
っ

て
継
承
さ
れ
た
が
、
彼
の
肉
体
が
こ
の
洞
察
に
堪
へ
な
か
っ
た
事
は
悲
し

む
べ
き
事
で
あ
る
。
芥
川
氏
の
悲
劇
は
氏
の
死
と
と
も
に
終
っ
た
か
。
僕

こ
こ
で
、
か
つ
て
は
「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」
（
「
大
調
和
」
二
七
・

九
）
で
切
断
さ
れ
た
芥
川
が
、
日
本
の
自
然
主
義
と
の
対
比
の
中
で
小
林
に
呼

び
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
福
田
が
「
道
化
の
文
学
」
へ
と
至
る
系
譜
を
考
え

る
と
き
に
見
逃
せ
な
い
。
二
葉
亭
の
空
転
を
起
点
に
置
い
て
鵬
外
・
漱
石
を
高

「
私
小
説
論
」

1
)

等
の
眼
前
に
は
今
私
小
説
は
ど
ん
な
姿
で
現
れ
て
ゐ
る
か
。

鵡
外
と
漱
石
と
は
、
私
小
説
運
動
と
運
命
を
と
も
に
し
な
か
っ
た
。
彼
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の
懺
悔
録
さ
へ
英
雄
的
な
嘘
に
充
ち
満
ち
て
ゐ
た
。
殊
に

中
村
は
そ
の
発
想
に
お
い
て
先
駆
す
る
。

し
て
中
村
が
発
表
し
た
「
生
活
と
制
作
と
」
（
「
文
学
界
」
―
―

ノ‘
に
至
っ
て

態
度
』
四
七
・
九
、
中
央
公
論
社
）
が
成
立
す
る
た
め
に
は
小
林
の
近
傍
か
ら

出
発
し
た
中
村
の
二
葉
亭
論
も
不
可
欠
だ
が
、
さ
ら
に
「
私
小
説
論
」
と
前
後

福
田
へ
と
繋
が
る
芥
川
評
価
の
展
開
が
あ
る
。
自
然
主
義
作
家
に
と
っ
て
「
芸

術
至
上
主
義
」
は
決
し
て
ポ
ー
や
ワ
イ
ル
ド
の
「
社
会
の
良
俗
か
ら
の
決
然
た

る
離
反
」
で
は
な
く
「
文
学
修
行
上
の
作
家
の
合
言
葉
」
で
あ
り
、
「
重
要
な
の

は
ま
づ
己
れ
の
実
生
活
を
築
く
こ
と
」
で
「
む
し
ろ
彼
等
は
自
己
の
生
活
の
優

越
を
さ
へ
信
じ
た
」
倒
錯
を
挟
る
。
こ
の
閉
じ
た
文
壇
の
中
で
「
わ
づ
か
に
晩

年
の
芥
川
龍
之
介
氏
だ
け
が
次
の
や
う
な
洞
察
を
歌
っ
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
し

て
、
「
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
は
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
事
実
上
不
滅
で
あ

る
」
な
ど
「
続
西
方
の
人
」
（
「
改
造
」
二
七
・
九
）
を
引
き
芥
川
の
イ
エ
ス
論

に
自
然
主
義
批
判
の
構
図
を
読
み
込
む
が
、
「
西
方
の
人
」
（
「
改
造
」
二
七
・
八
）

「
続
西
方
の
人
」
は
福
田
の
芥
川
論
の
主
要
部
分
を
占
め
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、

し
か
し
中
村
は
「
だ
が
芥
川
氏
と
い
へ
ど
も
、
氏
の
生
涯
を
賭
け
て
、
単
に

こ
の
事
実
を
洞
察
し
得
た
の
み
で
あ
る
」
と
限
定
し
、
さ
ら
に
私
小
説
を
初
め

て
正
面
か
ら
論
じ
た
「
文
芸
時
評
」
（
「
文
学
界
」
三
五
・
九
）
は
、
初
出
で
は

エ
ピ
グ
ラ
ム
に
「
或
阿
呆
の
一
生
」
（
「
改
造
」
二
七
•

I
 

0
)
の
「
ル
ッ
ソ
オ

こ
ま

~,'1. 

く
掲
げ
る
福
田
の
文
学
史
的
見
取
り
図
「
日
本
近
代
文
学
の
系
諧
」
（
『
作
家
の

徹
底
化
さ
れ
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
っ
た
」
の
箇
所
を
引
い
て
い
た
が
、
「
私
小
説
に
つ
い
て
」
と
改
題
し
単
行
本

収
録
す
る
際
に
削
除
し
、
本
文
に
お
い
て
も
自
然
主
義
的
発
想
の
圏
内
に
芥
川

が
と
き
に
接
し
て
い
た
と
位
盟
づ
け
て
い
る
。
た
だ
中
村
が
削
っ
た
芥
川
の
藤

村
批
判
は
、
戦
後
す
ぐ
に
「
し
か
し
、
『
暗
夜
行
路
』
の
作
者
に
「
絶
望
に
近
い

羨
ま
し
さ
」
を
感
じ
て
ゐ
た
こ
と
を
明
ら
め
た
人
は
す
く
な
く
な
い
の
に
、
そ

の
晩
年
二
度
も

意
を
間
明
し
や
う
と
し
た
人
は
意
外
に
乏
し
い
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
平
野

謙
「
島
崎
藤
村
ー
「
新
生
」
覚
書
」
（
「
近
代
文
学
」
四
六
・
-
、

二
）
に
よ
っ
て

と
こ
ろ
で
平
野
こ
そ
が
、
福
田
が
戦
前
に
発
表
し
た
芥
川
論
（
「
作
家
精
神
」

・
ニ
、
五
）
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
「
彼
の
方
か

四
一
・
六
、
「
新
文
学
」
四
一

(13) 

ら
接
近
し
て
来
」
て
、
「
近
代
文
学
」
に
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
た
「
芥
川
龍
之
介
論
」

（
四
六
•
六
ー
十
二
）
が
連
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
小
林
・
中
村

が
切
り
拓
い
た
私
小
説
へ
の
展
望
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
芥
川
に
〈
比
喩
〉
の

(14)

（

15) 

文
学
と
い
う
特
性
を
禅
き
出
す
発
想
が
い
か
に
胚
胎
し
た
の
か
を
探
り
た
い
。

「
政
治
と
文
学
」
論
争
と
ロ
レ
ン
ス
『
黙
示
録
論
』

戦
後
の
福
田
の
活
躍
は
、
本
多
秋
五
が
『
物
語
戦
後
文
学
史
』
（
六

O
・
+

二
、
新
潮
社
）
で
「
彼
は
戦
争
が
終
っ
た
と
き
、
心
の
な
か
の
深
い
声
を
ス
イ
ッ

を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
芥
川
龍
之
介
の
真

は
ー
ー
i

彼
は

の
主
人
公
ほ
ど
老
猾
な
偽
普
者
に
出
会
っ
た
こ
と
は
な
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チ
ひ
と
つ
で
即
席
に
発
す
る
能
力
を
そ
な
え
て
い
た
少
数
の
戦
後
批
評
家
の
一

人
で
あ
っ
た
。
い
や
、
荒
正
人
と
な
ら
ん
で
そ
の
筆
頭
で
あ
っ
た
」
と
回
想
す

る
よ
う
に
、
平
野
を
介
し
て
「
近
代
文
学
」
派
の
近
傍
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
政
治
と
文
学
」
論
争
で
は
中
野
に
「
労
働
者
階
級
に

た
い
し
て
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
立
場
か
ら
の
反
抗
を
組
織
す
る
」
よ
う
な
「
荒

(16) 

の
直
接
の
弟
子
で
あ
る
福
田
桓
存
」
と
括
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
多

が
十
年
以
上
も
経
て
「
今
日
よ
ん
で
は
じ
め
て
、
彼
が
な
に
を
い
わ
ん
と
し
た

の
か
、
そ
の
真
意
が
よ
う
や
く
諒
解
さ
れ
る
」
と
記
し
た
ご
と
く
、
四
七
年
初

夏
の
同
人
拡
大
の
と
き
に
は
本
多
た
ち
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
発
端
は
福
田
が

「
人
間
の
名
に
お
い
て
」
（
「
新
潮
」
四
七
・
ニ
）
で
戦
前
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
を
「
あ
ら
ゆ
る
正
し
さ
と
も
絶
対
に
結
び
つ
き
え
ぬ
人
間
性
に
対
す
る
徹
底

的
な
侮
辱
」
と
見
な
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
な
か
か
ら

そ
だ
っ
て
き
た
私
」
（
本
多
）
の
反
撥
だ
っ
た
が
、
そ
の
反
対
に
反
対
し
た
平
野

に
と
っ
て
の
福
田
の
立
ち
位
間
は
「
政
治
と
文
学
」
論
争
に
お
け
る
小
林
多
喜

二
「
党
生
活
者
」
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
問
題
と
「
新
生
」
論
に
お
け
る
藤
村
の

家
族
や
姪
に
犠
牲
を
強
い
る
処
世
術
を
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
だ
と
す
る
磯
田
光
一

(17) 

の
分
析
を
通
す
と
き
に
明
白
と
な
る
。

磯
田
は
「
西
方
の
人
」
に
つ
い
て
自
然
主
義
批
判
を
見
出
し
た
中
村
の
指
摘

を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
先
行
き
を
「
予
言
」
し
た

(18) 

