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地

方

出

身

者

文

学

の

｜
｜
ひ
と
つ
の
自
然
主
義
論
｜
｜

官

俊

介

内

明
治
の
文
学
者
に
は
、
佐
幕
派
で
あ
っ
た
藩
の
出
身
者
が
多
い
と
一
一
一
日
わ
れ
る
。
政
治
上
、
社
会
上
の
立
身
出
世
を
阻
ま
れ
た
欝
屈
や
明
治

政
府
へ
の
反
抗
を
、
文
学
と
い
う
精
神
界
に
於
い
て
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
と
言
う
。
又
、
日
本
の
自
然
主
義
文
学
運
動
の
担
い
手
は
、
地
方

出
身
者
が
多
い
と
も
言
わ
れ
る
。
東
京
に
生
ま
れ
育
っ
て
、
洗
練
さ
れ
た
趣
味
を
身
に
付
け
た
都
会
人
に
は
、
あ
の
よ
う
な
野
暮
で
露
骨
な

こ
と
は
出
来
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
国
木
田
独
歩
、
島
崎
藤
村
、
田
山
花
袋
、
正
宗
白
鳥
と
、
自
然
主
義
作
家
を
数
え
あ
げ
て

ゆ
く
と
、
地
方
出
身
者
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
色
分
け
が
出
来
て
し
ま
っ
た
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
事
実
が
果
し
て
彼
ら
の
作

品
に
ど
の
よ
う
な
痕
跡
を
残
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
簡
単
に
以
下
考
え
て
み
よ
う
。

（ー〉

田
山
花
袋
の
出
世
作
の
一
つ
に
『
ふ
る
郷
』
（
明
白
）
が
あ
る
。
新
戸
社
の
佐
藤
義
売
が
、
本
格
的
に
出
版
活
動
を
始
め
る
に
当
っ
て
、

故
郷
を
題
材
に
し
た
作
品
を
、
と
依
頼
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
三
十
四
年
四
月
の
「
新
文
芸
」
の
誌
上
広
告
に
は
、
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ふ
る
郷
は
好
箇
の
題
目
な
り
、

ふ
る
郷
は
人
生
に
於
け
る
最
も
清
く
最
も
美
し
き
舞
台
な
り
、

ふ
る
郷
は
人
聞
か
最
后
に
至
る
ま
で

の
長
き
追
懐
な
り
、

と
あ
り
、
広
告
で
あ
る
こ
と
を
割
り
引
い
て
も
、
佐
藤
義
亮
が
未
だ
声
価
の
定
ま
ら
ぬ
花
袋
へ
依
頼
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
当
時

花
袋
が
作
家
と
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
故
郷
が
当
時
の
青
年
達
を
惹
き
つ
け
る
題
材
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
故
郷
を
題
材
と
す
る
先
行
作
品
で
は
、
宮
崎
湖
処
子
の
『
帰
省
』
（
明
お
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
地
方
か
ら
東
京
に
遊
学
し
て
い

る
主
人
公
〈
我
〉
の
、
久
し
振
り
の
帰
省
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
、
多
く
の
読
者
に
迎
え
ら
れ
た
。
都
会
即
ち
東
京
は
、
故
郷
に
錦
を
飾
る

為
の
戦
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
故
郷
に
帰
っ
て
来
て
い
る
主
人
公
か
ら
見
る
と
、
都
会
は
何
処
と
な
く
虚
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る

に
し
て
陶
淵
明
の
「
帰
去
来
辞
」
「
帰
国
園
居
」
「
桃
花
源
詩
」
な
ど
の
漢
詩
を
掲
げ
る
構
成
で
あ
る
。
本
文
中
に
は
、
自
作
の
新
体
詩
や
訳
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所
と
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
に
と
っ
て
、
目
前
の
故
郷
は
余
り
に
も
素
晴
ら
し
い
の
で
あ
る
。
文
章
は
文
語
体
で
、
各
章
に
は
小
題
の
よ
う

詩
、
そ
し
て
聖
書
の
詩
句
や
漢
詩
も
ち
り
ば
め
て
、
変
ら
ぬ
故
郷
の
自
然
や
人
情
の
美
し
さ
を
讃
美
し
、
そ
の
中
で
の
、
主
人
公
の
魂
の
浄

化
を
主
に
描
い
て
い
る
。
そ
の
際
、
漢
詩
の
持
つ
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
だ
け
で
な
く
、
聖
書
を
中
心
に
、

ト
マ
ス
・
ム
l
ア
や
リ
ッ
プ
パ
ン
ウ

イ
ン
ク
ル
等
を
も
引
用
し
て
、
西
洋
文
学
の
新
知
識
を
通
し
て
自
然
美
を
再
構
成
す
る
、

と
い
っ
た
手
法
が
採
ら
れ
て
お
り
、
漢
学
を
媒
介

と
し
た
洋
学
の
移
入
、
讃
美
歌
を
媒
介
と
し
た
新
体
詩
へ
の
好
尚
、
と
い
う
当
時
の
青
年
達
の
精
神
構
造
が
、
端
な
く
も
あ
ら
わ
に
さ
れ
て

も
い
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
そ
の
よ
う
な
美
し
い
自
然
、
故
郷
で
は
あ
っ
て
も
、
湖
処
子
l
｜
そ
れ
は
主
人
公
と
し
て
読
直
す
こ
と
が
可

能
だ
が
ー
ー
は
、
最
早
故
郷
に
帰
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
あ
る
い
は
帰
る
ま
い
、

