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二
十
五
年
と
い
う
歳
月
は
一
世
紀
の
四
分
の
一
で
あ
る
。
決
し
て
短
か
い
と
は
云
わ
れ
ぬ
。
此
の
間
に

何
十
人
何
百
人
の
事
業
家
、
致
富
家
、
名
士
、
学
者
が
起
っ
た
り
仆
れ
た
り
し
た
か
解
ら
ぬ
。
二
十
五
年

前
に
は
大
外
交
家
小
村
侯
爵
は
タ
シ
カ
私
立
法
律
学
校
の
貧
乏
講
師
で
あ
っ
た
。
英
雄
広
瀬
中
佐
は
ま
だ

兵
学
校
の
寄
宿
生
で
あ
っ
た
。

　
二
十
五
年
前
に
は
日
清
、
日
露
の
二
大
戦
役
が
続
い
て
二
十
年
間
に
有
ろ
う
と
想
像
し
た
も
の
は
一
人

も
無
か
っ
た
。
戦
争
を
予
期
し
て
も
日
本
が
大
勝
利
を
得
て
一
躍
世
界
の
列
強
に
伍
す
よ
う
に
な
る
と
想

像
し
た
も
の
は
一
人
も
無
か
っ
た
。
そ
れ
を
反
対
に
い
つ
か
は
列
強
の
餌
食
と
な
っ
て
日
本
全
国
が
焦
土

と
な
る
と
想
像
し
た
も
の
は
頗
る
多
か
っ
た
。
内
地
雑
居
と
な
っ
た
暁
は
向
う
三
軒
両
隣
が
尽
く
欧
米
人

と
な
っ
て
土
地
を
奪
わ
れ
商
工
業
を 
壟  
断 

ろ
う
だ
ん

せ
ら
れ
、
総
て
の
日
本
人
は
欧
米
人
の
被
傭
者
、
借
地
人
、

借
家
人
、
小
作
人
、
下
男
、
下
女
と
な
っ
て
惴
々
焉
憔
々
乎
と
し
て
哀
み
を
乞
う
よ
う
に
な
る
と
予
言
し

た
も
の
も
あ
っ
た
。
又
雑
婚
が
盛
ん
に
な
っ
て
総
て
の
犬
が
尽
く
合
の
子
の
カ
メ
犬
と
な
っ
て
了
っ
た
よ

う
に
、
純
粋
日
本
人
の
血
が
亡
び
て
了
う
と
悲
観
し
た
豪えら
い
学
者
さ
え
あ
っ
た
。
国
会
と
か
内
地
雑
居
と

か
い
う
も
の
が
極
楽
の
よ
う
に
喜
ば
れ
た
り
地
獄
の
よ
う
に
恐
れ
ら
れ
た
り
し
て
い
た
。

　
二
十
五
年
前
に
は
東
京
市
内
に
は
新
橋
と
上
野
浅
草
間
に
鉄
道
馬
車
が
通
じ
て
い
た
ゞ
け
で
、
ノ
ロ
ノ
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ロ
し
た
痩
馬
の
ガ
タ
ク
リ
し
て
行
く
馬
車
が
非
常
な
る
危
険
と
し
て
見
ら
れ
て
「
お
婆
ア
さ
ん
危
い
よ
」

と
い
う
俗
謡
が
流
行
っ
た
。
電
灯
が
試
験
的
に
点
火
さ
れ
て
も
一
時
間
に
十
度
も
二
十
度
も
消
え
て
実
地

の
役
に
立
つ
も
の
と
は
誰
も
思
わ
な
か
っ
た
。
電
話
と
い
う
も
の
は
唯
実
験
室
内
に
の
み
研
究
さ
れ
て
い

た
。
東
海
道
の
鉄
道
さ
え
が
未
だ
出
来
上
ら
な
い
で
、
鉄
道
反
対
の
気
焔
が
到
る
処
の
地
方
に
盛
ん
で
あ

っ
た
。

　
二
十
五
年
前
に
は
思
想
の
中
心
は
政
治
で
あ
っ
た
。
文
学
が
閑
余
の
遊
戯
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
ば
か

り
で
な
く
、
倫
理
も
哲
学
も
学
者
と
い
う
小
団
体
の
書
斎
に
於
け
る
遊
戯
で
あ
っ
た
。
科
学
の
如
き
は
学

校
教
育
の
一
課
目
と
の
み
見
ら
れ
て
い
た
。
真
に
少
数
な
る
読
書
階
級
の
一
角
が
政
治
論
に
触
る
ゝ
外
は

一
般
社
会
は
総
て
の
思
想
と
全
く
没
交
渉
で
あ
っ
て
、
学
術
文
芸
の
如
き
は
遊
戯
と
し
て
の
外
は
所
謂
聡

明
な
る
識
者
に
す
ら
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
二
十
五
年
前
に
は
文
学
士
春
の
屋
朧
の
名
が
重
き
を
な
し
て
い
て
も
、
世
間
は
驚
異
の
目
を
睜
っ
て
怪

し
ん
だ
ゝ
け
で
少
し
も
文
学
を
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
議
会
の
開
け
る
ま
で
惰
眠
を
貪
る
べ
く
余
儀
な
く

さ
れ
た
末
広
鉄
腸
、
矢
野
竜
渓
、
尾
崎
咢
堂
等
諸
氏
の
浪
花
節
然
た
る
所
謂
政
治
小
説
が
最
高
文
学
と
し

て
尊
敬
さ
れ
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ベ
ル
ネ
の
科
学
小
説
が
所
謂
新
文
芸
と
し
て
当
時
の
最
も
ハ
イ
カ
ラ
な
る
読

者
に
款
待
や
さ
れ
て
い
た
。
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二
十
五
年
前
に
は
外
山
博
士
が
大
批
評
家
で
あ
っ
て
、
博
士
の
漢
字
破
り
の
大
演
説
が
樗
牛
の
ニ
ー
チ

