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は
じ
め
に 

芥
川
龍
之
介
の
『
手
巾
』
１

の
長
谷
川
謹
造
先
生
は
新
渡
戸
稲
造

を
モ
デ
ル
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
谷
川
先
生

の
描
き
方
は
新
渡
戸
稲
造
に
対
す
る
芥
川
の
見
方
を
反
映
し
て
い
る

と
わ
れ
わ
れ
は
思
っ
て
き
た
。
芥
川
は
長
谷
川
先
生
を
通
じ
て
新
渡

戸
稲
造
と
武
士
道
を
揶
揄
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
作
家

が
自
ら
造
形
し
た
作
中
人
物
を
揶
揄
し
て
描
い
て
、
そ
の
モ
デ
ル
を

批
判
し
た
気
分
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
作
者
の
独
善
性
が
鼻
に

つ
く
。
芥
川
は
そ
ん
な
に
浅
薄
な
批
評
で
満
足
す
る
作
家
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
確
か
に
長
谷
川
先
生
の
描
写
は
浅
薄
な
揶
揄
で
あ
る
。

し
か
し
揶
揄
は
、
西
山
の
母
の
微
笑
の
よ
う
に
、
演
技
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
２

。
揶
揄
が
演
技
だ
っ
た
と
す
る
と
、
揶
揄
の
矛
先
は

新
渡
戸
稲
造
を
向
い
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。
本
論
は
、
揶
揄
を
芥
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さ
れ
る
。 

 

・
評
価 

『
手
巾
』
は
１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
、『
中
央
公
論
』
１
０
月
号

に
発
表
さ
れ
た
。
芥
川
自
ら
「
文
壇
へ
入
籍
届
」
３

と
呼
ぶ
作
品
な

の
だ
が
、
必
ず
し
も
評
価
は
高
く
な
い
。
吉
田
清
一
は
、「
龍
之
介
は

「
文
明
批
評
を
狙
っ
た
も
の
」
と
云
っ
て
い
る
が
、
武
士
道
乃
至
そ

れ
を
か
こ
む
封
建
的
観
念
に
対
す
る
皮
肉
を
主
題
に
し
た
の
で
あ
る
。

文
明
批
評
と
し
て
は
つ
っ
こ
み
方
が
足
り
ず
、
作
者
自
身
も
問
題
だ

け
を
出
し
て
、
身
を
ひ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
」
４

と
、
揶

揄
を
演
技
と
は
見
ず
作
品
そ
の
も
の
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
で
あ

る
。 三

島
由
紀
夫
は
「
英
雄
否
定
、
美
談
否
定
は
、
思
想
と
い
ふ
よ
り

趣
味
の
問
題
で
、
当
時
の
浅
薄
な
時
代
思
潮
の
反
映
で
あ
る
」
５

と

手
厳
し
い
が
、「
最
も
完
成
さ
れ
た
コ
ン
ト
」
で
あ
り
「
末
尾
に
は
又

な
く
も
が
な
の
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
つ
い
て
ゐ
る
が
、
こ
こ
に
は
作

者
自
身
の
云
つ
て
ゐ
る
「
型
（
マ
ニ
イ
ル
）」
の
美
」
が
あ
り
、
そ
の

「
型
の
美
が
、
能
楽
の
或
る
刹
那
の
型
の
や
う
な
輝
き
を
放
つ
て
、

コ
ン
ト
の
小
さ
な
形
式
と
融
和
し
た
」
と
高
く
評
価
す
る
。
ま
た
西

山
の
母
に
つ
い
て
「
人
生
と
演
技
が
相
渉
る
部
分
に
つ
い
て
極
度
に

潔
癖
な
自
意
識
家
の
作
者
は
、「
手
巾
」
で
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、

西
山
夫
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
人
生
的
演
技
を
、
一
つ
の
静
止
し

た
形
で
「
型
」
の
美
と
し
て
認
め
て
い
た
」
と
言
う
。
作
品
の
内
容

に
も
形
式
に
も
演
技
の
「
型
」
が
あ
る
と
考
え
、
演
技
は
マ
ニ
イ
ル

で
あ
っ
て
も
美
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
三
島
の
評
価
は
そ
の
後

の
『
手
巾
』
評
を
困
惑
さ
せ
て
い
る
。
三
好
行
雄
は
「
近
代
の
醒
め

た
眼
に
よ
る
武
士
道
の
批
判
と
い
う
テ
ー
マ
は
明
確
で
あ
る
」
と
揶

揄
を
演
技
と
は
考
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
西
山
夫
人
は
美
し

い
」
６

と
西
山
の
母
に
つ
い
て
三
島
の
評
を
奇
妙
に
追
認
す
る
。 

『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
は
、
三
島
の
よ
う
に
西
山
の
母
に
誘
引
さ

れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
長
谷
川
先
生
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を

戯
画
化
す
る
こ
と
が
作
品
の
主
意
で
、
若
い
世
代
の
前
世
代
否
認
と

と
ら
え
る
。
す
な
わ
ち
東
西
間
の
調
和
を
「
幻
想
す
る
こ
と
さ
え
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
若
い
大
正
の
精
神
の
、
明
治
型
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

 

川
の
演
技
と
考
え
、
演
技
が
隠
す
も
の
を
探
る
試
み
で
あ
る
。 

以
下
、
ま
ず
こ
の
１
０
０
年
間
の
『
手
巾
』
評
を
概
観
し
、
作
品

の
典
拠
と
成
り
立
ち
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
次
に
作
品
の
内
容
と
構

造
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
述
べ
る
。
新
渡
戸
批
判
と
見
え
る

作
品
だ
が
、
子
供
の
死
を
従
容
と
し
て
受
け
入
れ
る
母
親
の
テ
ー
マ

が
西
山
の
母
以
外
に
も
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
長
谷
川

「
武
士
道
」
と
新
渡
戸
『
武
士
道
』
に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
二
つ
の
武
士
道
観
が
異
な
る
の
な
ら
、
そ
も
そ
も
長
谷
川
先

生
は
新
渡
戸
で
は
な
い
か
も
し
れ
ず
、
新
渡
戸
を
批
判
す
る
も
の
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
西
山
の
母
が
演
技
者
で
あ
る
よ
う
に
、
作

品
自
体
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
長
谷
川
先
生
を
揶

揄
す
る
語
り
口
が
演
技
だ
と
す
る
と
、
揶
揄
の
矛
先
は
、
新
渡
戸
以

外
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
最
後
に
、
芥
川
の
批
判
の
矛

先
が
何
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
か
推
測
す
る
。 

  

評
価
お
よ
び
典
拠
と
成
り
立
ち 

ま
ず
『
手
巾
』
の
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
。
次
に
作
品
は
ど
う
受
け

入
れ
ら
れ
て
き
た
か
、
１
０
０
年
間
の
『
手
巾
』
評
を
概
観
す
る
。

そ
し
て
作
品
の
典
拠
と
成
り
立
ち
に
つ
い
て
確
認
す
る
。 

 

新
渡
戸
稲
造
を
モ
デ
ル
と
す
る
東
京
帝
国
法
科
大
学
教
授
長
谷
川

謹
造
先
生
は
、
近
年
の
日
本
の
精
神
的
堕
落
を
思
い
、
そ
れ
を
救
う

に
は
基
督
教
的
精
神
と
一
致
す
る
部
分
も
あ
り
普
遍
的
な
道
徳
と
み

な
し
う
る
武
士
道
に
よ
る
し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。
東
西
の
教
養

を
持
つ
自
ら
を
、東
西
両
洋
を
結
ぶ
橋
梁
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

そ
こ
へ
教
え
子
の
母
親
が
訪
れ
、
息
子
の
死
を
告
げ
る
。
先
生
は
母

が
取
り
乱
す
こ
と
な
く
息
子
の
死
を
語
る
こ
と
に
驚
く
。
さ
ら
に
テ

ー
ブ
ル
の
下
に
隠
さ
れ
た
手
の
中
で
手
巾
を
握
り
し
め
て
い
る
の
を

偶
然
に
目
撃
す
る
。
先
生
は
感
心
し
、
健
気
な
母
親
の
様
子
を
女
武

士
道
だ
と
、
亜
米
利
加
人
の
奥
さ
ん
に
語
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、

読
み
さ
し
の
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
作
劇
術
の
な
か
に
、
顔
は
微
笑

を
し
て
い
な
が
ら
手
は
手
巾
を
裂
く
二
重
の
演
技
を
臭
味
と
呼
ぶ
の

を
読
み
、
母
親
の
姿
が
二
重
の
演
技
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
心
を
乱
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さ
れ
る
。 

 
・
評
価 

『
手
巾
』
は
１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
、『
中
央
公
論
』
１
０
月
号

に
発
表
さ
れ
た
。
芥
川
自
ら
「
文
壇
へ
入
籍
届
」
３

と
呼
ぶ
作
品
な

の
だ
が
、
必
ず
し
も
評
価
は
高
く
な
い
。
吉
田
清
一
は
、「
龍
之
介
は

「
文
明
批
評
を
狙
っ
た
も
の
」
と
云
っ
て
い
る
が
、
武
士
道
乃
至
そ

れ
を
か
こ
む
封
建
的
観
念
に
対
す
る
皮
肉
を
主
題
に
し
た
の
で
あ
る
。

文
明
批
評
と
し
て
は
つ
っ
こ
み
方
が
足
り
ず
、
作
者
自
身
も
問
題
だ

け
を
出
し
て
、
身
を
ひ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
」
４

と
、
揶

揄
を
演
技
と
は
見
ず
作
品
そ
の
も
の
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
で
あ

る
。 三

島
由
紀
夫
は
「
英
雄
否
定
、
美
談
否
定
は
、
思
想
と
い
ふ
よ
り

趣
味
の
問
題
で
、
当
時
の
浅
薄
な
時
代
思
潮
の
反
映
で
あ
る
」
５

と

手
厳
し
い
が
、「
最
も
完
成
さ
れ
た
コ
ン
ト
」
で
あ
り
「
末
尾
に
は
又

な
く
も
が
な
の
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
つ
い
て
ゐ
る
が
、
こ
こ
に
は
作

者
自
身
の
云
つ
て
ゐ
る
「
型
（
マ
ニ
イ
ル
）」
の
美
」
が
あ
り
、
そ
の

「
型
の
美
が
、
能
楽
の
或
る
刹
那
の
型
の
や
う
な
輝
き
を
放
つ
て
、

コ
ン
ト
の
小
さ
な
形
式
と
融
和
し
た
」
と
高
く
評
価
す
る
。
ま
た
西

山
の
母
に
つ
い
て
「
人
生
と
演
技
が
相
渉
る
部
分
に
つ
い
て
極
度
に

潔
癖
な
自
意
識
家
の
作
者
は
、「
手
巾
」
で
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、

西
山
夫
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
人
生
的
演
技
を
、
一
つ
の
静
止
し

た
形
で
「
型
」
の
美
と
し
て
認
め
て
い
た
」
と
言
う
。
作
品
の
内
容

に
も
形
式
に
も
演
技
の
「
型
」
が
あ
る
と
考
え
、
演
技
は
マ
ニ
イ
ル

で
あ
っ
て
も
美
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
三
島
の
評
価
は
そ
の
後

の
『
手
巾
』
評
を
困
惑
さ
せ
て
い
る
。
三
好
行
雄
は
「
近
代
の
醒
め

た
眼
に
よ
る
武
士
道
の
批
判
と
い
う
テ
ー
マ
は
明
確
で
あ
る
」
と
揶

揄
を
演
技
と
は
考
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
西
山
夫
人
は
美
し

い
」
６

と
西
山
の
母
に
つ
い
て
三
島
の
評
を
奇
妙
に
追
認
す
る
。 

『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
は
、
三
島
の
よ
う
に
西
山
の
母
に
誘
引
さ

れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
長
谷
川
先
生
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を

戯
画
化
す
る
こ
と
が
作
品
の
主
意
で
、
若
い
世
代
の
前
世
代
否
認
と

と
ら
え
る
。
す
な
わ
ち
東
西
間
の
調
和
を
「
幻
想
す
る
こ
と
さ
え
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
若
い
大
正
の
精
神
の
、
明
治
型
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
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久
米
正
雄
に
『
母
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
。『
手
巾
』
と
同
じ
１
９

１
６
年
の
発
表
で
、
登
場
人
物
や
テ
ー
マ
も
近
い
た
め
関
連
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
久
米
自
身
の
証
言
が
残

っ
て
い
る
。「
こ
の
『
手
巾
』
と
い
ふ
の
は
、
一
宮
に
ゐ
て
書
い
た
も

の
で
す
が
、
元
々
、
あ
の
材
料
は
僕
の
も
の
だ
つ
た
の
で
す
。
新
渡

戸
さ
ん
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
、一
宮
で
雑
談
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、

僕
が
か
う
云
ふ
も
の
を
書
か
う
と
思
つ
て
ゐ
る
と
い
つ
た
ら
、『
僕
に

そ
れ
を
く
れ
な
い
か
、
中
央
公
論
か
ら
頼
ま
れ
て
来
て
ゐ
る
ん
だ
』

と
い
ふ
訳
で
僕
が
話
し
て
や
っ
た
も
の
で
す
」
１
３

。
こ
の
証
言
を
承

け
て
、
例
え
ば
浅
野
洋
１
４

は
、「『
手
巾
』
の
作
者
に
は
、（
久
米
の

亜
流
と
み
ら
れ
る
）
そ
の
危
う
さ
よ
り
も
む
し
ろ
〈
競
作
〉
を
楽
し

む
風
情
さ
え
あ
る
」
と
、
久
米
の
『
母
』
の
影
響
を
少
な
く
な
い
と

考
え
て
い
る
。 

さ
て
、『
手
巾
』
が
久
米
の
『
母
』
に
触
発
さ
れ
た
と
か
、
芥
川
が

「
僕
に
そ
れ
を
く
れ
な
い
か
」
と
譲
り
受
け
た
、
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
か
。『
母
』
と
『
手
巾
』
と
は
、
校
長
と
生
徒
（
受
験
生
）
の
母

と
訓
話
な
ど
の
要
素
が
共
通
で
あ
る
が
同
じ
話
で
は
な
い
。
そ
も
そ

も
久
米
の
『
母
』
の
あ
ら
す
じ
自
体
、
久
米
の
創
作
で
は
な
く
、
新

渡
戸
の
『
自
警
』
第
１
８
章
、「
入
学
試
験
中
俥
を
待
た
し
た
不
思
議

の
婦
人
」
と
い
う
挿
話
１
５

を
題
材
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
芥
川
は
久

米
に
、
久
米
の
作
品
『
母
』
の
す
べ
て
を
「
く
れ
な
い
か
」
と
言
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
芥
川
が
「
く
れ
な
い
か
」
と
言
っ
た
の
は
、

新
渡
戸
の
教
訓
書
に
取
材
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
だ
ろ
う
。
芥
川
は

