
大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」（『
群
像
』
昭
二
五
・
一
〜
九
（
八
は
休
載
）、

昭
二
五
・
一
一
講
談
社
刊
）
に
つ
い
て
、
姦
通
恋
愛
小
説
と
し
て
の
意
義
を

検
討
す
る
こ
と
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、「
武
蔵
野
夫
人
」
を
「
復
員
者
」
の
「
健
康
恢
復
の
物
語
」
と

（
�
）

し
て
書
い
た
と
い
う
大
岡
の
自
註
は
無
視
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
大
岡

に
お
い
て
姦
通
は
食
人
と
共
に
人
間
の
愛
情
や
自
制
心
を
信
頼
し
社
会
復
帰

（
�
）

し
得
る
か
と
い
う
問
題
を
追
究
す
る
た
め
の
柱
と
な
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と

見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
野
火
」（
初
出
①
『
文
體
』
昭
二
三
・
一

二
、
二
四
・
七
。
②
『
展
望
』
昭
二
六
・
一
〜
八
、
昭
二
七
・
二

創
元
社

刊
）
で
は
、「
親
子
で
あ
ろ
う
と
夫
婦
で
あ
ろ
う
と
、
愛
な
ぞ
あ
る
は
ず
が

な
い
」
と
思
う
狂�

人�

田
村
が
、
彼
の
妻
と
医
師
の
「
媾
曳
」
に
つ
い
て
、

「
男
が
み
な
人
喰
い
人
種
で
あ
る
よ
う
に
、
女
は
み
な
淫
売
で
あ
る
」
と
い

う
形
で
非
難
と
諦
念
を
述
べ
て
い
る
。

本
作
で
復
員
者
・
勉
の
社
会
復
帰
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
か
を
考
え
る

時
、「
勉
に
道
子
の
死
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
、
勉
を
一
種
の
怪
物
に
し
て
し

ま
う
」
と
感
じ
て
怖
れ
た
と
い
う
結
末
の
意
味
が
問
題
に
な
る
。

先
行
研
究
に
は
、
勉
が
「
物
語
の
最
後
」
で
も
「
道
子
の
死
を
知
ら
な

い
」
点
を
重
視
し
、
世
間
の
掟
が
変
わ
る
ま
で
心
の
中
で
愛
情
を
保
と
う
と

い
う
「
道
子
の
提
案
し
た
「
誓
い
」
を
守
る
こ
と
で
」、「
勉
は
白
日
下
に

（
�
）

「
健
康
恢
復
」
へ
の
道
を
歩
み
進
む
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
見
方
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
論
考
で
は
〈
怪
物
〉
の
意
味
が
十
分
に
考
究
さ
れ
て
い
な

い
。一

方
、「「
戦
場
」
と
い
う
異
常
な
世
界
を
経
験
し
て
き
た
も
の
は
」「
何

ら
か
の
意
味
で
「
怪
物
」
と
い
う
外
な
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

（
�
）た」
の
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、〈
怪
物
〉
を
単
に
戦
場
の
経
験

の
深
刻
さ
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
と
、「
道
子
の
死
を
知
ら
せ

る
こ
と
が
」
勉
を
〈
怪
物
〉
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
を
十
分
に
理
解
で

き
な
い
。

〈
怪
物
〉
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
勉
の
変
容
に
お
け
る
道
子
へ

の
〈
恋
〉
の
意
義
を
よ
り
具
体
的
に
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
先
行
論
は
、
勉
が
道
徳
や
そ
れ
に
基
づ
く
「
誓
い
」

を
守
っ
て
社
会
化
す
る
こ
と
を
「
健
康
恢
復
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ

大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」

│
│
〈
恋
〉
と
〈
武
蔵
野
〉
か
ら
み
る
〈
怪
物
〉
の
意
味
│
│
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に
対
し
、
大
井
田
義
彰
氏
は
、「
誓
い
」
な
ど
の
「
空
虚
な
言
葉
」
を
強
い

る
「「
社
会
」」
を
「
覆
す
」「
怪
物
」
に
な
る
こ
と
を
「
健
康
恢
復
」
と
捉

（
�
）

え
て
い
る
。
た
だ
し
、
大
井
田
氏
も
「
勉
の
未
来
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
考
え
る

か
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考
え
る
か
の
違
い
」
が
あ
る
と
結
び
、
解
釈
に
曖
昧
さ

を
残
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、「
人
間
に
絶
望
し
て
い
た
が
、
自
然
は
愛
し
て
い
た
」﹇
二
﹈
勉

が
「
工
場
と
学
校
と
飛
行
場
」
と
「
東
京
都
民
の
住
宅
」
等
の
人
工
物
に
よ

っ
て
成
る
「
今
の
武
蔵
野
」
を
「
新
し
い
基
礎
」﹇
十
三
﹈
と
し
て
認
め
る

過
程
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
勉
が
志
向
し
た
人
間
ら
し
さ
を
明
ら
か
に
す

れ
ば
、〈
怪
物
〉
が
い
か
な
る
意
味
で
非�

人�

間�

的�

な
の
か
が
見
え
て
こ
よ
う
。

本
稿
は
、
勉
の
変
容
に
お
け
る
〈
恋
〉
の
意
義
と
勉
の
〈
武
蔵
野
〉
の
捉

え
方
の
関
係
か
ら
結
末
の
〈
怪
物
〉
の
意
味
を
読
み
解
く
。
ま
た
、
そ
れ
を

書
い
た
大
岡
の
意
図
に
注
目
し
、
大
岡
の
社
会
復
帰
に
関
す
る
考
え
に
も
迫

り
た
い
。

一
、〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉

先
行
論
は
勉
の
人
物
像
に
つ
い
て
大
岡
の
無
垢
へ
の
共
感
を
注
視
し
て
き

た
。
例
え
ば
田
中
益
三
氏
は
、
大
岡
の
「
純
粋
な
若
者
」
に
対
す
る
「
関

心
」
が
「
一
連
の
富
永
太
郎
や
中
原
中
也
に
関
す
る
著
述
に
」
窺
え
、「
そ

の
よ
う
な
面
影
が
勉
に
は
あ
る
」
と
見
て
、「
純
粋
な
精
神
の
持
主
」
に

「
こ
の
作
家
が
共
感
を
寄
せ
て
い
る
の
は
確
か
な
こ
と
」
だ
と
指
摘
し
て
い

（
�
）る。
ま
た
、
菅
野
昭
正
氏
は
「
大
人
た
ち
の
世
俗
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
狡
猾

（
�
）

に
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
無
垢
な
若
者
」
が
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
見
て

い
る
。

一
方
、
大
平
綾
子
氏
は
「
勉
の
も
つ
破
壊
力
は
彼
が
無
垢
で
あ
る
と
い
う

（
�
）

点
と
復
員
者
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
分
裂
し
て
い
る
」
と
捉
え
、
作
者

が
そ
の
「
分
裂
」
を
よ
く
説
明
し
切
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

（
�
）

確
か
に
、「
二
十
四
歳
の
青
年
」﹇
一
﹈
で
あ
る
勉
が
「
大
人
達
に
反
撥
を

感
じ
」﹇
三
﹈
る
場
面
な
ど
は
、
彼
が
何
ら
か
の
意
味
で
完
全
に
は
〈
大
人
〉

（

）

で
な
い
〈
青
年
〉
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
勉
の
性
質
は
必
ず
し
も
十
分
具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は

言
い
難
い
。
大
岡
に
と
っ
て
青
年
の
復
員
者
・
勉
を
描
く
こ
と
は
無
垢
へ
の

共
感
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
勉
の
〈
青
年
〉
と
し
て

の
性
質
と
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
性
質
は
無
垢
な
面
と
そ
う
で
な
い
面
と
い

う
よ
う
に
単
純
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
問
題
を
意
識
し
つ

つ
、
勉
の
〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
追
究
す
る
こ

と
と
す
る
。

ま
ず
勉
の
人
物
像
の
設
定
背
景
を
押
さ
え
る
べ
く
、
大
岡
が
兵
士
及
び
兵

士
の
経
験
を
引
き
ず
る
復
員
者
の
状
態
を
〈
子
供
が
え
り
〉
と
し
て
捉
え
て

い
た
点
に
注
目
し
た
い
。
例
え
ば
、「
武
蔵
野
夫
人
」
の
初
刊
と
同
月
に
発

（

）

表
し
た
「
歩
哨
の
眼
に
つ
い
て
」
に
は
「
死
ぬ
と
い
う
義
務
を
負
わ
さ
れ
」

る
代
わ
り
に
「
衣
服
・
食
糧
・
住
居
を
与
え
ら
れ
」
る
「
兵
士
」
は
、「
親

に
よ
っ
て
扶
養
さ
れ
」
る
「
少
年
」
と
「
正
確
に
同
じ
状
態
に
あ
」
っ
た
と

書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
昭
和
二
八
年
に
は
「
自
分
の
生
命
を
提
供
す
る
か
わ

り
に
、
生
活
は
全
部
軍
が
ま
か
な
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て

五
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「
子
供
に
か
え
っ
て
帰
還
し
て
来
た
」
点
で
「『
武
蔵
野
夫
人
』
の
「
勉
」
の

（

）

場
合
は
、
復
員
後
の
ぼ
く
自
身
と
奇
妙
に
重
な
」
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い

（

）

る
。
同
年
、「『
野
火
』
の
意
図
」
に
も
「
生
き
る
た
め
に
働
く
と
い
う
大
人

の
営
み
か
ら
は
、
隔
離
さ
れ
て
い
る
」「
兵
士
」
は
「
子
供
に
近
い
」
と
述

べ
、
そ
の
状
態
か
ら
の
「
解
放
」
も
執
筆
の
意
図
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
書
い

