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【
論
文
】

「
美
に
生
き
る
」
こ
と
の
危
険

―
高
村
光
太
郎
の
場
合

津　

上　

英　

輔

序

美
が
本
質
的
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
人
は
語
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
三
大
価
値
、
真
・
善
・
美
の
中
で
、
知
性
の
行
な
う
真

（
真
理
）
の
追
求
が
核
兵
器
開
発
の
よ
う
な
危
険
に
つ
な
が
り
得
る

こ
と
、
理
性
に
よ
る
善
の
一
方
的
追
求
が
他
者
の
抑
圧
を
招
き
か
ね

な
い
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
、
前
世
紀
の
多
く
の
悲
惨
な
経
験

が
人
の
注
意
を
喚
起
し
、
二
十
一
世
紀
の
我
々
は
そ
れ
を
常
識
と
し

て
い
る
。

感
性
の
と
ら
え
る
美
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
超
越
的
価
値

に
目
を
開
か
せ
る
も
の
、
個
物
の
掛
け
替
え
な
さ
に
気
付
か
せ
て
く

れ
る
も
の
、
人
を
内
面
か
ら
豊
か
に
す
る
も
の
、
何
を
ど
う
美
し
く

と
ら
え
る
か
に
従
っ
て
各
人
を
そ
の
人
ら
し
く
す
る
も
の
等
々
、
美

の
効
用
だ
け
を
語
る
の
が
普
通
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し

美
の
追
求
に
は
、
真
・
善
の
追
求
に
似
た
大
き
な
危
険
が
あ
る
。
美

の
功
だ
け
で
な
く
、
罪
に
も
人
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
は
、
美
学

が
社
会
に
果
た
す
べ
き
責
務
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
、
彫
刻
家
・
詩
人
の
高
村
光
太
郎
（
一
八
八
三
―
一
九

五
六
）
が
十
五
年
戦
争
中
に
書
い
た
戦
争
賛
美
詩
と
戦
後
彼
が
示
し

た
反
省
と
を
分
析
し
、
美
が
孕
む
本
質
的
危
険
の
一
端
を
示
し
た

い
。
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第
一
章　
「
必
死
の
時
」

光
太
郎
の
代
表
的
戦
争
賛
美
詩
「
必
死
の
時
」
は
一
九
四
二
年
四

月
刊
の
詩
集
『
大
い
な
る
日
に
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
詩
集
の

「
序
」
に
は
こ
う
あ
る
。

志
那
事
變
勃
發
以
來
皇
軍
昭
南
島
入
城
に
至
る
ま
で
の
間
に
書

い
た
詩
の
中
か
ら
三
十
七
篇
を
選
ん
で
こ
こ
に
集
め
た
。
た
だ

此
の
大
い
な
る
日
に
生
く
る
身
の
衷
情
と
感
激
と
を
傳
へ
た
い

と
思
ふ
ば
か
り
で
あ
る
。

昭
和
十
七
年
三
月

 
高
村
光
太
郎

「
志
那
事
變
勃
發
」
は
一
九
三
七
年
七
月
、「
皇
軍
昭
南
島
［
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
］
入
城
」
は
一
九
四
二
年
二
月
の
こ
と
で
、
一
九
四
一
年

十
二
月
の
真
珠
湾
奇
襲
の
直
後
、
日
本
が
戦
況
に
お
い
て
優
勢
で

あ
っ
た
時
期
に
、
こ
の
詩
集
は
世
に
出
た
。「
必
死
の
時
」
は
『
大

い
な
る
日
に
』
に
「
昭
和
十
六
年
十
一
月
十
九
日
」
の
日
付
が
あ
る

か
ら
、
十
二
月
の
対
米
開
戦
直
前
の
緊
迫
し
た
情
勢
の
中
で
詠
ま
れ

た
こ
と
に
な
る（（
（

。
ま
ず
は
詩
の
全
文
を
引
用
し
よ
う
。

必
死
の
時

必
死
に
あ
り
。

そ
の
時
人
き
よ
く
し
て
つ
よ
く
、

そ
の
時
こ
こ
ろ
洋
洋
と
し
て
ゆ
た
か
な
の
は

わ
れ
ら
民
族
の
な
ら
ひ
で
あ
る
。

人
は
死
を
い
そ
が
ね
ど

死
は
前
方
よ
り
迫
る
。

死
を
滅
す
の
道
た
だ
必
死
あ
る
の
み
。

必
死
は
絶
體
絶
命
に
し
て

そ
こ
に
生
死
を
絶
つ
。

必
死
は
狡
智
の
醜
を
ふ
み
に
じ
つ
て

素
朴
に
し
て
當
然
な
る
大
道
を
ひ
ら
く
。

天
體
は
必
死
の
理
に
よ
つ
て
分
秒
を
た
が
へ
ず
、

窓
前
の
茶
の
花
は
葉
か
げ
に
白
く
、

卓
上
の
一
枚
の
桐
の
葉
は
黄
に
枯
れ
て
、

天
然
の
必
死
の
い
さ
ぎ
よ
さ
を
私
に
囁
く
。
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安
き
を
偸
む
も
の
に
ま
ど
ひ
あ
り
、

死
を
免
れ
ん
と
す
る
も
の
に
虚
勢
あ
り
。

一
切
を
必
死
に
委ゐ

す
る
も
の
、

一
切
を
現げ

ん

有う

に
於
て
見
ざ
る
も
の
、

一
歩
は
一
歩
を
す
て
て

つ
ひ
に
無
窮
に
い
た
る
も
の
、

か
く
の
如
き
も
の
大
な
り
。

生
れ
て
必
死
の
世
に
あ
ふ
は
よ
き
か
な
、

人
そ
の
鍛
鍊
に
よ
つ
て
死
に
勝
ち
、

人
そ
の
極
限
の
日
常
に
よ
つ
て
ま
こ
と
に
生
く
。

未
練
を
す
て
よ
、

お
も
は
く
を
恥
ぢ
よ
、

皮
肉
と
駄
駄
と
を
や
め
よ
。

そ
は
す
べ
て
閑
日
月
な
り
。

わ
れ
ら
現
實
の
歴
史
に
呼
吸
す
る
も
の
、

い
ま
必
死
の
と
き
に
あ
ひ
て

生
死
の
區
區
た
る
我
欲
に
生
き
ん
や
。

心
空
し
き
も
の
滿
ち
、

思
ひ
専
ら
な
る
も
の
精
緻
な
り
。

必
死
の
境
に
美
は
あ
ま
ね
く
、

烈
烈
と
し
て
芳
ば
し
き
も
の
、

し
づ
も
り
て
光
を
た
た
ふ
る
も
の
、

そ
の
境
に
た
だ
よ
ふ
。

あ
あ
必
死
に
あ
り
。

そ
の
時
人
き
よ
く
し
て
つ
よ
く
、

そ
の
時
こ
こ
ろ
洋
洋
と
し
て
ゆ
た
か
な
の
は

わ
れ
ら
民
族
の
な
ら
ひ
で
あ
る
。

ま
ず
言
葉
遣
い
を
見
よ
う
。「
必
死
に
あ
り
。」
の
主
語
省
略
、
人

生
を
天
体
の
運
行
お
よ
び
植
物
の
生
命
活
動
と
重
ね
合
わ
せ
る
比

喩
、「
一
歩
」
―
「
無
窮
」、「
極
限
」
―
「
日
常
」、「
空
し
き
」
―

「
滿
ち
」、「
専
ら
」
―
「
精
緻
」
の
反
語
に
よ
る
矛
盾
止
揚
の
強
調
、

幾
組
か
の
対
句
的
表
現
、
冒
頭
四
行
の
結
尾
に
お
け
る
繰
り
返
し
、

全
篇
を
通
じ
て
文
語
体
に
お
け
る
和
語
と
漢
語
の
按
配
、
極
限
ま
で

の
語
の
切
り
詰
め
。
と
り
わ
け
特
徴
的
と
思
う
の
が
、「
一
歩
は
一

歩
を
す
て
て
／
つ
ひ
に
無
窮
に
い
た
る
も
の
」
の
二
行
で
あ
る
。

「
一
歩
」
は
「
無
窮
」
の
始
ま
り
と
い
う
常
識
（
た
だ
し
、
千
里
の

道
も
一
歩
か
ら
、
と
否
定
的
に
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な

い
が
）
を
、「
一
歩
は
一
歩
を
す
て
て
」
と
表
現
し
、
一
歩
の
次
に
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新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
の
は
、
前
の
一
歩
を
捨
て
る

