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木
下
荷
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開

四
〇

（
八
七
六
）

木
下
尚
江
に
お
け
ろ
近
代
思
想
の
展
開

　
　
　
　
　
i
日
露
職
孚
前
後
を
中
心
と
し
て
ー

中

村

勝

範

一
、
序
説

二
、
反
職
思
想

三
、
反
國
饅
思
想

四
、
普
通
選
畢
の
思
想

五
、
影
響
と
批
剣

一
、
序

読

　
木
下
荷
江
は
明
治
二
年
長
野
縣
松
本
市
に
生
ま
れ
、
昭
和
十
二
年
死
去
し
た
。
こ
の
間
明
治
十
九
年
東
京
専
門
學
校
を
優
等
で
卒
業
、
そ
の
後

「
信
府
日
報
」
主
筆
、
辮
護
士
な
ど
を
経
て
、
明
治
三
十
年
に
は
わ
が
國
最
初
の
普
通
選
墾
櫨
獲
得
の
實
践
蓮
動
を
中
村
太
八
郎
ら
と
共
に
展
開

し
、
明
治
三
十
二
年
「
毎
日
新
聞
」
　
（
島
田
三
郎
肚
長
）
記
者
と
な
り
、
明
治
三
十
四
年
わ
が
國
最
初
の
肚
會
主
義
政
窯
允
る
肚
會
民
主
煎
の
創
立

に
は
幹
事
と
し
て
審
力
し
た
。
星
亨
攻
撃
、
慶
娼
間
題
、
足
尾
鍍
毒
間
題
に
力
を
注
ぎ
李
民
新
聞
襲
行
に
際
し
て
は
肚
外
よ
り
協
力
し
た
が
、
こ

れ
ら
の
間
題
に
活
躍
し
た
の
は
毎
日
新
聞
記
者
時
代
で
あ
る
。
李
民
肚
解
傲
後
は
「
新
紀
元
」
を
創
刊
し
た
が
、
こ
れ
の
慶
刊
と
共
に
、
こ
の
種

の
杜
會
運
動
か
ら
は
表
面
上
｝
切
手
を
引
い
た
。



　
彼
の
多
方
面
の
活
動
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
反
戦
思
想
、
反
國
髄
思
想
そ
し
て
普
通
選
學
の
思
想
の
三
つ
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
考
察
す
る
こ
と

に
す
る
。

　
伺
江
は
幸
徳
秋
水
、
堺
枯
川
、
安
部
磯
雄
な
ど
と
共
に
所
謂
肚
會
主
義
者
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
日
露
戦
孚
に
徹
底
し
た
反
戦
蓮
動
を
展
開

し
た
。
「
枇
會
主
義
者
は
此
に
始
め
て
時
代
の
思
潮
に
向
つ
て
最
後
照
會
を
震
し
、
國
民
の
愛
國
心
に
封
し
て
挑
戦
し
、
日
本
の
人
心
を
し
て
始

め
て
肚
會
主
義
者
な
る
も
の
が
現
肚
會
の
根
底
に
向
つ
て
斧
を
加
へ
ん
と
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
知
ら
し
め
た
」
（
山
路
愛
山
「
現
時
の
肚
會
問
題
及

び
肚
會
主
義
者
」
明
治
丈
化
全
集
肚
會
篇
三
八
五
頁
）
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
荷
江
の
反
戦
思
想
が
當
時
の
時
代
思
潮
の
中
で
如
何
な
る
構
え
を
示

し
、
そ
れ
が
近
代
思
想
と
如
何
な
る
關
蓮
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
考
察
し
た
い
。

　
明
治
の
日
本
に
も
し
眞
の
近
代
思
想
が
在
つ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
當
然
に
神
國
的
國
艦
思
想
、
神
聖
不
可
侵
の
天
皇
信
仰
に
批
到
が
向
け
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
を
な
し
得
た
稀
有
な
思
想
家
と
し
て
荷
江
の
反
國
髄
思
想
の
考
察
を
第
二
の
目
標
と
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
街
江
の
普
通
選
學
の
思
想
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
れ
は
軍
に
近
代
政
治
の
目
ざ
す
方
向
が
民
主
的
議
會
政
治
を
も
つ
て
目
標
と
し
て

い
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
激
し
く
政
治
的
杜
會
的
改
革
を
望
ん
だ
荷
江
自
身
が
あ
く
ま
で
暴
力
を
避
け
て
議
會
政
治
の
完
全
な
る
實

施
に
よ
つ
て
李
和
的
に
改
革
す
る
道
を
選
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
荷
江
は
先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
明
治
三
十
年
代
の
肚
會
主
義
者
の
一
人
で
あ
り
、
し
か
も
最
も
尖
鋭
な
る
分
子
で
あ
つ
た
。
そ
の
黙
か
ら
い
つ

て
、
彼
の
肚
會
主
義
思
想
は
如
何
、
と
い
う
こ
と
が
當
然
間
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
實
は
荷
江
自
身
「
お
れ
は
肚
會
主
義
の
理
論
な
ん
か
知
つ

ち
や
い
な
か
つ
た
、
お
れ
は
む
し
ろ
共
和
主
義
者
だ
つ
た
」
（
荒
畑
寒
村
「
ひ
と
す
じ
の
道
」
八
一
責
）
と
自
認
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
幸
徳
秋

水
が
「
木
下
が
肚
會
主
義
の
演
読
を
し
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
　
（
前
掲
八
一
責
）
と
い
つ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
彼
に
は
杜
會

主
義
の
理
論
と
い
う
も
の
は
殆
ど
な
か
つ
た
。
今
日
の
肚
會
主
義
理
論
か
ら
す
れ
ば
當
時
の
幸
徳
、
堺
ら
の
肚
會
主
義
理
論
は
幼
稚
な
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
等
に
は
理
論
が
あ
つ
た
。
そ
れ
ら
に
比
較
す
る
と
樹
江
の
「
濁
占
事
業
と
失
業
者
」
（
「
肚
會
主
義
」
第
七
年
第
＋
八
號
、
明
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治
三
＋
六
年
八
月
六
日
）
や
「
良
人
の
自
白
」
に
あ
ら
わ
れ
る
田
地
共
有
組
合
の
思
想
そ
の
他
二
、
三
散
見
出
來
る
戦
雫
と
資
本
家
と
の
關
係
な
ど

の
彼
の
見
解
は
あ
る
に
は
あ
る
が
肚
會
主
義
理
論
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
乏
し
い
。
し
か
し
當
時
の
肚
禽
主
義
者
は
、
杜
禽
主
義
理
論
よ
り
現
實

の
肚
禽
主
義
運
動
に
入
つ
た
と
い
う
要
素
よ
り
、
撞
頭
し
押
し
寄
せ
る
反
動
の
波
へ
の
挑
戦
と
抵
抗
と
い
う
型
に
お
い
て
立
ち
上
つ
た
と
考
え
ら

れ
る
黙
の
方
が
遙
か
に
多
い
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
こ
の
蓮
動
の
初
期
に
お
い
て
は
さ
よ
う
な
傾
向
が
著
し
く
濃
厚
で
あ
る
。
彼
等
の
主
張
は
枇

會
主
義
理
論
を
論
ず
る
こ
と
よ
り
も
、
政
府
の
暴
政
を
暴
露
し
権
カ
ヘ
の
抵
抗
を
示
し
、
或
い
は
肚
會
の
一
般
的
風
潮
と
し
て
存
在
す
る
頑
迷
固

晒
な
反
動
思
潮
へ
の
戦
い
と
い
う
傾
向
の
方
が
遙
か
に
大
き
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
荷
江
に
は
肚
會
主
義
理
論
は
乏
し
く
そ
の
黙
か
ら
嚴
密
に
い
え
ば
彼
は
肚
禽
主
義
者
で
な
く
、
む
し
ろ
民
主
主
義
者
と
い
つ
た
方
が
よ
い
だ
ろ

う
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
今
日
の
基
準
か
ら
す
る
到
断
で
あ
つ
て
、
當
時
の
杜
會
主
義
運
動
の
性
格
が
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
つ
て
見
れ
ば
尚
江

も
や
は
り
肚
會
主
義
者
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
事
實
荷
江
は
杜
禽
民
主
窯
創
立
の
幹
事
で
あ
り
、
そ
の
後
の
肚
會
主
義
協
會
の
中
心
人
物
で
あ

り
、
日
露
戦
争
に
際
し
て
肚
會
主
義
者
が
撃
つ
て
反
戦
蓮
動
を
推
進
し
た
が
、
尚
江
は
そ
の
原
動
力
で
す
ら
あ
つ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
荷
江
は
す
ぐ
れ
た
民
主
主
義
者
で
あ
り
、
近
代
思
想
家
で
あ
つ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
の
鮎
に
お
い
て
彼
の
思

想
を
論
ず
る
こ
と
に
し
て
肚
會
主
義
思
想
と
い
う
問
題
は
敢
え
て
論
じ
な
い
こ
と
に
し
た
。

　
ま
た
荷
江
の
思
想
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
肚
會
的
政
治
的
戦
い
の
屈
強
な
武
器
と
し
て
と
り
あ
げ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
は
そ
れ
自
身

一
つ
の
テ
ー
マ
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
毎
日
新
聞
」
に
入
肚
し
、
こ
れ
以
來
肚
會
主
義
運
動
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
入
肚
に
際
し
て

彼
の
決
意
し
た
こ
と
は
「
一
個
の
基
督
教
徒
と
し
て
一
身
を
献
げ
た
い
」
　
（
木
下
街
江
「
紳
・
人
間
・
自
由
」
二
八
三
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
こ

と
、
ま
た
紳
國
的
日
本
思
想
に
立
ち
向
い
「
『
日
本
呪
咀
』
の
掘
彊
武
器
」
（
木
下
街
江
「
戯
悔
」
一
四
七
頁
）
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教

で
あ
つ
た
こ
と
だ
け
を
記
し
て
お
き
、
他
は
次
章
以
下
の
間
題
を
取
扱
う
中
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
思
想
の
根
底
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
彼
の

　
　
リ

キ
リ
ス
ト
教
を
み
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。



　
　
　
　
（
謎
一
）

二
、
反
戦
思
想

　
尚
江
が
戦
雫
を
非
と
し
た
第
一
の
理
由
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
如
何
な
る
戦
雫
に
も
賛
成
し
得
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
職
雫
に
は
敢
然
と
し
て

反
封
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
戦
孚
そ
れ
自
髄
を
罪
悪
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
絶
封
平
和
の
立
場
で
あ
る
。
第
二
は
戦
孚
は
貧
者
の
犠
牲
に
お
い
て

途
行
さ
れ
る
が
そ
の
結
果
は
貧
者
と
富
者
と
の
懸
隔
を
塘
す
ば
か
り
で
あ
る
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
非
合
理
で
あ
り
且
つ
人
類
李
等
の
精
神
に
反

す
る
と
い
う
認
識
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
軍
隊
主
義
教
育
は
、
隷
属
と
服
從
を
本
質
と
し
、
そ
れ
は
人
間
の
自
由
と
濁
立
を
目
ざ
す
近
代

思
想
に
反
す
る
と
す
る
の
で
あ
つ
た
。
か
よ
う
な
原
理
原
則
の
上
に
立
つ
術
江
は
、
反
職
は
輩
な
る
職
孚
恐
怖
の
感
情
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と

し
、
反
職
の
理
由
は
確
固
た
る
李
和
主
義
に
立
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
　
「
恐
怖
を
以
て
非
戦
の
理
由
と
な
す
が
如
き
は
、
思
想
の
最
も
淺

薄
に
し
て
、
精
神
の
極
め
て
怯
弱
な
者
の
言
ふ
所
の
み
、
量
に
共
に
高
明
雄
大
な
る
李
和
主
義
を
語
る
べ
け
ん
や
」
　
（
「
日
本
の
婦
人
李
和
會
に
警
告

す
」
毎
日
新
聞
・
明
治
三
＋
二
年
五
月
二
＋
二
日
）
と
日
露
戦
孚
勃
襲
五
年
前
に
い
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
高
明
雄
大
な
る
主
義
」
に
根
ざ
し
た
反
戦
思
想
と
は
、
倫
江
の
場
合
は
第
一
に
キ
リ
ス
ト
教
の
手
和
主
義
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
が
、
術
江
の
こ
の
反
戦
思
想
は
日
露
戦
孚
よ
り
更
に
十
年
遡
つ
た
日
清
戦
雫
の
時
期
に
明
確
な
、
し
か
も
純
化
し
た
型
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
氣
が
つ
く
。

　
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
反
戦
思
想
家
と
い
え
ば
、
直
ち
に
内
村
鑑
三
を
墾
げ
る
の
が
一
般
の
傾
向
で
あ
る
が
、
内
村
は
日
清
戦
孚
當
時
は
日
本
の
善

職
を
と
な
え
て
い
た
。
彼
は
、
英
文
．
．
冒
駐
臨
8
試
9
9
普
Φ
0
3
霊
け
≦
醇
、
、
及
び
和
鐸
文
「
日
清
戦
雫
の
義
」
を
ひ
ろ
く
内
外
に
配
布
し
、

文
明
の
敵
な
る
保
守
・
退
歩
の
支
那
を
目
ざ
め
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
進
歩
主
義
の
戦
士
日
本
の
使
命
で
あ
る
と
訴
え
た
　
（
山
本
泰
次
郎
課
補
「
内
村
鑑