と
決
意
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

雲
の
通
路
波
の
音
の
、



及
ば
ぬ
旅
に
我
ゆ
け
ど
、

愛
で
た
き
景
色
は
故
郷
の
、

追
懐
に
ぞ
残
り
け
る
。

と
い
う
結
末
の
新
体
詩
の
最
終
連
や
、

又
、
現
実
の
故
郷
は
こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
所
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
湖
処
子
自
身
の
回
想
や

は
、
描
く
べ
き
故
郷
が
湖
処
子
の
追
懐
、
空
想
の
中
に
し
か
な
く
、

し
か
も
、
そ
の
西
洋
文
学
の
知
識
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

が
、
都
会
生
活
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

花
袋
の
『
ふ
る
郷
』
は
、
湖
処
子
の
次
の
世
代
に
と
っ
て
の
そ
の
よ
う
な
『
帰
省
』
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
『
帰
省
』
と
は
作
品
の
様
相
が
大
き
く
変
っ
て
い
る
。
『
ふ
る
郷
』
の
主
人
公
で
あ
る
平
山
芳
大
郎
は
、
十
二
年
ぶ
り
に
故
郷
に
帰
っ
て

ら
な
い
。
ひ
っ
そ
り
と
憶
い
出
の
地
や
人
を
垣
間
見
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

『
帰
省
』
の
主
人
公
に
と
っ
て
故
郷
は
、
帰
ら
な
い
と
決
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く
る
の
だ
が
、

『
帰
省
』
の
主
人
公
が
同
郷
の
人
々
の
歓
迎
を
受
け
る
よ
う
な
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
こ
に
は
父
も
母
も
な
く
、
縁
者
す

意
し
た
所
で
は
あ
っ
て
も
、
帰
れ
ば
暖
か
く
迎
え
、
都
会
生
活
の
活
力
を
貯
え
さ
せ
て
く
れ
る
所
な
の
だ
が
、

『
ふ
る
郷
』
の
主
人
公
平
山

に
と
っ
て
は
、
帰
る
こ
と
を
拒
絶
さ
れ
た
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ
の
、
故
郷
か
ら
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
、
逆
に
、

わ
れ
は
い
か
に
瓢
零
落
興
し
た
り
と
て
、

わ
が
運
命
に
従
ひ
て
、

わ
が
天
職
を
尽
す
こ
と
を
怠
ら
ざ
り
し
身
な
り
。

と
い
う
浪
漫
的
な
叫
び
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、

『
帰
省
』
に
は
ま
だ
見
ら
れ
た
立
身
出
世
意
識
が
薄
れ
て
お
り
、
小
学
校
を
し
か

卒
業
し
て
い
な
い
花
袋
が
、

一
般
社
会
で
の
立
身
出
世
の
代
償
行
為
と
し
て
文
学
の
世
界
に
入
っ
て
来
た
と
い
う
、
そ
の
経
歴
が
そ
の
ま
ま

主
人
公
の
平
山
の
姿
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、

『
帰
省
』
か
ら
『
ふ
る
郷
』
へ
の
、

一
つ
の
時
代
の
転
換

が
感
じ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
山
に
と
っ
て
故
郷
は
失
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

愛
惜
の
対
象
な
の
で
あ
っ
て
、

『
帰
省
』
の



主
人
公
の
よ
う
に
は
、
美
し
く
、
清
純
な
も
の
と
し
て
無
邪
気
に
讃
美
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
平
山
に
と
っ
て

は
、
故
郷
は
よ
り
一
層
心
の
拠
り
所
と
し
て
の
意
味
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、

記
念
多
き
こ
の
家
／

な
つ
か
し
き
松
原
／

と
い
っ
た
感
嘆
符
の
多
用
や
、

故
郷
は
わ
れ
の
秘
に
来
て
、

ひ
そ
か
に
月
の
夜
を
泣
き
明
し
た
る
を
、
更
に
知
る
者
は
あ
ら
ぬ
な
る
べ
し
。
今
は
ー
ー
ー
今
は
わ
か
れ

行
か
ん
。
（
中
略
）

わ
れ
は
再
び
烈
し
き
紅
塵
の
中
に
ま
み
れ
、
恐
し
き
争
闘
の
中
に
身
を
投
し
て
、
倣
宛
る
t
A

、迄は、

わ
が
天
職
を

守
り
て
、
潔
よ
く
こ
の
人
世
と
戦
は
父
や
。
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と
い
う
結
末
の
部
分
に
も
、
そ
れ
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
親
兄
弟
を
置
い
て
地
方
か
ら
上
京
し
、
錦
を
飾
ら
ね
ば
故
郷
へ
帰
る
こ
と
も
出
来

ず
、
と
い
っ
て
立
身
の
道
も
鎖
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
当
時
の
青
年
達
の
、
花
袋
も
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
花
袋
や
読
者
で
あ

る
地
方
出
身
の
青
年
達
に
と
っ
て
、
幼
な
馴
染
み
の
恋
人
や
、
郷
里
に
と
ど
ま
っ
た
友
人
達
の
そ
れ
な
り
の
成
長
と
着
実
な
生
活
振
り
を
ひ

そ
か
に
探
っ
て
、
そ
こ
に
あ
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
も
う
一
人
の
自
分
の
姿
を
見
て
涙
す
る
平
山
は
、
感
傷
過
多
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て

〈
他
人
〉
で
は
な
か
っ
た
。
広
島
県
か
ら
上
京
し
、
閏
秀
作
家
を
目
ざ
し
て
い
た
後
の
「
蒲
団
」
（
明
幼
）