ヽ
ヽ
ヽ
こ
と
だ
と
言

う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
語
に
よ
っ
て
、「
大
な
」
る
者
の
歩
み
が
、

あ
た
か
も
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
の
よ
う
に
、
後
ろ
に
も
の
を
放
つ
（
捨
て

る
）
こ
と
か
ら
生
じ
る
前
向
き
の
推
進
力
を
得
る
。
こ
の
比
喩
が
、

た
ゆ
ま
ず
精
神
的
向
上
に
い
そ
し
む
人
の
生
き
方
を
鮮
や
か
に
映
し

出
す
。
こ
れ
に
、「
一
歩
は
一
歩
を
」
の
継
続
性
が
加
わ
っ
て
、「
無

窮
」
に
達
す
る
と
い
う
雰
囲
気
を
見
事
に
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
語
法
上
の
彫
琢
に
よ
っ
て
、
リ
ズ
ム
よ
く
引
き
締
ま
り
、
統

一
性
の
あ
る
か
た
ち
（
形
式
）
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
。

詩
の
内
容
す
な
わ
ち
思
想
は
明
快
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

十
五
年
戦
争
の
後
期
、
ア
メ
リ
カ
と
の
開
戦
へ
向
か
う
張
り
つ
め
た

時
勢
を
「
大
い
な
る
日
」
と
と
ら
え
、
そ
れ
が
、
甘
え
を
廃
し
て
厳

し
く
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
生
き
方
を
促
す
恰
好
の
環
境
で
あ
る
と
す

る
。
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
生
死
を
超
越
し
た
美
の
世
界
で
あ

る
。
ひ
と
言
で
言
え
ば
、
戦
争
こ
そ
が
、
人
を
美
に
い
ざ
な
う
。
こ

の
よ
う
な
思
想
の
屹
立
は
、
初
期
光
太
郎
の
詩
群
と
は
趣
を
異
に
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
初
期
の
作
、「
道

程
」（
一
九
一
四
年
）
と
の
比
較
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
よ
く

知
ら
れ
た
作
品
を
引
こ
う
。

道
程

僕
の
前
に
道
は
な
い

僕
の
後
ろ
に
道
は
出
來
る

あ
あ
、
自
然
よ

父
よ

僕
を
一
人
立
ち
に
さ
せ
た
廣
大
な
父
よ

僕
か
ら
目
を
離
さ
な
い
で
守
る
事
を
せ
よ

常
に
父
の
氣
魄
を
僕
に
充
た
せ
よ

こ
の
遠
い
道
程
の
た
め

こ
の
遠
い
道
程
の
た
め

柔
ら
か
な
口
語
調
に
硬
い
語
を
控
え
、「
離
さ
な
い
で
」、「
守
る

こ
と
を
せ
よ
」
の
よ
う
な
冗
長
と
も
言
え
る
言
葉
つ
き
、
さ
ら
に
自

称
の
「
僕
」
は
、「
自
然
」・「
父
」
に
導
き
を
求
め
る
緩
や
か
な
思

想
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
言
葉
で

厳
し
い
思
想
を
表
わ
す
「
必
死
の
時
」
と
は
逆
で
あ
る
が
、
見
方
を

変
え
れ
ば
、
か
た
ち
（
形
式
）
に
内
容
が
緊
密
に
応
じ
て
い
る
点
、

通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、
最
初
の
二
行
が
対
比
と
い
う
一
種

の
類
似
に
よ
っ
て
ま
と
ま
り
、
最
後
の
二
行
が
同
一
行
の
繰
り
返
し
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に
よ
っ
て
ま
と
ま
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
枠
構
造
、
あ
る
い
は
三
部

形
式
に
似
た
音
楽
的
構
造
を
示
す
点
も
、「
必
死
の
時
」
と
共
通
す

る
傾
向
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
私
は
こ
の
詩
の
内
容
に
、

す
っ
き
り
と
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
「
道
程
」

と
い
う
語
で
あ
る
。『
明
鏡
国
語
辞
典
』
第
二
版
は
「
道
程
」
を
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

①
あ
る
地
に
行
き
着
く
ま
で
の
距
離
。
み
ち
の
り
。
行
程
。

②
あ
る
目
的
や
状
態
に
行
き
着
く
ま
で
の
過
程
。

つ
ま
り
、「
道
程
」
は
「
あ
る
地
」
ま
た
は
「
あ
る
目
的
や
状
態
」

が
予
め
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
到

達
す
る
道
も
、
あ
る
程
度
予
想
で
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
僕
の
前
に
道
は
な
い
」
と
い
う
文
言
と
矛
盾
す
る（（
（

。
ま
た
「
道
程
」

と
は
、
現
在
地
点
か
ら
目
的
地
を
前
向
き
に
見
晴
る
か
し
た
も
の
で

あ
る
は
ず
で
、
進
行
の
「
後
ろ
に
」「
出
來
る
」
軌
跡
と
し
て
の

「
道
」
と
は
別
物
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
道
」
と
「
道
程
」
の
関
係

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
私
の
意
図
は
、
光
太
郎
の
お
そ
ら
く
最
も
よ

く
知
ら
れ
た
作
品
に
難
を
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
こ
の
よ
う
な
曖
昧
も
含
ん
で
、
若
き
光
太
郎
の
清
新
の
気
を
読
み

取
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
言
い
た
い
の
は
、「
必
死
の

時
」
の
思
想
が
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
滲
み
か
ら
も
免
れ
て
、
鮮
鋭

そ
の
も
の
と
言
え
る
輪
郭
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

さ
て
「
必
死
の
時
」
で
は
、
そ
の
「
必
死
」
の
生
き
方
が
「
美
」

と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
正
し
い
か
ら
で
も
、

善
い
か
ら
で
も
な
く
、
美
し
い
か
ら
こ
そ
追
求
す
べ
き
生
き
方
だ
と

言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
段
で
述
べ
た
思
想
の
明
快
さ
の
美
、

言
い
換
え
れ
ば
多
様
の
統
一
と
し
て
の
美
と
は
別
物
で
あ
る
。
そ
れ

を
か
た
ち
の
（
形
式
的
）
美
と
呼
ぶ
な
ら
、
こ
の
生
き
方
の
美
は
、

思
想
内
容
と
し
て
の
美
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め
れ
ば
、「
必
死
の
時
」
は
、
第
一
に
、
語
法
に
お
け
る
か

た
ち
（
形
式
）
の
美
を
有
し
て
い
た
。
第
二
に
、
思
想
内
容
の
明
快

さ
と
い
う
美
が
あ
っ
た
。
第
三
に
、
美
の
追
求
と
い
う
こ
と
が
、
思

想
の
内
容
そ
の
も
の
を
成
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
芸
術
の
意
味
作
用
で
あ
る
象
徴
が
、
か
た
ち
（
形

式
）
と
思
想
（
内
容
）
の
一
対
一
対
応
を
特
徴
と
す
る
な
ら
、
言
葉

の
彫
琢
と
思
想
の
内
容
が
見
事
に
一
致
す
る
こ
の
詩
は
、
優
れ
た
芸

術
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
統
的
な
芸
術
が
美
の
追
求
活
動
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
は
も
う
一
つ
、
芸
術
作
品
と
し
て
の
美
を
達
成
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し
て
い
る
。
選
ば
れ
た
語
の
一
つ
一
つ
が
、
そ
の
ま
ま
光
太
郎
の
心

の
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
を
第
四
の
美
と
し

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
必
死
の
時
」
は
、
作
品
の
分
析
か
ら
知
ら

れ
得
る
い
ず
れ
の
相
で
も
、
美
し
い
。

第
二
章　

光
太
郎
の
戦
後

戦
後
の
光
太
郎
は
自
ら
の
戦
争
協
力
を
悔
い
、
一
九
四
五
年
十
月

か
ら
一
九
五
二
年
十
月
ま
で
の
七
年
間
、
岩
手
県
大
田
村
（
現
花
巻

市
）
の
山
口
地
区
で
自
耕
自
炊
の
独
居
生
活
を
送
っ
た
。
現
在
「
高

村
山
荘
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
彼
の
住
ま
い
に
つ
い
て
は
、

