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細

川

正

義

一

藤
村
は
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
一
月
に
、
作
中
の
主
人
公
に
海
外
へ
の
渡
航
を
経
験
さ
せ
る
設
定
を
用
い
た
最
初
の
作
品
『
水

彩
画
家
』
を
発
表
し
て
い
る
。
藤
村
三
十
二
歳
、
小
諸
義
塾
の
作
文
教
師
と
し
て
赴
任
し
て
約
五
年
が
経
過
し
た
時
の
作
で
あ
る
が
、
藤

村
自
身
は
そ
の
時
は
未
だ
海
外
経
験
は
持
っ
て
い
な
い
。

藤
村
は
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
九
月
、
十
六
歳
の
時
、
英
語
を
学
ぶ
こ
と
を
求
め
て
明
治
学
院
の
一
期
生
と
し
て
入
学
し
た
。
明

治
学
院
は
欧
米
の
教
育
方
法
を
実
践
し
、
教
員
も
多
数
欧
米
人
が
担
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
環
境
で
あ
り
、
藤
村
の
外
国
へ
の
思
い
も
重

な
り
、
当
然
早
く
か
ら
欧
米
へ
の
旅
も
憧
憬
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
後
年
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
に
向
か
っ
た
時
の
こ
と
を

『
海
へ
』
の
中
で
こ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

父
上
。
私
は
あ
な
た
の
黒
い
幻
の
船
に
乗
つ
て
、
あ
な
た
の
邪
宗
と
せ
ら
れ
異
端
と
せ
ら
る
ゝ
教
の
国
へ
兎
も
角
も
無
事
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。

こ
の
私
の
旅
は
恐
ら
く
あ
な
た
か
ら
背
き
去
る
行
為
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
外
来
の
も
の
と
言
へ
ば
極
力
排
斥
せ
ら
れ
敵
視
せ
ら
れ
た
程
の
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強
い
古
典
の
精
神
を
も
つ
て
終
始
せ
ら
れ
た
あ
な
た
が
仮
り
に
今
日
ま
で
も
御
存
命
で
、
子
と
し
て
の
私
を
見
ま
も
つ
て
い
て
下
さ
る
と
し
た
ら
、

そ
も
そ
も
私
が
英
語
の
読
本
を
学
び
始
め
よ
う
と
し
た
少
年
の
日
に
そ
れ
を
私
に
御
許
し
下
す
つ
た
あ
な
た
自
身
の
寛
大
を
今
さ
ら
の
や
う
に
後
悔

さ
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
私
の
た
め
に
御
心
配
下
す
つ
た
あ
な
た
の
心
は
長
く
私
に
残
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
な
た
の
心
は
私
の
た
ま
し

い
の
奥
底
に
と
ぼ
る
一
点
の
灯
火
の
や
う
に
消
え
ず
に
あ
り
ま
し
た
。（
略
）
私
に
取
つ
て
は
西
洋
は
ま
だ
ま
だ
黒
船
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
幻
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
幽
霊
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
も
っ
と
そ
の
正
体
を
見
届
け
た
い
と
ぞ
ん
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
自
分
の
夢
を
破
り
た
い
と
ぞ
ん
じ
ま

し
た
。
そ
の
心
を
も
っ
て
私
は
更
に
深
く
異
郷
に
分
け
入
り
一
筋
の
自
分
の
細
道
を
辿
り
行
か
う
と
致
し
て
居
り
ま
し
た
。（「

地
中
海
の
旅
」
六
）⑴

フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
は
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
、
藤
村
が
四
二
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
長
年
憧
憬
し
て
き
た
外
国
へ
の
旅
が
実
現
し

た
深
い
感
慨
が
記
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
明
治
学
院
に
入
学
し
「
英
語
の
読
本
を
学
び
始
め
よ
う
と
し
た
」
頃
か
ら
長
い
年
月
の
間
、

強
い
あ
こ
が
れ
を
抱
い
て
き
た
欧
米
へ
の
夢
で
あ
っ
た
が
、
一
方
、
国
学
の
思
想
に
生
涯
を
過
ご
し
尊
王
攘
夷
の
思
想
を
よ
し
と
す
る
父

の
教
え
を
守
っ
て
、〈
欧
米
〉
は
何
処
ま
で
も
憧
憬
の
世
界
と
し
て
心
の
裡
に
閉
じ
こ
め
て
き
た
。
例
え
ば
、
藤
村
は
、
明
治
二
十
六

（
一
八
九
三
）
年
一
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
京
都
か
ら
大
阪
、
神
戸
、
四
国
高
知
、
吉
野
を
め
ぐ
る
関
西
漂
泊
の
旅
を
し
て
い
る
が
、
そ

の
時
に
神
戸
の
港
を
見
下
し
、
は
る
か
か
な
た
の
欧
米
を
憧
憬
し
た
思
い
出
を
後
年
、
渡
仏
直
前
に
『
眼
鏡
』（
大
正
二
年
二
月
）
と
題
し

た
作
品
に
於
い
て

・
さ
ん
�
�
旦
那
も
歩
い
て
、
い
く
ら
か
草
臥
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
須
磨
に
あ
る
漁
師
の
家
を
借
り
ま
し
て
見
物
か
た
�
�
足
を
休
め
ま
し
た
。
名

高
い
一
の
谷
も
近
く
に
あ
り
ま
す
。
一
の
谷
の
合
戦
な
ん
て
よ
く
言
ふ
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
そ
こ
で
す
。
須
磨
に
は
敦
盛
蕎
麦
だ
の
、
光
源
氏

の
墓
だ
の
、
須
磨
寺
の
青
葉
の
首
だ
の
、
種
々
な
物
が
あ
り
ま
し
た
が
、
明
る
い
海
を
眺
め
た
方
が
私
は
退
屈
し
ま
せ
ん
で
し
た
。（『
眼
鏡
』（
大

正
二
年
二
月
）
六
）
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・
白
│
赤
│
黄
│
神
戸
は
大
き
な
港
だ
け
に
、
澤
山
蒸
気
汽
船
や
、
帆
船
や
、
荷
船
、
小
舟
な
ぞ
の
集
っ
て
居
る
の
を
見
る
と
、
種
々
な
色
が
港
の

内
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
ツ
ン
ツ
ン
立
っ
て
居
る
帆
柱
だ
の
、
ピ
カ
く
光
る
青
い
波
だ
の
（
後
略
）（『
眼
鏡
』
七
）⑵

と
書
き
と
め
て
い
る
所
か
ら
も
、
藤
村
が
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
の
神
戸
へ
の
旅
の
時
に
「
ピ
カ
�
�
光
る
青
い
波
」
の
彼
方
の

欧
米
へ
の
旅
を
遠
望
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

藤
村
の
海
外
体
験
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
旅
は
関
西
漂
泊
の
旅
で
神
戸
の
港
か
ら
遠
望
し
た
時
か
ら
で
も
二
〇
年
が
経
過
し
て
か
ら
の
こ

と
に
な
り
、『
海
へ
』「
地
中
海
の
旅
」
が
示
す
よ
う
に
そ
の
長
い
間
一
貫
し
て
仰
望
し
続
け
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
明
治
三
十
七

（
一
九
〇
四
）
年
の
頃
に
『
水
彩
画
家
』
を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

『
水
彩
画
家
』
は
、
小
諸
義
塾
の
同
僚
丸
山
晩
霞
の
渡
米
と
帰
朝
を
モ
デ
ル
に
し
て
お
り
、
晩
霞
が
、
小
説
の
主
人
公
が
自
分
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
人
物
像
が
あ
ま
り
に
自
分
と
違
い
過
ぎ
る
と
い
う
抗
議
文
を
「
中
央
公
論
」
に
発
表
し
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い

る
が
、
確
か
に
藤
村
の
軽
率
さ
は
否
め
な
い
と
は
し
て
も
、
主
人
公
鷹
野
伝
吉
は
事
象
と
し
て
は
丸
山
晩
霞
の
渡
米
体
験
を
素
材
に
し
て

は
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
伝
吉
の
人
物
像
は
藤
村
自
身
の
心
情
を
中
心
に
し
て
お
り
、
後
に
『
家
』
で
再
び
描
い
た
妻
と
の
間
で
新
婚
間

も
な
く
生
じ
た
夫
婦
間
の
問
題
も
詳
し
く
描
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
藤
村
自
身
が
晩
霞
の
抗
議
に
対
し
て
「
モ
デ
ル
問
題
が

（
略
）
丸
山
君
の
ご
と
き
親
し
き
人
々
の
手
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
こ
と
を
羞
じ
た
」
と
し
な
が
ら
も
「
け
れ
ど
も
私
は
行
け
る
処
ま
で
行