批
評
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
芥
川
の
「
新
生
」
批
判
に
注
目
し
い
ち
早
く
福
田

い
る
。

ロ
レ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
ぽ
く
は
こ
の
文
章
に
お
い
て

の
芥
川
論
を
発
見
す
る
平
野
の
目
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
平
野
の
期
待

に
批
評
的
に
応
答
す
る
よ
う
に
、
福
田
は
「
一
匹
と
九
十
九
匹
と
—
ひ
と
つ
の

反
時
代
的
考
察
ー
」
（
「
思
索
」
四
七
・
三
）
を
発
表
し
論
争
に
一
石
を
投
じ
る
。

(19) 

亀
井
秀
雄
は
、
対
立
す
る
中
野
と
平
野
・
荒
•
本
多
が
、
実
は
政
治
に
見
捨
て

み
を
扱
う
文
学
を
選
ぶ
こ
と
に
対
す
る
「
過
剰
な
責
任
意
識
」
を
持
つ
点
で
共

通
し
て
お
り
、
「
文
学
が
責
任
を
取
る
べ
き
「
迷
え
る
最
後
の

匹
」
の
救
済
ま

で
も
善
き
政
治
に
期
待
す
る
よ
う
な
政
治
主
義
へ
と
暴
走
し
か
ね
な
い
点
を
も
、

併
せ
て
か
れ
は
批
判
し
」
た
、
論
争
の
枠
組
み
に
対
す
る
「
最
も
強
力
な
反
措

定
」
と
位
岡
付
け
て
い
る
。
結
論
部
分
で
、
こ
の
「
一
匹
を
所
有
す
る
も
の
の

み
が
、
文
学
者
の
名
に
あ
た
ひ
」
し
、
「
か
れ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
と
の
二
律
背
反
は
、

じ
つ
は
ぽ
く
た
ち
人
間
の
う
ち
に
ひ
そ
む
個
人
的
自
我

と
集
団
的
自
我
と
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
、
相
互
肯
定
に
よ
っ
て
生
か
さ

う
と
す
る
」
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、
末
尾
で
は
発
想
の
源
泉
を
自
ら
明
か
し
て

ぼ
く
に
こ
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
は
つ
き
り
自

党
さ
せ
た
も
の
が
、

か
れ
の
「
黙
示
録
論
」
を
紹
介
す
る
つ
も
り
で
箪
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
ま
で
い
た
ら
ず
し
て
終
っ
た
。
が
、
ぼ
く
は
ぼ
く
自
身
の
言
葉
で
語

ら
れ
た
「
残
余
の
八
十
匹
か
九
十
匹
」
を
慨
い
て
「
迷
え
る
最
後
の
一
匹
」
の
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服
」
に
あ
る
『
黙
示
録
論
』
の
解
説
箇
所
を
引
く
。

年
に
福
田
が
翻
訳
し
出
版
さ
れ
る
予
定
（
時
代
状
況
の
た
め
戦
後
ま
で
実
現

れ
ば

ユ
ダ
の
ご
と
き
俗
人
は
I

と
い
ふ
よ
り
健
全
な
る
世
間
人
は
自

か
れ
ら
の
肉
体
的
権
力
者
と
な
る
こ
と
を
か
た
く
拒
絶
し
て
ゐ
た
。
と
す

学
者
達
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
「
近
代
日
本
」
へ
の
間
い
を
、

る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
エ
ス
は
ー
ー
ー
い
や
、
イ
エ
ス
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の

他
人
を
支
配
し
、
そ
の
存
在
を
左
右
し
、
あ
る
い
は
英
雄
を
み
と
め
て
こ

り
た
か
っ
た
し
、
す
で
に
そ
の
目
的
を
は
た
し
て
ゐ
る
。

八
八
五
'
-
九
一
―

ロ
レ
ン
ス
に
つ

福
田
に
お
け
る

D
.
H
・
ロ
レ
ン
ス
[

(20) 

は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
そ
の
「
別
の
機
会
」
で
あ
る
「
近
代
の
克
服
—
'
ロ
レ

受
容
の
指
摘

ン
ス
の
「
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
論
」
に
つ
い
て
—
‘
」
(
「
展
望
」
四
七
•
五
）
の
序
で

は
、
ま
ず
「
自
分
た
ち
の
現
実
か
ら
遊
離
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
を
受
け
い

れ
て
き
た
と
い
ふ
動
か
し
が
た
い
事
実
の
う
ち
に
、
近
代
日
本
の
、
別
様
に
は

あ
り
え
な
か
っ
た
現
実
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
、
「
近
代
の
確
立
を
み
ぬ
う
ち

に
、
同
時
に
そ
の
克
服
を
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
現
実
の
疾
病
を
、
ぼ
く
た
ち
は
ぽ

く
た
ち
の
精
神
の
う
へ
に
診
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
訴
え
る
。
ロ
レ
ン
ス
が

指
摘
す
る
「
政
治
と
文
学
」
論
争
に
お
け
る
「
過
剰
な
責
任
意
識
」
を
持
つ
文

ロ
レ
ン
ス
『
黙

示
録
論
』
(
-
九
三
一
）
を
媒
介
に
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
が
、
注
意

し
た
い
の
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
序
の
部
分
を
除
き
、
も
と
も
と
戦
前
一
九
四

せ
ず
）
だ
っ
た
『
黙
示
録
論
』
の
序
文
で
あ
り
、
そ
の
翻
訳
作
業
と
前
後
し
て
、

「
西
方
の
人
」
論
を
中
心
に
据
え
た
芥
川
論
が
執
箪
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
後

節
で
「
芥
川
龍
之
介
論
」
「
道
化
の
文
学
」
と
対
比
す
る
た
め
に
、
「
近
代
の
克

い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
語
り
た
い
。

こ
こ
に
ユ
ダ
ヤ
教
は
お
の
れ
の
う
ち
に
、
た
が
ひ
に
相
容
れ
ぬ
二
つ
の

性
格
を
胚
胎
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
神
の
国
の
到
来
を
説
く
預
言
者

た
ち
と
、

い
っ
ぱ
う
か
れ
ら
の
説
く
魂
の
問
題
を
地
の
世
界
に
翻
訳
し
、

あ
く
ま
で
現
実
の
栄
光
に
あ
づ
か
ろ
う
と
す
る
民
衆
と
、
両
者
は
お
な
じ

ひ
と
つ
の
こ
と
ば
を
語
り
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
泄
界
を
期
待
し
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
[
…
]

か
く
の
ご
と
き
人
間
心
理
の
反
動
性
は
な
に
に
由
来
す
る
か
。
そ
れ
を

ロ
レ
ン
ス
は
イ
エ
ス
自
身
の
態
度
の
う
ち
に
求
め
て
ゐ
る
。
人
間
の
う
ち

に
は
孤
独
と
諦
念
と
冥
想
と
自
意
識
と
に
ふ
け
る
純
粋
に
個
人
的
な
面
と
、

れ
に
讃
仰
を
さ
さ
げ
臣
従
せ
ん
と
す
る
集
団
的
側
面
と
、
こ
の
二
つ
が
あ

聖
人
賢
者
た
ち
は
、

つ
ね
に
個
人
で
あ
っ
た
。
純
粋
な
る
個
人
に
と
ど
ま

つ
て
ゐ
た
。
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
の
ま
へ
に
も
、

つ
て
イ
エ
ス
を
売
っ
た
1

と
同
様
に
、

つ
ね
に
孤
独
で
あ
り
、

分
の
う
ち
な
る
権
力
渇
仰
熱
が
つ
ね
に
み
づ
か
ら
裏
切
ら
れ
る
の
を
感
じ

て
ゐ
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
で
、
か
れ
は
く
ち
づ
け
を
も

ア
ポ
カ
リ
プ
ス
は
福
音
書
に
死
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の
接
吻
を
与
え
ん
は
た
め
に
新
約
の
う
ち
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
。
こ
こ
に
正

統
ク
リ
ス
ト
教
の
大
敵
た
る
権
力
意
識
が
聖
書
の
う
ち
に
登
場
す
る
。

こ
こ
で
福
田
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
「
純
粋
に
個
人
的
な
面
」
と
「
集
団
的

ポ
カ
リ
プ
ス
」

(11

「
黙
示
録
」
）
と
し
て
並
立
し
て
い
る
根
底
に
「
イ
エ
ス
自

身
の
態
度
」
が
原
因
と
し
て
あ
り
、
「
ユ
ダ
の
ご
と
き
俗
人
」
は
イ
エ
ス
が
「
肉

「
権
力
意
識
」
を
増
大
さ
せ
て
い
く
と
い
う
二
律
背
反
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

福
田
の
卒
業
論
文
（

(21) 

で
あ
り
、
高
橋
英
夫
は
福
田
の
「
ロ
レ
ン
ス
の
思
想
」
（
「
人
間
」
五

0
・九）

に
「
ロ
レ
ン
ス
は
十
五
年
前
か
ら
ぼ
く
の
教
祖
だ
っ
た
。
「
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
」
（
黙

示
録
論
）
は
ぼ
く
の
聖
書
だ
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
昭
和
十
年
に
は
『
黙