の
女
主
人
公
の
モ
デ
ル
岡
田
美
知

代
が
、

こ
の
作
品
を
胸
に
抱
い
て
背
景
と
な
っ
た
土
地
を
さ
ま
よ
っ
た
と
い
う
の
も
、
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
ら
は
そ
の
地
方
出
身
者
と
い
う
立
場
の
特
殊
性
か
ら
、

〈
都
市
〉
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
逆
に
故
郷
や
田
舎
を

再
発
見
し
、
思
い
入
れ
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
じ
く
地
方
出
身
者
を
主
人
公
と
し
た
、
夏
目
激
石
の
「
三
四
郎
」
（
明
位
）

な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
再
発
見
の
原
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

ル
ソ

l
の



「
自
然
に
還
れ
」
と
い
う
叫
び
ゃ
、

ワ
l
ズ
ワ
ス
等
の
英
国
田
園
派
の
詩
人
達
を
中
心
と
し
た
、
西
洋
の
新
思
想
の
流
入
も
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
西
洋
新
思
想
が
一
般
化
す
る
と
、

「
国
民
之
友
」
に
発
表
さ
れ
た
「
青
年
学
生
は
実
ぞ
故
郷
に
帰
ら
ざ

る
実
ぞ
田
舎
に
遊
ば
ざ
る
」
（
明
忽
）
、
「
遊
べ
よ
、

田
舎
に
遊
べ
よ
」
（
明
お
）

と
い
っ
た
論
と
な
る
。
当
時
よ
う
や
く
広
が
り
始
め
て
い
た

別
荘
地
、
避
暑
地
の
開
発
、
休
日
の
遠
足
な
ど
の
新
風
俗
を
背
景
と
し
て
、
夏
季
休
暇
等
を
利
用
し
て
自
然
に
親
し
み
、
都
会
の
塵
を
避
け

て
英
気
を
養
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
彼
ら
な
り
に
内
的
必
然
性
の
あ
る
作
品
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
見

失
わ
れ
た
も
の
も
大
き
か
っ
た
。

〈
都
市
〉
の
描
写
で
あ
る
。

〈
軽
薄
な
る
都
人
士
〉
〈
都
会
は
一
時
の
滞
留
に
適
す
る
の
み
〉

（
『
帰
省
』
）

や
、
〈
烈
し
き
紅
塵
〉
〈
恐
し
き
争
闘
〉
（
『
ふ
る
郷
』
）
と
い
っ
た
抽
象
的
な
評
価
の
提
出
に
よ
っ
て
事
足
れ
り
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
探
求

と
都
市
の
正
確
な
把
握
と
を
放
棄
し
た
こ
と
は
、
後
々
ま
で
大
き
な
暇
庇
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

（二〉
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美
化
さ
れ
、

心
の
拠
り
所
と
考
え
ら
れ
た
〈
故
郷
〉
や
〈
田
舎
〉
の
像
に
変
化
が
起
っ
た
の
は
、

ゾ
ラ
の
自
然
主
義
理
論
の
移
入
以
後
で

あ
ろ
う
。
そ
の
早
い
影
響
は
小
杉
天
外
の
「
は
や
り
唄
」
（
明
お
）
序
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
天
外
は
、

自
然
は
自
然
で
あ
る
、
善
で
も
無
い
、
悪
で
も
無
い
、
美
で
も
無
い
、
醜
で
も
無
い
、

た
だ
或
時
代
の
、
或
国
の
、
或
人
が
自
然
の

一
角
を
捉
へ
て
、
勝
手
に
善
悪
美
醜
の
名
を
付
け
る
の
だ
。
／
小
説
ま
た
想
界
の
自
然
で
あ
る
、
善
悪
美
醜
の
執
に
対
し
て
も
、
叙

す
可
し
、
或
は
叙
す
べ
か
ら
ず
と
曝
紳
せ
ら
る
る
理
屈
は
無
い
、

と
、
小
説
の
倫
理
、
道
徳
か
ら
の
独
立
を
述
べ
、
ど
の
よ
う
な
対
象
を
も
客
観
的
に
描
く
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
が
、
作
品
と
し
て
は
人
間

の
醜
を
描
く
こ
と
に
傾
い
て
い
た
。
こ
の
作
品
は
、
栃
木
の
在
の
地
主
の
美
貌
の
家
っ
き
娘
が
、
遺
伝
の
淫
心
に
よ
っ
て
堕
落
し
て
ゆ
く
過



程
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
正
宗
白
鳥
の
伝
え
る

（
「
随
感
録
」
明
4
）、

小
説
家
に
は
田
舎
物
が
い
ふ
。
田
舎
で
は
そ
の
村
民
の
先
祖
以
来
の
事
が
よ
く
分
っ
て
ゐ
て
遺
伝
も
明
か
に
辿
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
い
う
天
外
の
言
葉
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
天
外
は
、

田
舎
の
方
が
書
き
易
い
、

と
い
う
作
家
に
と
っ
て
の
便
宜
を
中
心
に

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
々
し
い
実
相
が
、

田
舎
に
し
か
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
都
市
に
も
い
く
ら
も
あ
る
筈

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
都
市
生
活
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
、

田
舎
の
方
が
良
く
理
解
出
来
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
作
は
、
遺
伝
と
環

境
に
よ
っ
て
破
滅
し
て
ゆ
く
重
右
衛
門
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
花
袋
も
天
外
以
上
に
田
舎
を
描
く
こ
と
を
好
み
、
地
方
色
の
重
要
性

又
、
田
山
花
袋
に
も
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
（
明
白
）
な
ど
、
長
野
県
を
舞
台
に
し
た
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
。