て
い
る
。

つ
ま
り
、「
生
き
る
た
め
に
働
く
」
こ
と
を
「
大
人
の
営
み
」
と
し
て
意

識
す
る
大
岡
は
、
そ
の
営
み
か
ら
離
れ
た
兵
士
及
び
兵
士
の
経
験
を
引
き
ず

る
復
員
者
の
状
態
を
〈
子
供
が
え
り
〉
と
し
て
捉
え
、
大
岡
自
身
の
〈
子
供

が
え
り
〉
か
ら
の
変
容
を
創
作
に
お
い
て
追
究
し
た
か
っ
た
と
述
べ
て
い
た

の
で
あ
る
。

実
際
、
勉
は
「
前
線
で
得
た
も
の
、
つ
ま
り
正
に
復
員
者
の
」「
思
想
」

﹇
二
﹈
を
持
つ
│
兵
士
の
経
験
を
引
き
ず
る
〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
で
あ

る
。ま

ず
勉
の
〈
青
年
〉
と
し
て
の
特
徴
は
「
彼
の
齢
で
は
万
事
を
自
分
の
感

情
の
権
利
と
し
て
考
え
る
」﹇
四
﹈
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
勉

は
雪
子
の
家
庭
教
師
と
し
て
「
過
当
な
」「
月
謝
」
を
得
て
お
り
、
道
子
は

「
雪
子
に
色
々
の
も
の
を
贈
っ
」
た
が
、
勉
は
道
子
の
「
心
遣
い
」
に
「
少

し
も
気
が
つ
か
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
勉
は
同
級
生
か
ら
も

「
大
き
な
こ
と
を
い
っ
て
も
、
君
は
親
爺
の
遺
産
で
暮
し
」﹇
九
﹈
て
い
る
と

言
わ
れ
る
。
本
作
は
、
勉
が
、
亡
き
父
や
周
囲
の
大
人
に
そ
の
生
活
を
保
護

さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
生
計
を
立
て
る
こ
と
に
無
頓
着
な

〈
青
年
〉
で
あ
る
こ
と
を
批
判
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
道
子
は
、
妻
や
夫
と
い
う
立
場
を
「
役
割
」
と
し
て
認
識
し
た

時
、
長
兄
や
次
兄
は
「
人
生
で
何
か
の
役
割
を
務
め
る
年
に
達
し
て
い
な
か

っ
た
」、「
そ
し
て
勉
も
」﹇
十
﹈
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
道
子
の
兄
は

二
人
共
「
二
十
四
歳
」
で
死
ん
で
い
る
。「
二
十
四
歳
」
の
勉
は
「
役
割
」

に
就
か
な
い
で
生
き
ら
れ
る
〈
青
年
〉
の
上
限
年
齢
に
あ
る
者
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、〈
復
員
者
〉
で
あ
る
勉
は
戦
場
で
「
頼
り
に
な
る
の
は
自
分
一

人
だ
と
い
う
確
信
を
強
め
」、「
多
く
の
人
の
死
ぬ
の
を
見
、
死
が
ど
れ
ほ
ど

面
倒
を
省
く
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
た
」﹇
二
﹈。
勉
は
「
偶
然
自
分
に

属
し
た
権
利
は
猶
予
な
く
利
用
す
べ
し
」
と
い
う
「
前
線
」
以
来
の
「
利
己

主
義
」
に
従
っ
て
父
の
遺
産
が
「
無
く
な
っ
た
ら
「
そ
の
時
は
ま
た
そ
の
時

だ
」」
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
勉
の
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
態
度
を
語
り
手

は
「
単
に
一
個
の
怠
け
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
批
判
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
岡
は
、
勉
の
生
計
を
立
て
る
こ
と
に
無
頓
着
な
〈
青

年
〉
と
し
て
の
態
度
や
、
自
ら
苦
労
を
し
て
で
も
生
き
る
こ
と
に
意
味
を
認

め
な
い
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
態
度
を
、
勉
が
「
二
十
四
歳
」
を
超
え
て
生

き
続
け
る
た
め
に
は
克
服
す
る
べ
き
態
度
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
大
岡

は
、
勉
の
〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
性
質
を
語
り
手
や
周
囲
の
人

物
を
通
し
て
批
判
す
る
こ
と
で
、
作
品
全
体
と
し
て
兵
士
の
経
験
を
引
き
ず

る
復
員
者
の
〈
子
ど
も
が
え
り
〉
か
ら
の
変
容
を
追
究
し
よ
う
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」

五
五



二
、
勉
に
お
け
る
〈
恋
〉
の
意
義

そ
れ
で
は
、〈
恋
〉
は
勉
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
。

復
員
し
て
間
も
な
い
頃
の
勉
の
「
女
学
生
達
と
の
交
際
」
は
「
集
団
婚
に

近
い
も
の
」
で
あ
り
、「
男
の
学
生
は
屢
々
女
を
交
換
し
別
に
嫉
妬
も
起
き

な
か
っ
た
」
が
、
勉
は
「
楽
し
く
な
か
っ
た
か
ら
」「
そ
れ
が
ち
っ
と
も
い

い
も
の
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」﹇
三
﹈。
勉
は
、
相
手
を
交
換
可
能
な

肉
体
的
欲
望
の
対
象
と
し
て
の
み
捉
え
る
関
係
に
否
定
的
感
情
を
抱
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
時
の
勉
は
「
ま
だ
妻
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
所
有
し
よ
う
と
い
う
欲
望
の
な
い
年
齢
で
あ
っ
た
」。

し
か
し
、
道
子
へ
の
〈
恋
〉
を
意
識
し
た
勉
は
、「
あ
の
人
の
愛
が
秋
山

を
棄
て
る
だ
け
強
い
か
」「
確
か
め
」
た
い
と
思
い
、「
彼
女
が
同
じ
優
し
さ

を
秋
山
に
も
注
い
で
い
る
」
こ
と
に
「
焦
立
」﹇
六
﹈
つ
。
勉
は
、〈
恋
〉
に

よ
り
、
相
手
の
愛
情
を
独
占
し
た
い
欲
望
を
覚
え
、
全
く
所
有
欲
の
な
い

「
二
十
四
歳
」
と
い
う
〈
青
年
〉
の
上
限
を
暗
示
的
に
超
え
始
め
た
の
で
あ

る
。そ

れ
で
も
な
お
、
生
計
に
無
頓
着
な
〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
の
態
度
は

根
強
い
。
勉
は
、
実
母
の
夫
が
「
情
事
の
た
め
に
職
を
失
い
」、
二
人
の
生

活
が
困
難
に
陥
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
時
、
初
め
こ
そ
「
道
子
と
の
恋
の
将

来
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
ず
に
、
た
だ
現
在
の
中
途
半
端
な
感
情
に
酔
っ
て

い
る
自
分
が
馬
鹿
に
見
え
」﹇
六
﹈
た
と
い
う
が
、
結
局
将
来
の
生
活
を
具

体
的
に
考
え
な
い
。

勉
の
思
考
の
特
徴
は
、
道
子
に
拒
否
さ
れ
た
時
、「
世
界
中
の
夫
が
憎
く

な
る
」﹇
七
﹈、「
憎
い
の
は
あ
の
人
に
そ
ん
な
こ
と
を
思
わ
せ
た
秋
山
だ
。

彼
奴
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
夫
と
い
う
も
の
の
全
部
だ
。
世
の
中
だ
」﹇
十

三
﹈
と
考
え
て
い
る
点
に
も
窺
え
る
。
こ
こ
に
は
、
道
子
の
頑
な
な
態
度
や

秋
山
の
存
在
と
い
っ
た
彼
の
〈
恋
〉
の
個
別
具
体
的
な
問
題
に
関
す
る
不
満

を
漠
然
と
「
世
の
中
」
全
部
に
結
び
付
け
る
勉
の
性
急
さ
、
飛
躍
し
が
ち
な

考
え
方
が
表
れ
て
い
る
。

〈
恋
〉
の
不
満
の
原
因
を
漠
然
と
人
間
社
会
全
部
に
帰
し
て
人
間
社
会
を

憎
む
勉
は
、「
村
山
の
ホ
テ
ル
で
自
分
に
働
い
た
抑
制
を
、
あ
ら
ゆ
る
行
動

を
奪
わ
れ
た
復
員
者
の
意
識
に
課
せ
ら
れ
た
抑
制
の
習
慣
の
結
果
と
考
え

た
」。
こ
れ
に
対
し
、
語
り
手
は
「
行
動
を
欲
し
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
を
回

避
し
て
い
る
自
分
の
、
一
種
の
自
己
欺
瞞
に
す
ぎ
な
い
」﹇
九
﹈
と
批
判
す

る
。
勉
の
躊
躇
は
、
勉
が
「
女
友
達
と
し
た
行
為
の
対
象
と
し
て
道
子
を
考

え
る
に
は
」「
彼
女
を
尊
敬
し
す
ぎ
て
い
た
」﹇
五
﹈
と
い
う
よ
う
な
、
道
子

に
対
す
る
彼
固
有
の
感
情
に
も
由
来
す
る
。
人
間
不
信
を
深
刻
化
さ
せ
て
い

た
勉
に
と
っ
て
道
子
が
重
要
な
の
は
、
単
に
道
子
が
道
徳
の
体
現
者
で
あ
る

か
ら
で
は
な
く
、「
道
子
が
今
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
る
た
だ
一
人
の

人
で
あ
る
」﹇
五
﹈
か
ら
な
の
だ
。

つ
ま
り
、
勉
に
お
け
る
〈
恋
〉
は
、
彼
に
と
っ
て
特
別
な
道
子
の
愛
情
を

独
占
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
含
み
、
勉
が
所
有
欲
を
持
た
な
い
こ
と
を
特
徴

と
す
る
〈
青
年
〉
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
契
機
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
勉
に
は
、〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
の
態
度
を
根
強
く
持
ち
、〈
恋
〉
の

欲
望
の
不
満
の
原
因
を
漠
然
と
人
間
社
会
全
部
に
帰
し
て
人
間
社
会
を
憎
む

五
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側
面
が
あ
る
。
語
り
手
は
そ
の
勉
の
性
急
で
飛
躍
し
が
ち
な
考
え
方
を
批
判