三
ー
ベ
ル
に
お
く
つ
た
自
叙
傳
的
書
翰
1
」
一
四
九
頁
）
。
が
、
し
か
し
戦
後
「
『
善
戦
』
は
掠
奪
戦
に
近
き
も
の
と
化
し
、
そ
の
『
正
義
』
を
唱
え

た
預
言
者
は
今
や
恥
辱
の
う
ち
に
あ
り
ま
す
」
と
明
治
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日
京
都
よ
り
ベ
ル
に
書
き
邊
つ
て
い
る
（
前
掲
「
内
村
鑑
三
」
一
五
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二
頁
）
。
樹
江
も
當
時
す
で
に
一
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
つ
た
が
松
本
に
い
た
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
戦
孚
に
反
鉗
す
る
の
が
當
然
だ
と
信
じ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
予
は
戦
雫
と
云
ふ
こ
と
は
基
督
教
の
反
封
す
る
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
を
毫
も
疑
は
な
か
つ
た
。
然
る
に
職
孚
の
始
ま
る
と

共
に
、
東
京
に
在
る
知
名
の
基
督
教
徒
は
全
國
を
遊
読
し
て
『
正
義
の
戦
孚
』
を
鼓
吹
始
め
た
、
予
は
重
ね
重
ね
驚
い
た
」
（
前
掲
「
俄
悔
」
一
五

〇
頁
）
と
い
う
。

　
術
江
は
キ
リ
ス
ト
の
幅
音
よ
り
す
れ
ば
職
孚
に
反
醤
す
る
理
由
は
「
直
戴
簡
明
で
あ
つ
て
、
誰
辮
を
容
れ
る
べ
き
鹸
地
が
な
い
」
　
（
前
掲
「
儀

悔
」
一
五
〇
頁
）
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
松
本
地
方
に
も
宣
教
師
が
來
て
劇
場
の
演
読
會
場
か
ら
「
正
義
の
戦
孚
」
を
読
い
た
、
こ
の
時
二
階

の
聴
衆
席
に
い
た
倫
江
は
從
兄
の
百
瀬
與
次
（
後
に
松
本
市
長
に
な
る
）
と
「
ノ
ー
・
ノ
ー
」
と
呼
び
會
場
に
満
ち
盗
れ
る
聴
衆
を
驚
ろ
か
せ
た
。
こ

の
「
ノ
ー
」
の
聲
は
た
だ
滞
場
の
聴
衆
を
驚
ろ
か
せ
た
だ
け
で
終
り
、
肚
會
的
な
運
動
に
獲
展
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
が
、
こ
の
純
粋
な
反
戦
思

想
が
そ
の
ま
ま
日
露
戦
箏
に
お
い
て
も
襲
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
日
露
戦
孚
當
時
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
職
孚
に
封
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
示

し
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
荷
江
は
ど
う
見
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
彼
の
反
戦
思
想
を
観
て
ゆ
こ
う
。

　
肚
會
主
義
者
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
勿
論
反
職
を
主
張
し
た
が
、
他
の
大
部
分
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
國
家
興
亡
の
際
の
愛
國

心
の
名
の
も
と
に
主
職
論
の
風
潮
高
ま
る
と
共
に
こ
れ
に
同
調
し
て
行
つ
た
。
「
松
村
介
石
の
『
警
世
』
に
至
つ
て
は
『
五
十
萬
の
軍
兵
、
三
十

萬
の
船
艦
、
吾
人
が
牛
生
膏
血
を
絞
り
て
工
面
し
置
く
は
何
の
爲
ぞ
』
」
（
前
掲
荒
畑
著
「
ひ
と
す
じ
の
道
」
七
六
頁
）
と
開
戦
前
よ
り
主
職
論
を
唱
え

て
い
た
。
ニ
コ
ラ
イ
主
教
は
開
戦
と
同
時
に
「
至
愛
な
る
兄
弟
姉
妹
よ
、
紳
は
日
本
と
露
西
亜
と
の
間
に
李
和
の
断
絶
す
る
こ
と
を
許
し
給
へ
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
噌
）

（
木
下
荷
江
「
職
箏
の
影
i
試
験
さ
れ
た
る
宗
教
家
の
随
劣
ー
」
準
民
新
聞
第
＋
六
號
・
明
治
三
＋
七
年
二
月
二
＋
八
日
）
と
、
職
孚
の
容
認
を
宣
言
し

た
。
キ
リ
ス
ト
教
界
は
軍
隊
慰
問
使
の
派
遣
を
決
定
し
、
本
多
庸
日
、
深
尾
梶
之
助
の
爾
名
を
職
孚
の
侵
略
な
ら
ざ
る
旨
を
各
國
に
開
陳
す
る
目

的
を
も
つ
て
激
米
に
差
遣
し
た
（
「
明
治
丈
化
史
・
宗
教
編
」
四
〇
七
－
八
頁
）
。
か
よ
う
な
職
孚
協
力
の
態
度
は
何
も
キ
リ
ス
ト
教
界
に
限
つ
た
わ
け

で
は
な
く
、
佛
教
界
の
各
派
も
撃
つ
て
協
力
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
界
の
朕
態
を
見
た
荷
江
は
、
職
雫
に
臨
ん
で
在
る
べ
き
宗
教
家



の
態
度
を
次
の
如
く
述
べ
た
。

　
「
夫
れ
宗
教
家
の
立
脚
地
や
高
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
其
眼
界
や
廣
が
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
假
令
手
足
は
一
國
の
中
に
働
く
と
錐
も
其
の
思
想

は
元
よ
り
常
に
世
界
大
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
…
…
。

　
人
類
李
等
博
愛
の
大
義
を
旨
と
す
る
宗
教
家
が
國
家
的
主
穂
者
の
利
害
的
主
職
論
を
椹
威
と
し
て
宣
傳
懇
懸
す
る
が
如
き
、
堂
に
其
本
分
を
忘

却
し
た
る
も
の
に
非
ず
と
せ
ん
や
」
（
前
掲
「
職
雫
の
影
」
）

　
職
雫
の
可
否
は
全
人
類
的
な
立
場
か
ら
鋼
断
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
一
國
の
利
害
か
ら
論
ず
べ
き
で
な
い
と
す
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す

る
荷
江
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
荷
江
の
目
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
戦
孚
協
力
の
姿
は
「
國
民
の
戦
雫
狂
に
附
和

雷
同
阿
媚
讃
諌
す
る
浮
薄
の
儒
善
」
と
見
え
、
　
「
あ
～
汝
等
が
日
夜
室
し
く
讃
美
を
捧
ぐ
る
基
督
は
實
に
汝
等
が
如
き
浮
薄
の
儒
善
者
の
爲
め
に

十
字
架
の
恥
辱
を
受
け
給
ひ
し
ぞ
や
」
（
前
掲
「
職
雫
の
影
」
）
と
迫
り
、
「
筍
も
國
民
の
上
に
立
つ
て
一
代
の
風
潮
の
指
導
者
を
以
て
任
ず
る
宗
教

家
の
態
度
と
し
て
は
山
豆
に
惑
塊
す
べ
き
も
の
少
な
し
と
せ
ん
や
」
（
「
思
想
界
の
一
瞥
」
毎
日
新
聞
・
明
治
三
＋
七
年
四
月
一
日
）
と
嚴
し
く
宗
教
家
の
、

就
中
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
戦
孚
協
力
の
態
度
を
批
到
す
る
の
で
あ
つ
た
。

　
絶
封
竿
和
の
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と
を
も
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
態
度
と
す
る
荷
江
は
、
一
國
の
興
亡
に
か
か
わ
る
時
は
萬
事
を
忘
れ
て
國
に

殉
ず
べ
し
と
い
5
論
旨
は
「
一
種
の
迷
信
」
（
「
吾
人
は
職
雫
の
義
務
あ
り
や
」
牢
民
新
聞
第
一
號
．
明
治
三
＋
六
年
＋
一
月
＋
五
良
）
に
過
ぎ
ず
、
常
日
頃

全
人
類
の
李
安
を
論
い
て
い
る
者
の
と
ら
ぬ
所
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
國
の
一
大
事
の
時
に
は
こ
れ
を
拗
つ
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
よ
う
な
も

の
は
人
間
最
高
の
理
想
で
は
な
い
、
ま
た
一
國
の
思
想
を
も
つ
て
人
類
の
共
通
の
思
想
に
優
位
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
の
は
正
當
で
は
な
い
と
い
う

の
が
彼
の
信
條
で
あ
つ
た
。

　
開
職
を
め
ぐ
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
界
は
賛
否
の
爾
陣
螢
に
分
裂
し
、
封
立
抗
孚
を
く
り
返
し
た
が
、
一
方
に
人
類
愛
の
精
神
に
殉
じ
よ
う
と
す
る

立
場
が
あ
れ
ば
、
他
方
に
は
國
の
凋
立
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
意
識
が
あ
り
、
こ
の
孚
い
と
悩
み
は
そ
の
ま
ま
近
代
日
本
を
形
成
す
る
過
程

　
　
　
木
下
術
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
八
八
一
）



　
　
　
木
下
術
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
八
八
二
）

に
お
い
て
日
本
人
全
鰹
が
共
通
に
憐
ん
で
き
た
精
紳
史
の
一
餉
で
あ
り
、
一
方
の
立
場
を
も
つ
て
に
わ
か
に
正
と
し
、
他
方
を
も
つ
て
た
め
ら
い

な
く
邪
と
も
言
い
切
れ
な
い
も
の
を
も
つ
て
い
る
。
が
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
が
人
類
の
李
和
で
あ
り
、
雫
い
の
罪
悪
覗
に
あ
る
な
ら
ば

荷
江
の
考
え
方
は
一
貫
し
た
筋
を
通
そ
う
と
す
る
合
理
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
乏
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
貫
し
た
立
場
は
た
だ
に
内
面
的
な

信
念
と
し
て
消
極
的
に
保
持
し
通
す
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
進
ん
で
積
極
的
に
信
念
を
肚
會
に
向
つ
て
稜
表
す
る
と
い
う
黙
に
お
い
て
内
村
鑑
三

の
無
抵
抗
主
義
の
反
戦
の
立
場
と
明
確
な
相
異
を
示
し
て
い
た
。

　
内
村
は
開
戦
前
ま
で
反
職
論
を
主
張
し
た
が
、
開
職
と
共
に
沈
黙
を
し
た
。
す
な
わ
ち
「
職
孚
の
悪
事
た
る
と
否
と
は
今
や
論
雫
す
べ
き
時
に

非
ず
、
今
は
所
禧
の
時
な
り
、
同
惰
、
推
察
、
援
助
、
慰
籍
の
時
な
り
、
今
や
時
に
方
て
我
ら
の
非
戦
論
を
主
張
し
て
あ
わ
れ
み
の
手
を
苦
し
め

る
同
胞
に
籍
さ
黛
る
が
如
き
は
我
ら
の
断
じ
て
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
」
　
（
前
掲
「
内
村
鑑
三
」
三
二
頁
）
と
い
う
の
が
内
村
の
立
場
で
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
午
後
七
時
を
期
し
て
一
せ
い
に
、
國
の
た
め
、
同
胞
の
た
め
、
勇
敢
な
る
出
征
兵
士
の
た
め
に
熱
心
に
新
禧
す
べ
し
と
す

す
め
た
の
で
あ
る
。
術
江
は
内
村
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
批
評
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
に
李
時
に
お
い
て
は
反
戦
を
唱
え
る
の
も
よ
い
が

職
火
一
度
び
あ
が
る
や
、
絨
獣
す
る
の
綱
怜
な
る
に
如
か
ず
と
す
る
者
の
あ
る
の
を
評
し
て
次
の
如
く
い
う
、
す
な
わ
ち
「
吾
人
の
魯
鈍
に
し
て

言
者
の
論
理
を
理
解
す
る
こ
と
能
は
ず
（
中
略
）
諸
君
は
吾
人
を
指
し
て
士
氣
を
沮
喪
せ
し
む
る
も
の
な
り
と
云
ふ
、
而
し
て
吾
人
は
敢
て
人
道

を
無
硯
す
る
も
の
と
云
ふ
也
」
（
「
肚
會
主
義
者
の
取
締
に
就
て
政
府
に
問
ふ
」
毎
日
新
聞
・
明
治
三
＋
七
年
五
月
二
＋
九
日
）
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り
推

し
て
荷
江
の
内
村
を
観
る
目
の
ほ
ど
も
覗
え
よ
う
と
思
う
。
と
に
か
く
、
手
時
に
お
い
て
い
か
に
反
戦
を
唱
え
て
も
、
開
戦
と
共
に
口
を
絨
し
て

獣
す
る
態
度
は
結
局
人
道
を
無
覗
し
た
戦
孚
に
協
力
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
純
粋
な
嚴
し
い
態
度
が
荷
江
の
反
戦
思
想
で
あ
つ
た
。

　
以
上
が
一
國
興
亡
の
際
に
も
節
を
屈
す
る
こ
と
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
封
李
和
主
義
を
一
貫
し
た
荷
江
の
立
場
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
が
基
盤

に
な
つ
て
更
に
彼
の
反
戦
思
想
は
獲
展
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
戦
孚
五
ヶ
月
な
ら
ず
し
て
、
大
將
七
人
早
や
現
は
れ
ぬ
、
寡
婦
と
孤
見
と
は
数
知
ら
ね
ど
、
．
餓
孚
は
地
上
に
充
満
て
り
」
（
「
職
箏
の
歌
」
李
民



