
広
津
柳
浪

「変
目
伝
」
論

―
―

「
人
は
美
目
よ
り
心
」
に
託
し
た
伝
吉
―
―

序

「変
目
伝
」
は
、
悲
惨
な
殺
人
事
件
が
探
偵
小
説
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

一
方
、
主
人
公
の
犯
罪
に
い
た
る
心
理
描
写
が
あ
り
、
硯
友
社
の
外
形
模
写

的
写
実
主
義
が
内
面
的
、
心
理
的
に
な
り
本
質
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
が
描
写
さ

れ
て
い
る
。
明
治
二
八
年
四
月
の

「文
藝
倶
楽
部
」
に
発
表
さ
れ
た
泉
鏡
花

の

「夜
行
巡
査
」
は
、
小
説
界
の
新
し
い
転
進
を
告
げ
た
第

一
声
に
ほ
か
な

ら
ず
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
観
念
小
説
、
深
刻
小
説
と
名
づ
け
ら
れ
る
小
説

が
誕
生
し
た
。
高
須
芳
治
郎
が

「好
ん
で
悲
惨
の
た
め
に
悲
惨
を
描
く
傾
き

を
示
し
た
。
わ
る
く
い
う
と
、
柳
浪
は
時
流
に
阿
る
た
め
に
悲
惨
を
弄
ん

だ
」
と
記
し
て
い
る
。
尾
崎
紅
葉
の

一
種
の
推
理
小
説
と
し
て
の

『不
言
不

語
』
が
あ

っ
た
。
抱
月
は

「早
稲
田
文
学
」
に

「探
偵
的
と
悲
劇
的
と
の
本

篇
に
於
け
る
は
猶
楯
の
雨
面
如
き
か

（略
）
悲
劇
の
面
に
於
て
失
敗
せ
る
も

の
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、　
一
ヶ
月
ほ
ど
あ
と
に

「変
目
伝
」
が
出
た
の
で
あ
る
。
紅
葉
の

平
　
田
　
恵
美
子

『不
言
不
語
』
と
は
い
く
ら
か
の
相
違
が
あ
る
が
、
柳
浪
は
尾
崎
紅
葉
に
影

響
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

塚
越
和
夫
は
、
愛
欲
に
よ
り
破
滅
し
た
と
い
う
性
的
欲
望
が
自
制
の
き
か

な
い
も
の
に
な

っ
た
と
論
じ
て
い
る
ｃ
直
接
に
は
そ
れ
も
関
係
す
る
が
、
根

本
的
に
は
こ
の
時
期
に
於
け
る
社
会
の
前
進
に
よ

っ
て
生
じ
た
矛
盾
等
に
原

因
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
る
。
柳
浪
は
、
硯
友
社
の
同
人
で
は
あ

っ
た
が
、

伊
狩
章
は
、
「
硯
友
社
の
薄
手
な
趣
向
小
説
の
壁
を
う
ち
破

っ
て
、
新
風
を

注
ぎ
こ
ん
だ
処
に
大
き
な
意
義
が
あ

っ
た
」
と
分
析
し
た
。
柳
浪
は
題
材
や

人
物
な
ど
を
外
的
な
方
面
の
深
刻
さ
に
求
め
て
異
常
残
酷
な
条
件
を
主
人
公

に
設
定
し
た
。
抱
月
は

「
罪
悪
の
う
ち
に
同
情
す
べ
き
点
を
発
見
し
、
従
来

小
説
家
が
蛇
喝
視
し
た
り
し
人
生
の

一
面
に
、
新
な
る
人
情
味
の
光
を
蒙
ら

し
め
ん
と
し
た
る
も
の
」
と
言
う
こ
れ
ら
の
悲
惨
小
説
は
、
紅
葉
を
盟
主
と

す
る
硯
友
社
文
学
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
異
質
な
眼
が
あ

っ
た
。

悲
劇
の
原
因
で
あ
る
社
会
的
矛
盾
を
批
判
す
る
眼
が
ど
の
よ
う
に
作
品
に
表

現
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

一
人
前
の
商
人
と
し
て
の
伝
吉
は

「
人
は
美
目
よ
り
心
」
の
言
葉
が
、
引

エハ
一二



き
金
に
な

っ
て
お
濱
と
の
結
婚
願
望
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
伝
吉
の
悲
惨

は
、
社
会
の
本
音
と
建
前
に
弄
ば
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一　

卸
小
売
店
埼
玉
屋
と
薬
種
店
仁
寿
堂
の

社
会
的
地
位
の
格
差

伝
吉
は
、
「
神
田
淡
路
町
に
洋
酒
を
卸
小
売
店
、
埼
玉
屋
の
主
人
伝
吉
」

で
あ
る
ｃ
こ
の
時
代
に
洋
酒
屋
が
近
代
化
と
結
び

つ
い
て
い
た
か
を
見
て
み

る
と
、
「
明
治
初
期
に
お
け
る
日
本
人
の
洋
酒
飲
用
は
、
国
際
的
社
交
上
か

ら
の
必
要
性
、
文
明
開
化
の
声
に
乗
せ
ら
れ
た
珍
奇
好
み
、
保
健
滋
養
に
役

立

つ
と

い
う
合
理
派
が
主
な
も
の
で
あ

っ
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
洋
酒

屋
は
、
日
本
の
近
代
化
に
と
も
な

っ
て
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
も

の
で
あ

ＺＯ
。一

八
八
〇
年
東
京

・
浅
草
の
神
谷
博
兵
衛
は
葡
萄
果
汁
に
ア
ル
コ
ー
ル
、

砂
糖
な
ど
を
混
和
し
た
模
造
ワ
イ
ン
を
製
造
、
つ
い
で
輸
入
ワ
イ
ン
を
原
料

と
し
た
甘
味
葡
萄
酒

「蜂
印
香
貨
葡
萄
酒
」
を
普
及
さ
せ
た
。
『美
酒

一
代
』

に
よ
る
と
、
鳥
井
信
治
郎
が

「
日
本
の
葡
萄
酒
界
で
最
高
の
売
れ
行
き
を
示

し
て
い
た
の
は
、
東
京
の

「蜂
印
香
貨
葡
萄
酒
」
で
あ

っ
た
」
と
記
し
て
い

る
。
そ
の
神
谷
の
自
伝
の

『神
谷
博
兵
衛
と
近
藤
利
兵
衛
』
の
中
で
、
伝
吉

と
同
じ
よ
う
に

「麻
布
の
酒
屋
へ
奉
公
、
随
分
困
難
な
仕
事
で
あ

っ
た
が
、

二
十
四
に
な
る
ま
で
五
カ
年
働
き
続
け
た
。
相
当
の
貯
金
も
出
来
た
の
で
、

こ
れ
を
資
金
に
独
立
開
業
、
明
治
十
三
年
の
春
、　
一
本
立
ち
と
な
っ
た
」
と

六
四

記
し
て
い
る
。
「
蜂
印
香
貨
葡
萄
酒
」
の
広
告
文
は
、
「栄
養
分
に
富
み
身
体

健
康
に
偉
大
の
神
盆
を
興
う
る
が
為
な
り
」
と

「健
康
」
と
い
う
言
葉
を
掲

げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
伝
吉
の
扱
う
洋
酒
は
、
ほ
と
ん
ど
滋
養
強
壮

を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
舶
来
洋
酒
が
日
本
人
に
多
量
に
用
い
ら
れ
る
機
会
が
、
ま

ず
薬
用
、
保
健
用
、
軍
用
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
宗
田

一
の

『渡
来
薬
の
文
化
史
』
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
船
が
運
ん
だ
洋
薬
の
な
か

に
、
「
赤
酒
は
其
性
、
頭
に
沖
騰
す
る
こ
と
少
く
し
て
、
胃
に
於
て
宜
く
、

且
つ
滋
養
に
堪
え
、
身
体
中
の
諸
物
を
し
て
各
其
資
性
に
適
し
て
、
自
ら
其

所
を
得
せ
し
め
、
強
壮
な
ら
し
む
こ
と
を
主
り
、
鬱
憂
を
駆
除
し
、
中
毒
を

治
し
、
小
水
を
利
し
、
月
経
を
通
し
、
気
を
行
ら
し
、
風
を
駆
り
」
な
ど
が

あ
る
と
記
述
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
医
師
た
ち
に
よ
る
医
学
が
日
本

に
伝
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
漢
方
医
学
に
さ
え
も
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
作
中
の
漢
方
医
殺
害
事
件
で
あ
る
。
仁