「
付
」
で
述
べ
る
。

次
の
詩
は
そ
の
時
期
に
詠
ま
れ
た（（
（

。

わ
が
詩
を
よ
み
て
人
死
に
就
け
り

爆
彈
は
私
の
内
の
前
後
左
右
に
落
ち
た
。

電
線
に
女
の
大
腿
が
ぶ
ら
さ
が
っ
た
。

死
は
い
つ
で
も
そ
こ
に
あ
つ
た
。

死
の
恐
怖
か
ら
私
自
身
を
救
ふ
た
め
に

「
必
死
の
時
」
を
必
死
に
な
っ
て
私
は
書
い
た
。

そ
の
詩
を
戰
地
の
同
胞
が
よ
ん
だ
。

人
は
そ
れ
を
よ
ん
で
死
に
立
ち
向
か
つ
た
。

そ
の
詩
を
毎
日
よ
み
か
へ
す
と
家
郷
へ
書
き
送
つ
た

潜
航
艇
の
艇
長
は
や
が
て
艇
と
共
に
死
ん
だ
。

「
必
死
の
時
」
が
書
か
れ
た
の
は
先
述
の
通
り
、
一
九
四
一
年
で

あ
り
、
こ
の
時
は
ま
だ
米
軍
の
空
襲
は
な
か
っ
た
か
ら
、「
爆
彈
」

に
よ
る
「
死
の
恐
怖
」
は
厳
密
に
は
「
必
死
の
時
」
に
当
た
ら
な
い

が
、
戦
争
に
付
き
も
の
で
一
九
四
一
年
当
時
に
も
光
太
郎
の
中
に

あ
っ
た
は
ず
の
「
死
の
恐
怖
」
を
、
後
年
の
「
爆
彈
」
で
象
徴
的
に

語
っ
た
と
見
て
お
こ
う
。
あ
る
い
は
「
必
死
の
時
」
を
、
敗
戦
ま
で

書
き
続
け
ら
れ
た
「
わ
が
詩
」
の
代
表
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
詩
は
、
光
太
郎
が
「
必
死
の
時
」
を
始
め
と
す
る
戦
争
賛
美

の
詩
に
よ
っ
て
、
若
者
を
死
に
追
い
や
っ
た
責
任
を
率
直
に
認
め
る

も
の
で
あ
る（（
（

。
こ
の
詩
を
書
い
た
の
が
、
自
身
の
死
の
恐
怖
ゆ
え
で

あ
っ
た
と
す
る
の
は
、
彼
の
偽
ら
ざ
る
気
持
ち
で
あ
っ
て
、
責
任
逃

れ
を
試
み
て
い
る
の
で
は
な
い
と
し
よ
う
。
そ
の
後
ま
だ
六
年
以

上
、
肺
結
核
を
押
し
て
続
け
た
独
居
生
活
が
、
彼
の
誠
心
か
ら
出
た

こ
と
は
疑
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
光
太
郎
は
自
分
の
詩
業
が
ど
の



147

よ
う
な
結
果
を
世
界
に
も
た
ら
し
た
か
、
明
確
に
意
識
し
て
い
る
。

戦
後
の
彼
は
ま
た
、
戦
争
の
悪
に
抗
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
言
及

し
て
い
る
。「
一
九
四
七
年
九
月
三
十
日
作
（
（
（

」
の
「
蒋
先
生
に
慙
謝

す
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

蒋
先
生
に
慙
謝
す

わ
た
く
し
は
曾
て
先
生
に
一
詩
を
獻
じ
た
。

眞
珠
灣
の
日
か
ら
程
な
い
こ
ろ
、

平
和
を
は
や
く
取
り
戻
す
爲
に
は

先
生
の
ね
ば
り
強
い
抗
日
思
想
が

巖
の
や
う
に
道
を
ふ
さ
い
で
ゐ
た
か
ら
だ
。

愚
か
な
わ
た
く
し
は
氣
づ
か
な
か
つ
た
。

先
生
の
抗
日
思
想
の
源
が

日
本
の
侵
略
そ
の
も
の
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
。

氣
づ
か
な
か
つ
た
と
も
言
へ
な
い
が
、

國
内
に
滿
ち
る
驕
慢
の
氣
に

わ
た
く
し
ま
で
が
目
を
掩
は
れ
、

滿
州
國
の
傀
儡
を
い
つ
し
ら
ず

心
に
狎
れ
て
是
認
し
て
ゐ
た
。

人
口
上
の
自
然
現
象
と
見
る
や
う
な

勝
手
な
見
方
に
麻
痺
し
て
ゐ
た
。

［
以
下
略
］

こ
れ
は
、「
必
死
の
時
」
と
同
じ
く
詩
集
『
大
い
な
る
日
に
』
に

収
め
ら
れ
蒋
介
石
に
抗
日
へ
の
反
省
を
促
す
詩
「
沈
思
せ
よ
蒋
先

生
（
（
（

」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、「
慙
謝
」
と
は
、
そ
こ
で
述
べ
た
内
容

が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
戦
後

の
一
九
四
七
年
か
ら
見
た
戦
中
の
誤
っ
た
世
界
観
、
と
り
わ
け
大
東

亜
共
栄
圏
の
欺
瞞
を
、
事
後
的
、
客
観
的
に
述
べ
る
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
に
う
す
う
す
気
づ
き
な
が
ら
も
、
正
体
を
見
極
め
て

声
を
上
げ
る
努
力
を
怠
っ
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。「
人
口マ

マ

上
の

自
然
現
象
」
と
は
、
庭
の
中
で
草
木
が
育
つ
よ
う
に
、
設
定
は
人
の

手
に
よ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
で
起
き
る
事
象
は
自
然
の
も
の
、
と
い

う
事
態
の
こ
と
だ
ろ
う
。「
滿
州
國
の
傀
儡
」
を
そ
の
よ
う
な
も
の

と
思
い
込
む
自
己
欺
瞞
が
当
時
の
自
分
に
あ
り
、
そ
れ
を
元
と
し
て

「
必
死
の
時
」
の
よ
う
な
戦
争
賛
美
の
詩
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
告

白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
光
太
郎
は
自
分
の
犯
し
た
過
ち

の
結
果
だ
け
で
な
く
、
原
因
を
も
見
抜
い
て
い
る
、
か
に
見
え
る
。

た
し
か
に
社
会
正
義
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
長
い
「
自
己
流
謫
」
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（
光
太
郎
）
を
伴
う
こ
の
反
省
は
、
十
分
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
で
は
光
太
郎
は
、
二
度
と
同
じ
過
ち
を
せ
ず
に
済
む
の

だ
ろ
う
か
。
問
題
は
人
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
関
わ
る
。

第
三
章　
「
美
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と

光
太
郎
は
一
九
四
七
年
刊
の
詩
集
『
暗
愚
小
伝
』
第
四
の
章
「
蟄

居
」
を
「
美
に
生
き
る
」
の
詩
で
始
め
て
い
る
。

美
に
生
き
る

一
人
の
女
性
の
愛
に
淸
め
ら
れ
て

私
は
や
つ
と
自
己
を
得
た
。

言
は
う
や
う
な
き
窮
乏
を
つ
づ
け
な
が
ら

私
は
も
う
一
度
美
の
世
界
に
と
び
こ
ん
だ
。

生
來
の
離
群
性
は

私
を
個
の
鍛
冶
に
専
念
せ
し
め
て
、

世
上
の
葛
藤
に
う
と
か
ら
し
め
た
。

政
治
も
經
濟
も
社
會
運
動
そ
の
も
の
さ
へ
も
、

影
の
や
う
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
。

智
惠
子
と
私
と
た
だ
二
人
で

人
に
知
ら
れ
ぬ
生
活
を
戰
ひ
つ
つ

都
會
の
ま
ん
な
か
に
蟄
居
し
た
。

二
人
で
築
い
た
夢
の
か
ず
か
ず
は

み
ん
な
内
の
世
界
の
も
の
ば
か
り
。

檢
討
す
る
の
も
内
部
生
命

蓄
積
す
る
の
も
内
部
財
寶
。

私
は
美
の
強
い
腕
に
誘
導
せ
ら
れ
て

ひ
た
す
ら
彫
刻
の
道
に
骨
身
を
け
づ
つ
た
。

こ
こ
で
光
太
郎
が
直
接
に
指
し
て
い
る
の
は
、「
都
会
」
す
な
わ

ち
東
京
で
の
智
恵
子
と
の
生
活
で
あ
る
。
彼
女
は
一
九
一
四
年
に
光

太
郎
と
事
実
上
結
婚
す
る
が
、
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
精
神
の
変
調
を

