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ど
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
ひ
と
り
ぶ
つ
ぶ
つ
云
つ
て
も
し
よ
う
が
な
い
、
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
て
ゐ

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
誰
で
も
考
へ
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ
口
に
出
し
て
云
ふ
の
は
、
野

暮
の
骨
頂
だ
、
と
い
ふ
風
に
も
教
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
が
、
し
か
し
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
は
、
一
体
、

い
つ
か
ら
き
ま
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う
？
　
当
り
前
で
な
い
こ
と
が
当
り
前
で
通
る
や
う
に
な
つ
た

の
は
、
誰
も
が
考
へ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
公
然
と
そ
れ
を
云
は
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
、
私
は
近
頃
し
き

り
に
そ
そ
の
か
さ
れ
る
や
う
な
気
持
に
な
つ
て
来
た
。

　
で
は
、
ど
う
い
ふ
風
に
そ
れ
を
云
つ
た
ら
い
い
か
、
誰
に
向
つ
て
そ
れ
を
云
ふ
べ
き
か
、
先
づ
何
か
ら

云
ひ
出
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
？

　
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
取
り
上
げ
る
と
、
さ
も
「
小
さ
な
こ
と
」
に
似
て
ゐ
る
。
そ
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
は

な
い
と
思
ふ
の
だ
が
、
そ
れ
を
「
大
き
な
こ
と
」
に
結
び
つ
け
る
と
、
話
が
空
漠
と
し
て
誰
の
胸
に
も
響

か
な
く
な
り
さ
う
だ
。
わ
か
る
も
の
に
は
わ
か
る
に
違
ひ
な
い
が
、
わ
か
ら
せ
た
い
人
間
が
び
く
と
も
し

な
い
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
。
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私
は
、
い
ま
、
自
分
の
仕
事
の
こ
と
を
楽
し
く
考
へ
る
習
慣
を
失
は
う
と
し
て
ゐ
る
。
仕
事
を
し
て
ゐ

さ
へ
す
れ
ば
よ
い
の
だ
、
と
い
ふ
自
信
が
も
て
な
い
の
だ
。
勿
論
、
か
う
い
ふ
時
代
に
、
わ
き
目
も
ふ
ら

ず
自
分
だ
け
の
仕
事
に
没
頭
し
得
る
人
達
を
尊
敬
し
、
羨
む
こ
と
は
、
さ
う
い
ふ
人
達
の
仕
事
が
立
派
で

あ
る
場
合
に
殊
に
文
句
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
不
幸
に
し
て
、
演
劇
と
い
ふ
専
門
を
撰
ん
だ
た
め

か
、
自
分
だ
け
の
仕
事
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
境
遇
に
お
か
れ
て
ゐ
る
。
自
然
、
わ
れ
わ
れ
の
成
長
を
阻
む

一
切
の
も
の
を
、
単
な
る
現
象
と
し
て
、
冷
や
か
に
こ
れ
を
視
過
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
不
安
焦
慮
は
、
煎
じ
つ
め
る
と
、
日
本
と
い
ふ
国
は
こ
れ
で
い
い
の
だ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
嗤
は
ず
に
聴
い
て
ほ
し
い
。
芝
居
な
ん
か
ど
う
な
つ
て
も
か
ま
は
な
い
。
日
本
が
住
む
に
堪
え
な
い

と
い
ふ
こ
と
は
、
眼
か
く
し
を
さ
れ
た
人
間
ど
も
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　
世
界
は
今
不
安
の
時
代
だ
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
誰
で
も
云
ふ
。
し
か
し
、
そ
の
不
安
は
、
自
分
の

国
に
愛
想
を
つ
か
さ
せ
る
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
か
？
　
祖
国
を
逃
れ
て
安
住
の
地
を
求
め
る
な
ど
は
、

恐
ら
く
何
人
に
と
つ
て
も
夢
で
あ
ら
う
。
放
浪
を
思
ひ
立
つ
以
外
、
眼
を
瞑
る
の
が
当
世
の
気
運
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
所
謂
、
現
代
社
会
の
機
構
に
つ
い
て
様
々
な
論
議
を
聴
い
た
。
最
近
の
政
治
的
動
向
と
い

