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軽
蔑
さ
れ
た
、
非
正
統
的
な
も
の
へ
の
注
視
が
彼
の
本
来
の

強
味
を
な
し
て
い
る
︒―
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン「
エ
ー

ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ッ
ク
ス
―
蒐
集
家
と
歴
史

⎠
1
⎝家
﹂

一
　
圓
本
の
端
本
へ
の
註
目
か
ら

改
造
社
版
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄（
一
九
二
六
年
十
二
⺼
～
三
一
年
十
二
⺼
）
な

ど
、
も
は
や
新
味
無
い
だ
ら
う
か
︒
謂
は
ゆ
る
圓
本
の
元
祖
で
あ
る
こ
の
叢
書
は

昔
か
ら
何
か
と
話
題
に
さ
れ
て
き
た
上
に
、
近
年
は
內
部
資
料
が
出
て
き
た
た
め

改
造
社
に
言
及
が
集
中
し
て
ゐ
る
か
ら⎠2
⎝

︒
い
か
に
も
昭
和
初
年
の
圓
本
ブ
ー
ム
は

一
大
事
件
で
あ
っ
て
、
出
版
業
に
留
ま
ら
ず
多
方
面
に
涉
っ
て
劃
朞
と
な
っ
た

し
、
中
で
も
文
學
全
集
と
い
ふ
も
の
が
出
現
し
た
影
響
は
文
學
史
に
と
っ
て
も
甚

大
で
、
半
ば
傳
說
化
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
昨
今
で
は
そ
れ
を
一
插
話
に
留
め
ず

ヨ
リ
實
證
的
に
檢
討
し
、
特
に
近
代
文
學
硏
究
の
側
か
ら
は
文
化
硏
究
の
一
環
と

し
て
メ
デ
ィ
ア
論
に
接
近
し
つ
つ
出
版
史
と
重
な
っ
た
と
こ
ろ
で
論
考
が
簇
生
し

て
ゐ
る
や
う
に
見
受
け
る
︒
斯
く
云
ふ
自
分
も
そ
れ
ら
に
刺
戟
を
受
け
た
一
讀
者

で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
主
題
を
圓
本
全
集
や
改
造
社
と
い
ふ
事
象
に
ば
か
り
收

束
さ
せ
る
の
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
擴
散
す
る
觀
念
を
い
さ
さ
か
書
き
留
め
て
お
き

た
い
︒
瑣
末
事
に
卽
し
た
考
證
だ
と
て
、
そ
れ
を
關
心
事
と
な
し
た
問
題
意
識
、

資
料
を
見
出
し
引
き
寄
せ
た
筋
が
、
あ
ら
う
︒
史
觀
史
眼
と
言
っ
て
も
よ
い
︒

さ
て
佚
文
と
い
ふ
程
で
は
な
い
が
、
こ
の
出
版
大
衆
化
事
業
に
寄
せ
ら
れ
た
感

想
に
芥
川
龒
之
介
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
や
う
だ
︒

■
芥
川
龒
之
介
氏　
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
中
に
「
新
聞
文
藝
﹇
﹂﹈
を
收

め
て
ゐ
る
の
は
結
構
で
す
︒
ま
だ
今
日
の
や
う
に
雜
誌
と
云
ふ
も
の
の
發
逹

し
な
か
つ
た
朙
治
時
代
の
「
新
聞
文
藝
﹂
は
勿
論
、
今
後
の
「
新
聞
文
藝
﹂
に

も
面
白
い
も
の
が
多
い
こ
と
と
思
ひ
ま
す
か
ら
︒
―
右
折
角
の
お
尋
ね
に

よ
り
、
漫
然
と
思
ひ
つ
い
た
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
︒

右
は﹃
改
造
﹄一
九
二
六
年
十
二
⺼
號
卷
末
の「
世
界
一
の﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄

出
づ
﹂
と
始
ま
る
刊
行
案
內
に
「
怒
濤
の
如
き
反
响
﹂
の
一
篇
と
し
て
載
っ
た
︒

文
中
「
新
聞
文
藝
﹂
と
は
、
豫
定
書
目
中
の
「
第
三
四
篇
﹂
に
「
新
聞
文
學
集
﹂
と

見
え
る
卷
の
こ
と
︒
豫
吿
さ
れ
た
收
錄
內
容
は
、
福
地
櫻
痴
・
矢
野
龒
溪
・
陸
羯

南
・
福
本
日
南
・
池
邊
三
山
・
朝
比
奈
知
泉
・
森
田
思
軒
・
田
口
鼎
軒
・
西
村
天

－　　－

新
聞
文
學
そ
の
他
圈
外
文
學
へ
の
脫
線

―
高
須
芳
次
郞
（
梅
溪
）
の
埋
も
れ
た
文
學
史
構
想
に
關
す
る
覺
え
書
き

―
森
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新
聞
文
學
そ
の
他
圈
外
文
學
へ
の
脫
線

囚
・
黑
岩
淚
香
・
山
路
愛
山
・
竹
越
三
叉
・
澁
川
玄
耳
・
杉
村
楚
人
冠
︒
末
尾
に

「
そ
の
他
﹂
と
添
へ
未
定
を
示
す
︒

芥
川
の
一
文
は
見
て
の
通
り
短
簡
で
、
さ
し
て
恰
好
の
宣
傳
文
句
で
も
な
い
か

ら
、
有
名
作
家
に
貰
っ
た
回
答
な
の
で
揭
げ
て
お
い
た
だ
け
に
思
は
れ
よ
う
︒
果

し
て
長
く
忘
れ
ら
れ
、
翌
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
、
自
殺
の
そ
の
年
か
ら
全
集

を
出
し
て
き
た
岩
波
書
店
で
す
ら
、
約
七
十
年
後
の
第
五
次
﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄

（
一
九
九
五
～
九
八
年
）
に
な
っ
て
や
っ
と
收
錄
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
、
最
終

回
配
本
の
刊
行
間
際
に
急
遽
氣
づ
い
た
の
か
、﹃
第
二
十
四
巻　
補
遺
・
年
譜
・
単

行
本
書
誌
・
索
引
・
総
目
索
引
﹄（
一
九
九
八
年
三
⺼
）
中
「
補
遺
﹂
各
篇
の
解
題
で
あ

る
「
後
記
﹂
末
に
「
追
記
﹂
と
い
ふ
變
則
的
な
形
で
紹
介
さ
れ
、
同
卷
「
作
品
索
引
﹂

に
は
載
ら
な
か
っ
⎠
3
⎝

た
︒
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
本
文
を
初
出
で
は
な
く
再
揭
さ
れ

た
第
二
回
豫
約
募
集
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
採
っ
て
ゐ
、
そ
こ
で
は
右
文
中
「
―

右
折
角
の
﹂
以
下
は
「（
下
畧
）﹂
と
さ
れ
て
ゐ
た
た
め
、
闕
文
な
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
に
つ
い
て
「
後
記
﹂（
海
老
井
英
次
）
は
「
文
末
に
﹁（
下
略
）﹂
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
第
一
回
目
の
予
約
募
集
時
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
再
録
の
可
能
性
も
あ
る

が
、
未
確
認
で
あ
る
﹂（p.355

）
と
し
て
ゐ
た
が
、
十
年
後
、
同
じ
全
集
の
第
二

次
刊
行
時
（
二
〇
〇
七
～
八
年
）
に
は
初
出
も
判
朙
し
、﹃
第
二
十
四
巻
﹄（
二
〇
〇
八

年
十
二
⺼
第
二
版
）
に
新
設
さ
れ
た
「
補
遺
二
﹂
の
部
に
「﹃
現
代
日
本
文
学
全
集
﹄

推
薦
文
﹂
と
題
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
、
索
引
に
も
立
項
さ
れ
た
次
⎠
4
⎝
第
︒
但
し
、
新

版
の
解
題
で
は
右
の
再
錄
經
緯
に
關
す
る
說
朙
は
跡
形
も
無
く
削
ら
れ
て
し
ま
っ

た
︒
宛
も
初
刊
時
の
不
手
際
を
隱
蔽
す
る
か
の
如
く
︒

所
詮
は
斷
簡
零
墨
、
詮
議
立
て
す
る
程
の
も
の
で
な
い
︙
︙
の
か
？　

と
こ
ろ

が
、
こ
ん
な
短
文
で
も
我
が
關
心
か
ら
す
れ
ば
一
瞥
し
て
記
憶
に
殘
る
も
の
だ
っ

た
︒
芥
川
龒
之
介
の
ネ
ー
ム
・
バ
リ
ュ
ー
よ
り
む
し
ろ
「
新
聞
文
藝
﹂
の
强
調
に

惹
か
れ
て
︒
つ
ま
り
、
硏
究
テ
ー
マ
と
す
る
一
九
三
〇
年
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
⎠
5
⎝
論

に
と
っ
て
歬
史
と
も
目
さ
れ
る
が
故
に
︒
あ
の
藝
術
至
上
の
小
說
家
が
な
ぜ
文
學

全
集
で
主
と
な
る
卷
を
措
い
て
新
聞
文
學
な
ん
て
い
ふ
附
け
足
り
み
た
い
な
部
分

に
興
味
を
示
し
た
か
︙
︙
そ
れ
は
、
芥
川
龒
之
介
硏
究
の
方
の
問
題
で
あ
る
︒
形

式
面
か
ら
す
る
と
、
先
に
﹃
近
代
日
本
文
藝
讀
本
﹄
全
五
集
（
興
文
社
、
一
九
二
五
年

十
一
⺼
）
と
い
ふ
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
撰
者
と
し
て
朙

治
大
正
文
學
を
通
觀
し
た
經
驗
か
ら
、
こ
の
種
の
ジ
ャ
ン
ル
別
編
成
に
興
味
を

持
っ
て
ゐ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
新
聞
と
い
ふ
內
容
面
に
關
し
て
は
、「
ジ
ヤ
ア

ナ
リ
ス
ト
兼
詩
人
﹂
と
自
穪
し
且
つ
「
新
聞
文
藝
は
朙
治
大
正
の
兩
時
代
に
所
謂
文

壇
的
作
品
に
遜
色
の
な
い
作
品
を
殘
し
た
﹂（「
文
藝
的
な
、
餘
り
に
文
藝
的
な
﹂﹃
改
造
﹄

一
九
二
七
年
四
⺼
號
）
と
語
り
、
絕
筆
「
西
方
の
人
﹂（﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
八
⺼
號
）

で
は
キ
リ
ス
ト
ま
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
呼
ん
だ
芥
川
の
こ
と
だ
か
ら
、
新
聞
に

代
表
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
文
學
と
の
關
係
に
は
思
ふ
と
こ
ろ
多
々
あ
っ
た

と
覺
し
い
︒﹃
支
那
游
記
﹄（
改
造
社
、
一
九
二
五
年
十
一
⺼
）
も
大
阪
每
日
新
聞
社

員
と
し
て
特
派
さ
れ
て
の
成
果
、「
畢
竟
天
の
僕
に
惠
ん
だ
（
或
は
僕
に
災
ひ
し

た
）Journalist

的
才
能
の
產
物
で
あ
る
﹂（「
自
序
﹂）
と
言
っ
て
ゐ
た
で
な
い
か⎠6
⎝

︒

︙
︙
等
々
、
作
家
個
人
の
事
績
に
沿
っ
て
掘
り
下
げ
ら
れ
よ
う
︒
が
、
芥
川
は
一

例
示
な
る
の
み
、
論
じ
た
い
の
は
新
聞
文
學
と
い
ふ
問
題
關
心
で
あ
る
︒
一
代
の

才
人
が
感
心
す
る
く
ら
ゐ
に
は
結
構
な
想
ひ
着
き
だ
っ
た
や
う
だ
が
、
そ
の
當

時
、
新
聞
文
學
と
い
ふ
類
槪
念
で
以
て
或
る
種
の
言
說
を
括
る
こ
と
は
、
い
か
に

可
能
だ
っ
た
の
か
︒
具
體
的
に
は
、
ど
う
や
っ
て
編
輯
企
劃
が
立
て
ら
れ
た
か
︒

二
　
文
學
全
集
は
わ
た
し
が
作
っ
た

さ
て
こ
こ
か
ら
が
小
發
見
︒﹃
新
聞
文
學
集
﹄
を
自
ら
編
し
た
と
穪
す
る
者
が
、

－　　－
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聞
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ゐ
た
︒
梅
溪 

高
須
芳
次
郞
（
一
八
八
〇
～
一
九
四
八
年
）
で
あ
る
︒「
朙
治
文
壇
人

の
印
象
﹂
と
題
す
る
小
文
で
、「
○
谷
崎
潤
一
郞
氏
﹂「
○
杉
村
楚
人
冠
氏
﹂「
○
田

山
芲
袋
氏
﹂「
○
德﹇
冨
﹈

富
蘆
芲
氏
﹂
の
四
項
中
、
第
二
項
を
か
う
書
き
出
し
て
ゐ
る
︒

 

○
杉
村
楚
人
冠
氏

改
造
社
版
の
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
を
見
た
人
々
は
、
新
聞
文
學﹇
集
﹈

篇
の

一
册
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
を
ら
れ﹇
よ
﹈やう

と
思
ふ
︒
そ
の
中
に
は
、
楚
人
冠

氏
の
小
說
﹃
時
子
﹄
な
ど
も
這
入
つ
て
ゐ
る
︒

白
狀
す
る
と
、あ
の
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
の
內
容
・
組
織
は
、大
部
分
、

私
が
組
み
立
て
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
春
陽
堂
版
の
﹃
朙
治﹇
マ
マ
﹈
・
大
正
文
學
全

集
﹄
よ
り
も
、
範
圍
を
廣
め
て
、
宗
敎
文
學
及
び
諸
家
の
エ
ッ
セ
イ
・
隨
筆

な
ど
を
も
入
れ
、
新
聞
文
學
に
も
及
ん
だ
︒

新
聞
文
學
は
、
朙
治
の
特
產
物
で
あ
る
︒
そ
れ
以
歬
に
は
、
さ
う
い
ふ
文

學
は
無
い
︒
そ
し
て
こ
の
方
面
の
發
逹
に
つ
い
て
、
少
か
ら
ぬ
關
係
を
有
す

る
一
人
は
、
杉
村
楚
人
冠
氏
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
澁
川
玄
耳
氏
も
亦
忘
れ
難

い
人
だ
︒

こ
の
機
會
に
、
一
寸
云
つ
て
置
き
た
い
の
は
、
朙
治
四
十
三
年
頃
に
、
島

村
抱
⺼
氏
が
﹃
東
京
日
日
﹄
の
編
輯
顧
問
を
し
た
頃
、
社
會
記
事
の
文
學
化

を
計
り
、
私
と
西
村
眞
次
氏
と
を
推
薦
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
つ
た
一
事
だ
︒

抱
⺼
氏
は
、
こ
の
歬
に
も
、﹃
讀
賣
﹄
に
關
係
し
て
、
新
聞
文
學
の
進
步
に

盡
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
が
、
そ
れ
は
、
裏
面
に
於
て
で
、
表
面
に
起
つ
た
の

は
、
楚
人
冠
氏
ら
で
あ
る
︒

丁
度
、そ
の
頃
、氏
の
﹃
大
英﹇
游
﹈
遊
記
﹄﹃
半
球﹇
周
﹈
週
遊
﹄
が
出
た
︒﹃
大
英
遊
記
﹄

（
朙
治
四
十
一
年
）
は
有
樂
社
で
刊
行
し
た
の
で
あ
る
が
、﹃
東
京
朝
日
﹄
に
、

は
じ
め
て
一
頁
の
廣
吿
を
出
し
た
︒
さ
う
い
ふ
芲
や
か
さ
と
氏
の
輕
妙
・
洒

脫
の
文
章
と
に
よ
り
、
新
聞
文
壇
に
異
彩
を
放
つ
た
︒
私
が
氏
と
再
三
、
逢

つ
た
の
も
、
そ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
︒

何
で
も
、
各
新
聞
の
ブ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ウ
記
者
が
下
町
の
料
理
屋
へ
招
待

さ
れ
た
時
だ
つ
た
と
記
憶
す
る
︒
當
時
、
私
は
﹃
東
京
每
日
﹄
の
學
藝
部
長

を
し
た
關
係
で
出
席
し
て
私
﹇「
氏
﹂
の
誤
か
﹈
と
對
座
し
た
︒﹇
︙
中
略
︙
﹈

私
も
亦
一
揖
し
て
、
氏
﹇
＝
楚
人
冠
﹈
に
盃
を
﨤
し
た
︒
こ
ん
な
事
か
ら
、

氏
と
漸
く
親
し
く
な
つ
た
が
、
そ
の
後
、
會
つ
た
と
き
、
朙
治
新
聞
文
學
史

の
必
要
を
語
り
、氏
も「
こ
れ
は
賛
成
だ
︒材
料
に
つ
い
て
は
、盡
力
し
よ
う
﹂

と
い
つ
て
ゐ
た
︒

が
、私
の
﹃
朙
治
新
聞
文
學
史
﹄
は
、い
つ
出
來
る
か
、ま
だ
わ
か
ら
な
い
︒

﹇
︙
後
略
︙
﹈

右
は
、
高
須
芳
次
郞
編
著
﹃
日
本
名
文
鑑
賞　
朙
治
後
朞
﹄（
厚
生
閣
、
一
九
三
六

年
二
⺼
）
に
挾
み
込
み
の
﹃
日
本
名
文
鑑
賞
⺼
報
﹄
第
一
號
（「
昭
和
十
一
年
二
⺼
號
﹂

と
も
標
記
）
よ
り
抄
出
し
た
︒
同
書
の
本
體
に
は
記
載
無
い
も
の
の
、
外
函
に
は

「
第
五
卷
﹂「
第
一
回
配
本
﹂
と
地
に
印
し
、
貼
り
外
題
に
は
「
推
奬
﹂
の
文
學
者
七

名
と
共
に
「︹
責
任
編
著
︺
高
須
芳
次
郞
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
、
こ
の
⺼
報
だ
け
で
な

く
﹃
日
本
名
文
鑑
賞　
朙
治
後
朞
﹄
本
文
（pp.257-258

）
に
も
同
樣
の
言
が
見
ら
れ

る
︒
杉
村
楚
人
冠
「
閑
語
﹂
に
附
し
た
「
解
說
﹂
中
、
餘
談
に
曰
く
︒

惟
ふ
に
新
聞
文
學
の
發
逹
は
、
朙
治
年
間
に
お
け
る
特
異
の
現
象
で
あ

る
︒
そ
れ
以
歬
に
は
、
新
聞
文
學
が
な
か
つ
た
︒
そ
し
て
こ
の
方
面
の
展
開

は
櫻
痴
・
兆
民
・
羯
南
・
知
泉
・
天
囚
・
日
南
ら
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
多
い
︒

殊
に
蘇
峰
氏
が
始
終
一
貫
し
た
貢
獻
は
、多
大
で
あ
る
︒改
造
社
の「
現
代﹇
マ
マ
﹈文

學
全
集
﹂
の
「
新
聞
文
學﹇
マ
マ
﹈

篇
﹂
は
、
實
は
私
の
考
案
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

つ
た
が
、
內
容
に
つ
い
て
は
、
私
の
考
へ
と
大
分
、
ち
が
つ
た
も
の
に
な
つ

－　　－
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て
ゐ
る
︒
そ
の
中
に
は
、高
橋
自﹇
恃
﹈
得
庵﹇
徤
三
﹈氏
の
も
の
も
、尾
崎
愕
堂﹇
行

雄
﹈
氏
の
も
の
も
拔
け
て
ゐ
る
し
、
島
田
沼
南
﹇
三
郞
﹈、
小
山
鼎
浦
﹇
東
助
﹈、

鳥
居
素
川
﹇
赫
雄
﹈
三
氏
の
も
の
も
收
め
て
を
ら
ぬ
︒
大
住
嘯
風
﹇
舜
﹈
氏
の

も
の
も
亦
省
か
れ
て
ゐ
る
︒
要
す
る
に
、
そ
の
編
纂
、
當
を
得
て
を
ら
ぬ
の

は
、
遺
憾
だ
つ
た
︒
こ
れ
は
序
に
云
つ
て
置
く
の
で
あ
る
︒

以
上
、
こ
れ
ま
た
短
文
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し
こ
こ
か
ら
は
色
々
と
興
味
あ
る

問
題
が
抽
き
出
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
陳
べ
て
ゆ
く
こ
と
が
本
稿
の
眼
目

で
あ
る
︒
第
一
に
、「﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
の
內
容
・
組
織
は
、
大
部
分
、
私

が
組
み
立
て
た
﹂
と
言
ふ
だ
け
で
も
聞
き
捨
て
な
ら
ぬ
で
は
な
い
か
︒
自
慢
話
と

い
ふ
も
の
は
割
り
引
い
て
聽
く
べ
き
で
も
、
關
係
者
が
存
命
中
に
無
根
の
噓
は
吐

き
に
く
い
筈
︒
こ
れ
は
、
確
か
め
て
み
る
べ
き
證
言
で
あ
ら
う
︒
圓
本
の
起
源
と

し
て
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
は
再
三
論
じ
ら
れ
て
き
て
ゐ
な
が
ら
、
管
見
の
限

り
、
こ
の
高
須
本
人
の
發
言
に
徵
し
て
の
考
證
は
無
か
っ
た
︒

圓
本
の
發
案
者
に
は
諸
說
あ
る
も
、
事
の
起
り
が
誰
か
ら
で
あ
れ
、
代
表
作
家

名
作
選
集
と
も
言
ふ
べ
き
初
め
の
着
想
を
企
劃
立
案
の
過
程
を
通
じ
て
今
日
見
る

包
括
的
な
文
學
全
集
と
い
ふ
形
に
仕
立
て
た
功
は
木
村
毅
に
歸
す
る
の
が
通
說
で

あ
る
︒
創
案
は
社
內
か
ら
と
す
る
說
を
取
り
上
げ
た
後
で
も
、「
木
村
毅
が
、
企

画
の
段
階
で
相
談
に
の
り
、
そ
こ
に
収
録
す
る
作
家
と
作
品
の
選
定
に
か
か
わ
っ

た
こ
と
は
、
否
め
な
い
事
実
で
あ
っ
た
⎠
7
⎝

﹂
と
纏
め
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
當
人
の
回
想

記
が
裏
づ
け
と
さ
れ
る
︒
木
村
著
﹃
丸
善
外
史
﹄（
丸
善
社
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
九

年
二
⺼
）
第
五
章
中
「
十
六　

円
本
時
代
の
淵
源
﹂
及
び
最
晚
年
の
﹃
私
の
文
學
回

顧
録
﹄（
青
蛙
房
、
一
九
七
九
年
九
⺼
）
中
「
円
本
旋
風
の
起
原
﹂
の
章
が
詳
し
く
、

古
い
も
の
で
は
「
改
造
二
十
周
年
＝
傍
觀
者
の
思
ひ
出
＝
﹂（﹃
改
造
﹄
一
九
三
八
年
四

⺼
號
）
も
引
か
れ
る
︒
讀
め
ば
こ
の
人
ら
し
い
躍
如
と
し
た
筆
致
で
、
そ
の
愽
識

が
寄
與
し
た
こ
と
は
歷
然
と
し
て
ゐ
る
︒
そ
し
て
木
村
は
親
友
の
柳
田
泉
に
助
力

し
て
貰
っ
た
と
は
言
ふ
が
、
他
に
社
外
か
ら
參
畫
し
た
者
が
あ
る
と
は
記
し
て
な

い
︒
柳
田
の
追
⎠
8
⎝

憶
と
照
合
し
て
齋
藤
昌
三
の
名
を
附
け
加
へ
ら
れ
る
く
ら
ゐ
︒

し
か
し
一
九
二
七
年
四
⺼
に
入
社
し
て
﹃
改
造
﹄
編
輯
者
と
な
っ
た
水
島
治
男

は
、「
こ
の
企
画
の
発
端
は
、
高
須
芳
次
郎
、
木
村
毅
両
氏
で
、
木
村
さ
ん
が
改

造
社
に
持
ち
こ
ん
だ
も
の
だ
と
私
は
き
い
た
こ
と
が
あ
る
⎠
9
⎝

﹂
と
一
九
七
六
年
に
書

い
て
ゐ
た
︒
そ
の
翌
年
出
た
﹃
雑
誌
﹃
改
造
﹄
の
四
十
年
﹄
に
は
「
編
集
プ
ラ
ン
の

作
成﹇
マ
マ
﹈
に
は
、
社
外
の
木
村
毅
及
び
﹁
改
造
﹂
創
刊
時
の
文
芸
欄
を
担
当
し
た
高
須

芳
次
郎
に
依
嘱
し
た
⎠
10
⎝

﹂
と
記
さ
れ
た
︒
歬
者
は
傳
聞
、
後
者
は
典
據
不
朙
、
と
は

い
へ
共
に
改
造
社
に
つ
い
て
の
基
本
文
獻
で
あ
り
、
そ
こ
で
斯
く
高
須
芳
次
郞
も

同
列
に
朙
記
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
木
村
毅
の
喧
傳
の
陰
に
あ
っ
て
そ

れ
以
外
の
企
劃
協
力
者
の
こ
と
は
忘
却
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
作
業
は
至
極
單

純
、
高
須
と
名
が
出
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
そ
の
名
で
書
か
れ
た
も
の
や
そ
の
名
に
つ

い
て
書
か
れ
た
も
の
を
探
せ
ば
圓
本
に
關
は
っ
た
記
述
が
見
つ
か
り
さ
う
な
も
の

だ
ら
う
に
︒
だ
が
怠
慢
を
責
め
る
の
で
は
な
い
︒
こ
の
評
論
家
に
食
指
を
動
か
せ

な
か
っ
た
の
は
恐
ら
く
硏
究
者
個
々
人
の
調
査
不
足
と
い
ふ
よ
り
近
代
文
學
史
及

び
硏
究
史
の
死
角
だ
か
ら
で
、
埋
も
れ
る
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
︒

高
須
が
「﹁
現
代
文
學
全
集
﹂
の
﹁
新
聞
文
學
篇
﹂
は
、
實
は
私
の
考
案
に
基
づ

い
た
﹂
と
言
ふ
邊
り
は
全
集
の
「
大
部
分
﹂
で
な
く
そ
の
卷
だ
け
關
は
っ
た
か
に

も
受
け
取
れ
る
が
、
ま
た
「
內
容
に
つ
い
て
は
、
私
の
考
へ
と
大
分
、
ち
が
つ
た

も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
﹂
と
も
言
ふ
通
り
、
ど
う
せ
發
案
か
ら
刊
行
實
現
に
至
る
間

に
は
取
捨
選
擇
の
試
行
錯
誤
が
全
體
に
も
各
卷
に
も
あ
っ
た
筈
、
こ
の
種
の
大
型

企
劃
は
謂
は
ば
集
團
化
し
た
共
同
制
作
な
の
だ
か
ら
、
多
數
の
、
確
固
一
貫
せ
ず

時
に
は
矛
盾
さ
へ
す
る
思
惑
が
絡
む
も
の
で
あ
っ
て
、
木
村
と
か
誰
と
か
特
定
少

－　　－
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數
の
創
設
主
體
の
意
圖
に
還
元
す
る
の
は
固
よ
り
單
純
化
し
た
粗
筋
に
過
ぎ
な