新
聞
第
三
＋
一
號
・
明
治
三
＋
七
年
六
月
士
百
）
と
歌
い
、
一
將
功
な
つ
て
萬
骨
枯
る
の
類
が
銃
後
國
民
の
間
に
も
限
り
な
く
見
ら
れ
る
、
全
く
職
箏

は
「
李
民
階
級
の
頭
上
に
、
租
税
と
物
債
の
騰
貴
と
、
兵
役
の
重
荷
と
の
外
、
帥
ち
生
活
の
危
難
と
破
壌
と
滅
亡
の
外
、
何
物
を
も
齎
ら
す
も
の

で
な
い
」
（
木
下
荷
江
「
火
宅
」
春
秋
肚
版
「
木
下
荷
江
集
第
一
巻
」
七
六
頁
）
と
い
う
の
が
、
戦
雫
と
國
民
生
活
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
尚
江
の
観
方
で

あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
實
の
悲
滲
を
見
る
に
つ
け
で
も
尚
江
は
戦
孚
の
罪
悪
を
確
信
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神
と
人
道

主
義
と
が
許
し
得
ぬ
所
で
あ
つ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
樹
江
は
職
雫
の
原
因
を
何
に
よ
る
と
見
て
い
た
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
第
輔
の
原
因
と
し
て
荷
江
は
軍
備
と
軍
人
を
墨
げ
た
。

だ
れ
も
が
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
李
和
で
あ
る
、
そ
の
李
和
を
守
る
た
め
の
櫓
保
と
し
て
軍
備
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
が
、
街
江
は
こ
の
考
え
に

眞
つ
向
う
か
ら
反
謝
し
た
。
す
な
わ
ち
「
看
よ
、
職
雫
は
常
に
軍
人
に
依
り
て
煽
動
せ
ら
る
N
を
、
職
箏
あ
る
が
た
め
に
軍
備
あ
る
に
非
ず
、
軍

備
あ
る
が
故
に
戦
箏
の
機
を
生
ず
る
な
り
」
（
「
非
軍
備
論
」
毎
日
新
聞
．
明
治
三
＋
六
年
五
月
＋
九
臼
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
荷
江
の
分
析
は
更
に
す
す
み
、
戦
争
は
軍
備
を
悪
用
す
る
軍
人
に
よ
つ
て
引
き
起
さ
れ
る
が
、
實
は
こ
の
軍
人
の
陰
に
あ
つ
て
職
争
を

挑
擾
す
る
者
が
あ
る
と
し
て
こ
こ
に
第
二
の
戦
雫
原
因
を
あ
げ
る
。
そ
の
戦
孚
の
挑
揆
者
は
「
日
露
爾
國
の
野
心
家
一
輩
」
（
前
揚
「
非
軍
備
論
」
）

で
あ
る
、
日
露
爾
國
の
衝
突
は
「
只
だ
爾
個
檀
制
帝
國
の
衝
突
の
み
、
爾
個
野
攣
政
府
の
衝
突
の
み
…
…
財
産
の
特
穂
、
貴
族
の
遊
食
：
・
…
総
ゆ

る
罪
悪
一
に
皇
帝
の
名
を
假
り
て
辮
疏
」
（
「
火
の
桂
」
岩
波
文
庫
版
一
八
六
頁
）
せ
ら
れ
る
と
戦
雫
を
見
て
い
る
。
更
に
い
え
ば
「
職
雫
の
中
核
は
資

本
家
の
利
害
な
り
、
將
軍
は
其
手
足
の
み
、
一
般
國
民
は
其
の
埋
め
草
」
（
「
荷
ほ
醒
め
ざ
る
乎
」
新
紀
元
第
七
號
．
明
治
三
＋
九
年
五
月
＋
日
）
に
す
ぎ
な

い
の
だ
、
何
故
な
ら
ば
「
撫
順
の
炭
鑛
、
三
井
、
藤
田
の
手
に
節
し
ぬ
」
　
「
事
實
は
此
の
如
く
明
々
た
り
」
（
前
掲
「
荷
ほ
醒
め
ざ
る
乎
」
）
と
い
う
。

荷
江
の
こ
の
分
析
は
今
日
の
杜
會
主
義
理
論
に
通
ず
る
所
が
あ
る
が
、
彼
が
此
塵
で
い
わ
ん
と
し
て
い
る
事
は
戦
雫
は
一
方
で
は
一
般
國
民
を
塗

炭
の
苦
痛
に
陥
れ
な
が
ら
他
方
に
は
富
者
の
｝
暦
の
繁
榮
が
あ
る
と
い
う
結
果
に
封
す
る
倫
理
的
批
到
で
あ
つ
た
。

　
今
一
つ
戦
孚
の
原
因
を
荷
江
は
あ
げ
る
。
そ
れ
は
國
民
の
「
輕
薄
な
る
愛
國
心
」
だ
と
す
る
。
碕
江
は
い
う
「
『
妖
雲
満
洲
の
天
に
動
く
』
の

　
　
　
木
下
偉
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
八
八
三
）



　
　
　
木
下
荷
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
八
八
四
）

一
句
は
瞬
時
に
し
て
四
千
五
百
萬
の
民
衆
を
馳
つ
て
血
に
渇
す
る
射
狼
た
ら
し
む
」
（
「
職
孚
入
種
」
毎
日
新
聞
・
明
治
三
＋
六
年
五
月
＋
一
日
）
る
が
、

人
々
は
こ
れ
も
つ
て
撃
國
一
致
と
い
う
、
し
か
し
そ
れ
は
思
想
の
貧
賎
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
、
だ
か
ら
見
よ
か
よ
う
な
輕
薄
な
る
愛
國
心
の
結

果
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
、
出
陣
に
際
し
て
妻
子
を
離
別
し
た
者
、
子
を
殺
し
て
出
陣
せ
ん
と
し
た
者
、
そ
し
て
こ
れ
を
義
士
な
り
勇
者
な
り
と
煽

動
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
、
途
に
「
艦
樒
に
鷹
を
捕
ふ
れ
ば
則
ち
曰
く
、
難
鷹
を
得
た
り
と
、
八
幡
宮
の
鳩
見
え
ず
と
言
へ
ぽ
則
ち
曰
く
神
難
鳩
使

を
伴
ひ
て
満
洲
に
赴
け
る
な
り
と
」
（
「
軍
國
時
代
の
言
論
」
毎
日
新
聞
・
明
治
三
＋
七
年
三
月
二
＋
五
日
）
と
い
う
迷
信
ま
で
横
行
し
、
し
か
も
「
新
聞
記

者
は
筆
を
揃
へ
て
」
（
前
掲
「
軍
國
時
代
の
言
論
」
）
書
き
た
て
る
有
様
で
は
な
い
か
と
荷
江
は
い
う
。
荷
江
の
合
理
的
・
批
到
的
精
紳
は
反
人
間
的

な
、
或
は
迷
盲
な
る
時
代
の
風
潮
に
我
慢
が
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
か
き
立
て
「
輕
薄
な
る
愛
國
心
」
を
鼓
吹
す
る
者

に
は
「
天
下
泰
李
の
大
賊
」
（
前
掲
「
非
軍
備
論
」
）
と
い
う
刻
印
を
押
す
の
で
あ
る
。

　
ま
た
輔
方
に
は
戦
雫
を
も
つ
て
國
蓮
穫
展
の
手
段
と
す
る
者
が
あ
つ
た
が
、
彼
等
に
封
し
て
は
國
家
を
滅
す
の
も
ま
た
戦
孚
で
は
な
い
か
と
反

論
し
、
あ
く
ま
で
全
世
界
の
志
を
同
じ
く
す
る
人
々
に
戦
争
の
非
義
を
訴
え
、
や
が
て
「
萬
國
軍
備
の
慶
滅
を
唱
ふ
る
も
の
な
り
」
（
「
職
雫
人
種
」

毎
日
新
聞
．
明
治
三
＋
六
年
五
月
＋
一
日
）
と
全
世
界
の
武
装
解
除
を
も
つ
て
彼
の
反
戦
思
想
の
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
荷
江
は
以
上
の
如
く
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
ま
た
人
道
主
義
の
立
場
か
ら
、
反
戦
論
を
展
開
し
た
が
、
そ
れ
と
共
に
軍
隊
主
義
教
育
そ
の
も

の
を
も
人
間
性
を
無
硯
す
る
も
の
と
し
て
攻
撃
し
た
。

　
そ
も
そ
も
教
育
の
眼
目
と
は
自
主
的
精
神
の
啓
焚
と
併
せ
て
人
格
の
大
成
を
期
す
る
に
あ
る
、
し
か
る
に
「
軍
隊
主
義
は
此
の
自
主
の
精
神
を

賊
し
て
一
に
屈
服
を
彊
ひ
、
人
格
を
無
覗
し
て
只
だ
位
階
を
目
標
と
な
す
、
階
級
と
屈
從
と
は
是
れ
軍
隊
主
義
の
生
命
也
…
…
軍
隊
主
義
則
ち
實

に
此
奴
隷
的
制
度
を
眞
理
」
（
「
軍
隊
主
義
教
育
と
は
何
ぞ
」
新
紀
元
第
八
號
．
明
治
三
＋
九
年
六
月
＋
日
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な

軍
隊
主
義
教
育
は
軍
隊
内
か
む
學
校
教
育
に
ま
で
援
大
さ
れ
、
學
園
を
し
て
階
級
と
屈
從
を
生
命
と
す
る
「
賊
人
的
教
育
」
の
場
と
化
せ
し
め
、

「
物
食
ふ
劒
銃
の
製
作
場
」
（
前
掲
「
軍
隊
主
義
教
育
と
は
何
ぞ
」
）
と
な
さ
ん
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
結
局
職
雫
を
以
て
人
生
の
最
大
に
し
て



最
高
の
事
業
だ
と
し
、
常
に
外
國
と
の
戦
孚
を
豫
想
し
て
い
る
所
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
さ
ら
に
荷
江
は
こ
の
よ
う
な
軍
隊
主
義
を
支
え
て
い
る
地
盤
が
日
本
の
肚
會
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
家
長
專
制
の
も
と
に
妻
子
春
族
の

人
格
を
認
め
な
い
家
族
主
義
で
あ
り
、
そ
れ
の
膨
脹
と
し
て
の
君
主
專
制
政
治
で
あ
る
。
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
家
庭
と
國
家
の
裡
に
成
長
し
た

こ
と
か
ら
人
格
の
自
覧
な
く
、
自
由
の
自
信
が
な
い
、
ヒ
の
專
制
服
從
主
義
が
軍
隊
主
義
の
生
命
と
な
つ
て
い
る
の
だ
と
い
う
（
「
日
本
國
民
の
大
誘

惑
」
新
紀
元
第
十
二
號
・
明
治
三
十
九
年
十
月
十
日
）
。

　
教
育
の
目
標
を
自
主
獅
立
の
人
格
完
成
に
あ
る
と
す
る
倫
江
の
考
え
は
批
劃
の
蝕
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
軍
除
教
育
と
學
校
教
育
と
を
同
一
に

論
ず
る
こ
と
に
は
間
題
が
あ
る
が
、
軍
隊
内
に
お
け
る
人
間
性
の
喪
失
は
明
白
な
事
實
で
あ
つ
た
。
ま
た
こ
の
軍
隊
主
義
を
支
え
て
い
る
地
盤
が

日
本
の
杜
會
と
政
治
の
中
に
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
も
正
し
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
樹
江
は
こ
の
よ
う
な
軍
隊
主
義
の
欣
態
を
ど
う
見
て
い
た
で
あ
ろ

う
か
。
街
江
は
い
う
、
軍
隊
主
義
の
專
制
は
戦
孚
毎
に
加
わ
り
、
日
清
職
孚
の
結
果
蔓
濁
に
、
日
露
職
孚
の
結
果
朝
鮮
、
滞
洲
に
軍
政
を
敷
く
に

至
つ
た
と
そ
の
経
過
を
述
べ
て
、
以
後
彼
の
豫
言
が
つ
づ
く
。

　
「
是
れ
戦
孚
が
胎
み
た
る
必
然
の
産
見
に
し
て
、
而
し
て
後
年
其
母
を
泣
か
せ
父
を
食
ふ
べ
き
も
の
も
正
に
、
此
の
悪
童
也
。

　
思
へ
、
外
に
遽
く
軍
政
を
布
き
た
る
日
本
國
民
は
、
之
を
統
一
す
る
中
央
政
府
の
穫
力
を
輩
固
な
ら
し
め
ん
が
爲
め
に
、
又
た
必
然
軍
政
主
義

を
確
持
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
此
時
に
當
て
軍
除
の
椹
力
は
國
家
以
上
に
在
り
、
善
良
な
る
愚
學
者
は
講
義
し
て
曰
く
、
軍
除
は
國
家
防
衛
の
干
城

の
み
と
何
ぞ
知
ら
ん
、
軍
隊
は
國
民
鎭
歴
の
魔
力
に
外
な
ら
ざ
る
こ
と
を
、
此
時
に
當
て
國
會
何
か
あ
ら
ん
」
（
前
揚
「
日
本
國
民
の
大
誘
惑
」
）

　
樹
江
の
こ
の
豫
言
が
あ
ま
り
に
も
正
確
に
當
り
過
ぎ
た
こ
と
を
此
塵
で
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