新
渡
戸
の
教
訓
書
に
取
材
し
、
手
巾
を
絞
り
な
が
ら
愛
児
の
死
を
語

る
母
親
に
つ
い
て
は
『
世
渡
り
の
道
』
１
６

の
「
見
る
人
が
見
る
と
大

抵
真
髄
が
分
か
る
」
と
い
う
挿
話
（
１
９
５
ペ
ー
ジ
）
を
使
い
、
ベ

ル
リ
ン
の
泣
く
子
に
つ
い
て
は
『
帰
雁
の
蘆
』
１
７

か
ら
「
九
九 

忠

孝
論 

名
な
く
し
て
実
あ
り
」（
１
７
２
ペ
ー
ジ
）
の
挿
話
を
借
り
て

き
た
の
だ
ろ
う
１
８

。 

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
は
小
宮
豊
隆
の
翻
訳
が
使
わ
れ
た
、

と
浅
野
洋
が
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
小
谷
瑛
輔
は
小
宮
訳
が
使
わ

れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
の
毒
を
理
解
せ
ず
読

む
英
語
教
師
と
い
う
例
え
も
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
毒
を
理
解
で
き

ず
に
読
む
長
谷
川
先
生
と
並
行
し
て
い
る
１
９

と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

ン
へ
の
批
判
」
７

と
す
る
。
さ
ら
に
東
西
の
分
裂
と
調
和
を
め
ぐ
る

問
題
が
こ
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
と
ま
と
め
る
。 

『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
は
、「
文
明
批
評
的
、
旧
世
代
批
判
的
側

面
を
重
視
し
、「
近
代
の
醒
め
た
眼
に
よ
る
武
士
道
の
批
判
」（
三
好

行
雄
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
テ
ー
マ
を
求
め
る
の
が
、
お
お
む
ね
今
日

ま
で
の
基
本
的
な
理
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
長
谷
川
謹

造
先
生
に
つ
い
て
は
、
東
西
文
明
の
「
橋
梁
」
を
自
認
し
な
が
ら
、

実
際
に
は
浮
橋
的
存
在
で
し
か
な
い「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
戯
画
化
」

で
あ
り
、
語
り
手
は
「
一
貫
し
た
悪
意
」
の
も
と
に
「
完
全
な
見
下

ろ
し
筆
法
」
で
先
生
を
描
い
て
い
る
、
と
い
う
の
が
近
年
の
諸
家
の

立
場
で
あ
ろ
う
」
８

と
、
揶
揄
を
芥
川
の
演
技
と
認
め
る
こ
と
は
せ

ず
に
ま
と
め
る
。 

モ
デ
ル
揶
揄
で
は
な
く
、
そ
の
先
を
探
ろ
う
と
す
る
評
も
あ
る
。

三
島
が
「
な
く
も
が
な
」
と
考
え
た
作
品
末
の
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ

が
、
そ
の
中
の
「
平
穏
な
調
和
を
破
ら
う
と
す
る
、
得
体
の
知
れ
な

い
何
物
か
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
が
あ
る
。
海
老
井
英

次
は
、「「
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
イ
」
の
中
の
一
句
一
句
に
動
揺
を
繰
り

返
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
当
代
日
本
人
の
実
態
と
も
言
え

る
は
ず
で
あ
る
」
９

と
日
本
人
全
体
が
感
じ
た
近
代
化
へ
の
自
信
の

無
さ
と
す
る
。
竹
内
里
欧
は
近
代
日
本
社
会
の
知
識
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
関
係
づ
け
、
西
洋
対
東
洋
の
二
項
対
立
の
な
か
で
日
本

文
明
を
模
索
す
る
に
は
、「
文
明
」「
普
遍
」
な
ど
の
西
洋
由
来
の
概

念
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
逆
説
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
１
０

と
論
じ
る
。 

近
年
の
評
に
は
長
谷
川
先
生
の
専
門
が
植
民
政
策
で
あ
る
こ
と
に

着
目
す
る
も
の
が
あ
る
。神
田
秀
美
は
、長
谷
川
先
生
の
専
門
が「
殖

民
政
策
」
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
武
士
道
精
神
が
帝
国
主
義
、

植
民
地
主
義
を
補
完
す
る
役
割
を
持
ち
、
武
士
道
を
批
判
す
る
『
手

巾
』
は
、
帝
国
主
義
や
植
民
地
主
義
に
対
す
る
芥
川
の
意
識
を
垣
間

見
さ
せ
る
１
１

、
と
論
じ
る
。
ま
た
朝
鮮
団
扇
と
植
民
地
に
着
目
す
る

例
と
し
て
、
曺
慶
淑
の
論
考
１
２

が
あ
る
。
朝
鮮
団
扇
の
役
割
に
着
目

す
る
論
考
が
日
本
人
の
研
究
家
に
は
管
見
の
限
り
な
い
こ
と
を
考
え

る
と
、
言
及
に
値
す
る
だ
ろ
う
。 

 
・
典
拠
と
成
り
立
ち 
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久
米
正
雄
に
『
母
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
。『
手
巾
』
と
同
じ
１
９

１
６
年
の
発
表
で
、
登
場
人
物
や
テ
ー
マ
も
近
い
た
め
関
連
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
久
米
自
身
の
証
言
が
残

っ
て
い
る
。「
こ
の
『
手
巾
』
と
い
ふ
の
は
、
一
宮
に
ゐ
て
書
い
た
も

の
で
す
が
、
元
々
、
あ
の
材
料
は
僕
の
も
の
だ
つ
た
の
で
す
。
新
渡

戸
さ
ん
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
、一
宮
で
雑
談
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、

僕
が
か
う
云
ふ
も
の
を
書
か
う
と
思
つ
て
ゐ
る
と
い
つ
た
ら
、『
僕
に

そ
れ
を
く
れ
な
い
か
、
中
央
公
論
か
ら
頼
ま
れ
て
来
て
ゐ
る
ん
だ
』

と
い
ふ
訳
で
僕
が
話
し
て
や
っ
た
も
の
で
す
」
１
３

。
こ
の
証
言
を
承

け
て
、
例
え
ば
浅
野
洋
１
４

は
、「『
手
巾
』
の
作
者
に
は
、（
久
米
の

亜
流
と
み
ら
れ
る
）
そ
の
危
う
さ
よ
り
も
む
し
ろ
〈
競
作
〉
を
楽
し

む
風
情
さ
え
あ
る
」
と
、
久
米
の
『
母
』
の
影
響
を
少
な
く
な
い
と

考
え
て
い
る
。 

さ
て
、『
手
巾
』
が
久
米
の
『
母
』
に
触
発
さ
れ
た
と
か
、
芥
川
が

「
僕
に
そ
れ
を
く
れ
な
い
か
」
と
譲
り
受
け
た
、
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
か
。『
母
』
と
『
手
巾
』
と
は
、
校
長
と
生
徒
（
受
験
生
）
の
母

と
訓
話
な
ど
の
要
素
が
共
通
で
あ
る
が
同
じ
話
で
は
な
い
。
そ
も
そ

も
久
米
の
『
母
』
の
あ
ら
す
じ
自
体
、
久
米
の
創
作
で
は
な
く
、
新

渡
戸
の
『
自
警
』
第
１
８
章
、「
入
学
試
験
中
俥
を
待
た
し
た
不
思
議

の
婦
人
」
と
い
う
挿
話
１
５

を
題
材
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
芥
川
は
久

米
に
、
久
米
の
作
品
『
母
』
の
す
べ
て
を
「
く
れ
な
い
か
」
と
言
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
芥
川
が
「
く
れ
な
い
か
」
と
言
っ
た
の
は
、

新
渡
戸
の
教
訓
書
に
取
材
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
だ
ろ
う
。
芥
川
は

新
渡
戸
の
教
訓
書
に
取
材
し
、
手
巾
を
絞
り
な
が
ら
愛
児
の
死
を
語

る
母
親
に
つ
い
て
は
『
世
渡
り
の
道
』
１
６

の
「
見
る
人
が
見
る
と
大

抵
真
髄
が
分
か
る
」
と
い
う
挿
話
（
１
９
５
ペ
ー
ジ
）
を
使
い
、
ベ

ル
リ
ン
の
泣
く
子
に
つ
い
て
は
『
帰
雁
の
蘆
』
１
７

か
ら
「
九
九 

忠

孝
論 

名
な
く
し
て
実
あ
り
」（
１
７
２
ペ
ー
ジ
）
の
挿
話
を
借
り
て

き
た
の
だ
ろ
う
１
８

。 

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
は
小
宮
豊
隆
の
翻
訳
が
使
わ
れ
た
、

と
浅
野
洋
が
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
小
谷
瑛
輔
は
小
宮
訳
が
使
わ

れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
の
毒
を
理
解
せ
ず
読

む
英
語
教
師
と
い
う
例
え
も
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
毒
を
理
解
で
き

ず
に
読
む
長
谷
川
先
生
と
並
行
し
て
い
る
１
９

と
指
摘
し
て
い
る
。 
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を
導
く
語
り
手
が
い
る
。
語
り
手
が
作
者
に
操
ら
れ
て
い
な
い
は
ず

が
な
い
。
以
下
、
語
り
手
の
揶
揄
の
口
調
自
体
も
演
じ
ら
れ
た
も
の

だ
と
考
え
て
検
討
し
よ
う
。 

 

・
長
谷
川
先
生
の
発
見
の
軽
薄
さ 

長
谷
川
先
生
は
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。
と
き
ど
き
顔
を
出
す
語
り
手

は
長
谷
川
先
生
を
シ
ニ
カ
ル
に
描
写
す
る
。
語
り
手
は
長
谷
川
先
生

の
日
本
的
な
教
養
の
欠
如
を
揶
揄
し
、
発
見
な
ら
ざ
る
発
見
や
感
慨

の
軽
薄
さ
を
揶
揄
し
て
い
る
。
梅
幸
を
知
ら
ず
、
日
本
の
俗
諺
「
瓜

二
つ
」
を
ま
る
で
最
近
習
い
覚
え
た
か
の
よ
う
に
反
芻
し
、
人
前
で

は
取
り
乱
さ
な
い
と
い
う
当
然
の
礼
儀
で
振
る
舞
う
母
親
を
意
外
に

思
う
、
そ
ん
な
教
養
の
薄
さ
を
揶
揄
し
て
い
る
。
日
本
的
な
教
養
に

お
い
て
の
み
薄
い
の
で
は
な
く
、
論
理
も
軽
薄
で
あ
る
。
下
宿
の
子

供
の
感
情
表
出
は
西
洋
人
一
般
で
は
な
く
、
子
供
の
特
殊
な
例
と
推

論
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
珈
琲
店
で
崩
御
の
報
を
聞
い
て
帰
る
街
な

か
で
涙
を
流
す
大
人
を
見
か
け
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
下
宿
に
戻
っ

て
子
供
が
泣
く
の
を
見
て
初
め
て
驚
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
な
の
に
、

「
西
洋
人
の
」
と
一
般
化
し
て
し
ま
う
論
理
は
粗
雑
だ
ろ
う
２
２

。
西

山
の
母
が
泣
か
ず
に
耐
え
る
姿
を
西
洋
人
の
衝
動
的
な
感
情
の
表
白

と
対
立
さ
せ
、
武
士
道
の
鏡
と
定
義
す
る
単
純
さ
、
し
か
も
そ
の
単

純
な
結
論
が
亜
米
利
加
人
の
奥
さ
ん
の
同
情
を
買
っ
た
こ
と
を
満
足

に
思
う
。
こ
れ
ら
素
朴
な
発
見
や
感
慨
が
軽
薄
で
あ
る
こ
と
は
、
語

り
手
の
シ
ニ
カ
ル
な
口
ぶ
り
に
導
か
れ
な
く
て
も
、
自
明
で
あ
る
。 

だ
が
、
語
り
手
の
語
り
口
は
芥
川
の
評
価
を
反
映
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
芥
川
の
見
解
は
語
り
手
に
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

長
谷
川
先
生
を
浅
く
描
い
て
、
そ
の
向
こ
う
に
い
る
新
渡
戸
稲
造
を

戯
画
化
し
た
気
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
芥
川
は
い
か
に
も
浅
薄

だ
。
三
島
は
こ
れ
を
「
浅
い
懐
疑
主
義
」
と
評
す
る
の
だ
が
、
芥
川

は
本
当
に
長
谷
川
先
生
を
通
じ
て
新
渡
戸
稲
造
を
揶
揄
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。 

 

・
太
閤
記
十
段
目
の
操 

『
手
巾
』
に
は
様
々
の
小
道
具
が
配
置
さ
れ
、
象
徴
と
し
て
の
役

割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
目
に
つ
く
の
は
岐
阜
提
灯
で
あ
り
、
亜
米

 

久
米
か
ら
ア
イ
デ
ア
を
も
ら
っ
て
新
渡
戸
の
随
筆
に
取
材
し
、
小

宮
豊
隆
訳
の
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
を
引
用
し
て
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
す

る
。『
手
巾
』
の
枠
組
み
は
、
芥
川
自
身
「
グ
ル
ー
ド
で
駄
目
」
２
０

と

自
嘲
す
る
よ
う
に
、
題
材
を
あ
ち
こ
ち
か
ら
寄
せ
集
め
て
切
り
貼
り

し
て
（glued
、
２
１
世
紀
の
学
生
用
語
な
ら
「
コ
ピ
ペ
」
だ
ろ
う
）

構
築
さ
れ
た
。 

 

以
上
、
作
品
の
評
価
、
典
拠
と
成
り
立
ち
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

三
島
由
紀
夫
の
よ
う
に
「
最
も
完
成
さ
れ
た
コ
ン
ト
」
と
評
価
す
る

声
も
あ
る
の
だ
が
、
研
究
者
た
ち
の
評
価
は
高
く
な
い
。
多
く
の
評

者
た
ち
は
、
芥
川
の
揶
揄
を
、
若
い
芥
川
に
よ
る
前
世
代
批
判
、
あ

る
い
は
浮
橋
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
批
判
と
受
け
取
っ
て
い
る
。
だ
が

そ
も
そ
も
新
渡
戸
稲
造
は
高
名
な
国
際
人
で
は
あ
っ
て
も
、
引
き
ず

り
落
と
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
英
雄
で
あ
っ
た
り
、
否
定
せ
ざ
る

を
え
な
い
ほ
ど
の
美
談
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
芥

川
自
身
は
新
渡
戸
の
謦
咳
に
接
す
る
機
会
を
持
っ
て
い
た
２
１

が
、
そ

う
い
う
身
近
な
先
人
を
揶
揄
す
る
浅
薄
さ
が
、
否
定
的
な
評
価
の
理

由
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
長
谷
川
先
生
を
揶
揄
す
る
口
調
に

つ
い
て
は
、
装
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
新
渡
戸
稲
造
と
武
士
道
に
対