い
︒
ま
し
て
や
「
木
村
毅
と
柳
田
泉
﹂
を
名
指
し
て
「
た
っ
た
二
人
の
書
物
好
き

の
男
た
ち
に
よ
る
選
別
と
排
除
﹂
が
文
學
史
の
「
全
体
像
を
作
っ
た
か
の
よ
う
な

幻
想
を
生
み
出
し
た
⎠
11
⎝

﹂
だ
な
ん
て
、
陰
謀
論
紛
ひ
の
物
語
で
あ
る
︒
大
枠
は
木
村

の
入
れ
智
惠
に
せ
よ
、そ
れ
だ
け
で
編
輯
作
業
が
で
き
よ
う
か
︒
例
へ
ば
、﹃
改
造
﹄

の
競
合
誌
﹃
中
央
公
論
﹄
編
輯
者
だ
っ
た
木
佐
木
勝
の
日
記
に
、
舊
友
の
谷
口
武

が
主
任
と
し
て
「
木
村
毅
氏
の
推
薦
で
文
学
全
集
の
編
集
に
当
る
こ
と
に
な
っ

た
﹂「
ま
る
で
文
学
全
集
を
独
り
で
し
ょ
っ
て
立
っ
て
い
る
よ
う
に
気
負
っ
て
い

た
⎠
12
⎝

﹂
と
あ
り
、
そ
の
後
も
度
々
登
場
す
る
が
、
谷
口
ら
熱
心
な
現
場
の
聲
も
反
映

し
た
ら
う
︒
さ
う
や
っ
て
多
元
化
す
る
一
端
と
し
て
、
高
須
芳
次
郞
と
い
ふ
名
も

有
力
さ
う
だ
と
ま
で
判
っ
た
︒
あ
と
は
傍
證
を
固
め
れ
ば
よ
い
︒

高
須
の
「
朙
治
文
壇
人
の
印
象
﹂
の
引
用
し
た
す
ぐ
歬
、「
○
谷
崎
潤
一
郞
氏
﹂

の
項
の
終
り
は
、「
初
對
面
を
機
會
に
、
間
も
な
く
氏
か
ら
私
の
と
こ
ろ
へ
手
紙

が
來
た
︒
開
い
て
見
る
と
、
そ
の
時
分
、
私
が
創
刊
の
際
に
い
ろ
い
ろ
盡
力
し
た

雜
誌
﹃
改
造
﹄
に
執
筆
す
る
か
ら
、
稿
料
を
歬
借
し
た
い
と
あ
つ
た
︒
で
、
私
は

早
速
、山
本
實
彥
氏
に
話
し
、稿
料
を
屆
け
て
貰
つ
た
︒
そ
れ
が
潤
一
郞
氏
の
﹃
改

造
﹄
に
寄
稿
し
た
最
初
で
あ
る
﹂
と
結
ん
で
あ
っ
た
︒
初
對
面
の
時
朞
は
「
は
つ

き
り
覺
え
て
ゐ
な
い
︒﹂「
大
正
九
年
頃
と
思
ふ
﹂
と
す
る
︒﹃
改
造
﹄
創
刊
は

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
四
⺼
號
で
あ
り
、
同
年
三
⺼
三
日
附
﹃
讀
賣
新
聞
﹄
消
息

欄
「
よ
み
う
り
抄
﹂
に
「
高
須
梅
溪
氏

3

3

3

3

3　
4

は
﹁
新
公
論
﹂
を
主
宰
す
る
傍
ら
、
今
後

政
治
文
學
雜
誌
﹁
改
造
﹂
の
編
輯
顧
問
た
る
べ
し
と
﹂
と
あ
っ
た
︒
谷
崎
潤
一
郞

の
初
揭
載
は
同
年
六
⺼
號
の
「
靑
磁
色
の
女
﹂（
↓
改
題
「
西
湖
の
⺼
﹂）、
次
が
翌

一
九
二
〇
年
一
⺼
號
所
載「
途
上
﹂で
あ
る
︒
創
業
社
長
で
あ
る
山
本
實
彥
の「
創

刊
歬
後
の
思
出
﹂（﹃
改
造
﹄
一
九
五
〇
年
四
⺼
號
「
特
集　

改
造
創
刊
三
十
周
年
に
寄

せ
て
﹂）に
も「
高
須
梅
溪
が
文
壇
方
面
を
擔
當
し
た
﹂と
言
は
れ
⎠
13
⎝
る
︒
し
か
し﹃
雑

誌
﹃
改
造
﹄
の
四
十
年
﹄
で
は
高
須
が
文
藝
記
事
の
編
輯
に
關
は
っ
た
こ
と
は
觸

れ
る
程
度
で
內
實
は
不
詳
、
そ
れ
よ
り
も
「
創
作
欄
の
充
実
﹂
は
一
九
二
〇
年
一

⺼
に
「
新
た
に
滝
井
孝
作
が
入
社
し
て
、
専
任
の
文
芸
欄
担
当
記
者
と
な
っ
た
こ

と
が
、
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
⎠
14
⎝

﹂
と
特
筆
さ
れ
る
︒
す
る
と
高
須
先
任
は
一
九

二
〇
年
に
入
る
と
も
う
手
を
引
い
た
の
だ
ら
う
か
、
協
力
朞
間
は
一
年
に
も
滿
た

ぬ
こ
と
に
な
る
︒
因
み
に
﹃
谷
崎
潤
一
郎
書
誌
研
究
文
献
目
録
﹄（
永
栄
啓
伸
・
山

口
政
幸
編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
十
⺼
）
で
引
く
と
、﹃
日
本
名
文
鑑
賞
﹄
で
谷

崎
の
文
を
收
錄
し
た
卷
は
採
っ
て
あ
る
が
こ
の
⺼
報
の
回
想
文
は
記
載
漏
れ
、
こ

こ
で
も
高
須
芳
次
郞
の
働
き
は
埋
も
れ
て
ゐ
る
わ
け
だ
︒
と
も
あ
れ
山
本
は
東
京

每
日
新
聞
歬
社
長
で
あ
っ
た
か
⎠
15
⎝

ら
創
刊
ス
タ
ッ
フ
も
同
紙
記
者
が
多
く
、
高
須
も

ま
た
同
紙
學
藝
部
⎠
16
⎝
長
で
あ
っ
た
︒
さ
う
し
た
改
造
社
と
の
舊
緣
か
ら
し
て
、
出
版

企
劃
に
あ
た
っ
て
助
言
を
求
め
ら
れ
る
の
は
あ
り
さ
う
な
こ
と
︒
以
上
は
外
在
條

件
だ
が
、
高
須
に
內
在
す
る
事
由
と
し
て
は
、
既
に
﹃
近
代
文
藝
史
論
﹄﹃
日本 

現
代

文
學
十
二
講
﹄
を
著
し
て
朙
治
大
正
文
學
史
硏
究
家
で
も
あ
っ
た
か
ら
﹃
現
代
日

本
文
學
全
集
﹄
の
や
う
な
プ
ラ
ン
を
監
修
す
る
動
機
は
十
分
あ
っ
た
︒

こ
れ
ま
で
看
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
遡
れ
ば
、
當
初
の
う
ち
木
村
毅
は

圓
本
の
プ
ラ
ン
・
メ
ー
カ
ー
た
る
こ
と
を
後
年
の
如
く
誇
り
顏
で
語
ら
な
か
っ

た
︒
む
し
ろ
迷
惑
が
っ
た
︒「
無
專
門
家
の
隨
筆
⎝上
﹂（﹃
讀
賣
新
聞
﹄
一
九
二
七
年

六
⺼
六
日
）
の
途
中
、
つ
い
で
の
や
う
な
口
調
を
裝
ひ
つ
つ
、「
現
代
日
本
文
學
全

集
の
リ
ス
ト
を
私
が
作
つ
た
と
云
ふ
噂
﹂
に
對
し
「
辯
朙
﹂
を
插
ん
で
ゐ
る
︒

之
は
宇
野
浩
二
氏
が
報
知
に
於
て
先
づ
流
布
し
最
近
は
東
京
日
々
に
も
そ
ん

な
ゴ
シ
ツ
プ
が
見
え
た
︒
が
斷
じ
て
曰
ふ
︒
私
は
決
し
て
あ
の
リ
ス
ト
を
編

成
し
た
の
で
は
な
い
︒
宇
野
氏
は
あ
の
編
成
を
難
じ
其
上
で
高
須
氏
と
私
と

－　　－
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の
名
歬
を
特
記
し
て
﹃
訴
へ
た
﹄
が
つ
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
間
接
に
は
私
逹
の

選
擇
眼
を
難
じ
た
事
に
な
る
の
だ
が
、
氏
自
身
、
現
在
新
聞
紙
に
關
係
あ
る

職
責
か
ら
言
つ
て
も
、
あ
の
噂
の
眞
否
を
も
う
少
し
正
し
て
貰
ひ
た
か
つ

た
︒
そ
れ
は
氏
自
身
改
造
社
主
に
聞
い
て
吳
れ
て
も
、
又
報
知
社
の
記
者
を

派
し
て
も
直
ぐ
分
つ
た
事
だ
︒

私
が
編
成
し
た
や
う
に
言
は
れ
る
と
事
實
編
成
し
て
功
を
立
て
た
人
に
氣

の
毒
だ
し
、
そ
れ
を
難
ぜ
ら
れ
る
と
不
愉
快
で
あ
る
︒
私
は
只
、
改
造
社
の

人
が
材
料
を
借
り
に
来
た
序つ
い
でに
二
三
集
の
意
見
を
徵
さ
れ
た
の
で
、
思
ふ
所

を
述
べ
た
の
と
、
從
來
の
透
谷
全
集
に
甚
だ
し
い
逸
脫
が
あ
つ
た
の
で
、
そ

の
補
正
を
提
言
し
た
に
止
ま
る
︒
私
は
大
正
時
代
の
作
品
に
は
一
言
半
句
も

言
及
し
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
、
も
し
自
分
が
除
外
さ
れ
た
た
め
に
私
を
で
も

怨
ん
で
ゐ
る
や
う
な
作
家
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
恨
み
は
解
い
て
貰﹇
マ
マ
﹈

い
た

た
い
も
の
だ
︒

責
任
遁
れ
の
僞
證
、
と
は
片
づ
け
ら
れ
ま
い
︒
事
實
、
木
村
の
關
心
は
朙
治
が
主

で
大
正
文
壇
に
は
薄
か
っ
た
︒
最
も
近
い
時
點
に
お
け
る
こ
の
謙
遜
が
信
用
な
ら

ぬ
な
ら
、
歲
⺼
を
經
た
追
懷
で
の
自
讚
と
て
疑
は
し
か
ら
う
︒
右
に
言
及
の
宇
野

浩
二
は
、
一
九
二
六
年
四
⺼
か
ら
報
知
新
聞
客
員
で
あ
っ
⎠
17
⎝
た
︒﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九

二
六
年
十
一
⺼
十
二
・
十
四
・
十
五
・
十
六
日
に
四
回
連
載
の
長
廣
舌
「
近
代
日
本

文
學
に
就
い
て
―
こ
の
一
文
を
山
本
實
彥
氏
に
―
﹂
で
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄

を
檢
討
し
、
抱
懷
す
る
文
學
觀
に
照
ら
し
て
「
こ
の
叢
書
に
選
ば
れ
た
作
家
及
作

品
の
集
輯
﹂
へ
の
修
正
意
見
を
提
示
し
て
ゐ
る
︒
ま
だ
刊
行
歬
の
段
階
、
新
聞
廣

吿
と
內
容
見
本
で
收
錄
豫
吿
を
見
た
だ
け
の
一
番
早
い
反
應
で
こ
れ
ほ
ど
の
批
評

が
現
れ
た
こ
と
は
驚
異
で
あ
り
、
營
利
出
版
と
も
硏
究
者
と
も
違
っ
た
最
も
文
壇

標
準
に
則
し
た
價
値
觀
か
ら
の
近
代
文
學
史
像
を
對
置
し
た
同
時
代
評
と
し
て
、

圓
本
論
に
は
絕
好
資
料
と
思
ふ
︒
し
か
る
に
發
表
時
の
評
判
を
除
け
ば
、
現
在
ま

で
全
く
忘
失
さ
れ
て
ゐ
⎠
18
⎝

る
︒
そ
の
第
三
回
は
、「
聞
き
違
ひ
か
も
知
れ
な
い
が
こ

の
編
纂
者
あ
る
ひ
は
編
纂
の
相
談
に
預
つ
た
人
の
中
に
、
高
須
芳
次
郞
氏
と
、
木

村
毅
氏
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
聞
い
た
︒
外
の
人
は
ど
ん
な
人
か
知
ら
な
い
︒

﹇
︙
︙
﹈
私
は
そ
の
兩
氏
に
呼
び
か
け
た
い
﹂
と
結
ん
で
ゐ
た
︒
こ
の
通
り
最
初
は

高
須
と
木
村
と
が
竝
記
さ
れ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
は
、
新
聞
文
藝
欄
の
ゴ

シ
ッ
プ
記
事
な
ど
漁
っ
て
も
（
早
い
例
が
、﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
二
七
年
五
⺼
五

日
︿
ざ
つ
ろ
く
﹀
欄
）、
圓
本
企
劃
者
と
し
て
は
木
村
の
み
取
沙
汰
さ
れ
高
須
の
名

は
な
ぜ
か
見
當
ら
な
い
︒
同
時
代
に
あ
っ
て
既
に
埋
も
れ
か
け
て
ゐ
た
の
は
、
恐

ら
く
、
當
時
新
進
の
木
村
毅
に
比
し
て
梅
溪
先
生
は
最
早
過
去
の
文
士
と
見
ら
れ

ニ
ュ
ー
ス
・
バ
リ
ュ
ー
が
無
か
っ
た
の
だ
︒
そ
の
輕
視
が
後
代
ま
で
引
き
繼
が
れ

た
の
で
な
い
か
︒
木
村
も
後
の
回
想
で
は
自
分
の
こ
と
を
專
ら
に
述
べ
⎠
19
⎝
る
︒

石
塚
純
一
「
円
本
を
編
集
し
た
人
々
﹂
は
出
版
史
に
お
け
る
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
出

現
を
見
よ
う
と
し
た
論
だ
け
あ
っ
て
、
さ
す
が
に
高
須
の
名
も
﹃
雑
誌
﹃
改
造
﹄

の
四
十
年
﹄
か
ら
拾
っ
て
ゐ
る
が
、「
し
か
し
す
こ
し
妙
な
こ
と
に
、
高
須
は
、

改
造
社
版
と
は
げ
し
く
競
合
し
た
春
陽
堂
版
の
﹃
明
治
大
正
文
学
全
集
﹄
の
月
報

に
﹁
明
治
大
正
小
説
発
達
史
﹂
を
連
載
執
筆
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
事
情
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
⎠
20
⎝

﹂
と
他
の
圓
本
へ
の
關
與
も
記
し
て
疑
問
に
し
て
ゐ
る
︒
附
け
加
へ

る
と
、
こ
の
﹃
春
陽
堂
⺼
報
﹄
の
連
載
二
十
六
⎠
21
⎝
回
以
外
に
も
高
須
は
、﹃
朙
治
大
正

文
學
全
集　
第
十
一
卷
﹄（
一
九
二
八
年
十
一
⺼
）
で
樗
牛
篇
解
題
を
擔
當
し
て
も
ゐ

る
︒
そ
の
一
方
で
、
改
造
社
の
圓
本
宣
傳
の
た
め
の
地
方
文
藝
講
演
會
要
員
に
驅

り
出
さ
れ
て
ゐ
て
、﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
八
⺼
號
「
日
本
周
游
﹂
特
輯
に
は
他
の

講
演
者
と
共
に
高
須
の「
南
國
情
景
﹂が
載
っ
た
︒
當
時
は
改
造
社
營
業
部
員
だ
っ

た
牧
野
武
夫
の
思
ひ
出
に
よ
れ
ば
、「
武
者
小
路
実
篤
、
佐
藤
春
夫
、
高
須
梅
渓

－　　－
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の
三
氏
を
講
師
と
す
る
講
演
班
﹂
と
九
州
へ
隨
行
し
た
際
「
高
須
老
は
そ
の
頃
す

で
に
半
ば
ア
ル
中
と
見
ら
れ
る
ほ
ど
の
酒
仙
ぶ
り
で
、
飄
々
浪
々
と
し
て
い
た
が

さ
す
が
に
講
演
は
う
ま
か
っ
た
﹂
と
の
こ
⎠
22
⎝

と
︒﹃
改
造
社
文
學
⺼
報
﹄
に
も
高
須
の

寄
稿
が
あ
る
（
第
二
・
四
十
・
五
十
六
號
）︒
對
抗
企
劃
の
仕
事
を
掛
持
ち
す
る
と
は

義
理
が
惡
い
や
う
だ
が
、
木
村
毅
と
て
春
陽
堂
か
ら
相
談
を
依
賴
さ
れ
て
初
め
は

斷
っ
て
ゐ
た
が
懇
請
も
だ
し
が
た
く
「
改
造
社
と
抵
触
し
な
い
範
囲
で
参
加
し
よ

う
と
い
う
事
に
し
た
﹂
の
で
あ
り
、「
私
の
口
を
出
す
余
地
が
あ
ま
り
無
か
っ
た
⎠
23
⎝

﹂

と
は
言
ふ
も
の
の
、﹃
春
陽
堂
⺼
報
﹄
に
二
回
寄
稿
し
て
は
ゐ
る
（
第
二
・
八
號
）︒

も
し
か
す
る
と
、
さ
ま
で
異
と
す
る
に
足
り
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
か
︒
そ
れ
と
も
、

改
造
社
全
集
に
は
初
朞
段
階
で
の
基
本
構
想
に
加
は
っ
た
だ
け
で
後
は
手
を
離
れ

た
か
ら
か
︒
他
に
高
須
が
圓
本
全
集
と
の
關
は
り
を
述
べ
た
文
獻
は
今
の
所
見
つ

か
ら
⎠
24
⎝
ず
、
各
社
と
の
事
情
は
な
ほ
朙
ら
か
で
な
い
︒
け
れ
ど
、
知
る
べ
き
は
こ
れ

に
關
は
り
得
た
所
以
よ
り
も
全
集
に
現
象
し
た
そ
の
發
想
法
、
觀ア
イ
デ
ア念

で
あ
る
︒

三
　
新
聞
文
學
と
い
ふ
雜
種
ジ
ャ
ン
ル

圓
本
文
學
全
集
總
體
と
の
關
係
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
新
聞
文
學
の
卷
に
焦
點
を

絞
っ
て
ゆ
か
う
︒
問
題
の
﹃
新
聞
文
學
集
﹄
は
實
際
に
は
增
卷
に
伴
っ
て
第

五
十
一
篇
と
な
り
一
九
三
一
年
五
⺼
第
五
十
四
回
配
本
と
し
て
出
た
︒
初
め
豫
吿

に
あ
っ
た
十
四
名
中
よ
り
矢
野
龒
溪
・
森
田
思
軒
・
竹
越
三
叉
が
無
く
な
り
、
古

澤
滋
篇
・
栗
本
鋤
雲
篇
・
犬
養
毅
篇
・
西
園
寺
公
望
篇
・
原
敬
篇
・
鳥
谷
部
春
汀

篇
・
大
庭
柯
公
篇
の
七
名
が
加
は
っ
⎠
25
⎝

た
︒
奧
附
に
は
「
編
纂
者　

山
本
三
生
⎠
26
⎝

﹂
と

あ
る
が
、
こ
れ
は
社
長
山
本
實
彥
の
實
弟
で
、
名
目
上
の
標
記
に
過
ぎ
ま
い
︒

改
造
社
版
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
の
特
色
と
し
て
屢
々
擧
げ
ら
れ
る
の
は
、

大
半
を
占
め
る
作
者
別
編
成
の
諸
卷
よ
り
も
「
テ
ー
マ
編
と
も
い
う
べ
き
巻
⎠
27
⎝

﹂
の

こ
と
で
、「
こ
と
に
開
化
朞
文
學
集
、
戰
爭
文
學
集
、
社
會
文
學
集
、
新
聞
文
學
集
、

宗
敎
文
學
集
な
ど
は
、
以
後
の
全
集
類
に
見
ら
れ
な
い
⎠
28
⎝

﹂
と
評
價
さ
れ
た
や
う
に
、

﹃
新
聞
文
學
集
﹄
も
代
表
例
で
あ
る
︒
そ
の
後
﹃
日
本
現
代
文
學
全
集
﹄（
講
談
社
、

一
九
六
〇
～
六
九
年
）
や
﹃
朙
治
文
學
全
集
﹄（
筑
擵
書
房
、
一
九
六
五
～
八
九
年
）
で

は
硏
究
寄
り
の
テ
ー
マ
別
編
輯
に
も
多
少
配
慮
さ
れ
、
特
に
「
従
来
の
小
説
偏
重

の
狭
い
文
学
観
を
排
し
﹂
と
帶
に
謳
っ
た
後
者
で
第
九
十
一
卷
に
﹃
朙
治
新
聞
人

文
學
集
﹄（
西
田
長
壽
編
、
一
九
七
九
年
七
⺼
）
が
立
て
ら
れ
た
の
は
改
造
社
版
の
發

想
を
汲
ん
だ
と
見
え
る
︒
文
學
硏
究
の
中
で
圓
本
論
を
專
攻
す
る
髙
島
健
一
郎

は
、
圓
本
が
創
始
し
た
近
代
文
學
作
品
を
集
成
す
る
叢
書
形
式
に
對
し
て
「
近
代

文
学
全
集
﹂
と
い
ふ
總
穪
を
立
て
、「
原
則
と
し
て
、
明
治
以
降
を
網
羅
し
、
巻

の
順
序
を
時
間
的
に
配
列
す
る
と
同
時
に
、
巻
割
り
が
文
学
者
の
個
人
名
で
行
な

わ
れ
て
い
る
も
の
⎠
29
⎝

﹂
と
定
義
し
た
が
、﹃
新
聞
文
學
集
﹄
等
の
卷
の
場
合
、
そ
の
著

者
別
と
い
ふ
大
原
則
か
ら
逸
れ
て
主
題
別
乃
至
ジ
ャ
ン
ル
別
と
い
ふ
異
質
な
分
類

原
理
が
上
位
に
立
っ
て
ゐ
、
固
有
名
詞
が
立
ち
列
ぶ
中
に
普
通
名
詞
の
卷
名
が
入

り
込
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
が
目
を
惹
き
つ
け
る
わ
け
だ
ら
う
︒
新
聞
文
學
な
ら
新
聞

文
學
と
い
ふ
槪
念
が
起
ち
上
が
っ
て
く
る
、
實
念
論
め
い
た
魅
力
で
あ
る
︒

同
樣
に
「﹁
全
集
﹂
本
の
企
画
に
は
、
厳
然
と
し
た
文
法
が
あ
る
︒
ま
ず
そ
れ
ぞ

れ
の
巻
が
作
家
別
に
編
ま
れ
る
と
い
う
原
則
が
あ
る
﹂
と
斷
じ
、
そ
の
「
特
定
の

作
家
と
作
品
を
正キ
ヤ
ノ
ナ
イ
ズ

典
化
し
て
い
く
と
い
う
、
強
い
政
治
性
⎠
30
⎝

﹂
を
問
題
に
し
た
小
森

陽
一
は
、
近
代
日
本
文
學
硏
究
に
支
配
的
な
「
作
家
論
﹂
は
文
學
全
集
の
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
を
基
盤
に
し
て
ゐ
た
と
見
、
そ
の
發
祥
で
あ
る
圓
本
の
構
想
に
こ
の
硏
究

分
野
の
開
拓
者
た
ち
が
携
は
っ
た
件
を
重
視
し
て
夙
に
木
村
毅
・
柳
田
泉
の
コ
ン

ビ
を
特
筆
し
て
ゐ
た
け
れ
ど
⎠
31
⎝
も
、
そ
の
や
う
に
批
判
す
る
な
ら
ば
正
に
作
家
別
で

な
し
に
卷
立
て
し
た
書
目
が
竝
行
し
て
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
斷
層
に
、
篤
と
目
を

－　　－
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向
け
る
が
よ
い
（
例
外
は
通
常
事
例
よ
り
も
興
味
深
い
、
と
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

﹃
政
治
神
學
﹄
の
曰
く
）︒
し
か
も
、
う
ち
少
な
く
と
も
﹃
新
聞
文
學
集
﹄
の
卷
は
木

村
毅
で
な
く
高
須
芳
次
郞
の
原
案
ら
し
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ま
た
違
っ
た
文

脉
が
見
え
て
く
る
︒
柳
田
木
村
と
い
っ
た
斯
界
知
名
の
士
、
こ
れ
ま
で
硏
究
史
上

も
反
復
さ
れ
て
き
て
半
ば
定
型
句
と
化
し
て
ゐ
る
固
有
名
を
な
ぞ
り
﨤
す
だ
け
で

は
、
一
元
化
し
た
起
源
の
騙
り
を
重
ね
る
ば
か
り
、
勝ホ
イ
ッ
グ者

史
觀
に
な
ら
う
︒

芥
川
龒
之
介
な
ら
ぬ
後
世
の
讀
者
ま
で
﹃
新
聞
文
學
集
﹄
の
標
題
に
註
目
さ
せ

ら
れ
る
の
は
、
ま
づ
は
範
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
ミ
ス
テ
イ
ク

疇
錯
誤
と
言
ふ
か
、
文
學
全
集
の
構
成
法
を
は
み
出

し
た
違
和
感
が
歬
提
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
特
に
新
聞
―
文
學
と
い
ふ
複
合
語
の

場
合
、﹃
宗
敎
文
學
集
﹄﹃
戰
爭
文
學
集
﹄等
と
比
べ
て
も
据
わ
り
が
惡
い
︒「
宗
敎
﹂

や
「
戰
爭
﹂
な
ら
そ
の
文
學
が
對
象
と
す
る
題
材
を
指
す
が
、
こ
の
「
新
聞
﹂
は
違

ふ
︒
よ
く
言
ふ
新
聞
小
說
の
同
義
語
で
も
な
い
︒
小
說
に
限
ら
ぬ
は
勿
論
、
新
聞

紙
上
の
續
き
物
も
外
延
に
入
る
に
し
ろ
、
單
に
揭
載
場
所
以
上
の
含
み
を
持
つ
︒

﹃
新
聞
文
藝
﹄（
無
署
名
↓﹃
新
聞
學
全
書　
上
卷
﹄大
日
本
新
聞
學
會
、一
九
一
九
年
？
、

所
收
）と
い
ふ
講
義
錄
も
の
の
一
篇
も
あ
っ
た
が
、こ
の
語
形
は﹃
朙
治
文
學
全
集　

別
卷　

總
索
引
﹄（
筑
擵
書
房
、一
九
八
九
年
二
⺼
）に
も
立
項
無
く
、﹃
漱
石
全
集　
第

二
十
八
巻　

総
索
引
﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
三
⺼
）
で
一
箇
所
だ
け
、﹃
英
文
學

形
式
論
﹄（
初
刊
一
九
二
四
年
）
中
に
ト
マ
ス
・
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
の
言
を
引
い
て

 

ジ
ア
ー
ナ
リ
ス
テ
イ
ク
、
リ
テ
ラ
チ
ユ
ー
ア

「
新
聞
文
學
﹂と
あ
る
の
が
見
つ
か
る
︒
こ
こ
で
「
新
聞
﹂
は
形
は
名
詞

で
も
働
き
は
形
容
詞
で
あ
り
、「
新
聞
的
﹂「
新
聞
⎠
32
⎝
調
﹂
と
も
言
へ
よ
う
︒
新
聞
紙

そ
の
も
の
と
い
ふ
よ
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
指
す
と
な
る
と
一
層
漠
然
と
し
て
捉

へ
ど
こ
ろ
が
な
い
︒
朙
治
の
語
彙
な
ら
「
操
觚
者
流
﹂
に
近
い
か
︒

同
時
代
で
は
、﹃
新
聞
文
學
集
﹄
の
二
年
後
、
長
谷
川
如
是
閑
が
︿
岩
波
講
座
日

本
文
學
﹀
の
一
册
と
し
て
﹃
新
聞
文
學
﹄（
一
九
三
三
年
四
⺼
）
を
著
し
て
ゐ
た
︒
そ

の
主
張
は
、「
新
聞
は
一
つ
の
文
學
の
形
態
で
あ
る
︒
通
常
﹃
新
聞
文
學
﹄
と
い
へ

ば
、
新
聞
紙
に
現
は
れ
た
文
學
方
面
、
殊
に
創
作
の
こ
と
を
い
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
文
學
が
新
聞
に
現
は
れ
た
の
み
で
、
新
聞
文
學
そ
れ
自
體
で
は
な
い
︒
新

聞
そ
の
も
の
を
文
學
の
一
形
態
と
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
﹃
新
聞
文
學
﹄
が
存
在
し