つ
て
見
る
よ
り
外
に
、
自
分
の
取
る
べ
き
道
は
無
い
と
思
つ
た
」
と
決
断
し
た
こ
と
も
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
藤
村
は
こ
の
『
水

彩
画
家
』
の
す
ぐ
後
に
、
飯
山
町
真
宗
寺
住
職
井
上
寂
英
の
娘
婿
藤
井
宣
正
の
英
国
、
イ
ン
ド
で
の
体
験
を
材
料
に
し
た
『
椰
子
の
葉

蔭
』
を
書
い
て
い
る
が
、
同
時
期
に
主
人
公
が
欧
米
を
旅
す
る
『
水
彩
画
家
』
や
『
椰
子
の
葉
蔭
』
を
続
け
て
書
い
て
い
る
心
情
に
は
、

藤
村
に
於
い
て
長
い
間
潜
め
た
憧
憬
と
し
て
抱
き
続
け
て
き
た
欧
米
へ
の
旅
が
こ
の
こ
ろ
に
特
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
推
測
で
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き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
憧
憬
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
例
え
ば
鷹
野
伝
吉
が
一
年
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
と
し
て
世
界
の
各
地

を
旅
し
て
帰
国
し
、
六
十
日
余
り
の
航
海
を
経
て
小
諸
の
街
へ
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
作
品
が
、
は
じ
め
に
伝
吉
の
心
境
を
次

の
よ
う
に
書
き
と
め
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

新
し
い
生
涯
は
開
け
た
。

の

過
去
を
考
へ
る
と
、
自
分
の
境
遇
は
悲
惨
で
、
貧
し
い
寂
し
い
月
日
を
送
つ
て
居
た
為
に
、
伸
し
た
い
と
思
ふ
羽
も
伸
す
こ
と
が
出
来
な
か
つ

か
ん
が
へ

ほ
し
い
ま
ゝ

た
。
新
し
い
家
庭
、
新
し
い
交
際
、
新
し
い
画
室
、
新
し
い
製
作
│
│
何
と
い
ふ
美
し
思
想
だ
ら
う
。
現
世
の
歓
楽
の
香
を
放
肆
に
嗅
ぐ
時
は
、
今

到
着
し
た
。
斯
う
考
へ
て
、
伝
吉
は
此
山
家
に
帰
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。（
傍
線
細
川
、
以
下
同
じ
）

（『
水
彩
画
家
』
壱
）⑶

洋
行
を
経
験
し
て
帰
国
し
た
伝
吉
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
「
貧
し
い
寂
し
い
月
日
」
を
一
掃
し
て
新
し
い
芸
術
の
人
生
が
開
け

る
と
い
う
期
待
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
て
、
夢
に
満
た
さ
れ
て
帰
国
し
た
こ
と
を
ま
ず
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、

し
あ
は
せ

さ
ま
よ

漠
然
と
し
た
幸
福
な
空
想
に
手
を
引
か
れ
て
、
伝
吉
は
北
佐
久
の
谷
を
彷
徨
つ
た
。（
略
）
到
る
と
こ
ろ
の
杜
も
林
も
、
豊
富
な
画
材
を
眼
前
に

展
げ
て
居
た
。
伝
吉
は
餌
に
餓
ゑ
た
若
鷹
の
や
う
な
鋭
い
眼
付
を
し
て
、
其
処
此
処
と
彷
徨
ひ
歩
い
た
。
彷
徨
ひ
歩
き
乍
ら
、
風
景
に
向
か
つ
て
宣

告
を
与
へ
た
。

『
な
あ
に
、
画
い
て
見
せ
る
。
│
│
き
つ
と
画
い
て
見
せ
る
。』

斯
う
い
ふ
時
に
は
、
き
ま
り
で
仏
蘭
西
の
名
高
い
田
園
画
家
を
憶
出
し
て
居
た
。

新
し
い
画
室
と
住
宅
を
建
て
る
為
に
、
伝
吉
が
見
立
て
た
場
処
と
い
ふ
は
、
新
町
の
町
は
づ
れ
│
│
と
あ
る
岡
の
上
。
も
と
こ
の
岡
の
上
は
桑
畑
。

（
略
）
こ
ゝ
を
新
築
の
地
と
定
め
た
は
、
野
趣
を
好
む
伝
吉
の
心
に
深
く
適
つ
た
か
ら
で
。

す
ま
ひ

ス
イ
ス

伝
吉
は
又
、
こ
の
新
し
い
住
宅
を
飾
る
為
に
、
古
今
の
名
画
の
写
真
、
遍
歴
し
た
画
堂
の
目
録
、
美
術
史
、
美
術
家
の
伝
記
、
瑞
西
の
木
彫
、

ド
イ
ツ

ロ
ン
ド
ン

あ
つ
め

独
逸
の
花
瓶
、
倫
敦
の
置
時
計
、
亜
米
利
加
の
人
形
、（
略
）
港
々
の
絵
葉
書
な
ど
を
蒐
集
め
て
来
た
│
│
別
に
巴
里
の
絵
扇
一
本
、
其
は
お
初
に
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持
た
せ
て
見
る
つ
も
り
で
。

（『
水
彩
画
家
』
壱
）

と
記
し
て
お
り
、
渡
仏
に
よ
っ
て
身
近
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
仏
蘭
西
の
名
高
い
田
園
画
家
」
を
思
い
出
し
、
自
分
も
あ
の
よ
う
な

画
を
「
き
つ
と
画
い
て
見
せ
る
」
と
意
気
込
み
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
形
か
ら
整
え
よ
う
と
し
て
「
新
し
い
画
室
と
住
宅
を
建
て
」
な
け

れ
ば
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
洋
行
帰
り
の
自
分
に
は
特
別
な
視
野
が
広
が
り
、
芸
術
の
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
信
じ
、
こ
れ

ら
の
芸
術
へ
の
夢
に
心
が
奪
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
あ
る
時
、
実
生
活
に
お
い
て
妻
の
初
子
が
か
つ
て
の
婚
約
者
に
あ
て

た
手
紙
を
発
見
し
て
か
ら
状
況
が
一
変
す
る
。
そ
し
て
伝
吉
は
激
し
い
嫉
妬
の
中
を
煩
悶
す
る
。

あ
ゝ
、
新
し
い
家
庭
も
、
新
し
い
交
際
も
、
新
し
い
画
室
も
、
あ
た
ら
い
製
作
も
│
│
す
べ
て
空
の
空
に
思
は
れ
た
。
六
十
日
あ
ま
り
の
航
海
の

間
、
毎
日
の
や
う
に
考
へ
て
楽
し
ん
で
来
た
新
し
い
家
庭
、
そ
の
生
活
を
始
め
て
か
ら
今
日
迄
に
、
果
し
て
何
が
残
つ
た
で
あ
ら
う
│
│
た
ゞ
後
悔

の
涙
ば
か
り
。
新
し
い
交
際
に
は
何
が
残
つ
た
│
│
離
別
の
嘆
よ
り
外
に
残
る
も
の
は
な
い
。
新
し
い
画
室
は
物
置
に
な
つ
て
、
新
し
い
製
作
は

あ
ざ
け
り

嘲
罵
の
種
。

（『
水
彩
画
家
』
拾
壱
）

妻
の
心
を
知
っ
た
こ
と
で
そ
れ
ま
で
意
気
込
ん
で
い
た
洋
行
帰
り
と
し
て
の
未
来
へ
の
夢
が
一
気
に
瓦
解
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
苦
痛
に
陥

る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
伝
吉
の
そ
の
よ
う
な
精
神
的
な
弱
さ
は
、
初
め
か
ら
母
親
に
は
見
通
さ
れ
て
い
た
。
次
の
箇
所
が
そ
の
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

伝
吉
が
洋
行
か
ら
帰
っ
て
新
し
い
希
望
と
夢
に
な
か
ば
有
頂
天
に
な
っ
て
、
連
日
客
を
呼
ん
で
祝
い
の
宴
を
開
い
て
い
る
時
に
、
母
親

は
伝
吉
の
妹
お
勝
と
の
会
話
で
、
お
勝
が
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ど
ん
な

し
あ
は
せ

『
だ
つ
て
左
様
ぢ
や
ご
は
せ
ん
か
。
ま
あ
、
洋
行
前
と
比
べ
て
御
覧
な
さ
れ
。
奈
何
に
兄
さ
ん
も
幸
福
、
姉
さ
ん
も
幸
福
だ
が
│
│
私
も
嬉
し
く
て

│
│
私
も
嬉
し
く
て
涙
が
こ
ぼ
れ
た
。』

と
、
兄
が
洋
行
し
た
こ
と
に
酔
う
姿
に
幸
福
を
感
じ
る
お
勝
に
対
し
て
、

う
は
べ

『
し
か
し
、
お
め
へ
の
言
ふ
の
は
表
面
ば
か
り
だ
に
。』

お
つ
か

さ

う

お
ち
つ

『
あ
れ
母
親
さ
ん
は
直
に
左
様
言
ひ
な
さ
る
。
ほ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
私
に
言
は
せ
る
と
、
第
一
沈
着
い
て
来
な
さ
り
や
し
た
。
そ
れ
に
あ
の
挨
拶
振
り
に
は