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

「
文
章
世
界
」
を
主
宰
し
て
、
地
方
の
文
学
青
年
の
投
稿
作
品
の
選
評
を
担
当
し
て
い
る
間
中
、
投
稿
者
達
の
住
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む
地
方
の
特
色
を
努
需
と
さ
せ
る
こ
と
を
忠
告
し
て
い
る
。
こ
の
「
重
右
衛
門
の
最
後
』
に
於
い
て
も
、
登
場
人
物
の
方
言
や
風
俗
、
自

然
、
そ
し
て

信
濃
の
そ
の
二
人
の
故
郷
と
い
ふ
の
は
、
越
後
の
方
に
其
境
を
接
し
て
い
る
か
ら
、
出
稼
と
い
ふ
一
種
の
回
目
険
心
に
は
此
上
も
な
く

富
ん
で
居
る

と
い
う
よ
う
な
気
風
の
描
写
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
事
実
を
正
確
に
客
観
的
に
描
写
す
る
と
い
う
自
然
主
義
の
主
張
の
一
つ
に
由

来
す
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
先
ず
自
分
達
の
良
く
知
っ
て
い
る
場
所
を
描
く
、
そ
う
し
て
お
け
ば
先
ず
間
違
い
は
な
い
上
に
、
都
市
生
活

者
の
知
ら
ぬ
生
の
様
相
の
一
つ
を
提
出
す
る
価
値
も
あ
る
、
と
い
っ
た
思
考
も
働
い
て
い
る
筈
な
の
で
、
天
外
と
同
じ
く
措
き
易
い
所
か
ら

ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー

描
く
と
い
う
考
え
方
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
花
袋
の
地
方
色
豊
か
な
作
品
の
中
で
二
番
成
功
し
た
の
が
『
田
舎
教
師
』
（
明

必
）
で
あ
る
。
遼
陽
占
領
と
い
う
国
民
が
待
ち
か
ね
て
い
た
日
露
戦
争
の
捷
報
の
中
、

ひ
っ
そ
り
と
片
田
舎
で
死
ん
で
行
く
林
清
三
を
描
い



た
作
品
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
清
三
は
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
あ
と
、
貧
し
さ
故
に
青
雲
の
志
を
抱
い
た
ま
ま
、

田
舎
に
埋
も
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
花
袋
は
、

私
は
青
年
l
l’
明
治
三
十
四
五
年
か
ら
七
八
年
代
の
日
本
の
青
年
を
調
べ
て
書
い
て
見
ょ
う
と
思
っ
た
。
（
中
略
）

私
は
そ
の
日
記

の
中
に
、
志
を
抱
い
て
田
舎
に
埋
れ
て
行
く
多
く
の
青
年
達
と
、
事
業
を
成
し
得
、
ず
に
亡
び
て
行
く
さ
び
し
い
多
く
の
心
と
を
発
見

し
た
。
私
は
「
田
舎
教
師
」
の
中
心
を
つ
か
み
得
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

と
述
べ
て
は
い
る

（
『
東
京
の
三
十
年
』
大
6
）
が
、
そ
れ
が
都
市
の
青
年
の
姿
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
、

田
舎
に
埋
も
れ
る
清
三
の
中

に
も
う
一
人
の
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
単
に
あ
る
時
代
の
青
年
を
調
べ
て
描
く
と
い
う
の
み
で
な
く
、
そ

こ
に
龍
め
ら
れ
た
同
情
と
、
埼
玉
の
自
然
の
描
写
と
が
、
こ
の
作
品
を
美
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

チ
』
（
明
必
）

と
な
る
自
然
描
写
の
勉
強
を
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
最
初
の
結
実
が
、

「
旧
主
人
」
（
明
白
）
、
『
藁
草
履
』
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そ
れ
で
は
、
自
然
主
義
の
も
う
一
方
の
雄
、
島
崎
藤
村
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
藤
村
が
、
赴
任
し
た
小
諸
で
、
後
の
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ

（
同
）
、
「
水
彩
画
家
」
（
（
明
幻
）
、
そ
し
て
『
破
戒
』
（
明
鈎
）

の
初
期
の
作
品
群
で
、

い
ず
れ
も
信
州
の
地
方
色
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
続
く
「
春
」
（
明
4
）
か
ら
「
夜
明
け
前
」
（
昭

4
1
m）
に
至
る
ま
で
の
代
表
的
長
篇
は
、
何
ら
か
の
形
で
藤
村
の
系
累
と
深
く
係

わ
ら
な
い
作
品
は
無
く
、
彼
の
故
郷
は
信
州
馬
寵
な
の
で
あ
る
。
「
家
」
（
明
必
）

に
つ
い
て
、
藤
村
は

「
家
」
を
書
い
た
時
に
、
私
は
文
章
で
建
築
で
も
す
る
や
う
に
、
あ
の
長
い
小
説
を
作
る
こ
と
を
心
掛
け
た
。
そ
れ
に
は
屋
外
で
起

っ
た
事
を
一
切
ぬ
き
に
し
て
、
す
べ
て
を
屋
内
の
光
景
に
の
み
限
ら
う
と
し
た
。
台
所
か
ら
書
き
、
玄
関
か
ら
書
き
、
庭
か
ら
書
き

し
て
見
た
。

と
述
べ
て
い
る

（
『
市
井
に
あ
り
て
』
昭
5
）
。
こ
の
作
品
で
主
人
公
に
当
る
の
は
、
東
京
生
活
を
し
て
い
る
小
泉
三
吉
で
あ
り
な
が
ら
、
東