し
て
い
る
。

ま
た
、
勉
は
「
共
産
主
義
の
本
を
読
」
み
、「
道
子
の
拒
否
」
を
「
単
に

人
妻
と
い
う
社
会
的
条
件
の
結
果
」﹇
九
﹈
と
捉
え
る
。
や
が
て
勉
は
「
共

産
主
義
を
標
榜
」
す
る
「
青
年
達
」
が
「「
必
要
」
を
強
調
し
て
、
自
己
の

退
屈
を
正
当
化
し
て
い
る
」
こ
と
を
「
滑
稽
」﹇
十
三
﹈
に
思
う
。「
戦
争
の

実
際
を
見
た
」
勉
は
「
人
間
の
行
為
に
「
必
要
」
で
は
律
し
切
れ
な
い
も
の

が
あ
る
」
と
考
え
、「
恋
を
主
張
」
す
る
た
め
に
「「
必
要
」
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
社
会
の
部
分
を
無
視
し
て
も
か
ま
わ
な
い
は
ず
だ
」
と
思
う
。
勉
は

〈「
必
要
」〉
を
人
間
の
行
為
を
律
す
る
条
件
と
し
て
意
識
し
、
そ
の
条
件
を

疑
う
と
こ
ろ
か
ら
彼
の
姦
通
の
正
当
性
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
勉
の
思
考
の
意
味
を
捉
え
る
べ
く
、〈「
必
要
」〉
の
意
味
を
考
え
た

い
。
管
見
で
は
当
時
大
岡
が
共
産
主
義
に
傾
く
青
年
達
を
ど
の
よ
う
に
見
て

い
た
か
を
直
接
示
す
資
料
は
無
い
が
、
当
時
の
共
産
主
義
の
流
行
や
大
岡
の

発
言
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
で
本
作
の
〈「
必
要
」〉
の
意
味
は
見
え
て

こ
よ
う
。

ま
ず
共
産
主
義
に
お
け
る
「
必
要
」
と
言
え
ば
「
各
人
は
そ
の
能
力
に
応

（

）

じ
て
、
各
人
は
そ
の
必
要
に
応
じ
て
！
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
想
起
さ
れ

よ
う
。
勉
は
「
剰
余
価
値
説
か
ら
唯
物
史
観
に
至
る
通
俗
解
説
書
」﹇
九
﹈

（

）

を
読
ん
で
い
る
が
、
例
え
ば
向
坂
逸
郎
『
資
本
論
解
説
』
は
、「
売
り
買
ひ

を
通
じ
て
の
み
」
生
産
物
が
各
人
に
届
く
今
の
資
本
主
義
社
会
の
次
に
、

「
米
、
布
、
本
、
ペ
ン
、
機
械
、
肥
料
等
々
一
切
の
社
会
の
必
要
物
が
、
予

め
計
画
的
に
生
産
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
る
」
社
会
が
到
来
す
る

と
解
説
し
て
い
る
。

勉
に
話
を
戻
せ
ば
、「
取
水
塔
」
か
ら
取
ら
れ
た
「
水
」
が
「
東
京
の
家

庭
へ
配
ら
れ
る
」
こ
と
を
「
東
京
都
民
の
「
必
要
」」
と
捉
え
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、〈「
必
要
」〉
は
人
間
が
生
活
を
営
む
た
め
に
欲
す
る
も
の
と
ひ

と
ま
ず
言
え
る
。

こ
れ
を
念
頭
に
置
き
、
次
の
大
岡
自
身
の
註
よ
り
、
本
作
執
筆
時
の
大
岡

の
共
産
主
義
に
関
す
る
考
え
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

僕
は
知
ら
ず
識
ら
ず
「
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
」
と
い
う
定
式
一
つ

に
よ
っ
て
書
い
た
、
古
い
マ
ル
キ
シ
ス
ト
小
説
家
と
同
じ
誤
謬
に
陥
っ

て
い
た
わ
け
で
す
。
い
か
に
も
社
会
的
経
済
的
条
件
は
歴
史
を
決
定
す

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
行
為
の
総
和
の
結
果
と
し
て

決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
が
い
ち
い
ち
個
人
の
心
理
を
決
定
す
る

（

）

と
い
う
風
に
は
働
か
な
い
の
で
す
。

右
の
「「
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
」
と
い
う
定
式
」
は
、
マ
ル
ク
ス
の

『
経
済
学
批
判
』
に
お
け
る
次
の
記
述
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

人
々
は
、
そ
の
生
活
の
社
会
的
生
産
に
お
い
て
、
特
定
の
、
必
然
的

な
、
彼
ら
の
意
思
に
依
存
せ
ざ
る
諸
関
係
を
結
び
、
こ
の
生
産
関
係

は
、
彼
ら
の
物
質
的
生
産
力
の
特
定
の
発
達
段
階
に
応
答
す
る
も
の
で

あ
る
。〔
中
略
〕
物
質
的
生
活
の
生
産
方
法
は
社
会
的
、
政
治
的
、
お

よ
び
精
神
的
の
生
活
過
程
一
般
を
制
約
す
る
。
人
々
の
意
識
が
彼
ら
の

大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」
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存
在
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
彼
ら
の
社
会
的
存

（

）

在
が
彼
ら
の
意
識
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

右
の
「
物
質
的
生
産
力
の
特
定
の
発
達
段
階
に
応
答
す
る
」「
生
産
諸
関

係
」
に
お
け
る
位
置
と
い
う
「
社
会
的
存
在
」
が
人
間
の
意
識
を
決
定
す
る

と
い
う
理
論
を
、
大
岡
は
「
存
在
が
い
ち
い
ち
個
人
の
心
理
を
決
定
す
る
と

い
う
風
に
は
働
か
な
い
」
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
批
判
的
に
取
り
入
れ
よ
う

と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
共
産
主
義
の
本
を
読
ん
」
で
「
道
子

の
拒
否
」
を
「
単
に
人
妻
と
い
う
社
会
的
条
件
の
結
果
」
と
捉
え
る
勉
を
、

語
り
手
は
「
若
い
彼
は
そ
の
条
件
が
必
ず
し
も
個
人
の
意
志
に
現
わ
れ
る
と

は
限
ら
な
い
の
を
知
ら
な
い
だ
け
」﹇
九
﹈
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、「
共
産
主
義
を
標
榜
」
す
る
「
青
年
達
」
は
「
戦
争
も

「
必
要
」
か
ら
演
繹
し
て
い
た
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

（

）

例
え
ば
、
当
時
「
目
覚
ま
し
い
」「
左
翼
関
係
出
版
物
の
進
出
」
の
一
つ

（

）

と
さ
れ
た
大
森
義
太
郎
『
唯
物
弁
証
法
読
本
』
は
、「
人
間
は
必
ず
寄
り
集

つ
て
、
社
会
を
作
つ
て
生
活
す
る
」
が
、「
社
会
の
土
台
」
は
、「
手
挽
臼
に

相
応
し
た
生
産
関
係
」
が
「
封
建
君
主
制
」
を
形
成
し
、「
蒸
気
臼
と
い
ふ

生
産
手
段
」
の
登
場
が
「
資
本
主
義
社
会
」
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
よ
う

に
、「
生
産
力
の
一
定
の
発
展
の
段
階
に
応
じ
た
」
生
産
関
係
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
「
帝
国
主
義
戦
争
」
の
根
本
も
発
展
し
た
生
産
力
と
そ
れ
に
対

応
で
き
な
く
な
っ
た
生
産
関
係
の
「
衝
突
」
に
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。

（

）

あ
る
い
は
『
新
し
い
世
界
』
昭
和
二
二
年
一
一
月
号
で
紹
介
さ
れ
る
松
本

（

）

金
次
郎
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
』
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

戦
争
は
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
必
然
的
産
物
で
あ
る
。
商
品
生

産
、
剰
餘
価
値
へ
の
貪
欲
、
生
産
力
の
発
展
か
ら
恐
慌
、
こ
れ
か
ら
の

切
り
抜
け
策
と
し
て
の
海
外
植
民
地
の
獲
取
、
資
本
の
守
護
者
と
し
て

の
軍
備
、
そ
の
拡
張
と
軍
需
産
業
の
利
益
と
の
一
致
、
戦
争
的
手
段
へ

の
誘
引
、
こ
れ
ら
は
資
本
の
負
は
さ
れ
た
運
命
の
道
標
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
唯
物
史
観
の
解
説
に
お
い
て
、
人
間
は
生
活
の
糧

の
生
産
力
に
応
じ
て
形
成
さ
れ
る
生
産
関
係
を
基
礎
と
す
る
社
会
に
お
い
て

の
み
生
存
し
得
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
法
則
に
お
い
て
生
じ

る
経
済
的
欲
望
の
必
然
的
産
物
と
し
て
戦
争
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

そ
の
よ
う
に
「
戦
争
も
「
必
要
」
か
ら
演
繹
」
す
る
思
想
に
対
し
、「
戦

争
の
実
際
を
見
た
」
勉
は
「
人
間
の
行
為
に
「
必
要
」
で
は
律
し
切
れ
な
い

も
の
が
あ
る
」
と
思
い
、「
恋
を
主
張
」
す
る
こ
と
を
正
当
と
考
え
た
の
で

あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
勉
が
言
う
〈「
必
要
」〉
は
人
間
が
生
活
の
糧
の
生
産
力
に
応
じ

て
形
成
さ
れ
る
生
産
関
係
を
基
礎
と
す
る
社
会
に
お
い
て
の
み
生
存
し
得
る

と
い
う
事
情
が
も
た
ら
す
秩
序
を
意
味
す
る
。
勉
は
人
間
の
行
為
に
は
そ
の

〈「
必
要
」〉
に
収
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
、
彼
の
姦
通
を
正
当
化
す

る
。し

か
し
、
勉
は
「
取
水
塔
に
毒
を
投
げ
込
め
ば
、
東
京
都
民
を
一
挙
に
鏖

殺
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
」、「「
必
要
」
を
無
視
し
た
自
分
の
考
え

が
、
こ
う
い
う
兇
悪
な
空
想
に
行
き
着
い
た
の
を
み
て
」、「
俺
は
も
う
人
混

り
の
出
来
な
い
体
か
も
知
れ
ぬ
」
と
「
自
責
」
を
感
じ
る
。「
道
子
さ
ん
と
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一
緒
に
死
ん
で
し
ま
お
う
か
」
と
い
う
考
え
も
「
自
分
勝
手
な
悪
い
考
え
」