す
る
芥
川
の
真
率
な
批
判
な
の
だ
、
と
す
る
の
が
諸
家
の
立
場
の
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
芥
川
と
は
そ
ん
な
に
直
接
的
な
作
家
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
作
家
が
実
在
の
人
物
を
思
わ
せ
る
登
場
人
物
を
軽
薄

そ
う
に
造
形
し
、
自
ら
が
造
形
し
た
人
物
を
シ
ニ
カ
ル
に
嗤
っ
て
見

せ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
ん
な
作
家
の
姿
勢
を
浅
薄
と
批
評
し
て
し

ま
う
こ
と
、
そ
れ
も
ま
た
浅
薄
で
は
な
か
ろ
う
か
。
語
り
手
も
「
シ

ニ
カ
ル
に
曲
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
シ
ニ
カ
ル
に
言
う

が
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
語
り
手
の
注
意
を
反
語
と
取
っ
て
、
む
し

ろ
シ
ニ
カ
ル
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

  

長
谷
川
先
生
は
新
渡
戸
稲
造
か 

『
手
巾
』
は
、
演
劇
、
演
技
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア

演
劇
の
コ
ロ
ス
の
よ
う
に
、
と
言
う
よ
り
浄
瑠
璃
の
義
太
夫
、
丸
本

歌
舞
伎
の
ち
ょ
ぼ
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
内
面
を
覗
き
込
み
観
客
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を
導
く
語
り
手
が
い
る
。
語
り
手
が
作
者
に
操
ら
れ
て
い
な
い
は
ず

が
な
い
。
以
下
、
語
り
手
の
揶
揄
の
口
調
自
体
も
演
じ
ら
れ
た
も
の

だ
と
考
え
て
検
討
し
よ
う
。 

 

・
長
谷
川
先
生
の
発
見
の
軽
薄
さ 

長
谷
川
先
生
は
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。
と
き
ど
き
顔
を
出
す
語
り
手

は
長
谷
川
先
生
を
シ
ニ
カ
ル
に
描
写
す
る
。
語
り
手
は
長
谷
川
先
生

の
日
本
的
な
教
養
の
欠
如
を
揶
揄
し
、
発
見
な
ら
ざ
る
発
見
や
感
慨

の
軽
薄
さ
を
揶
揄
し
て
い
る
。
梅
幸
を
知
ら
ず
、
日
本
の
俗
諺
「
瓜

二
つ
」
を
ま
る
で
最
近
習
い
覚
え
た
か
の
よ
う
に
反
芻
し
、
人
前
で

は
取
り
乱
さ
な
い
と
い
う
当
然
の
礼
儀
で
振
る
舞
う
母
親
を
意
外
に

思
う
、
そ
ん
な
教
養
の
薄
さ
を
揶
揄
し
て
い
る
。
日
本
的
な
教
養
に

お
い
て
の
み
薄
い
の
で
は
な
く
、
論
理
も
軽
薄
で
あ
る
。
下
宿
の
子

供
の
感
情
表
出
は
西
洋
人
一
般
で
は
な
く
、
子
供
の
特
殊
な
例
と
推

論
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
珈
琲
店
で
崩
御
の
報
を
聞
い
て
帰
る
街
な

か
で
涙
を
流
す
大
人
を
見
か
け
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
下
宿
に
戻
っ

て
子
供
が
泣
く
の
を
見
て
初
め
て
驚
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
な
の
に
、

「
西
洋
人
の
」
と
一
般
化
し
て
し
ま
う
論
理
は
粗
雑
だ
ろ
う
２
２

。
西

山
の
母
が
泣
か
ず
に
耐
え
る
姿
を
西
洋
人
の
衝
動
的
な
感
情
の
表
白

と
対
立
さ
せ
、
武
士
道
の
鏡
と
定
義
す
る
単
純
さ
、
し
か
も
そ
の
単

純
な
結
論
が
亜
米
利
加
人
の
奥
さ
ん
の
同
情
を
買
っ
た
こ
と
を
満
足

に
思
う
。
こ
れ
ら
素
朴
な
発
見
や
感
慨
が
軽
薄
で
あ
る
こ
と
は
、
語

り
手
の
シ
ニ
カ
ル
な
口
ぶ
り
に
導
か
れ
な
く
て
も
、
自
明
で
あ
る
。 

だ
が
、
語
り
手
の
語
り
口
は
芥
川
の
評
価
を
反
映
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
芥
川
の
見
解
は
語
り
手
に
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

長
谷
川
先
生
を
浅
く
描
い
て
、
そ
の
向
こ
う
に
い
る
新
渡
戸
稲
造
を

戯
画
化
し
た
気
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
芥
川
は
い
か
に
も
浅
薄

だ
。
三
島
は
こ
れ
を
「
浅
い
懐
疑
主
義
」
と
評
す
る
の
だ
が
、
芥
川

は
本
当
に
長
谷
川
先
生
を
通
じ
て
新
渡
戸
稲
造
を
揶
揄
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。 

 

・
太
閤
記
十
段
目
の
操 

『
手
巾
』
に
は
様
々
の
小
道
具
が
配
置
さ
れ
、
象
徴
と
し
て
の
役

割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
目
に
つ
く
の
は
岐
阜
提
灯
で
あ
り
、
亜
米
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そ
う
考
え
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
新
渡
戸
と
言
え
ば
『
武
士
道
』
な

の
だ
か
ら
、
長
谷
川
先
生
に
も
『
武
士
道
』
と
い
う
同
じ
よ
う
な
内

容
の
著
述
が
あ
る
、と
読
者
は
想
像
す
る
。だ
が
長
谷
川
先
生
は『
武

士
道
』
と
い
う
本
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
長
谷
川
先
生
の
著
述
に

『
武
士
道
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
と
は
言
明
さ
れ
な
い
。
最
近
五
十

年
間
の
日
本
の
精
神
的
堕
落
を
憂
い
て
、
救
済
す
る
途
を
講
ず
る
の

に
は
「
日
本
固
有
の
武
士
道
に
よ
る
外
は
な
い
と
論
断
し
」
て
い
る

と
報
告
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
仮
に
長
谷
川
先
生
に
『
武
士
道
』
と

い
う
著
述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
長
谷
川
版
『
武
士
道
』
と
新
渡
戸

版
『
武
士
道
』
は
同
じ
徳
目
を
語
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

新
渡
戸
版
に
は
あ
っ
て
も
長
谷
川
版
に
は
あ
り
え
な
い
素
材
と
テ

ー
マ
が
あ
る
。
新
渡
戸
は
そ
の
『
武
士
道
』
の
な
か
で
、
子
の
死
を

受
け
入
れ
る
母
の
物
語
で
あ
る
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
の
演
目
『
菅
原
伝
授

手
習
鑑
』（
第
９
章
）
や
『
伽
羅
先
代
萩
』（
第
４
章
）
を
引
い
て
い

る
。
新
渡
戸
の
教
養
は
長
谷
川
先
生
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
梅
幸
を

知
ら
ず
太
閤
記
十
段
目
の
操
を
知
ら
ず
、
西
山
の
母
を
発
見
す
る
長

谷
川
先
生
は
、『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
や
『
伽
羅
先
代
萩
』
と
い
っ
た

子
の
死
を
受
け
入
れ
る
母
の
例
を
引
用
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
演

劇
と
は
風
馬
牛
の
間
柄
の
長
谷
川
先
生
は
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
が
語

る
堅
忍
や
忠
義
と
い
っ
た
徳
目
を
武
士
道
と
し
て
称
揚
す
る
こ
と
な

ど
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
長
谷
川
先
生
に
は
新
渡
戸
が
書
い
た
よ

う
な
『
武
士
道
』
は
書
け
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。 

新
渡
戸
稲
造
に
は
、
長
谷
川
先
生
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
常
識

と
日
本
文
化
に
関
す
る
教
養
が
あ
っ
た
。
子
の
死
を
従
容
と
し
て
受

け
入
れ
る
母
を
語
ら
ず
、
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
に
材
を
求
め
な
い
で
は
、

新
渡
戸
の
『
武
士
道
』
は
あ
り
え
な
い
。
新
渡
戸
の
『
武
士
道
』
の

読
者
な
ら
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
は
ず
だ
、
と
芥
川
が
考
え
な
か
っ

た
と
は
思
え
な
い
。
操
の
名
を
小
倉
袴
に
言
わ
せ
た
と
き
、
子
の
死

を
従
容
と
受
け
入
れ
る
母
の
例
を
西
山
の
母
よ
り
前
に
置
く
仕
掛
け

に
誰
も
気
づ
く
ま
い
、
芥
川
が
読
者
を
そ
う
見
く
び
っ
て
い
た
と
は

思
え
な
い
２
６

。
操
の
名
が
な
く
て
も
長
谷
川
先
生
の
発
見
は
滑
稽
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
芥
川
は
あ
え
て
小
倉
袴
に
梅
幸
と
操
を
解
説
さ

せ
る
。
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
泣
か
な
い
母
を
「
発

見
」
す
る
長
谷
川
先
生
に
は
、
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
か
ら
泣
か
な
い
母
の

 

利
加
人
の
奥
さ
ん
で
あ
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
岐

阜
提
灯
は
日
本
文
明
を
代
表
す
る
と
説
明
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て

亜
米
利
加
人
の
奥
さ
ん
は
西
洋
を
代
表
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
子
供
は

西
洋
人
の
衝
動
的
な
感
情
の
表
白
の
代
表
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て

西
山
の
母
は
日
本
の
女
の
武
士
道
の
代
表
で
あ
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・

シ
ョ
ウ
（
の
毒
）
は
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
（
の
毒
）
と
相
似
で
あ
る

ら
し
い
２
３

。
梅
幸
は
長
谷
川
先
生
が
演
劇
と
日
本
の
文
芸
に
無
知
で

あ
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
梅
幸
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
た
小
倉
袴
の
説
明
で
妙
に
く

わ
し
く
言
及
さ
れ
る
「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」
と
は
何
か
の
象
徴
な

の
だ
ろ
う
か
。
梅
幸
を
知
ら
な
い
長
谷
川
先
生
は
、
操
が
何
た
る
か

も
知
ら
な
か
っ
た
。
知
っ
て
い
た
な
ら
西
山
の
母
の
行
動
を
「
発
見
」

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。『
絵
本
太
功
記
』
十
段
目
・
尼

ヶ
崎
閑
居
の
段
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
、
死
に
行
く
息
子
を
笑
っ
て
送

る
母
親
た
ち
の
悲
し
み
な
の
だ
か
ら
。
義
太
夫
（
ち
ょ
ぼ
）
は
「
こ

れ
が
別
れ
の
盃
か
と
、
悲
し
さ
隠
す
笑
い
顔
」
２
４

と
操
の
心
境
を
明

か
す
。
芥
川
は
、
微
笑
み
な
が
ら
子
の
死
を
語
る
母
を
登
場
さ
せ
る

前
に
、
悲
し
さ
を
隠
す
泣
き
笑
い
で
息
子
を
出
陣
さ
せ
る
母
の
名
を

あ
げ
る
。小
倉
袴
に「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」と
言
及
さ
せ
た
と
き
、

芥
川
は
読
者
に
目
配
せ
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
話
す
長
谷
川
先

生
の
発
見
が
発
見
の
名
に
値
し
な
い
の
は
、
日
本
芸
能
の
常
識
を
わ

き
ま
え
た
読
者
諸
氏
に
は
自
明
で
す
よ
ね
、
と
。
１
０
０
年
前
の
読

者
は
こ
の
仕
掛
に
気
づ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
簡
単
に
手
に
入
る

刊
本
に
は
、「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」に
つ
い
て「
光
秀
の
妻
の
役
名
」

（
ち
く
ま
文
庫
版
）
あ
る
い
は
「
光
秀
の
妻
の
名
」（
岩
波
全
集
版
）

と
注
す
る
だ
け
で
、「
討
ち
死
に
と
わ
か
っ
た
初
陣
に
我
が
子
を
笑
っ

て
送
り
出
す
母
」
な
ど
の
説
明
は
な
い
。
先
行
研
究
の
中
に
も
操
に

着
目
す
る
論
考
は
見
当
た
ら
な
い
。
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
と
は
風
馬
牛

の
間
柄
に
な
っ
た
わ
れ
わ
れ
現
代
の
読
者
の
た
め
に
は
注
が
欲
し
い

と
こ
ろ
で
は
あ
る
。 

 

・
長
谷
川
先
生
は
新
渡
戸
稲
造
で
は
な
い 

長
谷
川
先
生
の
モ
デ
ル
は
新
渡
戸
稲
造
で
あ
る
。
芥
川
自
身
「
中

央
公
論
へ
は
新
渡
戸
さ
ん
を
書
い
た
の
で
」
２
５

と
述
べ
て
い
る
の
で
、
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そ
う
考
え
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
新
渡
戸
と
言
え
ば
『
武
士
道
』
な

の
だ
か
ら
、
長
谷
川
先
生
に
も
『
武
士
道
』
と
い
う
同
じ
よ
う
な
内

容
の
著
述
が
あ
る
、と
読
者
は
想
像
す
る
。だ
が
長
谷
川
先
生
は『
武

士
道
』
と
い
う
本
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
長
谷
川
先
生
の
著
述
に

『
武
士
道
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
と
は
言
明
さ
れ
な
い
。
最
近
五
十

年
間
の
日
本
の
精
神
的
堕
落
を
憂
い
て
、
救
済
す
る
途
を
講
ず
る
の

に
は
「
日
本
固
有
の
武
士
道
に
よ
る
外
は
な
い
と
論
断
し
」
て
い
る

と
報
告
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
仮
に
長
谷
川
先
生
に
『
武
士
道
』
と

い
う
著
述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
長
谷
川
版
『
武
士
道
』
と
新
渡
戸

版
『
武
士
道
』
は
同
じ
徳
目
を
語
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

新
渡
戸
版
に
は
あ
っ
て
も
長
谷
川
版
に
は
あ
り
え
な
い
素
材
と
テ

ー
マ
が
あ
る
。
新
渡
戸
は
そ
の
『
武
士
道
』
の
な
か
で
、
子
の
死
を

受
け
入
れ
る
母
の
物
語
で
あ
る
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
の
演
目
『
菅
原
伝
授

手
習
鑑
』（
第
９
章
）
や
『
伽
羅
先
代
萩
』（
第
４
章
）
を
引
い
て
い

る
。
新
渡
戸
の
教
養
は
長
谷
川
先
生
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
梅
幸
を

知
ら
ず
太
閤
記
十
段
目
の
操
を
知
ら
ず
、
西
山
の
母
を
発
見
す
る
長

谷
川
先
生
は
、『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
や
『
伽
羅
先
代
萩
』
と
い
っ
た

子
の
死
を
受
け
入
れ
る
母
の
例
を
引
用
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
演

劇
と
は
風
馬
牛
の
間
柄
の
長
谷
川
先
生
は
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
が
語