得
る
の
で
あ
る
⎠
33
⎝

﹂
と
要
言
さ
れ
る
︒
常
識
を
顚
倒
さ
せ
た
發
想
は
面
白
い
が
、
か

う
な
る
と「
新
聞
﹂の
意
味
も「
文
學
﹂の
範
圍
も
ど
ん
ど
ん
擴
張
さ
れ
轉
成
さ
れ
、

論
理
が
混
亂
し
て
し
ま
ふ
︒
も
っ
と
、
そ
の
既
成
槪
念
を
根
本
か
ら
問
ひ
直
す
必

要
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
史
的
素
描
に
沿
っ
た
示
唆
に
留
ま
っ
た
︒

そ
ん
な
先
人
の
苦
勞
な
ど
知
ら
ぬ
氣
に
、
後
代
の
文
學
硏
究
者
は
割
り
切
っ
た

定
義
を
下
し
て
し
ま
ふ
︒
小
坂
部
元
秀
「
新
聞
文
学
⎠
34
⎝

﹂
の
冐
頭
は
か
う
だ
―「
は

じ
め
に
﹁
新
聞
文
学
と
は
な
に
か
﹂
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
︒﹁
新
聞
文
学
﹂

な
る
用
語
を
広
義
に
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
文
章

の
う
ち
文
学
的
評
価
に
堪
え
得
る
も
の
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
新
聞
小
説
か
ら
詩
歌
評

論
に
い
た
る
純
粋
に
文
学
と
し
て
独
立
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
も
含
む
こ
と

と
な
り
、
狭
義
に
は
新
聞
人
が
新
聞
紙
上
に
発
表
し
た
文
章
中
文
学
的
評
価
に
堪

え
う
る
も
の
と
な
ろ
う
﹂︒
要
は
、「
新
聞
紙
上
﹂
と
い
ふ
發
表
媒
體
で
押
さ
へ
て
、

「
文
学
﹂
が
價
値
優
越
を
表
は
す
語
に
さ
れ
て
ゐ
る
︒
無
批
判
に
自
朙
視
さ
れ
た

文
學
意
識
だ
︒
そ
の
上
で
、「
こ
れ
ま
で
﹁
新
聞
文
学
﹂
な
る
ジ
ャ
ン
ル
が
近
代
日

本
文
学
史
上
に
確
立
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
﹂
と
し
な
が
ら
改
造
社
版
﹃
新

聞
文
學
集
﹄
の
內
容
を
紹
介
し
た
が
、「
こ
れ
を
み
て
も
新
聞
文
学
な
る
も
の
は

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
応
新
聞
文
学
を
狭
義
に
解
し
て
い
る
と
は
い

え
よ
う
﹂
と
、
實
例
を
出
し
た
こ
と
で
却
っ
て
齒
切
れ
が
惡
く
な
っ
て
ゐ
る
︒
そ

れ
だ
か
ら
一
層
狹
義
に
限
定
す
べ
く
、﹃
朙
治
文
學
全
集
﹄
で
は
﹁
新
聞
人
文
學
﹂

と
い
ふ
風
に
「
人
﹂
を
單
位
と
す
る
作
家
主
義
に
歸
屬
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
ら
う
︒

－　　－
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「
新
聞
文
藝
の
作
家
た
ち
は
そ
の
作
品
に
署
名
し
な
か
つ
た
爲
に
名
歬
さ
へ
傳
は

ら
な
か
つ
た
の
も
多
い
で
あ
ら
う
﹂（「
文
藝
的
な
、
餘
り
に
文
藝
的
な
﹂
二
十
）
と
芥

川
龒
之
介
が
註
意
し
て
ゐ
た
の
に
︒
蓋
し
新
聞
文
學
と
言
ふ
意
は
、
揭
載
が
新
聞

紙
上
と
か
執
筆
が
新
聞
人
と
か
い
ふ
外
在
事
象
を
超
え
て
、
そ
れ
自
體
が
帶
び
る

通
性
を
形
容
す
る
の
に
「
新
聞
﹂
で
象
徵
さ
せ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
新
聞
的

な
も
の
、
そ
れ
を
文
學
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
︙
︙
︒

で
は
抑
も
﹃
新
聞
文
學
集
﹄
自
身
は
ど
う
槪
念
規
定
し
た
か
︒
解
說
が
無
い
代

り
無
署
名
の
「
總
序
﹂
が
あ
る
︒
ま
づ
、
朙
治
文
學
史
を
辿
る
上
で
「
ど
う
し
て

も
越
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
徑
路
に
、
新
聞
文
學
史
が
あ
る
︒
ジ
ャ
ア

ナ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
と
、
と
か
く
純
正
文
學
か
ら
異
端
視
さ
れ
、
文
學
の
領
域
か
ら

取
り
放
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
新
聞
及
び
文
學
に
對
す
る
、
正
當
な

認
識
で
あ
る
と
は
云
ひ
得
な
い
﹂
と
說
き
起
こ
し
、「
朙
治
文
學
史
と
新
聞
文
學

の
交
涉
に
な
る
と
、
そ
の
近
接
す
る
密
度
は
も
う
絕
對
的
で
あ
る
﹂
と
斷
ず
る
︒

新
聞
文
學
と
一
口
に
云
つ
て
も
、
そ
の
接
觸
面
は
限
り
無
く
廣
汎
で
あ

る
︒
が
、
朙
治
の
新
聞
文
學
と
い
ふ
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
中
樞
た
る
べ

き
新
聞
文
章
衜
が
、
日
本
文
學
の
樣
式
に
及
ぼ
し
た
偉
大
な
革
命
を
擧
ぐ
べ

き
で
あ
ら
う
︒
歐
文
、
漢
文
、
和
文
の
三
つ
巴
が
涯
し
な
く
入
り
ま
じ
つ
た
、

朙
治
初
朞
の
未
曾
有
の
文
章
混
亂
朞
に
お
い
て
、
新
日
本
の
文
章
衜
を
、
一

つ
の
文
章
系
統
の
上
に
、整
理
し
、統
一
し
た
「
時
文
﹂
こ
そ
は
、ま
こ
と
に
、

新
聞
、
雜
誌
を
母
胎
と
し
て
生
れ
、
ま
た
、
新
聞
、
雜
誌
の
み
か
ら
の﹇
マ
マ
﹈み
發

生
さ
る
べ
き
新
文
章
の
王
國
で
あ
つ
た
︒
そ
れ
は
、
記
述
と
評
論
の
二
つ
の

世
界
に
君
臨
し
て
、
思
想
の
表
現
と
、
描
寫
の
自
由
淸
新
に
お
い
て
、
未
だ

嘗
て
求
め
得
ら
れ
な
い
新
生
命
を
、
廣
く
當
時
の
文
學
、
思
想
界
に
吹
き
込

ん
だ
劃
朞
的
な
業
績
で
あ
つ
た
︒

新
聞
史
と
文
學
史
と
の
重
な
り
を
何
よ
り
「
文
章
﹂
に
於
て
見
よ
う
と
の
提
案
で

あ
り
、
以
て
「
朙
治
、
大
正
の
時
代
相
と
共
に
、
近
代
文
章
の
生
長
の
跡
が
、
最

も
著
し
き
も
の
な
る
こ
と
を
知
る
に
足
る
で
あ
ら
う
﹂
と
締
め
括
る
︒

テ
ー
マ
別
編
成
へ
の
註
目
か
ら
「
た
と
え
ば
新
聞
文
学
と
は
聞
き
な
れ
ぬ
言

葉
﹂
と
言
っ
て
右
の
「
總
序
﹂
を
繙
い
た
石
塚
純
一
は
、「
執
筆
者
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
文
学
を
歴
史
文
化
の
広
い
文
脈
の
中
に
置
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
﹁
編
集
﹂

の
意
図
が
明
瞭
で
あ
る
⎠
35
⎝

﹂
と
、
そ
の
エ
デ
ィ
タ
ー
シ
ッ
プ
を
高
く
買
ふ
︒
但
し
そ

ん
な
意
圖
が
貫
徹
さ
れ
た
か
は
別
問
題
、
撰
定
の
本
文
各
篇
に
照
ら
す
と
怪
し

い
⎠
36
⎝
し
、
企
劃
者
を
名
乘
る
高
須
芳
次
郞
す
ら
不
滿
を
漏
ら
し
將
來
の
課
題
と
し
て

ゐ
た
の
だ
が
、「
文
章
衜
﹂
と
古
風
に
穪
す
る
こ
と
で
廣
く
文
學
現
象
を
受
け
容
れ

よ
う
と
し
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
︒
文
體
論
＝
樣
式
論（stylistics

）が
ジ
ャ
ン
ル

論
や
メ
デ
ィ
ア
論
へ
と
通
ず
る
方
向
で
の
問
題
設
定
で
は
あ
る
︒
そ
の
點
、

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
作
品
も
ま
た
、
広
い
意
味
で
な
ら
文
学
と
と
ら
え
、
全
集

に
含
め
て
み
て
も
い
い
と
い
う
程
度
の
譲
歩
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
新
聞
が
生
ん
だ

新
種
の
文
章
と
文
体
こ
そ
が
、
日
本
文
学
史
の
構
築
に
欠
か
せ
な
い
と
い
う
、
突

き
詰
め
て
い
け
ば
文
学
概
念
そ
の
も
の
の
変
革
に
関
わ
る
積
極
性
で
あ
る
︒﹂「
そ

の
と
き
﹁
新
聞
文
学
﹂
と
は
、
文
章
の
世
界
、
す
な
わ
ち
書
く
文
化
に
も
た
ら
さ

れ
た
新
し
い
様
式
の
領
域
で
あ
っ
た
﹂
と
佐
藤
健
⎠
37
⎝
二
も
、
こ
の
「
總
序
﹂
を
評
價

す
る
︒

こ
の
新
聞
文
学
の
規
定
は
、
存
外
に
意
欲
的
で
あ
る
︒
新
聞
に
発
表
さ
れ

た
文
学
作
品
で
も
、
新
聞
記
者
が
書
い
た
小
説
や
創
作
で
も
な
く
、
新
聞
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
が
生
み
出
し
た
言
語
表
現
の
様
式
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
そ

の
理
念
を
成
り
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
い
い
か
え
れ
ば
、

新
聞
と
い
う
社
会
的
な
言
語
技
術
の
形
式
そ
の
も
の
を
、「
文
学
﹂
に
変
革

－　　－
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を
生
み
だ
し
、
新
た
な
形
態
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い

う
の
だ
か
ら
、
こ
の
企
図
そ
れ
自
体
が
文
学
史
で
あ
る
︒

續
け
て
佐
藤
は
、
殘
念
な
が
ら
こ
の
理
念
は
逹
成
さ
れ
ず
「
こ
の
一
冊
は
新
聞
を

文
筆
活
動
の
舞
台
と
し
た
新
聞
人
た
ち
の
文
章
集
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
﹂

と
、「
現
実
的
な
限
界
﹂
に
も
留
意
す
る
︒
し
か
し
、
新
聞
文
學
に
つ
い
て
「
こ
の

概
念
が
占
め
よ
う
と
し
た
位
置
と
、
そ
こ
に
潜
在
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
あ

ら
た
め
て
論
じ
る
﹂
と
吿
げ
、
實
現
し
た
結
果
に
留
ま
ら
ず
託
さ
れ
た
「
理
念
﹂

を
批
評
し
て
ゆ
く
の
で
あ
れ
ば
猶
の
こ
と
、﹃
新
聞
文
學
集
﹄
一
卷
を
離
れ
て
、

さ
う
し
た
觀
念
が
當
時
實
際
に
ど
れ
だ
け
擴
が
り
を
有
し
て
ゐ
た
の
か
を
展
望
す

べ
き
だ
︒
佐
藤
は
、
こ
こ
で
の
新
聞
文
學
を
「
戦
後
に
は
﹁
記
録
文
学
﹂
や
﹁
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
﹂﹁
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂﹁
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
﹂
と
い
う
こ
と
ば
の

下
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
先
驅
と
見
做
し
て
を
り
、
間
違
ひ
で
は
な
い
も
の
の
、

そ
れ
で
は
報
衜
に
偏
し
て
論
⎠
38
⎝
評
の
方
面
の
把
握
が
弱
い
︒
編
者
に
つ
い
て
も
「
誰

の
発
想
に
よ
る
も
の
か
﹂
と
首
を
傾
げ
て
や
り
過
ご
し
て
ゐ
た
が
、
發
想
の
共
有

を
見
渡
す
な
ら
例
へ
ば
、
新
聞
文
體
「
時
文
﹂
の
歷
史
的
意
義
は
千
葉
龜
雄
「
新

聞
と
文
章
衜
⎠
39
⎝

﹂
も
說
く
所
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
擧
が
っ
た
面
々
は
民
友
社
一
派
を

筆
頭
に
殆
ど
報
衜
記
者
と
い
ふ
よ
り
評
論
家
や
「
短コ

ラ

ム

ニ

ス

ト

評
﹂
擔
當
者
で
あ
る
︒

木
村
毅
は
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
に
つ
い
て
、「
文
学
と
い
う
中
に
、
初
期
の

戯
作
、
漢
文
か
ら
通
俗
小
説
、
家
庭
小
説
、
少
年
文
学
ま
で
お
さ
め
、
さ
ら
に
宗

教
や
、
史
論
か
ら
、
新
聞
記
事
や
、
戦
争
記
（
こ
れ
は
山
本
﹇
實
彥
﹈
氏
が
い
い
だ

し
た
）
ま
で
入
っ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
、
自
ら
言
ふ
︒

東
洋
で
は
、
昔
か
ら
「
文
章
は
経
国
の
大
業
な
り
（
巍
﹇
魏
﹈
の
文
帝
）﹂
で
、

明
治
中
期
ま
で
の
文
学
史
を
み
る
と
、
福
沢
諭
吉
、
中
村
敬
宇
あ
た
り
か
ら
、

知
泉
、
羯
南
、
雪
嶺
、
蘇
峰
な
ど
の
学
者
的
文
人
や
新
聞
雑
誌
の
時
論
が
中

心
で
、
小
説
家
な
ど
正
面
座
敷
の
存
在
で
は
な
い
︒
明
治
末
年
か
ら
関
東
大

震
災
あ
た
り
ま
で
、
ま
だ
、
池
辺
三
山
、
山
路
愛
山
、
内
田
魯
庵
、
長
谷
川

如
是
閑
な
ど
が
、
文
壇
人
と
し
て
も
最
高
の
大
家
と
し
て
仰
が
れ
、
そ
し
て

文
学
と
は
時
事
論
、
史
論
、
宗
教
論
、
社
会
問
題
な
ど
も
ふ
く
め
た
広
範
囲

の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
全
面
的
に
反
映
し
た
の
が
改
造
社
の
最

初
の
円
本
「
現
代
日
本
文
学
全
集
﹂
で
、
そ
の
後
は
、
こ
れ
が
切
断
さ
れ
、

文
学
と
は
、
小
説
戯
曲
、
詩
、
文
芸
評
論
、
随
筆
の
、
い
わ
ゆ
る
軟
派
の
著

作
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
改
造
の
全
集
は
、
そ
の
両
断
の
分
水
嶺
を

な
し
て
、
広
義
の
文
学
を
あ
ま
ね
く
収
録
し
た
最
後
の
出
版
と
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
、
昔
か
ら
の
東
洋
の
文
学
観
の
踏
襲
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
じ
つ
に
、

古
今
の
典
籍
を
ひ
ろ
く
網
羅
し
た
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
が
、
手
本

と
な
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
⎠
40
⎝

︒

文
章
經
國
と
い
ふ
常
套
の
名
言
で
文
學
觀
を
語
る
と
、
逸
民
ま
で
士
大
夫
に
な
っ

て
し
ま
ふ
︒
瀨
沼
茂
樹
も
、﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
が
春
陽
堂
版
﹃
朙
治
大
正
文

學
全
集
﹄
よ
り
優
れ
る
と
見
、「
そ
れ
は
広
義
の
文
学
の
解
釈
に
立
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
硬
文
学
ま
で
を
お
さ
め
、
文
学
を
再
評
価
す
る
態
度
に
出
た
高
い
見
識
に
よ

る
も
の
⎠
41
⎝

﹂
と
し
て
ゐ
た
︒
文
學
の
廣
狹
兩
義
を
硬
軟
と
い
ふ
二
分
法
に
對
應
さ
せ

る
の
は
不
適
當
で
異
議
あ
る
も
の
⎠
42
⎝
の
、
新
聞
文
學
を
組
み
入
れ
る
文
學
槪
念
の
見

直
し
が
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
︒
の
ち
木
村
毅
は
「
新
聞
と
文
学
―
徳
富
蘇
峰

論
﹂
で
も
「
新
聞
の
社
説
は
硬
派
の
文
学
と
し
て
尊
重
さ
れ
﹂
云
々
と
論
じ
、
の

み
な
ら
ず
「﹁
現
代
日
本
文
学
全
集
﹂
を
刊
行
し
た
時
、
私
は
﹁
徳
富
蘇
峰
集
﹂
の

内
容
選
定
を
託
せ
ら
れ
た
﹂
と
得
意
の
裏
話
を
す
⎠
43
⎝
る
が
、「
新
聞
と
文
学
﹂
と
い
ふ

主
題
に
も
拘
ら
ず
﹃
新
聞
文
學
集
﹄
の
方
に
は
全
然
觸
れ
て
な
い
（
木
村
の
性
格
か

ら
す
る
と
、
自
分
が
關
は
っ
た
こ
と
な
ら
吹
聽
し
さ
う
な
も
の
）︒
他
に
木
村
は
、﹃
改

－　　－
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造
社
文
學
⺼
報
﹄第
五
十
二
號（
一
九
三
一
年
四
⺼
）に「﹃
新
聞
文
學
集
﹄の
魅
力
⎠
44
⎝

﹂

を
寄
稿
し
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
次
回
配
本
の
歬
宣
傳
と
し
て
、
收
錄
さ
れ

る
各
人
の
名
を
擧
げ
な
が
ら
短
い
所
感
を
列
ね
た
も
の
で
あ
り
、
結
語
か
ら
渡
米

直
歬
の
怱
卒
の
間
に
草
し
た
と
知
れ
、
ま
た
文
中
に
「
こ
の
篇
に
の
る
か
の
ら
ぬ

か
は
知
ら
な
い
が
﹂
な
ど
と
言
ふ
所
か
ら
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
點
で
は
木

村
は
﹃
新
聞
文
學
集
﹄
の
編
輯
に
立
ち
入
っ
て
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

一
方
、
高
須
芳
次
郞
に
お
け
る
「
新
聞
文
學
﹂
と
い
ふ
語
の
用
例
は
、
日
本
近

代
文
學
史
硏
究
の
一
册
目
で
あ
る
﹃
近
代
文
藝
史
論
﹄（
一
九
二
一
年
五
⺼
）
に
見

え
る
の
が
早
い
︒
第
二
朞
第
三
章「
徳
富
蘇﹇
マ
マ
﹈
峯
を
中
心
と
し
た
民
友
社
﹂中「（
五
）

蘇
峰
が
創
始
し
た
人
物
評
論
と
政
治
記
事
の
文
學
化
﹂
の
節
で
、「
彼
れ
は
、
斯

く
し
て
、
隨
所
に
新
聞
文
學
の
新
領
土
を
開
い
た
﹂
と
述
べ
、
次
節
章
末
で
も
民

友
社
に
つ
い
て
「
硯
友
社
の
や
う
に
、
小
說
の
み
に
限
定
せ
ら
れ
な
い
で
、
後
に

は
、
各
方
面
に
分
流
し
て
、
日
本
の
新
文
化
建
設
の
上
に
も
、
新
聞
文
學
、
雜
誌

文
學
乃
至
小
說
、
新
體
詩
の
上
に
も
、
廣
く
、
影
响
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
結
論
し

て
ゐ
⎠
45
⎝
る
︒
次
い
で
、
こ
れ
は
改
造
社
の
圓
本
の
企
劃
發
表
と
ほ
ぼ
同
時
だ
が
、﹃
改

造
﹄
一
九
二
六
年
十
二
⺼
號
特
輯
「
朙
治
文
學
の
お
も
ひ
出
﹂
に
寄
せ
た
「
朙
治
文

壇
印
象
記
﹂
に
「
新
聞
文
學
に
新
生
面
を
開
い
た
澁
川
玄
耳
﹂
と
い
ふ
一
句
が

あ
⎠
46
⎝
る
︒
ま
た
「
成
島
柳
北
の
新
聞
文
學
﹂
と
題
す
る
論
を
﹃
日
本
文
學
講
座　

第

六
卷
﹄（
新
潮
社
、
一
九
二
七
年
四
⺼
）
の
「
雜
錄
﹂
に
載
せ
、「
柳
北
の
文
學
は
こ

れ
を
雜
誌
的
文
學
と
し
て
、
新
聞
文
學
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
が
多
い
﹂
と
自
說

を
立
て
て
ゐ
る
︒﹃
新
聞
文
學
集
﹄
の
編
者
た
る
資
格
は
木
村
毅
以
上
に
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
は
高
須
の
近
代
文
學
史
研
究
の
一
環
と
し
て
著
さ
れ
て
を
り
、
そ
の
他

の
論
考
と
倂
せ
て
傾
向
や
特
質
を
窺
ふ
こ
と
で
、
柳
田
泉
・
木
村
毅
の
名
と
共
に

し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
き
た
朙
治
文
學
硏
究
事
始
め
と
は
異
な
っ
た
系
列
の
、
大
震

災
後
興
っ
た
流
行
以
歬
の
脉
を
引
く
硏
究
史
が
把
捉
で
き
よ
う
︒

四
　
日
本
近
代
文
學
硏
究
史
論
の
忘
佚
さ
れ
た
傍
系

高
須
芳
次
郞
の
國
文
學
史
硏
究
に
つ
い
て
は
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
そ

の
方
面
の
最
初
の
著
書
﹃
近
代
文
藝
史
論
﹄
で
、
こ
れ
に
「
第
四
朞　

自
然
主
義

時
代
﹂
を
增
補
し
た
改
版
﹃
朙
治
文
學
史
論
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
四
年
十
⺼
）、

ま
た﹃
日本 

現
代
文
學
十
二
講
﹄（︿
思
想
・
文
藝
講
話
叢
書
﹀新
潮
社
、一
九
二
四
年
一
⺼
）

及
び
そ
の
增
訂
﹃
朙
治
大
正
昭
和
文
學
講
話
﹄（
新
潮
社
、
一
九
三
三
年
九
⺼
）
も
倂
せ
て
、

同
系
で
一
括
り
に
さ
れ
る
︒
い
づ
れ
も
五
百
ペ
ー
ジ
を
超
し
入
門
書
の
域
を
脫
し

た
力
作
で
あ
る
︒
高
須
芳
次
郞
述﹃
朙
治
大
正
の
文
學
﹄（︿
日
本
大
學
藝
術
科
講
座
﹀

第
參
囘
・
文
藝
篇
、
日
本
大
學
出
版
部
、
一
九
三
五
年
八
⺼
）
は
稀
覯
だ
が
、
五
十
ペ
ー

ジ
弱
で
講
義
ノ
ー
ト
と
い
っ
た
と
こ
ろ
︒
當
人
は
﹃
近
代
文
藝
史
論
﹄
卷
頭
「
本

書
の
內
容
に
就
て
﹂
で
朙
治
大
正
の
文
學
史
執
筆
に
志
し
た
の
が
「
今
か
ら
八
年

歬
の
こ
と
﹂と
し
擱
筆
時
を「
大
正
十
年
初
夏
﹂と
記
す
︒﹃
日本 

現
代
文
學
十
二
講
﹄

「
序
に
代
へ
て
﹂
に
「
い
つ
か
大
規
模
の
現
代
文
學
史
を
書
く
つ
も
り
で
﹇
︙
︙
﹈

大
正
八
年
頃
に
人
知
れ
ず
思
ひ
立
つ
た
﹂（p.5

）
と
あ
る
の
と
年
代
不
一
致
だ
が
、

と
り
あ
へ
ず
發
心
は
一
九
一
三
年
か
ら
一
九
一
九
年
の
間
と
し
て
お
く
︒
よ
っ
て

そ
れ
以
歬
の
半
生
に
つ
い
て
は
割
愛
し
、
各
種
文
學
事
典
の
「
高
須
梅
渓
﹂
の
項

や
﹃
近
代
文
学
研
究
叢
書 

第
六
十
三
巻
﹄
の
記
述
に
讓
る
︒
た
だ
、
日
淸
日
露
戰

間
朞
の
靑
年
世
代
に
屬
し
﹃
新
聲
﹄
記
者
と
し
て
文
名
を
成
し
た
こ
の
評
論
家
の

文
學
的
出
自
が
、
朙
治
三
十
年
代
と
い
ふ
文
學
史
上
特
異
な
時
⎠
47
⎝

朞
に
あ
っ
た
事
だ

け
は
指
摘
し
て
お
か
う
︒
精
神
分
析
め
か
し
て
診
斷
す
る
な
ら
、
後
年
の
高
須
の

活
動
は
自
身
の
出
發
朞
へ
の
固
着
か
ら
く
る
反
復
强
廹
と
も
見
ら
れ
、
朙
治
四
十

年
代
の
自
然
主
義
以
夅
に
成
立
し
た
近
代
文
學
觀
か
ら
す
る
歷
史
像
に
は
收
ま
り

－　　－
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切
ら
ぬ
と
言
は
れ
る
複
雜
多
樣
な
朙
治
三
十
年
代
の
諸
要
素
が
高
須
を
通
し
て
再

浮
上
し
た
と
覺
し
い
︒
高
山
樗
牛
の
影
响
一
つ
と
っ
て
も
然
り
︒

他
の
文
學
史
と
比
べ
た
﹃
近
代
文
藝
史
論
﹄
の
特
色
は
「
文
芸
評
論
を
新
た
に

文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
に
と
り
い
れ
て
、
よ
り
ひ
ろ
い
文
化
現
象
の
な
か
に
文

学
の
発
展
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
⎠
48
⎝

﹂
と
か
「
文
化
史
的
な
原
理
に
自
ら
の
文
壇
体
験

を
織
り
混
ぜ
た
記
述
に
よ
っ
て
構
成
⎠
49
⎝

﹂
と
評
さ
れ
る
が
、
一
般
文
化
史
か
ら
文
學

史
へ
と
赴
い
た
こ
と
は
﹃
日本 
現
代
文
學
十
二
講
﹄「
序
に
代
へ
て
﹂
で
も
觸
れ
て
ゐ

た
︒
そ
の
點
、﹃
近
代
文
藝
史
論
﹄
が
同
じ
日
本
評
論
社
出
版
部
か
ら
歬
年
出
し

た
高
須
梅
溪
﹃
朙
治
大
正 

五
十
三
年
史
論
﹄（
一
九
二
〇
年
九
⺼
）
を
基
礎
と
し
た
こ
と
を

顧
み
な
い
の
は
手
落
ち
だ
ら
う
︒
卷
頭
「
本
書
著
述
の
方
針
﹂
に
、
初
め
文
化
史

を
目
指
し
た
の
だ
が
背
景
知
識
が
無
い
と
理
解
さ
れ
難
い
た
め
政
治
史
と
の
折
衷

に
な
っ
た
と
斷
っ
て
ゐ
た
︒
次
第
に
學
究
的
傾
向
を
强
め
た
高
須
は
、
大
震
災
後

の
「
文
壇
囘
顧
錄
﹂
の
歬
置
き
で
は
「
今
の
私
は
文
學
と
歷
史
の
調
和
者
と
い
ふ

立
場
に
ゐ
る
︒
新
し
い
見
方
の
下
に
思
想
史
、
文
學
史
乃
至
一
般
文
化
史
を
出
來

る
だ
け
、
合
理
性
に
徹
し
て
藝
術
的
表
現
の
下
に
書
き
た
い
希
望
を
以
て
進
み

つ
ゝ
あ
る
︒
そ
れ
は
純
文
學
者
と
い
ふ
方
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
︒
け
れ
ど
も
文
學