　
荷
江
は
小
読
「
火
の
柱
」
の
主
人
公
篠
田
長
二
を
日
本
の
モ
ー
ゼ
と
し
て
描
い
た
が
、
實
は
彼
自
身
日
本
を
導
く
理
想
的
人
間
た
ら
ん
と
願
つ

た
。
が
し
か
し
、
當
時
の
肚
會
は
倫
江
を
受
け
容
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
限
界
が
あ
り
す
ぎ
た
。
彼
の
豫
言
が
正
當
に
理
解
さ
れ
る
ま
で
に
は
牛

世
紀
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
木
下
荷
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
八
八
五
）



　
　
木
下
樹
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
八
八
六
）

（
註
一
）
　
「
反
職
」
と
い
う
語
は
日
露
職
争
當
時
は
用
い
ら
れ
ず
專
ら
「
非
職
」
の
語
が
用
い
臥
れ
て
い
た
。
反
職
と
い
う
よ
う
に
な
つ
た
の
は
大
正
以
後
で
あ
る
が

　
（
松
下
芳
雄
「
反
職
蓮
動
史
」
二
頁
滲
照
）
反
職
も
非
職
も
内
容
に
は
憂
り
な
い
と
信
じ
、
本
稿
で
は
「
反
職
」
に
統
一
し
た
。

（
註
二
）
　
本
論
で
「
亭
民
新
聞
」
と
あ
る
は
「
週
刊
李
民
新
聞
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
反
國
瞠
思
想

　
前
節
に
お
い
て
観
て
き
た
尚
江
の
反
戦
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
來
る
絶
封
李
和
主
義
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
高
潔
な
人
道
精
紳

の
襲
現
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
彼
の
批
到
的
合
理
的
精
神
の
所
産
で
も
あ
つ
た
。
た
と
え
ば
李
時
紳
の
名
の
も
と
に
人
類
の
李
安
を
読
く

者
が
戦
火
一
度
び
あ
が
る
や
同
じ
神
の
名
の
も
と
に
「
聖
職
」
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
節
を
屈
す
る
も
甚
だ
し
き
限
り
で
あ
り
純
粋
な
樹
江
に

は
我
慢
し
切
れ
ぬ
所
で
あ
つ
た
。
ま
た
戦
孚
か
ら
う
け
る
犠
牲
は
下
に
重
く
、
そ
こ
よ
り
生
ず
る
利
釜
は
上
に
の
み
吸
い
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
、
或
い
は
軍
隊
内
の
人
間
性
喪
失
の
間
題
、
更
に
迷
盲
な
る
愛
國
心
な
ど
、
こ
う
い
つ
た
一
蓮
の
非
合
理
的
な
も
の
へ
の
怒
り
が
彼
の
反
戦
思

想
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
非
合
理
な
る
も
の
へ
の
攻
撃
、
虚
儒
の
假
面
を
剥
奪
す
る
と
い
5
批
到
精
神
を
最
も
高
度
に
饗
揮
し
、

他
の
何
人
も
到
達
し
得
な
い
所
ま
で
押
し
進
め
た
の
が
荷
江
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
反
國
艦
論
の
展
開
ま
で
持
つ
て
行
つ
た
。
荷
江
は
當
然
に
當

時
「
筆
頭
の
危
瞼
人
物
」
（
前
掲
「
神
．
人
間
．
自
由
」
六
頁
）
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
尚
江
の
い
う
「
神
國
的
日
本
思
想
帥
ち
日
本
の
主
椹
者
は
紳
商
に
て
世
界
特
殊
の
國
鵤
で
あ
る
と
云
ふ
醤
き
遺
傳
の
國
民
的
感
情
が
勃
然
と
し

て
欝
憤
の
頭
を
擾
げ
て
來
た
（
中
略
）
昨
日
ま
で
の
文
物
制
度
言
語
動
作
一
切
の
も
の
の
泰
西
の
形
式
に
模
倣
す
る
こ
と
が
文
明
の
精
紳
で
あ
る

と
考
へ
た
る
輕
薄
思
想
に
打
つ
て
替
つ
て
、
何
事
も
何
物
も
傳
來
の
古
き
日
本
流
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
前
掲
「
儀
悔
」
一
四
七
頁
）
と
い
う
國
粋

的
風
潮
が
擾
頭
し
て
き
た
の
は
敏
化
主
義
思
想
の
弊
害
が
よ
う
や
く
廣
く
肚
會
全
般
に
わ
た
つ
て
明
白
に
な
つ
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
森
有
禮
は
明

治憲

法
襲
布
の
當
日
臥
化
主
義
の
元
兇
と
目
さ
れ
て
暗
殺
さ
れ
、
翌
明
治
二
十
三
年
に
は
「
國
饅
ノ
精
華
」
を
も
つ
て
「
教
育
ノ
淵
源
」
と
す
る

教
育
勅
語
が
出
て
、
欧
化
主
義
思
潮
は
こ
こ
に
終
止
符
を
打
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
反
動
の
風
潮
が
日
毎
に
高
ま
り
、
紳
が
か
り
的
な
國
粋
的
感
情



が
横
行
し
だ
し
て
「
學
者
の
倫
理
學
と
云
ふ
も
の
が
手
の
裏
返
へ
す
よ
う
に
届
攣
し
（
中
略
）
神
國
的
感
情
の
大
風
が
吹
き
荒
さ
」
（
前
揚
「
域
悔
」

一
四
八
頁
）
ん
だ
時
、
既
に
述
べ
た
如
く
荷
江
は
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
呪
咀
の
屈
彊
な
武
器
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
つ
た
。

』
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
教
育
勅
語
の
精
神
と
衝
突
す
る
と
井
上
哲
次
郎
が
論
ず
る
や
（
明
治
二
＋
六
年
）
こ
こ
に
所
謂
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」

論
孚
が
起
り
、
キ
リ
ス
ト
教
界
は
著
し
く
日
本
化
の
傾
向
を
た
ど
つ
て
行
つ
た
。
こ
の
時
爾
江
は
次
の
よ
う
に
信
じ
て
い
た
。

　
「
國
髄
論
者
の
憂
ふ
る
所
は
眞
理
で
あ
る
。
基
督
教
は
日
本
の
國
髄
と
相
容
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
菅
に
日
本
の
國
鐙
の
み
な
ら
ず
、
萬
國
至

る
所
何
れ
の
國
髄
と
も
相
容
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
（
中
略
）
基
督
は
實
に
國
家
と
か
國
髄
と
か
愛
國
と
か
言
ふ
思
想
感
情
を
ば
根
本
か
ら
打
破
る
」

（
前
掲
「
俄
悔
」
一
四
九
頁
）
の
で
あ
る
と
。

　
こ
の
荷
江
の
主
張
を
讃
む
者
は
、
明
治
二
十
三
年
の
内
村
鑑
三
事
件
を
思
い
出
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
も
内
村
は
結
局
敬
禮
に
同
意
し

た
の
で
あ
つ
た
。
荷
江
が
「
筆
頭
の
危
険
人
物
」
で
あ
つ
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
り
、
紳
國
的
國
髄
思
想
の
虚
儒
を
攻
撃
す
る
際
の
最
大
の
擦
黙
は

實
に
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
荷
江
の
反
國
髄
思
想
の
論
理
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
術
江
は
「
毎
日
新
聞
紙
」
上
に
明
治
三
十
二
年
六
月
十
八
、
十
九
、
二
十
一
、
二
十
二
日
の
四
同
に
わ
た
り
「
伊
藤
侯
の
憲
法
論
を
讃
み
柳
か

所
懐
を
述
ぶ
」
と
い
う
論
読
を
蓮
載
し
た
が
、
そ
の
中
で
教
育
勅
語
を
利
用
し
偏
狭
固
随
な
紳
國
思
想
を
國
民
に
注
入
し
よ
う
と
す
る
教
育
方
針

を
次
の
如
く
批
劃
し
て
い
る
。

　
「
（
教
育
勅
語
は
）
之
を
拝
諦
す
る
に
、
國
民
た
る
普
通
の
徳
義
を
一
暦
明
白
に
示
し
給
へ
る
も
の
に
し
て
、
萬
民
の
元
よ
り
服
麿
し
て
怠
る
べ

か
ら
ざ
る
所
な
り
と
錐
も
、
夫
の
貴
族
的
專
椹
を
夢
想
せ
る
輩
が
一
．
種
固
晒
の
意
義
を
以
て
、
之
を
國
民
に
注
入
せ
ん
と
な
せ
る
教
育
政
略
に
至

り
て
は
、
吾
人
大
に
之
を
攻
撃
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
爾
來
忠
君
愛
國
の
良
字
面
は
極
め
て
頑
愚
狡
晒
の
解
繹
を
付
せ
ら
れ
て
、
國
民
思
想
の
稜
達

伸
暢
を
妨
げ
、
或
は
外
教
拒
絶
の
読
と
な
り
、
或
は
擁
夷
思
想
の
復
興
と
な
り
、
韓
々
し
て
今
や
堂
々
た
る
帝
國
大
學
の
教
授
を
し
て
、
日
本
主

義
の
美
名
の
下
に
、
公
然
君
主
神
穫
教
を
主
張
せ
し
む
る
に
至
れ
り
」
（
毎
日
新
聞
．
明
治
三
＋
二
年
六
月
二
士
百
）

　
　
　
木
下
荷
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
八
八
七
）



　
　
　
木
下
街
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
八
八
八
）

　
街
江
が
こ
こ
で
「
公
然
君
主
神
権
」
を
主
張
す
る
「
帝
國
大
學
教
授
」
と
い
う
の
は
穂
積
八
束
を
さ
す
の
で
あ
る
。
穂
積
は
明
治
二
十
四
年
八

月
二
十
五
日
「
法
學
新
報
」
第
五
號
に
「
民
法
出
デ
テ
忠
孝
亡
ブ
」
と
論
じ
、
翌
二
十
五
年
一
月
「
國
家
學
會
雑
誌
」
第
五
巻
第
六
十
號
に
「
組

先
教
ハ
公
法
ノ
源
ナ
リ
」
と
論
じ
た
。
更
に
穂
積
は
明
治
三
十
三
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
「
明
義
」
第
一
巻
第
｝
號
乃
至
第
三
號
誌
上
で

「
憲
法
ノ
精
紳
」
な
る
長
論
文
を
震
表
し
た
。

　
樹
江
は
こ
の
「
憲
法
ノ
精
紳
」
よ
り
「
我
民
族
ハ
同
組
ノ
血
類
ニ
シ
テ
我
萬
世
一
系
ノ
皇
位
ハ
帥
チ
民
族
ノ
始
阻
タ
ル
天
祀
ノ
婁
位
タ
ル
コ
ト

ヲ
追
想
シ
、
紳
聖
ナ
ル
皇
位
ヲ
崇
シ
其
威
疑
ノ
下
二
同
族
親
和
ノ
團
結
ヲ
成
シ
以
テ
千
古
ノ
歴
史
ノ
成
果
ヲ
擁
護
シ
日
新
ノ
國
蓮
ヲ
伸
張
セ
ソ
ト

欲
ス
是
レ
我
愛
國
ノ
精
紳
タ
リ
」
（
「
穗
積
八
束
博
士
論
丈
集
」
四
七
〇
頁
）
を
引
用
し
た
後
、
こ
れ
を
分
解
す
れ
ば
、
e
我
日
本
は
同
組
同
血
の
家
族

的
國
家
な
り
、
⇔
我
皇
室
は
則
ち
族
長
な
り
、
⑫
我
皇
位
の
神
聖
な
る
は
則
ち
組
先
教
の
信
仰
あ
る
が
爲
め
な
り
、
と
い
う
三
つ
の
間
題
に
露
着

す
る
だ
ろ
う
、
所
が
日
本
民
族
は
決
し
て
同
租
同
血
の
家
族
國
家
で
は
な
く
、
そ
れ
故
に
皇
室
は
族
長
た
る
筈
が
な
い
、
　
「
組
先
教
を
借
り
て
我

皇
室
の
尊
嚴
を
読
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
日
本
傳
來
の
信
仰
中
に
は
、
組
先
教
の
外
、
葬
日
教
、
拝
天
教
も
混
入
し
て
い
る
」
（
「
『
忠
君
愛
國
』

の
疑
問
」
毎
日
新
聞
・
明
治
三
＋
三
年
五
月
二
＋
二
日
）
で
は
な
い
か
と
組
先
教
を
以
て
皇
位
紳
聖
の
根
擦
と
な
す
穂
積
詮
の
誤
謬
を
指
摘
す
る
。
し
か

し
こ
れ
で
荷
江
の
追
求
が
終
つ
た
の
で
は
な
く
、
更
に
「
家
族
的
國
家
、
族
長
的
主
椹
、
組
先
教
的
信
仰
、
是
れ
皆
野
螢
朦
昧
時
代
の
紀
念
に
非

ず
や
、
博
士
が
之
を
捲
ぎ
來
つ
て
我
憲
法
の
精
紳
と
な
す
に
至
つ
て
は
、
眞
に
狂
人
の
沙
汰
と
言
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
　
（
前
掲
「
『
忠
君
愛
國
』
の
疑

問
」
）
と
當
時
最
高
の
憲
法
學
者
に
迫
る
の
で
あ
る
。

　
政
治
に
倫
理
に
教
育
に
職
孚
に
、
と
に
か
く
日
本
國
民
統
｝
の
中
心
と
し
て
「
尊
王
の
精
紳
」
が
読
か
れ
て
い
る
こ
と
が
街
江
に
は
ど
う
し
て