る
堅
忍
や
忠
義
と
い
っ
た
徳
目
を
武
士
道
と
し
て
称
揚
す
る
こ
と
な

ど
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
長
谷
川
先
生
に
は
新
渡
戸
が
書
い
た
よ

う
な
『
武
士
道
』
は
書
け
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。 

新
渡
戸
稲
造
に
は
、
長
谷
川
先
生
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
常
識

と
日
本
文
化
に
関
す
る
教
養
が
あ
っ
た
。
子
の
死
を
従
容
と
し
て
受

け
入
れ
る
母
を
語
ら
ず
、
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
に
材
を
求
め
な
い
で
は
、

新
渡
戸
の
『
武
士
道
』
は
あ
り
え
な
い
。
新
渡
戸
の
『
武
士
道
』
の

読
者
な
ら
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
は
ず
だ
、
と
芥
川
が
考
え
な
か
っ

た
と
は
思
え
な
い
。
操
の
名
を
小
倉
袴
に
言
わ
せ
た
と
き
、
子
の
死

を
従
容
と
受
け
入
れ
る
母
の
例
を
西
山
の
母
よ
り
前
に
置
く
仕
掛
け

に
誰
も
気
づ
く
ま
い
、
芥
川
が
読
者
を
そ
う
見
く
び
っ
て
い
た
と
は

思
え
な
い
２
６

。
操
の
名
が
な
く
て
も
長
谷
川
先
生
の
発
見
は
滑
稽
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
芥
川
は
あ
え
て
小
倉
袴
に
梅
幸
と
操
を
解
説
さ

せ
る
。
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
泣
か
な
い
母
を
「
発

見
」
す
る
長
谷
川
先
生
に
は
、
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
か
ら
泣
か
な
い
母
の
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る
と
涙
は
流
れ
ず
、
美
も
存
在
し
な
い
２
８

。
西
山
の
母
の
演
技
に

「
型
」
の
美
を
見
て
し
ま
っ
た
三
島
に
と
っ
て
は
、
演
じ
る
俳
優
の

感
情
を
忖
度
す
る
な
ど
「
な
く
も
が
な
の
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。 

西
山
の
母
の
微
笑
は
、
そ
し
て
手
巾
を
揉
む
手
も
、
人
生
そ
の
も

の
で
は
な
く
演
技
で
あ
る
、
と
三
島
は
認
め
る
。
だ
が
、
義
太
夫
で

も
コ
ン
ト
で
も
、
登
場
人
物
た
ち
の
振
る
舞
い
だ
け
が
演
技
な
の
で

は
な
く
、
語
る
し
ぐ
さ
も
演
技
で
は
な
い
か
。
三
島
は
「
こ
の
型
の

美
が
、
能
楽
の
あ
る
刹
那
の
型
の
や
う
な
輝
き
を
放
っ
て
、
コ
ン
ト

の
小
さ
な
形
式
と
融
和
し
た
」と
言
う
。コ
ン
ト
自
体
が
演
技
の「
型
」

を
演
じ
て
い
る
と
見
た
の
だ
ろ
う
。
手
巾
を
揉
む
手
が
演
技
だ
と
示

唆
さ
れ
な
け
れ
ば
、『
手
巾
』
と
い
う
コ
ン
ト
の
「
小
さ
な
形
式
」
も

な
い
。
手
巾
を
揉
む
手
に
驚
く
長
谷
川
先
生
を
語
る
し
ぐ
さ
も
、
人

生
そ
の
も
の
で
は
な
く
演
技
だ
ろ
う
。
新
渡
戸
に
似
せ
た
長
谷
川
先

生
を
シ
ニ
カ
ル
に
揶
揄
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
西
山
の
母
の
微
笑
の
よ

う
に
演
技
で
あ
る
。
操
の
名
を
小
倉
袴
に
言
わ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
は

手
巾
を
揉
む
手
で
あ
る
。
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
は
手
巾
を
持
つ
手
を

演
技
と
言
う
。
長
谷
川
先
生
が
新
渡
戸
稲
造
で
は
な
い
と
示
唆
す
る

こ
と
も
演
技
で
あ
る
。
芥
川
も
二
重
に
演
じ
て
い
る
。
三
島
は
、
西

山
の
母
の
微
笑
と
手
巾
の
演
技
の
「
型
の
美
」
を
賛
美
す
る
だ
け
で

十
分
で
あ
り
、
二
重
の
演
技
に
つ
い
て
の
考
察
は
「
な
く
も
が
な
」

だ
と
考
え
た
。
確
か
に
、
演
ず
る
役
者
の
人
生
の
感
情
を
忖
度
す
る

こ
と
は
演
劇
評
に
は
不
要
だ
ろ
う
。
だ
が
、
芥
川
も
二
重
に
演
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。『
手
巾
』
を
読
む
わ
れ
わ
れ
も
長
谷
川
先
生
に
な
ら

っ
て
、
二
重
の
演
技
に
つ
い
て
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
せ
ざ
る
を
え
ま

い
。
新
渡
戸
稲
造
を
揶
揄
し
て
い
る
、
よ
う
に
装
っ
て
い
る
が
そ
れ

は
真
意
で
は
な
く
批
判
の
対
象
は
新
渡
戸
稲
造
で
は
な
い
、
よ
う
に

も
見
え
る
が
そ
れ
も
本
意
な
わ
け
で
は
な
い
、
と
。
二
重
に
否
定
さ

れ
る
と
最
初
の
命
題
が
強
く
蘇
っ
て
し
ま
う
。
新
渡
戸
稲
造
を
批
判

し
て
い
な
い
身
振
り
は
新
渡
戸
批
判
を
強
く
す
る
。
た
だ
し
滑
稽
に

造
形
さ
れ
た
長
谷
川
先
生
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
。 

 

新
渡
戸
稲
造
批
判 

新
渡
戸
稲
造
批
判
は
二
重
に
打
ち
消
さ
れ
た
こ
と
で
強
調
さ
れ
て

 

例
を
引
く
新
渡
戸
が
持
つ
よ
う
な
武
士
道
観
は
あ
り
え
な
い
。
泣
か

な
い
母
を
「
発
見
」
す
る
長
谷
川
先
生
は
、
泣
か
な
い
母
の
例
を
自

在
に
引
用
で
き
る
新
渡
戸
稲
造
と
瓜
二
つ
で
は
な
い
。
梅
幸
と
操
の

名
を
挙
げ
た
と
き
、
芥
川
は
、
作
中
人
物
は
モ
デ
ル
の
ま
ま
で
は
な

い
、
と
目
配
せ
し
て
い
る
２
７

。 

 

二
重
の
演
技 

あ
る
感
情
や
命
題
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
の
命
題
や
感

情
を
肯
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
悲
し
み
を
隠
す
か
ら
こ
そ
悲
し
み

は
強
調
さ
れ
る
。
笑
顔
の
演
技
の
裏
側
に
あ
る
手
巾
を
見
た
長
谷
川

先
生
は
、
手
巾
に
よ
っ
て
垣
間
見
え
る
隠
さ
れ
て
い
た
感
情
を
真
実

と
思
い
感
動
す
る
。
手
巾
が
西
山
の
母
の
悲
し
み
の
誠
実
な
表
出
な

の
か
臭
味
の
あ
る
二
重
の
演
技
な
の
か
、
語
り
手
は
西
山
の
母
の
心

中
ま
で
覗
き
こ
む
こ
と
は
せ
ず
語
ら
な
い
。
だ
が
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル

ク
に
よ
っ
て
、
手
巾
も
ま
た
演
技
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

演
技
に
気
づ
い
た
者
は
、
演
技
に
何
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
探
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
演
技
は
真
意
を
隠
し
て
い
る
と
発
見
し
た
長
谷
川
先
生

は
、
手
巾
を
揉
む
手
が
演
技
だ
と
す
る
と
こ
の
演
技
も
何
か
を
隠
し

て
い
る
、
と
推
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
隠
す
演
技
で
悲
し
み
を
強
調

す
る
演
技
の
向
こ
う
側
に
あ
る
感
情
を
探
る
と
、
悲
し
み
を
演
じ
る

母
は
悲
し
く
な
い
、
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
感
情
を
見
出
し
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。 

こ
こ
で
、
三
島
の
言
う
「
作
者
自
身
の
云
っ
て
ゐ
る
「
型
（
マ
ニ

イ
ル
）」
の
美
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
三
島
は
「（
芥
川
は
）
無

意
識
の
う
ち
に
、西
山
夫
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
人
生
的
演
技
を
、

一
つ
の
静
止
し
た
形
で「
型
」の
美
と
し
て
認
め
て
ゐ
た
」と
言
う
。

た
と
え
ば
舞
台
の
『
絵
本
太
功
記
』
の
操
を
見
る
観
客
は
、
操
の
表

情
は
悲
し
さ
隠
す
泣
き
笑
い
の
演
技
と
知
っ
て
い
る
。
筋
書
き
を
知

ら
な
い
観
客
に
も
義
太
夫
（
ち
ょ
ぼ
）
で
聞
か
さ
れ
る
。
演
技
と
知

っ
て
い
て
も
、
い
や
む
し
ろ
演
技
と
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
感
動
を

生
み
、
美
し
い
。
そ
れ
が
三
島
の
言
う
「
型
の
美
」
だ
ろ
う
。『
菅
原

伝
授
手
習
鑑
』
で
、
松
王
丸
の
「
出
か
し
た
源
蔵
、
よ
く
討
っ
た
」

と
い
う
せ
り
ふ
に
涙
を
流
す
観
客
は
、
演
技
で
あ
る
こ
と
を
当
然
承

知
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
演
技
を
人
生
そ
の
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
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る
と
涙
は
流
れ
ず
、
美
も
存
在
し
な
い
２
８

。
西
山
の
母
の
演
技
に

「
型
」
の
美
を
見
て
し
ま
っ
た
三
島
に
と
っ
て
は
、
演
じ
る
俳
優
の

感
情
を
忖
度
す
る
な
ど
「
な
く
も
が
な
の
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。 

西
山
の
母
の
微
笑
は
、
そ
し
て
手
巾
を
揉
む
手
も
、
人
生
そ
の
も

の
で
は
な
く
演
技
で
あ
る
、
と
三
島
は
認
め
る
。
だ
が
、
義
太
夫
で

も
コ
ン
ト
で
も
、
登
場
人
物
た
ち
の
振
る
舞
い
だ
け
が
演
技
な
の
で

は
な
く
、
語
る
し
ぐ
さ
も
演
技
で
は
な
い
か
。
三
島
は
「
こ
の
型
の

美
が
、
能
楽
の
あ
る
刹
那
の
型
の
や
う
な
輝
き
を
放
っ
て
、
コ
ン
ト

の
小
さ
な
形
式
と
融
和
し
た
」と
言
う
。コ
ン
ト
自
体
が
演
技
の「
型
」

を
演
じ
て
い
る
と
見
た
の
だ
ろ
う
。
手
巾
を
揉
む
手
が
演
技
だ
と
示

唆
さ
れ
な
け
れ
ば
、『
手
巾
』
と
い
う
コ
ン
ト
の
「
小
さ
な
形
式
」
も

な
い
。
手
巾
を
揉
む
手
に
驚
く
長
谷
川
先
生
を
語
る
し
ぐ
さ
も
、
人

生
そ
の
も
の
で
は
な
く
演
技
だ
ろ
う
。
新
渡
戸
に
似
せ
た
長
谷
川
先

生
を
シ
ニ
カ
ル
に
揶
揄
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
西
山
の
母
の
微
笑
の
よ

う
に
演
技
で
あ
る
。
操
の
名
を
小
倉
袴
に
言
わ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
は

手
巾
を
揉
む
手
で
あ
る
。
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
は
手
巾
を
持
つ
手
を

演
技
と
言
う
。
長
谷
川
先
生
が
新
渡
戸
稲
造
で
は
な
い
と
示
唆
す
る

こ
と
も
演
技
で
あ
る
。
芥
川
も
二
重
に
演
じ
て
い
る
。
三
島
は
、
西

山
の
母
の
微
笑
と
手
巾
の
演
技
の
「
型
の
美
」
を
賛
美
す
る
だ
け
で

十
分
で
あ
り
、
二
重
の
演
技
に
つ
い
て
の
考
察
は
「
な
く
も
が
な
」

だ
と
考
え
た
。
確
か
に
、
演
ず
る
役
者
の
人
生
の
感
情
を
忖
度
す
る

こ
と
は
演
劇
評
に
は
不
要
だ
ろ
う
。
だ
が
、
芥
川
も
二
重
に
演
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。『
手
巾
』
を
読
む
わ
れ
わ
れ
も
長
谷
川
先
生
に
な
ら

っ
て
、
二
重
の
演
技
に
つ
い
て
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
せ
ざ
る
を
え
ま

い
。
新
渡
戸
稲
造
を
揶
揄
し
て
い
る
、
よ
う
に
装
っ
て
い
る
が
そ
れ

は
真
意
で
は
な
く
批
判
の
対
象
は
新
渡
戸
稲
造
で
は
な
い
、
よ
う
に

も
見
え
る
が
そ
れ
も
本
意
な
わ
け
で
は
な
い
、
と
。
二
重
に
否
定
さ

れ
る
と
最
初
の
命
題
が
強
く
蘇
っ
て
し
ま
う
。
新
渡
戸
稲
造
を
批
判

し
て
い
な
い
身
振
り
は
新
渡
戸
批
判
を
強
く
す
る
。
た
だ
し
滑
稽
に

造
形
さ
れ
た
長
谷
川
先
生
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
。 

 
新
渡
戸
稲
造
批
判 

新
渡
戸
稲
造
批
判
は
二
重
に
打
ち
消
さ
れ
た
こ
と
で
強
調
さ
れ
て
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に
対
す
る
従
順
、
上
か
ら
来
る
声
の
命
令
に
対
す
る
完
き
服
従
が
あ

っ
た
」（『
武
士
道
』
第
九
章
）
の
だ
と
も
言
う
。「
絶
対
に
服
従
す
る

こ
と
は
絶
対
に
批
判
を
加
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
理
想
的
兵
卒
は

ま
ず
理
性
を
、
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（『
侏
儒
の
言
葉
』
兵
卒
）

と
後
に
ア
フ
ォ
リ
ス
ム
を
書
く
芥
川
に
同
意
で
き
る
徳
目
だ
と
は
思

え
な
い
。 

そ
も
そ
も
イ
サ
ク
の
供
犠
の
物
語
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
民
族
と
し
て

国
家
を
形
成
す
る
ダ
ビ
デ
王
朝
よ
り
も
古
い
時
代
、
ヤ
ハ
ヴ
ェ
宗
教

成
立
以
前
の
古
代
社
会
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
。
い
か
に
聖
書
の
中

の
挿
話
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
例
と
比
べ
る
と
、
日
本
の
忠
義
は