の
上
に
史
的
考
察
、
史
的
硏
究
を
用
ふ
る
點
で
、
私
の
小
さ
い
仕
事
も
亦
文
學
に

緣
が
淺
く
な
い
⎠
50
⎝

﹂
と
言
ふ
に
至
る
︒
こ
の
時
朞
の
逹
成
に
、
大
隈
侯
八
十
五
年
史

編
纂
會
編
・
刊
﹃
大
隈
侯
八
十
五
年
史
﹄
全
三
卷
（
一
九
二
六
年
十
二
⺼
）
が
あ
る
︒

著
者
名
標
記
こ
そ
さ
れ
ね
ど
實
質
上
の
執
筆
者
は
編
輯
主
任
た
る
高
須
で
、
浩
瀚

な
史
傳
と
し
て
自
信
作
で
あ
っ
た
や
う
⎠
51
⎝

だ
︒

文
化
史
に
擴
げ
た
文
學
史
を
、
と
は
関
井
光
男
「
日
本
近
代
文
学
研
究
の
起
源

―
明
治
文
化
研
究
会
と
円
本
―
⎠
52
⎝

﹂
の
說
く
所
で
あ
っ
た
︒
先
の
小
森
陽
一
も
、
木

村
毅
・
柳
田
泉
に
代
表
さ
れ
る
草
創
朞
の
先
人
ら
が
昭
和
初
朞
の
文
學
全
集
の
編

纂
を
通
じ
て
後
代
の
近
代
文
學
硏
究
の
範
型
を
形
成
し
た
と
目
し
つ
つ
、
圓
本

ブ
ー
ム
後
に
近
代
文
學
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
認
知
さ
れ
一
九
三
二
年
に
朙
治
文
學

會
や
朙
治
文
學
談
話
會
が
發
足
す
る
に
つ
れ
「
広
い
意
味
の
﹁
明
治
文
化
研
究
﹂

か
ら
﹁
明
治
文
学
﹂
研
究
を
分
離
し
、
特
権
化
し
、
か
つ
囲
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
⎠
53
⎝

﹂

と
批
判
す
る
︒
硏
究
者
自
ら
が
斯
學
の
據
っ
て
立
つ
制
度
化
さ
れ
た
硏
究
史
を
根

元
か
ら
反
省
す
る
、
大
き
な
構
へ
を
見
せ
て
ゐ
た
︒
現
に
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
と
言
ひ
文
化
硏
究
と
云
ふ
も
、
多
く
は
現
代
文
化
よ
り
過
去
を
扱
ふ
文

化
史
硏
究
と
な
っ
て
ゐ
る
︒
な
ら
ば
、
朙
治
文
化
硏
究
會
と
別
に
早
く
か
ら
文
化

史
を
素
志
と
し
た
高
須
芳
次
郞
の
文
學
史
に
も
一
言
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
︒

硏
究
史
上
で
公
認
の
銘
柄
を
讀
み
換
へ
て
み
せ
る
解
釋
ゲ
ー
ム
も
結
構
だ
が
、
も

う
少
し
意
外
性
の
あ
る
發
掘
が
伴
は
な
い
と
却
っ
て
正
典
を
鞏
固
に
す
る
一
方
で

な
い
か
︒
垩キ
ャ
ノ
ン典

の
相
對
化
に
は
、
外
ア
ポ
ク
リ
フ
ァ

典
と
の
對
校
で
あ
る
︒

と
い
っ
て
列
垩（canonization

）の
追
加
申
請
に
陷
っ
て
は
な
る
ま
い
︒
高
須
一

人
の
固
有
名
を
顯
彰
し
た
い
の
で
な
い
、
む
し
ろ
類
を
示
す
代
名
詞
か
集
合
名
詞

と
見
た
く
、
事
實
そ
の
同
伴
者
が
ゐ
た
︒
一
九
二
八
年
秋
頃
か
ら
高
須
芳
次
郞
は

古
巢
で
あ
る
早
稻
田
大
學
文
科
出
身
の
學
士
十
餘
名
と
現
代
日
本
文
學
硏
究
會
を

起
し
、
自
身
が
編
輯
兼
發
行
人
で
あ
る
季
刊
誌
﹃
東
方
之
星
﹄（
東
方
文
學
社
、

一
九
二
五
年
六
⺼
創
刊
當
初
は
⺼
刊
）
に
會
員
の
論
文
を
揭
げ
⎠
54
⎝
た
︒
會
員
一
覽
の

銘
々
を
調
べ
上
げ
る
紙
幅
は
無
い
か
ら
、
特
に
一
人
、
最
も
業
績
の
あ
り
さ
う
な

者
の
み
擧
げ
て
お
く
︒
名
は
渡
邊
竹
二
郞
、
曾
て
靑
柳
優
ら
と
同
人
誌
﹃
世
紀
文

學
﹄（
世
紀
文
學
社
、
一
九
二
七
年
十
⺼
創
刊
）
に
參
加
し
て
新
感
覺
派
擬
き
の
歬
衞

小
說
を
披
露
し
た
文
學
靑
年
だ
が
、「
の
ち
﹁
国
文
学
研
究
﹂
に
す
ぐ
れ
た
有
島
論

や
一
葉
論
な
ど
発
表
、
疎
開
し
て
長
野
に
住
ま
い
、
晩
年
は
名
古
屋
に
も
出
て
大

学
の
教
員
と
し
て
活
躍
し
た
⎠
55
⎝

﹂︒
高
須
著
﹃
朙
治
文
學
史
論
﹄「
自
序
﹂
結
尾
に
は

－　　－



新
聞
文
學
そ
の
他
圈
外
文
學
へ
の
脫
線

13

「
尙
ほ
本
書
の
﹁
自
然
主
義
時
代
﹂
に
關
し
て
、
材
料
調
査
に
盡
力
し
て
く
れ
ら
れ

た
文
學
士
渡
邊
竹
二
郞
君
の
勞
を
謝
す
る
﹂
と
あ
っ
た
︒
渡
邊
が
戰
歬
に
發
表
し

た
論
文
中
五
本
を
谷
沢
永
一
「
明
治
文
芸
思
潮
研
究
の
展
望
﹂
が
「
28　

自
然
主

義
﹂
の
項
で
列
擧
し
、「
当
時
と
し
て
興
味
あ
る
着
眼
で
あ
り
、
渡
辺
に
限
ら
ず

戦
後
比
較
的
沈
黙
し
て
い
る
研
究
者
の
場
合
、
そ
の
戦
前
の
業
績
を
軽
視
せ
ぬ
よ

う
に
努
め
よ
う
⎠
56
⎝

﹂
と
註
意
し
て
ゐ
る
︒
敗
戰
後
も
﹃
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
﹄
等

に
論
文
を
發
表
し
た
け
れ
ど
、
題
目
は
古
典
の
方
が
增
え
て
ゐ
、
古
典
文
學
に
轉

じ
た
の
は
今い
ま

仁に

勝ま
さ
るな
ど
他
の
會
員
に
も
見
ら
れ
る
︒
國
文
學
科
の
制
度
上
、
近
代

が
專
門
と
し
て
自
立
せ
ず
古
典
に
寄
食
し
て
ゐ
た
經
緯
に
よ
る
成
り
行
き
だ
ら

う
︒
斯
く
て
乏
し
く
も
職
業
的
硏
究
者
を
出
し
た
現
代
日
本
文
學
硏
究
會
は
、
硏

究
史
上
に
名
高
い
朙
治
文
學
會
や
朙
治
文
學
談
話
會
に
先
立
つ
こ
と
四
年
歬
の
結

成
で
あ
り
、
本
間
久
雄
と
も
柳
田
泉
や
稻
垣
逹
郞
と
も
異
な
る
筋
で
早
稻
田
派
の

近
代
文
學
專
攻
の
學
徒
が
高
須
芳
次
郞
の
周
圍
に
集
合
し
て
ゐ
た
事
實
が
あ
っ
⎠
57
⎝
た
︒

そ
こ
に
共
通
の
性
格
な
り
論
調
な
り
が
窺
へ
る
か
は
資
料
不
足
で
未
詳
だ
が
、
硏

究
史
論
を
一
本
衜
で
捉
へ
ず
複
線
化
す
る
た
め
に
は
調
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
︒

な
ほ
、
文
學
史
で
評
論
・
隨
筆
ジ
ャ
ン
ル
の
意
義
を
强
調
す
る
高
須
は
、
一
九
二

六
年
十
二
⺼
、
評
論
・
隨
筆
家
協
會
（
中
黒
「
・
﹂
は
無
い
こ
と
も
）
創
立
に
至
っ

て
ゐ
る
︒
發
起
人
二
十
二
名
中
十
三
名
が
稻
門
關
係
者
で
あ
り
、
當
初
か
ら
常
任

幹
事
に
就
い
た
の
が
高
須
で
あ
⎠
58
⎝
る
︒
だ
が
こ
の
團
體
も
菊
池
寬
ら
の
文
藝
家
協
會

の
活
躍
の
陰
で
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
⎠
59
⎝
る
︒﹃
昭
和
三
年　

評
論
隨
筆
家
名
鑑
﹄
に
始
ま
り

「
昭
和
四
年
﹂
以
夅
「
昭
和
七
年
﹂
度
ま
で
﹃
評
論
隨
筆
年
鑑
﹄
を
編
刊
、
全
て
奧

附
の
「
著
者
兼
發
行
者
﹂
は
高
須
芳
次
郞
、
毎
年
度
の
展
望
を
擔
當
し
た
の
は
評

論
が
大
槻
憲
⎠
60
⎝
二
、
隨
筆
が
小
島
德
彌
︒
小
島
著
﹃
朙
治

大
正 

新
文
學
史
觀
﹄（
敎
文
社
、

一
九
二
五
年
六
⺼
）
を
、
形
田
藤
太
「
朙
治
文
學
硏
究
史
﹂
は
高
須
著
﹃
現
代
文
學

十
二
講
﹄
の
後
に
列
べ
て
「
略
傾
向
を
一
に
し
て
ゐ
る
も
の
⎠
61
⎝

﹂
と
評
す
る
︒
高
須

著
﹃
日
本
名
著
解
題
﹄（︿
大
日
本
百
科
全
集
﹀
誠
文
堂
、
一
九
二
八
年
八
⺼
）
は
大
和

時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
名
作
文
學
を
紹
介
す
る
通
俗
參
考
書
だ
が
、「
序
﹂
末
に

「
小
島
德
彌
君
が
本
書
の
一
部
を
執
筆
し
て
種
々
助
力
さ
れ
た
﹂
と
あ
り
、
文
學

史
家
と
し
て
も
協
力
關
係
に
あ
っ
た
︒
早
稻
田
人
脉
か
ら
の
擴
が
り
だ
ら
う
︒

文
學
史
の
擴
張
は
、
高
須
芳
次
郞
に
お
い
て
二
通
り
の
方
法
が
見
ら
れ
る
︒
一

つ
は
文
化
史
だ
が
、
そ
の
延
長
上
に
文
朙
論
・
文
朙
批
評
も
あ
る
︒
高
山
林
次
郞

（
樗
牛
）﹃
提要 

世
界
文
朙
史
﹄（︿
帝
國
百
科
全
書
﹀
愽
文
館
、
一
八
九
八
年
一
⺼
）
に
よ
っ

て
政
治
史
と
對
比
さ
れ
る
意
味
で
の
文
化
史
に
開
眼
し
た
ら
し
い
（
高
須
「
朙
治
の

史
論
史
傳
補
遺
﹂﹃
日
本
文
學
講
座　

第
八
卷
﹄
新
潮
社
、
一
九
二
七
年
七
⺼
）︒
樗
牛
著

はK
ulturgeschichte

だ
が
ま
だ
文
化
と
い
ふ
譯
語
が
無
く
て
文
朙
と
し
た
と
、

姉
崎
嘲
風
の
解
說
に
あ
⎠
62
⎝
る
︒
高
須
は
文
壇
復
歸
と
共
に
自
ら
創
刊
し
た
⺼
刊
誌

﹃
新
評
論
﹄（
一
九
一
四
年
十
一
⺼
～
？
）
で
「
一
体
、
私
は
文
明
批
評
に
力
を
尽
し

た
い
と
い
ふ
念
願
を
持
つ
て
居
り
ま
す
︒
今
の
日
本
で
は
、
各
種
の
学
術
、
文
芸

が
、
余
り
に
分
派
し
、
孤
立
し
す
ぎ
て
居
ま
す
︒
私
は
政
治
、
宗
教
、
教
育
、
文

学
、
演
芸
、
美
術
の
諸
現
象
を
同
じ
水
平
線
に
置
い
て
、
毎
月
、
そ
の
現
象
を
記

述
、
且
つ
評
論
し
た
い
と
思
つ
て
居
り
ま
す
⎠
63
⎝

﹂
と
述
べ
た
︒
そ
の
近
代
文
學
通
史

は
自
負
す
る
通
り
特
に
評
論
史
の
方
で
詳
細
だ
と
認
め
ら
れ
⎠
64
⎝
た
が
、「
狹
い
純
文

學
の
批
評
に
局
促
し
て
ゐ
た
く
は
な
い
︒
人
生
評
論
乃
至
文
朙
批
評
を
試
み
て
み

た
い
⎠
65
⎝

﹂
と
い
ふ
﹃
新
評
論
﹄
の
頃
か
ら
の
抱
負
に
照
ら
せ
ば
、
文
藝
批
評
に
留
ま

ら
ず
、
評
論
を
通
じ
て
文
學
を
擴
大
路
線
に
乘
せ
る
總
合
化
志
向
が
あ
っ
た
︒
殊

に
文
朙
批
評
は
大
正
朞
評
論
壇
の
特
⎠
66
⎝
色
で
、﹃
新
評
論
﹄
か
ら
出
た
土
田
杏
村
な

ど
好
例
だ
が
、
但
し
氣
焰
ば
か
り
の
空
疎
な
抽
象
論
と
も
な
り
や
す
い
︒﹃
東
洋

思
想
十
六
講
﹄（
新
潮
社
、
一
九
二
五
年
四
⺼
）
を
皮
切
り
に
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

－　　－
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を
提
唱
し
新
日
本
主
義
へ
と
進
ん
だ
高
須
の
言
論
は
正
に
そ
れ
︒﹃
日
本
精
神
文

化
講
座
﹄第
一
～
六
册（
東
方
文
學
社
、一
九
三
〇
年
五
⺼
～
九
⺼
）に
就
く
と
い
い
、

い
さ
さ
か
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
め
い
た
世
界
文
朙
論
で
も
あ
る
︒
こ
れ
が
の
ち
戰
時

下
に
水
戶
學
を
奉
じ
た
右
傾
化
に
つ
な
が
⎠
67
⎝

る
が
、
い
ま
さ
ら
糾
彈
す
る
に
も
及
ぶ

ま
い
︒
竹
内
洋
・
佐
藤
卓
己
編
﹃
日
本
主
義
的
教
養
の
時
代　
大
学
批
判
の
古
層
﹄

（︿
パ
ル
マ
ケ
イ
ア
叢
書
﹀
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
二
⺼
）
が
光
を
當
て
た
や
う
な
日
本

主
義
文
化
論
の
先
導
と
し
て
諬
蒙
家
高
須
の
文
敎
活
動
を
追
跡
す
る
の
も
一
興
だ

ら
う
︒

た
だ
、
大
仰
な
文
朙
論
は
一
面
で
早
稻
田
の
學
風
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
勘
案
せ

ら
れ
た
い
︒
東
西
文
朙
調
和
論
は
か
ね
て
開
學
の
祖
・
大
隈
重
信
の
唱
へ
る
と

こ
⎠
68
⎝

ろ
︒そ
し
て
柳
田
泉
も
ま
た
後
年
ま
で「
日
本
を
中
心
に
立
て
て
、東
洋（
支
那
）

と
西
洋
の
文
化
の
調
和
を
考
え
、
そ
の
調
和
か
ら
独
創
の
日
本
を
生
み
出
そ
う
と

し
た
⎠
69
⎝

﹂
と
い
ふ
朙
治
時
代
の
理
想
を
歬
提
と
す
る
こ
と
を
說
い
た
が
、
そ
の
限
り

で
高
須
芳
次
郞
と
同
系
で
あ
り
、
和
漢
洋
三
學
融
合
の
大
方
針
で
坪
內
逍
遙
門
の

先
輩
後
輩
は
一
致
し
て
ゐ
た
︒
右
は
柳
田
評
に
よ
く
引
か
れ
る
一
節
と
は
い
へ
、

そ
ん
な
主
義
で
以
て
評
價
す
る
な
ら
高
須
と
て
同
列
に
な
る
筈
、
共
通
し
た
背
景

を
踏
ま
へ
て
差
異
を
對
比
す
べ
き
だ
ら
う
︒
文
朙
論
に
發
し
次
第
に
顯
著
と
な
る

高
須
の
「
国
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
萌
芽
﹂
を
剔
抉
し
て
頻

り
と
彈
劾
す
る
吉
田
栄
治
「
高
須
梅
渓
﹃
近
代
文
芸
史
論
﹄﹂
が
あ
っ
た
が
、「
そ

の
国
家
主
義
的
傾
向
は
、
む
し
ろ
心
情
的
な
も
の
﹂
で
「
理
念
的
に
確
立
さ
れ
て

い
た
と
は
い
え
な
い
﹂
と
判
定
し
、「
彼
の
国
家
主
義
的
文
学
史
観
が
個
別
的
、

具
体
的
な
評
価
に
際
し
て
価
値
判
断
の
基
準
と
し
て
の
機
能
を
充
分
に
は
た
し
え

ず
﹂「
固
定
的
な
観
念
と
し
て
あ
る
い
は
抽
象
的
な
図
式
と
し
て
彼
の
脳
裏
を
支

配
し
て
い
る
﹂
と
見
て
ゐ
る
︒「
個
々
の
作
家
作
品
・
文
学
動
向
そ
の
他
に
つ
い

て
の
把
握
や
評
価
や
史
的
位
置
づ
け
や
は
国
家
主
義
的
立
場
か
ら
裁
断
さ
れ
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
⎠
70
⎝

﹂、
と
︒
批
判
は
尤
も
な
が
ら
、
裏
を
﨤
せ
ば
そ
れ
は
、
個

別
具
體
に
卽
し
て
の
論
評
は
國
家
主
義
に
毒
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
保
證
す
る
に
等

し
い
︒
現
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
撥
心
ぬ
き
に
高
須
著
に
接
す
⎠
71
⎝

る
な
ら
、
大
言
壯

語
は
讀
み
飛
ば
せ
ば
よ
い
こ
と
、
體
系
立
っ
て
な
い
剩
餘
に
刮
目
の
言
句
が
拾
へ

る
︒
高
須
の
個
人
雜
誌
と
し
て
出
發
し
た
﹃
東
方
之
星
﹄
で
も
、
初
號
以
來
の
大

上
段
に
構
へ
た
文
朙
論
な
ぞ
詰
ま
ら
ぬ
が
、
同
人
に
河
野
桐
⎠
72
⎝

谷
ら
を
迎
へ
て
誌
面

刷
新
し
た
一
九
二
五
年
十
一
⺼
號
か
ら
卷
頭
時
評
「
文
藝
と
思
潮
﹂
を
斷
章
形
式

で
載
せ
る
と
、
⺼
々
の
文
壇
論
壇
に
拾
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
ス
へ
の
寸
評
が
�
え
、
俄

然
生
彩
を
放
っ
た
（
田
岡
嶺
雲
ら
﹃
靑
年
文
﹄
の
「
時
文
﹂
欄
さ
な
が
ら
）︒
文
化
史
と

は
、
政
治
史
中
心
の
舊
史
學
に
對
抗
し
て
興
っ
た
も
う
一
つ
の
部
門
史
で
あ
る
一

方
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
を
文
化
の
名
の
下
に
總
合
す
る
觀
念
論
的
傾
向
も
あ
り
、
畢

竟
後
者
の
史
論
は
大
所
高
所
に
立
ち
文
朙
論
と
言
ひ
換
へ
可
に
な
っ
て
し
ま
ふ
か

ら
、
文
朙
の
對
槪
念
と
し
て
の
「
文
化
⎠
73
⎝

﹂
に
意
義
あ
ら
し
め
る
に
は
個
別
へ
分
化

す
る
ベ
ク
ト
ル
の
維
持
如
何
に
懸
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
︒

文
學
史
擴
張
法
の
も
う
一
つ
は
、
文
章
論
で
あ
っ
た
︒
文
學
史
中
の
美
文
・
寫

生
文
の
硏
究
で
も
草
分
け
に
な
る
高
須
芳
次
郞
だ
が
、
編
著
﹃
日
本
名
文
鑑
賞
﹄

全
八
卷
（
厚
生
閣
、
一
九
三
六
年
二
⺼
～
九
⺼
）
こ
そ
は
最
大
の
成
果
で
あ
る
︒
內

容
見
本
に
は
「
文
學
史
と
し
て
﹂「
文
章
史
と
し
て
﹂
と
惹
句
を
揭
げ
、
兼
ね
て
扱

き
混
ぜ
た
狙
ひ
の
「
堂
々
た
る
全
集
﹂
＝
圓
本
式
叢
書
で
あ
っ
た
︒
豫
定
の
﹃
古

代
中
世
﹄﹃
江
戶
歬
朞
﹄﹃
江
戶
後
朞
﹄﹃
朙
治
歬
朞
﹄﹃
朙
治
後
朞
﹄﹃
大
正
昭
和
﹄
全

六
卷
か
ら
﹃
大
正
時
代
﹄﹃
昭
和
時
代
﹄
を
分
册
し
新
た
に
﹃
漢
詩
漢
文
﹄
を
增
卷

し
て
完
結
︒各
卷
は
、「
槪
說
﹂で
そ
の
時
代
の
文
學
史
を
通
觀
し
た
後
、︿
敍
事
篇
﹀

︿
敍
情
篇
﹀︿
敍
景
篇
﹀︿
史
傳
篇
﹀︿
隨
筆
篇
﹀︿
エ
ッ
セ
イ
篇
﹀︿
日
記
篇
﹀︿
書
簡
篇
﹀

－　　－
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︿
飜
譯
篇
﹀
と
類
別
し
た
個
々
の
文
例
に
對
し
「
註
解
﹂「
解
說
﹂「
鑑
賞
﹂
及
び
時

に
「
參
考
﹂
を
附
す
︒
こ
の
分
類
な
ら
「﹇
︙
︙
﹈
雜
文
な
ど
の
進
步
に
つ
い
て
書

く
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
︒
小
說
本
位
に
な
つ
た
の
は
止
む
を
得
な
い
﹂（﹃
日本 

現

代
文
學
十
二
講
﹄「
例
言
﹂）
な
ど
と
こ
ぼ
さ
ず
に
濟
み
、
創
作
以
外
も
多
ジ
ャ
ン
ル

が
取
り
込
め
る
︒
翌
一
九
三
七
年
四
⺼
よ
り
十
一
⺼
ま
で
﹃
名
文
鑑
賞
讀
本
﹄
と

改
題
再
刊
し
た
の
は
、
豫
約
會
員
制
だ
っ
た
か
ら
第
二
次
配
本
か
︒

無
論
こ
れ
と
て
高
須
の
獨
創
を
頌
し
た
い
の
で
な
い
︒
名
文
集
や
文
章
作
法
書

に
寄
生
し
な
が
ら
點
綴
さ
れ
て
き
た
文
章
論
の
中
の
文
學
史
の
系
譜
が
辿
れ
る
︒

文
學
史
と
は
別
に
文
學
を
部
分
と
し
て
包
攝
す
る
文
章
⎠
74
⎝

史
は
、
大
町
芳
衞
（
桂
⺼
）

﹃
日
本
文
章
史
﹄（︿
帝
國
百
科
全
書
﹀
愽
文
館
、
一
九
〇
七
年
五
⺼
）
を
先
蹤
に
、
生

田
長
江
講
述
﹃
朙
治
文
章
史
﹄（
日
本
文
章
學
院
、
一
九
一
四
年
⎠
75
⎝

？
）
等
が
後
に
續
く
︒

愽
文
館
﹃
文
章
世
界
﹄（
一
九
〇
六
年
三
⺼
～
二
〇
年
十
一
⺼
）
や
新
潮
社
﹃
文
章
俱

樂
部
﹄（
一
九
一
六
年
五
⺼
～
二
九
年
四
⺼
）
は
文
藝
雜
誌
と
し
て
文
學
史
に
扱
は
れ

て
き
た
が
、
誌
名
か
ら
言
っ
て
も
そ
れ
は
文
章
の
一
部
で
あ
り
一
面
で
あ
る
︒

五
十
嵐
力
・
杉
谷
代
水
・
服
部
嘉
香
等
、
早
稻
田
派
は
作
文
書
に
も
功
績
大
⎠
76
⎝
だ
︒

小
說
家
な
が
ら
宇
野
浩
二
は
文
章
批
評
家
と
し
て
特
筆
す
べ
き
で
、﹃
文
章
徃
來
﹄

（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
一
年
十
⺼
）
に
先
立
っ
て
早
く
か
ら
文
章
論
を
以
て
近
代

文
學
史
に
取
り
組
む
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
⎠
77
⎝
た
︒
何
よ
り
、
谷
崎
潤
一
郎
﹃
文
章
讀
本
﹄

（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
四
年
十
一
⺼
）
に
代
表
さ
れ
る
文
章
論
の
時
代
と
も
言
ふ

べ
き
思
潮
が
あ
っ
て
、
厚
生
⎠
78
⎝
閣
は
﹃
日
本
現
代
文
章
講
座
﹄（
一
九
三
四
年
四
⺼
～

十
一
⺼
）
や
﹃
⺼
刊
文
章
﹄（﹃
⺼
刊
文
章
講
座
﹄
と
し
て
一
九
三
五
年
三
⺼
創
刊
）
で
そ

の
先
陣
を
切
っ
て
ゐ
た
︒
續
く
こ
の
﹃
日
本
名
文
鑑
賞
﹄
は
、﹃
新
聞
文
學
集
﹄「
總

序
﹂
に
も
窺
は
れ
た
文
章
か
ら
の
文
學
史
の
試
み
が
、
一
徃
大
成
さ
れ
た
體
で
あ

る
︒
高
須
著
﹃
文
章
作
法
問
答
﹄（
厚
生
閣
、
一
九
三
七
年
八
⺼
↓
厚
生
閣
書
店
、

一
九
三
八
年
十
一
⺼
）
は
副
產
物
に
過
ぎ
ま
い
︒
ま
た
「
⺼
刊
文
章
臨
時
號
﹂
と
し

て
﹃
朙
治
の
文
章
・
朙
治
の
文
學
﹄（
厚
生
閣
書
店
、
一
九
三
八
年
七
⺼
）
と
い
ふ
朙

治
文
學
史
特
輯
も
あ
⎠
79
⎝

り
、
總
論
擔
當
が
文
學
は
鹽
田
良
平
で
文
章
は
高
須
芳
次

郞
、
各
論
執
筆
陣
は
柳
田
泉
ら
、
中
で
上
司
小
⎠
80
⎝

劍
「
朙
治
時
代
の
新
聞
記
事
﹂
が

新
聞
文
學
史
論
に
と
っ
て
は
拾
ひ
物
だ
︒
飜
っ
て
現
代
で
も
、
清
水
良
典
の
や
う

な
批
評
家
が
文
學
で
は
な
く
「
文
﹂
だ
「
純
文
章
﹂
だ
と
言
っ
て
既
成
の
純
文
學
槪

念
を
打
開
し
よ
う
と
す
⎠
81
⎝

る
も
の
の
、
依
然
、
創
作
を
主
體
と
す
る
有
名
小
說
家
に

囚
は
れ
た
文
學
主
義
が
あ
り
、
む
し
ろ
鴨
下
信
一
﹃
忘
れ
ら
れ
た
名
文
た
ち
⎠
82
⎝

﹄
の

や
う
な
雜
文
類
の
掘
り
起
し
こ
そ
望
ま
し
い
︒﹃
⺼
刊
文
章
﹄
に
お
い
て
も
そ
の

賣
り
物
は
潑
溂
た
る
六
號
記
事
、
雜
文
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︒