ェ
論
よ
り
は
全
国
に
鳴
響
い
た
。
博
士
は
又
大
詩
人
で
あ
っ
て
『
死
地
に
乗
入
る
六
百
騎
』
と
い
う
よ
う

な
韻
文
が
当
時
の
青
年
の
血
を
湧
か
し
た
。

　
二
十
五
年
前
に
は
琴
や
三
味
線
の
外
に
は
音
楽
と
い
う
も
の
が
無
か
っ
た
。
オ
ル
ガ
ン
や
ヴ
ヮ
イ
オ
リ

ン
は
学
校
の
道
具
で
あ
っ
て
、
音
楽
学
校
の
養
成
す
る
音
楽
者
と
い
う
は
『
蛍
の
光
』
を
オ
ル
ガ
ン
で
弾

く
事
を
知
っ
て
る
人
で
あ
っ
た
。
音
楽
会
を
開
い
て
招
待
し
て
も
嘆
願
し
て
も
聞
き
に
来
る
人
は
一
人
も

無
か
っ
た
。

　
二
十
五
年
前
に
は
日
本
の
島
田
や
丸
髷
の
目
方
が
何
十
匁
と
か
何
百
匁
と
か
あ
っ
て
衛
生
上
害
が
あ
る

と
い
う
理
由
で
束
髪
が
行
わ
れ
初
め
、
前
髪
も
鬢
も
髦
か
も
じも
引
詰
め
て
小
さ
く
結
ん
で
南
京
玉
の
網
を
被
せ

た
の
が
一
番
の
ハ
イ
カ
ラ
で
あ
っ
た
。

　
二
十
五
年
前
に
は
「
国
民
之
友
」
が
漸
く
生
れ
た
ば
か
り
で
、
徳
富
蘇
峰
氏
が
志
賀
、
三
宅
両
氏
と
共

に
並
称
せ
ら
れ
た
青
年
文
人
で
あ
っ
た
。
硯
友
社
は
未
だ
高
等
学
校
内
の
少
年
の
団
体
で
あ
っ
て
世
間
に

顔
出
し
し
て
な
か
っ
た
。
依
然
と
し
て
国
文
及
び
漢
文
が
文
学
の
中
堅
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
。

　
二
十
五
年
前
に
は
今
の
日
比
谷
の
公
園
の
片
隅
に
、
昔
の
大
名
の
長
屋
の
海
鼠
壁
や
二
の
字
窓
が
未
だ

残
っ
て
い
た
。
今
の
学
者
町
た
る
本
郷
西
片
町
は
開
け
た
ば
か
り
で
広
い
〳
〵
原
の
彼
地
此
地
に
ポ
ツ
ポ
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ツ
家
が
建
ち
初
め
た
。
西
片
町
の
下
の
植
物
園
の
近
所
に
は
田
が
あ
っ
た
。
東
京
の
到
る
処
に
昔
の
江
戸

の
残
り
物
が
あ
っ
た
。

　
二
十
五
年
は
顧
み
る
と
早
い
よ
う
だ
が
、
中
々
長
い
歳
月
で
あ
る
。
大
抵
な
大
事
業
は
計
劃
せ
ら
れ
、

実
行
せ
ら
れ
、
終
結
せ
ら
れ
て
十
分
余
り
あ
る
。
昔
の
悠
長
な
時
代
さ
え
前
九
年
後
三
年
、
十
二
年
で
東

北
征
伐
の
大
遠
征
を
終
っ
て
る
。
平
家
が
亡
び
た
の
は
其
の
勃
興
し
た
る
平
治
か
ら
初
め
て
檀
の
浦
の
最

後
ま
で
が
二
十
七
年
、
頼
政
の
旗
上
げ
か
ら
数
え
る
と
た
っ
た
六
七
年
で
あ
る
。
南
朝
五
十
七
年
も
其
前

後
の
準
備
や
終
結
を
除
い
た
正
味
は
二
十
五
年
ぐ
ら
い
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
世
界
を
震
撼
し
た
仏
国
革
命

も
正
味
は
六
七
年
間
で
あ
る
。
千
七
百
八
十
九
年
の
抑
々
の
初
め
か
ら
革
命
終
っ
て
拿
破
烈
翁

ナ
ポ
レ
オ
ン

に
統
一
せ

ら
れ
た
果
が
、
竟
に
ウ
ワ
ー
タ
ー
ル
ー
の
敗
北
（
千
八
百
十
五
年
）
に
到
る
ま
で
を
数
え
て
も
二
十
六
年

で
あ
る
。
米
国
の
独
立
戦
争
も
レ
キ
シ
ン
ト
ン
か
ら
巴
黎
条
約
ま
で
が
七
年
間
で
あ
る
。
如
何
な
る
時
代

の
歴
史
の
頁
を
繙
い
て
見
て
も
二
十
五
年
間
に
は
非
常
な
る
大
事
件
が
何
度
も
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
如
何

な
る
大
破
壊
も
如
何
な
る
大
建
設
も
二
十
五
年
間
に
は
優
に
楽
々
と
仕
遂
げ
得
ら
れ
る
。
一
国
一
都
市
の

勃
興
も
滅
亡
も
一
人
一
家
の
功
名
も
破
滅
も
二
十
五
年
間
に
は
何
事
か
成
ら
ざ
る
事
は
無
い
。

　
博
文
館
は
此
の
二
十
五
年
間
を
経
過
し
た
。
当
時
本
郷
の
富
坂
の
上
に
住
っ
て
い
た
一
青
年
た
る
小
生

は
、
壱
岐
殿
坂
を
九
分
通
り
登
っ
た
左
側
の
「
い
ろ
は
」
と
い
う
小
さ
な
汁
粉
屋
の
横
町
を
曲
っ
た
ダ
ラ
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ダ
ラ
坂
を
登
り
切
っ
た
左
側
の
小
さ
な
無し
商も
売た
屋や
造
り
の
格
子
戸
に
博
文
館
の
看
板
が
掛
っ
て
い
た
の
を

記
憶
し
て
い
る
。
小
生
は
朝
に
晩
に
其
家
の
前
を
何
度
も
通
行
し
た
。
此
の
小
さ
な
格
子
戸
の
中
で
日
本

の
出
版
界
の
革
命
が
計
劃
さ
れ
て
い
た
と
は
誰
し
も
想
像
し
な
か
っ
た
ろ
う
。

「
日
本
大
家
論
集
」
と
い
う
博
文
館
の
最
初
の
試
み
の
雑
誌
が
物
議
を
生
じ
た
。
其
結
果
、
出
版
法
だ
か

新
聞
雑
誌
条
例
だ
か
の
一
部
が
修
正
さ
れ
た
。
博
文
館
は
少
く
も
世
間
を
騒
が
し
驚
か
し
た
一
事
に
於
て

成
功
し
た
。
小
生
は
此
の
「
大
家
論
集
」
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
。
小
生
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
貧
乏
な

る
読
書
生
は
皆
此
の
「
大
家
論
集
」
の
恩
恵
を
感
謝
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
博
文
館
が
此
の
揺
籃
地
た
る
本
郷
弓
町
を
離
れ
て
日
本
橋
の
本
町
　
　
今
の
場
所
で
は
無
い
、
日
本
銀

