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森
鴎
外
の
「
歴
史
も
の
」
は
、
大
正
元
年
十
月
の
中
央
公
論
に
「
興
津
彌

五
右
衛
門
の
遺
書
」
が
載
せ
ら
れ
た
の
が
第
一
作
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
斎

藤
茂
吉
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
一
作
の
か
か
れ
た
動
機
は
、
そ
の
年
九

月
十
三
日
明
治
大
帝
の
御
大
葬
に
あ
た
っ
て
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
が
あ
っ

た
。
夜
半
青
山
の
御
大
葬
式
場
か
ら
退
出
し
て
の
帰
途
、
そ
の
噂
を
き
い
て

「
予
半
信
半
疑
す
」
と
日
記
に
か
か
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
、

鴎
外
は
乃
木
夫
妻
の
納
棺
式
に
臨
み
、
十
八
日
の
葬
式
に
も
列
っ
た
。
同
日

の
日
記
に
「
興
津
彌
五
右
衛
門
を
艸
し
て
中
央
公
論
に
寄
す
」
と
あ
っ
て
、

乃
木
夫
妻
の
死
を
知
っ
た
十
四
日
か
ら
三
日
ぐ
ら
い
の
間
に
、
し
か
も
そ
の

間
に
は
夫
妻
の
納
棺
式
や
葬
儀
に
列
し
つ
つ
、
こ
の
作
品
は
書
か
れ
た
の
で
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あ
っ
た
。

　
十
四
日
に
噂
を
き
い
た
折
は
「
半
信
半
疑
す
」
と
い
う
感
情
に
お
か
れ
た

鴎
外
が
、
つ
づ
く
三
日
ば
か
り
の
間
に
、
こ
の
作
品
を
書
か
ず
に
い
ら
れ
な

く
な
っ
て
行
っ
た
心
持
の
必
然
は
な
か
な
か
面
白
い
。
一
応
の
常
識
に
、
半

信
半
疑
と
い
う
驚
き
で
受
け
ら
れ
た
乃
木
夫
妻
の
死
は
、
あ
と
三
日
ほ
ど
の

間
に
、
鴎
外
の
心
の
中
で
、
そ
の
行
為
と
し
て
十
分
肯
け
る
内
的
動
因
が
見

出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
夫
妻
の
生
涯
を
そ
こ
に
閉
じ
さ
せ
た
そ
の
動
因
は
、

老
い
た
武
将
夫
妻
に
と
っ
て
の
必
然
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
な
ま
も
の
じ
り

の
当
時
の
常
識
批
判
は
片
腹
痛
く
苦
々
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
ろ
う
。
興
津
彌
五
右
衛
門
が
正
徳
四
年
に
主
人
で
あ
る
細
川
三
斎
公
の
十

三
回
忌
に
、
船
岡
山
の
麓
で
切
腹
し
た
。
そ
の
殉
死
の
理
由
は
、
そ
れ
か
ら
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三
十
年
も
昔
、
主
命
に
よ
っ
て
長
崎
に
渡
り
、
南
蛮
渡
来
の
伽
羅
の
香
木
を

買
い
に
行
っ
た
と
き
、
本
木
も
と
き
を
買
う
か
末
木
す
え
き
を
買
う
か
と
い
う
口
論
か
ら
、

本
木
説
を
固
守
し
た
彌
五
右
衛
門
は
相
役
横
田
か
ら
仕
か
け
ら
れ
て
そ
の
男

を
只
一
打
に
討
ち
果
し
た
。
彌
五
右
衛
門
は
「
某
そ
れ
が
しは
只
主
命
と
申
物
が
大
切

な
る
に
て
、
主
君
あ
の
城
を
落
せ
と
被
仰
候
わ
ば
、
鉄
壁
な
り
と
も
乗
り
と

り
可
申
、
あ
の
首
と
れ
と
被
仰
候
わ
ば
、
鬼
神
な
り
と
も
討
ち
果
し
可
申
と

同
じ
く
、
珍
ら
し
き
品
を
求
め
て
参
れ
と
被
仰
候
え
ば
、
此
上
な
き
名
物
を

求
め
ん
所
存
な
り
」
と
い
う
封
建
武
人
の
モ
ラ
ル
に
立
っ
て
、
計
ら
ず
相
役

と
事
を
生
じ
る
に
至
っ
た
。
伽
羅
の
本
木
を
買
っ
て
か
え
っ
た
彌
五
右
衛
門

は
切
腹
被
仰
附
度
と
願
っ
た
が
、
そ
の
香
木
が
見
事
な
逸
物
で
早
速
「
初
音
」

と
銘
を
つ
け
た
三
斎
公
は
、
天
晴
な
り
と
し
て
、
討
た
れ
た
横
田
嫡
子
を
御
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前
に
よ
び
出
し
、
盃
を
と
り
か
わ
さ
せ
て
意
趣
を
ふ
く
ま
ざ
る
旨
を
誓
言
さ

せ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
香
木
は
「
白
菊
」
と
銘
を
改
め
細
川
家
に
と
っ
て
数

々
の
名
誉
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彌
五
右
衛
門
は
、
三
斎

公
に
助
命
さ
れ
た
恩
義
を
思
っ
て
、
江
戸
詰
御
留
守
居
と
い
う
義
務
か
ら
や

っ
と
自
由
に
な
っ
た
十
三
年
目
に
、
欣
然
と
し
て
殉
死
し
た
。
三
斎
公
の
言

葉
と
し
て
、
作
者
鴎
外
は
、
「
総
て
功
利
の
念
を
以
て
物
を
視
候
わ
ば
、
此

の
世
に
尊
き
物
は
な
く
な
る
べ
し
」
と
云
っ
て
い
る
。
乃
木
夫
妻
の
死
と
い

う
行
為
に
対
し
て
、
初
め
は
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
作
者
が
、
世
論
の
様
々
を

耳
に
し
て
、
一
つ
の
情
熱
を
身
内
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
彌
五
右
衛
門
が

恩
義
に
よ
っ
て
死
し
た
心
を
描
い
た
の
は
作
者
の
精
神
の
構
造
が
そ
こ
に
映

っ
て
い
る
意
味
か
ら
も
面
白
い
と
思
う
。
当
時
五
十
歳
に
な
っ
て
い
た
森
鴎
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外
は
、
こ
の
よ
う
な
生
々
し
い
動
機
か
ら
我
知
ら
ず
彼
の
一
つ
ら
な
り
の

「
歴
史
も
の
」
に
歩
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
封
建
の
モ
ラ
ル
を
そ
れ
な
り
そ
の
無
垢
を
美
し
さ
と
し
て
肯
定
し
て
書
い

た
第
一
作
か
ら
、
第
二
作
の
「
阿
部
一
族
」
迄
の
間
に
は
、
作
者
鴎
外
の
客

観
性
も
現
実
性
も
深
く
大
き
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
家
と
し
て
の
鴎
外

が
興
津
彌
五
右
衛
門
の
境
地
に
の
み
と
ど
ま
り
得
な
い
で
、
一
年
の
の
ち
に

は
更
に
社
会
的
に
、
そ
の
社
会
を
客
観
す
る
意
味
で
歴
史
的
に
、
殉
死
と
い

う
テ
ー
マ
を
く
り
か
え
し
発
展
さ
せ
て
省
察
し
て
い
る
点
は
、
後
代
か
ら
も

関
心
を
も
っ
て
観
察
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

「
阿
部
一
族
」
を
鴎
外
自
身
、
殉
死
小
説
と
日
記
に
書
い
て
い
る
の
だ
そ
う

だ
が
、
こ
の
作
品
は
決
し
て
単
純
に
そ
の
一
面
だ
け
に
主
点
の
お
か
れ
た
内
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容
で
は
な
い
。
鴎
外
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
封
建
時
代
の
武
士
の
モ
ラ
ル
、