寿
堂
の
勝
之
助
は

「新
聞
紙
を
手
に
し
て
、
先
づ
雑
報
よ
り
讀
初
め
た
る

に
」
〓
入
谷
村
の
人
殺
』
と
題
す
る
標
日
あ
り
」
ア
フ
年
六
十
七
歳
に
な
れ

る
漢
家
の
老
医
」
「
斯
残
酷
な
る
罪
を
犯
せ
し
に
」
で
確
認
で
き
る
。

明
治
政
府
は
漢
方
を
否
定
す
る
過
程
で
医
療
の
近
代
化
を
促
進
し
、
西
洋

医
学
を
資
本
主
義
的
発
達
の
強
力
な
武
器
と
し
た
。
長
与
専
斎
が
衛
生
行
政

の
局
長
に
な
り
、
漢
方
医
否
定
の
政
策
を
積
極
的
に
打
ち
出
し
た
。
こ
の
よ

う
な
差
別
が
漢
方
医
を
奮
起
さ
せ
、
漢
方
医
存
続
運
動
が
激
し
さ
を
増
す
。

西
洋
医
を
代
表
し
て
長
谷
川
泰
は
、
大
日
本
私
立
衛
生
会
の
例
会
で

「医
と

い
う
も
の
は
病
を
撃
つ
武
器
で
あ
る
が
、
漢
方
医
は
あ
た
か
も
弓
矢
の
如
き



も
の
で
あ
り
」
と
ま
た
、
で
」
れ
に
比
す
る
と
西
洋
医
は
七
連
発
の
村
田
銃

で
そ
の
優
劣
は
言
う
ま
で
も
な
い
ご

と
、
「
国
家
衛
生
の
機
関

・
裁
判

・
軍

陣
外
科
及
び
衛
生
の
三
分
野
に
お
け
る
、
医
者
の
任
務
た
る
や
重
大
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る

。

中
丸
宣
明
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
「往
診
に
行
く
親
切
な
老
漢
方
医
の

素
裸
で
宙
釣
に
さ
れ
る
と
い
う
無
残
な
死
は
、
西
洋
化
―
近
代
化
が
暴
力
的

に
ま
で
人
々
の
生
活
に
関
わ
る
」
現
象
を
暗
示
す
る
。　
一
八
九
四

（明
治
二

七
）
年
に
漢
方
側
の
浅
田
宗
伯
の
死
で
危
機
に
お
ち
い
り
、　
一
八
九
五
年
の

第
八
帝
国
議
会
で
廃
案
に
な
り
、
漢
方
医
の
医
師
資
格
の
承
認
は
遂
に
成
ら

な
か
っ
た
。
そ
の

「激
し
い
漢

・
洋
医
の
抗
争
」
に
よ
り
、
人
々
は
近
代
な

る
も
の
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
広
津
柳
浪
は
、
こ
の

一
連
の

流
れ
に
関
心
を
よ
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「変
日
伝
」
の
す
ぐ
あ
と
に
発
表

さ
れ
た

「黒
賜
蠅
」
の
中
で

「今
ぢ
や
厳
重
ッ
て
、
薬
種
屋
だ
ツ
て
お
上
の

規
則
が
あ
る
て
え
か
ら
」
と
お
都
賀
に
言
わ
せ
て
い
る
。

以
上
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
に
伝
吉
が
洋
酒
店
を
始
め
た
こ
ろ
の
状
況
を

見
渡
し
て
き
た
。

伝
吉
は
、
幼
い
こ
ろ
よ
り
、
身
を
粉
に
し
て
働
き
、
主
人
の
信
用
を
得

て
、
洋
酒
店
を
開
い
た
の
で
あ
る
ｃ
で
は
、
仁
寿
堂
の
薬
種
店
経
営
者
勝
之

助
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
川

上
武
が

「明
治
政
府
は
漢
方
を
否
定
す
る
過
程
で
医
療
の
近
代
化
を
促
進

し
、
西
洋
医
学
を
資
本
主
義
的
発
達
の
強
力
な
武
器
と
し
た
」
と
指
摘
す
る

よ
う
に
、
「医
制
」
に
か
け
た
明
治
政
府
は
、
明
治
八
年

一
二
月
五
日
、
薬

舗
の
開
業
を
志
す
者
、
薬
舗
の
子
弟
で
業
務
を
相
続
す
る
者
は
試
験
を
受
け

広
津
柳
浪

「変
日
伝
」
論

て
免
状
を
得
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た

「薬
舗
開
業
試
験
施
行
ノ
件
」
を
布

達
し
た
。
明
治
二
二
年
二
月

一
一
日
、
「薬
律
」
と
呼
ば
れ
た
法
律
第
十
号

「薬
品
営
業
並
薬
品
取
扱
規
則
」
が
発
布
さ
れ
た
ｃ
第

一
条
に

「薬
剤
師
と

は
薬
局
を
開
設
し
医
師
の
処
方
箋
に
よ
り
薬
剤
を
調
合
す
る
者
を
い
う
」
と

あ
り
、
従
来
の
薬
舗
主
は
薬
剤
師
に
、
薬
舗
は
薬
局
に
改
称
」
と
さ
れ
、
第

九
条
に
は
、
「薬
剤
師
に
非
ざ
れ
ば
薬
局
を
開
設
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
規

定
さ
れ
た
。

定
二
郎
が
医
師
の
処
方
箋
に
よ
っ
て
薬
剤
を
調
合
し
て
い
る
場
面
が
あ

る
。
「医
師
の
処
方
書
を
持
参
し
、
調
薬
を
請

へ
る
客
あ
り
。
定
二
郎
は
此

に
便
を
得
て
、
勝
之
助
が
前
を
脱
れ
、
調
薬
に
掛
ら
ん
と
せ
る
折
し
も
」
と

右
の

「薬
律
」
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
仁
寿
堂
の
勝
之
助
は
、
試
験
を
受
け
る
た
め
に
、
薬
学

校
を
卒
業
し
、
試
験
に
合
格
し
て
免
許
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「甲
種

薬
学
校
は
修
行
年
限
が
三
年
、
乙
種
は
二
年
。
乙
種
は
、
小
学
中
等
科
卒
業

の
学
力
を
有
す
る
か
、
読
書
、
算
術
に
つ
い
て
小
学
中
等
科
の
学
力
を
有
す

る
者
と
し
て
い
る
ｃ
こ
の
通
則
は
明
治
四
十
四
年
ま
で
続
い
た
」
こ
の
点
か

ら
考
え
て
、
勝
之
助
は
近
代
能
力
主
義
の
も
と
で
あ
る
学
歴
社
会
の
一
員
で

も
あ
る
。
こ
の
時
期
、
中
流
社
会
と
し
て
の
暮
ら
し
振
り
が
あ
っ
た
。
『日

用
百
科
全
書
　
家
政
案
内
』
に
お
い
て
は
、
「奉
公
人
な
き
家
に
は
要
な
き

話
な
が
ら
、
大
か
た
の
家
に
は

一
人
二
人
の
雇
人
あ
る
が
世
の
常
な
れ
ば
、

さ
て
そ
が
管
理
法
の
あ
ら
ま
し
を
述
ぶ
へ
し
」
（傍
線
引
用
者
）
と
あ
り
、

奉
公
人
が
い
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
下
女
の
管
理
法
を
述
べ
て
い

る
。
「大
か
た
の
家
に
は

一
人
二
人
の
雇
人
あ
る
が
世
の
常
な
れ
ば
」
と
い

六
五



う
こ
と
か
ら
、
普
通
の
中
流
家
庭
は
、
「
下
女
を
置
く
」
と
い
う
生
活
で
あ

る
。
こ
こ
で
一言
つ

「
下
女
」
は
、
「
乳
母
子
守
そ
の
他
営
業
に
か

ヽ
つ
ら
は

奎
尾
人
」
と
示
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
家
事
全
般
を
執
り
行
う

使
用
人
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
期
に
お
い
て
は
、
中
流
階
級
の
生
活
は

「
下

女
」
が
い
る
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
と
小
野

一
成
は
指
摘

し
て
い
る
。

や
や
年
は
下
が
る
が
、
当
時
の
和
風
住
宅
の

「和
洋
住
宅
建
築
学
」
に
お

い
て
、
「第
二
　
並
曰
通
住
宅
所
要
の
室
　
普
通
住
宅
に
は
大
抵
左
の
諸
室
を

備
ふ
」
と
い
う
、
普
通
住
宅
所
要
の
室
に
付
さ
れ
た
説
明
は
、
女
中
部
屋
三

帖
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
期
の
日
本
住
宅
は
、
女
中
を
置
く
と
い
う
こ
と