行
の
筋
向
う
で
あ
る
　
　
に
転
じ
た
の
は
、
之
よ
り
二
年
を
経
た
る
明
治
二
十
二
年
で
あ
っ
た
と
記
憶
す

る
。
博
文
館
の
活
動
は
之
か
ら
以
後
一
層
目
鮮
し
か
っ
た
の
で
、
事
毎
に
出
版
界
の
レ
コ
ー
ド
を
破
っ
た
。

茲
で
小
生
は
博
文
館
の
頌
徳
表
を
書
く
の
で
な
い
か
ら
、
一
々
繰
返
し
て
讃
美
す
る
必
要
は
無
い
が
、
博

文
館
が
日
本
の
雑
誌
界
に
大
飛
躍
を
試
み
て
、
従
来
半
ば
道
楽
仕
事
で
あ
っ
た
雑
誌
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て

立
派
に
確
立
す
る
を
得
せ
し
め
、
且
雑
誌
の
編
纂
及
び
寄
書
に
対
す
る
報
酬
を
も
厚
う
し
て
、
夫
ま
で
は

殆
ん
ど
道
楽
だ
っ
た
操
觚
そ
う
こ
を
し
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
も
亦
存
在
し
得
る
よ
う
な
便
宜
を
与
え

た
の
は
日
本
の
文
芸
の
進
歩
を
助
く
る
に
大
に
力
が
あ
っ
た
の
を
何
人
も
認
め
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
だ
ろ
う
。
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今
日
で
は
新
聞
紙
の
発
行
が
一
つ
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
の
を
何
人
も
怪
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
成
島
柳
北

や
沼
間
守
一
が
言
論
の
機
関
と
し
て
い
た
時
代
と
比
べ
て
之
を
堕
落
と
云
う
も
の
あ
ら
ば
時
代
を
解
せ
ざ

る 
没 
分 
暁 

わ
か
ら
ず
や

の
言
と
し
て
見
ら
る
ゝ
で
あ
ろ
う
。
其
通
り
に
雑
誌
も
亦
一
つ
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
が
、
二

十
五
年
前
に
は
僅
に
「
経
済
雑
誌
」
、
「
団
々
珍
聞
」
等
二
三
の
重
な
る
雑
誌
で
さ
え
が
其
執
筆
者
又
は

寄
書
家
に
相
当
の
報
酬
を
支
払
う
だ
け
の
経
済
的
余
裕
は
無
か
っ
た
の
で
、
当
時
の
雑
誌
の
存
在
は
実
は

操
觚
者
の
道
楽
で
あ
っ
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
立
派
に
成
立
し
て
い
た
の
で
は
無
か
っ
た
。
従
っ
て
操
觚

者
が
報
酬
を
受
く
る
場
合
は
一
冊
の
著
述
を
す
る
外
な
く
衣
食
を
助
く
る
道
は
頗
る
狭
く
し
て
完
全
に
生

活
す
る
事
が
極
め
て
難
か
し
か
っ
た
。
雑
誌
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
立
派
に
成
立
し
、
操
觚
者
が
プ
ロ
フ
ェ

ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
完
全
に
存
在
す
る
を
得
る
に
到
っ
た
は
畢
竟
時
代
の
進
歩
で
あ
る
が
、
博
文
館
が
此

の
趨
勢
に
乗
じ
て
率
先
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
雑
誌
を
創
め
各
方
面
の
操
觚
者
を
集
め
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
も
存
在
し
得
る
便
宜
を
与
え
た
る
功
績
は
決
し
て
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
凡
そ
何
に
由
ら
ず
社
会
に
存
在
し
て
文
明
に
寄
与
す
る
の
成
績
を
挙
げ
得
る
は
経
済
的
に
独
立
す
る
を

得
て
か
ら
で
あ
る
。
誰
や
ら
が
『
我
は
小
説
家
た
る
を
栄
と
す
』
と
声
言
し
た
の
は
小
説
家
と
し
て
立
派

に
生
活
す
る
を
得
る
場
合
に
於
て
意
味
も
あ
り
権
威
も
あ
る
の
で
、
若
し
小
説
家
が
い
つ
ま
で
も
十
八
世

紀
の
グ
ラ
ッ
ブ
・
ス
ト
リ
ー
ト
の
生
活
を
離
る
ゝ
能
わ
ず
し
て
一
生
慈
善
家
の
糧
を
仰
ぐ
べ
く
余
儀
な
く
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さ
る
ゝ
な
ら
ば
、
『
我
は
小
説
家
た
る
を
栄
と
す
』
と
い
う
声
言
は
寧
ろ
滑
稽
で
あ
ろ
う
。

『
我
は
米
塩
の
為
め
に
書
か
ず
』
と
い
う
は
文
人
と
し
て
の
覚
悟
と
し
て
斯
う
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
又
文

人
に
限
ら
ず
、
如
何
な
る
職
業
に
し
ろ
、
単
に
米
塩
の
為
め
働
く
と
い
う
の
は
生
活
上
非
合
理
で
あ
っ
て
、

米
塩
は
其
職
業
に
労
力
し
た
結
果
と
し
て
自
ず
か
ら
齎
ら
さ
る
ゝ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
文

学
上
の
労
力
が
イ
ツ
マ
デ
も
過
去
に
於
け
る
同
様
の
事
情
で
イ
ク
ラ
骨
を
折
っ
て
も
米
塩
を
齎
ら
す
事
が

無
か
っ
た
な
ら
、
『
我
は
米
塩
の
為
め
書
か
ず
』
と
い
う
覚
悟
が
無
意
味
と
な
っ
て
、
或
は
一
生
涯
文
学

に
志
ざ
し
な
が
ら
到
頭
文
学
の
為
め
尽
す
事
が
出
来
ず
に
終
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
過
去
に
於
け
る
文
学
は
多
く
は
片
商
売
で
あ
っ
て
、
今
日
依
然
光
輝
を
垂
れ
て
る
大
傑
作
は
大
抵
米
塩