た
ま
げ

魂
消
た
。
洋
行
し
て
來
る
と
、
違
い
や
す
は
な
。』

お
れ

『
私
は
又
、
変
つ
て
帰
つ
て
来
た
と
は
思
は
ね
え
。』

と
言
い
、
更
に
次
の
よ
う
に
言
い
切
る
の
で
あ
る
。

『
そ
れ
だ
か
ら
、
お
め
へ
の
目
は
未
だ
若
え
わ
さ
。
去
年
の
秋
ま
で
無
暗
に
世
の
中
を
悪
く
言
つ
て
見
た
り
、
高
い
山
に
登
つ
て
野
宿
を
し
て
見
た

よ
な
か

か
た
な

く
は

り
、
深
夜
に
剣
を
抜
い
て
詩
を
吟
じ
て
見
た
り
し
た
兄
さ
ん
と
、
今
年
の
秋
洋
服
を
着
こ
ん
で
、
葉
巻
を
咬
へ
て
帰
つ
て
来
た
兄
さ
ん
と
│
│
ね
つ

な
か
み

あ
っ
ち

は

じ

か
ら
内
部
は
違
は
ね
え
。
去
年
の
秋
は
彼
方
の
極
端
な
ら
、
今
年
の
秋
は
此
方
の
極
端
だ
。（
略
）』

（『
水
彩
画
家
』
弐
）

帰
朝
後
連
日
宴
を
設
け
、
あ
た
か
も
自
分
が
洋
行
を
経
験
す
る
こ
と
で
一
躍
飛
躍
し
て
芸
術
家
と
し
て
開
花
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い

あ
っ
ち

は

じ

る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
き
た
伝
吉
に
対
し
て
母
親
は
、
伝
吉
は
「
彼
方
の
極
端
」
か
ら
「
此
方
の
極
端
」
へ
移
動
し
た
だ
け
で
「
ね

な
か
み

つ
か
ら
内
部
は
違
は
ね
え
」
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
母
の
そ
の
予
想
が
的
中
し
た
か
の
よ
う
に
伝
吉
は
、
す
ぐ
あ
と
で
、
か
つ

て
の
婚
約
者
へ
の
手
紙
を
見
た
だ
け
で
忽
ち
夢
か
ら
覚
醒
し
て
、
妻
へ
の
不
信
を
募
ら
せ
、
将
来
が
約
束
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
語
っ

て
い
た
芸
術
へ
の
気
力
す
ら
も
損
な
う
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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『
水
彩
画
家
』
は
そ
の
よ
う
に
伝
吉
の
洋
行
へ
の
ロ
マ
ン
が
、
妻
の
過
去
の
恋
人
へ
の
手
紙
を
見
た
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
に
脆
く
も
屈

し
て
い
く
作
品
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
肝
心
な
の
は
夢
の
覚
醒
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
吉
が
と
っ
た
行
動

の
方
に
よ
り
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
作
品
末
部
に
お
い
て
伝
吉
を
描
い
た
次
の
描
写
で
あ
る
。

い

へ
家
庭
の
解
散
も
ま
あ
見
合
せ
る
こ
と
に
し
た
と
言
出
し
た
。
其
を
聞
い
た
時
の
お
初
も
奈
何
に
胸
か
ら
石
の
落
ち
た
や
う
に
感
じ
た
ら
う
。
こ
の
無

邪
気
な
妻
は
ホ
ツ
と
溜
息
を
吐
く
の
で
あ
つ
た
。

同
じ
夫
婦
の
第
三
の
結
婚
│
│
と
い
ふ
こ
と
が
人
の
一
生
に
言
へ
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
是
夏
の
朝
の
二
人
の
情
で
あ
る
。
去
年
の
新
し
い
生
涯

も
、
今
年
は
最
早
旧
い
生
涯
と
成
つ
た
。
伝
吉
は
復
た
別
に
新
し
い
生
涯
を
尋
ね
て
此
世
の
旅
に
上
る
人
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。（『

水
彩
画
家
』
拾
弐
）

う

ち

即
ち
、
妻
の
手
紙
を
発
見
し
た
当
初
は
、「
吾
家
は
解
散
し
て
」「
漂
泊
の
生
涯
を
慕
う
」（
四
）
と
考
え
て
い
た
伝
吉
が
、
こ
の
よ
う

い

へ

に
、
行
き
詰
っ
た
時
に
一
切
の
も
の
を
捨
て
て
独
り
漂
泊
の
旅
に
出
る
の
で
は
な
く
、「
家
庭
の
解
散
も
ま
あ
見
合
せ
」、
現
状
を
受
け
入

れ
て
苦
渋
の
現
実
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
の
「
現
実
」
の
上
に
立
っ
て
「
新
し
い
生
涯
を
尋
ね
」
よ
う
と
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
先
に

引
用
し
た
、
洋
行
帰
り
の
夢
に
酔
う
伝
吉
を
冷
め
た
目
で
見
て
い
る
母
親
の
言
葉
に
振
り
返
っ
て
問
え
ば
、
こ
の
作
品
が
は
じ
め
か
ら
こ

の
よ
う
な
伝
吉
の
展
開
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
伝
吉
の
変
化
は
、
藤
村
の
創
作
が
詩
か
ら
散
文
へ
移

行
し
て
い
く
中
で
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
展
開
し
て
い
く
視
点
と
し
て
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
所
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
は
欧
米
へ
の
旅
と
旅
の
成
果
の
こ
と
を
強
く
意
識

し
て
い
る
主
人
公
が
、
現
実
の
「
家
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
で
旅
と
外
国
へ
の
憧
憬
を
い
っ
た
ん
思
い
直
し
て
、
現
実
に

立
脚
し
た
眼
差
し
を
採
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
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そ
の
こ
と
に
加
え
て
、
例
え
ば

丁
度
、
流
浪
す
る
旅
人
の
や
う
に
、
伝
吉
は
道
傍
の
石
の
上
に
腰
か
け
て
、
眺
め
入
つ
た
、
眺
め
入
り
乍
ら
考
へ
沈
ん
だ
。

（『
水
彩
画
家
』
四
）

と
あ
る
よ
う
に
、
伝
吉
が
今
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
直
視
し
て
改
め
て
問
お
う
と
し
て
い
る
み
ず
か
ら
の
心
境
と
、
今
起
こ
っ
て
い
る
こ

と
を
じ
っ
と
「
眺
め
入
る
」
姿
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
眺
め
入
る
姿
の
描
写
は
『
破
戒
』
に
な
る
と
圧
倒
的
に
多
く
な
る

が
、
憧
憬
か
ら
凝
視
へ
の
意
識
の
変
化
を
示
す
態
度
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
の
時
期
の
藤
村
が
、
単
に
、
自
己
の
内
奥
を
凝
視
す
る
こ
と

に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
青
春
時
代
か
ら
抱
き
続
け
て
き
た
欧
米
に
向
け
て
の
憧
憬
を
い
っ
た
ん
覚
醒
さ
せ
た
形
で
留
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
実
態
凝
視
へ
の
視
点
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

二

明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
一
月
発
表
の
『
水
彩
画
家
』
と
同
時
期
に
『
破
戒
』
の
執
筆
を
開
始
し
た
藤
村
は
、
明
治
三
十
九
（
一
九

〇
六
）
年
三
月
に
緑
陰
叢
書
第
三
編
と
し
て
『
破
戒
』
を
出
版
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
破
戒
』
の
執
筆
意
図
は
、『
破
戒
』
執
筆
直

後
に
あ
ら
わ
し
た
「「
破
戒
」
の
著
者
が
見
た
る
山
国
の
新
平
民
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
伺
え
る
。

信
州
の
新
平
民
の
こ
と
で
、
私
が
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
事
実
を
、
す
こ
し
話
さ
う
。

長
野
の
師
範
校
に
教
鞭
を
執
つ
た
人
で
、
何
で
も
伊
那
の
高
遠
邊
か
ら
出
た
新
平
民
と
い
ふ
こ
と
で
、
心
理
学
か
何
か
を
担
当
し
て
居
た
一
人
の

講
師
が
あ
つ
た
。
私
が
小
諸
の
馬
場
裏
に
居
つ
た
時
分
、
隣
家
に
伊
東
喜
知
さ
ん
と
い
ふ
小
学
教
師
を
し
て
居
る
人
が
あ
つ
た
が
、
氏
は
其
人
に
会