文
明
化
以
前
の
古
代
社
会
の
徳
目
と
同
じ
く
ら
い
野
蛮
だ
３
０

と
主

張
す
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
し
て
こ
の
よ
う
な
非
合
理

性
を
海
外
に
喧
伝
さ
れ
る
と
は
。『
武
士
道
』
が
英
語
で
書
か
れ
、
ア

メ
リ
カ
で
読
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
非
合
理
性
、
非
倫
理
性
に
は
目
を

つ
む
り
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
を
見
た
か
ら
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

長
谷
川
先
生
が
「（
日
本
と
日
本
人
と
を
愛
す
る
）
奥
さ
ん
に
熱
心
な

聴
き
手
を
見
出
し
た
」
と
言
う
と
き
、
こ
こ
に
も
語
り
手
の
揶
揄
が

あ
る
だ
ろ
う
。 

 

新
渡
戸
の
通
俗
性
や
非
合
理
性
は
批
判
の
対
象
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
滑
稽
な
ほ
ど
日
本
的
教
養
に
欠
け
て
い
る
長
谷
川
先

生
を
揶
揄
し
て
、
日
本
的
教
養
も
豊
か
に
持
つ
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
新

渡
戸
を
戯
画
化
し
て
い
る
、
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
長
谷

川
先
生
の
武
士
道
は
新
渡
戸
の
武
士
道
と
は
異
な
る
と
示
唆
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、
新
渡
戸
の
武
士
道
を
批
判
し
て
い
る
、
と
考
え
る
わ

け
に
も
い
か
な
い
。 

そ
も
そ
も
『
手
巾
』
を
離
れ
て
新
渡
戸
を
批
評
す
る
こ
と
は
本
論

の
主
意
で
は
な
い
。『
手
巾
』
本
文
に
即
し
て
考
え
よ
う
。
長
谷
川
先

生
を
揶
揄
し
て
新
渡
戸
を
批
判
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
両
者
に
共
通

に
残
さ
れ
た
も
の
が
批
判
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
が
共
有

す
る
も
の
と
は
何
か
。 

 

・
朝
鮮
団
扇 

『
手
巾
』
に
は
象
徴
と
し
て
扱
わ
れ
る
地
名
や
国
名
付
き
の
小
道

 

い
る
。
だ
が
、
芥
川
は
新
渡
戸
の
何
を
批
判
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
の
か
。
日
本
的
な
常
識
を
欠
い
た
軽
薄
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と

し
て
か
、
武
士
道
を
唱
道
す
る
封
建
主
義
的
旧
世
代
の
代
表
と
し
て

か
。
新
渡
戸
が
海
外
に
喧
伝
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
道
徳
の
通
俗
性

や
軽
薄
さ
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
封
建
性

や
非
合
理
さ
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

・
通
俗
性
批
判
か 

長
谷
川
先
生
の
発
見
は
粗
忽
で
陳
腐
で
あ
る
。
そ
ん
な
長
谷
川
先

生
に
は
新
渡
戸
の
よ
う
に
立
派
な
『
武
士
道
』
を
書
け
る
と
は
思
え

な
い
。
し
か
し
新
渡
戸
が
『
武
士
道
』
の
な
か
で
発
見
す
る
道
徳
も

と
き
に
単
純
で
通
俗
的
で
あ
る
。
新
渡
戸
は
、
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
の
演

目
の
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
を
引
い
て
、「
忠
義
」
を
論
じ
る
。
浄
瑠

璃
歌
舞
伎
の
「
型
」
の
美
が
芸
術
性
を
備
え
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と

し
て
も
、
教
訓
は
観
客
の
涙
を
引
き
出
す
た
め
の
俗
受
け
す
る
単
純

な
も
の
で
あ
る
。
通
俗
的
な
教
訓
を
道
徳
と
し
て
参
照
す
る
論
は
説

得
力
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
西
山
の
母
の
手
巾
に
簡
単
に
感
動
す
る
長

谷
川
先
生
の
単
純
さ
は
、
道
徳
を
語
る
の
に
通
俗
的
な
演
劇
に
教
訓

を
求
め
る
新
渡
戸
の
安
易
さ
と
並
行
す
る
だ
ろ
う
。
浄
瑠
璃
や
歌
舞

伎
の
通
俗
的
な
教
訓
を
武
士
道
の
真
髄
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
、
そ

れ
は
、
後
に
『
将
軍
』
で
陣
中
の
芝
居
の
旧
劇
め
い
た
愁
嘆
場
に
涙

を
流
す
Ｎ
将
軍
を
揶
揄
す
る
芥
川
の
目
に
は
、
長
谷
川
先
生
の
「
発

見
」
と
大
差
無
い
も
の
と
見
え
た
だ
ろ
う
２
９

。
芥
川
に
同
意
で
き
る

よ
う
な
論
理
だ
と
は
思
え
な
い
。 

 

・
非
合
理
性
批
判
か 

通
俗
的
な
教
訓
で
も
上
手
に
語
ら
れ
る
と
、
思
わ
ず
心
を
揺
さ
ぶ

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
新
渡
戸
が
語
る
道
徳
は
、
合
理
的

で
倫
理
的
な
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
長
谷
川
先
生
は
ま

だ
し
も
母
の
健
気
さ
に
感
動
す
る
の
だ
が
、
新
渡
戸
は
子
を
死
な
せ

る
親
の
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
を
徳
目
と
し
て
の
忠
義
だ
と
主
張
す
る
。
旧

約
聖
書
か
ら
イ
サ
ク
の
供
犠
を
引
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
徳
目
と
も
一

致
す
る
の
だ
と
言
う
。「
こ
の
児
（
イ
サ
ク
）
は
自
ら
知
り
且
つ
甘
ん

じ
て
犠
牲
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
何
れ
に
せ
よ
義
務
の
召
命
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に
対
す
る
従
順
、
上
か
ら
来
る
声
の
命
令
に
対
す
る
完
き
服
従
が
あ

っ
た
」（『
武
士
道
』
第
九
章
）
の
だ
と
も
言
う
。「
絶
対
に
服
従
す
る

こ
と
は
絶
対
に
批
判
を
加
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
理
想
的
兵
卒
は

ま
ず
理
性
を
、
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（『
侏
儒
の
言
葉
』
兵
卒
）

と
後
に
ア
フ
ォ
リ
ス
ム
を
書
く
芥
川
に
同
意
で
き
る
徳
目
だ
と
は
思

え
な
い
。 

そ
も
そ
も
イ
サ
ク
の
供
犠
の
物
語
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
民
族
と
し
て

国
家
を
形
成
す
る
ダ
ビ
デ
王
朝
よ
り
も
古
い
時
代
、
ヤ
ハ
ヴ
ェ
宗
教

成
立
以
前
の
古
代
社
会
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
。
い
か
に
聖
書
の
中

の
挿
話
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
例
と
比
べ
る
と
、
日
本
の
忠
義
は

文
明
化
以
前
の
古
代
社
会
の
徳
目
と
同
じ
く
ら
い
野
蛮
だ
３
０

と
主

張
す
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
し
て
こ
の
よ
う
な
非
合
理

性
を
海
外
に
喧
伝
さ
れ
る
と
は
。『
武
士
道
』
が
英
語
で
書
か
れ
、
ア

メ
リ
カ
で
読
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
非
合
理
性
、
非
倫
理
性
に
は
目
を

つ
む
り
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
を
見
た
か
ら
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

長
谷
川
先
生
が
「（
日
本
と
日
本
人
と
を
愛
す
る
）
奥
さ
ん
に
熱
心
な

聴
き
手
を
見
出
し
た
」
と
言
う
と
き
、
こ
こ
に
も
語
り
手
の
揶
揄
が

あ
る
だ
ろ
う
。 

 

新
渡
戸
の
通
俗
性
や
非
合
理
性
は
批
判
の
対
象
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
滑
稽
な
ほ
ど
日
本
的
教
養
に
欠
け
て
い
る
長
谷
川
先

生
を
揶
揄
し
て
、
日
本
的
教
養
も
豊
か
に
持
つ
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
新

渡
戸
を
戯
画
化
し
て
い
る
、
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
長
谷

川
先
生
の
武
士
道
は
新
渡
戸
の
武
士
道
と
は
異
な
る
と
示
唆
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、
新
渡
戸
の
武
士
道
を
批
判
し
て
い
る
、
と
考
え
る
わ

け
に
も
い
か
な
い
。 

そ
も
そ
も
『
手
巾
』
を
離
れ
て
新
渡
戸
を
批
評
す
る
こ
と
は
本
論

の
主
意
で
は
な
い
。『
手
巾
』
本
文
に
即
し
て
考
え
よ
う
。
長
谷
川
先

生
を
揶
揄
し
て
新
渡
戸
を
批
判
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
両
者
に
共
通

に
残
さ
れ
た
も
の
が
批
判
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
が
共
有

す
る
も
の
と
は
何
か
。 

 
・
朝
鮮
団
扇 

『
手
巾
』
に
は
象
徴
と
し
て
扱
わ
れ
る
地
名
や
国
名
付
き
の
小
道
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川
先
生
は
、
新
渡
戸
の
よ
う
に
植
民
地
台
湾
で
行
政
経
験
を
積
み
、

大
学
で
は
植
民
政
策
を
講
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
長
谷
川
先

生
の
考
え
る
東
洋
文
明
に
は
、
台
湾
も
朝
鮮
も
、
多
分
中
国
も
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
新
渡
戸
と
長
谷
川
先
生
が
共
有
す

る
の
は
、
東
京
帝
国
法
科
大
学
で
植
民
政
策
を
研
究
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
彼
ら
は
と
も
に
日
本
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
る
。
朝
鮮
団
扇
は
、
長
谷
川
先
生
の
専
門
は
植
民
政
策

の
研
究
で
あ
る
、と
思
い
出
さ
せ
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

新
渡
戸
批
判
の
先
に 

長
谷
川
先
生
へ
の
揶
揄
は
、
同
じ
く
植
民
政
策
を
専
門
と
す
る
新

渡
戸
稲
造
へ
の
批
判
だ
ろ
う
。
し
か
し
朝
鮮
団
扇
を
落
と
し
て
み
せ

る
だ
け
で
は
、
批
評
と
し
て
は
つ
っ
こ
み
が
足
り
な
い
。
批
判
を
ほ

の
め
か
し
た
だ
け
で
、
身
を
引
い
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
本
当
に

身
を
引
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
三
島
が
「
な
く
も
が
な
」
と
形

容
し
た
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
、揶
揄
が
向
け
ら
れ
た
先
を
探
る
。 

 

・
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
か 

レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
言
及
さ
れ
る
「
得
体
の
知
れ
な
い
何
物

か
」
と
は
何
か
。
西
山
の
母
の
微
笑
に
隠
さ
れ
た
悲
し
み
の
手
巾
に

よ
る
表
出
さ
え
演
技
だ
と
す
る
と
、
悲
し
み
の
演
技
を
さ
せ
る
感
情

は
得
体
が
知
れ
な
い
。
評
者
た
ち
は
「
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
か
」

に
つ
い
て
、
芥
川
や
日
本
人
全
般
、
知
識
人
の
不
安
と
解
釈
す
る
。

「
西
洋
対
東
洋
の
二
項
対
立
の
な
か
で
日
本
文
明
を
模
索
す
る
に
は
、

「
文
明
」「
普
遍
」
な
ど
の
西
洋
由
来
の
概
念
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い

逆
説
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（
竹
内
）
と
解
し
た
り
、「
書
物
に
振
り
回
さ

れ
な
い
自
意
識
の
確
立
」（
相
川
）
と
考
え
た
り
、「
当
代
日
本
人
全

体
が
感
じ
た
近
代
化
へ
の
自
信
の
無
さ
」（
海
老
井
）
３
６

と
み
な
し

た
り
す
る
。 

語
り
手
は
「
何
物
か
」
を
「
得
体
が
知
れ
な
い
」
と
言
う
だ
け
で

明
確
に
定
義
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
破
ろ
う
と
す
る
も
の
が
何
か

は
語
っ
て
い
る
。
奥
さ
ん
（
つ
ま
り
西
洋
文
明
）
で
も
な
け
れ
ば
日

本
の
文
明
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
「
平
穏
な
調
和
」
だ
と
言
う
。
平

穏
な
調
和
は
、「
欧
米
各
国
民
と
日
本
国
民
と
の
相
互
の
理
解
」
で
あ

 

具
、
人
物
が
登
場
す
る
。
岐
阜
提
灯
は
日
本
の
代
表
で
、
亜
米
利
加

人
の
奥
さ
ん
は
西
洋
の
代
表
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
子
供
は
西
洋
人

の
衝
動
的
な
感
情
の
表
白
の
代
表
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
、
朝
鮮
団

扇
だ
け
は
国
名
を
冠
し
て
い
る
の
に
象
徴
的
役
割
を
明
言
さ
れ
な
い
。

こ
の
小
道
具
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
上
の
役
割
は
、
長
谷
川
先
生
の
手

か
ら
す
べ
り
落
ち
て
テ
ー
ブ
ル
の
下
を
覗
き
見
さ
せ
る
き
っ
か
け
を

作
る
こ
と
３
１

で
あ
る
。
他
の
国
名
地
名
は
そ
れ
ぞ
れ
の
何
か
を
象
徴

し
て
も
い
る
の
だ
か
ら
、
朝
鮮
団
扇
も
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
上
の
役
割

以
外
に
何
か
を
代
表
し
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
朝
鮮
団
扇

が
何
を
象
徴
し
て
い
る
か
、
饒
舌
な
語
り
手
は
説
明
し
な
い
。
し
か

し
長
谷
川
先
生
に
と
っ
て
朝
鮮
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
か
を

想
像
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
提
供
し
て
い
る
。 

「
先
生
の
専
門
は
、
植
民
政
策
の
研
究
で
あ
る
。
従
っ
て
読
者
に

は
、
先
生
が
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
イ
を
読
ん
で
い
る
と
云
う
事
が
、
い

さ
さ
か
、
唐
突
の
感
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。」
こ
の
冒
頭
の
一
文

が
置
か
れ
た
の
は
、
演
劇
に
無
縁
な
長
谷
川
先
生
が
ス
ト
リ
ン
ド
ベ

ル
ク
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
イ
を
読
む
皮
相
さ
を
際
だ
た
せ
る
た
め
だ

け
で
は
あ
る
ま
い
。
対
照
に
よ
っ
て
片
側
が
強
調
さ
れ
る
と
き
、
対

立
す
る
側
に
も
同
じ
か
そ
れ
以
上
の
重
み
が
あ
る
は
ず
だ
、
微
笑
が

悲
し
み
を
強
調
す
る
よ
う
に
。
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
名
や
演
劇
は

長
谷
川
先
生
に
は
無
縁
と
繰
り
返
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
演
劇
に
対
立