生
活
感
情
の
な
か
で
殉
死
の
許
可
の
有
る
無
し
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
評
価

と
見
ら
れ
る
習
慣
で
あ
っ
た
か
、
殉
死
を
許
す
主
君
の
心
理
に
、
経
済
事
情

に
迄
及
ぶ
ど
ん
な
現
実
的
な
臣
下
へ
の
考
慮
も
ふ
く
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と

な
ど
を
、
殉
死
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
阿
部
一
族
の
悲
劇
を
と
お
し
て
、
規
模

大
き
く
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
縦
糸
と
し
て
は
、
細
川
忠
利

と
家
臣
阿
部
彌
一
右
衛
門
と
の
間
に
あ
る
永
年
の
感
情
的
な
し
こ
り
が
、
性

格
と
性
格
と
の
間
に
生
じ
る
さ
け
が
た
い
共
感
と
反
撥
の
姿
と
し
て
周
密
に

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
細
川
忠
利
は
、
初
め
は
只
な
ん
と
な
く
彌
一
右
衛

門
の
云
う
こ
と
を
す
ら
り
と
き
け
な
い
心
持
で
暮
し
て
い
た
の
だ
が
、
後
に

は
、
彌
一
右
衛
門
が
意
地
で
落
度
な
く
勤
め
る
の
を
知
っ
て
憎
悪
を
感
じ
る
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よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
聰
明
な
忠
利
は
、
憎
い
と
は
思
い
な
が
ら
、

何
故
彌
一
右
衛
門
が
そ
う
な
っ
た
か
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
自
分
が

仕
向
け
た
の
だ
と
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
気
づ
き
つ
つ
改

め
ら
れ
な
い
で
、
最
期
の
床
に
横
わ
っ
た
忠
利
に
向
っ
て
、
幾
度
も
殉
死
を

願
う
阿
部
彌
一
右
衛
門
の
顔
を
見
、
声
を
き
く
と
ど
う
し
て
も
「
い
や
、
ど

う
ぞ
光
尚
に
奉
公
し
て
く
れ
い
」
と
い
う
返
事
し
か
忠
利
の
喉
を
出
て
来
な

い
の
で
あ
る
。

　
追
腹
を
切
っ
て
阿
部
彌
一
右
衛
門
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
そ
う
や
っ
て

死
ん
で
も
阿
部
一
族
へ
の 

家  

中 

か
ち
ゅ
う

の
侮
蔑
は
深
ま
る
ば
か
り
で
、
そ
の
重
圧

に
鬱
屈
し
た
当
主
の
権
兵
衛
が
先
代
の
一
周
忌
の
焼
香
の
席
で
、
髻
も
と
ど
りを
我
か

ら
押
し
切
っ
て
、
先
君
の
位
牌
に
供
え
、
武
士
を
捨
て
よ
う
と
の
決
心
を
示
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し
た
。
こ
れ
が
無
礼
と
見
ら
れ
遂
に
権
兵
衛
は
縛
り
首
に
さ
れ
、
一
族
は
山

崎
の
屋
敷
で
悲
惨
な
最
期
を
と
げ
て
し
ま
っ
た
。

　
武
家
時
代
の
社
会
で
君
臣
と
い
う
動
か
し
が
た
い
社
会
の
枠
の
中
に
、
こ

の
よ
う
に
な
ま
な
ま
と
恐
ろ
し
い
人
間
性
格
の
相
剋
が
現
実
す
る
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
の
相
剋
す
る
力
が
そ
の
枠
を
と
り
の
ぞ
く
作
用
と
し
て
は
在
り
得

な
い
で
、
そ
の
枠
内
で
揉
み
合
っ
て
、
枠
内
の
し
き
た
り
に
よ
っ
て
悲
劇
の

終
末
へ
ま
で
運
ば
れ
て
ゆ
く
の
が
、
常
に
正
直
一
途
な
家
臣
と
し
て
の
運
命

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
を
、
鴎
外
は
い
く
つ
か
の
插
話
を
興
味
ふ

か
く
配
置
し
つ
つ
立
派
に
描
写
し
て
い
る
。
人
間
一
人
の
生
き
か
た
、
或
は

生
か
せ
か
た
。
死
に
か
た
、
或
は
死
な
せ
か
た
の
諸
相
が
、
そ
の
時
代
の
も

の
と
し
て
こ
の
一
篇
に
は
実
に
ま
ざ
ま
ざ
と
多
面
的
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
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人
間
同
士
の
友
誼
が
、
対
手
の
死
な
せ
か
た
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
当
時
の
モ
ラ
ル
も
柄
本
又
七
郎
の
行
動
で
表
徴
さ
れ
て
い
る
し
、
悪

意
あ
る
方
策
に
よ
っ
て
か
ま
え
ら
れ
た
名
誉
の
前
に
、
生
き
る
に
生
き
が
た

い
死
を
敢
て
す
る
若
い
竹
内
数
馬
の
苦
痛
に
満
た
さ
れ
た
行
動
は
、
内
藤
長

十
郎
が
報
謝
と
賠
償
の
唯
一
の
道
と
し
て
全
意
志
を
傾
け
て
忠
利
か
ら
殉
死

の
許
可
を
獲
て
、
そ
れ
で
己
は
家
族
を
安
穏
な
地
位
に
置
い
て
、
安
ん
じ
て

死
ぬ
こ
と
が
出
来
る
と
、
晴
々
と
昼
寝
し
て
か
ら
腹
を
切
り
に
菩
提
所
東
光

院
に
赴
い
た
心
理
に
対
蹠
す
る
、
複
雑
な
翳かげ
と
し
て
忠
利
の
死
と
い
う
一
事

を
め
ぐ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
武
家
気
質
と
い
う
も
の
を
そ
れ
な
り
歴
史
の
な
か
の
も
の
と
承
認
し
て
、

そ
の
心
理
の
範
疇
の
な
か
へ
近
代
人
と
し
て
の
鴎
外
が
整
理
と
観
察
の
光
り
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を
射
こ
ん
だ
創
作
態
度
か
ら
云
う
と
、
こ
の
「
阿
部
一
族
」
は
内
容
、
構
成
、

文
章
等
最
も
傑
出
し
た
作
品
で
あ
る
。

　
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
森
鴎
外
の
こ
う
い
う
歴
史
へ
の
態
度
は
、
お

の
ず
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
と
思
う
。
「
興
津
彌
五
右
衛
門

の
遺
書
」
は
、
鴎
外
が
人
間
の
異
常
な
行
動
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
強
烈
な

感
銘
を
本
人
に
与
え
た
一
片
の
恩
義
が
猶
よ
く
そ
の
人
の
生
命
を
左
右
す
る

力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
美
と
感
じ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
創
作
動
因
に

立
っ
て
い
る
。
封
建
の
思
惟
を
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
作
者
の
精
神
高
揚
で
つ