ふ
題
目
に
も
注
意
し
た
。
恐
ら
く
、
何
人
も
今
は
、
新
し
い
時
代
の
精
神
が
何
に
向
つ
て
ゐ
る
か
を
知
ら
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ぬ
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　
が
、
私
は
、
世
界
共
通
の
問
題
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
知
識
を
欠
き
、
ま
た
、
そ
れ

だ
け
の
資
格
が
与
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
気
が
す
る
。
私
は
た
だ
、
欧
米
の
二
三
の
国
々
と
、
わ
が
日

本
と
を
比
較
す
る
だ
け
の
材
料
を
も
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
文
学
と
い
ふ
も
の
が
、
人
間
の
最
も
貴
重
な
仕
事
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
文
学
を
見
事
に
育

て
上
げ
た
民
族
と
そ
の
文
化
の
特
質
が
、
な
ん
で
あ
つ
た
か
を
考
へ
て
み
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
だ
け

で
あ
る
。

　
第
一
に
云
つ
て
お
く
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
人
を
素
質
的
に
優
れ
た
民
族
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
。
偉
大

な
文
学
を
生
む
べ
き
特
殊
な
性
能
を
具
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
何
を

誤
つ
た
か
、
凡
そ
文
学
の
泉
を
涸
渇
さ
せ
る
や
う
な
文
化
を
作
り
上
げ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
落
葉
の

下
を
細
々
と
流
れ
る
過
去
数
百
年
の
文
学
的
伝
統
を
見
る
が
よ
い
、
清
冽
な
水
の
一
筋
を
、
わ
れ
わ
れ
は

誇
り
気
に
汲
む
こ
と
は
で
き
る
が
、
無
数
の
旺
盛
な
喉
の
渇
き
を
癒
や
す
に
足
り
な
い
。
そ
れ
が
、
今
日

西
洋
文
学
氾
濫
の
原
因
で
あ
る
。

　
日
本
の
近
代
化
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
機
運
を
促
し
た
が
、
こ
こ
に
も
、
ま
だ
伝
統
的
な
障
碍
が
あ
つ
た
。
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「
出
世
」
を
す
る
た
め
に
文
学
は
無
用
で
あ
つ
た
。
文
学
は
天
邪
鬼
の
み
を
吸
ひ
寄
せ
た
。
善
良
な
国
民

は
、
文
学
と
縁
を
切
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
義
務
教
育
は
文
学
的
教
養
を
無
視
し
つ
つ
、
文
学
中
毒
者
を

出
す
に
止
つ
た
。
西
洋
文
学
は
氾
濫
は
し
た
が
、
浸
潤
は
し
な
か
つ
た
。
文
学
を
志
す
も
の
は
、
同
志
以

外
に
、
倶
に
語
る
相
手
は
な
く
、
「
自
分
」
を
語
る
以
外
の
興
味
を
失
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

　
西
洋
崇
拝
の
思
想
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
来
て
を
り
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
に
分
け
ら
れ
る
が
、

西
洋
の
物
質
文
化
に
憧
れ
る
も
の
な
ど
は
、
今
日
殆
ど
あ
り
は
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
政
治
家
も
教
育
家
も
、

恐
ら
く
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
ざ
と
知
ら
ん
顔
を
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

西
洋
排
斥
の
音
頭
取
り
は
、
西
洋
崇
拝
の
軽
薄
な
一
面
を
し
か
見
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
い
。
も
つ
と
深
刻

な
一
面
が
あ
る
こ
と
を
惧
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
や
共
産
主
義
は
、
な
る
ほ
ど
西
洋
の
思
想
な
ら
、
そ
れ
で
も
よ
ろ
し
い
。
た
だ
、
深
く
人