来
た
し
、
一
九
三
八
年
に
は
没
し
て
い
る（（
（

か
ら
、
こ
の
詩
が
言
う
の

は
、
日
本
が
十
五
年
戦
争
に
突
入
す
る
前
後
で
、
太
平
洋
戦
争
の
影

は
ま
だ
見
え
な
か
っ
た
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
智
恵
子

と
の
生
活
が
向
か
わ
せ
た
彫
刻
の
制
作
は
太
平
洋
戦
争
中
も
続
け
ら

れ
る
か
ら
、
智
恵
子
亡
き
後
も
、「
美
に
生
き
る
」
姿
勢
は
変
わ
ら

な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
光
太
郎
に
と
っ
て
彫

刻
、
延
い
て
は
詩
を
含
む
芸
術
は
、「
必
死
の
時
」
の
時
期
に
も
、
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「
美
に
生
き
る
」
道
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
必
死
の
時
」
に
第
五

の
美
の
相
が
加
わ
る
。「
美
に
生
き
る
」
こ
と
の
所
産
と
い
う
相
で

あ
る
。
美
を
追
求
す
る
生
き
方
が
、
光
太
郎
に
と
っ
て
、
そ
れ
自
体

美
し
い
行
為
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
詩
に
言
う
「
美
に
生
き
る
」
と
は
、「
美
の
世
界
」
を
、

彼
の
言
う
「
内
部
」
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。「
政
治
」、「
經
濟
」、

「
社
會
運
動
」
が
、
そ
の
対
極
を
成
す
。
つ
ま
り
光
太
郎
に
お
い
て
、

美
の
追
求
と
は
社
会
か
ら
目
を
背
け
る
行
為
、
知
性
と
理
性
を
停
止

す
る
行
為
に
等
し
か
っ
た（（
（

。
な
る
ほ
ど
彼
は
そ
の
行
為
を
自
ら
の

「
暗
愚
」
だ
と
告
白
し
て
は
い
る
。
し
か
し
彼
の
反
省
は
、「
美
に
生

き
る
」
こ
と
自
体
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
引
用
す
る
の
は
、
七
年
間
の
山
口
生
活
を
終
え
て
帰
京
し
た

直
後
の
講
演
「
美
と
眞
實
の
生
活
」
の
一
部
で
あ
る
。

　

人
間
の
善
惡
な
ん
て
相
對
的
な
も
の
だ
。
今
い
い
と
思
つ
て

し
た
こ
と
が
後
か
ら
み
る
と
惡
か
つ
た
り
、
一
生
懸
命
や
つ
て

い
た
こ
と
が
實
は
の
ぼ
せ
上
つ
て
い
た
こ
と
に
な
つ
た
り
す

る
。
從
つ
て
現
在
や
つ
て
い
る
こ
と
も
ゆ
き
す
ぎ
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
を
一
々
考
え
て
い
た
ら
人
間
は
行
動
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
惡
か
つ
た
ら
後
で
直
せ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
人
間
は

自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
や
る
し
か
あ
る
ま
い
。

　

僕
の
や
り
た
い
こ
と
は
美
し
い
も
の
を
創
る
こ
と
だ
。
こ
う

い
う
と
、
と
き
ど
き
美
な
ん
て
な
ん
だ
と
き
か
れ
る
が
、
美
は

手
の
平
の
上
に
の
つ
け
て
人
に
見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
。
そ
ん
な
も
の
は
な
い
。
な
い
の
に
美
は
嚴
然
と
し
て
人

を
救
つ
て
く
れ
て
い
る
。
僕
ら
は
美
に
救
わ
れ
て
い
る
と
い
つ

て
い
い
。
美
が
も
し
な
か
つ
た
ら
神
や
佛
に
す
が
る
よ
り
な
か

つ
た
ろ
う（（
（

。

善
が
相
対
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
美
は
神
や
仏
の
よ
う
に
絶
対
的

な
帰
依
の
対
象
だ
と
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
そ
の
よ
う
な
「
美
し

い
も
の
」
を
創
る
こ
と
、
そ
れ
が
彼
の
「
や
り
た
い
こ
と
」
だ
と
言

う
の
だ
。
す
る
と
、
彼
は
自
分
自
身
だ
け
で
な
く
、
彼
の
芸
術
に
接

す
る
多
く
の
人
を
救
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る（10
（

。
し
か
し
彼

は
、「
現
在
や
つ
て
い
る
こ
と
」
の
善
悪
を
「
一
々
考
え
」
る
必
要

は
な
く
、
と
に
か
く
「
行
動
」
し
て
み
て
、
そ
の
結
果
が
「
惡
か
つ

た
ら
後
で
直
せ
ば
い
い
」
と
す
る
。
善
悪
・
真
偽
を
措
い
て
ひ
た
す

ら
「
美
に
生
き
」
れ
ば
、
自
分
を
、
そ
し
て
「
人
を
」
も
「
救
」
う

こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
で
あ
る
。「
惡
か
つ
た
ら
後
で
直
せ

ば
い
い
」
に
つ
い
て
は
後
で
も
う
一
度
検
討
す
る
と
し
て
、
先
に
、
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同
じ
講
演
か
ら
、
次
の
発
言
を
見
よ
う
。

…
…
け
れ
ど
も
自
然
は
、
自
ら
美
し
く
し
よ
う
と
し
て
美
し
く

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
自
然
で
あ
る
。
つ
く
ら

れ
た
ま
ま
そ
れ
よ
り
ほ
か
や
り
よ
う
が
な
い
。
自
然
の
ま
ま
に

美
し
い
の
で
あ
る
。
巧
ま
ぬ
美
し
さ
、
絶
體
絶
命
の
美
し
さ
で

あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
の
方
で
ど
う
思
う
か
知
ら
ん
が
、
人
間
も

絶
體
絶
命
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
よ
り
ほ
か
や
り
よ
う
が
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
で
な
ん
で
も
や
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
僕
ら
は
、
い
つ

で
も
白
刃
の
上
を
素
足
で
歩
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
氣
持
ち
で

仕
事
を
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
つ
ね
に
斷
崖
の
へ
り
を
歩

い
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
下
に
は
深
淵
が
口
を
あ
け
て
ま
つ

て
い
る
。
ち
よ
つ
と
で
も
油
斷
で
き
な
い
。
油
斷
し
て
足
を
ふ

み
は
ず
せ
ば
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
う
い
う
窮
極
の
と
こ
ろ
、
絶

體
絶
命
の
と
こ
ろ
を
獨
り
で
歩
い
て
い
る（11
（

。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
思
想
は
「
必
死
の
時
」
と
基

本
的
に
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
念
の
た
め
語
同
士
の
対
応
を
挙
げ
れ

ば
、「
天
然
」
―
「
自
然
」、「
い
さ
ぎ
よ
さ
」
―
「
自
然
の
ま
ま
」・

「
巧
ま
ぬ
」、「
必
死
」・「
絶
體
絶
命
」
―
「
絶
體
絶
命
」、「
鍛
錬
」・

「
極
限
の
日
常
」
―
「
こ
れ
よ
り
ほ
か
や
り
よ
う
が
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
」・「
い
つ
で
も
白
刃
の
上
」・「
つ
ね
に
斷
崖
の
へ
り
」・「
窮
極

の
と
こ
ろ
」、「
美
」
―
「
美
し
い
」
が
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

こ
に
戦
争
賛
美
の
思
想
は
な
い
。
し
か
し
「
必
死
」
の
生
き
方
を
美

と
見
る
考
え
は
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い（12
（

。

で
は
、
光
太
郎
は
何
を
反
省
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
答
え

の
鍵
が
、
前
出
の
「
惡
か
つ
た
ら
後
で
直
せ
ば
い
い
」
と
い
う
発
言

に
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
行
為
が
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う

な
意
味
を
も
つ
か
、
世
界
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
得
る
か

を
、
行
動
す
る
前
に
熟
慮
す
る
の
で
は
な
く
、
と
に
か
く
「
や
り
た

い
こ
と
」
を
し
て
、
そ
の
結
果
が
悪
け
れ
ば
直
す
、
あ
る
い
は
反
省

す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
自
身
の
場
合
に
当
て
は
め
れ
ば
、
社
会
か