し
て
置
か
れ
た
植
民
政
策
の
ほ
う
が
長
谷
川
先
生
に
と
っ
て
縁
が
深

い
、
と
確
認
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
３
２

。
植
民
政
策
を
専
門
と
す
る
長

谷
川
先
生
に
、
最
近
日
本
に
併
合
さ
れ
た
は
ず
の
朝
鮮
へ
の
同
情
は

薄
い
だ
ろ
う
。
新
渡
戸
稲
造
は
東
西
の
文
明
に
も
世
俗
の
文
芸
に
も

通
じ
た
、
長
谷
川
先
生
よ
り
教
養
豊
か
な
常
識
人
で
あ
る
。
毀
誉
褒

貶
に
も
動
じ
ず
３
３

、『
手
巾
』
の
揶
揄
に
も
反
論
し
な
い
だ
ろ
う
。

政
治
的
な
寛
容
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
５
年
前
の

大
逆
事
件
の
際
に
第
一
高
等
学
校
の
講
堂
で
徳
富
蘆
花
の「
謀
叛
論
」

講
演
を
許
し
、文
部
省
に
譴
責
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
３
４

。そ
れ
で
も
、

植
民
地
支
配
者
と
し
て
現
実
に
台
湾
経
営
に
あ
た
っ
た
新
渡
戸
稲
造

に
は
、
朝
鮮
を
独
立
し
た
国
と
見
る
理
解
は
な
い
３
５

。
新
渡
戸
に
と

っ
て
、
日
本
帝
国
に
と
っ
て
、
新
渡
戸
が
語
り
か
け
る
当
時
の
国
際

社
会
に
と
っ
て
、
朝
鮮
は
日
本
と
同
じ
位
置
に
は
な
か
っ
た
。
長
谷
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川
先
生
は
、
新
渡
戸
の
よ
う
に
植
民
地
台
湾
で
行
政
経
験
を
積
み
、

大
学
で
は
植
民
政
策
を
講
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
長
谷
川
先

生
の
考
え
る
東
洋
文
明
に
は
、
台
湾
も
朝
鮮
も
、
多
分
中
国
も
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
新
渡
戸
と
長
谷
川
先
生
が
共
有
す

る
の
は
、
東
京
帝
国
法
科
大
学
で
植
民
政
策
を
研
究
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
彼
ら
は
と
も
に
日
本
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
る
。
朝
鮮
団
扇
は
、
長
谷
川
先
生
の
専
門
は
植
民
政
策

の
研
究
で
あ
る
、と
思
い
出
さ
せ
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

新
渡
戸
批
判
の
先
に 

長
谷
川
先
生
へ
の
揶
揄
は
、
同
じ
く
植
民
政
策
を
専
門
と
す
る
新

渡
戸
稲
造
へ
の
批
判
だ
ろ
う
。
し
か
し
朝
鮮
団
扇
を
落
と
し
て
み
せ

る
だ
け
で
は
、
批
評
と
し
て
は
つ
っ
こ
み
が
足
り
な
い
。
批
判
を
ほ

の
め
か
し
た
だ
け
で
、
身
を
引
い
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
本
当
に

身
を
引
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
三
島
が
「
な
く
も
が
な
」
と
形

容
し
た
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
、揶
揄
が
向
け
ら
れ
た
先
を
探
る
。 

 

・
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
か 

レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
言
及
さ
れ
る
「
得
体
の
知
れ
な
い
何
物

か
」
と
は
何
か
。
西
山
の
母
の
微
笑
に
隠
さ
れ
た
悲
し
み
の
手
巾
に

よ
る
表
出
さ
え
演
技
だ
と
す
る
と
、
悲
し
み
の
演
技
を
さ
せ
る
感
情

は
得
体
が
知
れ
な
い
。
評
者
た
ち
は
「
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
か
」

に
つ
い
て
、
芥
川
や
日
本
人
全
般
、
知
識
人
の
不
安
と
解
釈
す
る
。

「
西
洋
対
東
洋
の
二
項
対
立
の
な
か
で
日
本
文
明
を
模
索
す
る
に
は
、

「
文
明
」「
普
遍
」
な
ど
の
西
洋
由
来
の
概
念
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い

逆
説
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（
竹
内
）
と
解
し
た
り
、「
書
物
に
振
り
回
さ

れ
な
い
自
意
識
の
確
立
」（
相
川
）
と
考
え
た
り
、「
当
代
日
本
人
全

体
が
感
じ
た
近
代
化
へ
の
自
信
の
無
さ
」（
海
老
井
）
３
６

と
み
な
し

た
り
す
る
。 

語
り
手
は
「
何
物
か
」
を
「
得
体
が
知
れ
な
い
」
と
言
う
だ
け
で

明
確
に
定
義
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
破
ろ
う
と
す
る
も
の
が
何
か

は
語
っ
て
い
る
。
奥
さ
ん
（
つ
ま
り
西
洋
文
明
）
で
も
な
け
れ
ば
日

本
の
文
明
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
「
平
穏
な
調
和
」
だ
と
言
う
。
平

穏
な
調
和
は
、「
欧
米
各
国
民
と
日
本
国
民
と
の
相
互
の
理
解
」
で
あ
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由
は
な
か
っ
た
。
岐
阜
提
灯
＝
日
本
へ
の
疑
義
と
官
憲
に
見
と
が
め

ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
社
会
的
反
響
は
芥
川
に
と
っ
て
不
快
な
も
の

に
な
り
か
ね
な
い
。 

 

お
わ
り
に 

『
手
巾
』
は
「
武
士
道
乃
至
そ
れ
を
か
こ
む
封
建
的
観
念
に
対
す

る
皮
肉
」
あ
る
い
は
浮
橋
的
存
在
で
し
か
な
い
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

の
戯
画
化
」
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
芥
川
の
作
品
は
多
く
寓

意
で
あ
り
、
作
品
の
中
の
小
道
具
や
こ
と
ば
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
象
徴

的
な
意
味
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。『
手
巾
』
で
も
、
事
物
の
象
徴
性
を

検
討
せ
ず
に
、
長
谷
川
先
生
へ
の
揶
揄
を
封
建
的
観
念
や
武
士
道
批

判
あ
る
い
は
若
い
世
代
に
よ
る
前
世
代
の
英
雄
否
定
な
ど
と
、
直
接

的
に
解
し
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

象
徴
、「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」
と
朝
鮮
団
扇
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

ま
ず
「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」
が
、
微
笑
み
な
が
ら
子
の
死
を
語
る

西
山
の
母
の
予
型
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
芸
能
に
関
す
る
知
識

に
お
い
て
、
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
新
渡
戸
稲
造
と
長
谷
川
先
生
の
差
は

大
き
い
。
芥
川
は
「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」
の
名
を
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
渡
戸
稲
造
を
髣
髴
と
さ
せ
る
長
谷
川
先
生
だ
が
、
実
は
新

渡
戸
稲
造
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
読
者
に
目
配
せ
を
送
っ
て
い
る
。 

『
手
巾
』
は
二
重
の
演
技
の
物
語
で
あ
る
。
西
山
の
母
も
コ
ン
ト

自
体
も
、
最
初
の
演
技
を
打
ち
消
す
よ
う
二
重
に
演
技
し
て
い
る
。

長
谷
川
先
生
が
西
山
の
母
の
微
笑
に
隠
さ
れ
た
手
巾
を
探
り
当
て
、

手
巾
の
う
し
ろ
に
あ
る
も
の
を
探
る
よ
う
に
、
読
者
は
コ
ン
ト
の
揶

揄
を
打
ち
消
し
た
あ
と
に
隠
さ
れ
た
も
の
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
朝
鮮
団
扇
が
長
谷
川
先
生
に
手
巾
を
見
つ
け
さ
せ
、
西
山
の
母

の
微
笑
に
隠
さ
れ
た
感
情
を
露
わ
に
す
る
。
朝
鮮
団
扇
の
も
う
一
つ

の
役
割
は
、
読
者
に
長
谷
川
先
生
の
専
門
が
植
民
政
策
で
あ
る
と
思

い
出
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。 

植
民
政
策
を
研
究
し
講
ず
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
長
谷
川
謹
造

先
生
は
新
渡
戸
稲
造
で
あ
る
。
と
も
に
台
湾
や
朝
鮮
を
領
有
す
る
植

民
国
家
の
官
僚
と
し
て
生
き
、
と
も
に
帝
国
大
学
で
植
民
政
策
を
講

じ
な
が
ら
、
東
西
両
洋
の
架
け
橋
に
な
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
。
そ

 

り
、
長
谷
川
先
生
「
自
ら
東
西
両
洋
の
間
に
横
た
わ
る
橋
梁
」
と
な

っ
て
結
ぶ
調
和
、
と
最
初
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
西

両
洋
の
調
和
と
は
言
い
な
が
ら
長
谷
川
先
生
の
東
洋
は
日
本
だ
け
で

代
表
さ
れ
る
。
東
洋
を
日
本
だ
け
で
代
表
さ
せ
て
西
洋
と
の
橋
梁
で

結
ぶ
こ
と
、
そ
れ
を
「
調
和
」
と
呼
べ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
台
湾
と

朝
鮮
を
植
民
地
と
し
て
領
有
し
、
山
東
半
島
や
南
洋
の
ド
イ
ツ
植
民

地
を
受
け
継
ご
う
と
し
て
い
る
植
民
国
家
日
本
が
欧
米
諸
国
と
勢
力

を
均
衡
さ
せ
て
保
つ
調
和
、
そ
れ
を
「
平
穏
な
」
と
呼
べ
る
も
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
「
平
穏
な
調
和
」
な
る
も
の
は
、
植
民
政
策
を
専
門

と
す
る
長
谷
川
先
生
＝
新
渡
戸
稲
造
の
願
望
で
し
か
あ
る
ま
い
。
そ

ん
な
「
平
穏
な
調
和
」
を
破
ろ
う
と
す
る
も
の
が
「
得
体
の
知
れ
な

い
何
物
か
」
な
の
で
あ
る
。 

 

・
岐
阜
提
灯 

コ
ン
ト
は
長
谷
川
先
生
が
岐
阜
提
灯
を
眺
め
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。

こ
こ
だ
け
、
な
く
も
が
な
の
情
景
描
写
の
は
ず
が
な
い
。
岐
阜
提
灯

は
こ
れ
ま
で
日
本
の
代
表
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
最
後
も
日
本
の

象
徴
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
か
」

に
動
揺
し
た
長
谷
川
先
生
の
視
線
は
、
岐
阜
提
灯
つ
ま
り
日
本
に
向

か
っ
て
い
る
。
東
西
両
洋
の
平
穏
な
調
和
な
る
も
の
は
、
長
谷
川
先

生
＝
新
渡
戸
稲
造
の
私
論
で
は
な
い
。
長
谷
川
先
生
＝
新
渡
戸
稲
造

は
、
東
京
帝
国
法
科
大
学
で
植
民
政
策
を
講
じ
、
日
本
帝
国
の
官
僚

を
育
て
て
い
る
。
長
谷
川
先
生
＝
新
渡
戸
稲
造
を
揶
揄
し
、
動
揺
し

た
視
線
を
岐
阜
提
灯
に
向
け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
芥
川
の
日
本

帝
国
の
国
策
に
対
し
て
の
懐
疑
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

芥
川
が
日
本
帝
国
に
対
し
て
も
う
少
し
あ
か
ら
さ
ま
に
批
判
的
な

文
章
を
書
く
ま
で
に
は
、
も
う
少
し
時
間
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

『
金
将
軍
』
や
『
桃
太
郎
』
を
書
く
た
め
に
は
中
国
旅
行
の
影
響
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
中
央
公
論
へ
は

新
渡
戸
さ
ん
を
か
い
た
の
で
社
会
的
反
響
が
僕
に
と
っ
て
不
快
な
も

の
で
な
い
事
を
祈
っ
て
ま
す
」
３
７

と
不
安
め
い
た
こ
と
を
書
い
た
と

き
、
芥
川
が
考
え
る
不
快
な
社
会
的
反
響
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
大
逆
事
件
に
よ
っ
て
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
い
た
文
壇
に
、

新
渡
戸
稲
造
を
揶
揄
す
る
自
由
は
あ
っ
て
も
、
国
策
を
批
判
す
る
自
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由
は
な
か
っ
た
。
岐
阜
提
灯
＝
日
本
へ
の
疑
義
と
官
憲
に
見
と
が
め

ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
社
会
的
反
響
は
芥
川
に
と
っ
て
不
快
な
も
の

に
な
り
か
ね
な
い
。 

 

お
わ
り
に 

『
手
巾
』
は
「
武
士
道
乃
至
そ
れ
を
か
こ
む
封
建
的
観
念
に
対
す

る
皮
肉
」
あ
る
い
は
浮
橋
的
存
在
で
し
か
な
い
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

の
戯
画
化
」
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
芥
川
の
作
品
は
多
く
寓

意
で
あ
り
、
作
品
の
中
の
小
道
具
や
こ
と
ば
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
象
徴

的
な
意
味
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。『
手
巾
』
で
も
、
事
物
の
象
徴
性
を

検
討
せ
ず
に
、
長
谷
川
先
生
へ
の
揶
揄
を
封
建
的
観
念
や
武
士
道
批

判
あ
る
い
は
若
い
世
代
に
よ
る
前
世
代
の
英
雄
否
定
な
ど
と
、
直
接

的
に
解
し
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

象
徴
、「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」
と
朝
鮮
団
扇
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

ま
ず
「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」
が
、
微
笑
み
な
が
ら
子
の
死
を
語
る

西
山
の
母
の
予
型
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
芸
能
に
関
す
る
知
識

に
お
い
て
、
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
新
渡
戸
稲
造
と
長
谷
川
先
生
の
差
は

大
き
い
。
芥
川
は
「
太
閤
記
十
段
目
の
操
」
の
名
を
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
渡
戸
稲
造
を
髣
髴
と
さ
せ
る
長
谷
川
先
生
だ
が
、
実
は
新

渡
戸
稲
造
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
読
者
に
目
配
せ
を
送
っ
て
い
る
。 

『
手
巾
』
は
二
重
の
演
技
の
物
語
で
あ
る
。
西
山
の
母
も
コ
ン
ト

自
体
も
、
最
初
の
演
技
を
打
ち
消
す
よ
う
二
重
に
演
技
し
て
い
る
。

長
谷
川
先
生
が
西
山
の
母
の
微
笑
に
隠
さ
れ
た
手
巾
を
探
り
当
て
、

手
巾
の
う
し
ろ
に
あ
る
も
の
を
探
る
よ
う
に
、
読
者
は
コ
ン
ト
の
揶

揄
を
打
ち
消
し
た
あ
と
に
隠
さ
れ
た
も
の
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
朝
鮮
団
扇
が
長
谷
川
先
生
に
手
巾
を
見
つ
け
さ
せ
、
西
山
の
母