の
為
め
書
い
た
も
の
で
な
い
の
は
明
か
で
あ
る
が
、
此
の
過
去
の
事
実
を
永
遠
に
文
人
に
強
い
て
文
学
の

労
力
に
対
し
て
は
相
当
の
報
賞
を
与
う
る
を
拒
み
、
文
人
自
ら
が
『
我
は
米
塩
の
為
め
書
か
ず
』
と
い
う

は
猶
お
可
な
れ
ど
も
、
社
会
が
往
々
『
大
文
学
は
パ
ン
の
為
め
に
作
ら
れ
ず
』
と
称
し
て
文
人
の
待
遇
を

等
閑
視
す
る
は
頗
る
不
当
の
言
で
あ
る
。

　
今
日
の
社
会
は
経
済
的
関
係
な
る
が
故
に
、
士
農
工
商
如
何
な
る
職
業
の
も
の
も
生
活
を
談
じ
米
塩
を

説
い
て
少
し
も
憚
か
ら
ず
。
然
る
に
独
り
文
人
が
之
を
口
に
す
る
時
は
卑
俗
視
せ
ら
れ
て
、
恰
も
文
人
に

限
り
て
は
労
力
の
報
酬
を
求
む
る
権
利
が
無
い
よ
う
に
看
做
さ
れ
て
る
。
文
人
自
身
も
亦
此
の
当
然
の
権
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利
を
主
張
す
る
を
陋
な
り
と
す
る
風
が
あ
っ
て
、
較
や
も
す
れ
ば
昔
の
志
士
や
隠
遁
家
の
生
活
を
お
手
本

と
し
て
お
る
。

　
世
界
の
歴
史
に
特
筆
さ
れ
べ
き
二
大
戦
役
を
通
過
し
た
日
本
の
最
近
二
十
五
ヵ
年
間
は
総
て
の
も
の
を

全
く
一
変
し
て
、
恰
も
東
京
市
内
に
於
け
る
旧
江
戸
の
面
影
を
尽
く
亡
ぼ
し
て
了
っ
た
と
同
様
に
、
有
ら

ゆ
る
思
想
に
も
亦
大
変
革
を
来
し
た
が
、
生
活
に
対
す
る
文
人
の
自
覚
は
其
の
重
な
る
事
象
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。

　
二
十
五
年
前
に
は
文
学
は
一
つ
の
遊
戯
と
見
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
漢
詩
漢
文
や
和
歌
国
文
は
士
太
夫

の
慰
み
で
あ
る
が
、
小
説
戯
曲
の
如
き
は
町
人
遊
冶
郎
の
道
楽
で
あ
っ
て
、
士
人
の
風
上
に
も
置
く
ま
じ

き
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
故
、
小
説
戯
曲
の
作
者
は
幇
間
遊
芸
人
と
同
列
に
見
ら
れ
て
い
た
。
勧
善
懲
悪

の
旧
旗き
幟し
を
撞
砕
し
た
坪
内
氏
の
大
斧
は
小
説
其
物
の
内
容
に
対
す
る
世
人
の
見
解
を
多
少
新
た
に
し
た

が
、
文
人
其
者
を
見
る
眼
を
少
し
も
変
え
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
夫
故
、
国
会
開
設
が
約
束
せ
ら
れ
て

政
治
休
息
期
に
入
っ
て
い
た
当
時
、
文
学
に
対
す
る
世
間
の
興
味
は
俄
に
沸
湧
し
て
、
矢
野
と
か
末
広
と

か
柴
と
か
い
う
政
治
界
の
名
士
が
続
々
文
学
に
投
じ
て
来
た
が
、
丁
度
仮
装
会
の
興
に
浮
れ
て
躍
り
狂
っ

て
い
た
よ
う
な
も
の
で
、
文
人
其
者
の
社
会
的
価
値
を
認
め
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
政
治

家
の
変
装
た
る
ヂ
レ
ス
リ
ー
の
亜
流
を
随
喜
し
て
お
っ
て
も
、
真
の
文
人
た
る
ヂ
ッ
ケ
ン
ス
や
サ
ッ
カ
レ

10二十五年間の文人の社会的地位の進歩



ー
に
対
し
て
は
何
等
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
。
当
時
の
文
学
革
新
は
恰
も
等
外
官
史
の
羽
織
袴
を
脱
が

し
て
洋
服
に
着
更
え
さ
せ
た
よ
う
な
も
の
で
、
外
観
だ
け
は
高
等
官
吏
に
似
寄
っ
て
来
た
が
、
依
然
と
し

て
月
給
は
上
ら
ず
に
社
会
か
ら
矢
張
り
小
使
同
様
に
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
坪
内
氏
が
相
当
に
尊
敬
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
文
学
士
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
紅
葉
や
露
伴
は
如
何
に
人
気

が
あ
っ
て
も
矢
張
り
芸
人
以
上
の
待
遇
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
団
十
郎
が
人
に
褒
め
ら
れ
て
も

「
役
者
に
し
て
は
意
外
な
人
物
だ
よ
、
」
と
云
わ
れ
た
通
り
に
、
紅
葉
や
露
伴
の
感
服
さ
れ
た
の
も
「
小

説
家
に
し
て
は
　
　
」
と
い
う
条
件
付
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
文
文
学
と
か
「
チ
ー
プ
・
リ
テ
レ
チ
ュ
ア
」
と
か
い
う
言
葉
は
今
で
も
折
々
繰
返
さ
れ
て
る
が
、
斯

う
い
う
軽
侮
語
を
口
に
す
る
も
の
は
、
今
の
文
学
を
研
究
し
て
而
し
て
後
鑑
賞
す
る
に
足
ら
ざ
る
が
故
に

軽
侮
す
る
の
で
は
な
く
て
、
多
く
は
伝
来
の
習
俗
に
俘とら
わ
れ
て
小
説
戯
曲
其
物
を
頭
か
ら
軽
く
見
て
い
る

か
ら
で
、
今
の
文
学
な
り
作
家
な
り
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
無
い
。
イ
ブ
セ
ン
や
ト
ル
ス
ト
イ
が
現
わ

れ
て
来
て
も
渠
等
は
矢
張
り
三
文
文
学
、
チ
ー
プ
・
リ
テ
レ
チ
ュ
ア
を
口
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
然
る
に
不
思
議
な
る
は
二
十
何
年
前
に
は
文
人
自
身
す
ら
此
の
如
き
社
会
的
軽
侮
を
受
く
る
を
余
り
苦

に
し
な
い
で
、
文
人
の
生
活
は
別
世
界
な
り
と
し
、
此
の
別
世
界
中
の
理
想
た
る
通
と
か
粋
と
か
を
衒
っ

て
社
会
と
交
渉
し
な
い
の
を
恰
も
文
人
と
し
て
の
当
然
の
生
活
な
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。
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渠
等
の
多
く
は
京
伝
や
馬
琴
や
三
馬
の
生
活
を
知
っ
て
い
た
。
売
薬
や
袋
物
を
売
っ
た
り
、
下
駄
屋
や