ら
目
を
背
け
な
が
ら
、
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
人
を
救
え
る
と

信
じ
な
が
ら
、「
美
に
生
き
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
彫
刻
と
詩
を
作

る
こ
と
に
専
念
し
た
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
詩
が
若
者
を
救
う
よ
り

却
っ
て
死
に
向
か
わ
せ
る
と
い
う
悪
し
き
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と

が
戦
後
明
ら
か
に
な
る
に
及
び
、
身
を
以
て
我
が
非
を
悔
い
た
。
ま

さ
に
「
惡
か
つ
た
ら
後
で
直
」
す
こ
と
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
行
為
は
同
じ
で
も
、
結
果
の
良
し
悪
し
は
状
況
次
第
で
変
わ

る
。
早
い
話
、
も
し
日
本
が
太
平
洋
戦
争
に
勝
っ
て
い
た
ら
、
若
者
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の
死
は
善
の
達
成
の
た
め
の
尊
い
犠
牲
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ

を
促
し
た
詩
は
む
し
ろ
功
を
成
し
遂
げ
た
と
さ
え
評
価
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い（13
（

。
そ
も
そ
も
、
結
果
か
ら
遡
っ
て
行
為
そ
の
も
の
の
善
悪

を
判
断
す
る
態
度
は
、
社
会
的
責
任
を
問
う
態
度
に
過
ぎ
な
い
。
そ

れ
は
自
分
自
身
に
対
し
て
は
誠
実
で
あ
っ
て
も
、
人
に
対
し
て
必
ず

し
も
誠
実
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
状
況
如
何
で
は
、
も
う
一

度
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
す
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
た
っ
た
今
、「
若
者
を
救
う
よ
り
却
っ
て

ヽ
ヽ
ヽ
死
に
向
か

わ
せ
る
」
と
私
は
述
べ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
単
に
外
面
的
結
果
を

追
う
見
方
で
あ
る
。「
わ
が
詩
を
よ
み
て
人
死
に
就
け
り
」
に
あ
る

と
お
り
、
若
者
が
「
必
死
の
時
」
を
「
よ
ん
で
死
に
立
ち
向
か
つ

た
」
の
は
、
若
者
が
「
毎
日
よ
み
か
へ
す
と
家
郷
へ
書
き
送
」
る
ほ

ど
、
こ
の
詩
に
救
わ
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
若
者
は
「
死
に
立
ち
向
か
」
う
こ
と
が
で
き
た

の
だ
ろ
う
。
美
に
よ
る
内
面
的
な
救
い
を
、
こ
の
詩
は
た
し
か
に
成

し
遂
げ
た
。
し
か
し
そ
の
救
い
の
先
に
あ
る
結
果
は
、
死
で
あ
っ

た
。
結
果
だ
け
を
見
れ
ば
、
美
が
若
者
を
死
に
向
か
わ
せ
た
。

光
太
郎
の
過
ち
は
、
一
つ
の
発
言
な
り
行
為
な
り
が
、
ど
の
よ
う

な
結
果
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
の
状
況
判
断
を
、
知
性
と
理
性
で
真

偽
と
善
悪
を
尺
度
と
し
て
下
す
べ
き
と
こ
ろ
で
、
感
性
に
よ
っ
て
美

醜
の
判
断
を
下
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る（14
（

。
も
ち
ろ
ん
、
知
性
と

理
性
は
過
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
努
力
を

惜
し
ん
で
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
自
分
と
し
て
は
こ
の
状
況
を

こ
う
判
断
し
た
の
だ
と
言
い
得
る
だ
け
の
情
報
を
集
め
、
自
分
の
頭

で
考
え
る
努
力
を
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
真
の
誠
実
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
社
会
か
ら
目
を
背
け
る
の
と
は
正
反
対
の
生

き
方
で
あ
る
。

さ
て
、
第
一
章
と
第
三
章
で
見
た
「
必
死
の
時
」
の
五
つ
の
美
の

相
を
振
り
返
り
、
光
太
郎
の
過
ち
が
そ
の
ど
こ
に
あ
っ
た
か
、
見
極

め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
本
章
で
確
か
め
た
第
五
の
相
、
す
な

わ
ち
作
品
制
作
を
純
粋
な
美
の
追
求
行
為
と
見
る
こ
と
の
う
ち
に
、

危
険
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
芸
術
家
に

は
、
自
分
の
制
作
す
る
作
品
が
世
界
の
中
で
い
か
な
る
意
味
を
帯
び

得
る
か
、
世
界
に
い
か
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
を
よ
く

よ
く
考
え
る
社
会
的
責
任
が
あ
る
。
そ
れ
は
科
学
者
と
政
治
家
に
課

せ
ら
れ
た
責
任
と
同
類
で
あ
る
。
光
太
郎
は
こ
の
責
任
を
負
い
損

な
っ
た
。
次
に
、
第
二
の
相
す
な
わ
ち
思
想
内
容
の
明
快
さ
と
し
て

の
美
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
状
況
把
握
の
一
面
性
に
も
起
因
す

る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
見
る
べ
き
様
々
な
面
に
目
を
閉
ざ
す

こ
と
か
ら
生
じ
る
一
種
の
歯
切
れ
よ
さ
で
あ
る
。
第
三
の
、
美
の
追
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求
が
思
想
の
内
容
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
も
、
読
者
に
専
ら
美

の
尺
度
で
こ
の
詩
に
接
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
す

れ
ば
、
や
は
り
危
険
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
五
つ

の
相
が
す
べ
て
が
相
ま
っ
て
一
つ
の
健
康
美
の
よ
う
な
も
の
を
醸
し

て
い
る
点
も
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
美
の
中
で
、
思
想

は
、
武
装
解
除
さ
れ
た
人
の
心
に
や
す
や
す
と
入
り
込
む
こ
と
が
で

き
る
。

結

高
村
光
太
郎
は
お
ろ
か
、
凡
そ
近
代
日
本
文
学
に
疎
い
私
が
、
敢

え
て
彼
の
詩
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
美
の
危
険
性
の
問
題
が
こ
こ
に

集
約
的
に
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
日
本

の
我
々
の
多
く
が
、
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
幾
分

か
の
知
識
を
共
有
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
し
、
作
品
の
も
た
ら
し

た
社
会
的
影
響
も
、
あ
る
程
度
目
に
見
え
る
。
さ
ら
に
は
、
光
太
郎

が
戦
後
に
な
っ
て
、
自
分
の
戦
中
の
詩
業
に
つ
い
て
率
直
に
態
度
表

明
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

し
か
し
、
で
は
、
光
太
郎
の
場
合
は
、
例
外
的
な
特
異
点
な
の
だ

ろ
う
か
。
凡
庸
な
詩
人
、
あ
る
い
は
詩
業
を
自
ら
の
生
と
関
係
づ
け

な
い
詩
人
、
そ
し
て
詩
を
受
け
取
る
多
く
の
読
者
は
、
こ
の
問
題
か

ら
免
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
戦
争
と
い
う
特
殊
な
状
況

下
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
心
に
掛
け
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。そ

う
で
は
な
い
。
問
題
は
、
美
を
と
ら
え
る
感
性
に
、
自
己
反
省

能
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
原
理
的
な
こ
と
だ
。
心
の
働
き

を
、
カ
ン
ト
風
に
知
性
（
悟
性
）・
理
性
・
感
性
（
判
断
力
）
に
分

け
る
な
ら
、
自
ら
を
省
み
る
働
き
は
、
感
性
に
で
は
な
く
、
知
性
と

理
性
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
章
最
後
で
見
た
よ
う
な
美
の
危
険

を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
美
の
追
求
に
際
し
て
、
い
く
つ
も
の
観
点

か
ら
の
自
己
監
視
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
は
美

に
関
わ
り
を
も
つ
人
す
べ
て
が
、
ど
ん
な
状
況
で
も
決
し
て
免
れ
得

な
い
問
題
で
あ
る
。
何
か
に
つ
い
て
、「
お
も
し
ろ
い
」、
あ
る
い
は

「
か
っ
こ
い
い
」、「
萌
え
る
」
な
ど
と
違
い
、
端
的
に
「
美
し
い
」

と
発
言
す
る
と
き
に
我
々
の
感
じ
る
小
さ
な
た
め
ら
い
が
、
美
の
普

遍
的
危
険
性
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
感
性
と
は
、
心
の
働
き
の
う
ち
、
文
字
通
り
感
じ
る