つ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

「
阿
部
一
族
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
も
作
品
の
一

つ
の
色
彩
と
は
し
つ
つ
、
作
者
は
ぐ
っ
と
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
心
理
と
経
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済
の
事
情
に
ま
で
広
く
多
岐
に
踏
み
こ
ん
で
、
一
人
の
君
主
の
死
が
、
武
家

社
会
に
波
及
さ
せ
た
悲
劇
と
生
死
の
幾
と
お
り
も
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
。

作
者
は
こ
の
事
件
を
め
ぐ
る
総
て
の
人
々
の
心
理
を
、
そ
の
時
代
の
そ
の
も

の
と
し
て
肯
定
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
阿
部
一
族
の
悲
劇
は
悲
劇
と
し
て

深
い
同
情
を
も
っ
て
映
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
作
者
の
人
間
性
に
お
い
て
の

抗
議
や
批
判
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
私
た
ち
の
注

意
を
ひ
く
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鴎
外
が
、
こ
の
時
代
の
悲
劇
は
そ
の
時
代

の
も
の
と
し
て
、
人
々
の
感
情
行
動
の
必
然
の
モ
メ
ン
ト
を
も
そ
の
範
囲
に

お
い
て
描
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
鴎
外
が
歴
史
と
い
う
も
の
を
扱
っ
た
態
度

の
正
当
な
一
面
で
あ
っ
た
と
思
う
。
誤
っ
た
近
代
化
や
機
械
的
な
現
代
化
は

ち
っ
と
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
作
品
の
自
然
さ
と
重
厚
な
真
実
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性
と
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
「
阿
部
一
族
」
の

読
者
は
、
精
彩
に
み
ち
、
実
感
に
ふ
れ
て
来
る
こ
の
雄
大
な
一
作
を
よ
ん
だ

の
ち
、
満
足
と
と
も
に
何
と
は
な
し
自
分
の
体
が
も
う
一
寸
何
か
に
ぶ
つ
か

る
味
を
味
っ
て
み
た
か
っ
た
よ
う
な
気
分
に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
い
か
に
も
完
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
豊
か
な
完
璧
な
作
品
に
ち
が
い

な
い
。
だ
が
、
も
う
一
寸
何
か
皮
膚
に
じ
か
に
ふ
れ
て
来
る
何
か
が
あ
っ
て

も
よ
く
は
な
い
か
。
そ
ん
な
感
想
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
鴎
外
は
芸
術
家
と
し
て
生
れ
合
わ
せ
た
明
治
と
い
う
時
代
の
特
質
を
、
漱

石
と
は
異
っ
た
組
み
合
わ
せ
で
身
に
つ
け
て
い
た
人
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
、
そ
し
て
そ
の
反
面
に
根
を
は
っ
て
い
る
封
建
風
な

も
の
、
こ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
な
し
て
、
云
わ
ば
こ
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の
卓
抜
な
二
人
の
作
家
の
正
直
さ
、
善
良
さ
、
真
摯
さ
の
故
に
矛
盾
を
も
明

か
に
示
し
つ
つ
、
生
涯
の
実
生
活
と
作
品
と
を
綾
ど
っ
て
い
る
。

　
今
日
の
日
本
の
若
い
精
神
も
、
つ
き
つ
め
た
と
こ
ろ
に
は
ま
だ
こ
の
血
脈

を
ひ
い
て
い
る
こ
と
は
争
え
な
い
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
新
ら
し
き
も
の
、

古
き
も
の
が
溌
剌
と
活
溌
に
矛
盾
の
ま
ま
を
発
揚
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

発
育
し
て
ゆ
く
可
能
を
喪
失
し
て
、
一
方
で
は
極
め
て
低
く
単
一
化
さ
れ
て

い
る
姿
は
、
過
去
の
歴
史
に
対
す
る
今
日
の
歴
史
の
本
質
と
し
て
深
い
省
察

と
苦
悩
と
を
与
え
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
な
お
鴎
外
の
「
阿
部
一

族
」
の
完
成
の
上
に
更
に
何
か
を
感
じ
求
め
る
今
日
の
読
者
の
心
持
は
、
今

日
の
心
と
し
て
肯
定
さ
れ
評
価
さ
れ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
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「
阿
部
一
族
」
に
対
す
る
読
者
の
満
足
と
同
時
に
感
じ
ら
れ
る
も
う
一
寸
何

か
と
い
う
こ
の
発
展
の
欲
求
は
、
又
作
者
鴎
外
の
心
に
も
感
じ
ら
れ
て
い
た

ら
し
い
。

「
佐
橋
甚
五
郎
」
は
「
阿
部
一
族
」
が
書
か
れ
た
と
同
じ
大
正
二
年
に
、
二

ヵ
月
ほ
ど
お
く
れ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
家
康
と
そ
の
臣
佐
橋
甚
五
郎
と
い

う
武
芸
に
秀
で
笛
の
上
手
で
剃
刀
の
よ
う
な
男
と
が
、
一
く
せ
も
二
く
せ
も

あ
る
人
物
同
士
が
互
に
互
を
嗅
ぎ
合
い
、
警
戒
し
合
う
刹
那
の
心
理
の
火
花

か
ら
、
佐
橋
が
家
康
の
許
を
逐
電
す
る
。
二
十
四
年
後
、
朝
鮮
か
ら
来
た
三

人
の
使
者
の
う
ち
喬
僉
知
と
名
乗
っ
て
い
る
の
が
、
家
康
の
六
十
六
歳
の
眼

に
そ
の
朝
鮮
人
こ
そ
正
し
く
佐
橋
甚
五
郎
と
映
っ
た
。
「
太
い
奴
、
好
う
も

朝
鮮
人
に
な
り
す
ま
し
お
っ
た
。
」
そ
し
て
、 
怱  
々 
そ
う
そ
う

に
し
て
土
地
を
立
た
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せ
ろ
と
命
じ
た
。
佐
橋
甚
五
郎
が
小
姓
だ
っ
た
と
き
同
じ
小
姓
の
蜂
谷
を
殺

害
し
た
そ
の
い
き
さ
つ
も
、
そ
の
償
と
し
て
甲
斐
の
甘
利
の
寝
首
を
掻
い
た

前
後
の
い
き
さ
つ
も
、
主
人
で
あ
る
家
康
の
命
に
は
決
し
て
そ
む
い
て
い
な

い
の
だ
が
、
や
り
か
た
に
何
と
も
云
え
ぬ
冷
酷
鋭
利
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

家
康
は
手
放
し
て
は
使
い
た
く
な
い
人
物
だ
と
い
う
危
険
を
感
じ
て
い
る
。

そ
の
家
康
の
心
を
知
っ
た
佐
橋
は
、
「
ふ
ん
と
鼻
か
ら
息
を
漏
し
て
軽
く
頷

い
て
」
つ
と
座
を
起
っ
て
退
出
し
た
な
り
逐
電
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
岩
波
文
庫
本
の
解
説
で
、
斎
藤
茂
吉
氏
は
「
甚
五
郎
と
い
う
人
物
は
や
は

り
鴎
外
好
み
の
一
人
と
謂
っ
て
好
い
で
あ
ろ
う
」
と
云
っ
て
お
ら
れ
る
が
、

鴎
外
は
こ
の
佐
橋
の
生
涯
の
行
き
か
た
、
そ
れ
へ
の
家
康
の
忘
れ
な
い
戒
心

と
い
う
も
の
を
、
只
、
好
み
の
人
物
と
い
う
視
点
か
ら
扱
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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阿
部
彌
一
右
衛
門
は
、
人
間
の
性
格
的
相
剋
を
主
従
と
い
う
封
建
の
垣
の

