
林
秀
雄
批
判
と
し
て
の
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』

I
吉
本
隆
明
の
一
九
五
〇
年
代
I
I

第
一
章
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
の
構
成
に
つ
い
て

『
マ
チ
ウ
書
試
論
-
-
叛
逆
の
倫
理
-
』
-
―
以
後
『
マ
チ
ウ
書
試

論
』
-
が
い
つ
執
筆
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の

時
期
が
確
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

ヤ
ヴ
チ
ウ
書
試
論
』
を
構
成
す
る
三
つ
の
論
稿
は
、
「
１
」
が
『
現
代

評
論
』

一
九
五
四
年
六
月
創
刊
号
に
、
「
２
」
が
同
じ
『
現
代
評
論
』
の

同
年
コ
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
「
３
」
は
一
九
五
九
年
二
月
に
刊
行
さ
れ

た
『
芸
術
的
抵
抗
と
挫
折
』
に
「
１
」
「
２
」
と
あ
わ
せ
て
直
接
収
録
さ

れ
た
。

笠
原
芳
光
は
『
現
代
思
想
』
一
九
七
五
年
一

一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
吉

本
隆
明
に
お
け
る
聖
書
」
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

従
来
の
年
譜
に
よ
る
と
こ
の
「
マ
チ
ウ
書
試
論
」
は
一
九
五
四
年
に

『
現
代
評
論
』
に
は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ

れ
は
そ
れ
で
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
執
筆
は
そ
の
二
年
前
の
一
九
五

二
年
に
な
さ
れ
、
一
度
『
近
代
文
学
』
に
投
稿
さ
れ
て
保
留
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
『
吉
本
隆
明
を
《
読
む
に
一
九
九
頁
、
現
代
企
画
室
』

『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
の
三
つ
の
論
稿
は
、
い
ず
れ
も
「
ぼ
く
」
と
い
う

主
語
表
記
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
執
筆
時
期
に
つ
い

渡
辺
和
靖

愛
知
教
育
大
学
特
別
教
授

て
検
討
す
る
う
え
で
、
重
要
な
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

一
九
五
〇
年
代
に
制
作
さ
れ
た
吉
本
の
評
論
作
品
の
主
語
表
記
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
る
と
、
『
現
代
詩
』

一
九
五
〇
年
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

「
安
西
冬
衛
論
」
、
『
大
岡
山
文
学
』
同
年
一

一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
現

代
詩
に
お
け
る
感
性
と
秩
序
1
1
1
1
詩
人
Ａ
へ
の
手
紙
-
」
、
『
大
岡
山
文

学
』

一
九
五
二
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
ア
ラ
ゴ
ン
へ
の
一
視
点
」
の

三
つ
は
、
主
語
表
記
が
「
僕
」
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
『
近
代
文
学
』

一
九
五
四
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
ル
カ
ー

チ
『
実
存
主
義
か
マ
ル
ク
ス
主
義
か
』
」
、
『
新
日
本
文
学
』
同
年
三
月
号

に
掲
載
さ
れ
た
「
目
本
の
現
代
詩
史
論
を
ど
う
か
く
か
」
、
同
九
月
号
に

掲
載
さ
れ
た
「
善
意
と
現
実
」
、
同
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
新
風
へ

の
道
」
の
四
つ
は
、
い
ず
れ
も
主
語
表
記
が
「
ぼ
く
」
に
な
っ
て
い
る
。

『
現
代
詩
』

一
九
五
五
年
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
関
根
弘
『
狼
が

来
た
』
」
に
な
る
と
、
主
語
表
記
は
「
わ
た
し
」
に
変
化
し
、
以
後
、
『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
五
八
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
「
戦
旗
」
派

の
理
論
的
動
向
」
に
い
た
る
ま
で
、
語
る
主
体
は
「
わ
か
し
」
と
い
う
表

現
に
統
一
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
五
九
年
九
月
に
『
新
刊
ニ
ュ
ー
ス
』

に
掲
載
さ
れ
た
「
現
代
詩
の
む
つ
か
し
さ
」
に
お
い
て
「
わ
た
し
た
ち
」

と
い
う
主
語
表
記
が
は
じ
め
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
ぼ
く
」
と
い
う
主
語
表
記
を
採