と
し
て
退
け
る
。

そ
の
後
勉
は
、
一
度
「
何
か
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
疑
っ
た
「
心

だ
け
を
保
っ
て
世
間
の
掟
の
変
る
の
を
待
つ
」﹇
十
一
﹈
と
い
う
道
子
の

「
誓
い
」
に
も
「
意
味
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
」
と
考
え
直
し
、
次
の
よ
う
に

思
う
。ど

う
に
も
改
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
社
会
に
対
し
て
、
或
い
は
そ
う
し

て
ま
ず
自
分
の
心
の
方
か
ら
定
め
て
い
く
の
が
、
生
き
る
道
か
も
知
れ

ぬ
。

つ
ま
り
、
勉
は
彼
の
姦
通
を
正
当
化
す
る
べ
く
共
産
主
義
が
言
う
〈「
必

要
」〉
を
引
き
合
い
に
出
し
て
そ
れ
を
無
視
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
そ

の
態
度
を
殺
人
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
否
定
す
る
に
至
っ
た
。
他
者
の
生
を

軽
ん
じ
な
い
思
い
と
彼
自
身
の
責
任
を
意
識
し
た
勉
は
、
彼
が
〈「
必
要
」〉

を
無
視
し
な
い
で
生
き
る
た
め
の
糧
と
し
て
道
子
と
の
〈
恋
〉
を
捉
え
直

す
。「
存
在
が
い
ち
い
ち
個
人
の
心
理
を
決
定
す
る
と
い
う
風
に
は
働
か
な

い
」
と
い
う
大
岡
の
考
え
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
個
人
的
感
情
の

問
題
に
基
づ
い
て
〈「
必
要
」〉
と
向
き
合
う
勉
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
態
度
を
改
め
な
け
れ
ば
生
き
続
け
ら

れ
な
い
段
階
に
来
た
勉
は
、
彼
自
身
の
固
有
の
〈
恋
〉
を
、
所
有
欲
や
性
的

欲
望
の
赴
く
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〈「
必
要
」〉
を
無
視
し
な
い

で
「
人
混
り
」
す
る
│
他
者
と
共
生
す
る
甲
斐
と
し
て
意
志
的
に
位
置
づ
け

よ
う
と
し
た
。
勉
は
、
大
岡
が
言
う
「
生
き
る
た
め
に
働
く
と
い
う
大
人
の

営
み
」
に
近
づ
き
始
め
、
兵
士
│
〈
復
員
者
〉
の
〈
子
供
が
え
り
〉
か
ら
脱

し
つ
つ
あ
る
。

そ
の
後
、
勉
は
遠
く
に
見
え
る
道
子
に
会
い
に
行
く
べ
き
か
迷
い
、「
今

こ
こ
で
降
り
て
行
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
俺
の
唯
一
の
生
甲
斐
と
し
た
「
誓

い
」
の
意
味
が
な
く
な
る
」、「
後
で
話
せ
ば
き
っ
と
褒
め
て
く
れ
る
」
と
考

え
「
我
慢
」
す
る
。
勉
は
、「
誓
い
」
を
守
れ
ば
そ
の
分
道
子
の
愛
情
を
得

ら
れ
る
〈
恋
〉
を
「
生
甲
斐
」
と
し
て
、〈「
必
要
」〉
を
無
視
せ
ず
他
者
と

共
生
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、「
衝
動
」
を
自
制
し
、

「
来
て
い
い
時
、
あ
た
し
手
紙
あ
げ
る
わ
」﹇
十
一
﹈
と
い
う
道
子
と
の
約
束

（

）

に
固
執
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
勉
が
〈
今
の
武
蔵
野
〉
を
捉
え
た
意
味

先
行
論
で
は
、
勉
に
お
い
て
自
然
が
「
道
子
を
示
す
も
の
と
し
て
み
ら
れ

（

）る」
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
勉
の
自
然
を
見
る
目
に
は
」「
兵
士

（

）

の
目
」
と
「
少
年
の
目
」
が
「
重
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
論
考
も
あ
る
。

し
か
し
、〈
恋
〉
に
よ
っ
て
態
度
を
変
化
さ
せ
て
き
た
勉
が
〈
今
の
武
蔵

野
〉
に
関
心
を
持
つ
に
至
る
意
義
に
つ
い
て
は
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

大
岡
自
身
は
本
作
の
自
然
描
写
に
関
し
て
「
国
木
田
独
歩
の
『
武
蔵
野
』

に
挑
戦
す
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
、「
ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
林
の
山
林
と

（

）

い
う
の
は
村
の
入
会
で
タ
キ
ギ
を
取
る
た
め
に
植
え
た
」
も
の
だ
と
武
蔵
野

大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」

五
九



の
自
然
が
人
の
生
活
の
資
源
と
し
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
触
れ
て

い
る
。

独
歩
の
「
武
蔵
野
」
は
「
北
海
道
の
様
な
自
然
そ
の
ま
ゝ
の
大
原
野
森
林

と
は
異
て
」、「
生
活
と
自
然
と
が
」「
密
接
し
て
居
る
」
点
が
「
武
蔵
野
第

（

）

一
の
特
色
」
だ
と
し
て
、
人
の
生
活
の
様
子
を
含
む
景
色
の
美
を
重
視
し
て

い
る
。

一
方
、
大
岡
の
「
武
蔵
野
夫
人
」
は
、
生
活
の
た
め
に
自
然
を
開
発
す
る

（

）

人
間
の
営
み
そ
れ
自
体
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
作
の
第
一
章
に
よ
れ
ば
、
土
地
の
人
が
「
湧
水
を
忘
れ
た
」
の
は
「
今

は
鑿
井
技
術
が
発
達
し
て
到
る
処
井
戸
が
あ
り
、
湧
水
の
必
要
は
薄
れ
た
か

ら
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
窪
地
の
正
面
を
蔽
う
広
さ
の
全
部
が
、
今
は
生
垣

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
」
て
い
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
こ
れ
は
近
頃
と
み
に
こ
の
辺
に
増
え
た
都
会
人
の
住
宅
の
一
つ

で
あ
っ
て
、
道
行
く
人
は
こ
の
垣
の
中
に
、
か
つ
て
こ
の
土
地
の
繁
栄

の
条
件
で
あ
っ
た
湧
水
が
あ
ろ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
い
。

右
の
記
述
は
「
悠
大
な
自
然
の
時
間
と
卑
小
な
人
間
生
活
の
時
間
」
を

（

）

「
対
比
」
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。「
井
戸
」
や
「
都
会
人
の
住
宅
」
の
よ

う
な
、
人
間
が
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
造
っ
た
物
が
、
そ
れ
が
登
場
す

る
前
と
は
全
く
異
な
る
環
境
を
造
り
出
し
て
い
る
点
を
強
調
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

ま
た
重
要
な
の
は
、
第
一
章
の
最
後
の
次
の
記
述
で
あ
る
。

時
々
こ
の
〔
注：

道
子
と
大
野
の
〕
二
つ
の
家
を
訪
れ
る
金
と
食
物

に
疲
れ
た
都
会
の
人
達
は
、
こ
の
激
し
い
世
の
中
に
こ
ん
な
の
ん
び
り

し
た
天
地
の
あ
る
の
に
或
い
は
呆
れ
、
或
い
は
が
っ
か
り
し
て
帰
っ
て

行
っ
た
。〔
中
略
〕
人
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
樹
ま
で
新
鮮
な
色
を

保
つ
の
か
と
訝
っ
た
が
、
そ
れ
が
栗
の
花
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
聞
か
さ

れ
て
ま
た
が
っ
か
り
し
た
。
栗
は
都
会
に
近
い
こ
の
土
地
の
農
民
の
有

利
な
資
源
で
、
到
る
と
こ
ろ
に
そ
の
下
地
の
湿
っ
た
林
が
あ
る
。

（

）

武
蔵
野
の
栗
林
の
起
源
は
、
桜
井
芳
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
「
新

田
百
姓
の
協
力
で
幕
府
御
用
御
栗
林
を
仕
立
て
た
」
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
武
蔵
野
新
田
は
元
来
「
水
気
が
薄
く
、
一
た
び
日
照
り
が
つ
づ
け
ば
忽

ち
凶
作
と
な
り
」、「
風
水
害
な
ど
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
」
の
で
、「
栗
実

を
将
軍
家
へ
献
上
し
て
、
残
余
は
御
用
に
参
加
し
た
新
田
村
々
に
夫
食
足
し

合
い
と
し
て
配
当
」
す
る
制
度
を
築
い
た
と
い
う
。
ま
た
例
え
ば
、
享
和
元

（

）

年
（
一
八
〇
一
年
）
の
公
文
書
「
御
栗
林
植
継
方
書
附
」
は
、「
風
除
け
の

（

）

木
と
、
老
木
し
た
栗
と
を
伐
採
し
て
植
え
替
え
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、「
武
蔵
野
夫
人
」
は
、
農
民
が
生
活
の
維
持
や
向
上
の
た

め
に
工
夫
し
て
き
た
歴
史
を
暗
示
す
る
「
栗
」
が
「
は
け
」
の
辺
り
の
「
到

る
と
こ
ろ
」
に
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

本
作
は
、〈
武
蔵
野
〉
が
、
実
は
「
金
と
食
物
」
に
よ
る
「
疲
れ
」
と
無

縁
の
天
地
で
は
な
く
、
人
間
が
生
活
の
た
め
に
意
志
的
に
開
発
し
管
理
し
て

き
た
結
果
と
し
て
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
〇



以
上
を
踏
ま
え
、
勉
の
〈
武
蔵
野
〉
の
捉
え
方
に
つ
い
て
追
究
し
た
い
。

復
員
し
た
勉
が
焼
跡
を
見
て
ま
ず
感
じ
た
の
は
、
石
と
土
に
還
元
さ
れ

た
そ
れ
ら
人
間
の
住
居
地
域
に
露
呈
し
た
太
古
の
地
形
で
あ
っ
た
。

右
の
よ
う
に
、「
戦
場
で
人
間
に
絶
望
し
て
い
た
彼
は
、
す
べ
て
を
自
然

に
換
算
し
て
感
じ
た
」﹇
九
﹈。
す
な
わ
ち
、
復
員
直
後
の
勉
は
焼
跡
に
「
太

古
の
地
形
」
を
想
像
す
る
な
ど
、
現
実
の
人
間
の
世
界
と
距
離
を
置
き
た
い

と
い
う
思
い
か
ら
自
然
を
見
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
「
人
間
に
絶
望
し
て
い