う
ち
に
日
夜
ま
む
き
に
犇ひし
め
き
と
お
し
て
遂
に
、
悲
劇
的
終
焉
を
迎
え
た
が
、

佐
橋
は
君
主
で
あ
る
家
康
が
己
お
の
れに
気
を
許
さ
ぬ
本
心
を
知
っ
た
と
き
、
恐
ろ

し
く
冷
や
か
な
判
断
で
、
そ
の
よ
う
に
狭
く
や
が
て
は
己
が
身
の
上
に
落
ち

か
か
っ
て
来
る
に
相
異
な
い
封
建
の
垣
を
我
か
ら
一
飛
び
に
飛
び
越
し
て
逐

電
し
た
。
鴎
外
は
こ
の
性
格
の
対
照
、
君
臣
の
し
き
た
り
に
対
す
る
態
度
の

対
照
を
面
白
い
と
思
っ
て
佐
橋
甚
五
郎
と
い
う
短
篇
を
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
佐
橋
と
阿
部
と
は
生
き
か
た
に
於
て
正
反
対
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

や
は
り
飽
く
迄
性
格
的
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
て
、
作
者
は
、
佐
橋
の

朝
鮮
ま
で
の
高
と
び
の
因
子
が
、
到
る
と
こ
ろ
に
垣
を
結
っ
て
い
る
息
苦
し

い
そ
の
時
代
の
君
臣
関
係
の
、
臣
と
し
て
求
め
ら
れ
る
限
界
性
へ
の
反
作
用
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と
い
う
点
で
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
結
わ
れ
て
あ
る
社
会

的
な
垣
は
垣
と
し
て
存
在
を
肯
定
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
高
瀬
舟
」
は
、
大
正
四
年
の
作
で
、
鴎
外
の
歴
史
も
の
と
し
て
は
、
ど
れ

よ
り
も
は
っ
き
り
、
社
会
通
念
へ
の
疑
問
を
テ
ー
マ
と
し
て
か
か
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
「
高
瀬
舟
縁
起
」
と
い
う
文
章
で
、
鴎
外
は
「
翁
草
」
に
よ

っ
て
い
る
こ
の
短
い
作
の
中
に
「
二
つ
の
大
き
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と

思
っ
た
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
一
つ
は
財
産
と
い
う
も
の
の
観
念
で
あ

る
。
」
「
今
一
つ
は
、
死
に
掛
っ
て
い
て
死
な
れ
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
人
を

死
な
せ
て
や
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
即
ち
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
の
問
題
で
あ

る
。
高
瀬
舟
の
罪
人
喜
助
の
場
合
は
そ
れ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
二
つ
の
点
を
面
白
く
思
っ
て
高
瀬
舟
が
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

19



「
高
瀬
舟
」
の
書
か
れ
た
そ
れ
ら
の
動
機
を
今
日
に
見
る
面
白
さ
は
、
「
佐

橋
甚
五
郎
」
あ
た
り
迄
の
作
品
で
は
、
武
家
気
質
そ
の
も
の
が
個
人
の
主
観

の
内
容
を
も
表
現
の
形
式
を
も
な
し
て
い
る
ま
ま
に
歴
史
を
描
い
て
来
た
作

者
が
、
「
高
瀬
舟
」
で
は
通
念
の
代
弁
者
で
あ
る
小
役
人
庄
兵
衛
に
対
し
て
、

全
く
個
人
の
主
観
に
立
っ
て
安
心
立
命
を
も
得
て
お
り
、
弟
殺
し
と
し
て
罪

に
問
わ
れ
た
こ
と
も
自
分
に
は
十
分
わ
か
っ
て
い
る
真
の
動
機
か
ら
そ
の
心

を
腐
ら
せ
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
不
幸
な
喜
助
の
個
人
の
必
然
と
し
て

の
主
観
の
世
界
を
正
面
か
ら
扱
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
先
に
ふ
れ
た
三
つ
の
物
語
の
時
代
よ
り
、
こ
の
「
高
瀬
舟
」
は
ず
っ
と
後

代
の
物
語
で
あ
り
、
一
方
は
武
士
社
会
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
姓
も
持
た

な
い
白
河
楽
翁
時
代
の
江
戸
の
一
窮
民
の
運
命
で
あ
る
。
鴎
外
が
、
当
時
の
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江
戸
の
庶
民
生
活
の
あ
り
よ
う
の
一
典
型
と
し
て
喜
助
の
め
ぐ
り
会
わ
せ
を

追
究
し
て
い
な
い
と
こ
も
、
一
方
に
は
注
目
さ
れ
る
。
作
者
を
動
か
し
た
つ

よ
い
モ
テ
ィ
ー
ヴ
の
一
つ
で
あ
る
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
の
問
題
に
し
ろ
、
同
じ
事

情
が
武
士
の
兄
弟
の
間
に
お
こ
っ
た
と
し
た
ら
、
当
時
の
通
念
は
そ
れ
を
庶

民
喜
助
の
場
合
に
対
し
て
と
同
様
に
判
断
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
兄
と
弟
と
い

う
順
を
逆
に
し
て
弟
と
兄
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
、
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
社
会
の
判
断
は
明
ら
か
に
武
士
と
庶
民
に
対
し
て

違
っ
た
標
準
で
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
。
弟
と
兄
と
逆
に
な
れ
ば
お

の
ず
と
違
っ
た
も
の
の
在
っ
た
ろ
う
と
思
え
る
の
も
、
時
代
が
封
建
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　
財
産
に
つ
い
て
の
観
念
も
、
扶
持
も
ち
の
侍
と
喜
助
と
で
は
全
く
別
世
界
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の
も
の
で
あ
る
。

　
鴎
外
は
、
歴
史
小
説
と
い
う
意
味
で
は
、
「
高
瀬
舟
」
の
中
に
、
こ
の
い

ず
れ
の
点
を
も
追
究
し
て
い
な
い
。
作
者
と
し
て
の
主
観
に
い
き
な
り
立
っ

て
、
財
産
に
つ
い
て
の
観
念
、
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
の
問
題
に
興
味
を
ひ
か
れ
て

い
る
と
こ
ろ
が
ま
た
私
た
ち
に
は
面
白
い
。
鴎
外
の
主
観
は
、
一
方
に
昔
な

が
ら
の
も
の
を
持
ち
つ
つ
も
、
や
は
り
明
治
は
四
十
五
年
を
経
て
大
正
と
進

ん
で
来
て
い
る
時
代
の
知
識
人
の
主
観
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
観
は
既
に
身
分

と
し
て
の
武
士
と
庶
民
と
を
自
身
の
感
覚
の
う
ち
に
感
じ
分
け
て
は
い
ず
一

般
人
間
性
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
一
般
人
間
性
の
こ
と
と
し
て
、
喜
助
の
財

産
の
観
念
に
も
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
の
こ
と
に
も
興
味
を
ひ
か
れ
て
い
る
。
鴎
外

の
こ
の
進
歩
性
に
立
つ
面
も
、
更
に
一
層
歴
史
に
対
す
る
観
念
の
進
ん
だ
立
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場
か
ら
顧
み
ら
れ
る
と
き
、
彼
が
一
般
人
間
性
に
歩
み
出
し
た
新
し
さ
に
止