示
録
論
』
を
す
で
に
読
ん
で
い
た
筈
だ
と
推
測
」
す
る
。
大
正
時
代
後
期
か
ら

一
九
三
四
年
三
月
、
阿
部
知
二
「
D
.
H
・
ロ
レ

ン
ス
」
（
「
行
動
」
）
は
冒
頭
か
ら
『
黙
示
録
論
』
に
触
れ
、
「
思
想
の
総
和
と
し

て
の
最
後
の
記
念
塔
」
で
あ
り
「
自
然
と
人
間
」
の
「
交
流
を
取
り
戻
さ
う
と

し
た
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
同
年
四
月
に
織
田
正
信
訳
『
D
.
H
・
ロ
レ
ン

ス
の
手
紙
』
（
紀
伊
国
屋
出
版
部
）
が
刊
行
さ
れ
、
小
林
が
「
僕
の
手
帖
か
ら
」

（
「
報
知
新
間
」
三
四
•
五
・
ニ
六
ー
ニ
八
）
で
「
ロ
レ
ン
ス
の
姿
は
僕
に
痛
ま

翻
訳
や
紹
介
は
あ
っ
た
が

九
三
六
）
は
M
o
r
d
l
p
r
o
b
[e
m
s
 in D. H. L
a
iミ、
enc.e

体
的
権
力
者
と
な
る
こ
と
を
か
た
く
拒
絶
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
お
一
層

側
面
」
の
「
相
容
れ
ぬ
二
つ
の
性
格
」
が

で
は
「
福
音
曹
」
と
「
ア

容
や
卒
業
論
文
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
く
映
っ
た
」
と
し
、
「
孤
独
人
の
宣
言
」
「
傷
つ
い
た
感
受
性
の
あ
げ
る
音
」

を
読
み
込
む
。
八
月
は
「
古
典
浪
漫
」
が
ロ
レ
ン
ス
特
集
を
組
み
再
ぴ
阿
部
は

「
ペ
シ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
ロ
レ
ン
ス
」
を
執
箪
、
小
林
の
指
摘
も
援
用
し
な
が

ら
厭
世
的
な
ロ
レ
ン
ス
像
を
表
す
。
こ
の
よ
う
に
ロ
レ
ン
ス
ヘ
の
注
目
が
高
ま

る
中
で
同
年
十
月
に
は
『
黙
示
録
論
』
の
初
の
翻
訳
『
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
ー
黙
示

録
ー
』
（
荒
川
龍
彦
・
塘
雅
男
訳
、
昭
和
書
房
）
が
刊
行
さ
れ
、
先
立
つ
八
月
に

荒
川
は
『
黙
示
録
論
』
を
主
題
と
し
て
「
ロ
レ
ン
ス
の
精
神
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
）

を
執
箪
し
て
い
る
。
約
一
年
後
に
伊
藤
整
が
セ
ッ
カ
ー
削
除
版
『
チ
ャ
タ
レ
イ

夫
人
の
恋
人
』
（
三
五
・
十
二
、
健
文
社
）
を
翻
訳
し
ロ
レ
ン
ス
ヘ
の
言
及
が
多

く
な
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
福
田
の
『
黙
示
録
論
』
受

だ
が
注
意
し
た
い
の
は
、
後
に
本
多
秋
五
が
『
黙
示
録
論
』
に
つ
い
て
「
む

か
し
」
は
「
訳
文
が
不
透
明
で
、
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
」
が
、
逆
に
戦
後
、

チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判
の
最
中
に
出
版
さ
れ
た
福
田
恒
存
訳
『
現
代
人
は
愛
し
う
る

か
』
（
五
一
・
十
一
、
白
水
社
）
で
「
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
気
が
し
」
、
同
書
を

(22) 

「
現
代
に
望
み
う
る
最
上
級
の
訳
業
」
と
絶
賛
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ

の
訳
書
の
間
で
こ
の
よ
う
な
差
が
出
る
要
因
と
し
て
、
巻
末
の
訳
註
の
質
と
批

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
荒
川
・
塘
訳
は
十
八
頁
で
あ
る
が
、
福
田
訳
で
は
本
文
一

七
五
頁
に
対
し
五
三
頁
に
わ
た
る
註
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
ギ
リ
シ

ア
古
典
、
古
代
か
ら
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
経
て
近
現
代
（
主
に
英
国
）

へ
と
至
る
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四
〈
比
喩
〉
の
文
学

し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
史
、
さ
ら
に
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
少
数
民
族
や
各
国
の
政
治
家

に
つ
い
て
ま
で
緻
密
に
調
べ
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
レ
ー
ニ
ン
に
は
「
ロ

レ
ン
ス
が
こ
、
に
か
れ
を
引
き
あ
ひ
に
出
し
た
の
は
、
レ
ニ
ン
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ァ
ー
ト
の
使
徒
と
し
て
、
多
数
者
と
集
団
的
全
体
の
名
に
お
い
て
権
力
打
倒
の

夢
を
、
ま
た
謙
遜
と
嫉
妬
と
犠
牲
の
名
の
蔭
に
支
配
欲
の
満
足
を
隠
し
も
つ
て

戦
前
に
白
水
社
を
紹
介
し
翻
訳
を
勧
め
た
の
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
研
究
の
渡
辺

一
夫
で
あ
る
が
、
近
代
の
み
に
留
ま
ら
な
い
ロ
レ
ン
ス
『
黙
示
録
論
』
の
翻
訳

と
注
釈
の
作
業
は
、
小
林
・
中
村
が

H
本
の
私
小
説
の
偏
差
を
見
定
め
る
た
め

に
参
照
し
た
ル
ソ
ー
・
フ
ロ
ベ
ー
ル
・
ジ
ッ
ド
ら
と
は
別
様
に
、
福
田
が
キ
リ

ス
ト
教
と
不
即
不
離
の
西
欧
近
代
の
系
譜
か
ら
「
私
」
に
迫
る
方
法
の
下
地
を

培
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
福
田
自
身
、
「
ま
へ
が
き
」
に
「
ぼ
く
は
こ
の
一
書
に
よ

っ
て
、
世
界
を
、
歴
史
を
、
人
間
を
見
る
見
か
た
を
変
へ
さ
せ
ら
れ
た
」
と
記

獲
得
さ
れ
た
ロ
レ
ン
ス
晩
年
の
思
想
は
、
『
黙
示
録
』
翻
訳
と
ほ
ぼ
並
行
し
て

構
想
さ
れ
た
芥
川
の
〈
比
喩
〉
の
文
学
に
「
近
代
日
本
」
の
屈
折
を
抱
え
な
が

ら
仮
託
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
「
芥
川
龍
之
介
論
」
第
一
章
は
ま
ず
「
日
本
近
代

学
」
論
争
に
お
け
る
福
田
の
立
ち
位
置
を
努
昴
さ
せ
る
。

ゐ
た
と
い
ふ
ロ
レ
ン
ス
一
流
の
考
へ
方
か
ら
で
あ
る
」
と
説
か
れ
、
「
政
治
と
文

イ
ソ
ッ
プ
や
黙
示
録
作
者
の
比
喩
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
当
時
の
被
支
配
者

は
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
社
会
人
た
る
彼
に
妥
協
の
義
務
を
要
請
し

一方、

文
学
の
宿
命
」
に
つ
い
て
語
り
起
こ
し
、
「
瞬
時
と
い
へ
ど
も
現
実
の
凝
視
を
怠

ら
な
か
っ
た
」
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
主
義
作
家
に
対
し
、
「
現
実
は
つ
ひ
に

し
う
る
」
と
錯
誤
し
た
日
本
の
自
然
主
義
作
家
や
、
「
当
時
の
現
実
に
対
し
一
種

の
防
波
堤
を
築
き
、
そ
れ
が
あ
る
ゆ
ゑ
に
、
そ
の
な
か
に
純
粋
に
自
我
を
完
成

せ
し
め
た
」
白
樺
派
を
位
岡
付
け
る
。
そ
し
て
「
日
本
に
お
け
る
最
初
の
も
つ

と
も
近
代
的
な
作
家
」
で
あ
る
志
賀
直
哉
に
続
く
作
家
と
し
て
芥
川
を
置
く
。

し
か
し
芥
川
は
、
自
然
主
義
作
家
や
白
樺
派
が
神
格
化
し
た
「
近
代
的
人
間
像

と
し
て
の
芸
術
家
と
し
て
の
自
我
」
に
「
索
朴
な
尊
信
を
懐
く
こ
と
が
で
き
」

ず
、
そ
し
て
「
他
我
を
受
け
容
れ
る
柔
軟
な
神
経
の
持
主
」
で
あ
っ
た
た
め
に

「
芸
術
家
の
孤
立
と
偲
傲
と
を
疑
」
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
さ
ら
に
「
現
実

芸
術
家
た
る
彼
は
ま
す
ま
す
固
く
門
戸
を
鎖
す
」
矛
盾
を
抱
え
、
そ
の
両
面
を

封
じ
ら
れ
た
ジ
レ
ン
マ
の
た
だ
中
で
、
「
社
会
的
現
実
に
で
は
な
く
自
我
そ
の
も

の
の
現
実
に
対
す
る
傾
き
に
真
実
を
賭
け
る
、
芥
川
龍
之
介
の
比
喩
の
文
学
」

が
誕
生
し
た
と
す
る
。

し
か
し
、
人
は
な
ぜ
比
喩
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う
か
。

あ
り
「
抑
圧
さ
れ
た
現
実
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
真
実
を
主
張