働
き
で
あ
る
。
そ
し
て
対
象
の
性
質
を
心
の
中
に
取
り
込
ん
で
、
私

の
心
が
そ
れ
を
快
い
と
純
粋
に
感
じ
る
と
き
、
私
は
そ
の
対
象
を
美

し
い
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
式
の
美
的
判
断
の
説
明
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だ
。
し
か
し
我
々
は
も
の
を
見
・
聞
き
す
る
と
き
、
い
つ
も
こ
の
判

断
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
は
む
し
ろ
、「
こ
れ
は
鉛

筆
だ
」、「
あ
れ
は
車
だ
」
と
知
性
的
に
認
識
し
て
、
次
の
行
動
に
役

立
て
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
我
々
は
対
象
に
つ
い
て
快
・
不
快
の
判

断
を
下
さ
ず
、
感
性
の
働
き
は
対
象
の
性
質
を
知
性
に
送
り
届
け
る

ま
で
で
あ
る
（
知
性
は
そ
れ
を
「
鉛
筆
」、「
車
」
の
よ
う
な
概
念
に

仕
分
け
る
）。
そ
れ
に
対
し
て
美
的
判
断
で
は
、
感
性
は
途
中
で
知

性
に
交
代
せ
ず
、
却
っ
て
知
性
を
抑
え
て
、
快
・
不
快
を
得
る
ま
で

働
き
続
け
る（15
（

。
つ
ま
り
、
美
の
判
断
は
原
理
的
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
知
性
の
停
止
を
伴

う
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
前
段
で
述
べ
た
自
己
監
視
は
、
美
の
追
求

過
程
の
中
で
は
決
し
て
果
た
さ
れ
ず
、
一
旦
そ
こ
か
ら
出
て
、
わ
ざ

わ
ざ
自
ら
の
行
為
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
可
能
に

な
る
。
と
す
る
と
、
美
の
追
求
に
入
れ
込
め
ば
入
れ
込
む
ほ
ど
、
外

側
か
ら
の
自
己
監
視
は
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
ま
さ
に
光
太

郎
の
場
合
な
の
だ
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
同
じ
事
態
は
す
べ
て

の
美
的
判
断
に
妥
当
す
る
。

論
の
最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
言
う
美
の
本
質

的
危
険
が
、
美
の
利
用
ヽ
ヽ
と
は
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
政
治

家
が
「
こ
の
美
し
い
日
本
の
国
土
」
な
ど
と
、
人
々
の
感
情
に
訴
え

る
こ
と
で
、
軍
備
増
強
へ
と
世
論
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
場

合
、
そ
の
「
美
し
」
さ
は
、
未
検
証
、
無
規
定
で
あ
る
上
に
、
そ
し

て
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
本
来
無
関
係
の
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
欺
瞞
で
あ
り
、
問
題
の
す
り
替
え
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
は
こ

れ
で
大
き
な
危
険
だ
。
我
々
は
よ
く
よ
く
目
を
光
ら
せ
て
、
こ
れ
を

防
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
問
題
は
美
の
利

用
の
し
か
た
で
あ
っ
て
、
美
本
体
の
あ
り
か
た
で
は
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
こ
れ
を
監
視
す
べ
き
は
美
学
な
の
で
は
な
く
、
政
治
で
あ

る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
に
敏
感
な
美
学
者
が
一
市
民
と
し
て
声

を
上
げ
、
美
の
政
治
的
利
用
の
事
実
を
指
摘
す
る
の
は
よ
い
こ
と

だ
）。
私
が
言
い
た
い
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
美
を
追
求
す
る

こ
と
自
体
の
内
に
、
危
険
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知

性
と
理
性
に
暴
走
が
あ
る
よ
う
に
、
感
性
に
も
暴
走
が
あ
り
、
そ
の

危
険
は
多
く
の
人
を
死
に
向
か
わ
せ
る
ほ
ど
大
き
い
。
そ
の
こ
と

を
、
光
太
郎
の
戦
争
賛
美
詩
は
身
を
以
て
我
々
に
示
し
て
い
る
。

付

二
〇
一
七
年
二
月
、
花
巻
市
中
心
部
か
ら
西
に
車
で
三
〇
分
ほ
ど

の
山
口
地
区
に
あ
る
高
村
山
荘
を
訪
ね
た
。「
山
荘
」
の
実
体
は
光

太
郎
が
七
年
間
独
り
暮
ら
し
を
し
た
小
屋
で
あ
る
。
そ
の
小
屋
の
様
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子
と
、
併
設
さ
れ
た
高
村
光
太
郎
記
念
館
に
お
け
る
そ
の
七
年
の
表

象
法
と
に
つ
い
て
、
気
付
い
た
点
を
記
す
。

ま
ず
、
山
荘
の
構
造
で
あ
る
。
光
太
郎
は
一
九
五
二
年
十
月
、

「
乙
女
の
像
」（
十
和
田
湖
畔
）
制
作
の
た
め
、「
仕
事
［
像
の
制
作
］

が
終
わ
っ
た
ら
、［
山
口
に
］
帰
っ
て
来（16
（

」
る
つ
も
り
で
、
小
屋
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
帰
京
す
る
。
し
か
し
翌
年
十
一
月
、
像
の
除
幕
式

後
、
短
期
間
山
口
を
再
訪
し
て
か
ら
、
二
度
と
こ
こ
に
戻
る
こ
と
の

な
い
ま
ま
、
一
九
五
六
年
四
月
に
没
し
て
し
ま
う
。
光
太
郎
帰
京

後
、
小
屋
は
彼
の
生
活
の
様
子
を
よ
く
伝
え
る
姿
で
、
地
元
の
人
た

ち
の
手
で
大
切
に
保
存
・
管
理
さ
れ
る
が
、「
荒
々
し
い
山
の
中
で

は
、
す
ぐ
に
痛マ

マ

ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
心
配
が

あ
り
」、「［
山
口
の
属
す
る
］
太
田
地
区
全
戸
で
高
村
山
荘
に
套
屋

を
建
て
て
寄
付
す
る
こ
と
に
協
議
決
定
し
」、
一
九
五
七
年
十
一
月

に
竣
工
す
る（17
（

。
そ
れ
は
小
屋
を
す
っ
ぽ
り
覆
う
木
造
の
「
套う
わ

屋や

」
で

あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
建
物
も
老
朽
化
が
進
ん
だ
よ
う
で
、「
よ
り
万
全
に

保
護
す
る
た
め
、
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
高
村
記
念
会

（
現
・
花
巻
高
村
光
太
郎
記
念
会
）
が
鉄
骨
造
り
の
建
物
で
小
屋
と

最
初
の
建
物
を
さ
ら
に
覆
う
、
現
在
の
形
を
完
成
さ
せ
」
る（18
（

。
結

局
、
二
重
の
入
れ
子
が
で
き
上
が
っ
た
わ
け
だ
（
写
真
一
は
そ
の
外

観
で
あ
る
）。
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
当
然
の
選
択
で
は
な
い
。

傷
み
か
け
た
「
套
屋
」
を
撤
去
し
た
そ
の
跡
に
、
鉄
骨
な
ら
鉄
骨
で

改
築
す
る
方
が
、
建
坪
が
少
な
い
分
安
上
が
り
だ
ろ
う
か
ら
だ
。

写真 1　高村山荘外観　2017 年 2 月　津上撮影（以下同）
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二
重
に
し
た
の
は
、
後
述
す
る
パ
ネ
ル
類
を
展
示
す
る
空
間
を
得

る
た
め
以
上
に
、
小
屋
だ
け
で
な
く
第
一
の
「
套
屋
」
を
も
保
存
す

る
た
め
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
小
屋
を
保
存
し
よ
う
と
し
た
初
期
の

人
々
の
意
志
ヽ
ヽ
の
保
存
で
あ
る
。
第
一
「
套
屋
」
の
完
成
後
二
〇
年
を

経
た
と
き
、
記
念
会
の
面
々
は
、
初
期
の
先
人
と
か
つ
て
の
自
分
た

ち
自
身
が
い
か
に
光
太
郎
を
敬
慕
し
大
切
に
し
て
い
た
か
を
、
第
一

「
套
屋
」
を
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
こ
と
で
示
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
高
村
山
荘
で
、
光
太
郎
の
七
年
間
は
い
か
に
表
象
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
屋
の
内
部
は
第
一
「
套
屋
」
の
ガ
ラ
ス