間
を
見
、
高
い
精
神
と
、
豊
か
な
感
情
と
を
描
き
出
す
力
は
、
何
に
よ
つ
て
養
は
れ
た
か
？
　
外
国
の
侵

略
を
蒙
ら
な
い
と
い
ふ
や
う
な
歴
史
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
西
洋
の
ど
こ
の
国
も
、
西
洋
の
ど
ん
な
人
間
も
、
わ
れ
わ
れ
は
崇
拝
な
ど
は
し
て
は
ゐ
な
い
。
ほ
ん
た
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う
に
愛
し
て
さ
へ
も
ゐ
な
い
や
う
に
思
ふ
。
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
の
た
め
に
命
を
さ
へ
捧
げ
る
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
と
し
た
ら
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
人
と
生
れ
た
か
ら
に
は
、
や
は
り
、
日
本
人
の
ま
ま
で
あ
り
た
い
。
嘗
て
も
云
つ

た
如
く
、
そ
れ
を
恥
だ
と
も
名
誉
だ
と
も
思
は
な
い
が
、
た
だ
、
そ
れ
こ
そ
運
命
で
あ
り
、
運
命
を
運
命

と
し
て
受
け
容
れ
る
気
持
で
あ
る
。
私
は
、
自
分
の
た
め
に
も
、
ま
た
、
自
分
の
子
孫
や
、
自
分
の
愛
す

る
も
の
の
た
め
に
、
日
本
が
好
い
国
に
な
る
こ
と
を
心
か
ら
祈
る
も
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
何
故
に
、
既
に
日
本
が
比
類
の
な
い
好
い
国
で
あ
る
、
と
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
好
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
が
随
分
多
い
こ
と
を
、
自
分

の
後
継
者
た
ち
に
教
へ
て
お
き
た
く
思
ふ
。
祖
国
を
愛
す
る
と
い
ふ
精
神
は
、
ど
う
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
生

れ
て
来
る
の
か
、
そ
れ
は
為
政
者
な
ど
が
考
へ
て
ゐ
る
や
う
に
、
自
分
の
国
が
一
番
優
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ

観
念
か
ら
で
は
な
い
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
。
正
し
く
物
を
視
る
の
が
い
け
な
い
と
教
へ
込
む
法
は
な
い
で
は

な
い
か
？
　
そ
れ
が
危
険
だ
と
思
ふ
な
ら
、
正
し
く
視
ら
れ
て
差
支
な
い
や
う
な
国
に
す
べ
き
で
は
な
い

か
？
　
私
は
や
つ
ぱ
り
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
？

　
国
を
憂
ふ
る
と
い
ふ
言
葉
ほ
ど
、
気
恥
し
い
言
葉
は
な
い
と
思
つ
て
ゐ
た
私
は
、
い
ま
、
さ
う
い
ふ
言
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葉
を
使
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
破
目
に
陥
つ
た
。
文
学
を
や
つ
た
お
蔭
か
ど
う
か
、
凡
そ
、
し
か
し
、
文

学
の
無
力
を
痛
感
さ
せ
る
言
葉
で
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
私
の
尊
敬
す
る
わ
が
国
の
現
代
作
家
は
、
公
に

ま
だ
さ
う
い
ふ
言
葉
を
使
つ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
思
ふ
に
、
そ
ん
な
こ
と
を
仮
に
も
云
は
せ
な
い
何
か
が
、
ほ
ん
た
う
の
文
学
者
の
胸
の
中
に
は
燃
え
て

ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
残
念
な
が
ら
、
私
は
、
夜
、
床
に
は
い
つ
て
、
自
分
の
仕
事
の
こ
と
を
考
へ
な
が
ら
、

い
つ
の
間
に
か
、
あ
あ
日
本
は
こ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
だ
ら
う
か
と
、
つ
ひ
考
へ
て
し
ま
ふ
。
す
る
と
眼

が
冴
え
て
寝
つ
か
れ
な
い
。
新
聞
の
記
事
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
頭
に
浮
ん
で
、
歯
ぎ
し
り
を
す
る
。
滑
稽

だ
と
思
ふ
が
、
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
ま
だ
、
文
学
の
領
域
で
は
、
個
人
々
々
の
力
が
あ
る
程
度
ま
で
伸
び
上
つ
て
ゐ
る
が
、
芝
居

や
映
画
の
畑
に
な
る
と
、
さ
う
は
行
か
な
い
。

　
真
面
目
な
仕
事
が
ま
つ
た
く
酬
い
ら
れ
ず
、
才
能
が
自
然
な
発
達
を
阻
ま
れ
、
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
、