つ
た
こ
と
が
あ
る
と
の
話
だ
つ
た
。（
中
略
）
そ
れ
か
ら
私
は
新
平
民
に
興
味
を
有
し
、
新
平
民
の
│
│
信
州
の
新
平
民
の
こ
と
を
調
べ
て
見
よ
う

と
思
立
つ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
就
い
て
種
々
の
不
審
を
打
た
れ
た
人
も
あ
る
。
い
か
に
信
州
が
山
国
だ
か
ら
と
言
つ
て
も
、
貴
様
の
言
ふ
や
う
な
こ
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と
は
あ
る
ま
い
。
あ
ま
り
誇
大
に
過
ぎ
る
と
い
ふ
人
も
あ
る
。
私
も
東
京
に
居
る
頃
は
彼
様
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
つ
て
居
た
の
だ
が
、
信
州
に

行
つ
て
住
ん
で
見
て
解
つ
た
。⑷

藤
村
が
小
諸
で
住
ん
だ
の
は
、
小
諸
馬
場
裏
の
も
と
の
士
族
屋
敷
だ
っ
た
が
、
そ
の
隣
家
に
住
む
伊
東
喜
知
か
ら
聞
い
た
大
江
磯
吉
の
人

生
と
、
彼
の
悲
劇
を
醸
成
し
た
日
本
の
歴
史
と
社
会
の
仕
組
み
の
こ
と
を
綿
密
に
調
査
し
た
う
え
で
『
破
戒
』
を
執
筆
し
た
こ
と
は
夙
に

知
ら
れ
て
い
る
。『
破
戒
』
は
、
瀬
川
丑
松
の
運
命
の
〈
真
〉
を
描
い
た
リ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
自
然
主
義
の
確
立
が
評
価
さ
れ
る
作
品

で
あ
る
が
、「「
破
戒
」
の
著
者
が
見
た
る
山
国
の
新
平
民
」
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
作
者
の
知
っ
た
信
州
地
方
に
お
け
る
人
間
差
別
へ

の
批
判
と
、
実
態
認
識
に
お
け
る
関
心
に
裏
付
け
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
も
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
藤

村
の
批
評
精
神
の
一
端
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

続
く
『
春
』
が
、
藤
村
に
お
け
る
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
か
ら
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
ま
で
の
日
清
戦
争
前
後
の
藤
村
の
内
と

外
と
の
不
安
定
な
時
期
の
青
春
の
彷
徨
を
、
作
品
を
執
筆
し
て
い
る
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
の
日
露
戦
争
後
の
若
者
た
ち
を
中
心

に
し
た
不
安
定
で
混
沌
と
し
た
時
代
状
況
に
重
ね
て
執
筆
し
て
い
る
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
年
に
発
表
さ
れ
た
正
宗
白
鳥
の

『
何
処
へ
』
が
示
す
よ
う
に
、
日
露
戦
争
後
軍
国
主
義
政
策
が
進
め
ら
れ
、
戦
後
の
国
民
が
自
意
識
に
目
覚
め
自
主
と
独
立
精
神
が
醸
成

さ
れ
て
き
て
い
る
状
況
に
対
し
て
、
一
方
で
大
逆
事
件
の
発
生
が
端
的
な
よ
う
に
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
国
民
意
識
を
弾
圧
し
て
い
く
傾
向

を
強
く
す
る
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
青
春
群
像
と
対
峙
さ
せ
な
が
ら
そ
こ
に
〈
春
〉
の
き
ざ
し
を
求
め
よ
う
と

し
た
『
春
』
は
、
自
然
主
義
文
芸
の
代
表
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
藤
村
の
文
明
批
評
の
意
識
が
リ
ア
ル
に
示
さ
れ
た
作
品
と
し
て
も
注
目

さ
れ
る
。

次
の
『
家
』
は
、『
家
』
の
新
刊
予
告
で
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事
は
二
大
家
族
の
運
命
に
関
し
、
時
は
十
三
年
の
間
に
亘
る
。
す
べ
て
家
内
生
活
の
光
景
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
親
と
子
、
夫
と
妻
、
兄
と
弟
、
叔

父
甥
、
叔
父
姪
、
従
兄
弟
同
志
、
義
理
あ
る
姉
弟
、
其
他
親
族
の
間
に
隠
れ
た
る
男
女
の
関
係
は
読
者
の
眼
に
映
ず
る
も
の
あ
ら
ん
。⑸

と
書
き
留
め
た
よ
う
に
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
夏
か
ら
執
筆
時
の
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
六
月
ま
で
の
十
三
年
間
に
及
ぶ
作

品
の
舞
台
は
す
べ
て
小
泉
と
橋
本
の
二
大
旧
家
の
家
の
中
に
生
じ
た
出
来
事
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
明
治
四
十
年
代
は
ま
さ
に
、

先
に
触
れ
た
大
逆
事
件
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
時
で
あ
り
、
そ
の
厳
し
い
取
り
締
ま
り
の
中
で
藤
村
が
屋
外
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
一
切
遮
断

し
て
「
屋
内
の
光
景
に
の
み
限
」
っ
て
描
こ
う
と
し
た
こ
と
は
そ
の
作
品
構
成
と
時
代
状
況
の
対
比
に
お
い
て
も
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で

あ
り
、
執
筆
時
の
そ
う
し
た
国
家
権
力
に
よ
る
弾
圧
に
よ
っ
て
閉
塞
さ
れ
た
時
代
状
況
を
背
景
に
考
え
れ
ば
、
作
品
が
、
日
本
の
近
代
化

の
動
き
に
取
り
残
さ
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
旧
家
を
素
材
に
し
て
、
封
建
時
代
の
旧
弊
な
価
値
観
に
し
ば
ら
れ
そ
の
困
難
の
中
で
前
に

向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
べ
き
前
途
を
見
失
い
、
或
い
は
希
望
を
断
た
れ
て
い
く
旧
家
に
ま
つ
わ
る
群
像
を
見
据
え
て
描
か
れ
て
い
る
ス
ト

ー
リ
ー
は
ま
さ
に
藤
村
の
優
れ
た
時
代
批
評
、
文
明
批
評
の
眼
差
し
で
つ
ら
ぬ
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま

た
、
作
中
三
吉
が
姉
の
家
で
黒
船
の
図
を
発
見
す
る
次
の
場
面
で
あ
る
。

（
略
）
先
祖
が
死
際
に
子
供
へ
遺
し
た
手
紙
、
先
代
が
移
し
た
ら
し
い
武
器
、
馬
具
の
図
、
出
兵
の
用
意
を
細
か
く
書
い
た
書
類
、
そ
の
他
種
々
な

古
い
残
っ
た
者
が
出
て
来
た
。

三
吉
は
そ
の
中
に
「
黒
船
」
の
図
を
見
つ
け
た
。
め
ず
ら
し
そ
う
に
、
何
度
も
何
度
も
取
上
げ
て
見
た
。
半
紙
程
の
大
き
さ
の
紙
に
、
昔
の
人
の

眼
に
映
っ
た
幻
影
が
極
く
粗
い
木
版
で
刷
っ
て
あ
る
。

「
宛
然
（
ま
る
で
）
│
│
こ
の
船
は
幽
霊
だ
」

と
三
吉
は
何
か
思
い
付
い
た
よ
う
に
、
そ
の
和
蘭
陀
船
の
絵
を
見
な
が
ら
言
っ
た
。

「
僕
等
の
阿
爺
が
狂
に
成
っ
た
の
も
、
こ
の
幽
霊
の
御
陰
で
す
ネ
…
…
」
と
復
た
彼
は
姉
の
方
を
見
て
言
っ
た
。

島
崎
藤
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国
際
性
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お
種
は
妙
な
眼
付
き
を
し
て
弟
の
顔
を
眺
め
て
い
た
。

「
や
、
こ
い
つ
は
僕
が
貰
っ
て
行
こ
う
」

と
三
吉
は
そ
の
図
だ
け
分
け
て
貰
っ
て
、
お
雪
の
手
紙
と
一
緒
に
手
荷
物
の
中
へ
入
れ
た
。

（『
家
』
下

九
）⑹

大
逆
事
件
と
い
う
時
代
の
あ
ら
し
を
背
景
に
し
て
、
日
本
の
封
建
的
な
〈
家
〉
の
実
態
を
リ
ア
ル
に
表
現
し
て
い
る
と
し
て
評
価
さ
れ
る

作
品
が
、
こ
う
し
て
か
つ
て
の
父
に
纏
わ
る
出
来
事
と
し
て
、
近
代
日
本
の
幕
開
け
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
一
八
五
三
（
嘉
永

六
）
年
の
黒
船
の
来
航
の
出
来
事
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
は
、『
家
』
執
筆
の
藤
村
に
と
っ
て
そ
の
時
〈
家
〉
の
外
で
吹
き
荒
れ
国
民
を
震