差
配
人
を
し
て
生
活
を
営
ん
で
る
傍
ら
小
遣
取
り
に
小
説
を
書
い
て
い
た
の
を
知
っ
て
い
た
、
今
日
で
こ

そ
渠
等
の
名
は
幕
府
の
御
老
中
よ
り
高
く
聞
え
て
る
が
其
生
存
中
は
袋
物
屋
の
旦
那
で
あ
っ
た
、
下
駄
屋

さ
ん
で
あ
っ
た
、
差
配
の
凸
凹
爺
で
あ
っ
た
。
社
会
の
公
民
と
し
て
は
何
等
の
位
置
も
権
力
も
無
か
っ
た

の
で
あ
る
。
渠
等
が
幅
を
利
か
す
は
本
屋
や
遊
里
や
一
つ
仲
間
の
遊
民
に
対
す
る
場
合
だ
け
で
あ
っ
て
、

社
会
的
に
は
袋
物
屋
さ
ん
下
駄
屋
さ
ん
差
配
さ
ん
た
る
よ
り
外
仕
方
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
斯
う
い
う
生
活
に
能
く
熟
し
て
い
る
渠
等
文
人
は
、
小
説
や
院
本
は
戯
作
と
い
う
よ
う
な
下
ら
ぬ
も
の

で
無
い
と
い
う
事
が
坪
内
君
や
何
か
の
お
庇
で
解
っ
て
来
て
も
、
社
会
的
に
は
職
業
と
し
て
完
全
に
独
立

出
来
ず
、
位
置
も
資
格
も
権
力
も
無
い
遊
民
と
見
ら
れ
て
い
て
も
当
然
の
事
と
し
て
少
し
も
怪
ま
な
か
っ

た
。
加
う
る
に
持
っ
て
生
れ
た
通
人
病
や
粋
人
癖
か
ら
求
め
て
社
会
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
、
浮
世
を
茶
に
し

て
シ
ャ
レ
に
送
る
の
を
高
し
と
す
る
風
が
あ
っ
た
。
当
時
の
硯
友
社
や
根
岸
党
の
連
中
の
態
度
は
皆
是
で

あ
っ
た
。

　
尤
も
伝
来
の
遺
習
が
脱
け
切
れ
な
か
っ
た
為
め
で
も
あ
る
が
、
一
つ
に
は
職
業
と
し
て
の
文
学
の
存
立

が
依
然
と
し
て
難
か
し
い
の
が
有
力
な
る
大
原
因
と
な
っ
て
お
る
。
今
よ
り
二
十
何
年
前
に
は
イ
ク
ラ
文

人
が
努
力
し
て
も
、
文
人
と
し
て
の
収
入
は
智
力
上
遥
に
劣
っ
て
る
労
働
階
級
に
す
ら
及
ば
な
い
ゆ
え
、

12二十五年間の文人の社会的地位の進歩



他
の
生
活
の
道
を
求
め
て
文
学
を
片
商
売
と
す
る
か
、
或
は
初
め
か
ら
社
会
上
の
位
置
を
度
外
し
て
浮
世

を
茶
に
し
て
自
ら
慰
め
る
よ
り
外
仕
方
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
今
日
と
雖
も
文
人
の
生
活
は
猶
お
頗
る
困
難
で
あ
る
が
二
十
何
年
前
に
は
新
聞
社
内
に
於
け
る

文
人
の
位
置
す
ら
極
め
て
軽
い
も
の
で
、
紅
葉
の
如
き
既
に
相
当
の
名
を
成
し
て
か
ら
読
売
新
聞
社
に
入

社
し
た
の
で
あ
る
が
、
猶
お
決
し
て
重
く
待
遇
さ
れ
た
の
で
は
無
か
っ
た
。
シ
カ
モ
文
人
と
し
て
生
活
す

る
に
は
薄
い
待
遇
を
忍
ん
で
新
聞
記
者
と
な
る
よ
り
外
に
道
が
無
か
っ
た
。
今
日
の
如
く
雑
誌
の
寄
書
家

と
な
っ
て
原
稿
料
に
て
生
活
す
る
事
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。
偶
々
二
三
の
人
が
著
述
に
成
功
し
て
相

当
の
産
を
作
っ
た
例
外
の
例
が
あ
っ
て
も
、
斯
う
い
う
文
壇
の
当
り
屋
で
も
今
日
の
如
く
零
細
な
る
断
片

的
文
章
を
以
て
パ
ン
に
換
え
る
事
は
決
し
て
出
来
な
か
っ
た
。

　
夫
故
、
当
時
に
在
っ
て
は
文
人
自
身
も
文
学
を
以
て
生
活
出
来
る
と
思
わ
な
か
っ
た
。
文
人
が
公
民
権

が
無
く
と
も
、
代
議
士
は
愚
か
区
会
議
員
の
選
挙
権
が
無
く
と
も
、
社
会
的
に
は
公
人
と
看
做
さ
れ
な
い

で
親
族
の
寄
合
い
に
一
人
前
の
待
遇
を
受
け
な
く
と
も
文
人
自
身
か
ら
し
て
不
思
議
と
思
わ
な
か
っ
た
。

寧
ろ
文
人
と
し
て
は
社
会
か
ら
無
能
者
扱
い
を
受
け
る
の
を
当
然
の
事
と
し
て
、
残
念
と
も
思
わ
ず
、
憤

慨
す
る
も
の
も
無
か
っ
た
。

　
今
よ
り
十
七
八
年
前
、
誰
や
ら
が
『
我
は
小
説
家
た
る
を
栄
と
す
』
と
放
言
し
た
時
、
頻
り
に
其
の
意
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気
の
壮
ん
な
る
に
感
嘆
さ
れ
た
が
、
此
の
放
言
が
壮
語
と
し
て
聞
か
れ
、
異
様
に
響
き
て
感
嘆
さ
る
ゝ
間

は
小
説
家
の
生
活
は
憐
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
当
時
は
此
の
壮
語
を
吐
い
て
憤
悶
を
洩
ら
す
も
の

は
一
人
も
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
博
文
館
の
雑
誌
経
営
が
成
功
し
て
、
雑
誌
も
亦
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
立
派
に
存
立
し
得
る
事
が
証
拠
立
て

ら
れ
て
か
ら
、
有
ら
ゆ
る
出
版
業
者
は
皆
奮
っ
て
雑
誌
を
発
行
し
た
。
文
人
が
活
動
し
得
る
舞
台
が
著
る

し
く
多
く
な
っ
た
。
文
人
は
最
早
非
常
な
る
精
力
を
捧
ぐ
る
著
述
に
頼
ら
な
く
て
も
習
作
的
原
稿
、
断
片

的
文
章
に
由
て
生
活
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
人
は
最
早
新
聞
社
の
薄
い
待
遇
に
ヒ
シ
〳
〵
と
縛
ら
れ