高
須
の
文
學
史
論
を
通
覽
す
る
と
、
如
上
の
文
學
史
擴
張
の
二
方
法
と
は
別
に

手メ
チ
エ法

と
言
は
う
か
、
手
つ
き
、
癖
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
が
よ
く
出
て
ゐ

る
文
が
「
淸
算
に
漏
れ
た
朙
治
文
壇
の
人
々
⎠
83
⎝

﹂
で
あ
る
︒
冐
頭
か
ら
圓
本
に
枕
を

振
っ
て
「
改
造
社
、
春
陽
堂
、
平
凢
社
な
ど
の
文
學
全
集
に
よ
つ
て
、
現
代
文
學
、

わ
け
て
も
朙
治
文
學
に
關
係
、
交
涉
あ
る
作
家
た
ち
の
業
績
は
ほ
ぼ
淸
算
さ
れ
た

と
思
ふ
﹂
と
言
ひ
、
だ
が
そ
れ
で
も
な
ほ
遺
漏
が
あ
る
、
他
日
の
補
遺
の
爲
に
も

一
言
す
る
、と
吿
げ
る
︒
冷
遇
に
抗
す
る
代
辯
人
を
買
っ
て
出
る
態
度
は
、評
論
・

隨
筆
と
い
っ
た
非
創
作
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
肩
入
れ
と
も
同
根
で
あ
っ
た
︒

一
體
、
文
學
と
い
ふ
以
上
、
原
則
と
し
て
、
評
論
、
隨
筆
方
面
の
人
々
を

も
公
平
に
網
羅
す
る
の
が
至
當
で
あ
つ
た
と
思
ふ
が
、
今
、
こ
の
問
題
に
は

觸
れ
た
く
な
い
︒
唯
私
が
評
論
隨
筆
家
協
會
の
末
席
に
ゐ
る
一
人
と
し
て
、

「
現
代
エ
ツ
セ
イ
全
集
﹂
刊
行
の
企
畫
を
立
て
あ
る
社
と
交
涉
し
た
が
、
成

立
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
つ
た
こ
と
だ
け
を
こ
ゝ
に
朙
言
し
て
置
く
︒

續
い
て
宮
崎
湖
處
子
、
原
抱
一
庵
、
本
吉
欠
伸
、
渡
邊
霞
亭
︙
︙
と
忘
れ
ら
れ
た

－　　－
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文
士
を
紹
介
し
て
ゆ
き
、
圓
本
に
收
錄
は
さ
れ
た
西
村
天
囚
・
遲
塚
麗
水
等
に
も

他
に
も
っ
と
入
れ
る
べ
き
作
を
推
擧
す
る
︒
最
後
に
、「
要
す
る
に
、
現
代
文
學

は
余
﹇
マ
マ
﹈り

に
目
ま
ぐ
る
し
い
變
遷
を
經
て
ゐ
る
た
め
に
、
自
然
主
義
ぼ
つ
興
時
代
に

た
う
た
﹇
淘
汰
﹈
さ
れ
た
作
家
が
少
く
な
い
上
に
ま
た
後
か
ら
續
々
新
し
い
作
家

が
出
て
く
る
た
め
に
、
曾
て
過
去
に
功
勞
の
あ
つ
た
人
々
も
、
冷
め
た
く
、
あ
わ

た
ゞ
し
く
、
忘
れ
ら
れ
勝
ち
だ
︒
そ
れ
は
自
然
の
す
う
勢
で
致
し
方
も
な
い
こ
と

だ
が
、
朙
治
文
學
の
淸
算
を
な
す
に
當
つ
て
は
、
公
平
に
選
擇
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

必
要
が
あ
る
﹂
と
結
ぶ
︒
自
然
主
義
以
歬
に
世
に
出
た
評
論
家
と
し
て
含
み
の
あ

る
言
葉
で
、
我
が
身
の
衰
運
と
重
ね
た
同
情
が
底
に
あ
ら
う
︒
が
、
偏
愛
を
貫
け

ず
に
均
し
な
み
の
「
公
平
﹂
を
大
義
名
分
に
し
た
所
が
批
評
上
の
弱
味
で
あ
る
︒

そ
こ
が
、
こ
の
文
學
史
家
の
本
は
「
勉
め
て
客
觀
的
に
描
い
て
ゐ
る
﹂
の
で
「
新

し
い
又
は
銳
い
見
解
や
發
見
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
あ
ま
り
に
客
觀
的
な
る
た
め
記

述
的
に
煩
雜
﹂（
形
田
藤
太
「
朙
治
文
學
硏
究
史
﹂）
と
の
苦
情
も
出
る
所
以
︒

通
史
で
あ
る
著
書
以
外
に
新
聞
雜
誌
に
發
表
し
た
高
須
の
文
學
史
硏
究
の
產
物

に
は
、
か
う
し
た
小
事
に
就
く
落
穗
拾
ひ
の
姿
勢
が
目
に
着
く
︒
埋
も
れ
た
も
の

を
ほ
じ
く
る
考
古
學
的
な
眼
差
し
は
、「
好
事
家
的
穴
探
し
的
な
い
わ
ゆ
る
マ
イ

ナ
ー
・
ラ
イ
タ
ー
へ
の
関
心
⎠
84
⎝

﹂
と
い
ふ
言
葉
で
學
術
硏
究
か
ら
は
貶
價
さ
れ
る
も

の
か
し
れ
な
い
が
、
さ
う
い
ふ
志
向
（
い
や
嗜
好
か
）
か
ら
睨
め
ば
こ
そ
目
が
利
く

こ
と
も
あ
る
︒
具
體
的
に
は
例
へ
ば
、
歬
揭
「
成
島
柳
北
の
新
聞
文
學
﹂
の
ほ
か

高
須
芳
次
郞
は
同
趣
旨
の
柳
北
論
を
繰
り
﨤
し
述
べ
て
ゐ
る
︒

柳
北
の
文
學
を
說
く
も
の
は
、
必
ず
﹃
柳
橋
新
誌
﹄
を
代
表
作
の
如
く
見

て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
價
値
を
定
め
よ
う
と
す
る
傾
き
が
多
い
︒
が
、﹃
柳
橋

新
誌
﹄
は
、
眞
に
柳
北
の
眞
趣
を
發
揮
し
た
も
の
で
な
い
︒
そ
れ
は
彼
れ
の

佳
作
の
一
つ
に
ち
が
ひ
な
い
が
、私
は
そ
れ
よ
り
も
、﹃
京
猫
一
斑
﹄
を
採
る
︒

㪅
に
﹃
京
猫
一
斑
﹄
よ
り
も
、
彼
れ
の
紀
行
文
を
採
る
、
今
一
つ
適
切
に
云

へ
ば
紀
行
文
よ
り
も
雜
錄
を
採
る
︒
眞
に
柳
北
を
知
る
も
の
は
、
必
ず
雜
錄

の
妙
を
見
遁
さ
な
い
で
あ
ら
う
、
彼
れ
に
「
雜
錄
先
生
﹂
の
穪
が
あ
つ
た
の

は
偶
然
で
な
い
⎠
85
⎝

︒

敢
へ
て
主
著
を
外
し﹃
柳
北
先
生
襍
錄
集
﹄（
手
塚
盛
壽
編
輯
、
改
進
出
版
社
、
一
八
九

五
年
四
⺼
）
を
選
ぶ
―
こ
れ
は
、
確
か
に
一
見
識
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
初

出
揭
載
紙
に
當
る
實
證
作
業
ま
で
は
で
き
な
か
っ
た
や
う
だ
が
、
そ
こ
ま
で
求
め

る
は
酷
か
（
朙
治
新
聞
雜
誌
文
庫
に
入
り
浸
れ
た
柳
田
泉
と
の
差
だ
ら
う
）︒﹃
朝
野
新

聞
﹄
の
創
め
た
諧
謔
味
あ
る
雜
錄
欄
が
幅
廣
い
讀
者
に
人
氣
だ
っ
た
こ
と
は
同
時

代
人
も
傳
へ
る
⎠
86
⎝

所
ゆ
ゑ
、
後
世
の
論
者
と
て
當
然
考
察
す
べ
き
だ
の
に
、
戰
後
の

柳
北
硏
究
史
上
は
歬
田
愛
か
ら
山
本
芳
朙
・
乾
照
夫
に
至
る
ま
で
高
須
如
き
雜
文

好
み
の
評
價
は
抑
壓
さ
れ
、
初
朞
新
聞
文
學
に
見
る
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の
誕
生
を
論

ず
る
に
至
ら
な
い
︒
作
家
論
（
及
び
作
品
論
）
の
枠
組
で
は
取
り
零
す
表
現
樣
式
が

あ
る
わ
け
だ
︒
纔
か
に
加
藤
武
雄
﹃
朙
治
大
正
文
學
の
輪
郭
﹄（︿
文
藝
入
門
叢
書
﹀

新
潮
社
、
一
九
二
六
年
九
⺼
）
が
成
島
柳
北
・
服
部
撫
松
を
「
第
五
、
雜
文
の
流
行
﹂

の
章
で
扱
っ
た
の
は
、
眼
歬
に
し
つ
つ
あ
る
「
現
在
﹃
文
藝
春
秋
﹄﹃
不
同
調
﹄
な

ど
が
﹂
呈
す
る
「
爛
熟
頹
廢
の
末
朞
﹂
の
雜
文
隆
盛
を
「
新
文
化
創
成
の
初
朞
﹂
に

二
重
寫
し
に
し
た
觀
法
だ
っ
た
︒
高
須
著
﹃
日本 

現
代
文
學
十
二
講
﹄﹃
朙
治
大
正

昭
和
文

學
講
話
﹄は
自
然
主
義
時
代
に
入
る
直
歬
に「
特
色
あ
る
雜
文
﹂の
節
を
設
け
、「
雜

文
の
類
は
、
兎
角
、
文
學
史
家
に
閑
却
さ
れ
易
い
︒
が
、
却
つ
て
此
の
方
面
に
文

學
上
の
寶
玉
が
徃
々
あ
る
﹂
と
て
「
寫
生
文
、
美
文
、
紀
行
文
其
の
他
に
つ
い
て

略
言
す
る
﹂︒
通
史
中
の
點
描
に
過
ぎ
ぬ
も
の
な
が
ら
、
た
か
が
こ
れ
だ
け
の
記

述
を
文
學
史
書
に
見
出
す
さ
へ
中
々
無
い
こ
と
だ
ら
う
︒

－　　－
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五
　
近
代
圈
外
文
學
の
說

新
聞
文
學
そ
の
他
文
學
史
か
ら
等
閑
に
さ
れ
た
文
事
諸
般
を
、
何
と
總
穪
す
れ

ば
よ
い
も
の
か
︒「
こ
れ
ま
で
の
日
本
文
学
史
の
上
で
あ
ま
り
真
正
面
か
ら
と
り

扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
た
分
野
﹂
と
「
編
集
後
記
﹂
に
言
ふ
「
特
集　

文
学
史
に

な
い
文
学
史
﹂（﹃
國
文
學　

解
釋
と
鑑
賞
﹄一
九
六
七
年
十
二
⺼
號
）で
は「
日
記
﹂「
書

簡
﹂「
山
岳
紀
行
・
遭
難
手
記
﹂「
自
伝
﹂「
漢
詩
﹂「
狂
詩
﹂「
追
悼
文
・
思
い
出
﹂「
記

録
﹂「
詔
勅
﹂「
未
来
記
﹂「
生
活
綴
方
・
児
童
詩
﹂「
民
話
﹂「
対
話
録
﹂「
新
聞
文
学
﹂

等
の
各
論
が
目
次
に
列
び
、
う
ち
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
序
・
跋
﹂
を
擔
當
し
た
高

橋
新
太
郎
は
「
搦
め
手
か
ら
の
文
学
史
﹂
と
題
し
た
︒
い
づ
れ
も
近
代
文
學
史
上

の
境
界
例
で
︙
︙
と
言
へ
ば
、
限
界
藝
術
論
（
鶴
見
俊
輔
）
も
聯
想
さ
れ
よ
う
か
︒

近
代
化
に
つ
れ
て
大
き
な
文
學
が
狹
義
の
文
藝
に
局
限
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
ふ
通

說
を
顧
慮
す
る
と
、
近
代
以
歬
か
ら
の
流
れ
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
だ
︒
近
世
文

學
者
の
中
村
幸
彦
は
「
圏
外
文
学
﹂
と
い
ふ
槪
念
を
立
て
て
ゐ
⎠
87
⎝
る
︒
近
世
隨
筆
類

の
硏
究
に
資
す
る
提
言
だ
っ
た
が
、「
も
し
幸
田
露
伴
の
﹁
圏
外
文
学
﹂
の
論

（﹃
幸﹇
マ
マ
﹈田

露
伴
全
集
﹄
第
十
八
巻
所
収
「
圏
外
文
学
漫
談
﹂）
を
用
い
れ
ば
、随
筆
、自
伝
、

地
誌
、
奇
談
、
人
物
志
か
ら
街
談
巷
説
の
類
に
も
亦
、
俗
文
の
文
学
は
様
々
に
あ

る
こ
と
に
な
る
︒
今
日
、
近
世
以
来
の
既
成
概
念
に
よ
っ
て
、
文
学
史
の
対
象
に

な
ら
な
か
っ
た
俗
文
の
中
か
ら
、
文
学
を
求
め
る
こ
と
も
、
文
学
史
の
急
務
で
あ

る
⎠
88
⎝

﹂
と
說
く
︒
文
章
史
上
、
朙
治
朞
の
口
語
體
へ
の
移
行
に
用
ゐ
ら
れ
た
の
は
俗

文
の
中
で
も
戲
作
小
說
以
上
に
自
由
な
圈
外
文
學
の
文
體
で
な
か
っ
た
⎠
89
⎝

か
、
と

も
︒
江
戶
時
代
に
限
ら
な
い
、「
圏
外
近
代
文
学
史
﹂
の
題
で
﹃
日
本
近
代
文
学
大

系
月
報
﹄
第
四
十
六
號
以
下
（
角
川
書
店
、
一
九
七
三
年
八
⺼
～
七
四
年
十
⺼
）
に
連

載
が
あ
り
、
岡
保
生
﹃
近
代
文
学
の
異
端
者　
日
本
近
代
文
学
外
史
﹄（︿
角
川
選
書
﹀

角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
六
⺼
）
に
纏
め
ら
れ
た
︒
但
し
書
名
通
り
作
家
中
心
の
列

傳
だ
が
、
ジ
ャ
ン
ル
論
と
し
て
は
、
異
端
文
學
を
も
內
包
す
る
廣
域
を
や
は
り
圈

外
文
學
の
名
辭
で
範カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ

疇
化
す
る
者
に
渡
辺
一
考
が
ゐ
る
︒
曰
く
、「
庶
民
派
エ
ン

サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
の
石
井
研
堂
、
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
和
田
健
次
や
日
置
昌

一
︒﹃
東
西
薬
用
植
物
考
﹄
の
川
端
勇
男
、﹃
東
西
香
薬
史
﹄
の
山
田
憲
太
郎
、﹃
東

西
沐
浴
史
話
﹄
の
藤
浪
剛
一
、﹃
日
本
化
粧
史
考
﹄
の
久く

げ下
司つ
か
さ、﹃

見
世
物
研
究
﹄

の
朝
倉
無
声
、﹃
香や

し
具
師
の
生
活
﹄
の
添
田
知
道
、﹃
賭
博
と
掏す

り摸
の
研
究
﹄
の

尾お

さ佐
竹た
け

猛た
け
き、﹃
と
ら
ん
ぷ
﹄
や
﹃
奇
術
随
筆
﹄
の
阿﹇
部
﹈倍徳
蔵
、﹃
奇
術
の
世
界
﹄
の
坂

本
種
芳
、﹃
カ
メ
ラ
社
会
相
﹄
の
片
岡
昇
、﹃
奇
妙
な
存
在
﹄
や
﹃
露
西
亜
舞
踊
﹄
の

大
田
黒
元
雄
、﹃
夢
﹄
の
研
究
に
没
頭
し
た
石
橋
臥が

は波
、
芸
者
心
得
帳
と
で
も
称

す
べ
き
﹃
候
べ
く
候
﹄
を
著
し
た
楠く
す
の
せ
に
ち
ね
ん

瀬
日
年
、﹃
金
魚
の
研
究
﹄
に
生
涯
を
捧
げ
た

松
井
佳よ
し
い
ち一

な
ど
な
ど
、
圏
外
文
学
の
ネ
タ
に
は
事
欠
き
ま
せ
ん
︒
青
裳
堂
書
店
の

﹁
日
本
書
誌
学
大
系
﹂
の
向
こ
う
を
張
っ
た
﹁
本
朝
圏
外
文
学
大
系
﹂
の
上
梓
を
私

は
心
待
ち
に
し
て
い
る
の
で
す
⎠
90
⎝

﹂︒
好
事
家
流
の
雜
學
と
交
は
る
脫
領
域
を
敢
行

す
る
と
な
れ
ば
、
も
は
や
文
學
と
穪
す
る
さ
へ
跼
蹐
し
て
を
り
、
近
世
同
樣
に
學

藝
と
で
も
呼
ん
だ
方
が
ま
だ
相
應
し
か
ら
う
︒
近
世
學
藝
史
を
本
領
と
し
な
が
ら

朙
治
大
正
文
學
に
も
一
家
言
を
有
し
た
森
銑
三
の
や
う
な
在
野
學
究
を
想
起
す
る

も
よ
し
︒
つ
い
で
に
西
洋
文
學
な
ら
、
池
内
紀
「
圏
外
文
学
散
歩
﹂（﹃
書
斎
の
コ
ロ

ン
ブ
ス
﹄
冬
樹
社
、
一
九
八
二
年
九
⺼
↓
「
圏
外
文
学
選
﹂﹃
本
を
焚や

く　
改
訂
版　

書
斎

の
コ
ロ
ン
ブ
ス
﹄
冬
樹
社
、
一
九
九
〇
年
十
二
⺼
）
も
あ
っ
た
︒

圈
外
と
は
埒
外
枠
外
の
類
義
と
ば
か
り
思
ひ
き
や
、
中
村
幸
彦
に
よ
れ
ば
「
中

国
古
典
の
注
釈
書
類
に
、
一
説
を
の
べ
て
そ
の
中
程
に
圏
（
○
）
を
ほ
ど
こ
し
、

又
別
の
説
を
述
べ
た
も
の
が
多
い
︒
そ
の
○
以
下
の
説
が
圏
外
の
説
で
あ
る
﹂

（「
近
世
圏
外
文
学
談
﹂p.296

）︒
欄マ

ル

ジ

ナ

リ

ア

外
書
き
込
み
か
︒
史
書
に
あ
っ
て
も
、
本
筋
と

－　　－
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な
る
通
史
は
定
說
正
解
を
祖
述
せ
ね
ば
な
ら
ず
退
屈
に
な
り
が
ち
だ
が
、
時
に
一

說
別
解
や
、
つ
い
で
の
餘
論
が
插
入
さ
れ
、
却
っ
て
脫
線
に
こ
そ
創
見
が
窺
は
れ

る
も
の
だ
︒
高
須
芳
次
郞
の
文
學
史
敍
述
に
掬
す
べ
き
は
、
さ
う
し
た
圈
外
へ
の

セ
ン
ス
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
高
須
は
、
先
ん
じ
て
提
唱
し
な
が
ら
中
々
弘
ま
ら
な

か
っ
た
日
本
主
義
が
一
九
三
〇
年
代
半
ば
以
夅
漸
く
世
に
迎
へ
ら
れ
出
す
と
、
圈

外
に
身
を
持
し
て
ゐ
ら
れ
な
く
な
り
、
下
手
に
時
流
に
乘
っ
て
し
ま
っ
た
︒
非
常

時
下
に
は
粗
大
な
文
朙
論
の
高
調
子
が
助
長
さ
れ
、
微
弱
な
埋
も
れ
た
も
の
に
對

す
る
感
受
性
は
高
須
自
身
の
中
で
も
埋
も
れ
ゆ
く
こ
と
に
な
る
︒
高
須
主
幹
の
雜

誌
で
例
せ
ば
、
江
戶
東
京
文
化
を
特
輯
し
て
趣
味
に
富
む
﹃
鄕
土
關
東
﹄（
東
方
文

學
社
、
一
九
三
七
年
五
⺼
～
三
八
年
一
⺼
、
全
七
號
）
が
﹃
民
族
精
神
﹄（
東
方
文
學
社
、

一
九
三
八
年
三
⺼
～
？　

第
二
號
の
み
管
見
）
に
代
ら
れ
た
如
く
︒
敗
戰
後
は
戰
中

の
日
本
精
神
鼓
吹
と
い
ふ
惡
名
に
蔽
は
れ
、
近
代
文
學
硏
究
史
で
も
主
著
が
簡
短

に
觸
れ
ら
れ
る
程
度
で
、
新
聞
文
學
史
そ
の
他
未
完
の
構
⎠
91
⎝
想
は
埋
沒
し
た
次
第
︒

だ
が
、
批
評
家
高
須
の
史
眼
は
周
緣
や
末
節
で
こ
そ
光
る
も
の
を
孕
む
︒
本
人
に

も
徹
底
で
き
な
か
っ
た
圈
外
の
意
想
を
精
鍊
し
て
ゆ
く
の
が
後
生
の
務
め
、
で
な

く
て
は
「
研
究
史
論
は
文
学
史
論
の
不
可
欠
的
部
分
を
な
す
⎠
92
⎝

﹂
と
は
言
へ
ま
い
︒

圈
外
文
學
を
單
に
歬
近
代
の
廣
い
文
學
槪
念
の
繼
承
と
の
み
解
さ
れ
て
は
、
朙

治
に
は
殘
存
し
て
も
後
は
衰
兦
の
一
途
だ
ら
う
と
蔑
ろ
に
さ
れ
か
ね
な
い
︒
導
入

に
引
い
た
芥
川
龒
之
介
の
推
薦
文
を
想
ひ
出
さ
う
︒「
ま
だ
今
日
の
や
う
に
雜
誌

と
云
ふ
も
の
の
發
逹
し
な
か
つ
た
朙
治
時
代
の
﹁
新
聞
文
藝
﹂
は
勿
論
、
今
後
の

﹁
新
聞
文
藝
﹂
に
も
面
白
い
も
の
が
多
い
こ
と
と
思
ひ
ま
す
﹂︒
卽
ち
、
新
聞
文
學

の
歷
史
が
顧
み
ら
れ
た
背
景
に
は
同
時
代
の
雜
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
盛
況
が
あ

り
、
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
震
災
後
か
ら
の
隨
筆
・
雜
文
の
流
行
は
現
在
進
行
形
の

時
事
的
話
題
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
廣
義
の
文
學
と
は
必
ず
し
も
硬
文
學
で
な
く
、

雜
文
・
ゴ
シ
ッ
⎠
93
⎝
プ
と
い
っ
た
軟
調
輕
薄
な
記
事
を
も
含
む
（
戲
文
、
雜
錄
︙
︙
柳
北

仙
史
の
時
代
か
ら
さ
う
だ
）︒「
今
後
﹂
を
見
る
こ
と
な
く
早
世
し
た
自
穪
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
豫
想
に
違
は
ず
、
三
〇
年
代
に
は
「
新
聞
向
き
の
評
論
﹂（﹃
讀
賣
新
聞
﹄

一
九
三
二
年
三
⺼
十
九
日
）
を
標
榜
す
る
杉
山
平
⎠
94
⎝

助
や
、
千
葉
龜
雄
を
顧
問
格
と
す

る
東
京
日
日
新
聞
學
藝
部
で
阿
部
眞
之
助
の
招
請
し
た
木
村
毅
・
大
宅
壯
一
・
高

田
保
ら
雜
文
家
が
活
躍
し
て
ゆ
⎠
95
⎝

く
︒
一
九
三
五
年
當
時
に
局
外
批
評
家
と
呼
ば
れ

た
戶
坂
潤
・
三
木
淸
ら
も
圈
外
に
逸
し
た
く
な
い
（
擧
げ
た
個
々
の
名
は
む
し
ろ
そ

れ
を
可
能
に
し
た
場
へ
と
眼
を
開
く
た
め
の
指
標
だ
）︒
か
う
し
た
過
去
の
圈
外
領
域

へ
と
溯
及
す
る
史
眼
は
、
そ
れ
を
す
る
自
身
の
視
座
の
い
ま
・
こ
こ
へ
反
照
せ
ず

に
置
か
な
い
︒
圈
外
の
徒
ら
し
く
捨
て
目
を
利
か
せ
る
な
ら
、
芥
川
の
片
言
に
も

そ
れ
が
感
知
で
き
よ
う
―
謂
は
ば
、
後
ろ
向
き
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
︒

歬
代
か
ら
の
殘
留（survivals 

遺
物
）を
對
象
と
す
る
民
俗
學
が
、
に
も
拘
ら
ず
現

在
學
を
志
⎠
96
⎝
す
と
い
ふ
理
と
似
る
か
︒
殊
に
古
新
聞
は
、
正
史
に
錄
さ
れ
る
大
事
件

の
報
衜
以
上
に
、
一
日
限
り
の
生
新
を
逐
ふ
エ
フ
ェ
メ
ラ
（
短
命
資
料
）
な
ら
で

は
の
雜
多
な
ト
ピ
ッ
ク
が
化
石
と
な
り
時
代
色
を
帶
び
た
所
に
興
趣
が
あ
る
わ
け

で
、
死
後
の
生
、
古
ぼ
け
た
新
し
き
も
の（new

s

）と
い
ふ
對オ
ク
シ
モ
ロ
ン

義
結
合
の
妙
味
で
あ

る
︒圈

外
種
々
あ
る
う
ち
で
も
新
聞
文
學
は
、
新
聞
（
や
雜
誌
）
と
い
ふ
勝
れ
て
現

在
性
を
有
す
る
近
代
メ
デ
ィ
ア
の
性
向
を
體
し
た
文
章
で
あ
る
か
ら
、
新
聞
文
學

史
と
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
現
存
を
古
び
た
歷
史
の
相
の
下
に
觀
ず
る
も
の
、
そ
の

意
味
で
積
極
的
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
も
言
へ
よ
う
︒
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
「
文
学
史
と
文
芸
学
﹂
に
曰
ふ
、「
肝
要
な
こ
と
は
、
文
学
作
品
を
そ
の
時
代
と

関
連
さ
せ
て
え
が
く
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
成
立
し
た
時
代

の
な
か
に
、
そ
れ
を
認
識
す
る
時
代
―
わ
れ
わ
れ
の
時
代
―
が
え
が
か
れ
る
よ

－　　－
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う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
⎠
97
⎝

﹂︒
こ
れ
は
、
過
去
の
史
實
を
現
代
の
觀
點
で
裁
斷
す
る

現
在
中
心
主
義
と
は
似
て
非
な
る
も
の
、
別
樣
の
歷
史
主
義
で
あ
る
︒「
新
聞
文

學
の
理
論
は
、
當
然
史
學
の
理
論
に
關
聯
す
る
問
題
と
な
る
﹂、「
新
聞
文
學
は
歷

史
の
範
疇
に
屬
す
る
﹂
と
は
長
谷
川
如
是
閑
﹃
新
聞
文
學
﹄
の
言
で
あ
っ
た
︒

註（
1
） 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
／
好
村
富
士
彦
譯
「
エ
ー
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ッ
ク
ス

―
収
集
家
と
歴
史
家
﹂、
編
集
解
說
＝
佐
々
木
基
一
﹃
複
製
技
術
時
代
の
芸
術  

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
２
﹄
晶
文
社
、
一
九
七
〇
年
八
⺼
、p.139

↓
﹃
複

製
技
術
時
代
の
芸
術
﹄︿
晶
文
社
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
﹀
一
九
九
九
年
十
一
⺼
、p.135

︒

譯
者
名
の
表
記
は
、
後
者
で
「
冨
士
彦
﹂
と
正
さ
れ
た
︒
浅
井
健
二
郎
譯
「
エ
ー

ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ッ
ク
ス
―
蒐
集
家
と
歴
史
家
﹂
浅
井
健
二
郎
編
譯
﹃
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
2　