京
で
の
生
活
は
描
か
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

〈
屋
内
の
光
景
に
の
み
限
〉

っ
た
為
に
、
そ
こ
に
〈
都
市
〉
の
生
活
は
入
り
込
ん
で
こ
な

「
春
」
に
於
い
て
す
ら
、

描
か
れ
る
の
は
青
木
と
岸
本
の
精
神
的
街
復
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
何
故
青
木
が
狂
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
東
京
の
生
活
が
い
か

い
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
の
は
信
州
の
〈
家
〉
だ
け
で
あ
る
。
三
吉
が
何
処
に
住
ん
で
い
よ
う
と
、
そ
の
生
活
を
枠
守
つ
け
て
い
る
の
は
、
三
吉

の
精
神
に
か
ら
み
付
い
た
信
州
な
の
で
あ
り
、
三
吉
に
は
、
東
京
の
生
活
は
無
い
と
言
っ
て
も
良
い
の
で
あ
る
。

に
か
か
わ
る
の
か
、

と
い
っ
た
生
活
に
即
し
た
描
写
は
行
な
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
彼
ら
の
視
野
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
彼
ら
が
引
き
曳
っ
て
い
る
田
舎
の
姿
で
あ
り
、

田
舎
の
生
活
の
中
で
培
わ
れ
た

論
理
で
あ
る
、

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
見
て
来
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
自
然
主
義
の
坪
外
で
は
あ
る
が
、
長
塚

節
の
「
土
」
（
明
必
）
な
ど
も
、
写
生
文
の
影
響
と
は
言
え
、
茨
城
の
貧
農
と
自
然
と
の
克
明
な
描
写
は
、
同
一
線
上
に
あ
る
と
も
言
え
る

の
で
あ
る
。
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〈三〉

そ
れ
で
は
彼
ら
は
都
市
を
ま
る
で
描
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
筈
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

た
だ
、
彼
ら
の
都
市
の
描
き

方
、
捉
え
方
に
一
つ
の
片
寄
り
が
あ
っ
た
為
に
、

田
舎
の
自
然
や
生
活
を
克
明
に
描
写
し
た
作
品
を
見
た
眼
で
見
る
と
、
描
い
て
い
な
い
に

等
し
く
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
片
寄
り
は
、
早
く
湖
処
子
の
『
帰
省
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
湖
処
子
、
花
袋
及
び
そ
れ
に
続
く
地
方
出
身
の
作
家
達
は
、
故
郷
を

あ
と
に
し
た
が
故
に
、
異
郷
で
あ
る
東
京
の
中
に
ど
う
に
か
し
て
第
二
の
故
郷
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
帰
省
』
の
主
人

公
が
〈
首
府
の
郊
外
戸
塚
村
〉
に
住
ん
で
い
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
の
で
、
そ
こ
は
、



蓋
し
人
畑
粛
僚
た
る
此
里
は
、
所
調
る
旧
時
の
武
蔵
野
な
り
、
我
来
り
て
此
地
理
を
察
せ
し
に
、
其
小
高
き
丘
岡
、
疎
遠
な
る
村
落

低
迷
せ
し
林
樹
、
水
の
流
る
斗
、
橋
の
臥
す
る
、
野
闘
の
開
け
て
逢
か
に
静
び
た
る
、
如
何
許
吾
故
郷
の
景
色
な
る
か
も
。

と
い
う
、
故
郷
を
努
需
と
さ
せ
る
自
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
に
、
最
初
の
指
針
を
示
し
た
の
が
、
二
葉
亭
四
迷
の
「
あ
ひ

び
き
」
（
明
幻
）

の
自
然
描
写
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
こ
に
一
つ
の
持
情
的
な
自
然
の
典
型
を
与
え
ら
れ
た
彼
ら
は
、
例
え
ば
国
木
田
独
歩
の

「
武
蔵
野
」
（
明
白
）
、
徳
富
芦
花
の
『
自
然
と
人
生
』
（
明
お
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
東
京
近
郊
の
中
で
故
郷
や
自
然
の
代
替
物
を
捜
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。

独
歩
の
「
武
蔵
野
」

tヱ

僕
が
考
え
に
は
武
蔵
野
の
詩
趣
を
描
く
に
は
か
な
ら
ず
こ
の
町
外
れ
を
一
の
題
目
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
（
中
略
）

市
街
と
も
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っ
か
ず
宿
駅
と
も
つ
か
ず
、

一
種
の
生
活
と
一
種
の
自
然
と
を
配
合
し
て
一
種
の
光
景
を
呈
し
お
る
場
処
を
描
写
す
る
こ
と
が
、
す

こ
ぶ
る
自
分
の
詩
興
を
喚
び
起
こ
す
も
妙
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
か
よ
う
な
場
処
が
わ
れ
ら
の
感
を
惹
く
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
て
一
呂
に

し
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
中
略
）

う
ず
を
巻
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

大
都
会
の
生
活
の
名
残
り
と
田
舎
の
生
活
の
余
波
と
が
こ
こ
で
落
ち
あ
っ
て
、
緩
や
か
に

と
、
〈
町
外
れ
〉
H
郊
外
の
美
と
、
そ
の
原
因
と
し
て
の
〈
都
市
〉
と
〈
田
舎
〉
と
の
接
点
で
あ
る
こ
と
、

を
揚
言
し
て
い
る
所
に
そ
の
特
徴

が
あ
る
。
又
、
そ
の
自
然
観
を
側
面
か
ら
良
く
説
明
し
て
い
る
も
の
に
、
同
年
に
発
表
さ
れ
た
「
河
霧
」
が
あ
る
。
故
郷
を
出
立
し
て
二
十