自
己
を
容
れ
る
余
地
な
き
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
与
へ
ら
れ
た
観
念
」
で
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こ。t
 

「
芥
川
龍
之
介
」
二
）

事
情
で
は
な
く
、
時
代
の
宿
命
が
、
そ
し
て
ま
た
性
格
の
必
然
が
人
を
し

が
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
り
そ
の
表
現
を
阻
ま
れ
て
ゐ
る
と
き
、
し
か
も

階
級
の
強
権
に
対
す
る
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
っ
た
。
[
:
・
]
ま
た
、
異
教

徒
た
る
征
服
者
に
そ
れ
と
気
づ
か
れ
ず
に
報
復
の
夢
を
語
る
た
め
に
無
力

ば
、
僕
た
ち
は
こ
の
一

解
し
う
る
の
で
あ
る
。

つ
の
例
か
ら
比
喩
を
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
を
理

そ
れ
は
た
し
か
に
奸
計
で
あ
る
に
は
ち
が
ひ
な
い
ー
が
、
も
し
精
神

な
ほ
己
を
主
張
し
た
い
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
比
喩
を
語
る
と
い
ふ
こ
と
の

ほ
か
に
人
は
な
に
を
な
し
う
る
で
あ
ら
う
か
。
強
権
は
表
現
を
封
じ
る
。

し
か
し
、
世
に
は
よ
り
本
質
的
な
表
現
不
能
が
—
|
＇
ほ
と
ん
ど
創
造
の
源

泉
を
涸
ら
す
が
ご
と
き
障
碍
と
の
出
遭
ひ
が
あ
る
。
外
部
的
な
偶
然
的
な

て
比
喩
を
語
ら
し
め
る
。
芥
川
龍
之
介
の
ば
あ
ひ
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は

表
現
の
権
利
と
衰
格
と
に
対
す
る
懐
疑
に
た
え
ず
自
己
を
脅
か
さ
れ
て
ゐ

こ
こ
で
は
『
黙
示
録
論
』
で
指
弾
さ
れ
た
「
報
復
の
夢
」
を
抱
く
「
黙
示
録

作
者
」
と
同
様
に
、
し
か
し
「
強
権
」
に
対
し
て
で
は
な
く
、
「
ク
リ
ス
ト
は
比

喩
を
話
し
た
後
、
「
ど
う
し
て
お
前
た
ち
は
わ
か
ら
な
い
の
か
？
」
と
言
っ
た
」

（
「
続
西
方
の
人
」
）
の
一
節
に
由
来
す
る
〈
比
喩
〉
を
芥
川
自
身
が
用
い
て
い

な
狂
信
者
は
不
可
解
な
隠
語
を
用
ゐ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
す
れ

救
済
で
あ
り
、
こ
の
ば
あ
ひ
自
己
は
あ
く
ま
で
救
は
れ
許
さ
れ
て
ゐ
る
の

符
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
自
己
救
済
は
—
—
+
ハ
仰
な
い

の
た
ん
な
る
「
正
義
」
で
は
な
く
、
は
じ
め
に
神
な
く
し
て
原
罪
を
信
じ

「
無
抵
抗
」
に
曝
さ
れ
て
い
る
中
で
の
み
成
就
さ
れ
る
。

く
逆
説
的
な
「
時
代
の
宿
命
」
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
人
間
心
理
の
反
動
性
」

が
本
来
的
に
「
イ
エ
ス
自
身
の
態
度
」
に
起
因
す
る
と
い
う
『
黙
示
録
論
』
の

指
摘
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
「
H
本
の
近
代
を
確
立
す
る
文
化
運
動
の
ひ
と

感
じ
た
れ
ば
こ
そ
、
近
親
に
比
喩
を
語
る
」
と
い
う
、
「
他
我
」
を
「
自
我
」
が

常
に
意
識
し
な
が
ら
「
現
実
喪
失
の
い
ら
だ
だ
し
さ
」
を
悪
循
環
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
他
我
」
に
呼
び
か
け
な
が
ら
、
呼
ぴ
か
け
る
「
自
我
」
は
孤

立
し
て
い
く
の
は
ま
さ
に
「
西
方
の
人
」
に
お
い
て
「
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
至
上

主
義
者
」
と
捉
え
ら
れ
た
「
ク
リ
ス
ト
」
の
姿
で
あ
り
、
「
現
実
」
へ
の
靭
帯
が

断
ち
切
ら
れ
た
「
詩
的
正
義
」
は
、
「
本
質
的
な
表
現
不
能
」
が
「
他
我
」
へ
と

こ
、
に
い
ふ
「
詩
的
正
義
」
と
は
、
自
我
を
主
張
し
弁
護
す
る
と
こ
ろ

て
ゐ
た
彼
が
逆
に
原
罪
か
ら
出
発
し
て
神
を
求
め
え
た
、
そ
の
救
済
の
護

ひ
か
た
を
お
そ
れ
な
け
れ
ば
|
|
+
ぺ
て
の
愚
民
を
救
ひ
う
る
も
の
で
す

ら
あ
っ
た
。
い
や
、
民
衆
の
無
智
の
哀
れ
さ
に
固
執
し
た
が
ゆ
ゑ
の
自
己

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
救
ひ
許
す
も
の
は
断
じ
て
自
己
で
は
な
い
。
芥
川
龍

つ
」
で
あ
っ
た
〈
比
喩
〉
の
文
学
と
は
、
「
閉
め
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
疎
外
を
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義」
11

〈
比
喩
〉
の
文
学
の
饂
路
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。

之
介
の
詩
的
正
義
は
彼
の
先
達
た
ち
の
努
力
と
は
巽
つ
て
、
徹
底
的
に
他

力
本
願
の
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
神
の
も
と
に
彼
は
ク
リ
ス
ト
に
な
ら
っ
て

自
力
の
逆
説
的
な
闘
ひ
を
闘
っ
た
の
で
あ
る
。

福
田
は
芥
川
の
文
学
が
「
今
日
と
い
へ
ど
も
正
し
く
受
け
と
ら
れ
て
ゐ
る
と

は
い
ひ
が
た
い
」
ま
ま
で
あ
り
、
「
自
己
主
張
と
自
己
表
白
に
よ
っ
て
人
間
完
成

を
意
図
す
る
文
学
概
念
に
芥
川
が
ま
つ
こ
う
か
ら
反
対
し
た
」
こ
と
の
意
味
を

探
る
た
め
に
は
、
「
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神
か
ら
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
乃
至
は
十

九
世
紀
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、

つ
い
で
前
世
紀
末
葉
か
ら
今
世
紀
に
か
け
て
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
や
う
な
数
百
年
に
わ
た
る
精
神
的
発
展
に
も
、
畢
党
た
ゞ

ひ
と
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
体
臭
を
嗅
ぎ
つ
け
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
初
め

て
芥
川
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
韻
を
あ
は
せ
た
日
本
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
」
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。
た
だ
見
出
さ
れ
る
の
は
「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
」
な
の
で

あ
り
、
「
近
代
日
本
」
に
「
他
我
」
と
の
通
路
が
な
か
っ
た
こ
と
の
陰
画
と
し

て
、
「
現
代
と
民
衆
と
を
顧
應
し
た
彼
の
文
学
が
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
つ
ひ
に
直

接
に
は
結
び
つ
か
ず
、
逆
に
自
己
の
内
部
へ
、
本
質
的
な
も
の
へ
と
沈
潜
し
て

い
」
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
個
人
的
自
我
」
の
「
人
間
完

成
」
に
は
ほ
ど
遠
く
、
か
と
い
っ
て
「
黙
示
録
」
の
よ
う
な
「
集
団
的
自
我
」

を
「
正
義
」
に
結
び
つ
け
る
〈
比
喩
〉
で
す
ら
な
い
、
「
無
抵
抗
」
な
「
詩
的
正

（九

肖
像
画
の
、
私
小
説
の
図
式
が
あ
る
の
で
あ
る
。

醜
悪
を
挟
出
し
、
か
へ
つ
て
そ
れ
ゆ
ゑ
に
神
々
の
完
成
し
た
美
を
偲
ぶ
と

ヘ
に
し
て
人
間
の
欠
陥
を
主
張
す
る
権
利
と
方
法
と
を
知
つ
て
ゐ
る
の
だ
。

己
の
醜
悪
を
い
と
ほ
し
む
す
べ
を
知
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
神
々
の
完
成
を
ま

弁
疏
註
考
」
（
「
新
文
学
」
四

ニ
・
六
）
で
は
、
「
自
己
の
生
活
を
「
歴
史
」
と
呼
ん
で
ゐ
た
か
の

D
.
H
・

ロ

レ
ン
ス
は
生
涯
を
通
じ
て
、
徹
底
的
な
私
小
説
家
で
あ
っ
た
」
と
記
し
、
西
欧

近
代
に
お
け
る
「
私
」
の
形
成
過
程
と
「
近
代
日
本
」
の
「
私
」
の
差
異
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
福
田
が
『
黙
示
録
論
』
か
ら
学
ん

(23) 

だ
方
法
を
本
格
的
に
私
小
説
へ
と
向
け
始
め
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

だ
が
、
ぽ
く
た
ち
は
す
で
に
ギ
リ
シ
ア
に
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
ル
ネ
サ

ン
ス
を
通
過
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ギ
リ
シ
ア
に
あ
っ
て
は
、