も
納
得
出
來
な
い
の
で
あ
つ
た
。
學
者
は
尊
王
心
の
読
明
と
し
て

　
一
、
國
法
上
の
辮
解
（
憲
法
…
…
穗
積
八
束
）

　
二
、
倫
理
上
の
辮
解
（
教
育
勅
語
…
－
井
上
哲
次
郎
）



の
二
つ
の
方
法
を
と
つ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
に
封
す
る
街
江
の
反
論
は
、
O
に
封
し
て
國
法
そ
れ
自
髄
が
人
生
の
最
高
法
則
で
は
な
い
、
⇔
に

封
し
て
は
倫
理
上
の
こ
と
は
帝
王
と
言
え
ど
も
絶
封
の
構
威
を
保
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
つ
た
（
前
揚
「
思
想
界
の
一
瞥
」
明
治
三
＋

七
年
四
月
）
。
そ
こ
で
學
者
は
宗
教
的
信
念
の
租
先
教
を
籍
り
て
尊
王
の
淵
源
を
読
く
が
、
こ
れ
は
既
述
の
如
き
理
由
で
「
狂
人
の
沙
汰
」
の
限
り

で
あ
る
と
樹
江
は
論
及
す
る
の
で
あ
る
。

　
樹
江
の
こ
の
國
髄
批
鋼
の
論
理
を
知
る
者
は
、
同
時
に
明
治
二
十
五
年
の
久
米
邦
武
事
件
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
久
米
の
論
文
「
神
道
は
祭
天

の
古
俗
」
は
皇
室
に
封
す
る
不
敬
、
國
饅
の
穀
損
、
國
史
の
侮
辱
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
も
つ
て
、
國
賊
の
名
を
與
え
ら
れ
彼
は
帝
國
大
學
教
授

の
職
を
失
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
久
米
は
、
君
臣
一
髄
は
國
髄
の
堅
固
を
示
す
も
の
で
思
え
ば
涙
の
出
る
程
で
あ
る
と
い
い
、
國
髄
肯
定
を

大
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
倫
江
の
鏡
鋒
は
更
に
突
き
進
み
、
　
「
吾
人
は
國
家
的
組
織
を
捧
げ
て
王
侯
の
意
志
に
一
任
す
る
こ
と
を
聡
る
さ
ざ
る
な
り
」
　
（
「
伊
藤
侯
に
呈
す
」

毎
日
新
聞
・
明
治
三
＋
二
年
九
月
三
＋
日
）
と
い
う
が
、
こ
れ
は
や
が
て
神
聖
不
可
侵
の
皇
室
に
ま
で
及
ぶ
。
尚
江
は
い
う
、
帝
王
の
家
に
生
ま
れ
な

か
つ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
と
い
う
者
が
あ
れ
ば
、
こ
の
直
言
は
不
敬
の
狂
人
の
言
葉
に
さ
れ
て
し
ま
う
、
し
か
し
各
人
の
胸
中
に
は
信
教
の
自
由
、

懇
愛
の
自
由
、
散
歩
遺
遙
の
自
由
の
な
い
帝
王
の
家
に
生
ま
れ
な
か
つ
た
こ
と
を
感
謝
す
、
と
い
う
私
語
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、
　
「
土
耳
其
皇
帝
は

錦
糸
の
囚
人
な
り
」
と
い
う
者
が
い
る
が
、
錦
糸
の
囚
人
は
た
だ
土
耳
其
皇
帝
だ
け
で
あ
ろ
う
か
、
　
「
皇
門
を
解
放
せ
よ
、
帝
王
と
其
家
族
と
を

救
い
出
せ
、
而
し
て
彼
等
に
李
民
の
自
由
を
與
へ
よ
」
（
「
無
題
録
」
毎
日
新
聞
．
明
治
三
＋
六
年
九
月
四
日
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
尾
崎
行
雄
が
「
共
和
政
治
を
主
張
し
た
の
で
は
な
く
、
か
へ
つ
て
そ
れ
と
は
反
封
の
意
味
で
道
義
奨
働
の
演
読
を
し
た
」
（
尾
崎
行
雄

「
謬
堂
同
顧
録
」
上
巻
二
八
一
頁
）
だ
け
で
文
相
の
地
位
を
群
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
の
が
明
治
三
十
一
年
八
月
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る

ま
い
。
内
村
、
久
米
或
い
は
尾
崎
に
せ
よ
、
彼
等
に
明
確
な
「
反
國
髄
思
想
」
が
あ
つ
た
わ
け
で
は
勿
論
な
く
、
一
寸
し
た
不
注
意
か
ら
不
敬
、

不
忠
の
名
を
も
つ
て
呼
ば
わ
れ
る
結
果
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
當
時
紳
國
的
國
髄
思
想
に
鰯
れ
よ
う
と
し
な
か
つ
た
の
は
世
人
一
般
の

　
　
　
木
下
荷
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
八
八
．
九
）



　
　
　
木
下
荷
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
八
九
〇
）

常
識
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
荷
江
を
除
く
肚
會
主
義
者
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
後
に
大
逆
事
件
の
首
領
と
さ
れ
た
幸
徳
秋
水
す
ら
皇
統
蓮
綿

た
る
「
組
宗
列
聖
が
常
に
肚
會
人
民
全
髄
の
李
和
と
進
歩
と
幸
輻
と
を
目
的
と
せ
ら
れ
た
る
が
爲
め
に
、
斯
る
繁
榮
を
來
し
た
の
で
あ
る
、
是
れ

實
に
東
洋
の
肚
會
主
義
者
が
誇
り
と
す
る
所
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
］
（
朝
報
肚
版
「
肚
會
主
義
紳
髄
」
一
三
三
頁
）
と
辮
解
し
た
。
ま
た
秋
水
は
民
主

主
義
は
共
和
政
治
の
専
有
物
で
な
く
、
立
君
政
治
と
爾
立
す
る
、
　
「
古
來
其
君
主
が
尤
も
完
全
に
、
尤
も
熱
心
に
之
を
執
持
し
、
代
表
し
、
實
行

せ
る
は
、
實
に
我
日
本
に
如
く
は
な
し
、
我
萬
世
一
系
の
寳
柞
、
宇
内
に
冠
絶
し
て
、
振
々
無
窮
に
榮
ふ
る
所
以
、
堂
に
偶
然
な
ら
ん
や
」
（
「
日

本
の
民
主
主
義
」
萬
朝
報
・
明
治
三
＋
四
年
五
月
三
＋
日
）
と
し
て
歴
代
の
天
皇
を
民
主
主
義
の
擁
護
者
と
辮
護
し
た
。
幸
徳
は
近
代
思
想
の
襲
展
を
妨

げ
て
い
た
神
國
的
國
饅
思
想
の
虚
鶴
と
鶴
善
を
批
到
し
、
暴
露
す
る
こ
と
す
ら
氣
づ
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
荷
江
が
當
時
に
あ
つ
て
得
が
た
き
特
異
な
思
想
家
で
あ
つ
た
理
由
は
こ
の
天
皇
紳
構
の
國
饅
思
想
に
敢
然
と
挑
戦
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

荷
江
に
と
つ
て
は
他
の
肚
會
問
題
、
す
な
わ
ち
慶
娼
問
題
、
鑛
毒
問
題
、
婦
人
解
放
問
題
、
家
族
制
度
の
間
題
か
ら
政
治
上
の
普
通
選
學
の
間
題
、

或
い
は
反
戦
蓮
動
な
ど
一
つ
と
し
て
重
要
で
な
い
も
の
は
な
か
つ
た
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
追
求
し
て
ゆ
く
と
、
ど
う
し
て
も
そ
の
根
底
に
お
い

て
突
き
あ
た
る
も
の
が
あ
つ
た
。
そ
れ
が
神
國
的
國
饅
思
想
で
あ
り
こ
れ
こ
そ
が
一
切
の
改
革
の
妨
げ
と
な
つ
て
い
る
と
考
え
た
荷
江
は
、
敢
然

と
し
て
そ
れ
に
挑
戦
し
て
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
爲
他
の
肚
會
主
義
者
は
警
覗
魔
か
ら
注
意
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
つ
た
が
》
街
江
一
人
だ
け

は
宮
内
省
か
ら
謎
硯
さ
れ
、
内
務
省
も
荷
江
を
第
一
危
瞼
人
物
と
し
て
い
た
と
い
う
（
柳
田
泉
外
「
頗
躰
燦
肺
鮒
彫
硝
木
下
樹
江
」
世
界
・
昭
和
三
＋
年

六
月
）
。

　
し
か
し
荷
江
を
煙
つ
た
が
つ
て
い
た
の
は
何
も
宮
内
省
や
内
務
省
だ
け
で
は
な
く
、
術
江
の
仲
間
の
杜
會
主
義
者
も
同
様
で
あ
つ
た
。

　
「
僕
の
演
読
は
、
勢
ひ
自
然
に
い
は
ゆ
る
『
國
饅
論
』
に
鰯
れ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
僕
は
筆
頭
の
危
瞼
人
物
に
な
つ
た
も
の
ら
し
い
。
幸
徳
が

非
常
な
不
満
で
あ
つ
た
。
或
日
、
幸
徳
が
ワ
ザ
ワ
ザ
尋
ね
て
來
て

　
『
君
、
肚
會
主
義
の
主
張
は
、
経
濟
組
織
の
改
革
ぢ
や
な
い
か
。
國
髄
政
髄
に
も
闘
係
は
無
い
。
君
の
や
う
な
男
が
あ
る
た
め
に
、
「
肚
會
主
義
」



が
世
間
か
ら
誤
解
さ
れ
る
。
非
常
に
迷
惑
だ
』

か
う
い
つ
て
僕
を
面
責
し
た
」
（
前
揚
「
紳
・
人
間
．
自
由
」
六
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
高
坂
正
顯
氏
は
筆
者
を
し
て
全
く
堪
能
せ
し
め
た
秀
れ
た
る
螢
作
「
明
治
文
化
史
・
思
想
編
」
を
世
に
問
わ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
尚
江

は
決
し
て
獅
創
的
な
思
想
家
で
な
か
つ
た
と
い
つ
て
い
る
（
三
五
五
頁
）
。
高
坂
氏
が
い
5
「
凋
創
的
思
想
家
」
と
は
如
何
な
る
人
々
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
か
。
明
治
の
思
想
家
に
し
て
外
來
思
想
の
影
響
を
受
け
な
い
濁
創
的
な
思
想
家
が
一
人
で
も
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
荷
江
の
他
の
思
想
に
お

い
で
は
高
坂
氏
の
意
見
に
同
意
す
る
が
、
少
く
と
も
國
髄
の
批
到
と
い
う
一
黙
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
勇
敢
に
積
極
的
に
言
論
と
實
饒
と
を
一
致
せ

し
め
た
思
想
家
が
他
に
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
黙
高
坂
氏
の
詮
に
賛
成
で
き
る
も
の
で
な
く
、
荷
江
の
存
在
を
最
も
高
か
ら
し
め
る
所

以
を
彼
の
反
國
饅
思
想
の
中
に
獲
見
す
る
の
で
あ
る
。
高
坂
氏
は
荷
江
を
「
明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
へ
の
際
に
お
け
る
日
本
人
の
思
想
的

苦
悶
の
一
面
を
彼
が
示
し
て
い
た
」
（
三
五
五
頁
）
と
い
う
面
か
ら
だ
け
で
と
ら
え
て
い
る
た
め
に
、
荷
江
の
特
異
な
面
、
す
な
わ
ち
彼
の
國
髄
批

鋼
に
つ
い
て
氣
づ
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
、
普
通
選
墨
の
思
想

　
す
で
に
「
序
論
」
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
普
通
選
學
穫
獲
得
を
目
ざ
し
て
實
践
蓮
動
に
樹
江
が
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
普
通
選

學
蓮
動
史
の
第
一
頁
を
飾
る
肚
學
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
ぬ
所
で
あ
る
が
、
當
時
の
肚
會
主
義
者
の
中
に
あ
つ
て
「
筆
頭
の
危
瞼
人
物
」
で
あ
つ
た

倫
江
が
、
改
革
の
唯
一
の
方
法
と
し
て
こ
の
普
通
選
墾
槽
の
獲
得
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
黙
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
明
治
二
十
三
年
七
月
、
第
一
同
総
選
學
が
行
わ
れ
た
が
、
貴
衆
爾
院
選
墾
法
に
は
、
そ
の
被
選
學
人
資
格
に
つ
い
て
は
三
十
歳
以
上
の
男
子
、

直
接
國
視
十
五
圓
以
上
を
納
め
る
者
（
第
三
章
第
八
條
）
と
定
め
、
ま
た
選
畢
人
資
格
に
ワ
い
て
は
二
十
五
歳
以
上
の
男
子
で
直
接
國
税
十
五
圓
以

上
を
納
め
る
者
（
第
二
章
第
六
條
）
と
規
定
し
た
が
、
當
時
こ
の
選
學
人
資
格
に
該
當
す
る
者
は
全
國
総
人
口
の
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
か

　
　
　
木
下
荷
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
八
九
一
）



　
　
　
木
下
街
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
八
九
二
）

つ
た
。
徳
富
蘇
峰
は
こ
の
制
限
選
撃
法
を
次
の
如
く
批
到
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
衆
議
院
議
員
の
熱
望
者
出
で
來
り
て
、
地
慣
騰
れ
り
。
地