撼
さ
せ
た
大
逆
事
件
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
強
硬
な
国
家
権
力
に
よ
っ
て
国
民
と
乖
離
し
た
困
難
な
時
代
を
誘
引
す
る
こ
と
に
な

っ
た
遠
因
と
し
て
、
日
本
が
黒
船
の
来
航
以
来
、
一
方
的
な
諸
外
国
か
ら
の
圧
力
に
屈
し
て
開
港
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
中

で
長
年
の
鎖
国
の
弊
害
を
背
負
っ
た
中
で
出
発
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
日
本
の
近
代
化
の
負
の
歴
史
を
正
し
く
把
握
し
認
識
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
藤
村
の
時
代
批
評
と
文
明
批
評
の
精
神
が
強
く
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
と
こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
藤
村
の
時
代
と
文
明
に
対
す
る
批
評
へ
の
関
心
が
、
早
い
時
期
か
ら
憧
憬
し
て
き
た
欧
米
へ
の
旅
が
実
現
す
る
こ
と
で
よ
り

シ
ビ
ア
さ
と
鮮
明
さ
を
増
す
こ
と
に
な
っ
た
の
が
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
三
月
か
ら
五
（
一
九
一
六
）
年
七
月
ま
で
の
渡
仏
体
験
で
あ

る
。
こ
の
渡
仏
体
験
は
、
本
稿
の
初
め
で
触
れ
た
よ
う
に
、
藤
村
に
と
っ
て
は
長
い
間
強
い
あ
こ
が
れ
を
抱
い
て
き
た
夢
の
実
現
で
あ
っ

た
が
、
動
機
は
と
も
か
く
も
現
実
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
し
、
三
年
余
り
も
の
期
間
滞
在
し
得
た
こ
と
を
、
こ
う
し
て
帰
国
し
て
間
も
な
く

の
「
地
中
海
の
旅
」
を
は
じ
め
と
し
た
『
海
へ
』
収
録
の
紀
行
文
に
お
い
て
明
確
な
口
調
で
表
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
何
よ
り
も
帰
国
す
ぐ
に
こ
の
よ
う
に
書
き
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
に
藤
村
に
お
い
て
渡
仏
に
よ
る
収
穫
を
ひ
そ
か
に
確
信

す
る
心
情
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
見
る
事
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
指
摘
と
し
て
今
橋
映
子
氏

の
次
の
指
摘
が
あ
る
。
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四
十
二
歳
と
い
う
年
齢
で
渡
航
し
た
作
家
・
藤
村
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
特
に
堪
能
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
実
際
の
「
留
学
生
活
」
を
送
っ
た
わ

け
で
も
、
現
地
の
文
化
人
と
交
流
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
の
『
仏
蘭
西
だ
よ
り
』
の
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
に
つ
い
て
の
誤
認
や

誤
解
、
あ
る
い
は
認
識
不
足
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
た
や
す
い
。

し
か
し
、
今
日
の
私
た
ち
が
こ
の
作
品
を
読
ん
で
何
よ
り
も
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
異
文
化
に
接
し
た
時
の
、
し
な
や
か
な
観
察
眼
と
、
謙
虚
な
姿

勢
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
何
よ
り
も
良
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、
彼
が
パ
リ
と
い
う
「
都
市
」
そ
の
も
の
に
向
け
る
ま
な
ざ
し
の
中
な
の
で
あ

る
。

更
に
、
今
橋
氏
は
『
平
和
の
巴
里
』
に
「
再
び
巴
里
の
旅
窓
に
て
」
と
題
し
て
掲
載
し
て
い
る
書
簡
形
式
の
文
章
の
次
の
一
節
を
引
用
し

て
い
る
。今

更
申
上
げ
る
の
も
異
な
も
の
で
す
が
、
私
は
無
暗
に
西
洋
の
文
明
に
心
酔
し
て
遥
々
当
地
ま
で
出
掛
け
て
参
つ
た
も
の
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
。

巴
里
を
賛
美
す
る
為
め
に
斯
の
机
に
対
つ
て
居
る
も
の
で
も
御
座
い
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
自
分
等
に
起
り
易
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
万
事
小

癪
に
触
る
や
う
な
冷
笑
的
の
気
分
を
離
れ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
感
心
さ
れ
る
だ
け
感
心
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。（
中
略
）
仏
蘭
西
人
ほ
ど
『
ス
タ
イ

ル
』
と
い
ふ
も
の
を
重
ん
ず
る
国
民
も
稀
で
せ
う
。
古
い
ロ
コ
コ
式
の
建
築
も
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
風
の
公
園
も
相
集
り
相
合
奏
し
て
一
の
大
き
な
都
会

美
を
形
造
つ
て
居
る
や
う
な
巴
里
へ
来
て
見
て
、『
ス
タ
イ
ル
』
と
い
ふ
も
の
が
初
め
て
意
味
の
あ
る
も
の
の
や
う
な
心
地
も
致
し
ま
す
。
斯
う
い

ふ
文
明
を
造
り
上
げ
た
人
達
の
一
人
々
々
に
就
い
て
見
れ
ば
随
分
無
器
用
な
と
思
つ
て
驚
く
こ
と
が
有
る
程
で
す
。
そ
れ
で
居
な
が
ら
、
全
体
と
し

て
為
た
こ
と
を
考
へ
て
見
ま
す
と
、
あ
る
一
個
の
天
才
が
動
い
て
行
つ
た
や
う
な
趣
を
示
し
て
居
り
ま
す
。

旅
の
窓
か
ら
眺
め
た
斯
の
町
に
対
す
る
私
の
想
像
は
『
近
代
の
羅
馬
』
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
落
ち
て
行
き
ま
し
た
。⑺

そ
し
て
、
今
橋
氏
は
「
こ
こ
に
は
、
物
静
か
な
語
り
口
な
が
ら
、
深
い
確
信
を
も
っ
て
、
異
国
の
都
市
を
造
形
し
て
い
る
歴
史
と
、
都

市
計
画
の
存
在
に
気
づ
き
始
め
た
「
都
市
論
者
」
藤
村
の
誕
生
が
見
え
る
。」
と
捉
え
て
い
る
。
今
橋
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
藤
村
に
は

島
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す
で
に
「
し
な
や
か
な
観
察
眼
と
、
謙
虚
な
姿
勢
」
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
認
め
る
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
日
本
を
離
れ
西
洋

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
様
々
な
形
で
の
異
文
化
体
験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
対
化
の
ま
な
ざ
し
を
強
く
し
、
よ
り
客
観
的
な
文
明
批
評

眼
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
見
る
事
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
後
に
『
新
生
』
を
あ
ら
わ
し
た
時
に
、
芥
川
龍
之
介
が
『
或
阿
呆
の
一

生
』
に
お
い
て
「
老
獪
な
偽
善
者
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
批
判
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
藤
村
は

当
時
私
は
心
に
激
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
あ
ゝ
い
ふ
作
を
書
い
た
も
の
ゝ
、
私
た
ち
の
時
代
に
濃
い
デ
カ
ダ
ン
ス
を
め
が
け
て
鶴
嘴
を
打
ち
込
ん
で

見
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
。
荒
れ
す
さ
ん
だ
自
分
等
の
心
を
掘
り
起
し
て
見
た
ら
、
生
き
な
が
ら
の
地
獄
か
ら
、
そ
の
ま
ゝ
、
あ
ん
な
世
界
に
活
き
返

る
日
も
来
た
と
言
つ
て
見
た
い
つ
も
り
で
あ
つ
た
。⑻

と
書
い
て
い
る
。「
時
代
に
濃
い
デ
カ
ダ
ン
ス
め
が
け
て
鶴
嘴
を
打
ち
込
ん
で
見
る
つ
も
り
」
と
は
ま
さ
に
、
新
生
事
件
に
対
す
る
深
い

懺
悔
の
思
い
を
抱
き
つ
つ
も
、
あ
え
て
こ
の
こ
と
を
世
間
に
告
白
し
た
の
は
、
姪
と
の
イ
ン
セ
ス
ト
の
告
白
が
主
眼
で
は
な
く
、
大
正
七

（
一
九
一
八
）
年
を
ピ
ー
ク
に
し
た
不
況
の
嵐
の
吹
き
荒
れ
る
時
代
に
対
す
る
提
言
を
し
よ
う
と
し
た
文
明
批
評
・
時
代
批
評
の
精
神
の
表

れ
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
、
か
れ
が
、
待
望
の
西
洋
の
地
に
赴
き
、
自
己
と
、
祖
国
日
本
を
相
対
化
す
る

視
点
を
明
確
に
し
え
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
帰
国
に
際
し
て
の
藤
村
の
確
信
も
そ
こ
に
か
か
わ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
藤
村
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
体
験
を
語
る
も
の
と
し
て
『
平
和
の
巴
里
』
の
「
音
楽
会
の
夜
、
其
他
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
が