の
微
笑
に
隠
さ
れ
た
感
情
を
露
わ
に
す
る
。
朝
鮮
団
扇
の
も
う
一
つ

の
役
割
は
、
読
者
に
長
谷
川
先
生
の
専
門
が
植
民
政
策
で
あ
る
と
思

い
出
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。 

植
民
政
策
を
研
究
し
講
ず
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
長
谷
川
謹
造

先
生
は
新
渡
戸
稲
造
で
あ
る
。
と
も
に
台
湾
や
朝
鮮
を
領
有
す
る
植

民
国
家
の
官
僚
と
し
て
生
き
、
と
も
に
帝
国
大
学
で
植
民
政
策
を
講

じ
な
が
ら
、
東
西
両
洋
の
架
け
橋
に
な
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
。
そ
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１
３ 

久
米
正
雄
、『
二
階
堂
放
話
』、
新
英
社
、
１
９
３
５
年
、
３
１

３
ペ
ー
ジ
。
相
川
直
之
、「
芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」
論--

新
渡
戸
稲
造

の
影
響 (

文
学
史
の
新
視
角(

２))

」、『
近
代
文
学
試
論
』(

４
０)

、
２

０
０
２
年
、
３
５
-４
８
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
。 

１
４ 

「『
手
巾
』
私
注
」、『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成 

第
４
巻 

舞

踏
会
-開
化
期
・
現
代
物
の
世
界
』、
翰
林
書
房
、
１
９
９
９
年
、
７

-２
０
ペ
ー
ジ
。（
初
出
は
、『
立
教
大
学
日
本
文
学
』、１
９
８
３
年
。） 

１
５ 

『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
７
巻
、
教
文
館
、
１
９
６
９
年
。 

 

『
自
警
』
の
単
行
本
と
し
て
の
初
出
は
１
９
１
６
年
１
０
月
な
の

で
同
年
８
月
『
新
思
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
久
米
の
『
母
』
と
は
前
後

す
る
。
あ
い
に
く
手
元
の
教
文
館
版
の
『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
の
解

題
に
は
雑
誌
掲
載
の
初
出
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
実
業
之

日
本
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
は
ず
。
下
野
孝
文
「「
微
笑
」
と
「
型
」：

芥
川
竜
之
介
「
手
巾
」
論
」『
研
究
紀
要
』
４
５
，
１
９
９
７
年
。 

１
６ 

『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
６
巻
、
教
文
館
、
１
９
６
９
年
。 

１
７ 

『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
６
巻
、
教
文
館
、
１
９
６
９
年
。 

１
８ 

相
川
直
之
、「
芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」
論--

新
渡
戸
稲
造
の
影
響 

（
文
学
史
の
新
視
角
（
２
））」、『
近
代
文
学
試
論
』（
４
０
）、
２
０

０
２
年
、
３
５-

４
８
ペ
ー
ジ
。
相
川
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
典
拠
の

指
摘
は
相
川
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
そ
う
で
あ
る
。 

１
９ 

小
谷
瑛
輔
、「
芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」
論 

： 

演
劇
論
、
問
題

文
芸
論
と
の
関
わ
り
か
ら
」、『
国
語
と
国
文
学
』
８
９
（
１
２
）、
２

０
１
２
（
平
成
２
４
）
年
、
５
０-

６
６
ペ
ー
ジ
。 

２
０ 

「
中
央
公
論
へ
は
新
渡
戸
さ
ん
を
か
い
た
の
で
社
会
的
反
響
が

僕
に
と
っ
て
不
快
な
も
の
で
な
い
事
を
祈
っ
て
ま
す
作
と
し
て
は
グ

ル
ー
ド
で
駄
目
」
１
９
１
６
年
９
月
２
５
日
付 

秦
豊
吉
あ
て
は
が

き
（
勧
進
帳
番
附
絵
葉
書
） 

田
端
か
ら 

岩
波
全
集
１
８
巻
、
５

３
ペ
ー
ジ
）
岩
波
全
集
版
で
は
、「
グ
ル
ー
ド
」
に
「gourd(e)

（
フ

ラ
ン
ス
語
）。」（
３
７
４
ペ
ー
ジ
）
と
注
を
つ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は

間
違
い
だ
ろ
う
。gourd(e)

の
「
ウ
」
も
し
く
は
「
ウ
ー
」
と
聞
こ

                                        

                                        

                                        

 

え
う
る
母
音/ou/

か
ら
な
る
音
節
に
先
立
つ
子
音
はg

で
あ
りr

で

は
な
い
の
で
、
か
な
書
き
に
す
れ
ば
「
グ
ー
ル
（
ド
）」
に
は
な
る
だ

ろ
う
が
「
グ
ル
ー
ド
」
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
女
性
形
で
あ
る
理
由

も
な
さ
そ
う
だ
。 

２
１ 

「
私
が
高
等
学
校
に
居
り
ま
し
た
頃
、
校
長
は
新
渡
戸
稲
造
氏

で
、
同
氏
の
倫
理
の
講
義
を
聴
き
ま
し
た
」『
明
日
へ
の
道
徳
』（
岩

波
全
集
１
２
巻
、
１
０
ペ
ー
ジ
）。 

２
２ 

相
川
が
典
拠
と
指
摘
す
る
新
渡
戸
稲
造
の
『
帰
雁
の
蘆
』（『
新

渡
戸
稲
造
全
集
』
第
６
巻
、
教
文
館
、
１
９
６
９
年
、
１
７
２
ペ
ー

ジ
）
で
は
、
新
渡
戸
は
出
か
け
る
前
に
、
泣
く
子
ど
も
た
ち
か
ら
老

帝
の
死
を
知
ら
さ
れ
る
。
芥
川
は
こ
れ
を
長
谷
川
先
生
の
帰
宅
時
の

出
来
事
に
改
変
し
て
い
る
。
こ
の
改
変
に
は
芥
川
の
作
為
が
あ
り
そ

う
だ
。 

２
３ 

前
出
、
小
谷
論
文
参
照
。 

２
４ 

『
名
作
歌
舞
伎
全
集
』
第
５
巻
（
丸
本
時
代
物
集
４
）、
東
京
創

元
新
社
、
１
９
７
０
年
、
３
６
７
ペ
ー
ジ
。 

２
５ 

秦
豊
吉
あ
て
は
が
き
。
注
２
０
参
照 

２
６ 

も
っ
と
も
、『M

EN
SU

R
A

 ZO
ILI

』、『
不
思
議
な
島
』、『
河
童
』、

『
侏
儒
の
言
葉
』
な
ど
で
、
批
評
家
の
盲
目
へ
の
呪
詛
、
揶
揄
が
繰

り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
読
者
や
批
評
家
が
自
分
の
思
い
通

り
に
読
ん
で
は
く
れ
な
い
と
気
付
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。 

２
７ 

芥
川
が
新
渡
戸
の
『
世
渡
り
の
道
』
か
ら
題
材
を
採
っ
た
と
す

る
と
、
先
の
注
２
２
で
述
べ
た
ベ
ル
リ
ン
の
子
供
の
例
と
同
じ
く
、

芥
川
の
引
用
は
不
誠
実
な
も
の
で
意
図
的
に
教
訓
を
省
い
て
い
る
。

新
渡
戸
は
、
最
愛
の
子
供
を
失
っ
た
こ
と
を
笑
い
な
が
ら
語
り
つ
つ

手
巾
を
絞
る
婦
人
の
克
己
の
努
力
は
「
見
る
人
が
見
る
と
真
髄
が
分

か
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
新
渡
戸
の
著
作
は
『
実
業
之
日

本
』
に
掲
載
中
に
広
く
読
ま
れ
、
１
９
１
１
（
大
正
元
）
年
に
単
行

本
と
し
て
発
行
さ
れ
て
か
ら
大
正
年
間
に
７
２
版
を
数
え
る
ほ
ど
読

ま
れ
た
。
芥
川
と
新
渡
戸
の
両
者
を
併
読
し
た
読
者
に
は
長
谷
川
先

 

の
矛
盾
し
た
彼
ら
の
理
想
へ
の
疑
念
こ
そ
が
、
長
谷
川
先
生
が
感
じ

た
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
か
な
の
だ
ろ
う
。
理
想
へ
の
疑
念
に
動
揺

し
た
視
線
は
岐
阜
提
灯
＝
日
本
に
、
日
本
帝
国
の
国
策
に
対
す
る
芥

川
の
懐
疑
と
し
て
向
け
ら
れ
る
。 

（
２
０
１
６
年
９
月
２
０
日
）   

                                        

                                   

 

１ 

芥
川
の
テ
ク
ス
ト
は
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
ち
く
ま
文
庫
版

（『
文
庫
版 

芥
川
龍
之
介
全
集
』、
筑
摩
書
房
、
１
９
８
９
年
）
に

よ
る
。 

２ 

演
技
を
、
意
識
的
に
外
見
を
装
う
こ
と
と
考
え
る
な
ら
、
微
笑
は

西
山
の
母
本
人
に
は
意
識
的
で
は
な
く
、
演
技
で
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
三
島
由
紀
夫
は
「
演
技
」
の
対
義

語
を
「
人
生
」
と
名
付
け
、
無
意
識
的
に
本
心
を
隠
す
し
ぐ
さ
を
人

生
的
演
技
と
呼
ぶ
。 

３ 

１
９
１
６
年
１
０
月
２
４
日
付
、
原
善
一
郎
あ
て
は
が
き 
『
芥

川
龍
之
介
全
集
』
１
８
巻
、
岩
波
書
店
、
１
９
９
７
年
、
６
０
ペ
ー

ジ
。
以
下
「
岩
波
全
集
」
と
略
記
す
る
。 

４ 

吉
田
清
一
、『
芥
川
龍
之
介
』（『
吉
田
清
一
著
作
集
』
第
１
巻
）

桜
楓
社
、
１
９
７
９
年
、
８
８
-８
９
ペ
ー
ジ
。 

５ 

三
島
由
紀
夫
「
解
説
」「
芥
川
龍
之
介
著
『
南
京
の
基
督
』・
角
川

文
庫
、
昭
和
３
１
年
」『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
２
７
巻
、
新
潮
社
、

１
９
７
５
年
、
３
１
６
ペ
ー
ジ
。 

６ 

三
好
行
雄
、『
芥
川
龍
之
介
論
』、
筑
摩
書
房
、
１
９
７
６
年
、
２

                                        

                                        

                                        

 

２
-２
３
ペ
ー
ジ
。 

 

し
か
し
三
好
と
三
島
は
同
じ
も
の
を
美
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
演
劇
人
で
あ
っ
た
三
島
は
、
芥
川
が
西
山
の
母
の
演
技
を

「
型
」
の
美
と
し
て
認
め
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
三
好
は「
夫
人
の
演
技
は
、近
代
の
批
判
精
神
か
ら
型（
マ

ニ
イ
ル
）
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
に
し
て
も
、
彼
女
は
な
お
美
そ
の
も

の
な
の
で
あ
る
。」と「
型
」を
省
い
て
言
う
。三
好
は
、演
技
の「
型
」

を
斥
け
た
あ
と
の
何
に
「
美
そ
の
も
の
」
を
見
た
の
だ
ろ
う
。
磯
貝

英
夫
も
三
島
の
評
に
つ
い
て
、「
武
士
三
島
由
紀
夫
は
（
西
山
の
母
を

描
い
た
芥
川
）自
体
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
感
動
し
て
い
る
」（
磯
貝
英
夫
、

「
作
品
論 

手
巾
」、『
國
文
學 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
１
２
月
臨

時
増
刊
号 

学
燈
社 

第
１
７
巻
第
１
６
号
、
１
９
７
２
年
、
７
３

ペ
ー
ジ
）
と
評
し
て
い
る
が
、
や
は
り
「
型
」
と
し
て
美
を
論
じ
る

三
島
評
へ
の
批
判
と
し
て
は
筋
違
い
で
は
な
い
か
。 

７ 

菊
池
弘
、久
保
田
芳
太
郎
、関
口
安
義
編
、『
芥
川
龍
之
介
事
典
』、

明
治
書
院
、
１
９
８
５
年
、
４
１
３
-４
１
５
ペ
ー
ジ
。『
手
巾
』
の

項
の
筆
者
は
海
老
井
英
次
。 

８ 

関
口
安
義
編
、『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』、
翰
林
書
房
、
２
０
０
３

年
、
４
９
９-

５
０
０
ペ
ー
ジ
。『
手
巾
』
項
の
筆
者
は
宗
像
和
重
。 

９ 

海
老
井
英
次
、『
芥
川
龍
之
介 

人
と
文
学 

日
本
の
作
家
１
０

０
人
』、
勉
誠
出
版
、
２
０
０
３
年
。 

１
０ 

竹
内
里
欧
、「「
手
巾
」
と
「
武
士
道
」
ブ
ー
ム--

〈
擬-

普
遍
〉

主
義
的
主
体
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」、『
京
都
社
会
学
年
報
』（
１
７
）、

２
０
０
９
年
、
２
９
-４
２
ペ
ー
ジ
。 

１
１ 

神
田
秀
美 

、「
芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」
論 : 

帝
国
主
義
的
言
説

の
中
で 

」『
青
山
語
文
』（
３
４
）、
２
０
０
４
年
、
１
１
７
-１
２

９
ペ
ー
ジ
。 

１
２ 
曺
慶
淑
、「「
手
巾
」
論 : 

教
育
・
文
明
・
植
民
地
」、『
フ
ェ
リ

ス
女
学
院
大
学
日
文
大
学
院
紀
要
』（
１
１
）、
２
０
０
４
年
、
５
０

-６
０
ペ
ー
ジ
。 
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１
３ 

久
米
正
雄
、『
二
階
堂
放
話
』、
新
英
社
、
１
９
３
５
年
、
３
１

３
ペ
ー
ジ
。
相
川
直
之
、「
芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」
論--

新
渡
戸
稲
造

の
影
響 (

文
学
史
の
新
視
角(

２))

」、『
近
代
文
学
試
論
』(

４
０)

、
２

０
０
２
年
、
３
５
-４
８
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
。 

１
４ 

「『
手
巾
』
私
注
」、『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成 

第
４
巻 

舞

踏
会
-開
化
期
・
現
代
物
の
世
界
』、
翰
林
書
房
、
１
９
９
９
年
、
７

-２
０
ペ
ー
ジ
。（
初
出
は
、『
立
教
大
学
日
本
文
学
』、１
９
８
３
年
。） 

１
５ 

『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
７
巻
、
教
文
館
、
１
９
６
９
年
。 

 

『
自
警
』
の
単
行
本
と
し
て
の
初
出
は
１
９
１
６
年
１
０
月
な
の

で
同
年
８
月
『
新
思
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
久
米
の
『
母
』
と
は
前
後

す
る
。
あ
い
に
く
手
元
の
教
文
館
版
の
『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
の
解

題
に
は
雑
誌
掲
載
の
初
出
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
実
業
之

日
本
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
は
ず
。
下
野
孝
文
「「
微
笑
」
と
「
型
」：