っ
て
い
る
「
１
」
と
「
２
」
が
、
発
表
さ
れ
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
制

作
さ
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
く
「
ぼ
く
」
と
い
う
主
語

表
記
を
採
っ
て
い
る
「
３
」
の
原
稿
も
、
「
２
」
に
引
き
続
い
て
一
九
五

五
年
初
め
ま
で
は
に
執
筆
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
３
」
の
発
表
が
一
九
五
九
年
二
月
ま
で
遅
延
し
だ
の
は
、
掲
載
誌

で
あ
る
『
現
代
評
論
』
が
廃
刊
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

「
３
」
が
『
芸
術
的
抵
抗
と
挫
折
』
に
近
い
時
点
で
執
筆
さ
れ
、
収
録

す
る
に
さ
い
1

て
、
主
語
表
記
を
「
１
」
「
２
」
に
合
わ
せ
て
「
ぼ
く
」

に
統
一
し
た
と
す
る
推
定
も
成
り
立
つ
が
、
そ
の
場
合
は
お
そ
ら
く
「
わ

た
し
」
に
統
一
し
た
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

笠
原
芳
光
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
原
型
に
な
る
よ
う
な
も
の
が
一
九
五

二
年
に
執
筆
さ
れ
、
こ
れ
を
発
表
す
る
に
あ
た
っ
て
表
記
な
ど
を
書
き
改

め
た
と
い
う
可
能
性
を
今
の
と
こ
ろ
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
場
合
で
も
、
内
容
が
お
お
は
ば
に
変
更
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。

『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
は
、
「
１
」
に
お
い
て
新
約
聖
書
「
マ
タ
イ
伝
」

の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
、
「
２
」
に
お
い
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ

ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
お
い
て
イ
ワ
ン
が
展
開
す
る
「
大
審
問
官
」
の

物
語
に
つ
い
て
検
討
し
、
「
３
」
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
と

の
関
係
に
つ
い
て
時
代
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
論
じ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
「
１
」
と
「
２
」
は
「
マ
タ
イ
伝
」
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い

う
共
通
性
が
あ
る
も
の
の
、
「
１
」
が
マ
タ
イ
伝
の
全
体
を
扱
っ
て
お
り
、

「
２
」
が
そ
の
一
部
分
を
取
り
上
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
て
大

き
な
ち
が
い
が
あ
る
。
両
者
の
間
に
は
論
理
的
な
関
連
性
は
な
に
も
な
い

よ
う
に
見
え
る
。

『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
は
、
あ
ら
か
じ
め
設
計
さ
れ
た
構
想
に
従
っ
て
順

序
立
て
て
執
筆
さ
れ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で

ざ
る
。
発
表
の
順
序
が
執
筆
の
順
序
で
あ
る
と
し
て
も
、
発
想
さ
れ
た
の

は
「
２
」
の
ほ
う
が
「
１
」
よ
り
も
さ
き
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
笠

原
芳
光
が
一
九
五
二
年
に
『
近
代
文
学
』
に
投
稿
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、

お
そ
ら
く
、
「
２
」
の
原
型
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ

れ
る
。

「
２
」
よ
り
も
「
１
が
先
に
発
想
さ
れ
た
と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
述

べ
て
み
よ
う
。

「
１
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
、
新
約
聖
書
に
描
か
れ
た
イ
エ
ス
は
旧

約
聖
書
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
タ
ル
ム
ー
ド
に
記
述
さ
れ
た
さ
ま
さ
ま
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
綴
り
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
た
と
す
る
解
読
に
お
い
て
、
ド
レ
ウ
ス

の
聖
書
研
究
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
吉
本
自
身
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
す
で
に
人
々
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
吉

本
の
う
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
新
し
い
視
点
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
漠

然
と
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
た
と
し
て
も

、
こ
の
よ
う
な
発
想
が
具
体

的
な
形
を
と
り
は
じ
め
る
の
は
、
原
田
瓊
生
訳
で
ド
レ
ウ
ス
の
『
キ
リ
ス

ト
神
話
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
五
一
年
一
二
月
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ

と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
２
」
に
お
け
る
、
マ
タ
イ
伝
の
「
山
上
の
垂
訓
」
に

か
か
わ
っ
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
で
イ

フ
ン
ー
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
が
展
開
す
る
「
大
審
問
官
」
の
物
語
を
主
題
と
し

た
議
論
は
、
論
稿
の
な
か
に
は
い
っ
さ
い
そ
の
名
前
は
な
い
も
の
の
、
次

章
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
、
小
林
秀
雄
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

ー
論
へ
の
批
判
で
あ
る
。

す
で
に
一
九
四
九
年
に
執
筆
さ
れ
た
三
篇
の
評
論
に
よ
っ
て
、
吉
本
は

そ
れ
ま
で
大
き
く
依
存
し
て
い
た
小
林
秀
雄
か
ら
の
脱
却
を
は
か
っ
て
い

た
こ
と
は
べ
つ
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
。
「
２
」
は
そ
の
延
長
線
上
に
、

あ
ら
た
め
て
小
林
秀
雄
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
を
批
判
す
る
と
い
う
意

図
を
も
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
「
２
」
に
お
い
て
吉
本
は
、
福
音
書
の
な
か
で
最

も
古
い
と
言
わ
れ
る
「
マ
ル
コ
伝
」
(
マ
ル
ク
書
)

に
は
な
い
、
「
マ
タ
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イ
伝
」
(
マ
チ
ウ
書
)

に
の
み
見
ら
れ
る
「
山
上
の
垂
訓
」
に
お
け
る
、

荒
野
で
の
イ
エ
ス

(
ジ
ェ
ジ
ュ
)
と
悪
魔
の
問
答
を
取
り
上
げ
る
。

マ
チ
ウ
書
の
直
接
の
原
型
で
あ
る
マ
ル
ク
書
は
こ
こ
を
、
「
か
く
て

精
霊
は
ジ
ェ
ジ
ュ
を
荒
野
に
追
い
や
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
四
十
日
を

過
し
サ
タ
ン
に
試
み
ら
れ
た
。
」
と
か
い
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、
四

章
の
ジ
ェ
ジ
ュ
と
悪
魔
と
の
問
答
は
マ
チ
ウ
書
に
特
有
な
も
の
で
あ

る
。
(
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
』
-
―
以
下
『
著
作
集
』
I
-
第
四
巻
、
六
九
頁
、

勁
草
書
房
)

そ
こ
か
ら
吉
本
は
、
「
マ
タ
イ
伝
」
の
「
山
上
の
垂
訓
」
を
題
材
と
し

た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
お
い
て
イ
ワ
ン

の
語
る
「
大
審
問
官
」
の
物
語
へ
と
議
論
を
収
斂
さ
せ
て
ゆ
く
。

周
知
の
よ
う
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
の

な
か
で
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
劇
詩
「
大
審
問
官
」
の
形
式

を
か
り
て
、
ジ
ェ
ジ
ュ
の
悪
魔
と
の
問
答
か
ら
重
要
な
思
想
を
み
ち

び
き
出
し
た
。
(
同
頁
)

こ
こ
で
吉
本
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
時
代
と
と
も
に
変

貌
し
、
堕
落
し
た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
よ
れ
ば
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
重
要
な
思

想
の
ひ
と
つ
で
あ
る
神
と
の
直
結
性
の
意
識
を
、
人
間
の
絶
対
的
な

内
面
の
倫
理
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
考
え
方
が
、
時
代
と
と
も
に
、

現
実
の
秩
序
と
い
う
恐
る
べ
き
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
変

貌
し
、
堕
落
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
教
権
と
い
う
バ
ベ
ル
の
塔
を
き

ず
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
神
と
の
間
に
関
門
の
よ
う
に
立
ち
ふ

さ
が
っ
た
と
き
、
マ
チ
ウ
書
の
な
か
の
悪
魔
の
問
い
は
真
理
と
し
て

実
現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
(
七
〇
頁
)