肖
像
画
は
許
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
[
…
]
だ
が
、
ぽ
く
た
ち
近
代
人
は
自

ロ
ダ
ン
や
プ
ル
デ
ル
の
発
見
し
た
方
法
は
、
こ
の
や
う
に
し
て
個
人
の

い
ふ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
醜
悪
を
宿
命
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
、

弱
点
を
自
己
の
運
命
と
し
て
描
き
だ
す
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
美
と
人
間

性
完
成
と
に
道
を
通
じ
て
ゐ
る
こ
と
1

し
た
が
つ
て
そ
れ
は
自
己
の
歴

史
を
書
く
こ
と
で
あ
る
が
1

こ
こ
に
近
代
精
神
の
、
し
た
が
つ
て
ま
た

芥
川
論
の
構
想
に
続
く
「
私
小
説
の
た
め
に
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ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
当
然
で
あ
っ
た
1

彼
等
の
近
代
自
我
確

戦
後
す
ぐ
に
福
田
が
取
り
組
ん
だ
仕
事
は
、
ま
ず
「
H
本
近
代
文
学
の
系
譜
」

な
ど
で
「
近
代
日
本
」
を
歴
史
的
に
再
考
し
て
い
く
試
み
で
あ
り
、
そ
の
端
々

に
は
西
欧
一
般
の
「
近
代
」
を
も
視
野
に
入
れ
た
「
文
明
批
評
」
が
見
ら
れ
る

が
、
伊
藤
整
が
「
彼
の
評
論
は
、
現
在
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
批
判
す
る
と

(24) 

い
う
形
で
、
常
に
現
在
を
そ
の
前
線
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
芥
川
論
と
同
じ
く
、
「
近
代
日
本
」
の
現
在
を
間
題
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

ど
と
い
ふ
も
の
を
う
ち
に
隠
し
も
つ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
。
市
民
社
会
の
俗

悪
さ
は
芸
術
家
の
自
己
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
ゑ
の
リ
ア

リ
ズ
ム
、
そ
れ
ゆ
ゑ
の
丹
念
な
心
理
分
析
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
民
衆

の
否
定
を
通
じ
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
等
の
芸
術
家
概
念
が
危
殆
に
瀕
し
て

立
は
決
し
て
芸
術
を
と
ほ
し
て
の
み
行
は
れ
た
の
で
は
な
い
。
芸
術
も
ま

そ
の
俗
悪
さ
か
ら
き
れ
い
に
身
を
衛
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
の
自
己
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
主
義
作
家
が
市
民
社
会
の
俗
悪
を
拒
否
し
た
と
き
、

五
〈
道
化
〉
の
文
学

文
学
」
へ
と
合
流
し
て
い
く
の
か
を
追
い
た
い
。

て
い
く
が
、
次
節
で
は
そ
う
し
た
迂
回
が
い
か
な
る
意
図
を
も
っ
て
、
「
道
化
の

以
後
福
田
は
、
奥
野
が
「
文
明
批
評
」
と
呼
ん
だ
テ
ク
ス
ト
を
多
く
発
表
し

福
田
は
「
近
代
日
本
」
の
特
殊
性
を
際
立
た
せ
る
と
き
、
同
時
に
ま
た
『
黙

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
己
完
成
の
基
調
と
目
標
と
は
、
遠
く
二
千
年
前
の
ヘ

プ
ラ
イ
の
思
想
に
端
を
発
し
て
ゐ
る
。
ク
リ
ス
ト
の
教
へ
は
、
た
ん
に
芸

術
家
の
み
の
占
有
物
で
は
な
い
、
逆
に
ま
た
芸
術
は
か
な
ら
ず
し
も
自
己

完
成
の
努
力
の
ほ
か
に
自
己
の
道
を
も
た
な
か
っ
た
わ
け
で
も
、
も
ち
え

ぬ
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
人
間
活
動
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
と

と
も
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
教
禅
さ
れ
て
近
代
自
我
の
完
成
を

そ
の
本
道
と
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

（
「
日
本
近
代
文
学
の
系
諧
」
五
）

示
録
論
』
を
通
し
て
西
欧
近
代
の
歴
史
性
も
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
近

代
自
我
」
の
裏
面
に
は
「
キ
リ
ス
ト
の
教
へ
」
が
張
り
付
い
て
お
り
、
日
本
の

自
然
主
義
作
家
や
白
樺
派
が
錯
誤
し
た
自
足
的
な
「
自
我
」
で
は
な
い
こ
と
が

示
さ
れ
る
が
、
同
時
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
通
過
し
た
近
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
も
ま
た
、
『
黙
示
録
論
』
第
4
章
の
訳
註
に
よ
れ
ば
批
判
の
対
象
で

(25) 

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ロ
レ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
中
憔
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
俗
権
の
堕
落
は
、
畢

党
、
コ
ス
モ
ス
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
卑
小
な
自
我
意
識
の
満
足
に
す
ぎ
ず
、

た
そ
の
反
映
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
に
す
ぎ
ぬ
|
|
I
と
い
ふ
よ
り
、
ヨ
ー
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人
間
概
念
に
た
い
す
る
反
撥
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
反
撥
と
驚
異
と
を
可

た
浪
漫
精
神
の
彰
瀦
た
る
流
動
と
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
じ
じ
つ
は
そ
の

内
部
に
お
け
る
個
人
的
自
我
と
集
団
的
自
我
と
の
対
立
へ
と
移
行
し
て
い

と
も
内
部
的
な
、
個
人
と
社
会
と
の
対
立
を
そ
の
地
盤
と
し
て
ゐ
る
。
い

義
文
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
の
対
立
の
う
ち
で
も
つ
と
も
本
質
的
、
も
つ

の
復
帰
を
こ
、
ろ
み
よ
う
と
す
る
運
動
が
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
そ
の
反
動
た
る
宗
教
改
革
も
か
へ
つ
て
人
々
を
こ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
別
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、

個
人
と
コ
ス
モ
ス
（
自
然
）
と
の
合

貫
か
れ
る
。

を
め
ざ
し
、
こ
の
原
始
の
感
情
ヘ

ロ
レ
ン
ス
は
『
黙
示
録
』
で
「
原
始
」
の
古
代
に
触
れ
「
個
人
と
コ
ス
モ
ス
」

と
の
一
体
化
を
夢
想
す
る
が
、
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
を
同
時
に
批
判
し
な
が
ら
本
来
の
「
キ
リ
ス
ト
の
教
へ
」
に
遡
り
突

き
抜
け
る
こ
と
で
希
望
を
見
出
す
ロ
レ
ン
ス
の
あ
り
方
は
、
過
去
か
ら
現
在
を

逆
照
射
す
る
方
法
と
と
も
に
、
「
小
説
の
運
命
」
（
「
中
央
公
論
」
四
七
・
三
）
に

ル
ネ
サ
ン
ス
期
は
今
の
ぽ
く
た
ち
の
眼
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
に
み
ち

や
う
に
か
ん
た
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ク
リ
ス
ト
教
の
規
定
し
た

の
方
面
へ
激
し
く
煽
り
た
て
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
の
プ
ロ
テ

能
な
ら
し
め
た
も
の
の
根
底
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ク
リ
ス
ト
教
精
神
が
存
在

か
く
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
た
散
文
の
運
命
は
、
人
間

が
神
と
自
然
と
に
た
い
し
て
そ
の
自
主
性
を
奪
取
し
た
ば
か
り
で
な
く
、

さ
ら
に
す
す
ん
で
支
配
者
に
た
い
し
て
、
社
会
的
環
境
に
た
い
し
て
平
等

と
自
由
と
を
宣
言
し
た
十
八
九
世
紀
に
お
い
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
本
領
を

発
揮
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
と
に
小
説
の
完
成
期
に
位
置
し
た
自
然
主

や
、
そ
れ
も
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
、
ぼ
く
た
ち
個
人
の

っ
た
の
で
あ
る
。

福
田
は
「
近
代
」
を
経
由
し
て
「
近
代
日
本
」
に
根
付
い
た
私
小
説
と
「
近

代
自
我
」
の
系
諧
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
個
人
の
内
部
に
お
け
る
個
人
的
自
我
と

集
団
的
自
我
と
の
対
立
」
と
い
う
、
芥
川
論
で
か
つ
て
展
開
し
た
問
題
が
明
確

に
回
帰
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
ロ
レ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
共
同
体

を
離
れ
た
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
導
か
れ
た
「
自
我
」
は
決
し
て
「
他

我
」
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
歴
史
性
の
中
で
現
れ

で
は
け
つ
し
て
な
か
っ
た
。
[
…
]

治
に
よ
っ
て
遮
断
し
、
《
地
上
権
力
打
倒
と
殉
教
者
の
罪
頭
政
治
》
を
現
出

し
て
ゐ
た
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
純
な
中
世
否
定

ま
た
そ
の
反
面
に
は
各
個
人
と
コ
ス
モ
ス
の
自
由
な
直
接
融
合
を
教
門
政
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正
し
く
あ
り
え
な
い
も
の
1

そ
れ
が
個
人
の
概
念
だ
。
正
し
く
あ
り
う

ぴ
冒
頭
に
か
へ
つ
て
」
を
引
き
た
い
。

念
を

ふ
た
た

た
「
私
」
は
、
そ
の
「
内
部
」
に
巣
食
う
「
個
人
的
自
我
」
と
「
集
団
的
自
我
」

の
路
藤
と
と
も
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
福
田
は
さ
ら
に
「
小