エ
ッ
セ
イ
の
思
想
﹄︿
ち
く
ま
学
芸
文
庫
﹀
筑
摩
書
房
、

一
九
九
六
年
四
⺼
、p.619

に
該
當
︒

（
2
） 

小
特
輯
と
し
て
、「
研
究
ノ
ー
ト　

改
造
社
研
究
の
現
在
﹂（「
日
本
近
代
文
学
﹂
編

集
委
員
会
﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
第
77
集
、
日
本
近
代
文
学
会
、
二
〇
〇
七
年
十
一
⺼
）︒

（
3
） 

こ
の
「﹃
現
代
日
本
文
学
全
集
﹄
推
薦
文
﹂
が
﹃
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
二
十
四
巻
﹄

「
作
品
索
引
﹂
の
對
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
不
備
の
た
め
だ
ら
う
、
わ
ざ
わ
ざ
「
管
見

に
よ
れ
ば
、
芥
川
新
全
集
に
未
収
録
と
思
わ
れ
る
の
で
、
付
記
す
る
も
の
で
あ
る
﹂

と
し
て
全
文
を
揭
出
し
た
論
文
も
現
れ
た
︒
髙
島
健
一
郎
「
芥
川
龍
之
介
と
円
本

ブ
ー
ム
―
文
学
全
集
に
お
け
る
芥
川
の
価
値
評
価
に
つ
い
て
―
﹂
日
本
文
学
協
会
近
代

部
会
﹃
近
代
文
学
研
究
﹄
第
二
十
號
、
二
〇
〇
三
年
一
⺼
、p.22

註
（
2
）
參
照
︒

（
4
） 

二
〇
〇
八
年
刊
第
二
次
刊
行
版
で
の
差
異
に
就
て
は
、
庄
司
逹
也
氏
の
ご
敎
示
を

受
け
披
見
︒
こ
の
新
版
は
、
既
藏
す
る
圖
書
館
で
買
ひ
直
す
と
こ
ろ
は
少
な
い
か

ら
、
舊
版
だ
け
手
に
し
て
見
落
と
し
や
す
い
︒
岩
波
書
店
が
第
二
次
刊
行
の
た
め

に
二
〇
〇
六
年
十
二
⺼
に
出
し
た
內
容
見
本
に
も
最
終
卷
に
「
補
遺
二
﹂
と
い
ふ

新
本
文
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
は
觸
れ
て
な
く
、
舊
版
と
違
ひ
無
い
と
思
は
さ
れ
て

し
ま
ふ
︒
全
集
に
收
載
さ
れ
な
が
ら
半
ば
埋
も
れ
た
佚
文
が
生
れ
る
わ
け
だ
︒

（
5
） 

詳
し
く
は
、
拙
論
口
頭
發
表
時
の
配
付
資
料
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
一
九
三
〇

年
代
―
杉
山
平
助
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
﹂（
平
成
十
四
年
度
日
本
大
學
國
文
學
會

總
會
硏
究
發
表
、
二
〇
〇
二
年
七
⺼
六
日
）
に
記
し
た
︒︿http://w

w
w

.geocities.
co.jp/C

ollegeLife-Library/1959/G
S/journalism

02.pdf

﹀
に
て
全
文
公
開
中
︒

（
6
） 

関
口
安
義
﹃
特
派
員 

芥
川
龍
之
介
―
中
国
で
な
に
を
視
た
の
か
―
﹄
第
一
章
が
そ

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ぶ
り
を
竝
べ
上
げ
る
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
二
⺼
、

pp.13-20

）︒
菊
地
弘
・
久
保
田
芳
太
郞
・
関
口
安
義
編
﹃
芥
川
龍
之
介
事
典
﹄（
明

治
書
院
、
一
九
八
五
年
十
二
⺼
）
に
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
兼
詩
人
﹂（
関
口
安
義
）「
ジ

ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
﹂（
石
割
透
）の
項
あ
り
、関
口
安
義
編﹃
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
﹄（
翰

林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
十
二
⺼
）
も
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
﹂（
細
川
正
義
）
で
立
項
、
以

上
で
芥
川
に
お
け
る
同
語
の
使
ひ
所
は
お
よ
そ
把
握
で
き
る
︒
但
し
殆
ど
用
例
列

擧
に
留
ま
り
、
こ
の
曖
昧
で
襃
貶
兩
義
を
持
っ
た
言
葉
の
用
法
を
了
解
す
る
に
は

未
だ
し
︒
少
な
く
と
も
「
詩
﹂
と
對
立
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
意
味
合
ひ
を
考
慮
す
る

限
り
「
芥
川
流
の
逆
説
的
自
嘲
で
も
あ
る
﹂（「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ウ
：
後
藤
明
生
氏
に
聞
く  

イ
エ
ス
＝
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
論
、
そ
の
他
﹂
學
燈
社
﹃
國
文
學　
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
一
九
九
六

年
四
⺼
號
「
特
集　

芥
川
龍
之
介
―
小
説
の
読
み
は
ど
う
変
わ
る
か
﹂）
の
に
、
皮
肉
拔

き
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
禮
讚
と
受
け
取
る
か
の
如
き
関
口
著
は
贔
屓
目
に
過
ぎ
よ

う
︒
抑
も
、
新
聞
雜
誌
な
ど
無
い
古
代
の
イ
エ
ス
に
ま
で
「
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ

ズ
ム
﹂
を
認
め
る
の
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
顚
倒
な
の
で
あ
り
、
よ
く
人

心
に
訴
へ
る
と
か
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
た
と
か
時
事
的
と
か
言
ふ
べ
き

所
を
ひ
と
捻
り
し
て
み
せ
た
以
上
の
表
現
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
か
ら

讀
み
直
す
べ
き
だ
︒﹃
支
那
游
記
﹄
か
ら
芥
川
の
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
﹂
の
意
味
を

讀
み
解
い
た
齋
藤
希
史
﹃
漢
文
脈
と
近
代
日
本　
も
う
一
つ
の
こ
と
ば
の
世
界
﹄

（︿
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
﹀
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
七
年
二
⺼
）
第
四
章p.199

以
下

も
參
考
に
な
る
︒

（
7
） 

塩
澤
実
信
﹃
昭
和
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
世
相
史
﹄「
昭
和
初
年
～　

ギ
ャ
ン
ブ
ル
的
〝
円

－　　－

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/1959/GS/journalism02.pdf
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/1959/GS/journalism02.pdf
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本
〟
出
版
界
を
救
う
﹂
第
三
文
明
社
、
一
九
八
八
年
十
⺼
、p.10

↓
改
題
增
補
﹃
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
の
光
と
闇　
仕
掛
け
人
の
ホ
ン
ネ
と
時
代
背
景
﹄「
昭
和
元
年
～
５
年　

ギ
ャ
ン
ブ
ル
的
〝
円
本
〟
出
版
界
を
救
う
﹂
グ
リ
ー
ン
ア
ロ
ー
出
版
社
、

一
九
九
五
年
七
⺼
、p.14

︒
こ
れ
を
承
け
て
さ
ら
に
檢
討
し
た
も
の
が
、
野
村
知

子
「
円
本
に
挿
入
さ
れ
た﹁
月
報
﹂の
実
態
―﹁
改
造
社
文
學
月
報
﹂﹁
世
界
文
學
月
報
﹂

﹁
春
陽
堂
月
報
﹂
を
事
例
に
―
﹂
西
日
本
図
書
館
学
会
﹃
図
書
館
学
﹄N

o.92

、

二
〇
〇
八
年
三
⺼
︒

（
8
） 

柳
田
泉
「
明
治
文
学
研
究
夜
話
﹂、
明
治
文
化
研
究
会
編
﹃
柳
田 

泉
自
傳　
明
治
文

化
研
究 

第
六
集
﹄
広
文
庫
、
一
九
七
二
年
六
⺼
、pp.69-70

↓
﹃
明
治
文
学
研
究
夜

話
﹄︽
リ
キ
エ
ス
タ
︾
の
会
、
二
〇
〇
一
年
四
⺼
、pp.85-86

參
照
︒
細
部
で
木
村

毅
と
齟
齬
あ
り
︒

（
9
） 

水
島
治
男
﹃
改
造
社
の
時
代　
戦
前
編　

恐
慌
よ
り
二
・
二
六
事
件
ま
で
﹄
図
書
出
版

社
、
一
九
七
六
年
五
⺼
、p.17

參
照
︒

（
10
） 

関
忠
果
・
小
林
英
三
郎
・
松
浦
總
三
・
大
悟
法
進
編
著
﹃
雑
誌
﹃
改
造
﹄
の
四
十

年    

付
・
改
造
目
次
總
覧
﹄
光
和
堂
、
一
九
七
七
年
五
⺼
、p.100

參
照
︒

（
11
） 

小
森
陽
一
﹃
日
本
語
の
近
代
﹄
Ⅶ
「
２　

普
通
選
挙
と
円
本
﹂、︿
日
本
の
50
年 

日

本
の

200
年
﹀
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
八
⺼
、p.233

參
照
︒

（
12
） 

木
佐
木
勝
﹃
木
佐
木
日
記　
第
二
巻　

混
迷
の
昭
和
期
︿
大
正
十
五
年
（
昭
和
元
年
）

―
昭
和
二
年
﹀﹄（
現
代
史
出
版
会
、一
九
七
五
年
八
⺼
）
昭
和
二
年
五
⺼
十
四
日
の
項
、

pp.259-260

︒

（
13
） 

別
の
所
で
は
「
高
須
梅
溪
君
も
朙
治
時
代
の
新
聞
社
の
友
逹
で
い
ろ
ん
な
こ
と
に

つ
い
て
奔
走
し
て
も
ら
つ
た
﹂
と
語
る
︒
山
本
實
彥
「
創
刊
の
頃　

改
造
﹂
寶
文
館

﹃
若
草
﹄
一
九
三
五
年
十
⺼
號
↓
飜
刻
、
新
生
社
﹃
本
の
周
辺
﹄
第
14
號
、

一
九
七
九
年
十
一
⺼
（
季
刊
）︒
山
本
が
や
ま
と
新
聞
記
者
だ
っ
た
朙
治
四
十
年
代

か
ら
交
友
が
あ
っ
た
も
の
か
︒

（
14
） ﹃
雑
誌﹃
改
造
﹄の
四
十
年
﹄歬
掲p.56

︒
な
ほ
津
田
亮
一
編﹃
瀧
井
孝
作
書
誌
﹄「
年

譜
／
著
作
年
表
﹂（
中
央
公
論
事
業
出
版
、
一
九
九
四
年
八
⺼
）
の
「
大
正
八
年
﹂
の

項
で
は
「
二
月
、﹃
改
造
﹄
の
記
者
と
な
り
﹂
と
ひ
と
⺼
遲
く
な
っ
て
ゐ
る
︒

（
15
） 

詳
し
く
は
、五
味
渕
典
嗣
「
山
本
実
彦
年
譜
考　
﹃
東
京
毎
日
新
聞
﹄
時
代
を
中
心
に
﹂

大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
﹃
大
妻
国
文
﹄
40
、
二
〇
〇
九
年
三
⺼
、
參
照
︒

（
16
） 

別
に
高
須
は
「
私
の
新
聞
雜
誌
記
者
時
代
㈡
﹂（﹃
新
潮
﹄
一
九
二
七
年
九
⺼
號
）
で
は

一
九
〇
八
年
初
春
か
ら
約
半
年
間
、
社
會
部
長
と
し
て
東
京
每
日
新
聞
に
在
籍
し

た
と
も
︒
一
九
一
五
年
「
客
員
と
し
て
再
度
入
社
﹂（
平
井
法
「
高
須
梅
溪
﹂
昭
和
女

子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
﹃
近
代
文
学
研
究
叢
書　
第
六
十
三
巻
﹄
昭
和
女
子
大
学
近
代

文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
六
⺼
、p.28

）︒
學
藝
部
長
の
在
任
朞
間
が
不
詳
︒

（
17
） 

宇
野
浩
二
﹃
文
學
の
三
十
年
﹄
中
央
公
論
社
、
一
九
四
二
年
八
⺼
、pp.312-313

︒

な
ほ
報
知
新
聞
は
當
時
獨
自
の
略
字
を
用
ゐ
た
が
、
引
用
で
は
正
字
に
し
た
︒

（
18
） 

宇
野
浩
二
は
一
九
二
七
年
初
頭
に
三
册
目
の
感
想
批
評
集
の
刊
行
を
豫
吿
し
た

が
、
同
年
六
⺼
か
ら
の
發
狂
の
所
爲
か
、
實
現
し
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
散
佚
し
た

も
の
か
︒
歿
後
の
﹃
宇
野
浩
二
全
集
﹄
も
大
正
朞
の
評
論
を
「
た
だ
二
篇
の
み
を

採
っ
て
他
は
す
べ
て
省
﹂
く
有
樣
︒
谷
沢
永
一
「
批
評
家
宇
野
浩
二
﹂﹃
標
識
の
あ

る
迷
路　
︿
現
代
日
本
文
学
史
の
側
面
﹀﹄
関
西
大
学
出
版
・
広
報
部
、
一
九
七
五
年

一
⺼
、
參
照
︒

（
19
） 

文
學
史
家
高
須
へ
の
評
な
ら
平
野
謙
と
の
對
談
「
島
村
抱
月
と
平
野
柏
蔭
﹂（
木
村

毅
﹃
座
談
集　

明
治
の
春
秋
﹄
講
談
社
、
一
九
七
九
年
十
一
⺼
、p.190

）
に
見
ゆ
︒

（
20
） 

石
塚
純
一
「
円
本
を
編
集
し
た
人
々
―
改
造
社
版
﹃
現
代
日
本
文
学
全
集
﹄
と
現
代
﹂

日
本
出
版
学
会
﹃
出
版
研
究
﹄
29
（1998

年
度
）、
一
九
九
九
年
三
⺼
、p.34

︒
原

文
は
橫
書
き
な
の
で
句
讀
點
は
「
︐．﹂
だ
が
、「
、︒﹂
に
改
め
た
︒
な
ほ
他
に
高
須

芳
次
郞
が
圓
本
プ
ラ
ン
に
加
は
っ
た
こ
と
を
記
す
の
は
、
小
尾
俊
人
﹃
出
版
と
社

会
﹄
幻
戯
書
房
、
二
〇
〇
七
年
九
⺼
、p.160

︒
拔
書
き
を
膨
ら
ま
せ
た
資
料
集
と

も
評
す
べ
き
こ
の
部
厚
い
本
に
し
て
は
出
所
を
記
し
て
な
い
が
、﹃
雑
誌
﹃
改
造
﹄

の
四
十
年
﹄
を
寫
し
た
だ
け
に
見
え
る
︒
同
じ
く
犬
塚
孝
明
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

山
本
實
彦
―
若
き
日
の
思
想
遍
歴
と
雑
誌﹃
改
造
﹄
―
﹂鹿
児
島
純
心
女
子
大
学
国

際
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
﹃
新
薩
摩
学　
雑
誌
﹃
改
造
﹄
と
そ
の
周
辺
﹄︿
新
薩
摩
学

－　　－
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シ
リ
ー
ズ
5
﹀
南
方
新
社
、
二
〇
〇
七
年
十
⺼
、p.57

↓
改
造
社
関
係
資
料
研
究

会
編
﹃
光
芒
の
大
正　
川
内
ま
ご
こ
ろ

文
学
館
蔵
山
本
實
彦
関
係
書
簡
集
﹄「
解
題
﹂（
目
次
で
は
「
解

説
﹂）
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
二
⺼
、p.258

も
、
名
を
出
す
の
み
︒

（
21
） 

青
山
毅
編
﹃
昭
和
期
文
学
・
思
想
文
献
資
料
集
成 

第
3
輯　

春
陽
堂
月
報
﹄
五
月
書

房
、
一
九
八
九
年
十
二
⺼
、
參
照
︒
谷
沢
永
一
﹃
日
本
近
代
書
誌
学
細
見
﹄（
和
泉

書
院
、
二
〇
〇
三
年
十
一
⺼
、p.26

）
で
、﹃
春
陽
堂
⺼
報
﹄
に
は
「
高
須
芳
次
郎
が

﹁
明
治
大
正
小
説
発
達
史
﹂
を
二
十
五
回
連
載
﹂
と
す
る
の
は
一
回
見
落
と
し
た
數

へ
違
ひ
だ
ら
う
︒
仝
⺼
報
第
三
十
一
號
（
一
九
二
九
年
十
二
⺼
）「
朙
治
大
正
小
說

發
逹
史
（
二
五
）﹂
の
後
、
間
を
置
い
て
第
三
十
八
號
（
一
九
三
〇
年
七
⺼
）
に
「
朙

治
大
正
小
說
發
逹
史
（
承
歬
）﹂
が
載
り
、
こ
れ
に
て
打
止
め
、
連
載
當
初
の
「
本

誌
上
で
四
十
回
餘
に
亙
つ
て
﹇
︙
︙
﹈
書
く
こ
と
ゝ
と
し
た
﹂（
第
二
號
）
と
い
ふ
抱

負
か
ら
す
る
と
未
完
了
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

（
22
） 

牧
野
武
夫
﹃
雲
か
山
か　
雑
誌
出
版
う
ら
ば
な
し
﹄「
歴
史
の
一
こ
ま
―
中
央
公
論

回
顧
録
―
﹂
中
「
三
二　

金
文
会
―
金
文
社
の
こ
と
﹂
学
風
書
院
、
一
九
五
六
年

十
一
⺼
↓
﹃
雲
か
山
か　
出
版
う
ら
ば
な
し
﹄︿
中
公
文
庫
﹀
中
央
公
論
社
、

一
九
七
六
年
八
⺼
、p.154

︒
こ
の
講
演
旅
行
の
日
程
と
詳
細
に
つ
い
て
は
、
庄
司

達
也
「
九
州
地
方
に
於
け
る
﹃
現
代
日
本
文
学
全
集
﹄
宣
伝
講
演
会
に
つ
い
て
﹂
硏

究
代
表
者
庄
司
達
也
﹃
出
版
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
︿
大
衆
﹀
の
獲
得
―1920

年
代
の

改
造
社
の
戦
略
と
文
学
・
映
像
・
ア
ジ
ア
﹄
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研

究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
七
年
三
⺼
、p.25

以
下
參
照
︒

（
23
） 

木
村
毅
﹃
私
の
文
學
回
顧
録
﹄︿
青
蛙
選
書
﹀
青
蛙
房
、
一
九
七
九
年
九
⺼
、p.365
︒

な
ほ
春
陽
堂
版
﹃
朙
治
大
正
文
學
全
集
﹄
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
島
源
四
郎
「
出

版
小
僧
思
い
出
話
（
2
）　

円
本
全
集
の
こ
ろ
﹂（
日
本
古
書
通
信
社
﹃
日
本
古
書
通
信
﹄

一
九
八
四
年
八
⺼
號
）
に
よ
れ
ば
品
目
案
を
作
っ
て
本
間
久
雄
に
見
て
貰
っ
た
由
、

木
村
で
は
な
い
︒

（
24
） 

平
井
法「
高
須
梅
溪
﹂（
歬
揭﹃
近
代
文
学
研
究
叢
書　
第
六
十
三
巻
﹄）の「
著
作
年
表
﹂

に
據
れ
ば
、
高
須
は
「
全
集
も
の
の
続
刊
﹂
と
題
す
る
一
篇
を
﹃
日
本
﹄
一
九
二
七

年
三
⺼
五
～
六
日
に
發
表
︒
時
朞
か
ら
し
て
圓
本
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
述
べ
た
と
覺

し
い
が
、
揭
載
紙
が
所
在
不
朙
︒
の
ち
、
若
宮
卯
之
助
ら
が
執
筆
す
る
同
名
紙
が

日
本
新
聞
社
か
ら
每
週
土
曜
日
發
行
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
高
須
主
宰
の
﹃
民
族
精

神
﹄
一
九
三
八
年
四
⺼
號
（
新
東
方
協
會
編
輯
、
東
方
文
學
社
發
行
）
の
歬
附
け
廣
吿

に
よ
っ
て
知
れ
る
が
、
日
刊
か
ら
週
刊
に
變
㪅
し
た
後
身
か
︒

（
25
）
こ
の
卷
の
改
編
に
つ
い
て
特
に
註
目
し
て
紅
野
謙
介
「
検
閲
・
出
版
法
・
文
学
全

集
―
中
里
介
山
「
夢
殿
﹂
削
除
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
﹂（
紅
野
敏
郎
・
日
高
昭
二
編
﹃
山

本
実
彦
旧
蔵
・
川
内
ま
ご
こ
ろ
文
学
館
所
蔵　
「
改
造
﹂
直
筆
原
稿
の
研
究
﹄
雄
松
堂
出
版
、

二
〇
〇
七
年
十
⺼
、p.80

）
が
書
い
て
ゐ
る
が
、
少
々
誤
謬
を
含
む
︒

　

さ
て
、
増
補
を
し
、
追
加
の
巻
数
を
ふ
や
し
た
改
造
社
の
﹃
現
代
日
本
文

学
全
集
﹄
は
、
当
初
の
三
十
三
巻
本
の
構
成
案
に
は
な
か
っ
た
名
前
を
加
え

て
い
く
︒「
新
聞
人
文
学
集
﹂
と
し
て
編
ま
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
巻
は
、
第

五
十
一
巻
「
新
聞
文
学
集
﹂（
一
九
三
一
年
五
月
）
と
な
る
︒
そ
こ
に
は
当
初

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
以
外
に
新
た
に
犬
養
毅
、
西
園
寺
公
望
、
原
敬
な

ど
が
並
ん
で
い
る
︒
彼
ら
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
総
理
大
臣
や
閣
僚

経
験
者
で
あ
っ
た
︒
い
っ
た
い
ど
の
時
点
で
彼
ら
の
名
が
加
わ
っ
た
か
は
ま

だ
判
然
と
し
な
い
︒
少
な
く
と
も
、
一
九
二
六
、二
七
年
段
階
で
は
な
か
っ

た
が
、
三
一
年
に
は
配
列
さ
れ
て
い
た
︒
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
社
会
主
義
者

﹇﹃
社
會
文
學
集
﹄收
錄
の
幸
德
秋
水
を
指
す
﹈と
総
理
大
臣
経
験
者
を
並
べ
る
こ

と
︒
全
集
に
あ
ら
わ
れ
た
︿
文
学
の
国
民
化
﹀
は
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
サ
イ

ク
ル
を
完
了
す
る
︒

 
 

 

ま
づ
「﹁
新
聞
人
文
学
集
﹂
と
し
て
編
ま
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
﹂
と
い
ふ
事
實
は
見

當
ら
な
い
の
で
﹃
朙
治
文
學
全
集
﹄
の
そ
れ
と
混
同
し
た
か
と
も
思
は
れ
る
が
、

こ
の
一
句
は
右
論
文
を
元
と
す
る
紅
野
謙
介
﹃
検
閲
と
文
学　
１
９
２
０
年
代
の
攻

防
﹄（︿
河
出
ブ
ッ
ク
ス
﹀河
出
書
房
新
社
、二
〇
〇
九
年
十
⺼
、p.200

）で
は
削
ら
れ
た
︒

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
当
初
の
三
十
三
巻
本
﹂
と
い
ふ
の
も
、
紅
野
自
身
「
全

三
十
七
巻
の
巻
立
て
﹂（p.74

）
と
正
し
く
記
述
し
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、﹃
検
閲

－　　－
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と
文
学
﹄
で
も
誤
っ
た
ま
ま
訂
正
さ
れ
て
な
い
︒
抑
も
、
政
治
家
が
追
加
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
あ
り
げ
に
指
摘
す
る
の
も
附
會
の
深
讀
み
で
は
な
い
の
か
︒
朙
言
こ

そ
せ
ね
ど
、
こ
れ
で
は
檢
閱
に
苦
し
む
改
造
社
が
當
局
の
鼻
息
を
う
か
が
っ
て

阿
っ
た
と
仄
め
か
す
如
く
に
も
讀
め
る
︒
だ
が
官
邊
へ
の
刺
戟
を
避
け
る
つ
も
り

な
ら
同
じ
く
﹃
新
聞
文
學
集
﹄
で
新
規
追
加
の
大
庭
柯
公
篇
に
「
レ
ー
ニ
ン
﹂
の
一

篇
を
入
れ
る
や
う
な
こ
と
は
す
ま
い
し
、
か
と
い
っ
て
兩
論
倂
記
と
い
ふ
程
の
定

見
が
編
輯
方
針
に
あ
っ
た
と
も
、
そ
こ
に
國
民
化
と
呼
ぶ
程
の
政
治
的
效
果
が

あ
っ
た
と
も
、
思
へ
な
い
︒
偶
然
の
竝
行
現
象
に
「
必
然
の
糸
﹂（p.64

）
を
視
た

が
る
の
は
、
歷
史
を
物
語
化
す
る
誘
惑
に
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
か
︒

（
26
） 

海
老
原
惇
編
の
年
譜「
山
本
龜
城
﹂（
木
村
毅
編﹃
朙
治
文
學
全
集 

92　

朙
治
人
物
論
集
﹄

筑
擵
書
房
、
一
九
七
〇
年
五
⺼
）
に
は
、
龜
城
こ
と
山
本
實
彥
の
兄
弟
の
系
圖
を
揭

げ
、
三
生
は
實
彥
・
重
彥
に
次
ぎ
「
朙
治
二
十
六
年
三
⺼
十
八
日
生
﹂︒
ま
た
改

造
社
社
員
だ
っ
た
高
杉
一
郞
こ
と
小
川
五
郞
は
「
支
配
人
の
山
本
三
生
﹂（
太
田
哲

男
﹃
若
き
高
杉
一
郎
―
改
造
社
の
時
代
﹄
未
來
社
、
二
〇
〇
八
年
六
⺼
、p.125

）
と
語
っ

て
ゐ
て
、
こ
れ
は
﹃
文
藝
﹄
編
輯
部
に
在
籍
し
た
一
九
三
四
年
以
後
の
こ
と
だ
か

ら
、そ
れ
ま
で
支
配
人
だ
っ
た
重
彥
に
三
生
が
代
っ
た
ら
し
い
︒
山
本
重
彥
は「
昭

和
八
年
東
洋
出
版
社
創
立
﹂（
濵
﨑
望
「
総
合
雑
誌
﹃
改
造
﹄
の
自
己
意
識
﹂
歬
揭
﹃
新

薩
摩
学　
雑
誌
﹃
改
造
﹄
と
そ
の
周
辺
﹄pp.117-118

）︒
こ
れ
ら
極
短
い
言
及
以
外
に
は

山
本
三
生
に
就
て
の
文
獻
が
見
つ
か
ら
な
い
︒
い
か
に
ワ
ン
マ
ン
社
長
の
同
族
會

社
に
せ
よ
、
實
彥
社
長
ば
か
り
に
記
述
が
集
中
し
て
社
の
幹
部
に
筆
を
割
く
餘
裕

も
無
い
の
は
偏
っ
て
ゐ
よ
う
︒
な
ほ
、
他
の
第
三
十
八・
三
十
九・
二
十
八・
一
・

六
十
二
・
六
十
一
・
五
十
五
・
五
十
二
・
五
十
七
篇
（
刊
行
順
）
も
同
樣
に
奧
附
に
編

纂
者
を
山
本
三
生
と
す
る
が
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
卷
だ
け
「
著
者
代
表
﹂「
著
作
者
代