ご
し
に
見
え
る
（
写
真
三
）。
そ
の
小
屋
を
廻
っ
て
第
一
「
套
屋
」

の
壁
の
外
側
と
鉄
骨
建
物
の
壁
の
内
側
（
つ
ま
り
廊
下
の
両
側
）

写真 2　高村山荘の脇に立つ看板

写真 3　高村山荘内部
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に
、
光
太
郎
の
写
真
、
書
、
そ
し
て
言
葉
に
よ
る
説
明
の
パ
ネ
ル
が

掛
け
て
あ
る
。
私
が
驚
い
た
の
は
、
そ
の
説
明
に
、
光
太
郎
が
東
京

か
ら
花
巻
市
街
地
に
疎
開
後
、
あ
え
て
こ
の
地
を
選
ん
だ
こ
と
、
こ

の
小
屋
で
自
然
を
満
喫
し
た
こ
と
、
来
客
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
が

あ
る
だ
け
で
、
こ
の
小
屋
に
住
む
こ
と
を
彼
が
決
意
し
た
理
由
（
自

己
流
謫
）
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
言
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
わ
ざ
わ
ざ
第
一
「
套
屋
」
を
残
す
ま
で
に
光
太
郎
を

敬
愛
し
た
高
村
記
念
会
が
、
戦
後
の
世
間
に
喧
し
か
っ
た
光
太
郎
の

戦
争
責
任
論
を
こ
こ
に
呼
び
込
む
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
意
図
は

理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
東
京
に
生
ま
れ
育
っ
た
都
会
人
の
光
太
郎

が
、
な
ぜ
花
巻
市
内
で
の
生
活
で
な
く
、
こ
の
辺
鄙
な
地
で
の
自
耕

自
炊
の
生
活
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
、
訪
問
者
の
当
然
の
疑
問
に
答

え
な
い
の
は
、
光
太
郎
の
戦
争
協
力
を
根
こ
そ
ぎ
隠
蔽
す
る
意
図
か

ら
出
た
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
も
、
し
か
た
あ
る
ま
い
。
そ

れ
は
消
極
的
と
は
言
え
、
美
化
ヽ
ヽ
と
い
う
一
種
の
現
実
歪
曲
に
当
た

る
。し

か
も
そ
の
隠
蔽
は
、
記
念
会
自
身
の
行
為
を
、
光
太
郎
の
生
き

方
に
何
の
疑
念
も
差
し
挟
ま
な
い
純
粋
な
敬
愛
の
表
現
に
し
て
い

る
。
世
の
人
が
何
と
言
お
う
と
、
私
た
ち
は
当
時
か
ら
一
貫
し
て
高

村
先
生
を
心
か
ら
お
慕
い
し
、
お
守
り
し
て
き
ま
し
た
、
こ
の
第
一

「
套
屋
」
が
そ
の
証
拠
で
す
、
と
い
う
美
談
だ
。「
自
己
美
化
」
と

言
っ
て
は
言
葉
が
き
つ
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
争
賛
美
詩
へ

の
言
及
が
一
切
な
い
脈
絡
の
中
で
、
第
一
「
套
屋
」
の
存
在
は
、
美

し
い
人
物
を
記
念
す
る
美
し
い
行
為
と
し
て
、
美
化
を
二
重
化
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
断
わ
っ
て
お
く
が
、
私
の
意
図
は
記
念
会
の
批
判

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
美
化
と
い
う
形
で
、
美
が

表
象
の
歪
曲
を
誘
導
す
る
危
険
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
美
の
危
険
は
、
光
太
郎
自
身
に
お
け
る
美
の
危
険
と
ど

う
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
山
口
の
人
々
に
と
っ
て
、
光
太
郎
が
子

ど
も
を
か
わ
い
が
り
、
地
域
の
文
化
向
上
に
尽
力
し
た
立
派
な
人
物

だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
地
域
の
人
々
が
そ
の
光
太
郎
を
心
底
愛
し
、

厚
く
遇
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
点
か
ら

少
し
ば
か
り
外
の
世
界
に
視
野
を
拡
げ
て
、
そ
も
そ
も
彼
が
な
ぜ
そ

こ
に
い
た
の
か
、
楽
し
く
も
不
便
な
生
活
を
な
ぜ
七
年
も
続
け
た
の

か
を
問
わ
な
い
の
は
、
彼
自
身
が
「
内
部
」
に
閉
じ
こ
も
っ
て
「
美

に
生
き
」
た
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、

光
太
郎
の
詩
業
と
同
形
の
美
の
危
険
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
に
、
戦
争
賛
美
詩
の
発
表
と
そ
れ
へ
の
反
省
と
い
う
一
コ
マ
を

知
ら
ず
、
光
太
郎
を
「
道
程
」
と
『
智
恵
子
抄
』
の
詩
人
と
思
っ
て

山
荘
を
訪
ね
る
人
は
、
現
実
逃
避
的
な
、
少
な
く
と
も
セ
ン
チ
メ
ン
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タ
ル
な
詩
人
と
い
う
光
太
郎
像
を
抱
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
必

死
の
時
」
と
「
わ
が
詩
を
よ
み
て
人
死
に
就
け
り
」
の
詩
人
と
い
う

も
う
一
つ
の
面
を
加
え
た
方
が
、
よ
り
深
み
の
あ
る
光
太
郎
像
が
見

え
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
美
化
と
い
う
歪
曲
が
、
状

況
次
第
で
さ
ら
に
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
と
、
誰
が
断
言
で

き
よ
う
か
。

終
わ
り
に
、
山
荘
の
隣
の
高
村
光
太
郎
記
念
館
で
の
戦
争
賛
美
詩

の
表
象
に
触
れ
て
お
こ
う
。
館
内
に
数
十
あ
る
説
明
パ
ネ
ル
の
一
枚

に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

智
恵
子
・
そ
の
後

太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
、
詩
集

『
智
恵
子
抄
』
を
刊
行
し
、
最
愛
の
智
恵
子
に
別
れ
を
告
げ
た

光
太
郎
は
、
以
後
、
詩
の
中
で
智
恵
子
を
謳
う
こ
と
を
せ
ず
、

乞
わ
れ
る
ま
ま
に
大
政
翼
賛
の
詩
文
を
書
き
、
大
衆
を
鼓
舞
し

続
け
ま
し
た
。
そ
の
詩
を
読
ん
で
、
多
く
の
国
民
が
勇
気
づ
け

ら
れ
は
し
ま
し
た
が
、
そ
の
多
く
が
戦
場
で
、
動
員
先
の
工
場

で
、
そ
し
て
無
差
別
の
空
襲
で
、
命
を
落
と
し
ま
し
た
。［
改

行
］
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
、
敗
戦
を
花
巻
で
迎
え
、
そ

の
年
の
秋
か
ら
太
田
村
で
の
山
居
七
年
の
生
活
に
入
っ
た
光
太

郎
の
内
部
に
、
再
び
智
恵
子
の
姿
が
蘇
り
ま
す
。［
以
下
略
］

館
内
で
唯
一
「
大
政
翼
賛
の
詩
文
」
に
言
及
が
あ
る
と
は
言
え
、

そ
れ
が
「
大
衆
を
鼓
舞
し
続
け
」
た
こ
と
と
「
多
く
」
の
人
が
「
命

を
落
と
し
」
た
こ
と
と
の
関
係
は
、「
戦
場
」
と
「
無
差
別
の
空
襲
」

を
並
列
す
る
こ
と
で
、
巧
み
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人

が
「
鼓
舞
」
さ
れ
て
「
戦
場
」
で
「
命
を
落
と
」
す
こ
と
は
あ
っ
て

も
、「
空
襲
」
で
同
じ
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
「
無

差
別
の
」
の
形
容
を
「
空
襲
」
に
付
す
こ
と
で
、
人
の
注
意
は
こ
ち

ら
に
向
か
う
。
結
局
、
光
太
郎
の
詩
と
若
者
の
死
は
無
関
係
と
い
う

印
象
を
来
館
者
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
村
山
荘
と
同
種
の
、