が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
家
の
間
取
り
を
見
る
と
、
明
治

の
普
通
住
宅
で
あ
り
つ
つ
ま
し
い
住
宅
で
あ
る
ｃ
「立
派
な
店
を
持

っ
て
い

る

一
軒
の
主
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
吉
は

「
下
女
」
を
置
け
な
い

階
級
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ｃ

仁
寿
堂
の
勝
之
助
は
伝
吉
に
比
べ
社
会
的
資
源

・
経
済
的
資
源

（金
や

物
）
・
関
係
的
資
源

（人
脈
や
コ
ネ
Ｙ

文
化
的
資
源

（教
養
や
学
歴
）
を
多

く
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
、
田
岡
嶺
雲
が

「十

九
世
紀
の
所
謂
文
明
開
化
な
る
も
の
は
冨
者
に
厚
き
の
文
明
也
、
自
由
の
名

の
下
に
貴
賤
の
階
級
を
打
破
せ
り
と
雖
も
、
貧
富
の
隔
絶
は
こ
れ
に
よ
り

益
々
太
甚
だ
し
き
を
加
え
た
り
」
と
記
し
て
い
る
ｃ
こ
の
言
葉
は
、
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
的
で
あ
る
勝
之
助
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
薬
舗
主
は
薬
剤
師
の
資
格

試
験
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、　
三
疋
の
学
歴
が
な
け
れ
ば
受
験
で
き

な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
学
歴
が
立
身
出
世
の
通
行
手
形
で
あ

エハ
六

る
。
ま
た
、
仁
寿
堂
は
薬
品
の
販
売
だ
け
で
な
く
、
医
師
の
処
方
書
に
基
づ

い
て
調
薬
を
行
う
店
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
当
時
と
し
て
は
、
よ
り
多

く
の
富
を
得
て
、
先
端
を
い
く
店
で
あ
る
。

二
　
伝
吉
の

「尋
常
」
で
な
い
身
体

伝
吉
の

「尋
常
」
で
な
い
伝
吉
は
二
七
歳
で
あ
り
な
が
ら
身
長
は

一
メ
ー

ト
ル
程
度
の
小
男
で
あ
り
、
「
左
の
後
皆
よ
り
頬

へ
掛
け
、
湯
傷
の
痕
ひ

つ
ゝ
り
に
な
り
て
、
後
皆
を
竪
に
斜
め
に
釣
寄
せ
、
右
の
半
面
に
比
ぶ
れ

ば
、
別
人
な
る
が
如
く
見
ゆ
」
と
言
う
異
相
の
男
で
、
「蜘
蛛
男
」
「休
儒
」
、

「変
目
伝
」
と
渾
名
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
吉
は

「肉
体

的
欠
陥
」
を
持

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「尋
常
」
に

「
ひ
と
な
み
」
と
ル
ビ

が
ふ
ら
れ
、
ま
た
、
「
不
具
ぬ
」
に

「
ひ
と
な
み
な
ら
ぬ
」
と
ル
ビ
が
ふ
ら

れ
て
い
る
。

柳
浪
の
意
図
的
な
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
に
そ
の
点
を

考
察
し
た
い
。

伝
吉
は
、
二
七
歳
の
男
子
で
あ
る
。
『近
代
思
想
体
系
』
「
軍
隊
／
兵
士
」

の
中
で
、
「徴
兵
は
国
民
の
年
甫
め
て
二
〇
歳
に
至
る
者
を
し
、
以
て
海
陸

両
軍
に
充
た
し
む
る
者
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
常
備
兵
免
役
概
則

で
は
、
「第

一
条
に
身
の
丈
け
五
尺

一
寸

（曲
尺
）
未
満
者
」
「第
二
条
に
鍋

弱
に
し
て
宿
痢
及
び
不
具
等
に
て
兵
役
に
堪
ざ
る
者
」
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
伝
吉
は
身
長
及
び
不
具
者
と
い
う
こ
と
で

「常
備
兵
兵
免
役
概

則
」
と
重
な
り
合

っ
て
い
る
。
中
谷
猛
は
、
徴
兵
の
書
式
は

「国
民
」
の
創



出
の
視
覚
か
ら
し
て
看
過
し
え
な
い
と
見
て
い
る
。
と
く
に

「人
別
明
細
連

名
簿
」
の
記
載
事
項
に
は
、
職
業
、
思
想
信
条
、
身
長
体
質
、
算
筆
能
力
の

ほ
か
に
該
当
者
の
個
人
的
容
貌
の
特
質

（顔
、
額
、
日
、
日
、
鼻
、
顎
、

髪
、
眉
と

を
要
求
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

欧
米
人
並
み
を
め
ざ
す
体
育
向
上
は
、
明
治
政
府
の
基
本
路
線
で
あ
る
富

国
強
兵
の
も
と
に
必
要
最
低
条
件
で
あ
っ
た
。
健
康
＝
兵
力
に
よ
り
、
国
民

を

「
ひ
と
な
み
」
と
い
う
国
民
的
身
体
に

「
ふ
る
い
分
け
」
す
る
こ
と
で
あ

り
、
近
代
日
本
を
根
強
く
支
配
し
て
い
く
と
考
え
る
。
こ
の
伝
吉
の
身
体

は
、
明
治
政
府
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
い
る

「強
兵
」
と
は
、
相
反
す
る
も

の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
避
け
が
た
い
結
果
と
し
て
、
伝
吉
に
は
生
き
に

く
い
時
代
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
伝
吉
は
、
仁
寿
堂
と
呼
ぶ
薬
種
店
の
小
僧
三
吉
に

『や
ア
変
目

』
と
言
わ
れ
る
。
明
治
期
に
こ
の
よ
う
な
不
具
者
は
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
『明
治
世
相
百
話
』
の
中
で
、　
一
一
、
二
年
頃
か
ら
二
〇
年
頃
ま
で
浅

草
の
奥
山
は
じ
め
市
内
各
所
の
お
開
帳
の
時
な
ど
に
出
て
大
当
り
を
取
っ
た

蜘
蛛
男
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
年
齢
は
そ
の
こ
ろ
六
〇
歳
前

後
、
禿
頭
に
小
さ
な
チ
ョ
ン
ま
げ
、
派
手
な
メ
リ
ン
ス
の
衣
裳
、
顔
は
大
人

並
の
爺
さ
ん
だ
が
身
の
丈
は
二
尺
五
寸
、
細
い
両
手
は
指
ま
で
が
寄
せ
た
よ

う
に
つ
い
て
、
足
も
三
四
歳
の
赤
ん
坊
ぐ
ら
い
で
当
時
は
評
判
男
で
あ

っ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『見
世
物
の
歴
史
』
の
中
に

「奇
形
児
を
仏

教
の
布
教
が
因
果
応
報
と
説
く
教
理
の
具
と
し
て
見
世
物
あ
つ
か
い
し
た
ら

し
い
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
当
時
目
撃
し
た
内
田
魯
庵
翁
の
話
で
世
話
人
は

滑
稽
な
身
振
り
で

「
こ
の
大
夫
さ
ん
は
、
こ
れ
で
中
々
お
女
中
好
き
で
」
、

広
津
柳
浪

「変
目
伝
」
論

「
お
気
に
召
し
た
別
嬌
さ
ん
が
あ
り
ま
す
か
ネ
」
と
い
う
と

「
蜘
蛛
太
夫
唯

ウ
フ
…
ッ
と
不
気
味
な
笑
い
方
を
し
な
が
ら
」
、
「客
席
を
指
差
す
の
で
、
看

客
は

一
斉
に
ド
ッ
と
笑
声
を
揚
げ
た
も
の
だ
」
と
話
し
て
い
る
。
ま
た
、

『黒
賜
晰
』
に
お
い
て
も
、
大
工
吉
五
郎
は
、
典
太
郎
の
妻
お
都
賀
に
「靖
蛤

の
隻
一日
と
来
ち
や
ア
、
昔
な
ら
両
国
だ
が
、
今
ぢ
や
ア
奥
山
も
ん
だ
。
生
ま

れ
た
其
子
が
蛇
男
、
親
の
因
果
が
子
に
報
う
、
や
ア
評
判
ぢ
や
ノ
ｔヽ
と

と
呼

び
込
み
の
口
上
を
言
っ
て
見
せ
る
の
で
あ
る
ｃ
伝
吉
の
渾
名
は
、
見
世
物
芸

人
の

「蜘
蛛
男
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ｃ
『最
暗
黒
の
東
京
』

で
は
、
下
層
社
会
を
的
確
に
記
述
し
て
い
た
。
そ
こ
に
い
る

「崎
型
異
形
」

は
、
伝
吉
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
産
業
革
命
が
開
始
さ
れ
た
明
治
二

〇
年
代
、
「貧
民
層
」
は
、
東
京
市
内
に
相
当
広
範
に
存
在
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
『都
市
と
技
術
』
の
中
で
は

「
明
治
維
新
か
ら
東
京
市
の
人
口

は
、
明
治
二
〇
年
前
後
に
大
量
の
流
入
を
経
験
し
て

一
〇
〇
万
人
の
水
準
に

復
帰
す
る
が
、
こ
れ
ら
流
入
人
口
の
多
く
は

『貧
民
層
』
を
形
成
し
て
い
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
下
層
民
で
あ
る
芸
人
の
蜘
蛛
男
と
伝
吉
は
、
同
じ
差
別
さ
れ
る
人
間