あ
る
。

『
欧
羅
巴
へ
来
て
見
て
、
反
つ
て
自
分
の
国
の
方
に
種
々
な
も
の
を
見
つ
け
ま
す
ね
。
自
分
の
国
の
好
い
と
こ
ろ
を
思
ふ
や
う
に
成
り
ま
す
ね
。』

島
崎
藤
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際
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斯
う
い
ふ
話
が
当
地
に
在
留
す
る
人
々
の
間
に
よ
く
出
ま
す
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
私
は
種
々
な
こ
と
を
思
ひ
浮
か
べ
ま
す
。
例
へ
ば
永
井
荷
風
君

が
仏
人
の
研
究
に
促
さ
れ
て
十
八
世
紀
の
日
本
と
い
ふ
も
の
に
多
く
の
興
味
を
寄
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
な
ぞ
で
す
。
私
は
今
あ
ま
り
に
旅
ら
し
い
空

気
に
包
ま
れ
て
居
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。（
略
）

西
洋
の
文
明
が
入
っ
て
来
る
や
う
に
成
っ
て
か
ら
、
吾
儕
日
本
人
は
無
闇
と
模
倣
を
事
と
す
る
か
の
ご
と
く
言
は
れ
、
吾
儕
自
ら
ま
で
時
に
は
無

定
見
な
国
民
の
や
う
に
思
惟
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
吾
儕
の
模
倣
性
は
や
が
て
吾
儕
の
柔
軟
性
を
證
す
る
の
で
は
有
り
ま
す
ま
い
か
。
模
倣
そ
の
も
の

は
、
そ
こ
に
一
種
の
独
創
を
産
ま
う
と
す
る
も
の
で
は
有
り
ま
す
ま
い
か
。
私
は
ま
た
近
頃
斯
様
な
疑
問
に
逢
着
し
て
居
ま
す
。
吾
儕
は
非
常
に
飽

き
易
い
国
民
の
や
う
に
自
ら
考
へ
て
、
朝
に
は
何
を
迎
へ
晩
に
は
何
を
迎
へ
る
と
い
ふ
こ
と
が
よ
く
言
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
斯
く
吾
儕
が
飽
き
易
い

の
は
一
体
何
の
為
で
せ
う
か
。
西
洋
か
ら
新
し
く
入
っ
て
来
た
も
の
は
万
事
が
合
理
的
で
あ
つ
て
も
、
長
い
間
に
は
存
外
見
飽
き
の
す
る
や
う
な
物

が
多
い
の
で
は
有
り
ま
す
ま
い
か
と
。
明
治
以
前
の
こ
と
を
想
像
し
て
見
る
に
吾
儕
の
先
祖
が
そ
ん
な
に
物
に
飽
き
易
い
人
達
で
あ
つ
た
と
は
、
奈

何
し
て
も
私
に
は
思
は
れ
ま
せ
ん
。⑼

こ
こ
に
は
、
渡
仏
体
験
が
彼
を
西
洋
へ
の
新
し
い
発
見
に
い
ざ
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
自
国
に
対
す
る
再
認
識
、
再
発
見
を
も
促
さ
れ
た

心
情
が
示
さ
れ
て
い
る
。
藤
村
は
「
あ
ま
り
に
旅
ら
し
い
空
気
に
包
ま
れ
て
」
い
て
観
念
的
に
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
断
っ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
藤
村
が
取
り
上
げ
た
日
本
人
の
「
模
倣
性
」
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
日
本
の
近
代
化
の
遅
れ
に
対
す
る
認
識
か
ら
マ

イ
ナ
ス
の
面
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
藤
村
は
、
自
身
で
西
洋
を
体
験
し
て
、
西
洋
の
文
化
と
日
本

と
を
対
比
さ
せ
る
視
点
で
改
め
て
眺
め
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
吾
儕
の
模
倣
性
は
や
が
て
吾
儕
の
柔
軟
性
を
證
す
る
の
で
は
有
り
ま

す
ま
い
か
」
と
肯
定
的
に
と
ら
え
、
西
洋
に
対
し
て
も
「
西
洋
か
ら
新
し
く
入
っ
て
来
た
も
の
は
万
事
が
合
理
的
で
あ
つ
て
も
、
長
い
間

に
は
存
外
見
飽
き
の
す
る
や
う
な
物
が
多
い
の
で
は
有
り
ま
す
ま
い
か
」
と
い
う
よ
う
に
対
等
も
し
く
は
批
判
の
視
点
で
示
し
て
い
る
。

こ
の
「
模
倣
性
」
に
対
す
る
と
ら
え
方
に
つ
い
て
の
再
認
識
は
一
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
藤
村
の
渡
仏
体
験
が
彼
の
批
評
精
神
を
か

な
り
活
発
に
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
日
本
へ
の
客
観
的
な
認
識
眼
に
於
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
視
点
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト

ト

ル

コ

『
僕
は
斯
様
な
風
に
も
考
へ
る
。
印
度
や
埃
及
や
土
耳
其
あ
た
り
に
は
古
代
と
近
代
と
し
か
無
い
、
と
言
つ
た
人
の
説
に
は
全
く
賛
成
だ
。
幸
ひ
に

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

も
僕
等
の
国
に
は
中
世
が
あ
つ
た
。
封
建
時
代
が
あ
つ
た
。
長
崎
が
新
嘉
堡
に
成
ら
な
か
つ
た
ば
か
り
じ
や
な
い
、
僕
等
の
国
が
今
日
あ
る
の
は
封

建
時
代
の
賜
物
ぢ
や
な
い
か
と
思
ふ
よ
。
見
給
へ
、
日
本
の
兵
隊
が
強
い
な
ん
て
言
つ
て
も
、
皆
な
封
時
代
か
ら
伝
は
つ
て
来
た
も
の
の
近
代
化

だ
。（
略
）』（「
故
国
を
見
る
ま
で
」
十
一
）⑽

こ
の
、
日
本
の
「
中
世
」「
封
建
時
代
」
に
対
す
る
歴
史
認
識
は
、
藤
村
に
と
っ
て
か
な
り
大
き
な
発
見
だ
っ
た
と
言
え
る
が
、
具
体
的

に
は
、『
東
方
の
門
』
で
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
所
と
対
比
す
れ
ば
明
確
で
あ
る
。

青
山
半
蔵
等
に
は
中
世
の
否
定
と
い
ふ
こ
と
が
あ
つ
た
。
も
と
よ
り
こ
の
国
の
中
世
期
に
於
け
る
武
門
幕
府
の
開
設
に
伴
ひ
王
権
の
陵
夷
は
争
ひ
が

た
い
事
実
で
あ
つ
て
、
尊
王
の
念
に
厚
い
平
田
派
の
学
者
達
が
北
条
足
利
二
氏
の
専
横
を
許
し
が
た
い
も
の
と
し
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
つ

た
。（
中
略
）
日
本
民
族
の
純
粋
な
時
代
を
儒
仏
の
教
の
未
だ
渡
来
し
な
い
以
前
に
置
い
た
国
学
者
等
が
、
ひ
ど
く
降
つ
た
世
の
姿
と
し
て
中
世
を

考
へ
る
や
う
に
な
つ
て
行
つ
た
の
も
、
こ
れ
ま
た
自
然
の
帰
結
で
あ
つ
た
。⑾

青
山
半
蔵
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
夜
明
け
前
』
の
主
人
公
と
同
名
で
あ
り
、
藤
村
の
父
に
対
す
る
理
解
が
反
映
し
た
人
物
で
あ
る
。『
夜

明
け
前
』
で
は
、
半
蔵
の
「
中
世
の
否
定
」
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

い
に
し
へ

「
王
政
の
古
に
復
す
る
こ
と
は
、
建
武
の
中
興
の
昔
に
帰
る
こ
と
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
神
武
の
創
業
に
ま
で
帰
つ
て
い
く
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。」

そ
の
声
こ
そ
彼
が
聞
か
う
と
し
て
待
ち
侘
び
て
ゐ
た
も
の
だ
。⑿
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『
夜
明
け
前
』
は
昭
和
に
入
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
藤
村
が
大
正
時
代
初
期
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
て
間
も
な
く
執
筆
し
た

「
故
国
を
見
る
ま
で
」
で
す
で
に
こ
の
「
中
世
の
否
定
」
と
い
う
「
父
の
思
想
」
を
否
定
す
る
考
え
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
藤
村
は
、
自
ら
外
国
に
で
か
け
、
日
本
を
西
洋
か
ら
、
そ
し
て
世
界
の
動
向
の
視
点
か
ら
相
対
化
し
て
見
る
機
会
を
得