し
か
し
そ
れ
よ
り
手
の
込
ん
だ
（
た
だ
し
一
重
の
）
美
化
が
、
こ
こ

に
あ
る
。
光
太
郎
の
山
口
移
住
の
理
由
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
ふ
つ
う
、
事
実
の
歪
曲
は
、
そ
れ
を
す
る
者
に
良
心
の

呵
責
を
引
き
起
こ
す
。
し
か
し
美
化
の
場
合
、
表
象
の
美
し
さ
に
償

わ
れ
て
、
そ
れ
を
す
る
者
は
自
分
が
悪
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意

識
を
あ
ま
り
持
た
ず
に
済
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
受
け
取
る
側

も
、
表
象
者
が
対
象
を
不
当
に
貶
め
て
い
た
り
、
表
象
者
自
身
の
利

益
に
誘
導
し
て
い
た
り
す
る
場
合
に
比
べ
て
、
美
化
に
目
く
じ
ら
を
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立
て
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
美
化
と

い
う
歪
曲
は
見
過
ご
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
美
は
ま
ず
美
化
と
い

う
形
で
歪
曲
を
誘
導
し
、
し
か
も
歪
曲
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
の
で
あ

る
。
人
に
気
付
か
れ
ず
に
す
る
歪
曲
、
そ
れ
は
最
強
の
欺
瞞
だ
。
そ

れ
を
助
け
る
危
険
が
、
美
に
は
あ
る
。

パ
ネ
ル
の
説
明
で
も
う
一
つ
、
光
太
郎
の
戦
争
賛
美
が
、
智
恵
子

へ
の
愛
と
い
う
文
脈
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
智
恵
子
が
光
太
郎
の
詩
か
ら
姿
を
消
し
た
と
こ
ろ
に

「
大
政
翼
賛
の
詩
文
」
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
止
ん
だ
後
に
再
び
智
恵

子
が
詩
に
蘇
る
、
そ
の
よ
う
な
脈
絡
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
詩
に
智

恵
子
が
登
場
す
る
か
否
か
と
「
大
政
翼
賛
の
詩
文
」
と
に
、
因
果
の

関
係
が
あ
る
と
示
唆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
並

べ
方
の
中
で
、
愛
の
美
の
放
つ
強
い
光
が
人
の
目
を
眩
惑
し
て
、
隣

に
あ
る
暗
さ
・
醜
さ
を
見
え
な
く
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
美

は
、
醜
を
隠
蔽
す
る
働
き
も
す
る
。

高
村
山
荘
と
高
村
光
太
郎
記
念
館
で
の
観
察
は
、
美
の
危
険
が
芸

術
の
制
作
者
だ
け
で
な
く
、
表
象
・
展
示
者
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
接

す
る
す
べ
て
の
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

注（
1
）　

詩
集
に
収
め
ら
れ
る
前
の
初
出
は
、
一
九
四
二
年
一
月
一
日
発
行

『
婦
人
公
論
』
誌
上
で
あ
っ
た
（
全
集
第
二
巻
解
題
）
か
ら
、
真
珠

湾
奇
襲
直
後
の
熱
狂
の
中
で
迎
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
今

後
、
引
用
は
一
九
九
四
―
九
八
年
発
行
の
筑
摩
書
房
版
『
高
村
光

太
郎
全
集
』
増
補
版
に
よ
り
、
旧
字
・
旧
仮
名
、
ル
ビ
の
有
無
を

尊
重
す
る
。

（
2
）　

百
二
行
か
ら
な
る
初
出
稿
（
全
集
第
十
九
巻
所
蔵
）
で
は
、
道
は

時
折
、
父
な
る
「
自
然
」
に
指
し
示
さ
れ
る
よ
う
で
も
あ
り
、
す

る
と
「
僕
の
前
に
道
は
な
い
」
こ
と
と
ど
う
関
係
す
る
か
、
や
は

り
疑
問
が
残
る
。

（
3
）　

全
集
第
三
巻
に
「
暗
愚
小
伝
断
片
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

公
刊
は
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
解
題
は
、
正
確
な
制
作
年
代
は

わ
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
一
九
四
六
年
五
月
十
一
日
の
日
記
に

構
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

（
4
）　

吉
本
隆
明
は
こ
の
詩
を
引
き
な
が
ら
「
戦
後
、
高
村
を
ほ
ん
と
う

に
苦
し
め
た
の
は
、
天
皇
（
制
）
の
問
題
と
、
こ
の
じ
ぶ
ん
の
詩

を
よ
ん
で
人
は
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
問
題
だ
け
で
あ
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
（『
高
村
光
太
郎
』
増
補
決
定
版
、
春
秋
社
、
一
九
七

〇
年
、
一
四
八
頁
）。

（
5
）　

全
集
第
三
巻
四
六
三
頁
。
こ
れ
は
「
わ
が
詩
を
よ
み
て
人
死
に
就

け
り
」
と
同
じ
「
暗
愚
小
伝
断
片
」
の
一
つ
だ
が
、
一
九
四
八
年

に
公
刊
さ
れ
た
。
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（
6
）　

全
集
解
題
に
は
、
一
九
四
二
年
一
月
十
三
日
作
と
あ
る
。

（
7
）　

全
集
別
巻
「
年
譜
」
二
六
九
―
三
〇
四
。

（
8
）　

た
だ
し
、
光
太
郎
は
唯
美
主
義
者
で
は
な
い
。
後
者
が
真
と
善
を

蔑
ろ
に
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
善
が
美
に
付
い
て
く
る
と
考

え
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
9
）　

全
集
第
十
巻
一
九
〇
―
一
九
一
頁
。

（
10
）　

こ
の
善
へ
の
希
求
が
、彼
を
唯
美
主
義
者
か
ら
分
か
つ
点
で
あ
る
。

注
8
参
照
。

（
11
）　

全
集
第
十
巻
一
九
三
頁
。

（
12
）　

吉
本
は
「
戦
争
宣
伝
に
身
を
の
り
だ
し
た
愚
か
さ
は
自
省
さ
れ
た

が
、
こ
の
愚
か
さ
を
積
極
的
に
思
想
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
き

つ
め
ら
れ
た
超
越
論
理
は
、
け
っ
し
て
戦
後
か
わ
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
前
掲
書
一
五
〇
頁
）。
吉
本
が
「
超
越
論
理
」

と
呼
ぶ
の
は
、
現
実
社
会
を
直
視
し
な
い
考
え
方
の
こ
と
で
あ
り
、

「
必
死
の
時
」
に
見
ら
れ
る
そ
の
思
想
が
戦
後
も
維
持
さ
れ
た
と
い

う
解
釈
に
は
首
肯
で
き
る
。
そ
の
「
超
越
」
の
内
容
が
、
真
と
善

を
措
い
て
専
ら
美
に
就
く
態
度
だ
と
い
う
の
が
、
私
の
論
点
で
あ

る
。

（
13
）　

あ
る
行
為
の
本
当
の
意
味
と
は
、
そ
れ
が
意
図
に
反
し
た
結
果
を

も
た
ら
す
と
き
に
だ
け
、
姿
を
現
わ
す
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
あ
る
過
ち
」
が
、
因
果
の
連
鎖
の
果
て
に
、
主
人
公
の
破
滅
と
い

う
姿
を
取
っ
て
顕
わ
に
な
る
、
そ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
悲

劇
理
解
で
あ
る
。

（
14
）　

小
田
切
秀
雄
は
早
く
も
一
九
四
六
年
一
月
、
光
太
郎
に
つ
い
て

「
理
性
を
以
て
で
は
な
く
情
感
を
以
て
時
代
を
把
握
す
る
と
い
う
に

と
ど
ま
る
詩
人
」
と
述
べ
て
い
る
（
岡
田
年
正
『
大
東
亜
戦
争
と

高
村
光
太
郎
』
ハ
ー
ト
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
一
四
三
頁
に
引
用
）。

（
15
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
津
上
英
輔
『
あ
じ
わ
い
の
構
造
：
感
性
化
時

代
の
美
学
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
章
を
参
照
。

（
16
）　

浅
沼
政
規
『
山
口
と
高
村
光
太
郎
先
生
』（
財
団
法
人
高
村
記
念

会
、
一
九
九
五
年
）
五
〇
頁
。

（
17
）　

同
書
五
三
―
五
四
頁
。

（
18
）　

山
荘
脇
に
立
つ
「
よ
う
こ
そ
高
村
山
荘
へ
」
の
看
板
（
写
真
二
）

よ
り
。