年
間
、
東
京
を
中
心
に
活
動
し
て
到
頭
出
身
も
出
来
ず
、
落
瞬
の
身
を
故
郷
に
運
ぶ
主
人
公
の
上
田
豊
吉
は
、
暖
か
く
迎
え
ら
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
身
を
隠
し
て
し
ま
う
。
月
明
か
り
の
中
で
故
郷
の
景
色
に
見
と
れ
た
豊
吉
は
、

ホ
ッ
と
力
、
が
抜
け
て
大
川
の
舟
の
中
、
河
霧
の

中
に
消
え
て
ゆ
く
。
独
歩
は
、
〈
た
ど
渠
は
疲
れ
は
て
た
。
〉
と
の
み
書
く
が
、
故
郷
の
自
然
は
豊
吉
を
抱
き
取
り
、
永
遠
の
平
穏
の
中
に
導



く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
を
、
「
武
蔵
野
」
や
「
空
知
川
の
岸
辺
」
（
明
お
）

に
描
い
た
独
歩
は
、
都
市
生
活
者
を
描
く
時
に
は
、
自

ず
か
ら
断
片
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

独
歩
の
作
品
自
体
が
、
代
表
作
の
一
つ

「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
（
明
白
）

に
典
型
的
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
如
く
、
断
片
的
な
の
で
は
あ
っ
た
が
、
都
市
を
追
わ
れ
て
田
舎
の
自
然
に
一
反
り
、
そ
の
田
舎
の
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
中
か

ら
、
〈
一
種
の
生
活
と
一
種
の
自
然
と
を
配
合
し
〉
た
文
字
を
切
り
取
っ
て
来
よ
う
と
す
る
以
上
、
〈
都
市
〉
は
本
論
で
は
な
く
、
ま
え
が
き

に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
、
湖
処
子
、
花
袋
の
作
品
と
同
様
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
竹
の
木
戸
」
（
明
4
）

は
、
そ
れ
で
も
事
件
ら
し
い
も
の
が
描
か
れ
る
が
、
十
分
で
は
な
い
。
会
社
員
と
植
木
屋
と
の
こ
軒
の
隣
り
合
っ
た
家
に
場
面
は
設
定
さ
れ

て
、
そ
こ
か
ら
動
か
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
会
社
員
の
家
が
中
心
で
あ
っ
て
、
主
人
公
格
の
植
木
屋
は
傍
観
さ
れ
る
の
み
で
、
家
の
中

に
深
く
入
っ
て
行
く
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
植
木
屋
の
存
在
を
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
外
部
の
条
件
を
追
究
し
て
行
く
こ
と
も
、

し
な
い
。
こ
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の
作
品
の
舞
台
も
西
大
久
保
と
い
う
郊
外
で
あ
り
、
植
木
屋
は
渋
谷
と
い
う
も
う
一
つ
奥
へ
と
引
っ
越
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

東
京
の
人
口
は
、
明
治
の
十
八
年
に
は
ほ
ぼ
百
万
、

日
露
戦
争
後
に
は
二
百
万
に
倍
増
し
て
い
る
。
新
規
に
地
方
か
ら
流
入
し
て
来
る
人

々
に
と
っ
て
、
現
実
に
、
住
む
べ
き
東
京
は
山
の
手
及
び
郊
外
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
考
え
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
花
袋
の
「
生
」

（
明
担
）
も
、
視
点
と
い
う
面
で
は
、
藤
村
の
「
家
」
と
同
じ
く
ほ
と
ん
ど
屋
外
に
出
な
い
作
品
で
あ
る
が
、
東
京
市
内
で
は
あ
っ
て
も
ほ

と
ん
ど
郊
外
と
様
相
の
変
ら
な
い
牛
込
の
発
展
の
相
に
、
端
な
く
も
触
れ
得
て
い
る
。

日
清
戦
争
前
に
は
近
郊
の
避
暑
地
と
し
て
開
か
れ
た

牛
込
が
、
三
十
年
代
に
入
っ
て
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
家
が
建
ち
始
め
、

日
露
戦
争
ま
で
に
は
一
応
新
興
住
宅
地
と
呼
び
う
る
ま
で
に
な
っ
て
行

く
。
と
は
言
え
、
花
袋
は
そ
れ
を
、
自
然
の
移
り
変
わ
り
と
同
じ
意
識
で
描
い
て
い
る
為
に
、
そ
こ
か
ら
都
市
生
活
者
、
あ
る
い
は
都
市
の

姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
と
い
う
所
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
叔
父
の
後
半
生
を
描
い
た
、
代
表
作
の
一
つ
『
時
は
過

ぎ
行
く
』
（
大
5
）
が
、
自
ず
と
新
宿
角
筈
の
発
展
の
歴
史
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
流
石
に
四
十
年



と
い
う
長
年
月
を
取
り
扱
っ
た
長
篇
だ
け
あ
っ
て
、

「
生
」
に
於
け
る
牛
込
以
上
に
厚
み
が
あ
る
の
だ
が
、
東
京
の
大
都
市
化
の
一
断
片
で

は
あ
っ
て
も
、

た
め
ら
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
地
方
出
身
者
に
と
っ
て
の
〈
東
京
〉
と
は
、
彼
ら
の
東
京
で
し
か
あ
り
得
、
ず
、
そ
れ
は
語
の
正
確
な
意
味
で
の
郊
外
だ
と
言
っ

田
舎
と
共
通
し
た
も
の
を
持
っ
た
角
管
村
の
成
長
の
歴
史
な
の
で
あ
っ
て
、
都
市
を
描
い
た
と
言
う
に
は
、