債
の
政
熱
と
倶
に
昂
昇
し
た
る
を
見
れ
ば
、
土
地
と
政
治
と
の
淺
か
ら
ざ
る
關
係
を
有
す
る
こ
と
は
丈
知
る
べ
き
の
み
。
我
國
の
政
穫
な
る
も
の

は
四
十
萬
乃
至
五
十
萬
の
地
主
に
分
配
せ
ら
れ
た
る
も
の
云
々
」
（
「
土
地
の
所
有
者
は
政
椹
の
所
有
者
也
」
國
民
之
友
．
明
治
二
＋
三
年
三
月
）
と
。

　
か
よ
う
に
財
産
資
格
に
よ
る
制
限
選
學
法
が
非
民
主
的
な
り
と
観
破
し
た
開
明
的
知
識
人
は
、
こ
の
法
の
成
立
と
共
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、

普
通
選
學
椹
獲
得
の
實
践
蓮
動
は
明
治
三
十
年
七
月
の
「
信
州
普
通
選
學
期
成
同
盟
」
の
生
誕
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
中
村
太
八

郎
、
田
村
武
七
ら
と
共
に
こ
の
蓮
動
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
つ
た
樹
江
は
こ
の
時
の
決
意
を
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
「
塵
に
汚
れ
ぬ
信
州
の
山
奥
か
ら
、
純
白
な
る
民
主
々
義
の
絶
叫
を
學
げ
よ
う
と
云
ふ
の
が
、
實
に
滞
身
の
熱
’
望
で
あ
つ
た
、
予
は
自
ら
徽
文

を
起
草
し
て
配
布
し
、
演
読
會
を
開
い
て
蓮
動
の
旗
揚
げ
を
し
た
、
先
ず
郷
里
に
多
少
の
地
盤
を
据
へ
た
後
に
東
京
へ
持
ち
出
し
、
明
治
の
維
新

が
『
尊
王
討
幕
』
の
符
調
で
出
來
た
る
如
く
、
『
普
通
選
學
』
の
一
語
を
ば
、
第
二
維
新
の
符
調
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
つ
た
」
（
前
掲
「
儀
悔
」
一

七
一
ー
二
頁
）

　
こ
の
時
荷
江
の
起
草
し
た
『
普
通
選
畢
ヲ
請
願
ス
ル
ノ
趣
意
』
が
「
明
治
文
化
全
集
杜
會
篇
」
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
彼
の

思
想
を
み
て
み
る
と
、
普
通
選
睾
を
「
立
憲
政
治
ノ
第
一
ノ
原
理
」
で
あ
り
、
「
我
憲
章
ノ
巻
頭
二
於
テ
大
書
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
リ
シ
也
」
と
そ

れ
が
立
憲
政
治
に
不
可
飲
な
る
も
の
と
し
て
大
前
提
に
置
い
て
い
る
。

　
當
時
の
爲
政
者
が
普
通
選
學
を
恐
れ
た
理
由
は
、
こ
れ
が
實
施
さ
れ
れ
ぽ
無
産
無
學
の
徒
が
政
治
を
弄
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
つ

た
が
、
こ
れ
に
封
し
て
荷
江
は
次
の
如
く
答
え
た
。
す
な
わ
ち
、
無
産
無
學
の
輩
も
團
結
せ
し
め
れ
ば
意
外
に
怜
痢
な
る
識
見
情
義
が
あ
り
、
こ

れ
を
「
少
数
ナ
ル
有
産
有
智
ノ
徒
ガ
、
私
利
私
釜
ノ
爲
メ
ニ
、
或
ハ
離
合
シ
或
ハ
集
散
シ
、
羊
皮
ヲ
被
リ
テ
虎
狼
ノ
慾
ヲ
逞
フ
ス
ル
者
二
比
ス
レ

バ
、
寧
ロ
後
者
ヲ
撞
ケ
テ
前
者
ヲ
揚
グ
ル
ノ
正
シ
キ
ヲ
感
ズ
ベ
シ
」
と
し
、
更
に
無
産
無
學
の
階
級
に
政
治
上
の
實
櫨
を
分
與
せ
し
め
る
こ
と
に

よ
つ
て
彼
等
の
國
家
肚
會
に
封
す
る
責
任
を
自
覧
せ
し
め
て
こ
そ
「
立
憲
政
治
ノ
目
的
始
メ
テ
成
功
ヲ
得
ル
ニ
非
ズ
ヤ
」
そ
れ
を
無
産
無
學
の
階



級
ば
制
限
選
學
か
ら
生
ず
る
弊
害
だ
け
を
受
け
て
こ
れ
の
改
善
の
道
を
知
ら
ず
、
た
だ
怨
望
冷
眼
沈
黙
し
て
い
る
だ
げ
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
立

憲
政
治
の
破
壌
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
つ
た
。

　
山
深
き
信
州
に
あ
げ
た
普
通
選
撃
要
求
の
聲
は
、
二
年
後
に
中
央
に
波
及
し
「
普
通
選
學
期
成
同
盟
」
（
明
治
三
＋
二
年
＋
月
）
が
結
成
さ
れ
、

既
に
上
京
し
て
い
た
荷
江
は
中
村
太
八
郎
ら
と
共
に
こ
の
蓮
動
の
中
心
人
物
と
な
つ
た
。
明
治
三
十
五
年
五
月
に
は
機
關
誌
「
普
通
選
畢
」
を
稜

行
し
、
倫
江
の
論
文
は
「
一
言
一
句
政
府
の
謄
を
寒
か
ら
し
め
、
資
本
家
を
戦
漂
せ
し
め
た
」
（
「
松
本
市
史
」
下
巻
七
〇
九
頁
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
（
註
一
）

　
荷
江
は
衆
議
院
選
學
に
二
度
立
候
補
し
て
い
る
。
，
明
治
三
十
五
年
八
月
に
は
前
橋
市
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
推
さ
れ
て
立
候
補
し
、
明
治
三
十
八

年
五
月
十
六
日
に
は
日
露
戦
争
の
眞
只
中
で
「
品
性
、
學
識
、
才
能
（
殊
に
雄
辮
）
に
お
い
て
同
志
中
に
卓
越
」
（
直
言
第
二
巻
第
＋
五
號
．
明
治
三

＋
八
年
五
月
＋
四
日
「
推
薦
妖
」
）
せ
る
者
と
し
て
『
杜
會
主
義
同
志
』
に
推
薦
さ
れ
て
東
京
市
の
衆
議
院
補
嵌
選
學
に
臨
ん
だ
。

　
い
ま
東
京
市
よ
り
立
候
補
し
た
荷
江
の
主
張
の
中
か
ら
普
通
選
學
に
封
す
る
考
え
を
見
よ
う
。
こ
の
時
の
選
撃
戦
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
普
通
選

撃
の
實
現
を
必
期
す
」
の
た
だ
一
條
に
絞
つ
た
。
彼
は
「
直
言
」
第
二
巻
第
十
五
號
誌
上
に
立
候
補
の
『
宜
言
書
』
を
獲
表
し
た
が
、
そ
こ
に
お

い
て
彼
の
政
見
綱
領
と
し
て
い
る
の
は
「
肚
會
主
義
」
の
一
語
で
切
實
明
確
な
宣
言
と
な
る
と
し
、
そ
れ
の
實
現
の
手
段
と
し
て
「
他
な
し
選
學

法
の
改
革
是
れ
也
、
現
行
選
撃
法
の
根
本
的
革
新
是
れ
也
、
約
言
す
れ
ば
『
普
通
選
學
』
の
實
行
即
ち
是
れ
也
」
と
し
て
い
る
。
街
江
は
他
の
杜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

會
主
義
者
と
同
様
、
議
會
主
義
を
通
じ
て
の
肚
會
主
義
實
現
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　
普
通
選
學
穫
の
獲
得
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
で
は
選
奉
椹
の
有
資
格
者
に
つ
い
て
具
饅
的
に
ど
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
の
『
趣
意
』

に
お
い
て
は
「
代
議
士
選
撃
被
選
撃
ノ
資
格
ヲ
制
限
シ
、
特
二
財
産
上
ノ
制
限
」
を
不
都
合
と
し
て
い
る
の
み
で
、
こ
の
場
合
女
子
は
ど
う
す
る

の
か
、
或
い
は
年
齢
資
格
は
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
全
く
鰯
れ
て
い
な
い
。
も
つ
と
も
『
趣
意
』
よ
り
三
ヶ
月
後
に
「
長
野
縣
東

筑
摩
郡
松
本
町
外
町
村
人
民
千
百
十
名
」
が
貴
衆
爾
院
に
請
願
し
た
「
普
通
選
學
請
願
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
全
國
ヲ
通
ジ
テ
代
議
二
参
與
ス
ル
者

ハ
、
四
十
六
萬
八
千
人
二
止
マ
リ
、
其
ノ
蝕
ノ
三
百
七
十
蝕
萬
人
ノ
公
民
一
干
三
百
飴
萬
人
ノ
非
公
民
男
子
ハ
、
曾
テ
代
議
選
學
ノ
事
ニ
ダ
モ
預

　
　
　
木
下
荷
江
に
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る
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代
思
想
の
展
開
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三
）



　
　
　
木
下
術
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
八
九
四
）

ラ
ズ
」
（
「
明
治
丈
化
全
集
肚
會
篇
」
五
一
五
頁
）
と
制
限
選
撃
の
非
を
難
じ
て
い
る
所
か
ら
推
し
て
女
子
は
普
通
選
學
権
の
封
象
に
さ
れ
て
い
な
か
つ

た
と
見
て
よ
く
、
男
子
の
資
格
年
齢
に
つ
い
て
も
別
に
異
議
が
な
か
つ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
が
『
宣
言
書
』
で
「
一
毛
だ
も
懸
直
」
な
し
で
公
約
し
て
い
る
こ
と
は
「
丁
年
以
上
の
國
民
は
凡
て
直
ち
に
選
學
に
關
與
す
る
の
責
任

あ
る
こ
と
を
信
ず
る
が
故
に
、
選
學
構
の
得
有
は
自
明
の
眞
理
な
る
こ
と
を
唱
道
す
、
量
に
復
た
其
間
に
男
女
の
差
を
問
は
ん
や
」
と
し
て
い
る

の
で
も
明
白
な
如
く
、
財
産
の
有
無
は
一
切
問
わ
ず
、
更
に
二
十
歳
以
上
の
男
女
國
民
全
部
に
選
撃
椹
あ
り
と
し
て
い
る
。

　
さ
き
の
『
趣
意
』
と
こ
の
『
宣
言
書
』
と
の
間
に
は
八
年
の
年
月
が
あ
つ
た
が
、
こ
の
間
に
荷
江
を
し
て
普
通
選
學
の
有
資
格
者
を
か
く
も
廣

範
に
振
張
せ
し
め
た
動
機
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
日
露
戦
孚
に
お
け
る
國
民
の
果
た
し
た
重
大
な
役
割
に
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
の
『
趣

意
』
で
は
普
通
選
學
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
立
憲
政
治
が
全
う
さ
れ
る
と
す
る
「
政
理
原
則
ノ
認
識
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
論
理
で
あ
つ
た
が
、
『
宣

言
書
』
で
は
「
國
民
の
最
大
多
歎
は
事
實
上
に
於
て
立
憲
政
治
以
外
の
浪
人
也
、
而
し
て
兵
卒
の
課
役
と
戦
費
の
負
捲
と
は
、
此
の
浪
人
た
る
農

民
職
工
等
（
紳
士
閥
の
所
謂
最
下
暦
の
賎
民
）
の
任
務
」
で
あ
る
、
こ
の
過
大
な
る
義
務
を
負
う
も
の
は
ま
た
そ
の
椹
利
も
有
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
論
理
に
進
む
。
こ
の
よ
う
に
街
江
は
普
通
選
畢
の
實
現
は
義
務
を
負
う
者
の
當
然
の
穫
利
と
考
え
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
「
帝
國
主
義

の
大
敵
は
普
通
選
學
也
、
無
構
利
の
賎
民
多
か
ら
ず
ん
ば
資
本
家
政
治
は
成
効
せ
ざ
る
也
。
軍
隊
政
治
は
成
効
せ
ざ
る
也
」
故
に
「
筍
も
民
政
の

襲
達
肚
會
の
康
寧
を
欲
す
る
者
（
中
略
）
人
格
の
獅
立
を
重
ん
ず
る
も
の
は
來
れ
。
肚
會
の
李
和
を
尊
ぶ
も
の
は
來
れ
」
と
李
和
と
民
主
主
義
の
防

量
と
し
て
普
通
選
學
を
考
え
て
い
た
。
荷
江
は
戦
後
『
新
紀
元
』
創
刊
號
杜
読
の
「
目
前
の
二
大
急
務
」
（
明
治
三
＋
八
年
＋
一
月
＋
日
）
な
る
論
文

に
お
い
て
「
普
通
選
撃
制
度
の
實
施
」
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
旨
は
さ
き
の
『
宣
言
書
』
と
殆
ど
同
じ
で
あ
つ
た
。
こ
の
杜
読
は
「
男
女

の
性
別
の
如
き
は
元
よ
り
間
ふ
斯
に
非
る
な
り
、
世
間
若
し
街
ほ
女
子
の
選
學
穫
を
怪
む
も
の
あ
ら
ん
乎
、
吾
人
は
敢
て
女
子
は
國
民
に
非
ざ
る