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
吉
は

「物
淋
し
き
折

な
ど
、
遊
も
の
と
し
て
待
る
ゝ
事
も
あ
り
け
り
」
と
見
る
人
を
面
白
が
ら
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。
蜘
蛛
男
や
休

儒
は
、
社
会
的
に
は
貶
め
ら
れ
た
集
団

で
あ
り
、
「能
き
遊
び
物
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

洋
酒
屋
の
伝
吉
は
、
〓

寸
法
師
」
「
不
具
者
」
「変
目
伝
」
と
い
わ
れ
る

身
体
を
も
つ
て
生
き
て
き
た
。
「斯
し
て
店
を
張
っ
て
お
出
だ
と
、
世
間
体

も
あ
る
し
、
萬
事
に
不
自
由
を
お
為
だ
し
」
と
母
親
が
言
う
よ
う
に
、
伝
吉

六
七



に
は
、
将
来
に
対
す
る
希
望
が
あ
る
。
前
述
の

「
現
金
の
貯
蓄
も
相
応
に
出

来
、
二
間
の
間
口
を
近
き
中
に
三
間
に
し
て
な
ど
」
と
出
世
願
望
や
上
昇
志

向
が
よ
み
と
れ
る
。
ま
た
、
母
親
が

「
早
く
好
い
嫁
を
与
が
い
、
初
孫
を
膝

に
し
た
く
」
と

「家
族
」
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
二
〇
年

代
に
入
る
と
、
健
全
で
温
か
い
家
族
が
望
ま
し
い
も
の
と
す
る
意
識
が
出
現

し
、
ヨ
三
ま
し
い
家
族
の
あ
り
方
」
「新
し
い
家
族
像
」
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て

い
た
。

〓
一

「人
は
美
目
よ
り
心
」
の
伝
吉

仁
寿
堂
は
伝
吉
の
第

一
の
得
意
先
で
、
主
人
の
勝
之
助
は
商
売
相
手
で
あ

る
。
伝
吉
が
勝
之
助
の
妹
お
濱
の
誕
生
祝

い
に
来
合
わ
せ
、
奥

へ
誘
わ
れ

た
。
仁
寿
堂
の
人
々
の
視
線
が
、
「
遊
び
も
の
」
と
し
て
伝
吉
を
ど
の
よ
う

に
扱

っ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
。

自
分
は
女
に
愛
さ
れ
ず
、
優
し
い
言
葉
も
か
け
て
も
ら
え
な
い
と
諦
め
て

い
た
伝
吉
が
お
濱
に
手
を
握
ら
れ

「
伝
さ
ん
、
お
い
や
ｃ
私
の
お
酌
で
は
、

お
い
や
な
の
。
お
酌
ぐ
い
い
為
せ
て
下
さ
つ
た
つ
て
、
能
い
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
声
を
か
け
ら
れ
る
。
ス
ト
ー
リ
は
こ
こ
か
ら
展
開
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
の
場
面
で
、
お
濱
の

「
兄
と
定
二
郎
と
に
顔
を
見
合
せ
、
袖
も
て
口

を
押

へ
つ
ヽ
実
を
忍
び
て
」
と

「能
き
遊
び
物
」
と
し
て
、
面
白
が
る
視
線

は
、
兄
の
勝
之
助
、
定
二
郎
と
同
じ
で
あ
る
。
伝
吉
の

「
い
ひ
い
ひ
」
「
え

へ
、
え

へ
え

へ
」
と

「笑
声
の
可
笑
き
に
、
人
々
ど

っ
と
笑

へ
ば
」
は
、
先

述
の

「
見
世
物
小
屋
の
蜘
蛛
男
」
を
見
る
観
客
の
視
線
と
重
な
り
あ
う
。

六
八

伝
吉
は
若
い
女
性
に
愛
さ
れ
ず
、
優
し
い
言
葉
も
掛
け
ら
れ
る
こ
と
な
く

二
七
歳
ま
で
生
き
て
来
た
。
幼
い
時
よ
り
除
け
も
の
に
さ
れ
て
き
た
者
に

は
、
「能
き
あ
そ
び
も
の
」
扱
い
さ
れ
て
い
る
な
ど
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
。

肉
体
的
な
欠
陥
は
、
成
長
過
程
に
お
い
て
伝
吉
が
社
会
化
し
て
い
く
た
め
に

は
、
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
化
に
は
、
社
会
的
規
範

や
制
度
を
理
解
し
、
意
志
を
交
換
し
あ
う
能
力
、
礼
儀
、
公
共
心
、
責
任
感

な
ど
の
社
会
生
活
上
の
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。

恋
や
結
婚
か
ら
疎
外
さ
れ
、
「春
を
思
ふ
こ
そ
儘
な
ら
ぬ
」
と
自
覚
し
て

い
た
が
、
「我
は
女
に
愛
さ
れ
ず
、
優
し
き
言
葉
を
掛
け
ら
る

ヽ
事
な
し
と

諦
ら
め
た
る
伝
吉
」
が
お
濱
に
手
を
握
ら
れ
、
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
お

濱
は
伝
吉
を

「気
味
悪
き
な
が
ら
も
興
あ
る
」
「遊
も
の
」
と
し
て
面
白
が

る
視
線
は
、
仁
寿
堂
の
人
々
の
視
線
と
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
ｃ
お
濱
の

気
ま
ぐ
れ
は
、
伝
吉
の
心
の
中
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
た

「
春
を
思
う

心
」
を
芽
生
え
さ
せ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
伝
吉
も

「春
を
思
う
心
」
に

の
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

伝
吉
は
、
商
人
と
し
て
利
潤
を
追
求
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
く
実
行
し
た

人
間
で
あ
る
。
お
濱
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
努
力
も
同
じ
よ
う
に
商
人
的
な

発
想
で
あ
る
点
は
見
過
ご
せ
な
い
。
冒
頭
の
小
僧
三
吉
に

「白
銅
貨

一
枚
を

投
出
し
た
り
」
、
定
二
郎
に

「馳
走
な
ら
ば
、
馳
走
ま
せ
う
ｃ
欲
し
物
は
進

ぜ
ま
せ
う
」
と
お
金
を
ち
ら
つ
か
せ
る
こ
と
か
ら
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
で
、
お
濱
を
嫁
に
し
た
い
と
い
う
理
由
が
あ
る
。

そ
れ
は
先
述
で
も
述
べ
た
よ
う
に
商
人
と
し
て
成
功
し
た
伝
吉
に
と
っ
て
、

お
濱
を
嫁
に
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
上
昇
へ
の
夢
想
を
考
え
た
の
で
は
な



い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
伝
吉
の

「春
を
思
う
心
」
は
、
定
二
郎

・
伊

勢
屋
の
番
頭
常
蔵
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
破
減

へ
と
追
い
込
ま
れ
て
い
く
の
か

を
検
討
す
る
。

定
二
郎
に
つ
い
て
、
塚
越
和
夫
が

「手
も
な
く
狡
猾
な
定
二
郎
に
ふ
り
廻

さ
れ
」
と
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
定
二
郎
の
言
葉
を
通
し
て
考
え

て
み
た
い
。

伝
吉
が
お
濱
に
恋
心
を
抱
き
、
毎
日
仁
寿
堂
に
顔
を
出
す
よ
う
に
な
る

と
、
定
二
郎
は

「伝
吉
が
意
中
を
覚
り
て
何
だ
変
目
伝
の
休
儒
め
、
人
並
に

お
濱
さ
ん
を
張
に
来
る
処
が
可
笑
い
」
と
心
中
で
思
う
が
、
「
馳
走
の
な
り

徳
、
構
う
も
の
か
」
と

「
何
て
も
お
望
み
叶
え
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
伝
吉
の

言
葉
を
と
ら
え
て
吉
原
で
の
遊
び
を
所
望
す
る
。
伝
吉
は

「
遊
び
に
慣
れ
ざ

る
哀
し
さ
に
は
、
云
は
る

ゝ
儘
に
貪
ぼ
ら
れ
、
定
二
郎
に
は
お
濱
の

一
条
を

頼
み
た
る
弱
み
に
、
時
貸
の
二
円
三
円
畳
り
て
百
円
近
く
な
り
た
れ
ば
」

と
、
と
、
蓄
え
を
瞬
く
間
に
使
い
果
た
し
て
家
を
借
金
の
抵
当
に
入
れ
る
こ

と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
お
濱
の
気
持
ち
を
確
か
め
る
た
め
に
伝
吉