っ
て
、
人
間
性
を
そ
の
先
で
具
体
的
な
相
異
に
お
い
て
い
る
社
会
的
な
関
係

へ
は
洞
察
を
向
け
て
い
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
歴
史
的
限
界
を
示

し
て
い
る
の
は
、
何
と
意
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
鴎
外
の
歴
史
小
説
が
、
そ
の
本
質
に
於
て
作
者
の
主
観
の
傾
向
に
沿
っ
て

一
般
的
な
人
間
性
の
方
向
へ
ひ
ろ
が
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
「
寒
山
拾
得
」

に
も
十
分
う
か
が
え
る
し
、
「
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
」
の
よ
う
な
余
韻
漂
渺

た
る
短
篇
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
過
程
を
通
っ
て
、
や
が
て
鴎
外
が
「  

椙    

原  

す
ぎ
の
は
ら

品
」
の
よ
う
な
事
実

に
即
し
た
作
品
を
か
く
よ
う
に
な
り
、
大
正
五
年
か
ら
は
「
澀
江
抽
斎
」

「
伊
沢
蘭
軒
」
等
の
事
実
小
説
と
云
わ
れ
て
い
る
長
篇
伝
記
を
書
く
よ
う
に
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な
っ
た
こ
と
も
様
々
に
考
え
ら
れ
る
。

　
歴
史
小
説
に
お
い
て
、
歴
史
の
時
代
的
な
枠
と
し
て
の
社
会
関
係
を
明
瞭

に
意
識
し
、
そ
の
枠
に
支
配
さ
れ
る
人
間
の
苛
烈
な
相
互
関
係
を
現
実
的
に

把
握
せ
ず
、
枠
は
枠
な
り
に
し
て
そ
の
内
で
の
範
囲
で
人
間
を
見
て
ゆ
け
ば
、

作
者
の
近
代
の
心
の
主
観
で
、
そ
れ
が
当
時
の
身
分
の
差
に
内
容
づ
け
ら
れ

な
い
一
般
的
な
人
間
性
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
の
道
行

き
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
鴎
外
の
実
生
活
の
閲
歴
は
、
人
間
の
主
観
が
客

観
の
世
間
で
は
誤
っ
て
評
価
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
悲
劇
を
熟
知
し
て
お
り
、

む
ご
く
扱
わ
れ
る
結
果
の
あ
る
の
も
熟
知
し
て
い
る
。
作
者
の
主
観
に
足
場

を
お
い
て
達
観
す
れ
ば
、
や
が
て
、
そ
の
よ
う
な
主
観
と
客
観
と
の
噛
み
合

い
を
作
家
と
し
て
の
歴
史
の
底
流
を
な
す
社
会
的
な
も
の
へ
の
判
断
で
追
究
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し
整
理
す
る
よ
り
、
現
象
そ
の
ま
ま
の
姿
で
そ
れ
を
再
現
し
語
ら
し
め
よ
う

と
い
う
考
え
に
到
達
す
る
こ
と
は
推
察
に
か
た
く
な
い
。
特
に
自
身
の
生
活

態
度
に
於
て
は
封
建
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
世
俗
な
力
に
従
う
傾
向
の
あ

っ
た
鴎
外
が
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
道
を
、
歴
史
小
説
に
於
て
辿
っ
た
こ
と
も
肯

け
る
の
で
あ
る
。

　
鴎
外
の
歴
史
的
題
材
を
扱
っ
た
作
品
の
、
略ほぼ
「
栗
山
大
膳
」
ぐ
ら
い
ま
で

を
歴
史
小
説
と
云
い
、
「
澀
江
抽
斎
」
「
伊
沢
蘭
軒
」
な
ど
を
事
実
小
説
と

す
る
斎
藤
茂
吉
氏
の
区
分
も
、
私
た
ち
に
は
何
と
な
し
ぴ
っ
た
り
し
な
い
。

最
後
の
二
作
は
伝
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小
説
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
伝
記
小
説
と
呼
ば
れ
て
は
い
け
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
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芥
川
龍
之
介
が
、
漱
石
に
推
賞
さ
れ
た
の
は
「
鼻
」
と
い
う
歴
史
的
な
題

材
に
よ
る
作
品
で
あ
っ
た
。
「
羅
生
門
」
「
地
獄
変
」
「
戯
作
三
昧
」
そ
の

他
、
芥
川
龍
之
介
の
作
品
に
は
歴
史
的
な
人
物
を
主
人
公
と
し
た
り
、
古
い

物
語
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
を
か
り
た
作
品
が
多
い
。

　
大
体
、
大
正
初
頭
、
鴎
外
が
歴
史
小
説
に
手
を
染
め
は
じ
め
た
時
分
か
ら

数
年
間
、
日
本
の
文
学
に
歴
史
的
な
材
料
を
扱
っ
た
作
品
が
多
く
あ
ら
わ
れ

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
各
々
の
作
家
た
ち
を
新
し
い
道
に
押
し
出
し
或
は

文
学
に
初
登
場
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
か
ら
後
に
つ
づ
く
十
年
の
間

に
そ
れ
ら
の
作
家
た
ち
が
時
代
の
推
移
に
つ
れ
て
激
し
く
社
会
と
文
学
と
に

揉
み
ぬ
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
時
に
当
っ
て
、
各
作
家
が
自
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身
の
も
の
と
し
て
示
し
た
生
き
か
た
の
萌
芽
が
、
す
で
に
、
こ
の
大
正
初
頭

の
、
歴
史
的
素
材
へ
向
う
各
作
家
の
態
度
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
、
歴
史
的
文
学
の
こ
と
と
し
て
今
日
私
た
ち
に
実
に
教
う
る
も
の
が

多
い
点
だ
と
思
う
。

「
地
獄
変
」
「
戯
作
三
昧
」
に
し
ろ
、
芥
川
龍
之
介
が
王
朝
の
画
匠
や
曲
亭

馬
琴
を
主
人
公
と
し
て
そ
の
作
を
書
い
た
の
は
、
決
し
て
所
謂
歴
史
小
説
を

書
こ
う
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
人
物
と
時
代
と
を
過
去
に
か
り
て
、
テ
ー
マ

は
作
者
自
身
の
現
実
生
活
に
横
わ
っ
て
い
る
芸
術
上
の
勇
猛
心
を
描
こ
う
と

試
み
た
も
の
で
あ
り
、
或
は
文
学
に
お
け
る
芸
術
性
と
社
会
性
と
の
問
題
に

つ
い
て
の
疑
い
を
語
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
ー
マ
は
作
者
の
主
観

に
お
い
て
極
め
て
生
々
し
い
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
日
本
の
文
学
の
諸
相
と
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の
関
係
で
は
、
文
学
論
議
の
中
心
課
題
を
な
し
た
問
題
で
あ
る
と
い
う
客
観

的
な
重
要
さ
も
持
っ
て
い
た
。
芥
川
龍
之
介
は
、
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
何
故
、

殊
更
絵
巻
風
の
色
調
に
「
地
獄
変
」
と
し
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
侘
び

の
加
っ
た
晩
年
の
馬
琴
の
述
懐
と
し
て
行
燈
と
と
も
に
描
き
出
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
芥
川
龍
之
介
と
い
う
作
家
は
、
都
会
人
的
な
複
雑
な
自
身
の
環
境
か
ら
、