表
﹂
で
な
く
編
纂
者
名
を
記
し
た
の
か
不
朙
︒

（
27
） 

石
塚
純
一
「
円
本
を
編
集
し
た
人
々
﹂
歬
揭p.35

參
照
︒

（
28
） 

吉
田
精
一
編
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集　

別
卷
2　

現
代
日
本
文
學
年
表
﹄「
主
要
近
代

文
學
全
集
一
覽
﹂
筑
摩
書
房
、
一
九
五
八
年
九
⺼
、p.405

參
照
︒

（
29
） 

髙
島
健
一
郎
「
芥
川
龍
之
介
と
円
本
ブ
ー
ム
﹂
歬
揭p.23

註
（
15
）
參
照
︒

（
30
） 

小
森
陽
一
「
起
源
の
言
説
―
日
本
近
代
文
学
研
究
と
い
う
装
置
﹂
栗
原
彬
・
小
森
陽

一
・
佐
藤
学
・
吉
見
俊
哉
﹃
内
破
す
る
知　
身
体
・
言
葉
・
権
力
を
編
み
な
お
す
﹄

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
四
⺼
、p.164

︒
木
村
毅
・
柳
田
泉
へ
の
言
及
は

pp.135

・157-161

︒

（
31
） 

小
森
陽
一「﹁
歴
史
社
会
学
派
﹂に
関
す
る
、歴
史
社
会
学
的
覚
え
書
﹂「
社
会
文
学
﹂

編
集
委
員
会
編
﹃
社
会
文
学
﹄
第
七
號
「
特
集　

近
代
文
学
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
﹂

日
本
社
会
文
学
会
、
一
九
九
三
年
七
⺼
、pp.47-48

︒
な
ほ
、「
非
政
治
的
身
振
り

を
す
る
こ
と
に
よ
る
政
治
性
の
発
揮
﹂（p.51

）
を
衝
く
小
森
の
論
法
は
政
治
的
人

間
に
は
よ
く
あ
る
物
言
ひ
で
、
そ
れ
を
言
ひ
募
る
と
非
政
治
性
な
ど
あ
り
得
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
ふ
が
、
た
と
ひ
全
て
は
何
か
し
ら
政
治
的
で
あ
る
と
し
た
所

で
强
度
差
は
あ
り
、
露
骨
に
强
い
政
治
性
と
無
視
で
き
る
微
弱
な
政
治
性
と
の
區

別
を
認
め
な
け
れ
ば
、
何
か
を
政
治
的
と
呼
ぶ
こ
と
さ
へ
無
意
味
に
な
る
筈
だ
︒

デ
ィ
テ
ー
ル
の
歷
史
に
鈍
感
な
の
は
、
餘
り
に
「
政
治
的
﹂
な
所
爲
で
は
な
い
か
︒

（
32
） 「
新
聞
調
﹂
は
「
所
謂
新
聞
紙
的
な
る
何
物
か
﹂、Journalisticism

を
指
す
造
語
︒

藤
原
勘
治﹃
新
聞
紙
と
社
會
文
化
の
建
設
﹄下
出
書
店
、一
九
二
三
年
七
⺼
、p.186

︒

（
33
） 

長
谷
川
萬
次
郞
「
客
觀
的
事
實
と
歷
史
・
新
聞
・
藝
術
（
續
）﹂
我
等
社
﹃
批
判
﹄

一
九
三
三
年
五
⺼
號
↓
﹃
長
谷
川
如
是
閑
選
集　

第
四
巻
﹄
栗
田
出
版
会
、

一
九
七
〇
年
三
⺼
、p.213

該
當
︒

（
34
） 

小
坂
部
元
秀
「
新
聞
文
学
﹂
至
文
堂
﹃
國
文
學　

解
釋
と
鑑
賞
﹄
一
九
六
七
年
十
一

⺼
號
「
特
集　

文
学
史
に
な
い
文
学
史
﹂p.96

參
照
︒

（
35
） 

石
塚
純
一「
円
本
を
編
集
し
た
人
々
﹂歬
揭p.35

︒
但
し
そ
こ
に
附
し
た「
注12

）﹂

で
出
典
の
﹃
新
聞
文
學
集
﹄
に
つ
き
刊
年
を
な
ぜ
か
「
昭
和
3
年
1
月
﹂
と
誤
記
す

る
が
、
昭
和
六
年
五
⺼
二
十
日
發
行
が
正
し
い
︒

（
36
） 
例
へ
ば
分
量
か
ら
見
る
と
、﹃
新
聞
文
學
集
﹄
は
總
計
六
百
餘
ペ
ー
ジ
の
う
ち
福

本
日
南
﹃
元
祿
快
擧
錄
﹄
上
篇
・
中
篇
・
下
篇
が
過
半
を
占
め
て
均
衡
を
失
し
て

ゐ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
挾
み
込
み
の
﹃
改
造
社
文
學
⺼
報
﹄
第
五
十
二
號
及
び

－　　－
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第
五
十
三
號
の
「
編
輯
室
よ
り
﹂
で
も
全
部
收
錄
と
特
記
し
て
ゐ
て
、
營
業
上
、

讀
者
か
ら
の
要
望
に
應
へ
た
結
果
ら
し
い
︒
青
山
毅
編
﹃
昭
和
期
文
学
・
思
想
文
献

資
料
集
成 

第
5
輯　

改
造
社
文
学
月
報
﹄五
月
書
房
、
一
九
九
〇
年
六
⺼
、pp.547

・

 
 

 551

參
照
︒
日
南
一
個
に
と
っ
て
代
表
作
と
は
い
へ
﹃
元
祿
快
擧
錄
﹄
は
史
論
史

傳
の
部
類
に
屬
し
、
新
聞
文
學
と
い
ふ
基
準
で
撰
す
る
な
ら
日
南
に
は
他
に
も
っ

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
文
章
が
あ
ら
う
︒

（
37
） 

佐
藤
健
二
「﹁
新
聞
文
学
﹂
と
﹁
戦
争
文
学
﹂﹂﹃
國
文
學　
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄

二
〇
〇
六
年
五
⺼
號
「
戦
争
と
文
学　
20
Ｃ
の
現
実
か
ら
21
Ｃ
へ
﹂︒

（
38
） 「
明
治
大
正
の
新
聞
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
報
道
主
義
的
な
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、

も
う
す
こ
し
射
程
の
長
い
論
評
を
ふ
く
む
文
化
記
録
で
あ
っ
た
﹂（
佐
藤
健
二
﹃
歴

史
社
会
学
の
作
法　
戦
後
社
会
科
学
批
判
﹄︿
現
代
社
会
学
選
書
﹀
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一

年
八
⺼
、p.130

）︒
新
聞
機
能
の
二
分
法
は
よ
く
あ
る
が
、
報
衜
に
對
す
る
も
う
一

方
の
呼
穪
が
や
や
不
定
だ
︒「
論
說
﹂
と
言
ふ
と
嚴
め
し
い
社
說
ば
か
り
想
起
さ

れ
よ
う
が
解
說
記
事
や
學
藝
欄
の
讀
み
物
を
も
含
ま
せ
る
︒
長
谷
川
如
是
閑
﹃
新

聞
文
學
﹄
の
分
け
方
は
「
評
論
・
報
衜
・
文
藝
﹂
だ
っ
た
が
、
評
論
が
本
質
だ
と

言
ふ
︒
戶
坂
潤
は
三
木
淸
編
﹃
現
代
哲
學
辭
典
﹄「
新
聞
﹂
の
項
（
日
本
評
論
社
、

一
九
三
六
年
九
⺼
）
で
「
新
聞
現
象
は
內
容
的
に
報
衜
（N

achrichten

）
と
文
叢

（Literatur

）と
に
分
類
さ
れ
る
（
Ｅ
・
シ
ュ
タ
イ
ニ
ッ
ツ
ア
）﹂
と
し
、
後
者
を
㪅

に
論
說
・
評
論
・
文
藝
に
三
分
し
つ
つ
「
文
叢
を
廣
く
批
評
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
來

る
﹂
と
言
ひ
換
へ
た
︒
畢
竟
、
政
論
新
聞
か
ら
報
衜
中
心
の
新
聞
へ
と
い
ふ
歷
史

的
經
緯
に
從
っ
て
、
主
機
能
と
な
っ
た
事
實
報
知
以
外
の
殘
餘
が
一
緖
く
た
に
綜

括
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
曖
昧
な
雜
種
性
が
「
新
聞
文
學
﹂
槪
念
に
も
及
ん
で

ゐ
る
︒

（
39
） 

千
葉
龜
雄
「
新
聞
と
文
章
衜
（
上
）
―
新
聞
學
新
講
（
第
八
回
）
―
﹂
新
潮
社
﹃
文
章

俱
樂
部
﹄
一
九
二
四
年
十
⺼
號
、pp.38-41

（
卷
頭
目
次
に
載
っ
て
な
い
）
↓
「
新
聞

と
文
章
衜
﹂﹃
新
聞
講
座
﹄
金
星
堂
、
一
九
二
五
年
五
⺼
↓
﹃
新
聞
十
六
講
﹄
金
星

堂
、
一
九
三
三
年
四
⺼
︒
他
に
も
、
千
葉
は
同
趣
旨
で
「
時
文
﹂
に
觸
れ
る
︒「
大

正
文
壇
と
文
章
㈠
﹂
文
藝
時
報
社
﹃
文
藝
時
報
﹄
第
二
十
六
號
、
一
九
二
七
年
二

⺼
十
日
（
中
絕
、
㈡
以
下
連
載
さ
れ
ず
）︒「
現
代
文
章
の
特
質
﹂
歬
本
一
男
編
輯
﹃
日

本
現
代
文
章
講
座　
第
三
卷 

組
織
篇
﹄
厚
生
閣
、
一
九
三
四
年
四
⺼
↓
﹃
千
葉
亀

雄
著
作
集　
第
一
巻　

評
論
Ｉ
﹄
ゆ
ま
に
書
房
、一
九
九
一
年
十
二
⺼
︒
な
ほ
、「
私

は
、
𨻶
が
あ
っ
た
ら
、﹁
日
本
文
學
史
﹂
を
書
い
て
見
た
い
と
思
ふ
ほ
ど
、
そ
れ

ほ
ど
日
本
文
章
の
變
迁
に
心
を
惹
か
れ
る
﹂（「
新
聞
と
文
章
衜
﹂）
と
ま
で
言
ふ
千

葉
と
高
須
と
の
間
に
は
影
响
關
係
も
想
像
さ
れ
よ
う
が
、
朙
證
無
し
︒
高
須
芳
次

郞
「
文
壇
囘
顧
錄
⑵
﹂（﹃
文
章
俱
樂
部
﹄
一
九
二
四
年
五
⺼
號
）
に
「
私
と
千
葉
龜
雄

氏
﹂
の
節
が
あ
り
、﹃
國
民
新
聞
﹄
編
輯
局
で
同
僚
だ
っ
た
こ
と
を
追
想
し
た
あ
と

「
氏
一
個
の
上
に
文
壇
に
於
け
る
文
章
變
迁
史
を
讀
む
こ
と
が
出
來
た
﹂
と
記
す

の
が
暗
示
的
で
は
あ
る
が
︒﹃
日
本
文
學
大
辭
典
﹄
七
卷
本
（
新
潮
社
、
一
九
三
六

年
四
⺼
～
三
七
年
二
⺼
）
中
、「
島
田
沼
南
﹂「
は
や
り
唄
﹂「
文
學
そ
の
折
々
﹂「
松

井
柏
軒
﹂
の
四
項
が
高
須
・
千
葉
の
連
名
執
筆
で
あ
る
︒

（
40
） 

歬
揭﹃
丸
善
外
史
﹄pp.262-263

よ
り
︒
文
中
の「
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
﹂

に
つ
い
て
はp.255

以
下
、
ま
た
歬
揭
﹃
私
の
文
學
回
顧
録
﹄pp.245-246

・272-
274

・357

以
下
も
見
よ
︒
從
來
、
圓
本
は
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
に
倣
っ

た
と
い
ふ
木
村
の
言
が
引
か
れ
る
だ
け
で
、
兩
者
の
比
較
檢
討
に
進
ま
な
い
の
は

不
審
︒The H

arvard C
lassics

に
は
諸
版
出
入
り
あ
っ
て
、
特
に
木
村
毅
の
購

入
し
た
も
の
は
國
內
に
二
十
部
し
か
入
ら
な
か
っ
た
由
だ
か
ら
正
確
な
實
物
對
照

は
困
難
だ
が
、
お
よ
そ
の
書
目
を
見
る
だ
け
で
も
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス

が
古
典
名
著
選
集
で
あ
っ
て
近
代
「
文
學
﹂
全
集
で
な
い
こ
と
は
朙
ら
か
―
自

然
・
社
會
科
學
書
ま
で
含
む
そ
の
構
成
は
圓
本
類
で
言
っ
た
ら
﹃
萬
有
文
庫
﹄（
萬

有
文
庫
刊
行
會
・
潮
文
閣
、一
九
二
六
年
十
⺼
～
二
八
年
？
）が
近
い
―
︒
と
な
れ
ば
、

ハ
ー
バ
ー
ド
古
典
叢
書
の
影
响
で
「
文
學
﹂
を
廣
義
に
取
っ
た
と
い
ふ
よ
り
元
か

ら
廣
義
の
文
學
槪
念
に
合
せ
て
そ
れ
を
受
容
し
て
ゐ
た
疑
ひ
が
あ
る
︒

（
41
） 
瀬
沼
茂
樹
﹃
本
の
百
年
史
―
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
の
今
昔
―
﹄「
九　

円
本
合
戦
﹂
出
版

ニ
ュ
ー
ス
社
、
一
九
六
五
年
九
⺼
、pp.176-177

參
照
︒

－　　－
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（
42
） 
鈴
木
貞
美
﹃
日
本
の
﹁
文
学
﹂
概
念
﹄
Ⅶ
―
2
「
ⅱ ﹁
硬
文
学
﹂﹁
軟
文
学
﹂
論
争
﹂
作

品
社
、
一
九
九
九
年
三
⺼
第
二
版
、p.227

以
下
參
照
︒
硬
文
學
と
い
ふ
呼
穪
に

對
し
て
は
一
八
九
二
年
十
⺼
に
三
叉 

竹
越
與
三
郞
が
提
唱
し
た
當
時
か
ら
異
論

が
出
て
ゐ
た
︒な
ほ
同
書
に
つ
い
て
著
者
は「
作
品
社
、一
九
九
九
、誤
植
訂
正
版
、

二
〇
〇
〇
﹂（
鈴
木
貞
美
「
北
村
透
谷
の
﹁
文
学
﹂
観
﹂
北
村
透
谷
研
究
会
編
﹃
北
村
透
谷

と
は
何
か
﹄
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
六
⺼
、p.109

）
と
記
す
が
、
初
版
は
一
九
九
八

年
十
⺼
で
あ
り
、
誤
植
訂
正
版
は
未
見
︒
ま
た
鈴
木
へ
の
批
判
を
「
補
注
﹂
に
含

む
永
渕
朋
枝
﹃
北
村
透
谷　
「
文
学
﹂・
恋
愛
・
キ
リ
ス
ト
教
﹄
第
二
部
「
第
五
章　

透
谷
は
﹁
軟
文
学
﹂
を
代
弁
し
た
の
か
﹂
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
年
八
⺼
も
參
照
︒

（
43
） 

木
村
毅
「
新
聞
と
文
学
―
徳
富
蘇
峰
論 

明
治
大
正
文
学
夜
話
︿
第
十
七
回
﹀﹂﹃
國
文

學　

解
釋
と
鑑
賞
﹄一
九
六
六
年
五
⺼
號
↓﹃
明
治
文
学
夜
話　

近
代
精
神
と
文
壇
﹄

「
第
十
七
話　

新
聞
と
文
学
―
徳
富
蘇
峰
論
﹂︿
至
文
堂
選
書
﹀
至
文
堂
、

一
九
七
五
年
十
一
⺼
、pp.61

.72

參
照
︒
同
書p.23

で
﹃
幸
田
露
伴
集
﹄
收
載
目

錄
を
作
っ
た
と
も
語
る
︒

（
44
） 

青
山
毅
編
﹃
昭
和
期
文
学
・
思
想
文
献
資
料
集
成 

第
５
輯　

改
造
社
文
学
月
報
﹄
歬

揭pp.547-548

參
照
︒

（
45
）
高
須
梅
溪
﹃
近
代
文
藝
史
論
﹄︿
近
代
史
論
叢
書
﹀
日
本
評
論
社
出
版
部
、
一
九
二
一

年
五
⺼
↓
複
刻
、
平
岡
敏
夫
監
修
︿
明
治
大
正
文
学
史
集
成
7
﹀
日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
、
一
九
八
二
年
十
一
⺼
、pp.171

・174

︒
同
書
の
改
題
增
補
で
あ
る
高
須

芳
次
郞
﹃
朙
治
文
學
史
論
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
四
年
十
⺼
）
で
は
同
じ
く
第
二

朞
第
三
章pp.118

・119

に
該
當
︒
な
ほ
、﹃
近
代
文
藝
史
論
﹄
は
卷
頭
「
本
書
の

內
容
に
就
て
﹂
で
下
卷
執
筆
中
と
述
べ
、﹃
讀
賣
新
聞
﹄
一
九
二
一
年
八
⺼
二
十
四

日
︿
文
藝
﹀
面
︿
批
評
と
紹
介
﹀
欄
で
も
「
別
卷
で
刊
行
の
筈
﹂
と
報
じ
た
が
、
本

體
で
は
背
文
字
・
扉
・
奧
附
み
な
上
卷
と
い
ふ
標
記
無
く
、
尾
題
（p.508

）
に
の

み
「（
上
卷
畢
）﹂
と
あ
る
が
私
藏
の
も
の
は
「
上
卷
﹂
二
字
が
黑
く
塗
抹
さ
れ
て
ゐ

る
︒
こ
れ
ま
た
未
完
で
中
絕
し
た
構
想
で
あ
っ
た
︒

（
46
） 

高
須
芳
次
郞
「
朙
治
文
壇
印
象
記
﹂﹃
改
造
﹄
一
九
二
六
年
十
二
⺼
號p.37

︒
歬
號

「
編
輯
後
記
﹂
で
﹃
現
代
日
本
文
學
全
集
﹄
の
計
畫
を
公
に
し
た
際
、「﹁
改
造
﹂

十
二
⺼
號
は
﹁
朙
治
文
學
硏
究
﹂
號
と
す
る
﹂
と
豫
吿
し
て
ゐ
た
︒
な
ほ
別
に
、

新
聞
文
學
の
名
の
下
に
澁
川
を
扱
っ
た
も
の
に
、
蒲
池
正
紀
「
渋
川
玄
耳
伝　
忘

れ
ら
れ
た
あ
る
新
聞
文
学
者
の
系
譜
﹂
熊
本
短
期
大
学
﹃
熊
本
短
大
論
集
﹄
第
42
號

「
熊
本
短
期
大
学
開
学
20
周
年
記
念
論
文
集
﹂
一
九
七
一
年
三
⺼
、
が
あ
る
︒

（
47
） 

以
下
な
ど
參
照
︒
谷
沢
永
一
「
明
治
三
十
年
前
後
文
学
状
況
の
背
景
﹂﹃
近
代
日
本

文
学
史
の
構
想
﹄
晶
文
社
、
一
九
六
四
年
十
一
⺼
︒
日
本
近
代
文
学
会
編
集
﹃
日

本
近
代
文
学
﹄
第
18
集
「
特
集　

転
換
期
の
文
学
―
明
治
三
十
年
前
後
―
﹂
三
省

堂
、
一
九
七
三
年
五
⺼
︒
岩
波
書
店
﹃
文
学
﹄
一
九
八
六
年
八
⺼
號
特
輯
「
明
治

三
十
年
代
の
文
学
﹂︒
森
英
一
﹃
明
治
三
十
年
代
文
学
の
研
究
﹄
桜
楓
社
、

一
九
八
八
年
十
二
⺼
︒
高
橋
修
「
は
じ
め
に
﹂
小
森
陽
一
・
紅
野
謙
介
・
高
橋
修

編
﹃
メ
デ
ィ
ア
・
表
象
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
明
治
三
十
年
代
の
文
化
研
究
﹄
小
沢

書
店
、
一
九
九
七
年
五
⺼
︒

（
48
） 

川
副
國
基
「
明
治
文
学
研
究
史
の
展
望
﹂﹃
國
文
學　
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
一
九
六

 
 

 

一
年
十
⺼
號
「
特
集　

近
代
日
本
文
学
研
究
史
―
研
究
法
と
研
究
者
―
﹂p.17

︒

（
49
） 

三
好
行
雄
編
「
近
代
文
学
﹂
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
監
修
﹃
講
座
日
本
文
学　

別
巻　
日
本
文
学
研
究
書
目
解
題
﹄
三
省
堂
、
一
九
七
一
年
九
⺼
、p.305

參
照
︒

（
50
） 

高
須
芳
次
郞
「
文
壇
囘
顧
錄
⑴
﹂﹃
文
章
俱
樂
部
﹄
一
九
二
四
年
四
⺼
號
、p.74

︒

史
論
・
史
學
へ
の
傾
き
は
「
文
學
的
事
業
と
し
て
の
歷
史
改
造　
（
友
人
Ｓ
君
に
與

ふ
）﹂（
早
稻
田
文
學
社
﹃
早
稻
田
文
學
﹄
一
九
二
二
年
十
一
⺼
號
）
に
も
目
立
っ
た
︒

（
51
） 「﹃
大
隈
侯
八
十
五
年
史
﹄
評
﹂﹃
東
方
之
星
﹄
春
季
號
（
季
刊
）、
一
九
二
七
年
五
⺼
、

參
照
︒
巿
島
春
城
・
坪
谷
善
四
郞
・
太
田
正
孝
・
馬
場
恒
吾
・
德
富
蘇
峰
の
書
評

集
︒

（
52
） 
関
井
光
男
「
日
本
近
代
文
学
研
究
の
起
源
―
明
治
文
化
研
究
会
と
円
本
―
﹂
日
本

文
学
協
会
編
﹃
日
本
文
学
﹄
一
九
九
四
年
三
⺼
號
「
特
集
・
日
本
文
学
協
会
第
48

回
大
会
報
告　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム﹁
文
学
と
は
ど
う
い
う
文
化
か
﹂﹂︒

（
53
） 

小
森
陽
一
「
起
源
の
言
説
―
日
本
近
代
文
学
研
究
と
い
う
装
置
﹂
歬
揭p.162

︒

－　　－
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（
54
） 
高
須
芳
次
郞「
現
代
文
學
の
硏
究
發
表
に
臨
ん
で
﹂﹃
東
方
之
星
﹄晚
秋
初
冬
號（
季

刊
）、一
九
二
九
年
十
一
⺼
、pp.8-9

參
照
︒
同
號
揭
載
の
現
代
文
學
硏
究
論
文
は
、

宮
本
隆
運
「
今
戶
心
中
の
作
者
﹂、
渡
邊
竹
二
郞
「
石
川
啄
木
の
社
會
觀
﹂
の
二
篇
︒

（
55
） 

紅
野
敏
郎
「﹁
世
紀
文
学
﹂
―
青
柳
優
・
渡
辺
竹
二
郎
・
和
田
佐
久
治
ら
―
﹂﹃
雑
誌
探

索
﹄
朝
日
書
林
、
一
九
九
二
年
十
一
⺼
、p.38

︒

（
56
） 

谷
沢
永
一
「
明
治
文
芸
思
潮
研
究
の
展
望
﹂﹃
明
治
期
の
文
芸
評
論
﹄︿
近
代
文
学

研
究
双
書
﹀
八
木
書
店
、
一
九
七
一
年
五
⺼
、p.340

︒

（
57
） 

今
井
卓
爾
「
国
文
学
会
の
創
立
―﹁
国
文
学
研
究
﹂
創
刊
ま
で
―
﹂（
早
稲
田
大
学
国

文
学
会
﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
百
集
、
一
九
九
〇
年
三
⺼
）
に
據
れ
ば
、
早
稻
田
大
學
國

文
學
會
の
創
立
が
一
九
二
九
年
春
以
夅
と
推
測
さ
れ
、
第
二
學
院
で
國
文
學
硏
究

會
の
出
來
た
の
が
同
年
六
⺼
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
高
須
芳
次
郞
ら
が
參
集
し
た
現

代
日
本
文
學
硏
究
會
は
そ
れ
ら
の
動
き
に
も
先
驅
け
て
ゐ
た
︒
こ
れ
は
早
稻
田
大

學
史
の
方
の
問
題
に
な
る
︒

（
58
） 

評
論
隨
筆
家
協
會
編﹃
昭
和
三
年　

評
論
隨
筆
家
名
鑑
﹄評
論
隨
筆
家
協
會
、
一
九
二

 
 

 

八
年
四
⺼
、
卷
頭
參
照
︒
ま
た
﹃
文
藝
時
報
﹄
第
二
十
二
號
（
文
藝
時
報
社
、

一
九
二
六
年
十
⺼
二
十
五
日
）
が
「
評
論
、
隨
筆
家
の
大
同
團
結
か
﹂
と
報
じ
、﹃
讀

賣
新
聞
﹄
一
九
二
六
年
十
⺼
二
十
六
日
附
に
「
評
論
隨
筆
家
協
會
成
立
﹂
の
記
事

が
あ
る
︒﹃
東
方
之
星
﹄春
季
號（
一
九
二
七
年
五
⺼
）卷
末
の
高
須
生「
身
邊
雜
記
﹂

に
は
「
今
年
一
⺼
成
立
し
た
﹂
と
述
べ
る
︒
一
九
二
六
年
十
二
⺼
に
「
長
谷
川
如

是
閑
・
長
谷
川
天
溪
ら
、
評
論
隨
筆
家
協
會
を
設
立
﹂
と
は
、﹃
日
本
出
版
百
年

史
年
表
﹄（
日
本
書
籍
出
版
協
会
、
一
九
六
八
年
十
⺼
）
が
記
し
「
近
代
出
版
側
面
史
﹂

（﹃
日
本
近
代
文
学
大
事
典　
第
六
巻　

索
引
そ
の
他
﹄
講
談
社
、
一
九
七
八
年
三
⺼
）
も
踏

襲
す
る
所
だ
が
、
兩
長
谷
川
も
發
起
人
で
は
あ
る
も
の
の
主
導
者
た
る
高
須
芳
次

郞
を
見
落
と
す
の
は
不
當
︒
高
須
は
文
筆
家
の
職
能
團
體
に
つ
い
て
既
に
「
著
作

家
組
合　
﹃
著
作
評
論
﹄
と
組
合
へ
の
不
平　
﹁
陶
醉
歬
後
﹂（
二
）﹂「
自
由
な
會
合　

異
種
異
人
打
つ
て
一
丸
と
す
る
會
合　
（
陶
醉
歬
後
）（
三
）﹂（﹃
時
事
新
報
﹄
一
九
二
〇
年

九
⺼
十
八
・
十
九
日
）、「
新
し
き
文
士
組
合
﹂（﹃
東
方
之
星
﹄
一
九
二
五
年
十
⺼
號
「
文

藝
と
思
潮
﹂
の
う
ち
）
に
提
言
、
そ
れ
を
實
行
に
移
し
た
も
の
︒

（
59
） 

後
年
、
第
一
書
房
﹃
セ
ル
パ
ン
﹄
一
九
三
九
年
一
⺼
特
大
號
（
第
九
十
六
號
）︿
文
化

ニ
ユ
ウ
ス
﹀
中
「
評
論
家
協
會
の
成
立
﹂
は
、「
評
論
家
協
會
が
當
然
出
來
ね
ば
な

ら
な
い
筈
で
、
し
か
も
過
去
に
於
い
て
そ
れ
が
出
來
な
か
つ
た
理
由
は
﹂
云
々
と

述
べ
て
を
り
、
十
年
程
歬
の
評
論
・
隨
筆
家
協
會
が
記
憶
に
留
め
ら
れ
て
な
か
っ

た
こ
と
が
判
る
︒

（
60
）
大
槻
憲
二
に
つ
い
て
近
年
の
硏
究
に
、
曾
根
博
義
「﹃
精
神
分
析
﹄
創
刊
ま
で
―

大
槻
憲
二
の
前
半
生
﹂（﹃﹃
精
神
分
析
﹄
戦
前
編　

解
説
・
総
目
次
・
索
引
﹄
不
二
出
版
、

二
〇
〇
八
年
六
⺼
）
が
あ
る
︒
一
九
二
四
年
以
夅
の
文
藝
評
論
家
時
代
の
大
槻
は

早
稻
田
と
關
係
の
深
い
據
點
を
足
場
に
し
た
由
だ
が
、
そ
の
點
は
評
論
・
隨
筆
家

協
會
も
同
樣
で
あ
る
︒

（
61
） 

形
田
藤
太
「
朙
治
文
學
硏
究
史
﹂
日
本
文
學
社
﹃
⺼
刊 

日
本
文
學
﹄
一
九
三
二
年

三
⺼
號
特
輯
「
朙
治
文
學
大
觀
號
﹂p.98

參
照
︒
揭
載
號
の
同
紙
型
單
行
本
化
が
、

日
本
文
學
社
編
輯
﹃
朙
治
文
學
史
集
說
﹄
日
本
文
學
社
・
大
阪
寶
文
館
、
一
九
三
二

年
六
⺼
︒

（
62
） 

姉
崎
正
治
「
序
言
﹂﹃
改
訂

註
釋 

樗
牛
全
集　
第
五
卷
﹄
愽
文
館
、
一
九
三
〇
年
十
⺼
、

pp.3-4

參
照
︒
こ
こ
へ
の
着
目
に
、
長
尾
宗
典
「﹁
日
本
美
術
史
﹂
の
試
み
―
高

山
樗
牛
に
お
け
る
﹁
国
民
美
術
﹂
と
﹁
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
﹂
―
﹂
註
（
41
）、
日
本
思
想