は
、
定
二
郎
に

「
一
生
後
生

の
お
願
な
れ
ば
、
定
さ
ん
の
働
き
を
頼
み
ま

す
ｃ
其
代
に
は
、
何
に
て
も
お
望
み
次
第
、
馳
走
な
い
ば
、
馳
走
ま
せ
う
。

欲

い
物
は
進
ぜ
ま
せ
う
」
と

い
う
が
、
こ
の
言
葉
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
金

銭
で
処
理
で
き
る
と
す
る
商
人
的
発
想
で
あ
る
ｃ
お
濱
と
の
仲
を
取
り
持

っ

て
も
ら
う
た
め
定
二
郎
を
頼
み
に
す
る
の
で
あ
る
。
先
述
の
塚
越
和
夫
の
言

う

「狡
猾
な
定
二
郎
」
は
、
呆
た
し
て
伝
吉
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ

ろ
つヽ
。

定
二
郎
は
伝
吉
が

「
お
濱
に
恋
慕
せ
る
始
終
」
を
お
濱
に
語
り
聞
か
せ

広
津
柳
浪

「変
目
伝
」
論

る
。
お
濱
に

「定
さ
ん
、
お
前
さ
ん
本
統
に
其
様
事
云
つ
た
の
」
と
、
定
二

郎
は

「馬
鹿
に
為
て
遣
う
と
思
つ
て
、
面
白
半
分
に
ｃ
は
ヽ
は
ヽ
ヽ
」
と
言

っ
て
の
け
る
の
で
あ
る
ｃ
定
二
郎
は
、
伝
吉
を
友
達
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て

い
た
が
、
伝
吉
が
お
濱
に
想
い
を
寄
せ
て
い
る
の
を
知
る
と
、
「何
だ
変
目

伝
の
休
儒
め
、
人
並
に
お
濱
さ
ん
を
張
に
来
る
処
が
可
笑
い
」
と
面
白
半
分

に
伝
吉
を
編
す
の
で
あ
る
。
伝
吉
が
憎
く
て
、
陥
れ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
な

い
が
、
最
後
ま
で
伝
吉
に
対
す
る
態
度
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
定
二
郎
に
と

っ
て
伝
吉
は
、
「尋
常
な
ら
ぬ
」
身
体
の
小
さ
さ
と
傷
痕
と
い
う
異
形
な
も

の
で
あ
り
、
差
別
さ
れ
て
も
い
い
人
間
で
あ
っ
た
。
実
際
に
あ
か
ら
さ
ま
な

態
度
は
と
ら
な
く
て
も
内
心
で
は
そ
の
人
を
認
め
な
い
と
い
う
態
度
は
、
定

二
郎
、
勝
之
助
、
お
濱
に
も
共
通
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
特
に
定
二

郎
は
当
時
の

「片
輪
者
」
に
対
す
る
世
間
の
見
方
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
ｃ

伝
吉
の

「春
を
思
う
心
」
は
抑
え
き
れ
な
い
ほ
ど
突
き
進
ん
で
い
く
こ
と

に
な
る
。
伝
吉
の
借
金
が
嵩
ん
だ
原
因
は
性
的
欲
望
よ
り
も
お
濱
へ
の
思
い

を
定
二
郎
に
か
な
え
て
も
ら
う
た
め
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
伝
吉
は
、
吉
原

の
遊
び
は

「夢
の
心
」
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
「
お
濱
の
事
は

露
し
も
忘
れ
し
に
あ
ら
ざ
り
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
進
展
し
な
い
お
濱
と
の

関
係
と

「
二
人
の
名
の
頭
文
字
が
つ
い
た
縫
取
り
の
写
真
挟
み
」
を
待
つ
気

持
ち
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
ｃ
「其
と
云
は
ね
ど
互
の

心
を
通
は
す
桟
橋
と
な
さ
ん
」
と
、
定
二
郎
に
間
を
取
り
も
っ
て
も
ら
う
願

い
が
こ
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伝
吉
は
、
定
二
郎
か
ら
聞
き
え
た
お
濱
の

情
報
を
元
に

「我
と
許
嫁
の
如
き
心
地
す
る
お
濱
の
様
子
に
、
定
二
郎
我
意

六
九



を
通
じ
た
る
徴
も
見
え
て
、
顔
を
合
わ
す
れ
ば
相
く
な
り
て
走
り
隠
れ
」
、

「頬
を
相
く
し
て
垂
頭
き
た
る
、
其
風
情
の
伝
吉
に
は
得
も
云
は
れ
ず
美
し

く
愛
い
し
き
」
、
「未
通
気
の
差
か
し
き
に
や
」
と
お
濱
へ
の
執
心
が
語
ら
れ

る
。　
一
方
、
お
濱
は
、
「伝
吉
日
毎
に
仁
寿
堂
に
出
入
り
」
す
る
伝
吉
の
執

拗
さ
に
嫌
悪
感
を
感
じ
て
お
り
、
恋
愛
の
対
象
に
は
到
底
考
え
ら
れ
は
し
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
伝
吉
は
と
い
え
ば
、
お
濱
の
素
振
り
が
許
嫁
の
よ
う
に

見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伝
吉
は
、
残
酷
に
も
情
報
提
供
者
定
二

郎
に
よ
る
間
接
的
な
情
報
に
よ
っ
て
し
か
お
濱
の
気
持
ち
を
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
ｃ

伝
吉
は
高
利
貸
し
の
竹
村

へ
の
返
済
期
限
日
の
夜
に
伊
勢
屋
番
頭
の
常
蔵

か
ら
金
を
借
り
る
。
常
蔵
は
伝
吉
と
同
じ
よ
う
に

「自
分
店
を
持
つ
時
の
準

備
な
れ
ど
も
」
と
、
百
八
十
何
円
の
貯
蓄
を
し
、
自
分
の
資
本
の
運
用
に
は

積
極
的
で
あ
る
。
ま
た
、
保
証
人
の
件
に
関
し
て
も
、
「確
か
な
る
保
証
人
」

と
い
う
社
会
の
法
則
に
従

っ
て
い
る
。
「久
し
ぶ
り
に
身
な
る
下
物
の
、
喉

か
ら
引
込
る
ゝ
ば
か
り
に
覚
え
て
、
平
生
嗜
ぬ
だ
け
酔
も
早
く
」
と
あ
る
よ

う
に
、
普
段
は
衣
服
や
酒
な
ど
を
節
約
し
て
い
る
よ
う
す
が
窺
え
る
。
常
蔵

は
、
伝
吉
と
同
じ
よ
う
に
現
金
を
貯
蓄
し
て
、
自
分
の
店
を
持
ち
社
会
的
に

上
昇
す
る
こ
と
を
夢
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

借
入
金
の
保
証
人
は
、
仁
寿
堂
の
勝
之
助
で
あ
る
が
、
伝
吉
は
勝
之
助
に

保
証
人
の
話
を
切
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
伊
勢
屋
の
番
頭

・
常
蔵
は

「
予
て
主
人
に
預
け
置
き
し
金
百
八
十
何
円
に
、
主
人
よ
り
借
用
せ
し
資
金

十
五
円
」
を
懐
中
に
入
れ
、
伝
吉
の
前

へ
ぽ
ん
と
投
げ
出
す
。
「
お
、
お
、

お
は
、
仁
、
仁
寿
堂
の
、
お
、
お
濱
さ
ん
、
お
濱
さ
ん
だ
。
畜
生
ツ
、
僕
、

七
〇

僕
な
ん
ざ
ア
」
、
「
い
、
い
の
、
命
も
入
ね
え
、
入
ね
え
ち
、
ち
、
畜
生
ツ
。

で
ツ
、
で
ツ
、
伝
さ
ん
」
と
言

っ
た
言
葉
は
、
常
蔵
の
好
色
の
眼
差
し
以
外

の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
描
き
か
た
で
あ
る
。
常
蔵
の
言
葉
は
、
伝
吉
の

「春
を
思
う
心
」
を

一
層
煽
り
た
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
言

葉
は
、
伝
吉
を
追
い
詰
め

「
雪
洞
の
火
影
に
ち
ら
り
ち
ら
り
、
花
弁
の
梢
頭

は
な
る

ヽ
風
情
」
「
覚
え
ず
見
惚
た
り
し
が
、
我
に
還
り
し
時
、
全
身
ぶ
る

ぶ
る
と
戦
保
ひ
ぬ
」
と

い
う
結
果
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
「
ち
ら

り
ち
ら
り
」
「
ぶ
る
ぶ
る
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
的
な
表
現
を
生
み
、
そ
こ
か
ら

心
的
な
了
解
過
程
に
入

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「わ
れ
知
ら
ず
前
後

を
見
返
り
し
眼
光

い
と
鋭
く
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
伝
吉
の

「
眼
光
は
い

と
鋭
く
」
は
、
「
口
に
毒
を
含
ま
ず
、
気
軽
に
而
も
人
と
争
は
ね
ば
」
と
言

う
普
段
の
伝
吉
と
異
な
る
非
日
常
の
知
覚
に
訴
え
た
不
安
が
暗
示
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