た
こ
と
で
、
父
の
時
代
の
主
張
を
改
め
て
問
い
直
し
て
、
そ
し
て
父
の
思
想
と
は
異
な
る
考
え
、
即
ち
、
今
日
激
動
の
中
を
超
克
し
て
日

本
が
日
本
た
り
え
て
い
る
の
は
日
本
が
強
固
な
「
中
世
」
と
い
う
時
代
を
有
し
、
そ
の
中
世
の
封
建
時
代
か
ら
の
歴
史
と
伝
統
が
し
っ
か

り
と
守
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
、「
何
一
つ
日
本
に
好
い
も
の
が
あ
る
か
、
何
一
つ
世
界
に
向
つ
て
誇
り
得
る
も
の

が
あ
る
か
」
と
自
国
を
批
判
的
に
見
が
ち
の
現
代
の
日
本
人
た
ち
に
対
し
て
、
日
本
に
は
「
封
建
時
代
の
賜
物
」
と
し
て
の
「
中
世
」
と

い
う
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
誇
り
に
思
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
国
民
が
認
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
を
明
確

に
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
藤
村
の
批
評
眼
の
最
も
注
目
さ
れ
る
一
点
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
中
世
」
に
つ
い
て
は
『
東
方
の
門
』
に
お
い
て
、
更
に
、

五
ヶ
月
も
の
長
さ
に
亙
る
冬
季
の
日
本
海
の
活
動
か
ら
、
そ
の
深
い
風
雪
と
荒
れ
狂
ふ
怒
涛
と
か
ら
、
こ
の
島
国
を
護
る
位
置
に
あ
る
の
も
、
あ
の

海
岸
の
岸
壁
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
腰
骨
の
強
さ
こ
そ
、
北
支
那
か
ら
も
南
支
那
か
ら
も
大
陸
的
な
も
の
を
受
け
と
め
る
こ
と
の
出
来
た
祖
先
の

姿
で
あ
ら
う
。
西
洋
よ
り
す
る
組
織
的
で
異
質
な
文
明
の
開
発
と
破
壊
と
に
対
す
る
こ
と
の
出
来
た
の
も
、
ま
た
こ
の
腰
骨
の
力
と
言
ふ
こ
と
が
出

来
よ
う
。

古
代
と
近
代
と
を
繋
ぐ
こ
の
国
の
中
世
は
そ
こ
に
隠
れ
て
ゐ
た
。⒀

と
述
べ
て
い
る
。
日
本
人
の
「
腰
骨
の
強
さ
」
こ
そ
日
本
が
「
古
代
と
近
代
と
を
繋
ぐ
」「
中
世
」
を
有
し
て
き
た
賜
物
で
あ
り
、
そ
の

「
中
世
」
と
い
う
歴
史
の
賜
物
に
よ
っ
て
日
本
が
今
日
ま
で
西
洋
や
大
陸
に
抗
し
て
日
本
た
り
え
て
き
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
一
文
で
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あ
る
が
、
ま
さ
に
藤
村
の
文
明
批
評
の
眼
差
し
の
結
晶
と
し
て
評
価
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
『
東
方
の
門
』
に
し
め
さ
れ
た
藤
村
の
確
信
は
、
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
九
月
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ

ス
で
開
催
さ
れ
た
第
一
四
回
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
大
会
に
出
席
す
る
た
め
に
七
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
の
五
ヶ
月
近
く
旅
し
た
海
外
へ

の
旅
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
旅
は
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
を
経
由
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
に
渡
っ
て
か
ら
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ

レ
ス
に
着
き
、
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
大
会
に
出
席
し
、
帰
路
は
ア
メ
リ
カ
に
わ
た
り
、
二
十
年
ぶ
り
の
フ
ラ
ン
ス
も
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
旅

に
つ
い
て
は
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
五
月
か
ら
十
五
年
一
月
に
か
け
て
発
表
し
た
『
巡
礼
』
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
特
に

『
巡
礼
』
の
最
後
に
、
海
外
を
旅
し
た
眼
差
し
で
日
本
を
振
り
返
り
、「
延
び
行
く
自
分
等
の
国
の
力
を
過
小
視
す
る
ほ
ど
危
な
い
こ
と
は

な
い
。
同
じ
や
う
に
、
そ
れ
を
過
大
視
す
る
ほ
ど
危
な
い
こ
と
も
な
い
。」
と
し
、
そ
し
て
「
内
に
は
も
つ
と
自
分
等
の
持
つ
て
生
れ
た

も
の
を
延
ば
し
、
外
は
諸
外
国
の
侮
り
を
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
。」⒁
と
し
て
い
る
点
は
『
東
方
の
門
』
に
お
け
る
「
腰
骨
の
強
さ
」
を
強

調
す
る
日
本
観
に
通
じ
る
重
要
な
認
識
で
あ
る
。

『
東
方
の
門
』
は
、
そ
う
し
た
藤
村
の
国
際
的
視
野
に
お
い
て
の
日
本
認
識
で
あ
り
、
日
本
の
文
化
文
明
の
あ
り
よ
う
を
東
西
文
化
・

思
想
の
対
比
に
お
い
て
壮
大
な
文
明
批
評
を
繰
り
広
げ
た
岡
倉
天
心
が
残
し
た
書
物
に
学
び
つ
つ
総
合
的
な
視
点
で
書
こ
う
と
し
た
重
要

な
作
品
で
あ
っ
た
。『
東
方
の
門
』
は
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
一
月
か
ら
「
中
央
公
論
」
に
発
表
が
開
始
さ
れ
、
八
月
二
十
一
日
に
第

三
章
を
執
筆
中
に
脳
溢
血
の
発
作
で
倒
れ
て
中
絶
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
藤
村
は
そ
の
ま
ま
昏
睡
、
二
十
二
日
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

最
後
の
作
品
と
な
っ
た
こ
の
作
品
に
か
け
る
藤
村
の
思
い
が
示
さ
れ
た
の
が
「
東
方
の
門
を
出
す
に
就
い
て
」
で
あ
る
。

長
い
こ
と
わ
た
し
も
黙
し
勝
ち
に
日
を
送
つ
て
来
た
か
ら
、
さ
だ
め
し
読
者
諸
君
の
中
に
は
め
づ
ら
し
く
思
つ
て
呉
れ
る
方
も
あ
ら
う
。
作
者
と
し

て
の
わ
た
し
は
、
日
頃
の
自
分
の
願
ひ
と
し
て
も
、
成
る
べ
く
や
さ
し
い
言
葉
で
こ
れ
を
綴
る
で
あ
ら
う
と
言
へ
る
の
み
で
、
こ
れ
が
小
説
と
言
へ
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る
か
ど
う
か
、
そ
れ
す
ら
分
ら
な
い
。
す
べ
て
は
試
み
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
書
い
て
出
て
見
る
。
実
は
こ
の
作
、
戦
後
に
と
思
つ
て
、
そ
の
心
支

度
を
し
な
が
ら
明
日
を
待
つ
つ
も
り
で
あ
つ
た
が
、
か
ね
て
本
誌
編
集
者
に
約
し
た
こ
と
も
果
た
し
た
く
、
い
さ
ゝ
か
自
分
で
も
感
ず
る
と
こ
ろ
あ

つ
て
、
か
く
戦
時
の
空
気
の
中
で
こ
の
稿
を
起
す
こ
と
に
し
た
。
周
囲
を
見
れ
ば
、
親
近
の
青
年
等
ま
で
修
業
期
間
を
短
縮
し
、
銃
後
に
あ
る
も
の

も
皆
各
自
の
生
存
の
た
め
に
戦
ひ
つ
ゝ
あ
つ
て
、
眼
に
触
れ
耳
に
触
る
ゝ
も
の
人
を
し
て
深
省
を
発
せ
し
め
る
こ
と
ば
か
り
。
戦
争
が
長
引
け
ば
長

引
く
ほ
ど
時
局
は
ま
す
く
重
大
性
を
加
へ
て
来
た
。
こ
ん
な
は
げ
し
い
禍
の
中
に
立
つ
て
、
筆
執
る
こ
と
は
一
層
身
に
し
み
る
ば
か
り
で
な
く
、
今

の
自
分
の
老
弱
に
想
ひ
到
れ
ば
実
に
何
事
も
容
易
で
は
な
い
。
で
も
、
あ
の
昔
の
長
道
中
に
向
ふ
人
達
が
旅
立
ち
の
や
う
に
、
わ
た
し
は
荒
々
し
く

踏
み
立
て
る
こ
と
を
慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
他
が
一
日
で
行
け
る
路
に
三
日
も
四
日
も
か
ゝ
つ
て
も
、
心
し
づ
か
に
こ
の
長
い
仕
事
を
踏
み
出
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
。⒂