ず
と
も
自
由
に
楽
ん
で
パ
ン
を
得
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
斯
う
な
る
と
文
人
は
袋
物
屋
さ
ん
や
下
駄
屋
さ
ん
や
差
配
人
さ
ん
を
理
想
と
せ
ず
と
も
済
む
。
文
人
は

文
人
と
し
て
相
当
に
生
活
で
き
る
。
仮
令
猶
お
立
派
に
門
戸
を
張
る
事
が
出
来
な
く
と
も
、
他
の
腰
弁
生

活
を
羨
む
ほ
ど
の
事
は
無
い
。
公
民
権
も
あ
る
、
選
挙
権
も
あ
る
。
市
の
廓
清
も
議
院
の
改
造
も
出
来
る
。

浮
世
を
茶
に
せ
ず
と
も
自
分
の
気
に
入
る
よ
う
に
革
新
出
来
ぬ
事
は
無
い
。
文
人
の
生
活
は
昔
と
は
大
に

違
っ
て
い
る
。
今
日
で
は
何
も
昔
の
よ
う
に
社
会
の
落
伍
者
、
敗
北
者
、
日
蔭
者
と
肩
身
を
狭
く
謙へ
り
下

ら
ず
と
も
、
公
々
然
と
し
て
濶
歩
し
得
る
。
今
日
の
文
人
は
最
早
社
会
の
寄
生
虫
で
は
無
い
、
食
客
で
は

無
い
、
幇
間
で
は
無
い
。
文
人
は
文
人
と
し
て
堂
々
社
会
に
対
す
る
事
が
出
来
る
。
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今
日
の
若
い
新
ら
し
い
作
家
の
中
に
は
二
十
五
六
年
前
に
は
未
だ
生
れ
な
い
人
も
あ
る
。
其
大
部
分
は

幼
稚
園
若
く
は
尋
常
一
二
年
の
童
児
で
あ
っ
た
ろ
う
。
此
の
時
代
、
文
人
の
収
入
を
得
る
道
が
乏
し
く
、

文
人
が
職
業
と
し
て
一
本
立
ち
す
る
能
わ
ず
、
如
何
に
世
間
か
ら
軽
侮
せ
ら
れ
、
歯よわ
い
さ
れ
な
か
っ
た
か

は
今
の
若
い
作
家
た
ち
に
は
十
分
レ
ハ
イ
ズ
す
る
事
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
今
日
で
も
文
学
は
他
の
職
業

と
比
べ
て
余
り
喜
ば
れ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
然
し
乍
ら
今
日
で
は
不
利
益
な
る
職
業
と
見
ら
る
ゝ

だ
け
で
あ
る
が
、
二
十
五
六
年
前
に
は
無
頼
者
の
仕
事
と
目
さ
れ
て
い
た
。
最
も
善
意
に
解
釈
し
て
呉
れ

る
人
さ
え
が
打
つ
飲
む
買
う
の
三
道
楽
と
同
列
に
見
て
、
我
々
文
学
に
親
む
青
年
は
、
『
文
学
も
好
い
が

先
ず
一
本
立
ち
に
飯
が
喰
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
道
楽
だ
』
と
意
見
さ
れ
た
も
の
だ
。
夫
が
今
日
で

は
大
学
で
も
純
粋
文
学
を
教
授
し
、
文
部
省
に
は
文
芸
審
査
委
員
が
出
来
て
一
年
中
の
傑
作
が
国
家
の
名

を
以
て
選
奨
せ
ら
る
ゝ
よ
う
に
な
っ
た
。
文
部
省
の
文
芸
審
査
に
就
て
兎
角
の
議
論
を
す
る
人
が
あ
る
が

政
府
は
万
能
で
無
い
か
ら
政
府
の
行
う
処
必
ず
し
も
正
鵠
で
は
無
い
。
且
文
芸
上
の
作
品
の
価
値
は
区
々

の
秤
尺
に
由
て
討
議
し
、
又
選
票
の
多
寡
に
由
て
決
す
べ
き
も
の
で
無
い
か
ら
、
文
芸
審
査
の
結
果
が
意

料
外
な
る
べ
き
は
初
め
か
ら
予
察
せ
ら
れ
る
。
之
を
重
視
す
る
の
が
誤
ま
っ
て
お
る
の
だ
が
、
二
十
五
六

年
前
に
は
全
然
社
会
か
ら
無
視
せ
ら
れ
て
い
た
文
芸
の
存
在
を
政
府
が
認
め
て
文
芸
審
査
に
着
手
し
た
の

は
左
も
右
く
も
時
代
の
大
進
歩
で
あ
る
。
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文
学
も
亦
一
つ
の
職
業
で
あ
る
。
世
間
に
は
往
々
職
業
と
い
う
と
賤
視
し
て
顰
蹙
す
る
も
の
も
あ
る
が
、

職
業
は
神
聖
で
あ
る
。
賤
視
す
べ
き
も
の
で
は
無
い
。
斯
う
い
う
職
業
を
賤
視
す
る
人
た
ち
の
祖
先
た
る

武
士
と
い
う
も
の
も
亦
一
つ
の
職
業
で
あ
っ
て
封
建
の
家
禄
世
襲
制
度
の
恩
沢
を
蒙
む
っ
て
此
の
武
士
と

い
う
職
業
が
維
持
せ
ら
れ
た
れ
ば
こ
そ
日
本
の
大
道
楽
な
る
か
の
如
く
一
部
の
人
た
ち
に
尊
奉
せ
ら
る
ゝ

武
士
道
が
大
成
し
た
の
で
、
若
し
武
士
が
家
禄
を
得
る
道
な
く
生
活
の
安
全
を
保
証
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら

武
士
道
如
き
は
既
く
に
亡
び
て
了
っ
た
で
あ
ろ
う
。
文
学
を
職
業
た
ら
し
む
る
だ
け
の
報
償
を
文
人
に
与

え
ず
し
て
三
文
文
学
だ
の
チ
ー
プ
・
リ
テ
レ
チ
ュ
ア
だ
の
と
冷
罵
す
る
の
み
を
能
事
と
し
て
い
て
如
何
し

て
大
文
学
の
発
現
が
望
ま
れ
よ
う
。
文
学
と
し
て
立
派
に
職
業
た
ら
し
む
る
だ
け
の
報
酬
を
文
人
に
与
え

衣
食
に
安
心
し
て
其
道
に
専
ら
な
る
を
得
せ
し
め
、
文
人
を
し
て
社
会
の
継
子
た
る
ヒ
ガ
ミ
根
性
を
抱
か

し
め
ず
、
堂
々
と
し
て
其
思
想
を
忌
憚
な
く
発
露
す
る
を
得
せ
し
め
て
後
初
め
て
文
学
の
発
達
を
計
る
事

が
出
来
る
。
文
人
が
社
会
を
茶
に
し
た
り
呪
っ
た
り
す
る
は
文
学
の
為
め
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
国
家
の
為