や
否
や
を
反
問
せ
ん
と
欲
す
る
也
」
と
結
ん
だ
。

　
栂
江
の
普
通
選
學
の
思
想
拡
必
ず
し
も
濁
創
的
な
も
の
で
は
な
く
、
當
時
の
知
識
人
の
共
通
の
願
い
で
あ
つ
た
。
『
信
州
普
通
選
學
期
成
同
盟
』



に
お
け
る
彼
の
活
動
も
、
そ
の
源
を
た
ゼ
れ
ば
東
京
京
橋
匿
新
肴
町
に
『
肚
會
間
題
研
究
會
事
務
所
』
が
あ
り
、
そ
こ
に
鳩
山
和
夫
、
松
村
介

石
、
三
宅
雄
二
郎
な
ど
と
共
に
中
村
太
八
郎
が
出
入
り
し
普
通
選
學
を
論
じ
、
そ
れ
よ
り
後
中
村
が
瞬
郷
し
こ
の
思
想
の
普
及
に
努
め
尚
江
が
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
セ

鳴
し
た
の
で
あ
つ
た
（
前
掲
「
松
本
市
史
」
下
巻
七
〇
五
ー
六
頁
）
。

　
ま
た
枇
會
主
義
蓮
動
中
の
彼
の
普
通
選
學
の
思
想
も
他
の
同
志
と
考
え
を
等
し
く
す
る
所
で
あ
つ
た
。
更
に
戦
後
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
は
普

通
選
學
に
絶
鉗
反
謝
を
唱
え
て
い
た
島
田
三
郎
す
ら
「
殉
國
犠
牲
の
精
神
を
叢
揮
す
る
人
民
」
を
「
参
政
槽
外
に
置
く
は
、
是
れ
不
論
理
の
尤
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

し
き
者
な
り
」
（
「
職
後
経
管
の
第
一
義
ー
選
學
椹
の
大
援
張
ー
」
太
陽
第
＋
一
巻
第
＋
號
．
明
治
三
＋
八
年
七
月
一
日
）
と
い
い
、
ま
た
建
部
趣
吉
博
士

も
「
國
家
に
封
し
て
人
間
の
最
も
貴
重
な
る
血
税
を
供
給
す
る
に
於
い
て
最
大
部
分
を
負
旛
す
る
李
民
の
階
級
が
國
家
の
政
治
に
關
し
て
何
等
の

焚
言
椹
を
有
せ
ざ
る
と
の
演
理
非
道
な
る
は
多
言
を
費
さ
ず
し
て
明
な
り
」
（
「
我
國
今
後
の
肚
會
問
題
」
太
陽
第
＋
一
巻
第
＋
四
號
．
明
治
三
＋
八
年
＋
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
四
）

月
一
日
）
と
論
じ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
彼
の
普
通
選
墾
の
思
想
は
當
時
の
知
識
入
・
．
鰯
共
通
す
る
も
の
を
多
分
に
も
つ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
存
在
の
特

色
は
こ
の
思
想
を
實
現
す
る
た
め
に
實
際
蓮
動
を
行
つ
た
と
い
う
黙
に
あ
る
だ
ろ
う
。
信
州
に
お
け
る
運
動
は
わ
が
國
普
通
選
學
蓮
動
史
上
の
第

一
頁
を
飾
つ
た
快
事
で
あ
り
、
二
同
に
わ
た
る
衆
議
院
議
員
立
候
補
は
我
國
最
初
の
肚
會
主
義
者
の
立
候
補
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
選
學
戦
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
が
「
普
通
選
學
」
に
あ
つ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

（
註
一
）
　
前
橋
市
に
お
け
る
選
畢
の
結
果
（
萬
朝
報
・
明
治
三
十
五
年
八
月
十
二
日
）

　
當
選
　
下
村
善
右
衛
門
（
中
立
派
）
三
六
六
票

　
次
黙
　
高
橋
諄
三
郎
　
　
（
政
友
會
）
　
百
十
票

　
　
　
木
下
樹
江
　
　
　
　
　
　
　
二
十
九
票

　
「
道
徳
に
於
て
は
『
愛
』
の
、
政
治
に
於
て
は
非
帝
國
主
義
の
、
経
濟
に
於
て
は
杜
會
主
義
の
、
大
傳
道
」
が
彼
の
選
畢
運
動
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
も
有
穫
者
の

　
演
説
傍
聴
は
妨
げ
ら
れ
、
演
説
會
場
の
貸
借
を
妨
げ
ら
れ
淺
猿
し
き
洗
言
を
放
た
れ
る
と
い
う
選
畢
妨
害
（
幸
徳
秋
水
「
義
職
」
萬
朝
報
・
明
治
三
十
五
年
八
月

　
　
・
木
下
荷
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
八
九
五
）



　
　
　
木
下
樹
江
に
お
げ
る
近
代
思
想
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
八
九
六
）

　
十
四
日
）
の
も
と
で
獲
得
し
た
貴
重
な
二
十
九
票
で
あ
つ
た
。

（
註
二
）
　
幸
徳
秋
水
が
反
議
會
主
義
の
方
向
に
傾
斜
し
だ
し
た
の
は
渡
米
（
明
治
三
＋
八
年
＋
一
月
）
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
樹
江
の
補
駅
逡
畢
の
結
果
に
つ
い
て

　
「
木
下
兄
の
三
十
二
票
の
如
き
寧
ろ
望
外
の
好
果
な
り
。
快
哉
を
叫
ば
ざ
ら
ん
や
」
（
塵
田
庄
兵
衛
編
「
幸
徳
秋
水
の
日
記
と
書
簡
」
一
九
一
頁
）
と
感
想
を
述
べ

　
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
こ
の
當
時
は
議
會
主
義
者
で
あ
つ
た
。
幸
徳
に
し
て
か
く
の
如
き
で
あ
り
、
選
畢
委
員
長
を
し
た
堺
枯
川
は
い
5
ま
で
も
な

　
く
、
他
の
杜
會
主
義
者
も
す
べ
て
議
會
主
義
者
で
あ
つ
た
。

　
　
こ
の
選
畢
に
お
い
て
杜
會
黛
一
入
の
候
補
者
に
「
五
十
萬
噸
の
海
軍
を
有
し
、
百
萬
の
軍
隊
を
有
す
る
日
本
政
府
」
　
（
直
言
第
二
巻
第
十
五
號
．
明
治
三
十
八

　
年
五
月
十
四
日
）
は
総
力
を
上
げ
て
選
畢
干
渉
を
行
い
浦
足
な
演
説
會
は
一
度
も
出
來
な
か
つ
た
。

　
　
東
京
市
衆
議
院
補
鮫
選
畢
の
結
果
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
毎
日
新
聞
・
明
治
三
十
八
年
五
月
十
八
日
）

　
當
選
　
林
　
謙
三
（
準
進
歩
派
）
五
三
〇
三
票

　
次
鮎
　
江
間
俊
一
　
（
政
友
會
）
三
七
六
九
票

　
　
　
　
木
下
荷
江
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
票

　
　
荷
江
の
獲
得
投
票
数
の
内
課
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
毎
日
新
聞
右
同
及
び
直
言
第
二
巻
第
十
六
號
・
明
治
三
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）

　
　
　
神
田
六
、
日
本
橋
九
、
京
橋
九
、
淺
草
一
、
本
郷
一
、
牛
込
一
、
四
谷
O
、
深
川
一
、
麹
町
○
、
芝
一
、
麻
布
二
、
下
谷
○
、
赤
坂
O
、
小
石
川
一
、
本
所

　
　
　
○
、
計
三
二
。

　
　
な
お
参
考
ま
で
に
記
せ
ば
堺
枯
川
が
大
正
六
年
に
東
京
市
よ
り
衆
議
院
議
員
に
立
候
補
し
た
時
の
得
票
数
は
二
十
五
票
で
あ
る
。

（
註
三
）
　
島
田
三
郎
は
こ
れ
よ
り
先
、
明
治
三
十
八
年
三
月
二
十
四
日
「
毎
日
新
聞
」
紙
上
に
「
選
畢
椹
と
兵
役
」
な
る
論
文
を
螢
表
し
た
。
す
な
わ
ち
明
治
三
十

　
三
年
選
學
法
改
正
案
が
議
場
で
討
論
さ
れ
た
時
、
彼
は
「
五
圓
納
税
者
に
選
畢
椹
を
與
ふ
べ
し
と
の
説
に
反
封
し
た
」
が
、
そ
の
後
の
國
會
に
お
け
る
立
法
朕
況

　
を
見
て
い
る
と
「
階
級
立
法
に
傾
く
の
弊
」
が
あ
り
「
國
會
は
一
般
國
民
の
代
表
に
非
ず
し
て
、
一
部
階
級
の
代
理
」
た
ら
ん
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
國
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ら
　
ム
　
ら

　
途
を
誤
ま
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
想
う
に
至
り
、
そ
こ
で
國
を
健
全
に
前
進
さ
せ
る
方
法
を
「
選
畢
穫
捜
張
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
「
國
家
の
安
危
を
分
措

　
ム
　
ム
　
あ
　
ム
　
ム
　
あ
　
ム
　
ム
　
ム
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム

　
す
る
者
は
國
政
に
参
與
す
る
椹
利
あ
る
べ
し
と
の
結
論
に
到
着
し
た
り
、
予
は
現
下
此
信
念
を
有
し
、
職
後
経
螢
の
一
事
と
し
て
、
選
畢
椹
横
張
を
主
張
せ
ん
と

　
欲
す
る
者
な
り
」
と
い
う
の
が
島
田
の
選
翠
権
擾
張
の
骨
子
で
あ
つ
た
が
、
島
田
が
既
往
の
見
解
を
放
棄
し
て
こ
の
新
し
い
立
場
に
立
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
樹
江

　
は
直
ち
に
「
直
言
」
紙
上
に
「
足
下
指
導
の
下
に
立
て
る
毎
日
新
聞
記
者
と
し
て
の
僕
に
取
つ
て
眞
に
室
前
の
大
歓
喜
」
（
「
島
田
先
生
に
呈
す
」
明
治
三
十
八
年

　
四
月
二
日
）
で
あ
る
と
そ
の
彊
力
な
る
味
方
を
得
た
喜
び
を
登
表
し
た
。

（
註
四
）
　
島
田
三
郎
、
建
部
遜
吉
は
普
通
選
畢
の
實
現
と
は
言
う
が
、
有
贅
格
者
を
何
歳
以
上
に
す
る
か
、
性
に
よ
る
差
別
を
設
け
る
の
か
設
け
な
い
の
か
、
と
い



う
こ
と
は
此
虎
で
は
鯛
れ
て
い
な
い
。

五
、
影
響
と
批
到

　
明
治
三
十
六
年
二
月
六
日
、
荷
江
は
中
央
公
堂
で
開
催
さ
れ
た
肚
會
主
義
大
演
読
會
に
お
い
て
「
哲
學
會
事
件
と
倫
理
間
題
」
と
題
し
講
演
し

た
。
こ
れ
を
題
い
た
有
島
武
郎
は
そ
の
日
の
日
記
に
「
木
下
氏
の
演
読
は
實
に
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
僕
は
そ
ぞ
ろ
に
彼
の
人
格
の
美
し

さ
を
も
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
教
育
勅
語
を
論
ぜ
ん
と
し
た
時
、
演
読
中
止
の
命
令
が
降
つ
た
」
（
叢
丈
閣
版
「
有
島
武
郎
全
集
」
第
＋
一
巻
三
九

八
頁
）
と
記
し
た
。
こ
の
教
育
勅
語
批
到
は
街
江
の
最
も
好
ん
だ
演
題
で
日
本
の
進
歩
を
は
ば
む
も
の
と
し
て
教
育
勅
語
に
如
く
も
の
は
な
く
、

こ
れ
を
速
や
か
に
改
正
せ
よ
と
い
う
の
が
尚
江
の
意
見
で
あ
つ
た
。
明
治
三
十
六
年
群
馬
縣
吾
妻
郡
原
町
の
演
論
會
で
教
育
勅
語
を
批
到
し
た

が
、
こ
れ
が
勅
語
を
私
議
す
る
も
の
と
し
て
問
題
と
な
り
吾
妻
郡
教
育
會
が
全
員
群
職
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
つ
た
　
（
武
田
清
子
「
臣
民
教
育
と
キ

リ
ス
ト
教
人
間
観
〔
上
〕
」
思
想
・
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
）
。

　
荷
江
か
ら
影
響
を
受
け
た
人
々
は
枚
學
に
暇
が
な
い
く
ら
い
で
あ
る
が
、
今
こ
こ
に
数
人
の
名
を
撃
げ
れ
ば
、
先
の
有
島
の
外
に
武
者
小
路
實

篤
（
彼
の
小
説
「
或
る
男
」
）
、
木
村
毅
（
大
正
＋
五
年
三
月
「
丈
藝
東
西
南
北
」
）
、
紳
崎
清
（
昭
和
三
＋
年
八
月
二
＋
九
日
・
日
本
讃
書
新
聞
）
、
山
川
菊
榮
（
「
女

二
代
の
記
」
）
、
李
塚
雷
鳥
（
「
わ
た
し
の
歩
い
た
道
」
）
、
松
岡
駒
吉
（
「
民
主
肚
會
主
義
」
第
三
＋
九
號
）
な
ど
の
諸
氏
が
い
る
が
、
更
に
今
一
人
河
上
肇