そ
の
生
い
立
ち
と
と
も
に
与
え
ら
れ
た
資
質
や
一
種
の
美
的
姿
勢
や
敏
感
さ

か
ら
、
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
が
主
観
の
う
ち
に
重
大
で
あ
り
、
客
観
的
に
注
目

を
ひ
く
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
い
き
な
り
の
表
現
で
描
き
出
す
こ
と
は

避
け
て
ゆ
く
た
ち
の
作
家
で
あ
っ
た
と
思
う
。
重
要
な
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
の
手
段
が
彼
と
し
て
は
無
く
て
は
な
ら
ず
、
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し
か
も
、
西
欧
の
文
学
に
通
暁
し
て
い
た
こ
の
作
者
が
、
題
材
と
し
て
手
柔

ら
か
な
、
纏
め
や
す
く
拵
え
や
す
い
過
去
の
情
景
へ
向
っ
て
そ
れ
を
求
め
た

と
い
う
こ
と
の
精
神
の
機
微
に
も
目
を
ひ
か
れ
る
。
西
欧
の
芸
術
家
、
た
と

え
ば
ト
ル
ス
ト
イ
な
ど
は
、
身
近
な
芸
術
上
の
巨
人
と
し
て
、
文
学
の
芸
術

性
と
社
会
性
と
の
問
題
な
ど
で
は
身
を
挺
し
て
苦
悩
し
、
そ
の
判
断
に
矛
盾

を
も
示
し
た
芸
術
家
で
あ
っ
た
と
思
う
。
芥
川
龍
之
介
の
精
神
は
、
何
故
こ

の
或
る
日
の
ト
ル
ス
ト
イ
を
作
品
の
主
人
公
と
は
せ
ず
馬
琴
を
択
ん
だ
ろ
う
。

　
芥
川
は
日
本
の
作
家
で
あ
る
。
其
故
と
い
う
説
明
も
心
理
の
一
つ
の
必
然

に
は
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
芥
川

の
な
か
に
潜
ん
で
い
た
或
る
弱
さ
、
或
る
常
識
的
な
賢
さ
、
そ
れ
ら
の
も
の

も
、
彼
の
目
を
馬
琴
に
向
け
さ
せ
る
力
と
な
っ
た
と
云
え
る
。
馬
琴
自
身
は
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芸
術
の
問
題
と
し
て
芥
川
が
「
戯
作
三
昧
」
に
描
き
出
し
た
テ
ー
マ
の
性
質

に
於
て
は
、
苦
悩
し
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。
そ
こ
に
踰こ
え
き
れ
な
い
時
代
の

相
異
が
横
わ
っ
て
い
る
。
歴
史
の
必
然
が
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
は
、
文
学
的

風
趣
に
よ
っ
て
そ
こ
を
さ
り
げ
な
く
、
知
ら
ぬ
ふ
り
に
歩
み
こ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
歴
史
に
向
っ
て
の
こ
こ
の
作
家
的
態
度
は
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
複
雑
で
且
つ

心
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
芥
川
は
、
時
代
の
歴
史
の
濤
が
益
々
つ
よ

く
激
し
く
我
が
身
辺
に
た
ぎ
り
立
っ
た
と
き
、
彼
の
主
観
に
亡
霊
の
よ
う
に

立
ち
こ
め
た
「
何
と
な
し
の
不
安
」
を
歴
史
の
眼
に
よ
っ
て
抱
き
と
る
こ
と

も
出
来
ず
、
克
服
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
主
観
は
主
観
の
無
限
地

獄
を
掘
り
穿
っ
て
、
そ
こ
に
彼
の
犀
鋭
な
精
神
は
没
入
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
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の
で
あ
っ
た
。

　
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
に
対
す
る
態
度
、
そ
れ
が
彼
の
人
及
び
芸
術
家
と
し

て
い
か
な
る
必
然
に
立
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
代
人
で
あ
る
菊

池
寛
の
歴
史
的
素
材
を
扱
っ
た
初
期
の
短
篇
を
み
る
と
、
驚
く
べ
き
対
照
を

な
し
て
愈
々
明
白
で
あ
る
。

　
菊
池
寛
の
「
忠
直
卿
行
状
記
」
以
下
三
十
篇
ち
か
い
歴
史
的
素
材
の
小
説

も
、
や
は
り
歴
史
小
説
で
な
い
こ
と
で
は
芥
川
の
扱
い
か
た
に
似
て
い
る
が
、

芥
川
龍
之
介
が
知
的
懐
疑
、
芸
術
至
上
の
精
神
、
美
感
、
人
生
的
哀
感
の
表

現
と
し
て
過
去
に
題
材
を
求
め
た
の
と
は
異
っ
て
、
菊
池
寛
は
、
自
身
が
日

常
に
感
じ
る
生
活
へ
の
判
断
を
テ
ー
マ
と
し
て
表
現
す
る
た
め
に
歴
史
上
の

事
柄
、
人
物
を
と
り
あ
げ
て
作
品
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
忠
直
卿
行
状
記
」
も
そ
の
よ
う
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
作
者
は
、
忠
直

卿
と
い
う
若
い
激
し
い
性
格
の
封
建
の
主
君
が
、
君
臣
関
係
の
し
き
た
り
に

よ
っ
て
自
分
が
お
か
れ
て
い
る
偽
り
の
世
界
へ
の
憤
懣
か
ら
遂
に
狂
猛
な
暴

君
の
よ
う
に
な
り
、
隠
居
と
と
も
に
天
空
快
闊
と
な
っ
た
次
第
を
語
っ
て
い

る
。
作
者
は
忠
直
卿
と
と
も
に
、
人
間
関
係
の
真
率
、
偽
り
な
さ
、
ま
こ
と

の
現
実
を
求
め
る
人
間
の
情
熱
を
辿
っ
て
は
い
る
が
、
虚
偽
を
生
む
社
会
関

係
を
主
体
的
に
忠
直
卿
か
ら
判
断
さ
せ
て
は
い
な
い
。
被
動
的
に
隠
居
仰
せ

つ
け
ら
れ
そ
の
外
力
に
よ
っ
て
、
社
会
関
係
の
一
部
が
変
え
ら
れ
る
迄
は
、

さ
な
が
ら
、
自
分
か
ら
の
解
決
の
方
法
は
な
い
よ
う
に
旧
態
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
こ
こ
が
作
者
の
人
生
態
度
と
し
て
も
な
か
な
か
面
白
い
点
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
忠
直
卿
は
、
昔
の
殿
様
と
し
て
は
び
っ
く
り
す
る
く
ら
い
む
き
出
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し
の
ヒ
ュ
ー
メ
ン
な
若
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
作
者
が
一

見
常
識
を
蹴
と
ば
し
て
い
る
よ
う
だ
の
に
、
さ
て
そ
れ
な
ら
そ
の
よ
う
に
苦

し
む
自
分
を
虚
偽
と
知
ら
ぬ
虚
偽
で
と
り
か
こ
み
、
そ
れ
を
命
に
か
け
て
守

っ
て
い
る
者
ど
も
と
の
関
係
を
我
か
ら
一
擲
変
更
し
て
、
え
え
面
倒
な
、
と

隠
居
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
ま
で
飛
躍
し
て
は
い
な
い
。
や
は
り
仰
せ
つ
け
ら