(26) 

説
の
運
命
」
の
翌
月
に
執
箪
さ
れ
た
「
現
代
文
学
の
諸
問
題
」
の
「
一

ベ
ー
ル
」
で
は
「
二
十
世
紀
文
明
と
い
ふ
書
割
を
背
景
に
、
文
学
と
い
ふ
し
や

れ
た
セ
ッ
ト
の
存
在
を
容
認
す
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
十
九
世
紀
の
文
学
概

切
否
定
し
て
そ
の
こ
と
に
新
し
い
文
学
概
念
を
設
定
す
る
か
ど
う
か
、

そ
の
へ
ん
に
問
題
が
あ
る
」
と
し
、
「
ぽ
く
が
「
小
説
の
運
命
」
の
う
ち
に
提
出

し
た
問
題
も
そ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
十
二

個
人
は
正
し
さ
の
概
念
の
う
ち
に
は
な
い
。
正
し
く
あ
ら
う
と
し
て
も

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
社
会
に
容
認
さ
れ
、
社
会
的
価
値
を
付
与
さ
れ
る
。

そ
れ
な
ら
も
は
や
あ
へ
て
そ
れ
を
主
張
す
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
。

が
、
な
ほ
か
つ
そ
れ
を
主
張
し
よ
う
と
い
ふ
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
要
求
さ

れ
て
ゐ
る
の
は
生
き
る
権
利
で
は
な
く
、
優
位
性
の
承
認
に
す
ぎ
な
い
。

自
分
は
正
し
い
と
い
ふ
自
党
の
も
と
に
、
正
し
か
ら
ざ
る
も
の
の
立
場
を

守
つ
て
や
ら
う
と
い
ふ
お
せ
つ
か
い
が
、
す
な
は
ち
そ
れ
だ
。
こ
の
ば
あ

ひ
、
正
し
か
ら
ざ
る
も
の
は
た
だ
利
用
さ
れ
る
だ
け
に
す
ぎ
ぬ
と
い
ふ
こ

と
を
、
自
他
と
も
に
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
正
し
く
な
い
自
己
の
自

フ
ロ
ー

こ
の
「
正
し
く
な
い
自
己
の
自
党
」
の
註
を
見
る
と
た
だ
「
太
宰
治
。
」
と
あ

り
、
ま
さ
に
福
田
に
と
っ
て
、
「
個
人
と
社
会
の
対
立
」
は
「
個
人
の
内
部
」
へ

の
対
立
」
を
抱
え
た
ま
ま
、
そ
の
「
自
党
」
の
現
場
に
〈
道
化
〉
の
文
学
が
生

僕
は
二
十
冊
に
あ
ま
る
太
宰
治
の
作
品
鮨
を
読
み
あ
さ
り
な
が
ら
、
龍

之
介
論
を
書
い
た
七
年
ま
へ
の
興
術
を
あ
ら
た
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
こ

で
ぼ
く
が
発
見
し
、
守
り
ぬ
か
う
と
し
た
真
実
を
、
は
た
し
て
い
ま
こ
こ

に
超
え
う
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
不
安
も
ま
た
感
じ
て
ゐ
る
。
が
、
ぽ
く
は

つ
ぎ
の
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
。
太
宰
治
論
が
芥
川
龍
之
介
論
の
リ
フ
レ
イ

ン
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
ぽ
く
が
太
宰
の
ま
へ
に
自
分
を
棄

て
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

福
田
に
と
っ
て
、
芥
川
論
は
「
他
我
」
の
「
真
実
」
を
意
識
し
な
が
ら
疎
外

さ
れ
て
し
ま
う
「
近
代
自
我
」
の
「
無
抵
抗
主
義
」
の
ジ
レ
ン
マ
を
見
届
け
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
道
化
の
文
学
」
に
お
け
る
「
徹
底
的
に
愛
す
る
か
、

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
道
化
の
文
学
」

と
折
り
骰
ま
れ
接
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
個
人
的
自
我
と
集
団
的
自
我
と

覚
か
ら
1

た
だ
そ
れ
か
ら
の
み
1

文
学
は
は
じ
ま
る
。
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ぬ
る
き
は
ま
で
狂
言
を
つ
づ
け
了
せ
る
。
」

二）

な
い
|
_

四）

日
本
の
文
学
史
は
、
か
つ
て
な
き
程
の
鮮
明
さ
を
以
て
、
は
つ
き
り
と

「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」
中
の
あ
る
せ
り
ふ
|
|
i
「
僕
は
生
れ
た
と
き
か
ら
死

教
は
、
歴
史
か
ら
、
家
庭
か
ら
、
友
人
か
ら
、
世
間
か
ら
、
こ
と
ご
と
く

だ
け
の
も
の
に
さ
、
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
ク
リ
ス
ト

的
な
愛
情
と
、
十
二
使
徒
の
献
身
的
な
敬
意
と
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
世

せ
し
め
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
っ
て
、

る
「
生
活
」
の
過
酷
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
自
己
の
真
実
」
に
各
々
が
収
ま
る
「
他
我
」
の
中
で
「
愛
し
た
嘘
」
を
発
す

徹
底
的
に
憎
む
か
、
そ
の
い
づ
れ
か
だ
」
と
い
う
宣
言
に
、
福
田
の
「
自
我
」

も
ま
た
太
宰
と
い
う
「
他
我
」
へ
と
向
か
う
の
で
あ
り
、

法
論
的
な
必
然
性
が
あ
る
。

い
わ
ば
ロ
レ
ン
ス
が

問
題
化
し
た
よ
う
な
「
個
人
的
自
我
」
と
「
集
団
的
自
我
」
の
矛
盾
の
中
に
「
ベ

た
ぽ
れ
に
ほ
れ
ぬ
い
」
た
「
私
」

(11
福
田
）
を
投
げ
込
み
な
が
ら
論
じ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
中
村
光
夫
が
指
摘
し
た
「
真
似
」
や
「
も
じ
り
」
に
福
田
の
方

生
活
に
芸
術
を
一
致
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
が
私
小
説
的
リ
ア
リ
ズ
ム

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
太
宰
治
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
芸
術
に
生
活
を
一
致

い
は
ゞ
裏
が
へ
し
に
さ
れ
た
私

小
説
で
あ
る
。
太
宰
治
は
古
典
の
一
句
に
、
そ
の
人
物
に
、
そ
し
て
聖
書

の
こ
と
ば
に
、
そ
の
主
人
公
イ
エ
ス
の
言
動
に
無
邪
気
な
忠
実
を
替
っ
た
。

が
、
そ
の
み
づ
か
ら
の
替
ひ
の
こ
と
ば
が
、
ま
た
さ
ら
に
新
た
な
誓
ひ
を

か
れ
に
要
求
し
た
、
美
し
い
表
現
の
た
め
に
、
自
己
の
真
実
よ
り
も
は
る

か
に
愛
し
た
嘘
の
た
め
に
、
か
さ
ね
て
嘘
を
つ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

福
田
は
戦
中
す
で
に
芥
川
論
を
振
り
返
り
、
芥
川
が
「
自
己
の
精
神
的
意
図

を
表
現
す
る
方
法
」
が
な
か
っ
た
原
因
を
「
古
典
の
巨
大
な
峰
」
を
継
承
す
る

「
義
務
」
と
、
「
知
識
階
級
の
生
活
」
に
お
け
る
「
行
為
の
欠
如
」
の
二
つ
に
帰

(27) 

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
芥
川
の
「
真
実
」
が
〈
比
喩
〉
か
ら
決
し
て
出
ら
れ
な

か
っ
た
の
に
対
し
て
、
太
宰
は
「
裏
が
へ
し
」
に
し
な
が
ら
も
「
私
」
の
「
芸

術
」
を
「
生
活
」
に
投
げ
込
も
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
「
芸
術
」
が

と
き
に
「
主
人
公
イ
エ
ス
の
言
動
」
で
あ
り
、
福
田
が
「
文
明
批
評
」
で
展
開

し
た
西
欧
と
の
偏
差
を
伴
う
「
近
代
日
本
」
の
文
脈
で
考
え
れ
ば
、
自
足
的
な

イ
エ
ス
の
自
信
さ
へ
、
旧
約
の
預
言
と
い
ふ
歴
史
と
、

マ
リ
ア
の
盲
目

間
へ
の
奉
仕
を
あ
て
こ
ん
だ
原
始
的
な
医
療
術
と
、
す
く
な
く
と
も
こ
れ

猜
疑
の
眼
を
も
つ
て
嘲
弄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
宰
治
は
そ
の
こ

と
を
自
党
し
て
ゐ
た
。
「
東
京
八
景
」
の
う
ち
で
、
「
聖
書
一
巻
に
よ
り
て
、

分
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
か
れ
は
書
い
て
ゐ
る
。
嵯
鉄
の
生
涯
、
そ
れ
以
外
に
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り
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
「
他
人
の
平
穏
な
家
庭
生
活
」
を
保
証
す
る
た