常
蔵
の

「金
銭
の
狂
暴
性
」
は
、
日
清
戦
争
後
急
激
に
拡
大
し
た
高
利
貸

し

・
質
屋
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
当
時
の

一
般

庶
民
の
意
識
が
、
金
銭
の
力

へ
の
関
心
と
し
て
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
片
山
隆
男
は

「社
会
の
近
代
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
人
び
と

や
零
細
な
商
工
業
者
に
資
金
を
供
給
し
た
金
融
機
関
を
庶
民
金
融
と
よ
ぶ
」

と
し
て
い
て
、
こ
の
な
か
で
質
屋
が
大
き
な
役
割
を
担

っ
た
と
論
じ
て
い

′一
。「変

目
伝
」
に
反
映
さ
れ
た
時
代
の
空
気
、
生
活
難
、
金
銭
欲
の
鋭
敏
な

感
じ
は
、
こ
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
資
本
家
階
級
に
対
す
る
反
抗
と
羨
望
の

よ
う
な
満
た
さ
れ
な
い
望
み
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
用
意
の
う
ち
に
時



代
の
影
を
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
経
済
的
条
件

が
優
先
す
る
当
時
の
風
潮
の
な
か
で
、
人
間
性
、
金
力
、
愛
情
と
の
相
剋
な

ど
を
取
り
組
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

常
蔵
は
現
金
を
蓄
え
、
そ
の
自
己
資
本
を
伝
吉
に
貸
付
す
る
。
そ
こ
か
ら

得
ら
れ
た
利
息
は
、
自
分
の
資
本
を
増
や
す
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
常

蔵
と
伝
吉
の
人
間
関
係
は
、
「
お
金
」
の
み
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
精
神
的
な

心
配
り
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

金
貸
し

・
質
屋
は
、
近
代
資
本
主
義
の
発
展
の
中
で
特
異
な
位
置
を
し

め
、
零
細
な
農
民
、
小
売
商
や
雑
業
者
は
質
屋
か
ら
の
金
融
に
た
よ
る
ほ
か

な
か
っ
た
。
『日
本
之
下
層
社
会
』
の
中
に

「国
家
に
銀
行
あ
り
、
貧
民
に

質
屋
あ
り
。
し
か
も
其
の
質
屋
は

一
般
世
間
の
質
屋
と
趣
を
異
に
し
、
質
草

一
円
以
上
に
出
づ
る
は
少
な
く
、
大
抵
二
十
銭
乃
至
三
十
銭
、
或
は
子
供
に

何
や
ら
ん
風
呂
敷
包
を
持
た
せ
て
四
銭
五
銭
を
借
る
も
多
し
」
と
報
告
し
て

い
る
。
ま
た
、
松
原
岩
五
郎
は

「危
急
な
る
場
合
の
融
通
と
し
て
質
屋
と
貧

民
の
間
を
往
復
す
る
物
件
は
、
尋
常

一
様
の
衣
類
什
器
に
限
ら
ず
、
時
と
し

て
は
煮
た
る
食
物
、
植
え
た
る
植
物
、
生
命
あ
る
家
畜
、
塩
噌
的
流
動
物
も

ま
た

一
時
入
替
の
質
種
と
し
て
」
と
貧
街
の
人
び
と
の
生
活
を
報
告
し
て
い

る
ｃ
日
常
の
生
活
用
具
等
を
質
入
し
て
は
早
け
れ
ば
当
日
中
に
請
け
出
す
と

い
う
短
期
の
利
用
が
ほ
と
ん
ど
で
、
質
屋
に
と
っ
て
も
結
構
な
収
入
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
明
治
末
か
ら
大
正
初
頭
に
は
、
質
屋
の
利
用
の
仕
方
も
、
臨
時

的
な
出
費
に
際
し
て
の
利
用
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

伝
吉
は
定
二
郎
の
甘
言
に
よ
り
眼
が
く
ら
ん
で
し
ま

つ
た
こ
と
、
ま
た
質

屋
の
番
頭
常
蔵
は
、
伝
吉
の
情
欲
を
煽
り
た
て
る
結
果
に
な

っ
た
の
で
あ

広
津
柳
浪

「変
目
伝
」
論

ラムυ
。伝

吉
の
お
濱

へ
の
結
婚
願
望
は

「
人
は
美
目
よ
り
心
」
と
い
う
母
親
の
言

葉
、
ま
た
、
定
二
郎
か
ら
伝
え
ら
れ
る

「
人
は
美
目
よ
り
心
ぢ
ゃ
な
い
か

ね
」
と

い
う
お
濱
の
言
葉
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
町
内
完
結
社
会
の
崩
壊

伝
吉
、
母
親
以
外
の
登
場
人
物
の

「
片
輪
者
」
に
対
す
る
差
別
意
識
は
、

み
な
同
様
で
あ

っ
た
ｃ
母
親
が
伝
吉
に
言
う

「
人
は
美
目
よ
り
心
と
い
う
じ

や
な
い
か
ね
。
」
は
、
「
ひ
と
な
み
な
ら
ぬ
身
体
」
が
心
よ
り
優
先
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
母
親
の

「
人
は
美
目
よ
り
心
」
と

い
う
言
葉
か
ら
考
え
て
見
た

い
。「変

目
伝
」
の
舞
台
は
、
仁
寿
堂
の
薬
種
店
で
神
田
猿
楽
町
に
あ
る
。
伝

吉
の
埼
玉
屋
の
洋
酒
卸
小
売
店
は
神
田
淡
路
町
に
あ
る
。
東
京
時
代
初
期
の

庶
民
の
多
く
は
、
江
戸
時
代
の
根
生
い
の
江
戸
っ
子
が
多
く
、
そ
の
生
活
行

動
圏
も
ま
た
江
戸
時
代
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か

っ
た
。
東
京
庶
民
が
肩
を

寄
せ
合

い
、
隣
人
と
協
力

し
あ

っ
て
生
活
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
江
戸
以
来
の
し
き
た
り
や
伝
統
を
重

ん
ず
る
、
町
内
の
つ
き
あ
い
が
基
本
と
な

っ
て
い
た
。
小
木
新
造
は
、
こ
の

よ
う
な
社
会
を

「
町
内
完
結
社
会
」
と
呼
ん
で
い
る
。
小
木
新
造
は
、
麹
町

区
、
神
田
区
の
本
籍
人
口
、
寄
留
人
口

（東
京
府
の
定
め
た

「
戸
籍
書
法
」

で
、
東
京
は
自
分
の
生
ま
れ
た
土
地
で
あ

っ
て
も
本
籍
は
父
母
の
生
地
の
故

郷
に
あ
り
、
東
京
に
あ
る
の
は
寄
留
籍
で
あ
る
と
い
う
意
味
）
の
比
較
を
調

七
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査
し
て
い
る
。
そ
の
結
果

「
下
町
は
、
そ
の
増
加
人
口
実
数
で
は
山
の
手
の

三
倍
以
上
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
」
り
、
「
下
町
の
中
に
、
私
が
い
う
町
内
完

結
社
会
の
崩
壊
を
導
く
因
子
、
つ
ま
り
寄
留
人
口
の
事
実
が
、
明
治
十
四
年

前
後
か
ら
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」
と
記
し

て
い
る
。

地
域
社
会
が
寛
容
さ
を
失
い
、
異
質
な
る

「片
輪
者
」
を
排
斥
し
は
じ
め

る
時
代
に
な
っ
た
。
母
親
の

「人
は
美
目
よ
り
心
」
と
い
う
言
葉
は
、
血
の

か
よ
い
あ

っ
た
地
縁
的
人
間
関
係
が
息
づ
い
て
い
た
時
代
の
も
の
で
あ

っ

た
ｃ
明
治
二
〇
年
以
後
に
は
寄
留
籍
の
ま
ま
東
京
住
ま
い
を
す
る
も
の
が
圧

倒
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
故
郷
を
も
ち
、
自
ら
住
む
東
京
に
は

郷
土
愛
の
か
け
ら
ほ
ど
も
感
じ
な
い
人
び
と
の
集
合
の
場
と
し
て
東
京
は
認

識
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。

勝
之
助
は
商
売
相
手
と
し
て
伝
吉
を

「あ
の
正
直
な
人
」
と
認
め
な
が
ら

も
、
〓

寸
法
師
だ
と
か
、
変
目
伝
だ
と
か
綽
名
を
つ
け
ら
れ
て
居
る
人
と
、

馬
鹿
な
評
判
で
も
立
ち
や
、
そ
れ
こ
そ
お
濱
は

一
生
廃
人
同
様
に
な
る
の

だ
」
と
、
お
濱
の
縁
談
が
壊
れ
る
の
を
恐
れ
て
い
る
。
「変
目
伝
」
の
登
場

人
物
達
は
、
血
の
か
よ
い
あ
っ
た
地
縁
的
人
間
関
係
で
な
い
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
町
内
完
結
社
会
は
、
東
京
庶
民
は
一肩
を
寄
せ
合
い
、
隣
人
と
協
力
し