キ
リ
ス
ト
教
の
「
変
質
」
あ
る
い
は
「
転
落
」
と
い
う
問
題
意
識
は
、

吉
本
に
お
い
て
、
す
で
に
一
九
五
〇
年
三
月
に
制
作
さ
れ
た
「
覚
書
Ⅰ
」

の
う
ち
に
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

僕
は
後
悔
と
い
ふ
魔
物
、
そ
の
親
族
で
あ
る
宗
教
的
ざ
ん
げ
を
嫌

ふ
。
且
て
キ
リ
ス
ト
教
を
堕
落
せ
し
め
た
要
因
の
一
つ
は
、
キ
リ
ス

ト
・
イ
エ
ス
に
お
け
る
自
己
嫌
悪
と
し
て
の
悔
ひ
改
め
を
、
慰
安
と

し
て
の
そ
れ
に
転
落
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
る
。
自
立
を
依
存
に
、
独

立
を
従
属
に
す
り
か
へ
た
こ
と
で
あ
る
。
(
『
著
作
集
』
第
一
五
巻
、
一
二

一
員
)

こ
こ
で
吉
本
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
堕
落
」
は
「
自
立
を
依
存
に
、
独

立
を
従
属
に
す
り
か
へ
た
」
と
こ
ろ
に
生
じ
た
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り

『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
「
２
」
の
モ
チ
ー
フ
は
一
九
五
〇
年
こ
ろ
か
ら
吉
本

の
う
ち
に
萌
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
四
九
年
に
小
林
秀
雄
批

判
を
展
開
し
て
の
ち
、
吉
本
は
い
っ
か
ん
し
て
、
こ
の
テ
ー
マ
追
求
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
じ
つ
は
、
つ
ぎ
に
見
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
小
林
秀
雄
の
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
論
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
な
ら
、
「
２
」
の
ほ
う
が
「
１
」
よ
り
も
先
に

発
想
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
「
１
」
と

「
２
」
と
が
別
々
の
系
統
の
モ
チ
ー
フ
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け

は
確
か
で
あ
る
。

第
二
章
小
林
秀
雄
の
解
釈

吉
本
は
、
『
週
刊
読
書
人
』
に
連
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
戦
後
五

〇
年
を
語
る
」
の
な
か
で
、

こ
の
種
の
テ
ー
マ
を
文
学
的
に
論
じ
た
も
の
は
な
い
か
と
一
生
懸
命

探
し
た
ん
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
わ
ず
か
に
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
な
か
に
、
独
特
の
解
釈
の

仕
方
で
新
約
聖
書
を
論
じ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト

が
確
固
た
る
信
仰
を
確
立
す
る
前
に
、
荒
野
で
悪
魔
に
試
さ
れ
る
場

面
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
わ
り
あ
い
と
面
白
か
っ
た
ん

で
す
。
(
『
吉
本
隆
明
が
語
る
戦
後
五
五
年
第
五
回
』
一
五
～
六
頁
、
三
交
社
)

と
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
そ
し
て
ほ
か
の
場
面
で
も
、
吉
本
は
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
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と
小
林
秀
雜
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
い
っ
さ
い
触
れ
て
い
な
い
が
、
『
マ

チ
ウ
書
試
論
』
「
２
」
の
執
筆
に
お
い
て
、
吉
本
が
小
林
秀
雄
の
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
論
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
吉
本
が
戦
中
期

か
ら
熱
心
に
小
林
秀
雄
の
文
章
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
別
の
と

こ
ろ
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

小
林
秀
雄
に
、
『
文
芸
』

一
九
四
一
年
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
カ

ラ
マ
ア
ソ
フ
の
兄
弟
」
と
題
す
る
評
論
か
お
る
。
吉
本
は
『
マ
チ
ウ
書
試

論
』
「
２
」
の
執
筆
に
さ
い
し
て
意
識
し
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
小
林

の
こ
の
論
稿
で
あ
る
。

た
と
え
ば
小
林
は
、
評
論
「
カ
ラ
マ
ア
ゾ
フ
の
兄
弟
」
に
お
い
て
、
ル

ナ
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
伝
』
を
引
き
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
ル
ナ
ン
の
著