れ
る
ま
で
は
そ
こ
に
い
て
、
自
分
と
周
囲
を
不
幸
に
し
て
い
る
。
世
の
中
を

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
作
者
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
菊
池
寛
は
、
歴
史
的
題
材
を
あ
つ
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
テ
ー
マ
小
説
で
、
封

建
的
な
勇
壮
の
観
念
、
悲
愴
の
伝
統
、
絶
対
性
へ
の
屈
服
、
恩
と
云
い
讐
と

い
う
も
の
の
実
体
等
に
対
し
て
、
真
正
面
か
ら
の
追
究
を
試
み
て
い
る
。
菊

池
寛
は
文
学
的
出
発
に
お
い
て
、
バ
ア
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
の
影
響
を
蒙
っ
て
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一
種
の
合
理
主
義
の
人
生
観
に
立
っ
て
い
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

彼
に
お
け
る
そ
の
合
理
主
義
は
決
し
て
シ
ョ
ウ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
菊
池

寛
と
い
う
一
個
の
日
本
の
作
家
の
身
に
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

そ
の
合
理
性
そ
の
も
の
が
、
当
時
の
日
本
の
思
想
と
文
学
潮
流
と
に
と
っ
て

或
る
意
味
で
は
生
新
な
も
の
で
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
質
の
要
素
に
日

本
の
自
然
主
義
的
な
日
常
性
と
常
識
と
を
ひ
き
つ
い
で
い
た
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
で
も
菊
池
寛
は
芥
川
龍
之
介
と
対
蹠
を
な
し
て
い
る
。

　
菊
池
寛
は
、
「
三
浦
右
衛
門
の
最
後
」
「
俊
寛
」
等
で
武
士
道
徳
の
し
き

た
り
よ
り
も
更
に
強
い
人
間
の
生
命
へ
の
執
着
と
生
の
力
の
強
靭
さ
と
い
う

よ
う
な
も
の
を
そ
の
原
形
に
お
い
て
押
し
出
し
て
い
る
。
風
変
り
な
俊
寛
は
、
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鬼
界
ヶ
島
で
鬼
と
化
し
た
謡
曲
文
学
の
観
念
を
吹
き
は
ら
っ
て
、
勇
壮
に
鰤
ぶ
り

釣
り
を
行
い
、
耕
作
を
行
い
、
土
人
の
娘
を
妻
と
し
て
子
供
を
五
人
生
み
、

有
王
を
驚
殺
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
封
建
の
伝
統
が
近
代
日
本
の
心
に
も

伝
え
て
い
る
生
命
へ
の
蔑
視
を
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
つ
よ
く
否
定
し
て
、
人

間
の
生
き
ん
と
す
る
意
志
を
肯
定
し
て
い
る
。

「
義
民
甚
兵
衛
」
が
、
「
甚
兵
衛
様
は
笑
っ
て
死
に
な
さ
っ
た
」
と
数
万
の

群
集
に
賞
め
た
た
え
ら
れ
つ
つ
、
領
主
の
磔
柱
の
上
で
生
涯
一
度
の
愉
快
そ

う
な
笑
い
を
笑
う
。
こ
の
笑
い
を
作
者
は
、
惨
酷
に
甚
兵
衛
を
扱
い
つ
づ
け

て
い
た
継
母
、
異
母
弟
へ
の
報
復
の
哄
笑
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
義
民
、

英
雄
と
い
う
も
の
に
向
け
ら
れ
て
来
た
、
盲
目
な
崇
拝
の
皮
を
剥
い
で
示
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
極
楽
」
の
退
屈
さ
に
苦
し
ん
で
、
地
獄
を
語
り
合
う
と
き
ば
か
り
は
蓮
の

台うて
なに
居
並
ぶ
老
夫
婦
の
眼
に
輝
き
が
添
う
姿
、
「
羽
衣
」
を
か
た
に
天
女
を

妻
と
し
た
伯
龍
が
、
女
の
天
人
性
に
悩
ま
さ
れ
て
、
三
ヵ
月
の
契
約
を
こ
ち

ら
か
ら
辞
そ
う
と
し
た
ら
「
天
に
偽
り
な
き
も
の
を
」
と
居
つ
づ
け
ら
れ
て
、

つ
よ
い
神
経
衰
弱
に
陥
っ
た
と
い
う
物
語
は
、
何
と
私
た
ち
を
笑
わ
せ
、
そ

こ
に
あ
る
一
つ
の
実
際
を
肯
か
せ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
菊
池
寛
の
こ
れ
ら
の
時
代
も
の
を
素
材
と
し
た
テ
ー
マ

小
説
を
よ
み
終
る
と
、
私
た
ち
の
心
に
は
や
が
て
新
た
な
疑
問
が
擡
頭
し
て

来
る
こ
と
を
否
め
な
い
。
成
程
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
と
き
生
を
欲

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
表
現
の
歴
史
と
し
て
の
複
雑
さ
は
、
三
浦
右
衛
門

や
俊
寛
の
世
界
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
き
り
の
形
し
か
も
た
な
い
も
の
だ
ろ
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う
か
。
生
の
そ
の
よ
う
な
つ
よ
い
力
は
、
死
の
形
を
積
極
的
に
変
化
さ
せ
る

力
と
な
っ
て
歴
史
の
様
々
な
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
と
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
義
民
に
し
ろ
、
英
雄
に
し
ろ
、
そ
れ
に
対
す
る
封
建
の
伝
習
は

否
定
し
て
、
し
か
も
猶
民
衆
の
要
求
の
焦
点
と
し
て
歴
史
の
な
か
に
存
在
す

る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
甚
兵
衛
の
場
合
の
よ
う
な

周
囲
の
必
然
と
個
人
の
心
理
を
動
機
と
す
る
よ
り
、
も
っ
と
異
っ
た
人
間
と

歴
史
の
他
の
積
極
面
で
発
露
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ろ

い
ろ
と
そ
う
い
う
よ
う
な
詮
索
が
感
じ
ら
れ
て
来
て
、
読
者
は
、
こ
れ
ら
の

菊
池
寛
の
テ
ー
マ
小
説
が
、
人
間
性
に
率
直
明
白
に
立
ち
つ
つ
、
そ
れ
ら
の

テ
ー
マ
の
本
質
は
封
建
世
界
に
向
っ
て
う
ち
か
け
ら
れ
て
い
る
疑
問
で
あ
る

が
故
に
生
新
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
は
近
代
常
識
の
極
め
て
小
市
民
風
な
実
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際
性
に
立
つ
暴
露
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
来
る
と
思
う
。

　
菊
池
寛
の
こ
の
人
生
と
歴
史
へ
の
テ
ー
マ
の
本
質
の
あ
り
よ
う
が
、
芥
川

と
ど
ん
な
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
大
正
末
期
、
欧

州
大
戦
後
の
日
本
の
社
会
が
画
期
的
波
瀾
に
め
ぐ
り
会
っ
た
と
き
、
芥
川
は

あ
の
よ
う
な
生
涯
を
と
じ
、
菊
池
寛
は
「
真
珠
夫
人
」
等
に
よ
っ
て
大
衆
文

学
の
領
域
に
進
み
出
し
、
テ
ー
マ
の
常
識
性
、
合
理
性
の
日
本
ら
し
く
低
め

ら
れ
た
水
準
、
要
素
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
成
功
を
か
ち
得
て
今
日
に
到
っ
て

い
る
現
実
に
雄
弁
に
語
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
菊
池
寛
は
「
義
民
甚
兵
衛
」
の
生
と
死
と
を
、
あ
く
ま
で
人
間
の
利
害
得