め
に
も
亦
不
祥
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
左
も
右
く
も
今
日
、
文
学
が
職
業
と
し
て
成
立
し
、
多
く
の
文
人
中
に
は
大
臣
の
園
遊
会
に

招
か
れ
て  

絹    

帽  

シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
被
っ
て
出
掛
け
る
も
の
も
一
人
や
二
人
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
文
人
の
社
会

的
位
置
が
昔
か
ら
比
べ
て
重
く
な
っ
た
証
拠
で
あ
る
が
、
我
々
は
猶
お
進
ん
で
職
業
上
の
権
利
を
主
張
し
、
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社
会
上
の
勢
力
を
張
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
を
し
て
文
人
の
存
在
を
認
め
し
め
た
ゞ
け
で
は
足
り
な
い
。

更
に
進
ん
で
文
人
の
権
威
を
認
め
し
め
る
よ
う
に
一
大
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
小
生
は
今
は
文
学
論
を
す
る
ツ
モ
リ
で
な
い
か
ら
、
現
在
の
文
学
其
も
の
に
就
て
は
余
り
多
く
を
云
わ

な
い
。
唯
、
文
学
論
と
し
て
よ
り
は
小
生
一
個
の
希
望
　
　
文
学
に
対
す
る
註
文
を
有
体
に
云
う
と
、
今

日
の
享
楽
主
義
又
は
耽
美
主
義
の
底
に
は
、
沈
痛
な
る
人
生
の
叫
び
を
蔵
し
て
い
る
の
を
認
め
な
い
で
は

な
い
が
、
何
処
か
に
浮
気
な
態
度
が
あ
っ
て
昔
の
硯
友
社
や
根
岸
党
と
同
一
気
脈
を
伝
う
る
の
を
慊
あ
き
たら
ず

思
っ
て
る
。
咏
嘆
し
た
り
長
嘻
し
た
り
冷
罵
し
た
り
苦
笑
し
た
り
す
る
も
宜
か
ろ
う
。
が
、
人
生
の
説
明

者
た
り
群
集
の
木
鐸
た
る
文
人
は
ヨ
リ
以
上
冷
静
な
る
態
度
を
持
し
て
ヨ
リ
以
上
深
酷
に
直
ち
に
人
間
の

肺
腑
に
蝕
い
入
っ
て
、
其
の
ド
ン
底
に
潜
む
の
悲
痛
を
描
い
て
以
て
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
以
後

の
文
人
は
山
林
に
隠
棲
し
て
風
月
に
吟
誦
す
る
よ
う
な
超
世
間
的
態
度
で
芝
居
や
カ
フ
ェ
ー
に
の
み
立
籠

っ
て
い
て
人
生
の
見
物
左
衛
門
と
な
り
見
巧
者
訳
知
り
と
な
っ
た
ゞ
け
で
は
足
り
な
い
。
日
本
の
文
人
は

東
京
の
中
央
で
電
灯
の
光
を
浴
び
て
白
粉
の
女
と
差
向
い
に
な
っ
て
い
て
も
、
矢
張
り
鴨
の
長
明
が
有
為

転
変
を
儚
な
み
て
浮
世
を
観
ず
る
よ
う
な
身
構
え
を
し
て
お
る
。
同
じ
デ
カ
ダ
ン
で
も
何
処
か
サ
ッ
パ
リ

し
た
思
い
切
り
の
い
ゝ
精
進
潔
斎
的
、
忠
君
愛
国
的
デ
カ
ダ
ン
で
あ
る
。
国
民
的
の
長
所
は
爰
で
あ
ろ
う

が
短
所
も
亦
爰
で
あ
る
。
最
っ
と
油
濃
く
執
拗
く
腸
の
底
ま
で
ア
ル
コ
ー
ル
に
爛
ら
し
て
腹
の
中
か
ら
火
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が
燃
え
立
つ
ま
で
に
な
り
得
な
い
。
モ
ウ
パ
ス
サ
ン
は
狂
人
に
な
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
も
狂
人
に
な
っ
た
。

日
本
の
文
人
は
好
い
加
減
な
処
で
忽
ち
人
生
の
見
巧
者
と
な
り
通
人
と
な
っ
て
了
っ
て
、
底
力
の
無
い
声

で
咏
嘆
し
た
り
冷
罵
し
た
り
苦
笑
し
た
り
す
る
。

　
小
生
は
文
学
論
を
す
る
ツ
モ
リ
で
無
い
か
ら
文
学
其
物
に
就
て
は
余
り
多
く
を
云
う
を
好
ま
ぬ
が
、
二

十
五
年
前
に
は
道
楽
で
あ
っ
た
文
学
が
今
日
で
は
職
業
と
な
り
、
最
早
袋
物
屋
さ
ん
下
駄
屋
さ
ん
差
配
人

さ
ん
を
理
想
と
し
な
い
で
も
済
む
よ
う
に
な
っ
た
事
実
を
見
て
、
職
業
と
し
て
の
文
学
が
最
う
少
し
重
く

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
人
の
社
会
的
地
位
が
今
一
層
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
を
痛
切
に
感
ず
る
。

　
有
体
に
言
う
と
今
の
文
人
の
多
く
は
各
々
蝸
牛
の
殻
を
守
る
に
汲
々
と
し
て
互
い
に
相
褒
め
合
っ
た
り

罵
り
合
っ
た
り
し
て
聊
か
の
小
問
題
を
一
大
事
と
し
て
鎬
を
削
っ
て
る
。
毎
日
の
新
聞
、
毎
月
の
雑
誌
に

論
難
攻
撃
は
絶
え
た
事
は
無
い
が
、
尽
く
皆
文
人
対
文
人
の
問
題
　
　
主
張
対
主
張
の
問
題
で
は
無
い
　

　
で
あ
っ
て
、
未
だ
嘗
て
文
人
対
社
会
の
コ
ン
ト
ラ
バ
ー
シ
ー
を
、
一
回
た
り
と
も
見
た
事
が
無
い
。
恐

ら
く
之
は
欧
洲
大
陸
に
類
例
な
き
日
本
の
文
壇
の
特
有
の
現
象
で
あ
ろ
う
。
文
人
と
し
て
の
今
日
の
欲
望

は
文
人
同
志
の
本
家
争
い
や
功
名
争
い
で
な
く
て
、
今
猶
お
文
学
を
理
解
せ
ざ
る
世
間
の
群
集
を
し
て
文

人
の
権
威
を
認
め
し
む
る
の
が
一
大
事
で
あ
ろ
う
。

　
二
十
五
年
前
と
比
べ
た
ら
今
日
の
文
人
は
職
業
と
し
て
存
立
し
得
る
だ
け
社
会
に
認
め
ら
れ
て
来
た
。
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が
、
人
生
及
び
社
会
を
対
象
と
す
る
今
日
以
後
の
文
人
は
、
昔
の
詩
人
の
よ
う
に
山
林
に
韜
晦
す
る
事
は