た
が
、
自
然
は
愛
し
て
い
た
」﹇
二
﹈
勉
は
「
幼
時
か
ら
見
馴
れ
た
木
立
」

に
惹
か
れ
る
。

樫
、
杉
、
欅
な
ど
、
宮
地
老
人
の
土
地
の
背
後
を
飾
る
樹
々
は
淋
し
い

少
年
で
あ
っ
た
頃
、
彼
の
最
も
懐
か
し
い
映
像
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
「
欅
や
樫
の
大
木
は
古
代
武
蔵
野
原
生
林
の
残
物
で
あ
る
」﹇
一
﹈

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
勉
は
、
継
母
が
来
て
か
ら
「
一
家
の
余
計
者
」﹇
二
﹈

と
さ
れ
て
い
た
少
年
時
に
「
淋
し
さ
」
を
慰
め
て
も
ら
っ
た
の
と
同
じ
よ
う

に
、
古
代
か
ら
人
間
の
力
に
関
係
な
く
存
在
す
る
自
然
を
眺
め
る
こ
と
で
、

戦
争
で
強
め
た
人
間
に
対
す
る
絶
望
を
慰
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（

）

し
か
し
実
際
、
勉
に
は
「
人
事
（
人
為
）
的
観
点
か
ら
」
自
然
を
見
て
い

る
面
も
あ
る
。「
熱
帯
の
山
林
を
独
り
彷
徨
し
た
こ
と
の
あ
る
彼
は
、
自
由

が
い
か
に
怖
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
」﹇
四
﹈
た
と
い
う
。

「「
山
林
に
自
由
存
す
」
と
歌
っ
た
明
治
の
詩
人
」（＝

独
歩
）
に
と
っ
て

「
快
い
緑
の
諧
調
」
で
あ
っ
た
「
楢
椚
」
も
、
勉
に
は
「
薪
の
材
料
と
し
か

映
ら
な
い
」。
勉
に
は
戦
場
で
究
極
の
孤
独
を
知
っ
た
反
動
と
し
て
募
ら
せ

た
人
間
の
営
み
に
対
す
る
関
心
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
勉
は
、
戦
場
で
知
っ
た
孤
独
の
反
動
か
ら
人
間
の
営
み
へ

の
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
意
識
の
上
で
は
、
人
間
と
は
関
係
な
く
存
在
す

る
自
然
を
眺
め
る
こ
と
で
人
間
不
信
に
陥
っ
た
心
を
慰
め
よ
う
と
し
て
い

た
。そ

の
後
、
勉
は
、「
自
ら
意
識
す
る
こ
と
が
案
外
重
大
な
第
一
歩
」
と
な

る
〈
恋
〉
│
「
一
種
の
文
明
の
産
物
で
あ
る
恋
愛
」﹇
五
﹈
を
発
展
さ
せ
る
。

そ
の
過
程
は
、〈
武
蔵
野
〉
の
開
発
と
呼
応
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

例
え
ば
、
勉
と
道
子
が
狭
山
丘
陵
を
散
策
す
る
場
面
に
は
「
二
人
で
ゆ
っ

く
り
歩
く
の
は
、
二
人
が
ま
だ
恋
を
意
識
し
な
か
っ
た
頃
、
野
川
を
遡
っ
て

以
来
で
あ
る
」﹇
八
﹈
と
あ
る
。
本
作
の
第
一
章
に
よ
れ
ば
「
野
川
は
つ
ま

り
古
代
多
摩
川
が
武
蔵
野
に
お
き
忘
れ
た
」「「
名
残
川
」」
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
二
人
が
野
川
を
遡
っ
た
場
面
は
、
未
だ
〈
恋
〉
と
い
う
「
文
明
」
を

築
い
て
い
な
い
勉
と
道
子
の
様
子
を
、
古
代
よ
り
人
間
の
力
と
は
別
個
に
存

（

）

在
す
る
自
然
の
描
写
と
呼
応
す
る
よ
う
に
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
狭
山
丘
陵
の
場
面
で
は
、
勉
と
道
子
が
「
都
市
計
画
的

造
園
の
中
」
や
「
人
工
の
湖
」
の
周
辺
、
あ
る
い
は
「
露
骨
な
都
市
計
画
的

美
観
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
桜
の
並
木
」
を
散
策
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

そ
こ
で
勉
は
、「
昔
の
わ
け
隔
て
の
な
い
親
し
さ
が
」「
戻
っ
て
来
る
よ
う
に

大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」

六
一



感
じ
」、「
ひ
た
す
ら
幸
福
に
酔
っ
て
い
」
た
。
し
か
し
、
二
人
の
唇
は
「
自

然
に
合
わ
さ
」
り
、
勉
は
「
自
然
に
或
る
動
作
を
抑
え
る
こ
と
が
出
来
」
ず

に
道
子
の
体
を
開
こ
う
と
し
て
思
い
止
ま
る
と
い
う
事
態
に
至
る
。

こ
の
狭
山
の
場
面
は
、
人
間
が
意
志
的
に
生
産
し
管
理
し
て
い
る
自
然
と

呼
応
す
る
よ
う
に
、
勉
と
道
子
に
お
い
て
、「
わ
け
隔
て
の
な
い
親
し
さ
」

か
ら
相
手
を
特
別
な
個
人
と
し
て
意
識
的
に
愛
す
る
と
い
う
「
一
種
の
文

明
」
へ
と
変
化
し
た
〈
恋
〉
│
つ
ま
り
人�

間�

の�

意�

識�

が�

介�

入�

し�

た�

後�

の�

自�

然�

と
言
う
べ
き
〈
恋
〉
が
発
展
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
ホ
テ
ル
で
の
一
件
の
後
、
勉
は
「
少
年
の
時
か
ら
い
つ
も
慰
め
と

幸
福
の
映
像
で
あ
っ
た
あ
の
木
立
が
、
今
は
不
満
と
怨
恨
の
そ
れ
と
な
」

﹇
九
﹈
っ
た
と
思
う
。〈
恋
〉
と
い
う
「
文
明
」
を
発
展
さ
せ
た
勉
は
人
為
の

加
わ
っ
て
い
な
い
自
然
に
慰
め
を
得
る
「
少
年
」
に
返
る
こ
と
が
困
難
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
勉
は
、〈「
必
要
」〉
を
無
視
し
て
殺
人
を
空
想
し
、「
俺
は
そ
ん

な
悪
人
な
の
だ
ろ
う
か
」、「
俺
は
も
う
人
混
り
の
出
来
な
い
体
か
も
知
れ

ぬ
」﹇
十
三
﹈
と
悩
ん
だ
末
に
、〈
武
蔵
野
〉
を
次
の
よ
う
に
見
る
。

あ
れ
ほ
ど
人
が
い
う
武
蔵
野
の
林
に
し
て
も
、
み
ん
な
代
々
の
農
民
が

風
を
防
ぐ
た
め
に
植
え
た
も
の
じ
ゃ
な
い
か
。
工
場
と
学
校
と
飛
行
場

と
、
そ
れ
か
ら
広
い
東
京
都
民
の
住
宅
と
、
そ
れ
が
今
の
武
蔵
野
だ
。

／
自
分
の
地
理
学
的
迷
妄
を
打
ち
毀
し
な
が
ら
、
勉
は
い
つ
か
死
の
幻

想
か
ら
も
逃
れ
て
行
っ
た
。
俺
の
よ
う
な
者
で
も
、
ど
う
し
て
も
生
き

て
行
き
た
い
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
そ
う
い
う
新
し
い
基
礎
か
ら
出
直
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
こ
で
、
勉
が
「
武
蔵
野
の
林
」
を
「
代
々
の
農
民
が
風
を
防
ぐ
た
め
に

植
え
た
も
の
」
と
し
て
見
た
と
い
う
記
述
は
第
一
章
に
お
け
る
栗
林
の
記
述

と
対
応
す
る
。
ま
た
「
東
京
都
民
の
住
宅
」
も
、
冒
頭
で
土
地
の
人
に
湧
水

を
忘
れ
さ
せ
る
理
由
と
な
っ
た
人
工
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
勉
は
、〈
今
の
武
蔵
野
〉
に
表
れ
て
い
る
、
意
志
的
に
自
然
を

開
発
し
管
理
す
る
こ
と
で
生
き
る
た
め
の
環
境
を
造
る
と
い
う
人
間
の
生
き

方
を
、
彼
自
身
が
他
者
の
生
を
否
定
す
る
「
人
混
り
の
出
来
な
い
」
思
想
を

改
め
て
生
き
る
た
め
の
「
新
し
い
基
礎
」
と
し
て
認
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
時
、
勉
は
、
彼
自
身
の
意
識
が
築
く
「
文
明
」
で
あ
る
〈
恋
〉
を
拠

り
所
と
し
、
所
有
欲
や
肉
体
的
欲
望
に
身
を
任
せ
る
の
で
は
な
く
、〈「
必

要
」〉
を
無
視
せ
ず
他
者
と
共
生
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
志
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
勉
が
彼
の
意
思
に
よ
っ
て
築
く
「
文
明
」＝

〈
恋
〉
を
拠
り

所
と
し
て
〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
の
態
度
を
改
め
社
会
に
生
き
る
こ
と

は
、
人
間
が
生
活
の
た
め
に
意
志
的
に
開
発
し
管
理
し
て
き
た
環
境
と
し
て

〈
武
蔵
野
〉
が
あ
る
と
い
う
前
提
と
呼
応
す
る
形
で
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
、
大
野
の
怖
れ
と
〈
怪
物
〉
の
意
味