失
の
打
算
、
必
要
の
相
互
関
係
の
な
か
で
発
揮
さ
れ
た
一
個
人
甚
兵
衛
の
彼

に
と
っ
て
最
も
効
果
的
な
命
の
す
て
か
た
、
敵
の
殺
し
か
た
と
し
て
観
察
し
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て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
機
会
を
つ
か
ん
だ
甚
兵
衛
の
辛
辣
な
笑

い
に
表
現
さ
れ
た
復
讐
の
対
象
に
、
象
徴
さ
れ
る
べ
き
よ
り
広
汎
な
も
の
は

掴
ん
で
い
な
い
。

「
義
民
甚
兵
衛
」
の
作
者
が
徐
々
に
大
衆
文
学
に
移
っ
て
行
っ
た
そ
の
時
代

に
日
本
の
文
学
は
質
的
に
一
変
転
を
経
過
し
て
、
こ
の
よ
う
な
個
人
と
し
て

の
利
害
に
行
動
し
た
甚
兵
衛
も
猶
当
時
の
周
囲
の
農
民
の
生
活
の
あ
り
よ
う

の
中
で
み
れ
ば
、
一
個
の
犠
牲
で
あ
っ
た
歴
史
の
現
実
ま
で
を
描
き
出
そ
う

と
い
う
努
力
を
自
覚
す
る
時
期
に
入
っ
た
。

　
藤
森
成
吉
の
「
磔
茂
左
衛
門
」
片
岡
鉄
兵
の
「
綾
里
村
快
挙
録
」
な
ど
は
、

歴
史
の
な
か
に
お
け
る
個
人
の
関
係
を
個
人
の
自
然
主
義
風
な
本
能
的
な
も

の
か
ら
の
み
見
ず
、
社
会
に
お
い
て
彼
等
の
日
々
の
生
活
が
お
か
れ
て
い
る
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そ
の
現
実
の
諸
相
か
ら
の
反
映
、
又
そ
れ
へ
の
主
観
的
な
働
き
か
け
の
歴
史

性
に
お
い
て
、
歴
史
を
描
こ
う
と
し
た
小
説
で
あ
っ
た
。
歴
史
そ
の
も
の
に

働
き
か
け
て
ゆ
く
歴
史
の
力
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
今
日
、
日
本
は
刻
々
に
最
も
深
刻
な
歴
史
的
な
生
活
を
経
験
し
つ
つ
あ
る

の
で
あ
る
が
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
今
日
の
文
学
の
中
で
ど
の
よ
う
に
見
ら

れ
、
感
じ
ら
れ
扱
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
非
常
に
錯
綜
し
た
課

題
が
在
る
と
思
う
。
歴
史
一
般
が
、
今
日
は
重
く
顧
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
過
去
の
炬
火
と
し
て
今
日
へ
光
り
を
そ
そ
ぐ
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
て
、
今
日
の
現
実
の
光
が
過
去
の
現
実
を
明
晰
に
し
て
明
日
の
糧
と
す

る
と
い
う
意
嚮
に
立
つ
面
は
弱
い
と
思
わ
れ
る
。
い
く
つ
か
の
文
学
作
品
の
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題
材
は
、
過
去
に
求
め
ら
れ
て
成
功
も
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
社
会

的
な
モ
テ
ィ
ー
ヴ
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
今
日
の
現
実
を
真
に
歴
史
的
に

描
き
つ
く
し
た
上
で
創
作
の
欲
求
が
過
去
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
姿
で
あ
ろ

う
か
。
或
は
又
、
現
実
の
文
学
化
に
堪
え
得
な
い
何
か
事
情
が
内
外
に
あ
っ

て
人
々
は
題
材
を
過
去
に
か
り
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
は
、
今
日
伝
記
小
説
と
い
う
も
の
の
あ
り
よ
う
と
も
併
せ
て
考

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
う
。
欧
米
で
も
伝
記
小
説
は
流
行
し
て
い

る
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
批
評
家
は
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
文
芸
思
潮
の
指
導
性
の
喪
失
の
表
現
と
し
て
観
察
し
て
い
る
。
日
本
に
は

島
崎
藤
村
と
い
う
現
存
の
老
大
家
を
主
人
公
と
し
た
伝
記
小
説
さ
え
出
現
し

て
い
る
。
一
方
、
文
学
は
質
に
お
い
て
果
し
て
今
日
豊
饒
で
あ
ろ
う
か
。
イ
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ン
フ
レ
文
学
と
い
う
苦
笑
が
漲
っ
て
、
量
が
質
と
は
相
反
す
る
も
の
と
し
て

観
察
さ
れ
て
い
る
の
は
如
何
な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　
あ
ら
ゆ
る
文
学
が
、
芸
術
的
表
現
・
社
会
表
現
と
し
て
の
性
質
か
ら
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
文
学
も
、
歴
史
の
現
実
と
の
か
か
わ
り
合
い
か
た
に

よ
っ
て
、
逃
避
と
も
な
る
し
文
学
の
廃
頽
と
な
っ
て
も
現
れ
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
戒
心
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
う
。

　
註
　
本
文
に
引
例
し
た
諸
家
の
作
品
を
、
直
接
に
見
よ
う
と
思
わ
れ
る
読

者
の
た
め
に
、
そ
れ
等
が
何
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
（
特
に
岩
波
・
改
造
等

の
文
庫
の
名
）
を
、
記
し
て
置
く
。

　
「
興
津
彌
五
右
衛
門
の
遺
書
」
・
「
阿
部
一
族
」
・
「
佐
橋
甚
五
郎
」

42鴎外・芥川・菊池の歴史小説



　
（
岩
波
文
庫
・
『
阿
部
一
族
』
所
収
）
、
「
高
瀬
舟
」
「
寒
山
拾
得
」
・

　
「
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
」
（
岩
波
文
庫
・
『
山
椒
太
夫
・
高
瀬
舟
』
所
収

　
）
、
「
椙
原
品
」
（
鴎
外
全
集
）
、
「
澀
江
抽
斎
」
（
改
造
文
庫
）
、

　
「
伊
沢
蘭
軒
」
・
「
栗
山
大
膳
」
（
鴎
外
全
集
）
、
「
鼻
」
・
「
羅
生
門
」

　
（
新
潮
文
庫
・
『
羅
生
門
』
所
収
）
、
「
地
獄
変
」
・
「
戯
作
三
昧
」

　
（
新
潮
文
庫
・
『
傀
儡
師
』
所
収
）
、
「
忠
直
卿
行
状
記
」
・
「
三
浦
右

　
衛
門
の
最
後
」
・
「
俊
寛
」
・
「
極
楽
」
・
「
羽
衣
」
・
「
義
民
甚
兵
衛
」

　
（
改
造
文
庫
・
『
恩
讐
の
彼
方
へ
・
他
二
十
八
篇
』
所
収
）
、
「
磔
茂
左

　
衛
門
」
（
改
造
社
刊
）
、
「
綾
里
村
快
挙
録
」
（
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
六
月
〕
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空
文
庫
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底
本
：
「
宮
本
百
合
子
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第
十
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巻
」
新
日
本
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版
社
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）
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版
発
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」
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て
い
ま
す
。
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治
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日
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2005
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修
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青
空
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庫
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成
フ
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イ
ル
：

こ
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