芥
川
竜
之
介
「
手
巾
」
論
」『
研
究
紀
要
』
４
５
，
１
９
９
７
年
。 

１
６ 

『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
６
巻
、
教
文
館
、
１
９
６
９
年
。 

１
７ 

『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
６
巻
、
教
文
館
、
１
９
６
９
年
。 

１
８ 

相
川
直
之
、「
芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」
論--
新
渡
戸
稲
造
の
影
響 

（
文
学
史
の
新
視
角
（
２
））」、『
近
代
文
学
試
論
』（
４
０
）、
２
０

０
２
年
、
３
５-

４
８
ペ
ー
ジ
。
相
川
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
典
拠
の

指
摘
は
相
川
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
そ
う
で
あ
る
。 

１
９ 

小
谷
瑛
輔
、「
芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」
論 

： 

演
劇
論
、
問
題

文
芸
論
と
の
関
わ
り
か
ら
」、『
国
語
と
国
文
学
』
８
９
（
１
２
）、
２

０
１
２
（
平
成
２
４
）
年
、
５
０-

６
６
ペ
ー
ジ
。 

２
０ 

「
中
央
公
論
へ
は
新
渡
戸
さ
ん
を
か
い
た
の
で
社
会
的
反
響
が

僕
に
と
っ
て
不
快
な
も
の
で
な
い
事
を
祈
っ
て
ま
す
作
と
し
て
は
グ

ル
ー
ド
で
駄
目
」
１
９
１
６
年
９
月
２
５
日
付 

秦
豊
吉
あ
て
は
が

き
（
勧
進
帳
番
附
絵
葉
書
） 

田
端
か
ら 

岩
波
全
集
１
８
巻
、
５

３
ペ
ー
ジ
）
岩
波
全
集
版
で
は
、「
グ
ル
ー
ド
」
に
「gourd(e)

（
フ

ラ
ン
ス
語
）。」（
３
７
４
ペ
ー
ジ
）
と
注
を
つ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は

間
違
い
だ
ろ
う
。gourd(e)

の
「
ウ
」
も
し
く
は
「
ウ
ー
」
と
聞
こ

                                        

                                        

                                        

 

え
う
る
母
音/ou/

か
ら
な
る
音
節
に
先
立
つ
子
音
はg

で
あ
りr

で

は
な
い
の
で
、
か
な
書
き
に
す
れ
ば
「
グ
ー
ル
（
ド
）」
に
は
な
る
だ

ろ
う
が
「
グ
ル
ー
ド
」
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
女
性
形
で
あ
る
理
由

も
な
さ
そ
う
だ
。 

２
１ 

「
私
が
高
等
学
校
に
居
り
ま
し
た
頃
、
校
長
は
新
渡
戸
稲
造
氏

で
、
同
氏
の
倫
理
の
講
義
を
聴
き
ま
し
た
」『
明
日
へ
の
道
徳
』（
岩

波
全
集
１
２
巻
、
１
０
ペ
ー
ジ
）。 

２
２ 

相
川
が
典
拠
と
指
摘
す
る
新
渡
戸
稲
造
の
『
帰
雁
の
蘆
』（『
新

渡
戸
稲
造
全
集
』
第
６
巻
、
教
文
館
、
１
９
６
９
年
、
１
７
２
ペ
ー

ジ
）
で
は
、
新
渡
戸
は
出
か
け
る
前
に
、
泣
く
子
ど
も
た
ち
か
ら
老

帝
の
死
を
知
ら
さ
れ
る
。
芥
川
は
こ
れ
を
長
谷
川
先
生
の
帰
宅
時
の

出
来
事
に
改
変
し
て
い
る
。
こ
の
改
変
に
は
芥
川
の
作
為
が
あ
り
そ

う
だ
。 

２
３ 

前
出
、
小
谷
論
文
参
照
。 

２
４ 

『
名
作
歌
舞
伎
全
集
』
第
５
巻
（
丸
本
時
代
物
集
４
）、
東
京
創

元
新
社
、
１
９
７
０
年
、
３
６
７
ペ
ー
ジ
。 

２
５ 

秦
豊
吉
あ
て
は
が
き
。
注
２
０
参
照 

２
６ 

も
っ
と
も
、『M

EN
SU

R
A

 ZO
ILI

』、『
不
思
議
な
島
』、『
河
童
』、

『
侏
儒
の
言
葉
』
な
ど
で
、
批
評
家
の
盲
目
へ
の
呪
詛
、
揶
揄
が
繰

り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
読
者
や
批
評
家
が
自
分
の
思
い
通

り
に
読
ん
で
は
く
れ
な
い
と
気
付
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。 

２
７ 

芥
川
が
新
渡
戸
の
『
世
渡
り
の
道
』
か
ら
題
材
を
採
っ
た
と
す

る
と
、
先
の
注
２
２
で
述
べ
た
ベ
ル
リ
ン
の
子
供
の
例
と
同
じ
く
、

芥
川
の
引
用
は
不
誠
実
な
も
の
で
意
図
的
に
教
訓
を
省
い
て
い
る
。

新
渡
戸
は
、
最
愛
の
子
供
を
失
っ
た
こ
と
を
笑
い
な
が
ら
語
り
つ
つ

手
巾
を
絞
る
婦
人
の
克
己
の
努
力
は
「
見
る
人
が
見
る
と
真
髄
が
分

か
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
新
渡
戸
の
著
作
は
『
実
業
之
日

本
』
に
掲
載
中
に
広
く
読
ま
れ
、
１
９
１
１
（
大
正
元
）
年
に
単
行

本
と
し
て
発
行
さ
れ
て
か
ら
大
正
年
間
に
７
２
版
を
数
え
る
ほ
ど
読

ま
れ
た
。
芥
川
と
新
渡
戸
の
両
者
を
併
読
し
た
読
者
に
は
長
谷
川
先
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７
巻
、
教
文
館
、
４
８
６
ペ
ー
ジ
。 

３
４ 

田
中
伸
尚
、『
大
逆
事
件 

死
と
生
の
群
像
』、
岩
波
書
店
、
２

０
１
０
年
、
１
３
１
ペ
ー
ジ
。 

３
５ 

１
９
１
９
年
、
ロ
ン
ド
ン
の
日
本
協
会
で
『
日
本
の
植
民
』
と

題
し
て
行
っ
た
講
演
で
新
渡
戸
は
、
植
民
地
朝
鮮
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
と
っ
て
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
例
え
て
、
日
本
は
朝

鮮
を
手
放
す
気
が
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。（『
新
渡
戸
稲
造
全

集
』
第
２
１
巻
、
４
８
３
-４
９
３
ペ
ー
ジ
。 

３
６ 

そ
れ
ぞ
れ
前
出
の
注
１
０
、
注
１
８
、
注
９
参
照
。 

３
７ 

秦
豊
吉
あ
て
は
が
き
。
注
２
０
参
照
。 

 
                                        

                                        

                                        

 

生
と
新
渡
戸
の
差
異
は
明
白
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

２
８

俳
優
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
劇
中
人
物
の
感
情
は
、
演
技
だ
と
承

知
し
て
い
る
観
客
の
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
。
菅
秀
才
の
生
首
を
検
分
す

る
松
王
丸
が
「
出
か
し
た
源
蔵
、
よ
く
討
っ
た
」（『
名
作
歌
舞
伎
全

集
』第
二
巻（
丸
本
時
代
物
集
一
）、東
京
創
元
新
社
、１
９
６
８
年
、

２
２
４
ペ
ー
ジ
）
と
言
う
時
、
観
客
は
、
松
王
丸
が
対
面
し
て
い
る

の
は
愛
児
の
生
首
だ
と
承
知
し
て
い
る
。
源
蔵
や
玄
蕃
を
欺
く
演
技

を
舞
台
で
演
じ
て
い
る
俳
優
の
技
量
が
、「
型
」
の
美
と
し
て
観
客
を

感
動
さ
せ
る
。
舞
台
の
上
で
人
生
を
生
き
、
寺
入
り
の
子
が
松
王
丸

の
子
だ
と
知
ら
な
い
源
蔵
に
は
、
松
王
丸
の
演
技
は
演
技
と
し
て
認

識
さ
れ
え
ず
、
感
動
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
美
を
感
じ
る
こ
と
も
な

い
。 

２
９ 

下
野
孝
文（「
新
渡
戸
稲
造
と
長
谷
川
謹
造--『
手
巾
』試
論 

（
特

集 

地
図
の
思
想
）」『
敍
説
』（
１
４
）、
１
９
９
７
年
）
に
よ
れ
ば
、

新
渡
戸
の
取
り
巻
き
か
ら
も
「
高
慢
な
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
侮
蔑
を
含

ん
だ
揶
揄
的
な
視
線
も
注
が
れ
て
い
た
」
と
い
う
。「
私
た
ち
の
や
う

な
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
純
な
気
持
ち
の
者
か
ら
見
ま
す
と
、
学
者

で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ゝ
云
ふ
や
う
な
専
門
外
の
雑
誌
な
ど
に
筆
を
取

る
と
云
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
は
堕
落
で
あ
る
、
と
云
ふ
風
に
考
へ
た
の

で
あ
り
ま
す
。」（
東
郷
実
「
新
渡
戸
先
生
を
憶
ふ
」） 

３
０ 

イ
サ
ク
の
供
犠
を
召
命
の
例
と
し
て
持
ち
だ
し
た
新
渡
戸
の
論

は
、
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
は
ま
だ
し
も
、
ク
エ
ー
カ
ー
教

徒
だ
っ
た
奥
さ
ん
の
仲
間
た
ち
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

小
太
郎
の
犠
牲
を
、
新
渡
戸
は
イ
サ
ク
の
供
犠
「
以
上
に
嫌
悪
す
べ

き
も
の
で
も
な
い
」（not m

ore revolting

）
と
結
論
付
け
る
が
、

『
旧
約
聖
書
』
に
は
、
子
供
を
生
け
贄
に
捧
げ
る
こ
と
を
禁
止
す
る

規
定
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
を
新
渡
戸
も
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
に
。

た
と
え
ば
、「
自
分
の
子
を
一
人
た
り
と
も
火
の
中
を
通
ら
せ
て
モ
レ

ク
神
に
さ
さ
げ
、
あ
な
た
の
神
の
名
を
汚
し
て
は
な
ら
な
い
。」（『
レ

ビ
記
』
１
８
-２
１
、
新
共
同
訳
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。）「
あ
な
た

                                        

                                        

                                        

 

の
神
、
主
に
対
し
て
は
彼
ら
と
同
じ
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼

ら
は
主
が
い
と
わ
れ
、
憎
ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
神
々
に
行
い
、

そ
の
息
子
、
娘
さ
え
も
火
に
投
じ
て
神
々
に
さ
さ
げ
た
の
で
あ
る
。」

（『
申
命
記
』
１
２
-３
１
）。
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
後
の
『
エ
ゼ
キ
エ
ル

書
』
に
も
「
自
分
の
子
供
を
献
げ
物
と
し
て
火
の
中
を
通
ら
せ
、
す

べ
て
の
偶
像
に
よ
っ
て
今
日
に
至
る
ま
で
自
ら
を
汚
し
て
い
る
。」

（
２
０
-３
１
）
と
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
の
原
因
と
な
る
罪
の
例
と
し

て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
な
ら
ず
と
も
、
否
定
し
た
く
な
り
そ
う

な
粗
雑
な
引
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

３
１  

朝
鮮
団
扇
は
草
稿
段
階
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
決
定
稿
よ
り

も
出
番
が
多
い
。
草
稿
段
階
で
は
、
長
谷
部
（
長
谷
川
）
先
生
が
西

山
の
母
に
す
す
め
、
西
山
の
死
を
聞
い
た
瞬
間
の
長
谷
部
先
生
の
反

応
を
際
立
た
せ
る
小
道
具
で
も
あ
っ
た
。「
す
す
め
る
よ
り
は 

自
分

で
使
っ
て
見
せ
」（
岩
波
全
集
第
２
１
巻
、２
１
５
ペ
ー
ジ
）よ
う
と
、

団
扇
を
と
り
上
げ
よ
う
し
た
瞬
間
に
、
西
山
の
死
を
告
げ
ら
れ
、
長

谷
部
先
生
の
行
動
は
中
断
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
役
割
は
紅
茶
茶

碗
が
引
き
受
け
る
。
決
定
稿
で
は
出
番
を
減
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
朝

鮮
団
扇
は
草
稿
段
階
か
ら
重
要
な
要
素
で
あ
り
小
道
具
以
上
の
機
能

を
負
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

３
２ 

先
の
注
で
述
べ
た
朝
鮮
団
扇
と
同
様
、
植
民
政
策
も
草
稿
段
階

か
ら
登
場
し
て
い
る
。『
武
士
道
』
と
い
う
草
稿
題
名
に
も
か
か
わ
ら

ず
長
谷
部（
長
谷
川
）先
生
の
武
士
道
観
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
し
、

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
「
臭
味
」
も
ま
だ
姿
を
現
し
て
い
な
い
。
西

山
の
名
も
確
定
し
て
い
な
い
し
、
奥
さ
ん
が
亜
米
利
加
人
で
あ
る
と

は
述
べ
ら
れ
な
い
し
、梅
幸
や
太
閤
記
十
段
目
の
操
の
説
明
も
な
い
。

こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、
植
民
政
策
や
朝
鮮
団
扇
は
芥
川
に
と
っ
て
重

要
な
要
素
だ
っ
た
と
想
像
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

３
３ 
『
自
警
』
第
七
章 

譏
謗
に
対
す
る
態
度
、
で
「
世
に
処
す
る

も
の
は
悪
口
の
六
、
七
分
は
聞
流
し
に
す
べ
き
も
の
、
意
に
介
す
る

価
値
な
き
も
の
と
僕
は
信
ず
る
」
と
言
う
。『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
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７
巻
、
教
文
館
、
４
８
６
ペ
ー
ジ
。 

３
４ 

田
中
伸
尚
、『
大
逆
事
件 

死
と
生
の
群
像
』、
岩
波
書
店
、
２

０
１
０
年
、
１
３
１
ペ
ー
ジ
。 

３
５ 
１
９
１
９
年
、
ロ
ン
ド
ン
の
日
本
協
会
で
『
日
本
の
植
民
』
と

題
し
て
行
っ
た
講
演
で
新
渡
戸
は
、
植
民
地
朝
鮮
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
と
っ
て
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
例
え
て
、
日
本
は
朝

鮮
を
手
放
す
気
が
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。（『
新
渡
戸
稲
造
全

集
』
第
２
１
巻
、
４
８
３
-４
９
３
ペ
ー
ジ
。 

３
６ 

そ
れ
ぞ
れ
前
出
の
注
１
０
、
注
１
８
、
注
９
参
照
。 

３
７ 

秦
豊
吉
あ
て
は
が
き
。
注
２
０
参
照
。 
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