よ
っ
て
暴
力
の
責
任
か
ら
、
解
除
さ
れ
る
の
だ
が
、
歴
史
の
伝
統
に
保
証

に
「
黙
示
録
」
が
紛
れ
て
い
る
価
甑
に
喩
え
た
こ
と

の
幸
福
」
に
た
い
す
る
愛
に
も
か
、
は
ら
ず
、
パ
リ
サ
イ
人
を
責
め
、
と

き
に
神
殿
に
市
を
は
る
商
人
た
ち
に
暴
力
を
ふ
る
っ
た
。
[
…
]
イ
エ
ス
は

旧
約
の
預
言
に
よ
っ
て
身
辺
に
裏
切
者
ユ
ダ
を
与
へ
ら
れ
、
そ
の
裏
切
に

さ
れ
ぬ
凡
人
は
み
づ
か
ら
ユ
ダ
の
役
割
を
も
演
じ
、
十
字
架
に
自
分
を
か

せ
る
源
を
感
じ
、

を
連
想
さ
せ
る
。
そ
の
不
完
全
を
、
「
強
者
を
打
倒
」
す
る
「
暴
力
」
を
経
由
せ

ず
に
「
強
者
も
ま
た
み
づ
か
ら
の
弱
さ
を
知
れ
」
と
、
「
自
我
」
と
「
他
我
」
双

た
を
す
れ
ば

ユ
ダ
は
他
人
を
責
め
ぬ
が
、
イ
エ
ス
は
、
か
れ
の
「
炉
辺

す
る
。 し

か
し
「
も
つ
と
も
恐
れ
を
の
A

い
た
声
」
が
、
「
憔
人
の
猜
疑
」
よ
り
も
、

イ
エ
ス
の
「
な
ん
ぢ
ら
断
食
す
る
と
き
、
か
の
偽
善
者
の
ご
と
く
悲
し
き
面
容

を
す
な
」
と
い
う
言
莱
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
太
宰
は
「
一
度
も
自
然
主
義
ふ
う
な

私
小
説
を
書
き
は
し
な
か
っ
た
」
し
、
「
て
れ
く
さ
さ
う
に
、
お
の
れ
の
苦
悩
を

荼
化
し
て
語
る
」
と
福
田
は
述
べ
る
。
こ
こ
に
〈
道
化
〉
の
文
学
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
弱
き
も
の
の
助
け
あ
ひ
ー
が
、
そ
れ
は
強
者
を
打

倒
せ
ん
が
た
め
で
は
な
い
、
強
者
も
ま
た
み
づ
か
ら
の
弱
さ
を
知
れ
」
と
い
っ

た
、
「
生
活
」
の
中
で
「
他
我
」
に
向
か
っ
て
語
る
べ
き
「
愛
し
た
嘘
」
も
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
福
田
は
、
〈
比
喩
〉
で
は
収
ま
ら
な
い
太
宰
文
学
の
特

質
を
、
「
個
人
の
内
面
」
に
お
け
る
イ
エ
ス
に
対
す
る
「
ユ
ダ
の
存
在
」
に
仮
託

が
、
イ
エ
ス
と
ユ
ダ
と
の
相
違
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
、
乱
暴
な
い
ひ
か

め
に
は
、
お
の
れ
の
そ
れ
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ー
ぃ

や
、
さ
う
し
て
は
じ
め
て
1

今
度
は
逆
に
、
他
人
の
う
へ
に
鞭
を
ふ
る

ふ
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
の
う
ち
の
ユ
ダ
の
存
在

あ
る
。
お
の
が
誠
実
と
苦
悩
を
信
じ
よ
と
、
太
宰
治
も
い
ま
は
自
他
い
ず

れ
に
む
か
つ
て
も
い
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。
現
代
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
効
果

こ
こ
に
お
い
て
、
〈
比
喩
〉
の
文
学
で
は
成
し
え
な
か
っ
た
「
自
我
」
と
「
他

我
」
の
通
路
が
、
あ
ら
ゆ
る
「
個
人
的
自
我
と
集
団
的
自
我
と
の
対
立
」
の
最

中
に
起
こ
り
得
る
希
望
を
、
福
田
は
見
出
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
「
歴
史
の
伝

統
に
保
証
さ
れ
ぬ
凡
人
」
で
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
「
神
々
」
の
完
全
や
「
神
」

の
絶
対
の
前
に
「
私
」
の
不
完
全
を
見
出
す
「
私
小
説
の
図
式
」
の
起
源
を
、

も
う
一
度
「
個
人
の
内
部
」
と
「
生
活
」
の
二
重
性
に
お
い
て
「
演
じ
」
る
こ

と
な
の
だ
。
あ
え
て
「
集
団
的
自
我
」
に
連
な
る
ユ
ダ
が
「
個
人
的
自
我
」
に

留
ま
る
イ
エ
ス
に
向
か
っ
て
「
愛
し
た
嘘
」
を
「
ま
ね
」
る
こ
と
—
|
＇
そ
れ
は

ま
た
ロ
レ
ン
ス
が
「
イ
エ
ス
自
身
の
態
度
」
に
こ
そ
「
権
力
意
識
」
を
発
生
さ

的
な
神
の
存
在
証
明
は
他
に
あ
り
え
ぬ
で
は
な
い
か
。

が
、
か
れ
を
し
て
イ
エ
ス
を
ま
ね
る
勇
気
を
ふ
る
ひ
お
こ
さ
せ
る
か
ら
で
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言
わ
ば
「
自
己
の
真
実
」
か
ら
「
真
の
道
化
」
へ
—
|
i
こ
の
批
評
が
執
箪
さ

れ
た
の
は
太
宰
生
前
の
一
九
四
八
年
四
月
で
あ
る
。
福
田
に
と
っ
て
、
太
宰
治

い
は
ゞ
逆
に
生
き
て
」
い
る
の

は
「
芥
川
龍
之
介
の
生
涯
と
作
品
系
列
と
を
、

で
あ
り
、
混
乱
し
た
戦
後
の
「
近
代
日
本
」
に
お
い
て
、
「
人
間
は
、
み
な
、
同

じ
も
の
だ
」
と
い
う
「
牛
太
郎
の
言
葉
」
に
抗
し
な
が
ら
〈
道
化
〉
の
文
学
を

「
演
じ
」
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
身
が
本
格
的
に
演
劇
へ
と
向
か
う
一

九
四
九
年
ま
で
、
福
田
は
芥
川
を
通
過
し
た
太
宰
の
生
と
死
を
「
身
ぢ
か
」
に

感
じ
る
「
私
」
を
「
演
じ
」
な
が
ら
、
奥
野
ら
が
「
全
身
的
に
共
感
」
す
る
よ

う
な
テ
ク
ス
ト
群
を
「
敗
戦
の
昏
迷
の
中
」
の
「
生
活
」
へ
と
投
げ
入
れ
て
い

た
の
だ
。
安
吾
が
小
林
と
の
対
談
「
伝
統
と
反
逆
」
（
「
作
品
」
四
八
・
八
）
に

お
い
て
「
小
林
秀
雄
の
跡
取
り
」
と
し
て
福
田
を
名
指
し
、
「
小
林
秀
雄
か
ら
脱

底
に
徹
し
た
も
の
の
み
に
生
れ
て
く
る
ふ
て
ぶ
て
し
さ
で
も
あ
ら
う
。

や
う
な
自
身
は
、
お
の
れ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
自
信
を
剥
奪
し
、
そ
の
不
安
の

た
の
し
め
る
の
だ
と
い
ひ
え
よ
う
。
さ
ら
に
蛇
足
と
し
て
一
言
—
|
＇
こ
の

「
乞
食
学
生
」
）
そ
れ
な
ら
ば
ま
だ
、
自
信
あ
る
も
の
の
み
が
、
道
化
を

方
に
「
愛
し
た
嘘
」
を
語
り
「
演
じ
」
通
す
持
続
こ
そ
が
、
〈
道
化
〉
の
文
学
な

出
す
る
の
を
、
も
っ
ぱ
ら
心
掛
け
た
」
そ
の
「
生
き
方
」
に
「
共
感
」
を
寄
せ

ロ
レ
ン
ス
は
最
晩
年
、
『
黙
示
録
論
』
と
前
後
し
て
小
説
「
死
ん
だ
男
」
を
執

(28) 

箪
し
、
後
に
福
田
が
翻
訳
す
る
が
、
イ
エ
ス
と
思
し
き
「
死
ん
だ
男
」
は
媒
刑

の
後
に
土
か
ら
殊
り
各
地
を
初
循
い
、
民
衆
を
導
い
て
い
た
自
ら
の
教
義
を
否

定
し
、
異
教
の
神
を
祭
る
女
性
と
出
逢
い
愛
し
合
い
、
再
ぴ
旅
立
つ
。
そ
れ
は

ロ
レ
ン
ス
が
「
コ
ス
モ
ス
」
と
表
現
し
夢
想
し
た
、
「
近
代
」
の
陰
路
を
抜
け
出

る
た
め
の
神
話
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
黙
示
録
論
』
を
「
聖
書
」
と
仰
い
だ

福
田
も
ま
た
、
〈
比
喩
〉
の
文
学
の
溢
路
を
抜
け
出
し
た
〈
道
化
〉
の
文
学
に
「
正

し
く
な
い
自
己
の
自
覚
」
を
促
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
も
「
近
代
日
本
」
へ
の
終

(29) 

わ
り
な
い
夢
想
の
「
可
能
性
」
を
紡
い
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