書
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
と
前
置
き
し
て
、

キ
リ
ス
ト
は
決
し
て
不
可
解
な
人
間
で
は
な
い
、
た
ゞ
迷
信
の
雲
が

彼
を
覆
っ
て
了
つ
た
に
過
ぎ
な
い
、
こ
の
人
物
の
真
に
美
し
い
倫
理

性
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
は
、
聖
書
の
伝
説
の
注
意
深
い
吟
味
と
分

析
と
を
要
す
る
。
言
ふ
迄
も
な
く
、
こ
れ
が
ル
ナ
ン
が
見
事
に
辿
つ

た
道
筋
で
あ
ら
う
。
(
『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
七
巻
、
三
一
六
頁
、
新
潮
社
)

と
述
べ
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
「
人
間
キ
リ
ス
ト
を
描
か
う
と
す
る
、
安
全

な
土
台
が
出
来
上
っ
た
」
と
つ
づ
け
て
い
る
。

同
じ
よ
う
に
、
古
本
も
ま
た
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
「
２
」
の
初
め
の
ほ

う
で
、神

学
者
ル
ナ
ン
が
意
企
し
た
の
は
、
(
中
略
)
ど
う
し
た
ら
人
間
の
ゆ

る
や
か
な
判
断
力
の
進
歩
を
、
信
仰
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
と
し
て

取
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
(
五
一
頁
)

と
、
イ
エ
ス
の
奇
蹟
物
語
を
は
じ
め
て
「
批
判
精
神
」
に
よ
っ
て
解
釈
し

た
人
物
と
し
て
ル
ナ
ン
に
言
及
し
て
い
る
。
ル
ナ
ン
の
著
作
が
聖
書
の
合

理
的
、
批
判
的
な
研
究
の
出
発
と
な
っ
た
と
い
う
評
価
に
お
い
て
、
両
者

の
議
論
は
共
通
し
て
い
る
。

ま
た
小
林
は
「
大
審
問
官
」
の
物
語
の
背
景
に
つ
い
て
、

イ
ヴ
ァ
ン
の
「
大
審
問
官
」
と
い
ふ
劇
詩
の
舞
台
は
、
十
六
世
紀

の
ス
ゲ
イ
ン
。
宗
教
裁
判
の
矩
火
が
、
日
毎
に
多
く
の
異
教
徒
を
焙

き
殺
し
て
ゐ
る
、
セ
ヴ
ィ
リ
ヤ
の
街
を
、
キ
リ
ス
ト
は
、
千
五
百
年

前
、
三
十
三
年
間
、
人
々
の
間
を
遍
歴
し
た
同
じ
人
間
の
姿
を
借
り

て
、
ひ
そ
か
に
訪
れ
る
。
ひ
そ
か
に
訪
れ
た
の
だ
が
、
人
々
は
、
ど

う
い
ふ
わ
け
か
、
そ
れ
が
主
だ
と
い
ふ
事
を
悟
り
、
彼
の
後
に
従
ふ
。

(
前
掲
、
三
〇
七
～
八
頁
)

と
記
述
し
て
い
る
が
、
吉
本
の
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
ロ
を
籍
り
て
、

劇
詩
「
大
審
問
官
」
の
舞
台
、
十
五
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ヴ
リ
ヤ

に
、
ジ
ェ
ジ
ュ
は
、
こ
っ
そ
り
と
人
知
れ
ず
姿
を
あ
ら
わ
す
と
書
い

て
い
る
。
イ
ヴ
ァ
ン
は
聴
き
手
ア
リ
ョ
ー
シ
ヤ
に
い
う
。
「
人
々
は

-
不
思
議
な
こ
と
に
-
キ
リ
ス
ト
だ
と
直
ぐ
に
感
づ
い
て
し
ま

う
。
こ
こ
が
僕
の
劇
詩
の
中
で
優
れ
た
部
分
の
一
つ
な
ん
だ
-
つ

ま
り
、
ど
う
し
て
人
々
が
そ
れ
を
感
づ
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
さ
。
」

(
七
〇
頁
)

と
い
う
解
説
は
明
ら
か
に
、
小
林
の
も
の
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
同
じ
作
品
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
お
の

ず
か
ら
共
通
す
る
部
分
か
お
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分

は
原
文
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
は
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
そ
っ
と
姿
を
現
わ
し
た
の
だ
が
、

ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
だ
れ
も
が
正
体
を
見
破
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は

叙
事
詩
の
中
で
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
場
面
の
一
つ
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
な
、
つ
ま
り
、
な
ぜ
正
体
を
見
破
る
か
と
い
う
個
所
が
ね
。
(
『
カ

ラ
マ
ー
ソ
フ
の
兄
弟
』
原
卓
也
訳
、
新
潮
文
庫
)

こ
う
し
て
見
る
と
、
両
者
と
も
原
文
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

キ
リ
ス
ト
が
「
ひ
そ
か
に
=
こ
っ
そ
り
と
」
訪
れ
た
の
に
「
ど
う
い
ふ
わ

け
か
=
不
思
議
な
こ
と
に
」
人
々
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
し
ま
う
と
い
う
部

分
を
と
く
に
強
調
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
き
の
引
用
に
続
い
て
小
林
は
、
イ
エ
ス
が
悪
魔
の
試
み
を
拒
絶
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
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伝
説
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
は
、
そ
の
驚
く
べ
き
信
仰
の
生
活
を
始

め
る
に
当
っ
て
、
荒
野
に
導
か
れ
、
悪
魔
の
試
み
を
受
け
た
。
イ
ェ

ス
は
、
き
っ
ぱ
り
と
悪
魔
の
試
み
を
拒
絶
し
た
が
、
悪
魔
の
方
で
も
、

き
っ
ぱ
り
と
イ
エ
ス
を
離
れ
去
っ
た
。
(
中
略
)
「
大
審
問
官
」
の
作

者
イ
ヴ
ァ
ン
の
熱
烈
な
興
味
を
ひ
い
た
の
は
、
こ
の
永
遠
に
和
解
す

る
事
の
な
い
と
見
え
る
両
者
の
対
立
で
あ
り
、
大
審
問
官
の
難
詰
す

る
と
こ
ろ
は
、
イ
エ
ス
の
あ
れ
こ
れ
の
意
見
や
行
ひ
で
は
な
く
、
荒

野
に
於
け
る
イ
エ
ス
の
き
っ
ぱ
り
と
し
た
拒
絶
と
い
ふ
も
の
だ
け
に

向
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
(
前
掲
、
三
〇
八
頁
)

と
述
べ
て
い
る
。

吉
本
も
ま
た
、
先
の
「
大
審
問
官
」
の
背
景
を
叙
述
し
た
引
用
に
続
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
何
か
、
悪

魔
の
問
い
の
原
則
の
う
え
に
、
う
ち
立
て
ら
れ
た
教
権
の
秩
序
の
も

と
で
は
、
ジ
ェ
ジ
ュ
に
象
徴
さ
れ
る
神
と
の
直
結
性
の
倫
理
が
、
し

い
た
げ
ら
れ
た
、
和
解
し
が
た
い
姿
で
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
筈

だ
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
七
〇
頁
)

こ
こ
で
も
「
和
解
す
る
事
の
な
い
と
見
え
る
両
者
の
対
立
」
と
「
和
解

し
が
た
い
姿
」
と
い
う
言
葉
の
共
通
性
が
注
目
さ
れ
る
。

小
林
秀
雄
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
総

括
し
て
い
る
。

四
十
日
断
食
し
た
イ
エ
ス
に
向
つ
て
、
辺
り
の
石
こ
ろ
を
パ
ン
に
変

へ
て
は
ど
う
だ
、
と
い
ふ
悪
魔
の
言
葉
に
対
し
、
イ
エ
ス
は
、
有
名

な
「
人
の
生
く
る
は
パ
ン
の
み
に
由
る
に
あ
ら
ず
」
と
答
へ
る
。
大

審
間
宮
の
解
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
時
、
イ
エ
ス
が
、
先
づ
何
を
置
い

て
も
言
ひ
た
か
っ
た
の
は
、
人
間
の
精
神
の
自
由
と
い
ふ
も
の
で
あ

っ
た
。
(
前
掲
、
三
〇
九
頁
)