近
代
芸
術
の
名
に
値
す
る
や
う
な
作
品
が
現
は
れ
な
い
。
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
、
み
ん
な
が
、
一
生

懸
命
に
研
究
し
て
ゐ
る
。
な
る
ほ
ど
、
人
物
も
ゐ
な
い
。
金
も
な
い
。
が
、
真
の
原
因
は
、
そ
れ
以
前
に

属
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
も
の
が
生
れ
る
社
会
状
態
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
。
さ
う
い
ふ
も
の
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を
創
り
出
す
「
生
活
」
を
、
国
民
全
体
が
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
。
要
求
が
な
い
と
こ
ろ
に
何
が
出

よ
う
？

　
要
求
が
な
い
と
い
ふ
の
は
、
国
民
が
さ
う
い
ふ
風
に
育
て
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。

　
民
衆
に
罪
は
な
い
。
指
導
者
に
罪
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
日
本
は
、
果
し
て
文
明
国
で
あ
ら
う
か
？

　
民
衆
の
生
活
に
は
、
目
下
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
欠
け
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
政
治
家
は
、
先
づ
何
を
与

ふ
べ
き
か
に
つ
い
て
論
議
す
る
で
あ
ら
う
。
政
治
家
以
外
の
、
文
化
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
も
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
或
は
、
軍
事
思
想
を
、
或
は
科
学
知
識
を
、
或
は
宗
教
的
信
念
を
、
或
は
処
世
術

を
と
、
様
々
な
意
見
を
提
出
す
る
。
何
よ
り
も
先
づ
食
を
与
へ
よ
と
い
ふ
叫
び
に
、
眼
を
み
は
る
の
は
当

然
で
あ
る
。

　
芸
術
家
は
、
何
も
云
ふ
権
利
は
な
い
の
で
あ
ら
う
か
？

　
徒
ら
に
卑
俗
な
思
想
を
煽
る
読
物
や
興
行
物
が
、
公
然
と
芸
術
の
名
を
犯
し
て
、
屡
々
「
国
家
的
」
に

僭
越
な
座
席
を
与
へ
ら
れ
る
不
合
理
を
黙
視
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
？
　
物
に
は
程
度
が
あ
り
、
親
爺
の
道

楽
も
、
遂
に
許
し
て
は
お
け
ぬ
と
い
ふ
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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か
う
い
ふ
問
題
が
、
あ
る
程
度
ま
で
常
識
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
な
ど
は
論

じ
て
み
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
？
　
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
、
民
衆
は
、
一
旦
、
人
間
と
し
て
眼

覚
め
る
と
同
時
に
、
国
家
が
望
む
と
否
と
に
拘
は
ら
ず
、
現
在
の
政
治
を
根
本
か
ら
疑
ふ
方
向
に
向
ふ
で

あ
ら
う
。
そ
れ
を
期
待
す
る
も
の
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
私
が
云
は
な
く
て
も
わ
か
つ
て
ゐ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
自
身
は
、
制
度
の
好
み
な
ど
は
な
い
。
制
度
に
弊
害
は
附
き
も
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。

弊
害
救
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
至
れ
ば
、
自
ら
、
打
開
の
道
が
開
け
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ま
で
は
、
制
度
そ
の

も
の
よ
り
も
、
弊
害
と
戦
ふ
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
る
。
現
制
度
の
弊
害
の
最
も
甚
だ
し
き
も
の
は
、

官
尊
民
卑
の
風
と
、
金
力
万
能
で
あ
る
。
こ
の
間
に
も
既
に
矛
盾
は
あ
る
が
、
そ
の
矛
盾
か
ら
、
混
濁
し

た
処
世
の
法
が
生
れ
、
民
衆
の
清
潔
な
愉
楽
が
失
は
れ
る
の
で
あ
る
。
道
徳
に
は
何
等
の
権
威
も
な
く
な

つ
て
ゐ
る
。
醜
行
は
暗
黙
の
裡
に
是
認
さ
れ
、
美
挙
は
看
板
と
し
て
役
立
つ
の
み
と
な
つ
て
ゐ
る
。
名
士

は
祖
先
の
墓
参
り
を
す
る
だ
け
で
、
涜
職
の
罪
滅
し
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
日
本
資
本
主
義
社
会
の
珍
奇
な
風
景
で
あ
る
。
が
、
何
主
義
の
時
代
で
も
、
こ
ん
な
愚
劣
な