注
①
「
道
化
の
文
学
~
宰
治
に
つ
い
て
ー
」
は
、
太
宰
の
死
を
挟
む
よ
う
に
し
て

「
群
像
」
六
・
七
月
号
に
分
載
さ
れ
た
。

②
東
郷
克
美
「
解
説
」
（
福
田
恒
存
『
太
宰
と
芥
川
』
一
九
八
四
・
九
、
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
）

③
角
田
旅
人
「
太
宰
と
道
化
」
（
「
国
文
学
」
一
九
八
七
・
一
）

④
平
林
た
い
子
「
道
化
の
文
学
」
（
「
花
」
一
九
四
七
・
八
）

⑥
平
林
た
い
子
「
脆
弱
な
花
」
（
「
芸
術
」
一
九
四
八
・
八
）

⑥
村
松
定
孝
「
太
宰
治
の
地
点
—
~
宰
治
の
死
ー
ー
ー
」
（
「
日
本
文
庫
」
一
九

四
八
・
七
）

⑦
丹
羽
文
雄
「
太
宰
治
と
私
」
（
「
暖
流
」
一
九
四
八
・
九
）

⑧
丹
羽
文
雄
「
西
窪
随
筆
」
（
「
文
芸
首
都
」
一
九
四
八
・
九
）

「
自
己
優
越
を
感
じ
て
ゐ
る
者
だ
け
が
、
真
の
道
化
を
や
れ
る
ん
だ
。
」

の
で
は
な
い
か
。
「
道
化
の
文
学
」
の
末
尾
を
引
用
し
た
い
。

る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
な
の
で
あ
る
。
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⑨
奥
野
健
男
『
太
宰
治
論
』

(
-
J
L
五
六
・
ニ
、
近
代
生
活
社
）
、
初
出
「
太
宰

治
論
」
（
「
大
岡
山
文
学
」
一
九
五
ニ
・
六
）

⑩
奥
野
健
男
「
福
田
恒
存
」
(
『

H
本
現
代
文
学
全
集
1
0
3
』
作
品
解
説
一

九
六
七
・
十
、
講
談
社
）

⑪
正
宗
白
鳥
「
自
然
主
義
盛
衰
史
」
（
「
風
雪
」
一
九
四
八
・
三
ー
十
二
）

⑫
正
宗
白
鳥
・
上
林
暁
・
中
村
光
夫
「
創
作
合
評

(16
回
）
」
（
「
群
像
」
一
九
四

八
・
八
）

⑬
福
田
個
存
「
覚
書
」
（
『
福
田
個
存
全
集
第
一
巻
』
一
九
八
七
・
一
、
文
芸

春
秋
）

⑬
高
橋
英
夫
「
福
田
恨
存
！
批
評
に
お
け
る
正
義
」
（
「
中
央
公
論
」
一
九
六

九
）
は
、
初
稿
で
は
福
田
に
と
っ
て
芥
川
こ
そ
が
「
一
箇
の
比
喩
」
と
記
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
福
田
の
〈
奥
様
な
も
の
〉
へ
と
迫
る
。

⑯
こ
の
系
諮
か
ら
は
外
れ
る
が
、
太
宰
の
近
傍
に
位
置
し
、
『
人
間
キ
リ
ス
ト

記
』
(
-
九
三
八
・
十
一
、
第
一
苔
房
）
で
北
村
透
谷
買
を
受
け
た
山
岸
外
史
が

『
評
論
芥
川
龍
之
介
j

（
一
九
四

O・
三
、
ぐ
ろ
り
あ
•
そ
さ
え
て
）
で
「
西

方
の
人
」
を
「
日
本
近
代
知
識
人
の
或
る
極
点
を
語
る
も
の
」
と
評
し
た
の
は

注
目
さ
れ
る
。

⑯
中
野
重
治
「
人
間
の
批
評
性
三
ー
平
野
謙
・
荒
正
人
に
つ
い
て
ニ

|
」
「
展
望
」
一
九
四
七
・
三
）

仰
磯
田
光
一
「
戦
後
批
評
家
論

II

平
野
謙
論
」
（
「
文
芸
」
一
九
六
七
・
十
二
）

⑬
磯
田
光
一
「
『
西
方
の
人
』
再
読
！
芥
川
龍
之
介
の
時
代
感
党
」
（
「
ユ
リ
イ

カ
」
一
九
七
七
・
三
）

⑬
亀
井
秀
雄
「
解
説
」
（
野
間
宏
•
著
者
代
表
『
全
集
現
代
文
学
の
発
見
第

四
巻
政
治
と
文
学
』
一
九
六
八
・
十
一
、
学
芸
書
林
）

閥
高
橋
前
掲
論
、
磯
田
光
一
「
戦
後
批
評
家
論

I

福
田
恒
存
論
」
（
「
文
芸
」

一
九
六
七
・
十
）
等

闘
高
橋
英
夫
「
最
後
の
ロ
レ
ン
ス
、
最
初
の
福
田
個
存
」

(
D
.
H
・
ロ
レ
ン
ス

／
福
田
恒
存
訳
『
黙
示
録
論
』
二

0
0
四
・
十
二
、
ち
く
ま
学
芸
文
廊
）

⑫
本
多
秋
五
『
物
語
戦
後
文
学
史
』
(
-
九
六

O・
十
二
、
新
潮
社
）

闘
坪
内
祐
三
「
解
説
」
（
福
田
個
存
／
坪
内
祐
三
編
『
福
田
恒
存
文
芸
論
集
』
ニ

0
0
四
・
五
、
講
談
社
文
芸
文
廊
）
は
、
「
自
然
主
義
を
も
と
と
す
る
近
代
日
本

文
学
の
流
れ
に
批
判
的
な
福
田
個
存
が
、
本
質
的
な
私
小
説
に
対
し
て
は
肯
定

的
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

闘
伊
藤
整
「
福
田
悟
存
に
つ
い
て
」
（
「
東
京
新
聞
」
一
九
四
七
・
十
•
五
）

⑳
柄
谷
行
人
「
告
白
と
い
う
制
度
」
（
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
」
一
九
八

O・

八
、
講
談
社
）
は
、
自
然
主
義
・
白
樺
派
を
め
ぐ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
「
専
制
主
義
」
に
触
れ
て
示
唆
に
富
む
。
な
お
柄
谷
に
は
福
田
へ
の
痛
切
な

追
悼
文
「
平
衡
感
党
ー
福
田
個
存
を
悼
ん
で
」
（
「
新
潮
」
一
九
九
五
・
二
）
が

あ
る
。

閥
福
田
桓
存
「
現
代
文
学
の
諸
問
題
」
（
『
新
文
学
講
座
』
一
九
四
八
・
九
、
新

潮
社
）

翻
福
田
恒
存
「
文
芸
批
評
の
態
度
」
（
「
文
芸
」
一
九
四
四
・
ニ
）

閥

D
.
H
・
ロ
レ
ン
ス
／
福
田
個
存
訳
『
死
ん
だ
男
・
て
ん
た
う
虫
』
(
-
九
五

七
・
八
、
新
潮
文
庫
）
。
こ
の
福
田
訳
「
死
ん
だ
男
」
は
、
名
訳
と
し
て

F
&
G
.

ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
鈴
木
雅
大
訳
『
梢
動
の
思
考
ロ
レ
ン
ス
『
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
』
を

読
む
」
(
-
九
八
六
・
七
、
朝
日
出
版
社
）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
お
い

て
G
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ロ
レ
ン
ス
『
黙
示
録
論
j

に
ニ
ー
チ
ェ
の
発
想
（
キ
リ

ス
ト
教
批
判
）
の
拡
大
・
深
化
を
見
る
が
、
「
西
方
の
人
」
が
芥
川
の
ニ
ー
チ
ェ

受
容
と
関
連
す
る
こ
と
を
息
い
起
こ
す
と
き
、
福
田
に
お
け
る
芥
川
論
か
ら
太

宰
論
へ
の
連
続
性
が
明
滅
す
る
可
能
性
も
垣
間
見
え
る
。
そ
こ
に
ロ
レ
ン
ス
・

福
田
双
方
に
お
け
る

M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
分
析
）

の
問
題
が
重
な
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

闘
福
田
個
存
「
太
宰
治
再
論
」
（
「
表
現
」
一
九
四
八
・
九
）
に
お
い
て
、
福
田

は
「
そ
の
ひ
と
の
現
実
を
語
る
よ
り
も
可
能
性
を
語
り
た
い
と
い
ふ
の
は
、
や

は
り
愛
梢
な
の
で
あ
る
。
」
と
綴
っ
た
。
寺
田
透
は
「
福
田
桓
存
『
現
代
作
家
』

（
「
読
書
新
聞
」
一
九
四
九
・
三
・
十
六
）
で
「
ぼ
く
は
こ
の
作
家
論
集
に
、
彼

が
太
宰
治
論
の
表
題
と
し
て
用
ひ
た
言
葉
そ
の
ま
ま
に
、
道
化
の
批
評
と
い
ふ

名
を
つ
け
た
い
」
と
述
べ
、
「
彼
の
修
辞
法
で
、
彼
等
の
可
能
を
み
づ
か
ら
演
じ

て
み
よ
う
と
す
る
」
、
「
批
評
の
主
体
が
い
つ
も
仮
説
さ
れ
て
ゐ
る
」
方
法
論

を
、
同
時
代
に
お
い
て
肯
定
的
に
把
握
し
て
い
る
。