出
来
な
い
。
都
会
に
生
活
し
て
群
集
と
伍
し
、
直
接
時
代
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
文
人
に
強

う
る
に
依
然
清
貧
な
る
隠
者
生
活
を
以
て
し
文
人
を
し
て
死
し
た
る
思
想
の
木ミ
乃イ
伊ラ
た
ら
し
め
ん
と
す
る

如
き
世
間
の
圧
迫
に
対
し
て
は
余
り
感
知
せ
ざ
る
如
く
、
蝸
牛
の
殻
に
安
ん
じ
て
小
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
小
ヘ

ド
ニ
ズ
ム
を
歌
っ
て
而
し
て
独
り
自
ら
高
し
と
し
て
お
る
。
一
部
の
人
士
は
今
の
文
人
を
危
険
視
し
て
い

る
が
、
日
本
の
文
人
の
多
く
は
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
然
た
る
壁
訴
訟
を
し
て
い
る
に
関
わ
ら
ず
、
意
外
な
る
楽

天
家
で
あ
る
。

　
新
旧
思
想
の
衝
突
と
い
う
事
を
文
人
の
多
く
は
常
に
口
に
し
て
お
る
が
、
新
思
想
の
本
家
本
元
た
る
文

人
自
身
は
余
り
衝
突
し
て
お
ら
ぬ
。
い
つ
で
も
旧
思
想
の
圧
迫
に
温
和
し
く
抑
え
ら
れ
て
服
従
し
て
お
る
。

文
人
は
文
人
同
志
で
新
思
想
の
蒟
蒻
屋
問
答
や
点
頭
き
合
い
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
社
会
に
対
し
て
新
思

想
を
鼓
吹
し
た
事
も
挑
戦
し
た
事
も
無
い
。
今
日
の
よ
う
な
思
想
上
の
戦
国
時
代
に
在
っ
て
は
文
人
は
常

に
社
会
に
対
す
る 

戦 

闘 

者 

フ
ァ
イ
タ
ー

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
内
輪
同
士
で
は
年
寄
の
愚
痴
の
よ
う
な
繰
言
を
陳

べ
て
る
が
、
外
に
対
し
て
は
頭
か
ら
戦
意
が
無
く
沈
黙
し
て
お
る
。

　
二
十
五
年
の
歳
月
が
聊
か
な
り
と
も
文
人
の
社
会
的
位
置
を
進
め
た
の
は
時
代
の
進
歩
と
し
て
喜
ぶ
べ

き
で
あ
る
が
、
世
界
の
二
大
戦
役
を
終
っ
て
一
躍
し
て
一
等
国
の
仲
間
入
り
し
た
日
本
と
し
て
は
文
人
の
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位
置
は
猶
お
余
り
に
憐
れ
で
無
か
ろ
う
乎
。
例
え
ば
左
に
も
右
く
に
も
文
部
省
が
功
労
者
と
認
め
て
選
奨

し
た
坪
内
博
士
、
如
何
な
る
偏
見
を
抱
い
て
見
る
も
穏
健
老
実
な
る
紳
士
と
認
め
ら
る
べ
き
思
想
界
の
長

老
た
る
坪
内
氏
が
、
経
営
す
る
文
芸
協
会
の
興
行
た
る
『
故
郷
』
の
上
場
を
何
等
の
内
論
も
質
問
も
な
く

一
令
を
下
し
て
直
ち
に
禁
止
す
る
如
き
、
恰
も
封
建
時
代
の
地
頭
が
水
呑
百
姓
に
対
す
る
待
遇
で
あ
る
。

是
れ
併
し
乍
ら
政
府
が
無
鉄
砲
な
の
で
も
属
僚
が 

没 

分 

暁 

わ
か
ら
ず
や

な
の
で
も
何
で
も
な
く
し
て
、
社
会
が
文
人

の
権
威
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
坪
内
君
が
世
間
か
ら
尊
敬
せ
ら
る
ゝ
の
は
早
稲
田
大
学
の
元
老
、
文

学
博
士
で
あ
る
か
ら
で
、
舞
踊
劇
の
作
者
た
り
文
芸
協
会
の
会
長
た
る
は
何
等
の
重
き
を
な
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
社
会
を
し
て
文
人
の
権
威
を
認
め
し
め
よ
。
文
人
は
社
会
に
対
し
て
宣
戦
せ
よ
。
〝M

urm
ur

〞
す
る

よ
り
は
〝Strike

〞
せ
よ
、
〝C

om
plain

〞
す
る
よ
り
は
〝C

urse

〞
せ
よ
。
新
ら
し
き
思
想
の
世
界
を
拓

か
ん
と
す
る
羊
の
如
く
山
の
奥
に
逃
げ
込
ま
ず
に
獅
子
の
如
く
山
の
奥
か
ら
飛
出
し
て
咆
哮
せ
よ
。

　
二
十
五
ヵ
年
の
歳
月
が
文
学
を
し
て
職
業
と
し
て
存
立
す
る
を
得
せ
し
め
、
国
家
を
し
て
文
学
の
存
在

を
認
め
し
む
る
に
到
っ
た
の
は
無
論
進
歩
し
た
に
は
違
い
な
い
が
、
世
界
の
英
雄
東
郷
を
生
じ
た
日
本
と

し
て
は
猶
お
余
り
に
も
ど
か
し
き
感
が
あ
る
。
今
後
の
二
十
五
ヵ
年
間
、
願
く
は
更
に
一
大
飛
躍
あ
れ
。

文
学
の
忠
僕
た
る
小
生
は
切
に
諸
君
の
健
闘
を
祈
る
。
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（
「
太
陽
」
増
刊
　
明
治
四
十
五
年
六
月
十
三
日
号
）
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