あ
っ
て
生
活
す
る
場
で
あ
り
、
町
内
の
つ
き
合
い
が
基
本
と
な
る
。
極
め
て

土
着
的
な
性
格
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

伝
吉
の

「片
輪
者
」
に
対
す
る
差
別
は
、
他
府
県
か
ら
の
東
京
流
入
の
増

加
が
そ
の
要
因
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ｃ
い
ま
や

「競
争
又
競
争
、

絶
え
て
同
業
者
の
間
に
徳
義
存
せ
ざ
ら
ん
と
す
」
と
横
山
源
之
助
は
報
告
し

七
二

て
い
る
。
「社
会
が
ナ
ホ

一
家
の
如
く
、
隣
人
の
痛
痒
を
見
る
、
子
弟
の
痛

痒
に
於
け
る
が
如
く
、
互
ひ
に
相
扶
助
援
引
し
た
」
時
代
は
終
わ

っ
た
の
で

あ
る
。

地
域
的

・
人
間
的
な
結
合
関
係
が
解
体
し
、
横
山
源
之
助
の
言
う

「徳
義

の
力
」
が
失
わ
れ
た
と
き
、
町
内
完
結
社
会
の
持

っ
て
い
た

「抵
抗
力
」
を

保
つ
の
は
至
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
コ
既
争
社
会
で
は
弱
者
は
仲
間
を
こ

そ
蹴
落
と
し
て
這
い
あ
が
る
ほ
か
な
く
」
「
人
び
と
は
自
分
だ
け
の

「
家
内

安
全
」
や

「商
売
繁
昌
」
を
願
う
し
か
な
い
の
だ
」
と
牧
原
憲
夫
は
指
摘
す

る
。
牧
原
の
言
う
自
分
だ
け
の

「家
内
安
全
」
や

「商
売
繁
昌
」
は
、
仁
寿

堂
の
勝
之
助
に
見
ら
れ
る
。
す
で
に
結
婚
の
決
ま

っ
て
い
る
お
濱
が
伝
吉
と

噂
に
な
る
と

「
お
濱
は

一
生
廃
人
同
様
に
な
る
」
「
妹
お
濱
が
嫁
入
前
の
悪

名
を
得
ん
こ
と
を
気
遣

へ
る
」
と
語
ら
れ
、
勝
之
助
の
し
た
た
か
さ
が
描
写

さ
れ
る
。
お
濱
の
本
町
の
薬
種
屋
と
の
結
婚
は
、
勝
之
助
に
と

っ
て
は
、
事

業
展
開
を
見
据
え
た
業
務
提
携
に
よ
り
、
仁
寿
堂
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
す
る

経
営
戦
略
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
ｃ

東
京
の
流
入
人
口
は
急
増
し
、
土
地

へ
の
愛
着
も
旧
住
民
と
の

一
体
感
も

な
い
中
で
、
伝
吉
は
孤
立
し
て
い
く
。
高
利
貸
し
の
返
済
期
限
が
迫

っ
た
伝

吉
は
追
い
詰
め
ら
れ
る
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

五
　
伝
吉
の
道
行

伝
吉
の
悲
し
い
迷
走
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
論
及
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た

場
面
で
あ
る
。
多
数
の
地
名
が
情
景
を
伴

っ
て
い
る
点
に
着
目
し
て
い
き
た



伝
吉
は
、
追
い
込
ま
れ

「
何
と
か
思
ひ
け
ん
、
我
家
の
方
角

へ
は
足
を
向

け
ず
、
水
道
橋
よ
り
人
車
に
乗
り
」
と
た
だ
走
る
。
伝
吉
は
、
質
屋
の
番
頭

を
殺
し
た
後
、
語
り
手
は

「
何
と
か
思
ひ
け
ん
」
「
何
と
か
思
ひ
け
ん
」
と

い
う
言
葉
を
く
り
か
え
し
、
読
者
を
伝
吉
の
走
る
方
向
に
導

い
て
い
く
の
で

あ
る
ｃ

伝
吉
の
走
る
姿
は
、
差
別
さ
れ
た
人
間
の
受
け
る
す
べ
て
の
鬱
屈
を
と
き

放

つ
た
め
の
逃
走
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
桜
の
名
所
と
し
て
上

拿
壽
∵評
封
膨
写
辟
鍮嘲師
詢冬

坂
を
根
岸
、〓
劃
馴
の
山
中
。
桜
は
忍
が
岡
に
散
り
、‥
日
副
割
硼
側
目
目
近
く

の
丘
陵
に
あ
っ
た
大
仏
、
清
水
堂
と
桜
の
名
勝
と
し
て
の
地
を
走
る
。

『東
京
名
所
獨
案
内
』
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

．
劇
田
相
相
を
賽
し
て
傾
城
窪
を
通
過
し
て
、
剰
嘲
馴
や
庚
申
塚
右
に
進

め
ば
瀧
の
川
、
楓
樹
を
以
て
名
高
く
王
子
稲
荷
社
の
畦
は
其
岸
高
く
有

ざ
れ
と
蒼
壁
凛
列
迂
曲
し
て
、
楓
樹
両
岸
に
沿
ひ
て

（中
略
）
春
の
花

よ
り
紅
い
に
侶
松
蒼
翠
交
互
し
て
、
錦
繍

（中
略
）
飛
鳥
山
は
王
子
村

の
南
芝
山
に
し
て
桜
多
く
春
季
花
盛
の
時
期
は
樹
間
に
茶
舗
を
設
け
貴

賤
老
若
集
ふ
来
て
花
下
に
酒
宴
を
開
き

（中
略
）
道
灌
山
は
疎
鳥
山
の

東
北
望
原
頭
広
漠
と
し
て
筑
波
の
山
嶺
需
々
た
り
、
（沖
略
）
日
暮
里

は
此
山
続
き
、
此
辺
寺
院
庭
中
は
四
季
軍
木
花
絶
え
ず
、
上
野
は
も
と

東
叡
山
府
下
第

一
の
巨
刹
清
水
観
音
や，
両
大
師
東
照
宮
等
を
残
た
り

広
津
柳
浪

「変
目
伝
」
論

（中
略
）
清
水
寺
の
辺
に
在
り
此
地
は
明
治
六
年
に
公
苑
と
な
り

（中

略
）
満
園
の
桜
花
爛
漫
天
然
の
美
観
を
添
ゆ
る

伝
吉
が
走
り
ぬ
け
た
地
は
い
ず
れ
も
、
花
の
季
に
応
じ
て
、
東
京
庶
民
が

一
日
の
憩

い
の
場
と
し
た
所
で
あ
り
、
当
時
の
庶
民
の
遊
楽
地
で
あ

っ
た
。

伝
吉
は
、
眺
望
の
優
れ
た
場
所
を

『東
京
名
所
獨
案
内
』
に
示
さ
れ
て
い
る

番
号
の
順
に
従

っ
て
走

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
名
を
列
ね
る
こ
と
を
、
地
名
列
挙
と
か
地
名
尽
し
と
か
称

す
る
。
こ
れ
を
特
色
と
す
る
文
体
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を

「道
行
文
」
と
称

す
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
る
と
角
田

一
郎
は

「道
行
文
研
究
序
論
」
で
述
べ

て
い
る
。
『太
平
記
』
「俊
基
朝
臣
再
関
東
下
向
事
」
に
お
け
る
道
行
が
、
道

行
文
と
し
て
も
つ
べ
き
形
式
と
要
素
と
を
併
せ
も
つ
に
至

っ
て
お
り
、
殊
に

俊
基
朝
臣
の
道
行
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
言
う
。
そ
れ
は
旅
路
の
経
過
を

一
句
ご
と
に
、
ま
た
数
句
置
き
に
織
り
こ
ん
だ
形
式
の
文
体
で
あ
る
。

憂
ヲ
バ
留
ヌ
相
坂
ノ
、
関
ノ
清
水

二
袖
濡
テ
、
末

ハ
山
路
ヲ
打
出
ノ

濱
、
沖
ヲ
遥
見
渡
セ
バ
、
塩
ナ
ラ
ヌ
海
ニ
コ
ガ
レ
行
、
身
ヲ
浮
舟
ノ
浮

沈
ミ
、
駒
モ
轟
卜
踏
鳴
ス
、
勢
多
ノ
長
橋
打
渡
り
、
行
向
人
二
近
江
路

ヤ
、
世
ノ
ウ
ネ
ノ
野
二
鳴
鶴
モ
、
子
ヲ
思
カ
ト
哀
也

ヘ

文
の
間
に
多
数
の
地
名
が
情
景
を
伴

っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
々

に
道
行
の
主
人
公
の
哀
愁
の
心
を
語
る
言
葉
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
志
田
延
義
は