史
懇
話
会
編
﹃
季
刊
日
本
思
想
史
﹄
第
67
號
「
特
集
―
近
代
の
歴
史
思
想
﹂
ぺ
り

か
ん
社
、
二
〇
〇
五
年
十
二
⺼
︒

（
63
） 

福
田
久
賀
男
「
高
須
梅
渓
の
主
宰
誌
﹃
新
評
論
﹄﹂﹃
探
書
五
十
年
﹄
不
二
出
版
、

一
九
九
九
年
三
⺼
、pp.248-249

よ
り
孫
引
き
︒
八
號
（
岡
村
盛
芲
堂
發
行
、
二
卷

六
號
、
一
九
一
五
年
六
⺼
號
）
卷
末
「
讀
者
諸
氏
に
吿
ぐ
﹂
が
原
文
ら
し
い
が
、
第

三
號
以
夅
所
在
不
朙
の
た
め
未
見
︒
な
ほ
福
田
は
「
手
許
に
あ
る
の
は
右
の
一
二

冊
ま
で
﹂（p.247

）
と
書
い
て
ゐ
た
が
、
こ
の
時
の
こ
と
（
初
出
﹃
日
本
古
書
通
信
﹄

一
九
九
二
年
九
⺼
號
）
を
の
ち
顧
み
て
「
多
分
こ
れ
が
最
終
号
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
第
一
四
号
ま
で
を
通
観
し
た
上
で
、
私
は
紹
介
記
事
を
書
い
た
﹂
と
記
し
た
の

－　　－
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は
、
そ
の
間
に
二
號
追
加
入
手
し
て
記
憶
が
混
同
し
た
の
か
（
福
田
久
賀
男
「
紅
野

敏
郎
著
﹃
雑
誌
探
索
﹄、﹃
貫
く
棒
の
如
き
も
の　

白
樺
・
文
学
館
・
早
稲
田
﹄﹂﹃
国
文
学

研
究
﹄
第
百
十
二
集
︿
書
評
﹀、
一
九
九
四
年
三
⺼
↓
「﹃
雑
誌
探
索
﹄
と
﹃
貫
く
棒
の
如
き

も
の
﹄﹂
歬
揭
福
田
著p.99

）︒
こ
こ
で
批
判
さ
れ
た
の
は
、
紅
野
敏
郎
「
雑
誌
探
索

３　

竹
久
夢
二
の
表
紙
と
﹁
新
評
論
﹂﹂﹃
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
八
五
年

七
⺼
號
↓
「﹁
新
評
論
﹂―
竹
久
夢
二
の
表
紙
と
高
須
芳
次
郎
・
鍋
井
克
之
・
近
松
秋
江

ら
―
﹂﹃
雑
誌
探
索
﹄︒

（
64
）
谷
沢
永
一
「
自
然
主
義
文
芸
評
論
研
究
前
史
﹂﹃
明
治
期
の
文
芸
評
論
﹄
歬
揭

pp.299-300

參
照
︒
但
し
﹃
日本
現
代
文
學
十
二
講
﹄
の
大
正
朞
は
「
単
な
る
人
名
の

羅
列
に
終
わ
っ
て
い
る
﹂
と
不
評
︒
谷
沢
永
一
﹃
大
正
期
の
文
芸
評
論
﹄「
研
究
史

覚
書
﹂（「
四　

大
正
期
文
芸
評
論
﹂
中
「
2　

文
芸
評
論
史
﹂）︿
塙
選
書
﹀
塙
書
房
、

一
九
六
二
年
一
⺼
、p.277

︒

（
65
） 

近
井
哲
一
郞「
王
堂
と
臨
川
―
評
論
界
の
二
雄
將
―
﹂新
評
論
社
編
輯﹃
新
評
論
﹄

一
九
一
四
年
十
一
⺼
創
刊
號
、
岡
村
盛
芲
堂
、p.39
︒
同
樣
の
言
が
卷
末
「
記
者

よ
り
讀
者
へ
﹂「
吿
白
﹂
に
も
見
え
、
こ
れ
は
同
誌
の
方
針
と
覺
し
い
︒

（
66
） 

飯
田
泰
三
「
大
正
期
文
明
批
評
家
著
作
一
覧
﹂
法
政
大
学
法
學
志
林
協
會
﹃
法
學

志
林
﹄
第
八
十
卷
第
三
・
四
合
倂
號
、
一
九
八
三
年
三
⺼
、
參
照
︒

（
67
） 

そ
の
軌
跡
は
﹃
東
方
之
星
﹄、﹃
日
本
時
代
﹄（
新
東
方
協
會
、
一
九
二
八
年
一
⺼
創
刊
）

な
ど
高
須
主
宰
の
雜
誌
群
に
辿
れ
、
う
ち
新
東
方
協
會
に
お
け
る
政
治
的
活
動
に

つ
い
て
は
、
福
家
崇
洋
﹃
戦
間
期
日
本
の
社
会
思
想　
「
超
国
家
﹂
へ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
﹄
第
七
章
「
一　

日
本
主
義
運
動
の
胎
動
﹂（
人
文
書
院
、
二
〇
一
〇
年
二
⺼
、

pp.251-253

）
に
記
述
が
あ
る
︒
そ
こ
で
取
り
上
げ
て
な
い
資
料
と
し
て
、﹃
文
藝

時
報
﹄
第
八
十
號
︿
時
報
﹀
欄
（
一
九
二
八
年
八
⺼
三
十
日
）「
高
須
氏
等
が
﹁
新
東
方

協
會
﹂
を
﹂、
高
須
芳
次
郞
「
中
正
派
の
樹
立
㈡
﹂（﹃
文
藝
時
報
﹄
第
八
十
三
號
、

一
九
二
八
年
九
⺼
廿
七
日
）、
高
須
生
「
新
東
方
協
會
の
誕
生
＝
全
日
本
主
義
の
新
團

體
＝
﹂
及
び
各
紙
記
事
再
錄
「
新
東
方
協
會
に
對
す
る
反
應
﹂（﹃
東
方
之
星
﹄
秋
季

號
、
一
九
二
八
年
十
⺼
）
等
參
照
︒

（
68
） 

神
谷
昌
史
「﹁
東
西
文
明
調
和
論
﹂
の
三
つ
の
型
―
大
隈
重
信
・
徳
富
蘇
峰
・
浮
田

和
民
―
﹂
大
東
文
化
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
﹃
大
東
法
政
論
集
﹄
第
九
號
、
二
〇

 
 

 

〇
一
年
三
⺼
、
參
照
︒

（
69
） 

柳
田
泉
「
本
と
な
る
に
つ
い
て
﹂
柳
田
泉
・
勝
本
清
一
郎
・
猪
野
謙
二
編
﹃
座
談
会 

明
治
文
学
史
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
六
⺼
、p.531

參
照
︒

（
70
） 

吉
田
栄
治
「
高
須
梅
渓
﹃
近
代
文
芸
史
論
﹄﹂
法
政
大
学
国
文
学
会
﹃
日
本
文
学
誌

要
﹄
第
六
號
「
日
本
近
代
文
学
史
叙
述
の
研
究
2
﹂
一
九
六
〇
年
十
二
⺼
、p.37

參

照
︒

（
71
） 

一
例
が
、
筿
田
太
郞
「
朙
治
文
學
硏
究
に
關
す
る
一
考
察
﹂﹃
⺼
刊 

日
本
文
學
﹄

一
九
三
二
年
三
⺼
號
特
輯
「
朙
治
文
學
大
觀
號
﹂pp.133-134

︒﹃
史
的
唯
物
論

よ
り
觀
た
る
近
代
日

本
文
學
史
﹄（
春
陽
堂
、
一
九
三
二
年
四
⺼
）
の
著
者
ら
し
く
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
﹂
と
い

ふ
評
語
を
煩
い
ほ
ど
浴
び
せ
か
け
る
文
だ
が
、
そ
ん
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
筿

田
で
さ
へ
高
須
著
﹃
日本
現
代
文
學
十
二
講
﹄
に
就
て
「
近
刊
の
豫
定
の
拙
著
日
本
近

代
文
學
史
は
氏
の
こ
の
書
か
ら
多
く
の
指
導
と
案
內
を
得
て
、
そ
こ
か
ら
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
的
觀
察
に
向
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
朙
ら
か
に
し
て
こ
ゝ
に
謝
意
を
表

し
て
置
く
﹂
と
述
べ
て
ゐ
た
︒

（
72
） 

河
野
桐
谷
（
讓
）
は
劇
作
家
・
美
術
批
評
家
︒
稻
垣
逹
郞
「
早
稻
田
大
學
英
文
學
科 

文
藝
家
點
描　

第
二
部
﹂（
早
稻
田
大
學
英
文
學
會﹃
英
文
學
﹄第
四
號「
回
顧
七
十
年
﹂

一
九
五
二
年
十
⺼
、p.141

）
に
一
九
〇
五
年
の
早
稻
田
大
學
部
文
學
科
第
一
回
卒
業

生
と
し
て
高
須
芳
次
郞
と
共
に
列
記
さ
れ
て
ゐ
る
︒
國
粹
的
な
面
と
江
戶
趣
味
で

も
相
通
ず
る
︒

（
73
） 

文
朙
・
文
化
の
語
史
か
ら
論
じ
た
文
獻
は
汗
牛
充
棟
、
近
代
日
本
に
關
し
て
は
、

生
松
敬
三
「﹁
文
化
﹂
の
概
念
の
哲
学
史
﹂（﹃
岩
波
講
座
哲
学
　

文
化
﹄
岩
波
書
店
、

一
九
六
八
年
八
⺼
）、西
川
長
夫﹃﹇
増
補
﹈国
境
の
越
え
方　
国
民
国
家
論
序
説
﹄（︿
平

凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
﹀
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
二
⺼
）
等
が
詳
し
い
︒
し
か
し
そ
れ
ら

文
朙
／
文
化
論
で
全
然
參
照
さ
れ
な
い
先
行
硏
究
と
し
て
、
木
村
毅
「
明
治
文
化

と
は
何
か
―
点
線
的
な
私
の
回
顧
―
﹂（
明
治
文
化
研
究
会
編
﹃
明
治
文
化
研
究　
第

－　　－
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一
集
﹄
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
五
⺼
）
が
有
益
︒
兩
語
の
分
岐
過
程
を
同
時
代
人

と
し
て
の
自
己
の
體
驗
談
を
交
へ
つ
つ
考
證
し
た
も
の
︒
あ
と
は
、
大
正
朞
以
降

の
「
文
化
史
﹂
の
史
學
史
が
要
る
︒

（
74
） 

こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
関
良
一
・
平
岡
敏
夫
共
編
「
近
代
文
学
文
体
研
究
文
献

総
覧
﹂（﹃
國
文
學　
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
一
九
五
九
年
九
⺼
號
「
特
集  

近
代
文
学
の
文

体
研
究
﹂）、
就
中
「
⑵　

近
代
文
章
史
﹂
參
照
︒
但
し
言
文
一
致
へ
の
發
逹
史
と

し
た
敍
法
が
多
く
、「
新
聞
文
學
﹂
の
如
く
文
體
か
ら
ジ
ャ
ン
ル
を
見
出
す
着
眼

に
乏
し
い
︒

（
75
） 

同
書
は「
近
代
文
学
文
体
研
究
文
献
総
覧
﹂に
漏
れ
︒
私
藏
本
は
長
連
恒
講
述﹃
日

本
文
章
史
﹄
と
合
册
の
上
「
日
本
朙
治
文
章
史
﹂
と
背
文
字
が
箔
押
し
さ
れ
、
奧

附
刊
記
無
し
︒
別
に
「
改
元
し
て
大
正
の
世
と
な
つ
た
が
﹂
と
始
ま
る
歬
文
を
附

し
た
異
版
あ
り
、
岡
野
他
家
夫
﹃
朙
治
文
學
硏
究
文
獻
總
覽
﹄「
朙
治
文
學
硏
究
主

要
文
獻
年
表
﹂（
冨
山
房
、
一
九
四
四
年
三
⺼
）が
大
正
三
年
の
項
に
⺼
不
詳
と
し
て
載

せ
る
の
は
そ
ち
ら
か
︒﹃
近
代
文
学
研
究
叢
書　
第
四
十
巻
﹄「
生
田
長
江
﹂（
一
九
七
四

年
十
⺼
）
の
著
作
年
表
（
吉
田
文
子
）
に
よ
れ
ば
﹃
文
章
講
義
錄
﹄
一
九
一
〇
年
十
⺼

十
五
日
～
一
一
年
五
⺼
一
日
が
初
出
ら
し
い
が
、
未
見
︒
新
聲
社
↓
新
潮
社
の
別

働
隊
で
あ
っ
た
大
日
本
文
章
學
會
改
め
日
本
文
章
學
院
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
睦
之

「︿
独
習
﹀と︿
�
削
﹀と
―
佐
藤
義
亮
の
講
義
録
―
﹂﹃
日
本
近
代
文
学
﹄第
60
集
、

一
九
九
九
年
五
⺼
、
參
照
︒
高
須
芳
次
郞
は
「
講
義
錄
の
編
輯
者
で
あ
つ
た
﹂
由
、

所
引
の
歬
田
夕
暮
の
回
顧
文
に
見
え
る
︒

（
76
） 

五
十
嵐
力
・
服
部
嘉
香
に
つ
い
て
特
記
す
る
の
は
、
原
子
朗
﹃
修
辞
学
の
史
的
研

究
﹄
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
四
年
十
一
⺼
︒

（
77
） 

蔀
際
子
「
宇
野
浩
二
の
文
章
論
―﹃
文
章
往
来
﹄
を
中
心
に
―
﹂
金
沢
学
院
大
学
文

学
部
紀
要
編
集
委
員
会
﹃
金
沢
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
第
2
集
、
一
九
九
七
年

三
⺼
、
參
照
︒

（
78
） 

曾
根
博
義
「
厚
生
閣
（
書
店
）
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
出
版
﹂
日
本
近
代
文
学
館
﹃
日

本
近
代
文
学
館
年
誌　
資
料
探
索
﹄
1
、
二
〇
〇
五
年
九
⺼
、
參
照
︒

（
79
） 

⺼
刊
文
章
編
輯
部
編
﹃
朙
治
の
文
學
﹄（
厚
生
閣
、
一
九
三
八
年
十
二
⺼
）
は
こ
の
同

紙
型
單
行
本
化
で
、
中
山
栄
暁
「
明
治
文
学
研
究
と
昭
和
十
年
代
初
期
﹂（﹃
國
文

學　
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
一
九
六
五
年
七
⺼
號
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
︒

（
80
） 

荒
井
真
理
亜
編
﹃
上
司
小
劍
コ
ラ
ム
集
﹄（
龜
鳴
屋
、
二
〇
〇
八
年
十
⺼
）
に
集
成
の

短
文
も
一
種
の
新
聞
文
學
で
、
千
葉
龜
雄
「
新
聞
と
文
章
衜
﹂（
歬
揭
）
で
も
折
紙

附
き
︒

（
81
） 

清
水
良
典
﹃
文
学
の
未
来
﹄
風
媒
社
、
二
〇
〇
八
年
十
二
⺼
︒

（
82
） 

鴨
下
信
一
﹃
忘
れ
ら
れ
た
名
文
た
ち
﹄
文
藝
春
秋
、
一
九
九
四
年
一
⺼
↓
︿
文
春

文
庫
﹀一
九
九
七
年
二
⺼
︒
單
行
本
の
帶
の
惹
句
は「
文
の
極
意
は
雑
文
に
あ
り
﹂︒

賡
篇
は
、
仝
﹃
忘
れ
ら
れ
た
名
文
た
ち　
其
ノ
二　

日
本
人
は
こ
ん
な
文
章
を
書
い

て
き
た
﹄
文
藝
春
秋
、
一
九
九
八
年
六
⺼
︒

（
83
） 

高
須
芳
次
郞
「
淸
算
に
漏
れ
た
朙
治
文
壇
の
人
々
︻
上
︼﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三

 
 

 

一
年
十
二
⺼
十
七
日
︒
以
下
︻
二
︼︻
三
︼︻
四
︼
と
二
十
日
ま
で
連
載
︒

（
84
） 

関
良
一
「
柳
田
泉
と
勝
本
清
一
郎
﹂
歬
揭
﹃
國
文
學　
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
一
九
六

 
 

 

一
年
十
⺼
號
「
特
集　

近
代
日
本
文
学
研
究
史
―
研
究
法
と
研
究
者
―
﹂p.59

︒
引

用
し
た
一
句
は
そ
れ
と
は
「
発
想
を
異
に
し
て
い
る
﹂
と
柳
田
泉
を
持
ち
上
げ
る

爲
の
も
の
だ
が
、
さ
う
斷
っ
た
の
は
柳
田
に
も
好
事
家
ら
し
さ
が
あ
る
か
ら
だ
ら

う
︒
関
井
光
男「
日
本
近
代
文
学
研
究
の
起
源
﹂（
歬
揭
）も
三
好
行
雄
の「
好
事
家
﹂

と
い
ふ
評
言
に
拘
泥
し
て
ゐ
た
︒

（
85
） 

高
須
芳
次
郞「
成
島
柳
北
と
服
部
撫
松
―
朙
治
初
朞
の
文
學
者（
2
）―
﹂中「（
三
）

天
下
一
品
の﹁
雜
錄
﹂﹂﹃
文
章
俱
樂
部
﹄一
九
二
八
年
三
⺼
號
、pp.130-132

參
照
︒

（
86
） 

よ
く
引
か
れ
る
の
が
、野
崎
左
文「
成
島
柳
北
仙
史
の
一
面
﹂朙
治
文
化
硏
究
會﹃
新

舊
時
代
﹄
第
二
年
第
八
册
、
一
九
二
六
年
十
一
⺼
↓
「
成
島
柳
北
仙
史
の
面
影
﹂﹃
私

乃
見
た
朙
治
文
壇
﹄
春
陽
堂
、
一
九
二
七
年
五
⺼
、p.262

↓
﹃
増
補 

私
の
見
た
明
治

文
壇
1
﹄︿
東
洋
文
庫
﹀平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
二
⺼
、p.244

︒
他
に
、
德
富
猪
一
郞

氏
談
「
新
聞
一
夕
話
㈣　
郵
便
報
知
と
朝
野
﹂﹃
京
城
日
報
﹄
一
九
一
四
年
八
⺼
四
日

↓
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ﹃
新
聞
記
事
文
庫
﹄所
收︿http://
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﹀、
を
擧
げ
て
お
く
︒「
朝
野
新
聞
は
、
何
よ
り
も
成
島
柳
北
の
雜
錄

で
賣
り
出
し
た
︒
雜
錄
と
は
名
の
如
く
雜
錄
で
、
譯
も
他
愛
も
な
い
こ
と
を
書
い

て
ゐ
た
︒
諷
刺
的
文
章
で
、
如
何
に
も
輕
妙
な
も
の
で
あ
る
︒﹇
︙
︙
﹈
彼
に
ユ
ー

モ
リ
ス
ト
と
い
ふ
言
葉
を
與
へ
る
の
は
、
少
し
過
ぎ
る
が
、
江
戶
兒
特
有
の
輕
妙

な
諷
刺
は
田
舍
者
の
重
苦
し
い
文
に
比
し
て
、
洒
麗
な
薩
張
り
し
た
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
、
隨
分
雜
錄
を
眞
似
す
る
も
の
が
出
た
け
れ
ど
も
遂
に
渠
に
及
ぶ
も
の
は

な
か
つ
た
﹂︒
柳
北
の
獨
創
よ
り
、
亞
流
が
出
る
程
に
一
種
の
類
形
式
を
成
し
た

こ
と
に
註
意
︒

（
87
） 

中
村
幸
彦
「
近
世
圏
外
文
学
談
﹂﹃
中
村
幸
彦
著
述
集　
第
十
三
巻　

近
世
世
語
﹄
中

央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
七
⺼
、p.295
以
下
參
照
︒

（
88
） 

中
村
幸
彦
﹃
中
村
幸
彦
著
述
集　
第
二
巻　

近
世
的
表
現
﹄「
第
二
章　

俳
言
と
そ

の
流
れ
﹂
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
六
⺼
、p.105

︒
大
町
桂
⺼
﹃
日
本
文
章
史
﹄

を
も
引
く
︒
圈
外
文
學
論
は
文
體
論
か
ら
發
想
さ
れ
て
ゐ
る
︒

（
89
） 

中
村
幸
彦
「
圏
外
文
学
の
文
章
﹂﹃
日
本
近
代
思
想
大
系
16　

文
体　

付
録
﹇
月
報

7
﹈﹄
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
一
⺼
︒

（
90
） 

渡
辺
一
考
「
文
庫
版
解
説　

天
の
邪
鬼
の
読
書
記
﹂
酒
井
潔
﹃
悪
魔
学
大
全
Ⅱ
﹄︿
学

研
Ｍ
文
庫
﹀
学
習
研
究
社
、
二
〇
〇
三
年
十
二
⺼
、p.387

︒
こ
の
列
擧
に
入
る
べ

き
も
の
に
つ
い
て
は
別
に
、
渡
邊
一
考
「
芋
蔓
冗
語
―
坂
ノ
上
言
夫
に
つ
い
て
﹂

幻
想
文
学
出
版
局
﹃
幻
想
文
学
﹄
第
27
號
「
特
集　

猟
奇
と
哄
笑　
異
貌
の
エ
ロ
・

グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス　

日
本
幻
想
文
学
誌
︻
四
︼
昭
和
篇
﹂
一
九
八
九
年
九
⺼
（
季
刊
）、

も
あ
る
︒
筆
者
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「Fantastic E

ditors

②　

渡
邊
一

考
（
雪
華
社
）
：
南
柯
の
夢
に
憑
か
れ
て
︙
﹂﹃
幻
想
文
学
﹄
第
13
號
、
一
九
八
五
年

十
二
⺼
、
參
照
︒

（
91
） 

文
學
史
へ
の
抱
負
と
そ
の
不
全
感
を
語
る
の
が
、
高
須
芳
次
郞
「
書
齋
漫
語
＝
朙

治
小
說
の
硏
究
に
つ
い
て
＝
﹂
京
都
帝
國
大
學
國
文
學
會
編
﹃
國
語
・
國
文
﹄
創
刊

號
、
星
野
書
店
、
一
九
三
一
年
十
⺼
︒
大
學
人
で
な
い
稿
料
生
活
者
の
不
利
を
か

こ
ち
て
哀
感
漂
ふ
︒

（
92
） 

平
岡
敏
夫
﹃
日
本
近
代
文
学
史
研
究
﹄「
ま
え
が
き
﹂
有
精
堂
、
一
九
六
九
年
六
⺼
、

p.2

︒

（
93
） 

拙
論
で
そ
の
一
端
は
跡
づ
け
た
︒「﹃
文
藝
春
秋
﹄
附
錄
﹃
文
壇
ユ
ウ
モ
ア
﹄
解
題
及

び
細
目
―
雜
文
・
ゴ
シ
ッ
プ
の
系
譜
學
の
た
め
に
―
﹂
日
本
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
国
文
学
専
攻
﹃
日
本
大
学
大
学
院
国
文
学
専
攻
論
集
﹄
第
二
號
、
二
〇
〇
五

年
九
⺼
、
參
照
︒

（
94
） 

拙
論
「
一
九
三
〇
年
代
匿
名
批
評
の
接
線
―
杉
山
平
助
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ

る
試
論
―
﹂
日
本
大
学
国
文
学
会
﹃
語
文
﹄
第
百
十
七
輯
、
二
〇
〇
三
年
十
二
⺼
、

參
照
︒

（
95
） 

阿
部
眞
之
助「
每
日
時
代
の
保
ち
や
ん
﹂﹃
恐
妻
一
代
男
﹄文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
五
五

年
十
二
⺼
、p.138

參
照
︒
但
し
千
葉
龜
雄
だ
け
一
九
三
五
年
十
⺼
早
く
も
病
歿
︒

（
96
） 

こ
の
點
を
夙
に
强
調
し
古
代
學
と
し
て
の
民
俗
學
と
對
立
さ
せ
た
書
評
が
、
岡
正

雄
「
柳
田
國
男
著　

鄕
土
生
活
の
硏
究
法
﹂
日
本
民
族
學
會
﹃
民
族
學
硏
究
﹄
第
一

卷
第
四
號
、
一
九
三
五
年
十
⺼
↓
後
藤
総
一
郎
編
﹃
柳
田
国
男
研
究
資
料
集
成　

第
1
巻
﹄
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
六
年
六
⺼
、
所
收
︒
柳
田
自
身
は
考
現

學
と
の
異
同
か
ら
說
か
う
と
も
し
、
時
代
の
波
に
洗
ひ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
在
性

に
註
目
し
た
︒「
女
性
生
活
史
（
三
）﹂
中
央
公
論
社
﹃
婦
人
公
論
﹄
一
九
四
一
年
三

⺼
號
↓
﹃
柳
田
國
男
全
集　
第
三
十
巻
﹄
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
三
年
八
⺼
、pp.376-

378

參
照
︒
殘
留
を
古
來
の
基
層
文
化
な
り
民エ
ト
ノ
ス

族
性
な
り
の
超
歷
史
的
な
持
續
と

解
す
る
と
古
代
學
に
陷
る
︒

（
97
）
野
村
修
譯
「
文
学
史
と
文
芸
学
﹂﹃
新
し
い
天
使　
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作

集
13
﹄
晶
文
社
、
一
九
七
九
年
八
⺼
、p.140

↓
改
譯
、
野
村
修
編
譯
﹃
暴
力
批
判

論　
他
十
篇
―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
仕
事
1

―
﹄︿
岩
波
文
庫
﹀
岩
波
書
店
、
一
九
九
四

年
三
⺼
、p.257

該
當
︒（

も
り　

や
う
す
け　

文
理
學
部
人
文
科
學
硏
究
所
硏
究
員
）

－　　－

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00078003
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00078003
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/1959/GS/journalism02.pdf
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/1959/GS/journalism02.pdf
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/1959/GS/humor01.pdf
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/1959/GS/humor01.pdf


「
新
聞
文
學
そ
の
他
圈
外
文
學
へ
の
脫
線
」訂
正
表

頁

段

行 

誤  （
初
出
誌
）

正  （
訂
正
後
・
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
） 

8

下

１

﹃
新
聞
文
学
﹄

﹃
新
聞
文
學
﹄

19

上

最
終

追
加
さ
れ

追
加
さ
れ　
︹
辶
を
正
字
體
に
︺

24

下

３
～
４
「
渋
川
玄
耳
伝
―
忘
れ
ら
れ
た
る

「
渋
川
玄
耳
伝　
忘
れ
ら
れ
た
あ
る

24

下

５

「
熊
本
短
期
大
学
開
学
二
十
周
年
記
念
論
文
集
﹂
「
熊
本
短
期
大
学
開
学
20
周
年
記
念
論
文
集
﹂
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