ヂ
エ
ス
チ
ユ
ア
を
嗤
ふ
国
民
が
ゐ
る
筈
で
あ
る
。

　
母
親
が
息
子
を
殺
し
た
新
聞
記
事
が
、
天
下
を
驚
倒
さ
せ
た
が
、
私
は
、
人
に
意
見
を
聞
か
れ
て
か
う

答
へ
た
。
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「
別
に
驚
く
こ
と
は
な
い
さ
。
日
本
ぐ
ら
ゐ
不
心
得
な
親
の
多
い
国
は
な
い
。
家
族
制
度
の
弊
だ
。
つ

　
ま
り
、
道
徳
が
、
子
に
厳
で
親
に
寛
で
あ
る
結
果
、
親
子
の
愛
情
が
正
し
く
導
か
れ
て
ゐ
な
い
。
両
者

　
の
反
撥
は
思
想
の
相
違
か
ら
来
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
愛
情
の
表
示
の
相
違
か
ら
来
る
場
合
が
多
く
、
今

　
日
世
間
道
徳
の
所
謂
孝
道
の
執
拗
な
鼓
吹
は
、
根
本
的
に
悲
劇
を
含
ん
で
ゐ
る
。
家
族
制
度
を
維
持
す

　
る
つ
も
り
な
ら
、
先
づ
親
を
新
し
く
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
」

　
と
こ
ろ
が
、
豈
に
親
子
の
問
題
の
み
な
ら
ん
や
で
あ
る
。
万
事
が
こ
の
調
子
で
、
学
校
に
於
け
る
師
弟

の
関
係
、
町
内
交
際
の
関
係
、
警
察
対
人
民
、
都
市
の
文
化
施
設
、
資
本
家
対
労
働
者
、
小
さ
く
は
傭
主

と
使
用
人
の
関
係
、
す
べ
て
、
人
間
性
の
自
覚
と
健
全
な
道
義
と
を
無
視
し
た
、
一
見
静
か
に
は
見
え
る

が
、
一
皮
む
く
と
恐
ろ
し
い
病
毒
の
芽
が
吹
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
で
は
、
「
個
人
的
に
」
は
み
ん
な
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

殊
に
、
文
学
者
は
一
番
痛
切
に
そ
れ
を
感
じ
て
ゐ
る
こ
と
を
断
言
し
て
憚
ら
な
い
。
政
治
家
と
雖
も
、
多

分
「
個
人
と
し
て
は
」
同
感
す
る
に
違
ひ
な
い
。
ど
う
し
て
、
そ
れ
を
公
然
と
云
は
な
い
の
か
。
云
ふ
機

会
が
な
い
の
か
？
　
云
ふ
と
商
売
に
な
ら
な
い
の
か
？

　
国
民
精
神
の
作
興
と
は
な
に
か
？
　
思
想
の
善
導
と
は
な
に
か
？
　
大
和
魂
と
は
、
日
本
民
族
の
優
越
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性
と
は
何
か
？

　
道
徳
も
宗
教
も
歴
史
も
、
日
本
精
神
の
危
機
を
救
ふ
こ
と
は
不
可
能
な
と
こ
ろ
ま
で
来
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

　
浮
世
絵
や
茶
の
湯
や
、
義
太
夫
や
浪
花
節
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
。
な
ら
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
そ
ん
な
も
の

を
擔
ぎ
出
す
と
、
事
態
は
悪
化
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
近
代
的
な
意
味
に
於
け
る
文
学
的
肥
料
の
供
給
は
、
わ
が
国
民
を
自
滅
か
ら
救
ふ
最
も
簡
易
な
！
　
方

法
で
は
な
い
か
と
思
ふ
が
如
何
？
　
勿
論
、
三
百
年
後
の
こ
と
を
考
へ
て
で
あ
る
。
（
一
九
三
六
・
一
）
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