愈
々
、
勉
が
〈
怪
物
〉
に
な
る
こ
と
を
大
野
が
怖
れ
た
と
い
う
結
末
に
つ

六
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い
て
、
大
野
の
位
置
を
押
さ
え
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
と
総
合
し
て
考
え
る
。

ま
ず
大
野
に
は
批
判
的
に
描
か
れ
る
側
面
が
あ
る
。
例
え
ば
「
元
来
坊
ち

ゃ
ん
風
の
猪
突
主
義
が
、
戦
時
中
か
ら
の
放
漫
経
済
と
偶
然
マ
ッ
チ
し
た
だ

け
の
」
彼
の
商
売
は
行
き
詰
ま
っ
て
「
家
計
が
崩
壊
」﹇
十
﹈
す
る
。
そ
こ

で
大
野
は
富
子
に
「
愛
情
の
保
障
を
行
為
で
求
め
」、
そ
れ
は
「
殆
ん
ど
強

姦
の
形
を
取
っ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、
語
り
手
曰
く
「
妻
を
犯
す
権
利
」

は
「
妻
を
扶
養
す
る
夫
の
権
利
」﹇
十
﹈
と
し
て
あ
る
。
こ
の
前
提
に
よ
れ

ば
、
大
野
が
富
子
を
十
分
に
扶
養
で
き
な
く
な
っ
た
上
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て

生
じ
る
彼
自
身
の
不
満
を
解
消
す
る
策
と
し
て
「
嫌
が
る
妻
を
犯
す
権
利
を

行
使
」
し
た
と
い
う
の
は
、
大
野
が
富
子
と
の
夫
婦
関
係
に
お
い
て
彼
自
身

の
責
任
を
果
た
さ
ず
に
不
当
に
権
利
を
行
使
し
た
こ
と
を
示
す
。

一
方
、
秋
山
が
「
彼
自
身
と
富
子
の
家
庭
生
活
を
否
定
す
る
の
に
都
合
の

い
い
」
原
始
社
会
の
集
団
婚
の
話
を
引
き
合
い
に
出
し
て
一
夫
一
婦
制
を
否

定
し
た
時
、
大
野
は
「
そ
ん
な
ら
秋
山
さ
ん
、
道
子
さ
ん
を
…
…
貝
塚
君
に

貸
し
て
あ
げ
ら
れ
る
か
ね
」﹇
三
﹈
と
問
う
て
い
た
。
大
野
は
、
妻
が
他
の

男
性
と
交
際
す
る
こ
と
を
夫
が
快
諾
で
き
な
い
現
実
に
秋
山
よ
り
は
自
覚
が

あ
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
最
終
章
の
道
子
の
死
後
の
場
面
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

し
か
し
彼
〔＝

秋
山
〕
は
こ
の
時
と
な
っ
て
も
、
道
子
が
あ
く
ま
で

勉
の
た
め
に
死
ぬ
の
だ
と
確
信
し
、
自
分
が
棄
て
た
た
め
に
死
ん
だ
と

は
気
が
附
か
な
か
っ
た
。
／
講
義
の
題
目
た
る
文
学
に
囚
わ
れ
て
い
た

こ
の
学
校
教
師
は
、
い
つ
ま
で
も
人
生
の
外
に
い
た
。
／
大
野
は
家
の

中
で
の
妻
の
扱
い
に
つ
い
て
は
人
生
の
外
に
い
た
が
、
出
奔
し
た
妻
の

扱
い
に
つ
い
て
は
人
生
の
内
に
い
た
。
息
絶
え
た
道
子
の
死
顔
を
見

て
、
彼
自
身
の
知
ら
ぬ
感
情
に
、
た
だ
涙
を
流
し
て
い
る
秋
山
の
口
か

ら
、「
す
ま
な
か
っ
た
」
の
言
葉
と
一
緒
に
洩
れ
た
富
子
の
行
く
先
を

聞
く
と
、
彼
は
す
ぐ
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
雪
子
を
連
れ
て
外
へ
出
た
。

右
の
通
り
、
ま
ず
秋
山
が
「
文
学
に
囚
わ
れ
て
い
た
」
と
評
さ
れ
て
い

る
。
秋
山
は
「
姦
通
の
趣
味
」
を
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
耽
読
に
よ
っ
て
涵
養
」

﹇
三
﹈
し
、「
自
分
が
富
子
と
結
婚
し
た
後
の
日
常
の
生
活
の
困
難
を
少
し
も

考
え
」
ず
、「
二
つ
の
夫
婦
の
別
れ
る
困
難
に
想
到
し
な
か
っ
た
」﹇
十
二
﹈

か
ら
で
あ
る
。
続
け
て
、
秋
山
が
道
子
の
自
死
に
対
す
る
責
任
を
遂
に
自
覚

し
な
い
こ
と
は
「
い
つ
ま
で
も
人
生
の
外
に
い
た
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て

批
判
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
人
生
の
外
に
い
た
」
と
い
う
表
現
は
、
秋

山
が
生
活
の
現
実
や
彼
自
身
の
責
任
に
つ
い
て
自
覚
し
な
い
こ
と
を
批
判
す

る
表
現
で
あ
る
。

同
様
に
考
え
れ
ば
、
大
野
は
「
家
の
中
で
の
妻
の
扱
い
に
つ
い
て
」
批
判

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
り
手
の
批
判
は
、
大
野
が
富
子
と
の
夫
婦
関
係
に
お

い
て
彼
自
身
の
責
任
を
果
た
さ
ず
に
不
当
に
「
嫌
が
る
妻
を
犯
す
権
利
を
行

使
」
し
た
こ
と
な
ど
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、
大
野
は
「
出
奔
し
た
妻
の
扱
い
に
つ
い
て
は
人
生
の
内
に
い

た
」
と
評
さ
れ
る
。
大
野
は
、
秋
山
の
態
度
及
び
大
野
自
身
の
「
家
の
中
で

の
妻
の
扱
い
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
富
子
と
の
夫
婦
と
い
う
役
割
関
係
を

維
持
し
よ
う
と
行
動
す
る
責
任
感
を
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」
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以
上
の
よ
う
に
夫
婦
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
大
野
の
社
会
性
は
語
り

手
を
通
し
て
肯
定
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
大
岡
自
身
の

社
会
復
帰
を
目
指
す
思
い
が
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、「
武
蔵
野
夫
人
」
連
載
の
翌
年
三
月
に
発
表
し
た
「
愉
快
な
連

（

）中」
に
は
、「
内
地
で
集
団
的
に
戦
争
に
堪
え
た
友
人
達
は
」「
人
に
同
情
す

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
が
、「
私
」
は
「
身
一
つ
し
か
守
る
も
の
な
く
、

事
実
そ
れ
だ
け
を
守
っ
て
来
た
戦
場
の
経
験
の
結
果
」「
非
情
」
を
身
に
つ

け
て
い
た
と
あ
る
。
こ
の
「
私
」
の
「
非
情
」
は
、
前
線
で
利
己
主
義
を
身

に
つ
け
、「
戦
争
は
楽
で
す
。
自
分
一
人
の
命
さ
え
守
れ
ば
い
い
。
駄
目
だ

っ
た
ら
死
ぬ
だ
け
」﹇
九
﹈
と
話
す
勉
の
場
合
と
重
な
る
。
し
か
し
大
岡
は
、

「
私
」
の
「
非
情
」
の
話
を
初
出
時
よ
り
「
遠
い
む
か
し
の
話
で
あ
る
」
と

締
め
括
り
、
大
岡
自
身
を
「
人
に
同
情
す
る
」
社
会
性
を
恢
復
し
た
者
と
し

て
示
そ
う
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
自
ら
を
社
会
で
生
き
得
る
者
と
し
て
捉
え
示
す
こ
と
は
、
大

（

）

岡
に
と
っ
て
「
自
分
を
正
当
化
し
て
い
る
の
に
、
い
や
気
が
さ
す
」
と
反
省

（

）

さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
大
岡
が
自
己
の
欲
望
次
第
で

相
手
を
裏
切
る
こ
と
の
な
い
人
間
関
係
の
存
在
を
追
究
し
、
日
常
社
会
に
お

け
る
人
間
関
係
を
今
一
度
信
じ
て
生
き
る
術
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
秋
山
に
比
べ
て
自
己
の
生
活
の
現
実
や
責
任

を
自
覚
す
る
大
野
の
社
会
性
が
肯
定
的
に
書
か
れ
た
点
に
は
、
大
岡
自
身
の

願
望
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
「
富
子
を
連
れ
て
出
て
行
く
大
野
」
の
背
中
に
「
社
会
」
を
見
た
勉

は
、「
姦
通
な
ぞ
を
も
っ
て
」「
押
し
破
る
」
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
前
の
場
面
で
、
勉
は
富
子
に
応
じ
て
「
人
妻
の
体
を
知
っ
」
て
い

た
。
富
子
の
体
は
「
も
う
人
間
と
は
思
わ
れ
な
い
」「
酔
っ
た
体
」
と
表
現

さ
れ
、
勉
に
富
子
の
意
志
や
理
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

た
。
勉
は
そ
の
「
体
」
が
「
彼
が
馴
れ
て
い
た
女
学
生
達
の
そ
れ
と
少
し
も

違
わ
な
い
こ
と
に
気
が
附
い
た
」。
つ
ま
り
、
勉
は
「
人
妻
の
体
を
知
」
る

こ
と
が
、
本
来
「
ち
っ
と
も
い
い
も
の
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」

﹇
三
﹈、
相
手
を
交
換
可
能
な
肉
体
的
欲
望
の
対
象
と
し
て
の
み
捉
え
る
女
学

生
達
と
の
交
際
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
実
感
し
た
の
で
あ
る
。

結
末
部
の
勉
の
姦
通
否
定
は
、
相
手
を
特
別
な
個
人
と
し
て
意
識
す
る
関

係
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
、
彼
の
体
験
か
ら
得
た
感
情
に
基
づ
く
の
で
あ