の
街
江
よ
り
受
け
た
影
響
は
書
き
落
す
こ
と
が
出
來
な
い
。
河
上
は
「
私
は
氏
（
樹
江
”
筆
者
註
）
の
口
か
ら
今
ま
で
嘗
て
聞
い
た
こ
と
も
な
い
や

う
な
熱
烈
な
調
子
の
演
読
を
聞
い
た
。
私
が
今
で
も
尚
ほ
は
つ
き
り
と
記
憶
し
て
居
る
の
は
、
そ
の
天
皇
神
権
論
に
封
す
る
攻
撃
の
露
骨
さ
で
あ

つ
た
」
　
「
お
か
げ
で
私
の
眼
界
は
開
け
た
。
恐
ら
く
こ
の
時
か
ら
私
の
心
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
が
芽
生
え
た
で
あ
ろ
う
」
（
「
自
蕨
傳
」
岩
波
新

書
版
第
五
巻
一
六
〇
頁
）
と
帝
大
學
生
時
代
に
荷
江
の
演
読
か
ら
う
げ
た
印
象
を
記
し
て
い
る
。
街
江
の
存
在
を
し
て
高
か
ら
し
め
る
一
つ
の
要
素

と
し
て
こ
れ
ら
作
家
、
評
論
家
、
思
想
家
、
杜
會
蓮
動
家
に
與
え
た
影
響
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
木
下
伺
江
に
お
け
る
近
代
思
想
の
展
開
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八
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こ
れ
ら
知
名
人
以
外
に
、
伺
江
の
與
え
た
影
響
は
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
つ
た
。
相
馬
黒
光
は
、
神
田
青
年
會
館
を
備
員
に
す
る
に
は
三
、
四

人
の
辮
士
を
必
要
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
が
、
樹
江
な
ら
一
人
で
堂
を
満
た
す
こ
と
が
出
來
た
、
と
「
獣
移
」
に
書
い
て
い
る
と
い
う
（
山
極

圭
司
著
「
木
下
伺
江
」
二
一
責
）
が
、
當
時
の
「
文
章
世
界
」
が
讃
者
に
求
め
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
み
る
と
荷
江
の
小
読
「
火
の
柱
」
「
良
人
の
自
白
」

は
墜
倒
的
な
人
氣
を
も
つ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
小
読
は
「
日
本
の
ビ
ー
チ
ヤ
ア
目
リ
ス
ト
ウ
夫
人
に
當
る
べ
き
ベ

ス
ト
セ
ラ
ア
の
杜
會
主
義
小
読
」
（
木
村
毅
「
日
米
丈
化
交
流
史
」
日
米
丈
化
交
渉
史
第
四
巻
八
四
頁
）
で
あ
り
、
殊
に
「
良
人
の
自
白
」
は
ア
ー
サ
ー
．

ロ
イ
ド
に
よ
り
英
鐸
さ
れ
て
海
外
へ
も
紹
介
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
筆
頭
の
危
瞼
人
物
と
目
さ
れ
た
ほ
ど
の
荷
江
が
突
如
と
し
て
肚
會
主
義
陣
螢
か
ら
身
を
引
い
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
治
三
十
九
年
五
月
、
荷
江
は
、
彼
に
と
つ
て
「
生
命
の
源
泉
、
地
上
唯
一
の
構
威
」
（
前
掲
角
機
悔
」
四
頁
）
で
あ
つ
た
母
を
失
つ
た
こ
と
か

ら
、
一
切
の
肚
會
的
活
動
か
ら
身
を
ひ
い
て
ゆ
く
。
母
の
死
以
前
、
つ
ま
り
絡
戦
直
後
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
肚
會
の
改
革
を
唱
え
た
荷

江
は
、
唯
物
主
義
者
の
幸
徳
、
堺
ら
と
分
離
し
て
い
た
。
し
か
も
母
の
死
は
、
正
義
を
主
張
し
、
神
の
愛
を
傳
道
し
、
肚
會
の
改
革
を
論
じ
、
犠

牲
の
精
神
を
鼓
吹
し
て
來
た
自
分
は
そ
れ
で
は
一
髄
何
物
で
あ
つ
た
か
と
い
う
深
刻
な
反
省
を
與
え
る
契
機
と
な
り
、
や
が
て
政
治
と
い
う
も
の

が
人
生
の
禍
だ
と
ま
で
思
想
が
一
攣
す
る
に
至
り
こ
れ
以
後
は
あ
た
か
も
東
洋
的
隠
者
に
似
た
生
活
に
入
つ
た
。

　
堺
枯
川
は
明
治
四
十
五
年
一
月
「
實
業
之
世
界
」
で
「
木
下
尚
江
君
の
態
度
を
評
す
」
（
「
堺
利
彦
全
集
」
第
四
巻
二
晃
ー
二
一
西
頁
）
と
い
う
一
文

を
襲
表
し
て
、
隠
退
し
た
荷
江
は
結
局
當
局
の
弾
歴
か
ら
、
生
活
の
危
険
を
感
じ
逃
避
し
た
の
で
あ
り
、
荷
江
の
出
身
階
級
た
る
中
産
階
級
に
も

ど
り
「
傍
観
的
態
度
、
逃
避
的
態
度
、
猫
善
的
態
度
に
な
つ
た
の
だ
と
見
れ
ば
、
何
の
事
は
な
い
、
善
く
分
る
」
と
難
詰
し
た
。
し
か
し
堺
の
こ

の
批
評
は
必
ず
し
も
承
服
出
來
な
い
。
堺
の
評
が
當
を
得
た
部
分
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
樹
江
を
研
究
す
る
者
、
荷
江
を
知
る
者
で
堺
の
批
評

に
承
服
し
な
い
者
が
遙
か
に
多
い
。

　
「
街
江
は
死
ぬ
ま
で
革
命
家
で
あ
つ
た
」
と
筆
者
に
語
ら
れ
た
木
村
毅
氏
は
、
荷
江
は
後
年
岡
田
虎
二
郎
の
静
坐
に
つ
い
た
の
は
、
岡
田
が
皇



族
貴
族
の
間
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
岡
田
に
從
つ
て
皇
族
貴
族
に
接
す
る
機
會
を
ね
ら
い
、
上
か
ら
の
改
革
を
の
ぞ
ん
で
い
た
と
い
わ

れ
、
ま
た
日
華
事
攣
勃
嚢
の
直
後
安
部
磯
雄
が
肚
會
大
衆
窯
を
學
げ
て
政
府
の
方
針
に
協
力
す
る
と
提
唱
し
た
時
、
荷
江
は
安
部
を
痛
罵
し
た
な

ど
と
い
う
例
を
學
げ
ら
れ
た
。
静
坐
に
入
つ
た
當
時
の
荷
江
は
自
ら
「
僕
は
こ
の
こ
ろ
眞
實
の
意
味
で
危
険
人
物
に
な
つ
た
よ
と
い
つ
た
」
と
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

田
泉
氏
は
述
べ
て
い
る
（
「
木
下
街
江
」
文
學
．
昭
和
二
＋
四
年
三
月
）
し
、
安
部
磯
雄
の
軍
閥
へ
の
屈
服
を
き
い
て
尚
江
は
「
馬
鹿
野
郎
め
が
…
…
」

と
怒
り
、
親
友
に
「
自
分
の
命
の
捨
て
時
の
來
た
こ
と
を
ひ
そ
か
に
告
げ
た
」
と
林
廣
吉
氏
は
記
し
て
い
る
（
「
木
下
荷
江
傳
」
『
擁
州
献
作
家
傳
』

中
に
含
ま
る
。
二
二
五
頁
）
。
事
實
荷
江
は
近
世
政
治
史
を
ぼ
つ
ぼ
つ
調
べ
出
し
、
再
び
「
沙
婆
へ
出
掛
け
る
」
準
備
を
し
て
い
る
と
静
坐
の
弟
子
青

木
吉
藏
に
昭
和
十
二
年
四
月
二
日
の
書
簡
に
認
め
た
（
青
木
吉
藏
編
「
木
下
荷
江
翁
尺
蹟
」
八
二
頁
）
が
、
そ
の
年
の
十
一
月
永
眠
し
て
し
ま
つ
た
。

そ
れ
で
は
荷
江
の
隠
退
を
ど
う
解
繹
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
弾
歴
と
生
活
の
不
安
か
ら
起
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
筆
者
の

質
問
に
木
村
氏
は
言
下
に
「
絶
封
に
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
答
え
ら
れ
た
が
、
街
江
の
隠
退
の
動
機
を
堺
の
評
に
全
服
の
信
を
置
か
ぬ
と
同
時

に
、
ま
た
堺
の
い
う
如
く
荷
江
の
そ
れ
を
「
高
尚
幽
玄
な
る
動
機
」
一
本
だ
け
に
蹄
す
こ
と
も
出
來
な
い
よ
う
に
思
う
。
人
間
の
行
動
の
動
機
に

は
意
識
し
た
様
々
な
要
因
と
共
に
意
識
せ
ざ
る
、
乃
至
は
意
識
し
て
も
他
言
出
來
な
い
様
々
な
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荷
江
が
隠
退
し
て
行
っ
た
動
機
は
彼
の
言
動
の
中
か
ら
、
或
い
は
傍
謹
の
中
か
ら
攻
の
二
つ
の
こ
と
は
明
言
出
來
る

と
思
う
。
一
つ
は
彼
の
世
界
観
・
人
生
観
か
ら
よ
つ
て
來
た
も
の
で
あ
り
、
二
つ
に
は
同
志
間
の
感
情
の
も
つ
れ
で
あ
る
。
一
に
つ
い
て
は
、
術

江
は
常
に
肚
會
の
本
質
と
そ
れ
の
改
善
の
方
法
を
考
え
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
れ
と
同
じ
熱
烈
さ
を
も
つ
て
人
生
の
本
質
と
、
在
る
べ
き
人
間
の

姿
と
を
考
え
て
い
た
。
こ
の
後
者
に
つ
い
て
は
彼
の
「
僕
は
『
神
』
と
い
ふ
言
葉
な
し
に
は
、
生
き
て
行
か
れ
な
い
男
だ
」
（
前
掲
「
神
・
人
間
・
自

由
」
三
頁
）
と
い
う
一
言
に
て
読
明
出
來
る
と
思
う
が
、
こ
の
内
攻
性
が
、
彼
を
し
て
肚
會
的
行
動
一
本
だ
け
に
向
わ
せ
る
こ
と
を
阻
ん
だ
の
で

あ
る
。
第
二
の
同
志
と
の
間
の
感
情
の
も
つ
れ
で
あ
る
が
、
職
孚
中
は
具
燈
的
な
「
反
戦
」
の
線
に
よ
つ
て
一
致
し
た
行
動
を
と
れ
た
が
、
戦
後

の
静
的
な
肚
會
に
も
ど
る
と
共
に
幸
徳
、
堺
ら
と
の
間
に
越
し
難
い
世
界
観
の
封
立
が
あ
る
こ
と
を
今
更
の
如
く
に
氣
づ
い
た
、
こ
の
爾
者
の
世
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界
観
の
封
立
は
や
が
て
感
情
的
な
鍬
立
を
は
ら
ん
で
行
つ
た
が
こ
の
分
析
は
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
に
な
る
程
で
あ
り
、
ま
た
の
機
會

に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
し
か
し
、
街
江
の
如
き
鋭
い
民
主
主
義
者
が
活
動
牟
ば
に
し
て
隠
退
し
て
行
つ
た
こ
と
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
た
だ
惜
し
い

と
い
つ
て
は
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
を
も
つ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
若
し
荷
江
が
隠
退
し
て
い
な
か
つ
た
な
ら
ば
」
と
い
う

言
葉
が
今
日
心
あ
る
人
々
の
間
で
洩
ら
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
は
荷
江
へ
の
愛
惜
と
共
に
痛
烈
な
批
到
も
含
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
樹
江
が
も
し
隠
退
し
て
い
な
か
つ
た
な
ら
ば
日
本
に
お
け
る
近
代
思
想
の
確
立
と
い
う
問
題
で
彼
の
上
に
負
わ
さ
れ
た
部

分
は
も
つ
と
多
大
で
あ
つ
た
に
違
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

（
註
）
　
木
下
荷
江
は
埋
も
れ
た
思
想
家
の
一
人
で
あ
つ
た
。
彼
を
本
格
的
に
學
問
の
場
に
採
り
上
げ
た
の
は
山
極
圭
司
氏
で
あ
り
、
氏
は
昭
和
三
十
年
二
月
に
肯
江

　
の
言
論
集
「
革
命
の
序
幕
」
（
創
造
杜
）
を
出
版
し
、
更
に
同
年
十
二
月
傳
記
「
木
下
荷
江
－
一
先
畳
者
の
闘
い
と
悩
み
ー
」
（
理
論
肚
）
を
世
に
問
う
た
。

　
　
筆
者
は
昨
年
九
月
よ
り
荷
江
の
傳
記
「
さ
ま
よ
え
る
哲
人
木
下
荷
江
の
生
涯
」
を
月
刊
雑
誌
『
若
人
』
　
（
長
野
市
北
石
堂
町
若
人
の
會
嚢
行
。
非
責
品
）
に
、

　
「
木
下
術
江
」
を
『
日
本
肚
會
新
聞
』
本
年
七
月
二
日
號
よ
り
登
表
中
で
あ
る
。