「
道
行
文
と
そ
の
言
語
的
特
徴
」
に
お
い
て
、
「
哀
愁
に
包

七
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ま
れ
た
人
物
の
事
柄
に
道
中
の
情
景
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
感
傷
を

美
化
し
、
そ
れ
に
低
徊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
を
高
め
よ
う
と
企
図
せ
ら

れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
右
の
志
田
の
論
か
ら
考
え
る

と
、
質
屋
の
番
頭
を
殺
し
た
伝
吉
は
、
「何
と
か
思
ひ
け
ん
」
と
い
う
言
葉

を
反
復
し
、
桜
の
名
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
る
地
名
に

「道
行
丈
」
の
技
巧
が

使
わ
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
伝
吉
の
悲
惨
な
運

命
は
、
道
の
景
致
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
感
傷
を
美
化
す
る
効
果
が

大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
道
行
場
面
の
語
彙
は
、
「
染
井
の

共
同
墓
地
」
「谷
中
の
墓
地
」
「落
花
の
痕
」
「晩
鳩
空
し
く
」
な
ど
の
語
か

ら
連
想
さ
れ
る

「道
行
文
」
の
技
巧
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

広
津
柳
浪
は
、
「作
家
苦
心
談
」
の
中
で
、
コ
変
目
伝
』
は
三
夜
で
出
来

ま
し
た
。
」
「
私
は
明
る
い
と
こ
ろ
で
は
書
け
ま
せ
ん
で
ね
、
ひ
ど
く
日
を
嫌

い
ま
す
。
大
抵
は
夜
や
り
ま
す
。
」

」ヽ
の
言
葉
か
ら
、
『東
京
名
所
獨
案
内
』

を
参
照
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「道
行
文
」
の
技
巧
を
使
い
、
眺

望
の
す
ぐ
れ
た
名
所
地
を
絡
ま
せ
る
こ
と
は
、
仁
寿
堂
か
ら
排
除
さ
れ
た
伝

吉
の
鬱
屈
を
と
き
放
つ
た
め
で
は
な
い
か
。

突
き
進
ん
で
き
た
近
代
化
へ
の
反
省
が
、
広
津
柳
浪
の
冷
徹
な
視
座
で
あ

っ
た
こ
と
の
裏
返
し
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

結

伝
吉
は
、
「人
は
美
目
よ
り
心
」
と
い
う
言
葉
が
引
き
金
に
な
っ
て
、
お

濱
と
の
結
婚
願
望
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
醜
い
不
具
者
で
あ
る
故
に

「春
を

七
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思
う
心
こ
そ
儘
な
ら
ぬ
」
と
恋
を
あ
き
ら
め
て
い
た
。
母
親
の
言
う

「人
は

美
目
よ
り
心
」
は
、
建
前
で
は
、
容
貌
の
醜
悪
か
ら
目
を
そ
ら
せ
、
「心
」

が
大
切
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
伝
吉
の
母
親
以
外
の
登
場
人
物
の
本
音

は
、
伝
吉
の

「変
目
伝
、
蜘
蛛
男
」
と
綽
名
の
あ
る
不
具
者
ゆ
え
に
認
め
な

い
の
で
あ
る
。
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
的
態
度
は
と
ら
な
く
と
も
内
心
で
は
そ

の
人
の
こ
と
を
認
め
な
い
と
い
う
意
識
は
、
定
二
郎
を
は
じ
め
勝
之
助
や
お

濱
に
も
共
通
だ
っ
た
と
言
え
る
。　
一
方
、
伝
吉
は

「人
は
美
目
よ
り
心
」
の

言
葉
に
よ
っ
て
、
お
濱
と
の
恋
が

「何
と
か
な
る
べ
き
恋
ぞ
」
と
夢
を
託
す

の
で
あ
る
。
伝
吉
の
悲
惨
は
、
そ
う
し
た
人
や
社
会
の
本
音
と
建
前
に
弄
ば

れ
た
こ
と
が
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
だ

が
、
大
事
な
の
は
、
弱
者
の
伝
吉
が

「女
房
と
は
な

っ
て
居
な
い
け
れ
ど

も
、
約
束
し
て
あ
る
お
濱
と
云
う
娘
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う

「
一
途
な
想

い
」
が
地
域
社
会
に
お
い
て
社
会
的
弱
者
を
生
み
出
す
こ
と
が
浮
き
彫
り
に

な

っ
て
い
る
。
田
岡
嶺
雲
が

「
今
の
文
明
は
中
流
以
上
の
徒
を
悪
徳
に
陥

る
ヽ
と
共
に
、
下
流
社
会
の
も
の
を
播
し
て
悲
惨
の
谷
に
落
す
」
と
記
し
て

い
る
。
明
治
二
七
年
の
日
清
戦
争
は
、
わ
が
国
の
政
治
　
経
済

・
社
会
各
方

面
に
お
い
て
戦
争
前
と
く
ら
べ
格
段
の
進
展
を
示
す
と
同
時
に
田
岡
嶺
雲
の

指
摘
す
る
幾
多
の
矛
盾
を
も
露
呈
し
て
い
た
。
田
岡
は
、
貧
し
い
者
が
富
め

る
も
の
か
ら
、
「
不
具
者
」
が
健
康
者
か
ら
、
排
除
さ
れ
隔
離
さ
れ
る
場
所

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
不
幸
な
人
び
と
を
も
ひ
と
つ
に
包
み
こ
む
世
界
を
見

て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
広
津
柳
浪
の

「変
目
伝
」
は
、
当
時
の
資
本

主
義
社
会
に
お
け
る
典
型
的
な
人
物
達
が
登
場
し
、
同
時
代
が
抱
え
て
い
た

諸
問
題
を
鋭
く
映
し
出
し
て
い
る
。
広
津
は
、
そ
の
中
で
犠
牲
者
た
る
伝
吉



を
殺
人
者
と
し
て
加
害
者
に
変
え
、
最
後
に
自
減
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社

会
批
判
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
ｃ

伝
吉
は

「尋
常
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
の
世
界
に
同
化
し

よ
う
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
差
別
と
排
除
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
先
述
の
町
内
完
結
社
会
の
崩
壊
に
よ
り

「徳
義
」
の
強
制
力
が

失
わ
れ
た
こ
と
が
よ
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
伝
吉
の
母
親
が
言
う

「土
方

だ
の
、
人
足
だ
の
、
人
に
使
役
れ
て
る
ぢ
や
な
い
か
ね
。
（略
）
顔
に
ひ

つ
ゝ
り
が
あ
る
位
は
、
痘
痕
か
ら
見
り
や
、
お
前
何
で
も
あ
り
や
し
な
い

よ
」
は
、
伝
吉
の
湯
傷
よ
り
も
痘
痕
の
ほ
う
が
世
間

一
般
に
差
別
さ
れ
て
い

る
と
い
う
考
え
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
母
親
の
言
葉
は
、
「差
別
劣
位

か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
人
び
と
の
平
等
要
求
　
上
昇
願
望
を
、
国
家
秩
序
の

自
発
的
な
内
面
化
の
回
路
に
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
基
盤
と
統
合
力

を
い
っ
そ
う
強
化
し
つ
つ
、
よ
り
微
細
な

（た
と
え
ば
中
学
卒
／
小
学
卒
か

ら

一
流
中
学
校
／
二
流
中
学
と
い
っ
た
）
差
異
が
作
ら
れ
て
い
く
」
と
、
同

じ
で
あ
る
。
伝
吉
の
扱
っ
て
い
る
近
代
の
象
徴
で
あ
る
洋
酒
は
、
時
代
の
最

先
端
の
商
品
だ

っ
た
。
産
業
社
会
の
進
展
と
物
質
主
義
に
よ
る
近
代
化
は

「人
は
美
目
よ
り
心
」
と
い
う
町
内
完
結
社
会
の
古
き
良
き
時
代
の
幻
想
を

打
ち
壊
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
崎
形
異
形
な
姿
の
伝
吉
は
、
近
代
国
家
の

「尋
常
」
な

「
国
民
」
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
伝
吉
を
励
ま
す
よ
う
に
言

っ
た

「
人
は
美
目
よ
り

心
」
と
い
う
言
葉
は
、
お
濱

へ
の
結
婚
願
望
に
変
化
し
て
い
き
、
人

一
倍
働

き
、
洋
酒
屋
の
主
と
し
て
成
功
し
表
面
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
て
も
、
内
心

は

「見
世
物
芸
人
」
の
変
目
伝
で
あ

っ
た
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま

っ

広
津
柳
浪

「変
目
伝
」
論

た
。
伝
吉
の

「悲
惨
」
は
、
人
や
社
会
の
本
音
と
建
前
に
翻
弄
さ
れ
た
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
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