る
。一

方
で
、
勉
は
「
社
会
」
を
「
押
し
破
る
」
に
は
「
一
度
ビ
ル
マ
で
死
ん

だ
自
分
の
命
を
賭
け
れ
ば
い
い
」
と
い
う
思
い
も
捨
て
切
れ
な
い
。
勉
は
、

苦
労
を
し
て
で
も
〈「
必
要
」〉
を
無
視
し
な
い
で
他
者
と
生
き
よ
う
と
す
る

意
志
を
棄
て
、
彼
の
不
満
の
原
因
を
漠
然
と
人
間
社
会
全
部
に
帰
し
て
そ
の

全
部
を
憎
む
思
い
も
完
全
に
は
拭
い
去
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
性
急
な
考

え
が
突
き
詰
め
ら
れ
た
時
に
は
、「
取
水
塔
に
毒
を
投
げ
込
」
む
よ
う
な
、

彼
の
不
満
と
直
接
関
係
の
無
い
者
へ
の
殺
意
も
あ
り
得
よ
う
。「
そ
の
時
、

道
子
と
の
「
誓
い
」
は
ど
う
な
る
」
と
「
絶
望
」
も
す
る
彼
は
、
ギ
リ
ギ
リ

の
と
こ
ろ
で
、
道
子
と
の
「
誓
い
」
に
衝
動
を
抑
え
る
意
味
を
見
出
そ
う
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
大
野
が
「
勉
に
道
子
の
死
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
、

勉
を
一
種
の
怪
物
に
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
け
は
感
じ
」
て
「
怖
れ
て
い
た
」

六
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と
い
う
結
末
の
意
味
が
見
え
て
こ
よ
う
。

〈
怪
物
〉
と
は
、〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
態
度
を
克
服
し
、

〈「
必
要
」〉
を
無
視
し
な
い
努
力
を
し
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
段
階
に
来

た
勉
が
、
苦
労
を
し
て
で
も
そ
う
し
て
他
者
と
共
生
す
る
甲
斐
が
あ
る
と
信

じ
さ
せ
て
く
れ
る
「
唯
一
の
生
甲
斐
」
を
失
い
、
彼
の
不
満
の
原
因
を
漠
然

（

）

と
人
間
社
会
全
部
に
帰
し
て
そ
の
全
部
を
憎
む
、
非�

人�

間�

的�

存�

在�

に
な
る
こ

と
を
暗
示
す
る
否
定
的
比
喩
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
利
己
主
義
で
な
い
人
間

関
係
の
実
現
を
信
じ
切
れ
ず
、〈
生
き
る
た
め
に
働
く
と
い
う
大
人
の
営
み
〉

を
行
え
な
い
兵
士
│
〈
復
員
者
〉
の
〈
子
供
が
え
り
〉
を
克
服
出
来
な
い
可

能
性
に
対
す
る
大
岡
自
身
の
不
安
が
窺
え
る
。

し
か
し
、
大
岡
は
、
勉
が
〈
怪
物
〉
に
な
る
可
能
性
を
夫
婦
と
い
う
社
会

的
役
割
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
大
野
の
内
心
の
怖
れ
と
し
て
語
る
に
止

め
た
。
こ
れ
は
、
大
岡
が
、
深
刻
な
不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
、〈
子
供
が
え

り
〉
の
克
服
を
諦
め
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

結
び

道
子
の
兄
が
二
人
共
「
二
十
四
歳
」
で
死
ん
だ
と
い
う
設
定
と
、
勉
が
道

子
へ
の
〈
恋
〉
に
よ
っ
て
相
手
の
愛
情
を
独
占
し
た
い
欲
望
に
目
覚
め
る
と

い
う
展
開
は
、
勉
が
、
所
有
欲
を
持
た
ず
、
生
計
に
無
頓
着
で
あ
る
〈
青

年
〉
の
ま
ま
で
は
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
戦
場
で
得

た
利
己
主
義
を
掲
げ
、
苦
労
を
し
て
で
も
生
き
る
こ
と
に
意
味
を
認
め
な
い

〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
態
度
も
、
語
り
手
に
「
怠
け
者
」
の
態
度
と
し
て
批

判
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
勉
の
態
度
を
変
容
さ
せ
た
の
は
、
彼
が
「
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
く

れ
る
た
だ
一
人
の
人
」
と
し
て
信
頼
す
る
道
子
を
彼
に
と
っ
て
特
別
な
個
人

と
し
て
意
識
的
に
愛
す
る
「
文
明
」＝

〈
恋
〉
で
あ
っ
た
。
勉
は
、
人
間
が
生

活
の
糧
の
生
産
力
に
応
じ
て
形
成
さ
れ
る
生
産
関
係
を
基
礎
と
す
る
社
会
に

お
い
て
の
み
生
存
し
得
る
と
い
う
事
情
が
も
た
ら
す
秩
序＝

〈「
必
要
」〉
を

無
視
し
な
い
で
他
者
と
共
生
す
る
こ
と
の
甲
斐
を
〈
恋
〉
に
見
出
そ
う
と
す

る
。
こ
の
過
程
は
、
勉
が
、
少
年
時
の
よ
う
に
古
代
よ
り
人
間
の
力
に
関
係

な
く
存
在
す
る
自
然
に
慰
め
を
求
め
る
の
を
止
め
、〈
今
の
武
蔵
野
〉
に
表

わ
れ
て
い
る
、
意
志
的
に
自
然
を
開
発
し
管
理
す
る
こ
と
で
生
き
る
た
め
の

環
境
を
造
る
と
い
う
人
間
の
生
き
方
を
志
し
た
過
程
と
呼
応
し
て
い
た
。

以
上
よ
り
、
大
野
が
「
勉
に
道
子
の
死
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
、
勉
を
一
種

の
怪
物
に
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
け
は
感
じ
」
て
「
怖
れ
て
い
た
」
と
い
う
結

末
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
。〈
怪
物
〉
と
は
、〈
青
年
〉
の
〈
復
員
者
〉
と
し

て
の
態
度
を
克
服
し
、〈「
必
要
」〉
を
無
視
し
な
い
努
力
を
し
な
け
れ
ば
生

き
ら
れ
な
い
段
階
に
来
た
勉
が
、
苦
労
を
し
て
で
も
そ
う
し
て
他
者
と
共
生

す
る
甲
斐
が
あ
る
と
信
じ
さ
せ
て
く
れ
る
「
唯
一
の
生
甲
斐
」〈
恋
〉
を
失

い
、
不
満
の
原
因
を
漠
然
と
人
間
社
会
全
部
に
帰
し
て
そ
の
全
部
を
憎
む
、

非�

人�

間�

に
な
る
こ
と
を
暗
示
す
る
否
定
的
比
喩
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
勉
が
〈
怪
物
〉
に
な
る
可
能
性
は
あ
く
ま
で
社
会
に
生
き
よ
う

と
す
る
大
野
の
怖
れ
と
し
て
語
る
に
止
め
ら
れ
た
。
こ
の
結
末
は
、
大
岡

が
、
人
間
不
信
を
吐
露
し
つ
つ
も
、
よ
く
言
わ
れ
が
ち
な
小
児
的
無
垢
へ
の

共
感
に
止
ま
る
の
を
善
と
せ
ず
、
兵
士
│
〈
復
員
者
〉
の
〈
子
供
が
え
り
〉

大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」
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を
未
熟
さ
と
し
て
批
判
し
、
そ
の
克
服
を
諦
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。

註（
１
）
大
岡
昇
平
「『
武
蔵
野
夫
人
』
の
意
図
」（
原
題
「
私
の
処
方
箋
│

「
武
蔵
野
夫
人
」
の
意
図
に
つ
い
て
│
」、『
群
像
』
昭
２５
・
１１
）

（
２
）
後
年
、
大
岡
は
「『
野
火
』
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
、
ぼ
く
は
人
間

食
っ
て
な
い
ん
だ
と
い
う
の
も
、
ぼ
く
が
日
本
の
社
会
に
許
容
さ
れ

る
条
件
」
と
発
言
し
て
い
る
（
石
原
吉
郎
と
の
対
談
「
極
限
の
死
と

日
常
の
死
」、『
終
末
か
ら
』
昭
４９
・
６
）。

（
３
）
花
﨑
育
代
「
戦
後
の
出
発
│
『
俘
虜
記
』「
武
蔵
野
夫
人
」「
野

火
」」（
花
﨑
育
代
『
大
岡
昇
平
研
究
』、
双
文
社
出
版
、
平
１５
・

１０
。
初
出
は
『
国
文
目
白
』
昭
５９
・
２
）

（
４
）
松
元
寛
「『
武
蔵
野
夫
人
』
と
『
野
火
』
を
包
む
文
学
空
間
」（
松

元
寛
『
小
説
家
大
岡
昇
平
』、
東
京
創
元
社
、
平
６
・
１０
。
初
出
は

『
歯
車
』
平
４
・
４
）

（
５
）
大
井
田
義
彰
「
大
岡
昇
平
『
武
蔵
野
夫
人
』
考
│
「
一
種
の
怪

物
」
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
学
芸
国
語
国
文
学
』
平
１０
・
３
）

（
６
）
田
中
益
三
「『
武
蔵
野
夫
人
』
論
」（『
日
本
文
学
誌
要
』
昭
５８
・

７
）。
特
に
道
子
の
兄
が
「
二
十
四
歳
」
で
「
肺
結
核
」
の
た
め
に

亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
富
永
太
郎
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

（
７
）
菅
野
昭
正
「
情
熱
恋
愛
の
心
理
と
そ
の
行
方
」（
菅
野
昭
正
『
小

説
家

大
岡
昇
平
』、
筑
摩
書
房
、
平
２６
・
１２
）

（
８
）
大
平
綾
子
「
武
蔵
野
夫
人
論
」（『
日
本
文
学
論
叢
』
昭
５４
・
３
）

（
９
）
例
え
ば
、
花
﨑
育
代
「〈
永
劫
回
帰
〉
を
超
え
て
│
「
武
蔵
野
夫

人
」」（『
大
岡
昇
平
研
究
』（
同
註
（
３
））。
初
出
は
『
昭
和
文
学
研

究
』
平
４
・
２
）
は
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
、
大
岡
訳
「
永
劫
回