て
も
良
い
程
な
の
で
あ
る
。

花
袋
が
、
郊
外
に
於
け
る
家
の
成
立
を
通
し
て
東
京
を
描
い
た
の
に
対
し
て
、

一
世
代
若
い
正
宗
白
鳥
は
、
下
宿
屋
を
通
し
て
描
い
て
い

る
。
明
治
四
十
年
と
い
う
早
い
時
期
｜
｜
『
破
戒
』
明
ぬ
・

3
、
「
蒲
団
」
明
却
・

9
1
1ーに、

若
い
人
の
心
は
若
い
人
で
な
く
て
は
分
ら
な
ゐ
。
先
輩
や
老
大
家
な
ど
に
僕
等
の
考
へ
て
る
事
が
分
る
も
の
か
、
我
々
を
知
る
者
は

我
々
と
同
じ
若
さ
の
人
で
な
け
れ
ば
駄
目
だ
、

つ
ま
り
花
袋
君
や
藤
村
君
よ
り
も
、
白
鳥
君
の
方
が
我
々
に
切
実
だ
。
（
「
新
声
」
明
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と
い
う
の
で
、
青
年
達
の
支
持
を
受
け
た
白
鳥
は
、
地
方
か
ら
上
京
し
て
来
た
青
年
達
の
、
立
身
を
め
ざ
す
下
宿
屋
生
活
を
描
い
て
い
た
の

で
あ
る
。

〈
下
宿
屋
文
学
〉
と
い
う
奇
妙
な
名
称
を
す
ら
与
え
ら
れ
た
そ
の
作
品
群
は
、
早
稲
田
や
本
郷
と
い
う
、
大
学
を
背
に
し
て
学
生

の
多
く
住
む
市
の
中
心
を
離
れ
た
近
郊
で
の
、
青
年
の
鯵
々
と
し
た
生
活
や
、
未
来
を
夢
見
て
い
る
生
活
が
、
あ
り
あ
り
と
描
か
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
う
は
一
一
一
口
つ
で
も
、
「
二
階
の
窓
」
（
明
ぬ
）

に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

主
人
公
の
〈
自
分
〉
は
下
宿
屋
と
い
う

ち
い
さ
く
狭
い
一
点
、

つ
ま
り
地
方
出
身
者
で
あ
る
自
分
が
関
わ
り
得
る
家
常
茶
飯
の
場
と
し
て
の
下
宿
屋
を
、
自
己
の
唯
一
の
拠
点
と
し

て
、
そ
こ
か
ら
は
か
な
く
け
な
げ
に
出
陣
し
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
〈
外
の
社
会
〉
、
即
ち
都
市
生
活
者
と
関
わ
り
を
持
と
う
と

そ
の
意
味
で
、

お
や
こ

は
窓
か
ら
隣
家
の
様
子
を
伺
う
ば
か
り
だ
。
若
夫
婦
、
中
年
夫
婦
と
妹
母
子
、
老
夫
婦
と
孫
、
と
移
り
変
わ
る
居
住
者
は
、
彼
に
と
っ
て
風

は
け
っ
し
て
し
な
い
の
で
あ
り
、

か
っ
そ
れ
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

「
二
階
の
窓
」
と
い
う
題
名
は
象
徴
的
な
の
で
、
彼



景
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
都
市
生
活
の
実
相
か
ら
窓
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
彼
は
、
部
屋
の
中
で
ス
コ
ッ
ト
の
小
説
の
甘
い
夢

に
酔
う
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
文
学
史
的
な
意
匠
で
言
え
ば
、
こ
こ
に
は
、
地
方
出
身
者
の
文
学
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
得
た
八
東
京
の
風
俗
〉

が
個
的
に
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
典
型
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
は
、
青
年
の
精
神
の
ド
ラ
マ
や
初
復
は
あ
っ
て
も
、

〈
都
市
〉
を
描
く
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
独
歩
の
場
合
と
同
じ
で
、
窓
か
ら
と
き
に
目
に
は
い
る
断
片
だ
け
が
逆
に
見
事
に

印
象
的
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
描
い
た
〈
都
市
〉
と
い
う
の
は
、
都
市
に
残
る
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
都
市
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
田
舎
に
対

す
る
と
同
じ
意
識
を
当
て
は
め
る
こ
と
の
可
能
な
近
郊
や
郊
外
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（四〉
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尾
崎
紅
葉
は
、
大
野
酒
竹
を
し
て
、
下
宿
屋
で
焼
芋
を
か
じ
っ
て
い
る
よ
う
な
者
に
お
れ
の
小
説
は
分
か
ら
ぬ
と
言
わ
し
め
、
高
知
生
ま

れ
の
田
岡
嶺
雲
は
、
下
宿
屋
で
焼
芋
を
か
じ
ら
ね
ば
文
学
は
分
か
ら
ぬ
、

と
逆
に
応
酬
し
た
と
い
う
。
都
市
の
文
学
で
あ
る
硯
友
社
の
末
端

に
位
置
し
な
け
れ
ば
小
説
家
に
な
る
こ
と
も
出
来
ぬ
、
と
言
わ
れ
た
硯
友
社
全
盛
の
時
期
に
、
着
物
の
縞
目
す
ら
判
ら
ぬ
花
袋
や
徳
田
秋
戸

や
が
、
硯
友
社
に
属
し
な
が
ら
も
、
そ
の
正
統
的
な
小
説
作
り
か
ら
外
れ
て
い
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
登
場
人
物
の
衣
類
持
ち
物
を
疎