藤
村
は
、
世
界
戦
争
が
終
っ
て
か
ら
書
き
出
そ
う
と
考
え
て
「
そ
の
心
支
度
を
し
な
が
ら
明
日
を
待
つ
つ
も
り
で
あ
つ
た
が
」
予
定
を
変

更
し
て
、「
い
さ
ゝ
か
自
分
で
も
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
つ
て
」「
戦
時
の
空
気
の
中
で
こ
の
稿
を
起
す
こ
と
に
し
た
」
の
は
い
か
な
る
理
由
で

あ
っ
た
の
か
。「
親
近
の
青
年
等
ま
で
修
業
期
間
を
短
縮
し
、
銃
後
に
あ
る
も
の
も
皆
各
自
の
生
存
の
た
め
に
戦
ひ
つ
ゝ
あ
つ
て
、
眼
に

触
れ
耳
に
触
る
ゝ
も
の
人
を
し
て
深
省
を
発
せ
し
め
る
こ
と
ば
か
り
」
と
記
し
た
の
は
い
か
な
る
心
情
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
こ
れ
が
小
説
と
言
へ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
す
ら
分
ら
な
い
」
と
述
べ
、
ま
た
静
子
夫
人
に
対
し
て
も
「
今
度
の
仕

事
は
実
に
む
ず
か
し
い
、『
夜
明
け
前
』
を
書
く
時
、
冒
険
だ
と
思
っ
た
が
、
更
に
そ
れ
よ
り
冒
険
だ
」
と
言
っ
て
書
き
始
め
た
こ
の

『
東
方
の
門
』
は
、
戦
争
が
次
第
に
深
刻
さ
を
増
し
て
い
く
中
で
、
ま
さ
に
作
者
の
全
て
を
か
け
た
「
行
動
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
小
説

家
と
し
て
の
使
命
感
と
云
う
よ
り
も
、
も
っ
と
、
根
本
の
、
日
本
人
と
し
て
の
緊
迫
感
に
於
い
て
、
日
本
の
現
在
と
未
来
を
案
じ
る
作
者

の
、
切
迫
し
て
い
く
戦
時
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
、
改
め
て
、「
西
」
に
対
す
る
「
東
」
の
「
門
」
と
し
て
日
本
が
真
に
「
活
き
か
え

る
」
た
め
の
可
能
性
を
求
め
、
そ
れ
を
特
に
若
者
た
ち
に
一
刻
も
早
く
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
描
き
始
め
た
作
品
で
あ
っ
た
と
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言
え
よ
う
。

残
さ
れ
た
創
作
ノ
ー
ト
（「
雑
記
帳
」（
い
）（
ろ
））
の
膨
大
さ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
恐
ら
く
、
全
て
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
な
ら
、
藤
村
の

日
本
人
論
を
基
調
に
し
た
壮
大
な
ド
ラ
マ
が
完
成
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
本
隆
明
が
、「
藤
村
は
こ
の
作
品
で
、
お
そ
ら
く

青
春
期
以
来
い
だ
き
つ
づ
け
て
き
た
漠
然
た
る
自
己
の
思
想
性
に
形
を
与
え
て
も
い
い
と
判
断
し
た
。（
中
略
）
痛
ま
し
い
と
い
え
ば
、

こ
の
作
品
は
痛
ま
し
い
と
思
う
。」
と
述
べ
て
い
る
が
⒃
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
藤
村
は
今
、
東
洋
と
西
洋
、
日
本
と
西
洋
に
お
け
る

「
東
と
西
」
の
関
係
を
、
六
十
五
歳
に
な
っ
て
南
米
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
し
た
眼

差
し
と
、
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
末
か
ら
始
ま
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
深
刻
な
戦
時
下
に
あ
っ
て
痛
切
に
実
感
す
る
相
対
化
の
視

ま
こ
と

点
に
立
っ
て
改
め
て
眺
め
直
し
、
日
本
と
日
本
人
が
こ
れ
か
ら
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
し
た
誠
に
貫
か
れ
て
い
た
こ
と

が
十
分
に
推
測
で
き
る
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。

藤
村
は
『
東
方
の
門
』
を
「「
こ
れ
が
小
説
と
言
へ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
す
ら
分
ら
な
い
」
と
述
べ
、
し
か
し
力
強
く
、
日
本
の
「
中

世
」
の
存
在
を
誇
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
日
本
は
、
西
洋
に
対
し
て
「
東
」
の
門
で
あ
れ
と
強
調
し
た
。
お
そ
ら
く
、
戦
後
に
書
こ
う
と

し
て
長
い
時
間
を
か
け
て
し
た
た
め
て
い
た
も
の
を
こ
う
し
て
急
い
で
執
筆
を
開
始
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
自
ら
の
人
生
の
終
焉
を
感
知

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
何
よ
り
も
困
難
を
極
め
て
き
て
い
た
世
界
大
戦
下
に
あ
っ
て
、
若
者
の
精
神
を
鼓
舞
し
、
誇
り
を

持
っ
て
生
き
る
事
を
促
そ
う
と
し
た
、
ま
さ
に
文
明
批
評
家
と
し
て
の
最
後
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
こ
の
作
品
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

註
⑴
『
海
へ
』「
地
中
海
へ
の
旅
」（
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
六
月
・
一
〇
月
「
中
央
文
学
」）、『
藤
村
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
八

（
一
九
七
三
）
年
九
月
十
日
、
六
三
〜
六
四
頁
。

島
崎
藤
村
に
お
け
る
国
際
性
と
文
明
批
評

四
一



⑵
『
眼
鏡
』『
藤
村
全
集
』
第
五
巻
、
一
六
三
頁
、
一
六
五
頁
。

⑶
『
水
彩
画
家
』『
藤
村
全
集
』
第
二
巻
三
一
一
頁
。（
以
下
『
水
彩
画
家
』
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。）

⑷
「「
破
戒
」
の
著
者
が
見
た
る
山
国
の
新
平
民
」『
新
片
町
よ
り
』
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
九
月
、『
藤
村
全
集
』
第
六
巻
、
七
七
〜
七
八

頁
。

⑸
『
家
』
新
刊
予
告

明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
十
月
一
日
、「
白
樺
」
第
二
巻
第
十
号
。

⑹
『
家
』（
下
九
）『
藤
村
全
集
』
第
五
巻
、
三
八
一
〜
三
八
二
頁
。

⑺

今
橋
映
子
「
都
市
論
者
・
島
崎
藤
村
│
パ
リ
滞
在
と
「
公
園
」
論
の
位
相
」『
島
崎
藤
村

文
明
批
評
と
詩
と
小
説
と
』
双
文
社
出
版
、
一
九

六
六
年
一
〇
月
、
三
八
頁
。

⑻
「
芥
川
龍
之
介
君
の
こ
と
」
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
一
一
月
、『
市
井
に
あ
り
て
』
所
収
、『
藤
村
全
集
』
第
一
三
巻
、
五
四
頁
。

⑼
『
平
和
の
巴
里
』「
音
楽
会
の
夜

其
他
」（
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
四
月
二
六
日
）、『
藤
村
全
集
』
第
六
巻
二
九
七
頁
。

⑽
『
海
へ
』「
故
国
を
見
る
ま
で
」
十
一
、『
藤
村
全
集
』
第
八
巻
、
一
二
一
頁
。

⑾
『
東
方
の
門
』
第
三
章
五
、『
藤
村
全
集
』
第
十
四
巻
一
一
八
頁
。

⑿
『
夜
明
け
前
』
第
一
部
第
十
二
章
六
、『
藤
村
全
集
』
第
十
一
巻
五
三
一
頁
。

⒀
『
東
方
の
門
』
第
二
章
六
、『
藤
村
全
集
』
第
十
四
巻
九
八
頁
。

⒁
『
巡
礼
』「
故
国
の
島
影
を
望
む
ま
で
」『
藤
村
全
集
』
第
十
四
巻
三
二
九
〜
三
三
〇
頁
。

⒂
「
東
方
の
門
を
出
す
に
就
い
て
」『
藤
村
全
集
』
第
十
四
巻
、
五
頁
。

⒃

吉
本
隆
明
「「
東
方
の
門
」
私
感
」「
文
芸
読
本
島
崎
藤
村
」
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
）
年
六
月
、
五
九
頁
。

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
四
日
、
小
諸
市
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
「
ス
テ
ラ
ホ
ー
ル
」
に
て
開
催
さ
れ
た
「
島
崎
藤
村
学
会
」
第
四
三
回
全
国
大

会
に
て
「
島
崎
藤
村
に
お
け
る
国
際
性
と
文
明
批
評
」
と
題
し
て
記
念
講
演
を
し
た
も
の
を
も
と
に
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断

り
し
て
お
く
。

（
ほ
そ
か
わ

ま
さ
よ
し
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）

島
崎
藤
村
に
お
け
る
国
際
性
と
文
明
批
評

四
二