帰
」
の
パ
ト
リ
ス
が
二
四
歳
で
あ
る
こ
と
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て

い
る
。
一
方
、
金
延
妹
「
大
岡
昇
平
の
『
武
蔵
野
夫
人
』」（『
帝
京

国
文
学
』
平
７
・
９
）
は
、
二
四
歳
が
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
パ
ル

ム
の
僧
院
』
の
フ
ァ
ブ
リ
ス
と
『
赤
と
黒
』
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ

ル
を
連
想
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
１０
）
「
彼
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
道
子
が
彼
の
た
め
に
泣
く
の
を
見
る

の
は
こ
れ
で
二
度
目
」﹇
五
﹈
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
勉
が
見
方
に

よ
っ
て
は
既
に
「
大
人
」
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

（
１１
）
大
岡
昇
平
「
歩
哨
の
眼
に
つ
い
て
」（『
文
芸
』
昭
２５
・
１１
）

（
１２
）
大
岡
昇
平
「
わ
が
主
人
公
│
『
武
蔵
野
夫
人
』
の
「
勉
」
│
」

（『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）』
昭
２８
・
９
・
１２
）

（
１３
）
大
岡
昇
平
「『
野
火
』
の
意
図
」（『
文
学
界
』
昭
２８
・
１０
）

（
１４
）
引
用
は
、
マ
ル
ク
ス
（
訳
者
不
詳
）『
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
』（
ナ
ウ

カ
社
版
テ
キ
ス
ト
全
書
１４
、
昭
２３
・
５
。
原
著：

Elem
entarbücher

des
K
om
m
unism

us,B
and

12,M
arx-Engels,Program

m
kritiken,

1891

）
に
拠
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
版
は
作
品
内
時
間
よ
り
後
に
な

る
が
、「
武
蔵
野
夫
人
」
発
表
よ
り
前
で
あ
る
。

（
１５
）
向
坂
逸
郎
『
資
本
論
解
説
』（
北
斗
書
院
、
昭
２１
・
４
）。

（
１６
）
同
註
（
１
）。
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（
１７
）
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（
猪
俣
津
南
雄
訳
）『
経
済
学
批
判
』（
彰
考

書
院
、
昭
２１
・
１１
。「
一
九
二
四
年
版
」
訳
と
記
さ
れ
て
い
る
）

（
１８
）
『
日
本
出
版
年
鑑

昭
和
２２
・
２３
年
版
』（
日
本
出
版
共
同
株
式
会

社
、
昭
２３
・
１１
）。

（
１９
）
大
森
義
太
郎
『
唯
物
弁
証
法
読
本
』（
黄
土
社
、
昭
２１
・
１２
、
昭

２２
・
５
再
版
）。
た
だ
し
、
大
森
は
上
部
構
造
が
下
部
構
造
に
影
響

を
及
ぼ
し
得
る
点
に
も
注
意
を
払
う
よ
う
促
し
て
い
る
。

（
２０
）
北
添
忠
雄
「
読
書
案
内

経
済
学
の
入
門
書
」（『
新
し
い
世
界
』

昭
２２
・
１１
）

（
２１
）
松
本
金
次
郎
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
』（
彰
考
書
院
、
昭
２２
・
４
）。

（
２２
）
野
田
康
文
「『
武
蔵
野
夫
人
』
に
お
け
る
間
テ
ク
ス
ト
性
の
問
題

│
「
誓
い
」
に
織
り
込
ま
れ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
『
パ
ル
ム
の
僧

院
』」（
野
田
康
文
『
大
岡
昇
平
の
創
作
方
法
』、
笠
間
書
院
、
平
１８

・
４
。
初
出
は
『
比
較
文
学
』
平
１２
・
３
）
は
、「
誓
い
」
に
つ
い

て
、「
副
次
的
な
手
段
で
あ
っ
た
、〈
手
紙
を
あ
げ
る
ま
で
来
な
い
〉

と
い
う
こ
と
が
独
立
し
て
意
味
を
担
い
は
じ
め
る
」
点
が
ス
タ
ン
ダ

ー
ル
「
パ
ル
ム
の
僧
院
」
の
本
歌
取
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
２３
）
同
註
（
３
）。

（
２４
）
張
偉
「『
武
蔵
野
夫
人
』
論
│
自
然
・
欲
望
・
社
会
│
」（『
昭
和

文
学
研
究
』
平
８
・
３
）

（
２５
）
大
岡
昇
平
・
埴
谷
雄
高
（
対
談
）「
二
つ
の
同
時
代
史

Ⅸ
『
武

蔵
野
夫
人
』
の
こ
ろ
」（『
世
界
』
昭
５８
・
３
）

（
２６
）
国
木
田
独
歩
「
武
蔵
野
」（
原
題
「
今
の
武
蔵
野
」、『
国
民
之
友
』

明
３１
・
１
〜
２
。
引
用
は
『
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
（
増
補
版
）

第
二
巻
』（
学
習
研
究
社
、
平
７
・
７
）
に
拠
る
。

（
２７
）
片
岡
美
有
季
「
大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」
論
（
下
）」（『
立
教

大
学
日
本
文
学
』
平
２４
・
７
））
が
「
鑑
賞
用
の
樹
木
を
植
え
た
」

り
す
る
宮
地
老
人
に
自
然
を
「
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
保
存
し
よ
う
と

す
る
意
識
が
み
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
示
唆
に
富
む
。

（
２８
）
大
原
祐
治
「
地
図
と
痕
跡
│
大
岡
昇
平
『
武
蔵
野
夫
人
』
論
」

（『
千
葉
大
学
人
文
研
究
』
平
２７
・
３
）

（
２９
）
桜
井
芳
郎
「
武
蔵
野
新
田
御
用
御
栗
林
│
武
蔵
野
市
井
口
家
資
料

に
よ
る
│
」（『
武
蔵
野
』
昭
５７
・
５
）

（
３０
）
「
御
栗
林
植
継
方
書
附
」（
武
蔵
野
市
編
『
武
蔵
野
市
史

続
資
料

編
六

井
口
家
文
書
三
』（
武
蔵
野
市
、
平
３
・
３
）
所
収
）

（
３１
）
（
無
署
名
）「
御
栗
林
の
運
営
」（
小
金
井
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編

『
小
金
井
市
誌
Ⅱ

歴
史
編
』、
小
金
井
市
役
所
、
昭
４５
・
１０
）。

（
３２
）
同
註
（
３
）。
花
﨑
氏
が
引
用
し
て
い
る
本
文
は
次
の
通
り
。

道
が
歩
く
人
の
努
力
の
節
約
の
跡
を
示
し
て
、
斜
面
の
裾
の
自
然

の
形
を
な
ぞ
っ
て
い
る
の
が
、
美
し
く
思
わ
れ
た
。﹇
四
﹈

（
３３
）
第
四
章
の
最
後
、
道
子
は
勉
と
遡
っ
た
川
の
源
が
「
恋
が
窪
」
と

名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、「
恋
に
捉
え
ら
れ
た
」
と
思
う
。

「「
恋
」
と
は
宛
字
ら
し
か
っ
た
」
と
い
い
、
道
子
に
お
け
る
「
恋
」

の
自
覚
は
、
人
が
自
然
に
名
前
や
伝
説
を
付
与
し
て
意
識
し
て
き
た

歴
史
に
連
な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
３４
）
大
岡
昇
平
「
愉
快
な
連
中
」（『
小
説
新
潮
』
昭
２６
・
３
）

大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」

六
七



（
３５
）
大
岡
昇
平
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」（『
別
册
文
芸
春
秋
』
昭
２８
・
６
）

（
３６
）
花
﨑
育
代
「〈
社
会
的
感
情
〉
の
彷
徨
│
「
野
火
」」（『
大
岡
昇
平

研
究
』（
同
註
（
３
））。
初
出
は
『
国
語
と
国
文
学
』
平
５
・
７
）

は
、「〈
社
会
的
感
情
〉
の
破
砕
の
苦
し
さ
を
味
わ
わ
せ
た
田
村
」
に

「
結
局
は
「
黒
い
太
陽
」
し
か
見
せ
な
い
」「
野
火
」
の
結
末
に
大
岡

の
「
自
己
正
当
化
の
苦
衷
」
が
表
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
３７
）
『
俘
虜
記
』
の
一
篇
「
戦
友
」（『
文
学
界
』
昭
２４
・
３
）
に
は
、

「
メ
デ
ュ
ー
ズ
号
の
筏
上
の
悲
劇
は
非
難
し
得
な
い
が
」「
贅
沢
か

ら
」
比
島
人
を
食
し
た
日
本
の
将
校
は
「
非
難
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
」、「
占
領
地
の
人
民
を
人
間
と
思
わ
な
い
」「
戦
場
の
習
慣
」
が

「
彼
の
裡
の
人
間
を
抹
殺
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
」

「
こ
れ
は
一
個
の
怪
物
」
だ
と
あ
る
。
こ
れ
は
相
手
を
人
と
し
て
尊

重
せ
ず
、
自
己
の
生
命
維
持
に
要
す
る
分
を
超
え
た
欲
望
の
た
め
に

使
う
態
度
を
批
判
し
た
表
現
で
あ
り
、「
武
蔵
野
夫
人
」
の
「
怪
物
」

が
否
定
的
意
味
で
非
人
間
性
を
表
し
て
い
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
。

※
大
岡
昇
平
の
著
作
の
引
用
は
全
て
『
大
岡
昇
平
全
集
』
二
三
巻
別
巻
一

（
筑
摩
書
房
、
平
６
・
１０
〜
平
１５
・
８
）
に
拠
る
。
引
用
中
の
旧
字
は
新

字
に
改
め
た
。
／
は
改
行
、〔

〕
内
は
筆
者
に
よ
る
註
、﹇

﹈
は
作
品

の
章
番
号
を
表
す
。
特
に
意
味
内
容
を
追
究
し
た
い
語
に
は
〈

〉
を
付

し
た
。

（
た
に
が
わ
・
な
お
み

本
学
大
学
院
研
修
生
）
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