略
に
描
く
の
が
新
作
家
で
、
詳
細
綿
密
に
描
く
の
が
旧
作
家
だ
、
と
い
う
見
分
け
方
さ
え
行
な
わ
れ
た
と
い
う
中
で
、
独
歩
が
、
紅
葉
の
小

説
を
洋
装
の
元
禄
小
説
だ
と
隠
し
め
た
の
も
、
地
方
出
の
青
年
に
は
、
紅
葉
ら
の
小
説
の
醍
醐
味
が
理
解
出
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
負
け
惜

し
み
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
硯
友
社
の
衣
鉢
を
継
い
だ
泉
鏡
花
は
、
妖
怪
趣
味
と
江
戸
趣
味
の
作
家
だ
と
、
史

的
叙
述
に
従
え
ば
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
鏡
花
は
金
沢
の
生
ま
れ
な
の
で
あ
り
、
そ
の
「
日
本
橋
」
（
大
3

）

の
よ
う
な
作



品
も
、
東
京
に
生
ま
れ
育
っ
た
読
者
か
ら
は
、
江
戸
ぶ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
で
も
い
る
。
母
か
ら
半
分
江
戸
の
血
を
受
け
た
鏡

花
は
、
終
生
江
戸
っ
子
が
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
自
然
主
義
作
家
達
の
、
自
然
や
田
舎

に
対
す
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
同
じ
構
造
を
持
っ
た
。
異
郷
と
し
て
の
〈
江
戸
〉
｜
｜
な
い
し
は
都
市
ー
ー
に
対
す
る
地
方
出
身
者
の
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
ま
た
彼
ら
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
表
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

明
治
の
小
説
家
は
、
時
代
が
下
れ
ば
下
る
程
、
地
方
出
身
者
が
多
く
な
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
こ
そ
が
明
治
の
文
学
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
彼
ら
は
田
舎
の
論
理
を
引
き
摺
っ
て
お
り
、

し
か
も
〈
田
舎
〉
そ
の
も
の
と
も
精
神
的
に
断
ち
切
れ
て
は
い
な
か
っ

た
。
神
島
二
郎
の
言
う
、

回
想
的
ふ
る
さ
と
の
共
同
の
上
に
成
立
す
る
、
擬
制
村
〈
第
二
の
ム
ラ
〉
の
存
在
は
、
彼
ら
の
回
想
の
故
郷
を
美

化
し

又、

一
方
で
は
現
実
の
〈
自
然
村
〉
に
出
会
っ
た
時
に
は
そ
の
醜
さ
に
憎
悪
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
り
、

近
郊
や
郊
外
は
、

〈
第
二
の
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ム
ラ
〉
の
成
立
に
恰
好
の
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
現
実
の
都
市
に
向
か
っ
た
時
、
彼
ら
の
論
理
で
領
略
出
来
な
い
部
分
を
、
彼

ら
内
部
の
都
市
像
か
ら
切
り
捨
て
て
い
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
藤
村
が
〈
屋
内
の
光
景
の
み
に
限
ろ
う
と
し
た
〉
時
、
無
意
識
の
内

に
安
易
な
道
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
自
分
の
家
と
せ
い
ぜ
い
向
こ
う
三
軒
両
隣
的
な
背
景
を
し
か
作

品
に
持
ち
込
め
な
く
な
り
、
社
会
を
見
通
す
視
点
の
基
盤
を
失
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
こ
に
こ
そ
私
小
説

や
心
境
小
説
、
あ
る
い
は
身
辺
雑
記
小
説
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
る
地
な
ら
し
が
始
ま
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
自

然
主
義
作
家
に
地
方
出
身
者
が
多
い
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
地
方
出
身
者
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
主
義
が
曲
が
り
な
り
に
も
近
代
の
文
学
の
中

に
定
着
で
き
る
フ
ァ
ク
タ
ー
た
り
得
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
稿
に
於
い
て
は
、

日
本
に
於
け
る
自
然
概
念
の
変
遷
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
田
舎
の
再
発
見
、
地
方
色
の
重
視
を
考
え
る
上
で
不
可

欠
と
は
思
わ
れ
る
が
紙
幅
が
尽
き
た
。

又
、
自
然
主
義
時
代
以
後
、
例
え
ば
佐
藤
春
夫
の
「
病
め
る
蓄
額
」
（
大
6
、
「
田
園
の
憂
欝
」
）



見
ら
れ
る
よ
う
な
、
大
正
作
家
に
よ
る
新
た
な
〈
田
園
〉
と
し
て
の
自
然
把
握
に
つ
い
て
も
、
稿
を
改
た
め
ざ
る
を
得
な
い
。

〔
主
な
参
考
文
献
（
自
然
主
義
関
係
を
除
く
）
〕

復
刻
版
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
文
学
号
全
七
冊
（
春
陽
堂
、
昭
臼
－

m
－
m）

明
治
大
正
史
位
相
篇
上
・
下
柳
田
国
男
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
日
・

6
・却）

近
代
日
本
の
精
神
構
造
神
品
二
郎
（
岩
波
書
店
、
昭
お
・

2
・
2
）

明
治
大
正
図
誌
2

東
京

ω
（
筑
摩
書
房
、
昭
臼
－

m
・却）

思
想
と
し
て
の
東
京
｜
｜
近
代
文
学
史
論
ノ
！
ト
磯
田
光
一
（
国
文
社
、
昭
日
・

3
・却）

明
治
メ
デ
ィ
ア
考
加
藤
秀
俊
・
前
田
愛
（
中
央
公
論
社
、
昭
日
・

4
・日）

「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
必
巻
6
号
（
昭
日
・

6
・
1
）
特
集
「
文
学
空
間
と
し
て
の
都
市
」
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