こ
れ
に
対
し
て
吉
本
は
、
「
大
審
問
官
」
に
表
現
さ
れ
た
思
想
に
つ
い

て
、

か
れ
は
こ
こ
で
、
人
間
の
自
律
性
と
は
何
か
、
自
由
と
は
何
か
と
い

う
間
題
を
、
か
れ
自
身
の
思
想
の
裏
を
も
ち
い
て
展
開
し
た
の
に
外

な
ら
な
い
。
(
七
一
頁
)

も
ち
ろ
ん
、
五
七
回
も
出
現
す
る
よ
う
に
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
は
「
大

審
問
官
」
の
章
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
い
え
る
が
、
人
間
の
自
由
と
い
う
視

点
を
「
大
審
問
官
」
の
も
っ
と
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
す
る
点
に
お

い
て
、
小
林
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
づ
け
て
吉
本
は
、
「
人
間
や
人
間
社
会
に
と
っ
て
自
由
ほ
ど
堪
え
難

い
も
の
は
他
に
な
い
か
ら
で
あ
る
!
」
と
イ
ワ
ン
の
語
る
悪
魔
の
言
葉
を

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
こ
の
解
釈
は
、
ま
る
で
見
当
は
ず
れ
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
、
は
っ
き
り
と
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想

的
特
徴
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
神
と
の
直
結
性
の
倫
理
と
、
人
間
の

生
き
る
た
め
に
踏
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
現
実
と
、
の
重
さ
を
比
較
し
、
そ

の
何
れ
を
と
る
か
を
撰
択
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
い
ま
い
な
態
度
は

存
在
し
得
る
も
の
で
は
な
い
ぞ
。
と
い
う
悪
魔
の
問
い
の
本
質
を
つ

か
ま
え
て
い
る
。
(
七
二
頁
)

と
指
摘
す
る
。

こ
れ
は
小
林
の
、

自
由
と
は
何
物
だ
ら
う
。
一
向
不
確
か
で
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
ば
か

り
か
、
人
間
に
と
っ
て
こ
ん
な
厄
介
な
も
の
も
な
い
。
(
中
略
)
皆
自

由
に
飛
び
付
き
た
が
る
。
だ
が
、
や
が
て
解
っ
て
来
る
。
と
ゞ
の
つ

ま
り
「
人
間
に
と
っ
て
平
安
の
方
が
、
(
時
と
し
て
は
死
で
さ
へ
も
)

善
悪
の
認
識
に
於
け
る
自
由
な
選
択
よ
り
、
遙
か
に
高
価
な
む
の
で

あ
る
事
」
が
解
っ
て
来
る
。
強
制
は
堪
ら
ぬ
と
い
ふ
。
そ
し
て
自
由

の
名
の
下
に
反
抗
す
る
。
（
三
〇
九
頁
)

と
い
う
総
括
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
小
林
秀
雄
の
論
旨
を
な
ぞ
り
な
が
ら
『
カ

ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
解
読
し
て
き
て
、
吉
本
は
、
「
だ
が
、
ぼ
く
は

別
の
解
釈
の
方
向
を
た
ど
り
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
的
特
徴
へ
ゆ
き

つ
こ
う
と
思
う
。
そ
れ
が
ぼ
く
の
目
的
だ
か
ら
」
と
、
意
識
的
に
そ
こ
か
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ら
の
方
向
転
換
を
は
か
る
。

第
三
章
吉
本
隆
明
の
解
釈

吉
本
は
、
こ
れ
以
後
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
、
そ
の
「
神
と
人

間
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
す
る
。

吉
本
は
「
マ
タ
イ
伝
」
の
物
語
に
つ
い
て
、
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
が
、

イ
ヴ
ァ
ン
の
劇
詩
、
「
大
審
問
官
」
で
と
り
あ
げ
た
の
は
こ
の
点
て
あ
っ

た
」
と
し
て
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
文
脈
の
な
か
で
解
釈
し
つ

つ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
「
奇
蹟
と
神
秘
」
を

拒
絶
し
「
人
間
性
の
自
律
」
を
肯
定
し
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
こ
こ
か
ら
、
地
上
の
パ
ン
と
、
人
間
の
自

律
と
い
う
、
決
し
て
和
解
し
そ
う
も
な
い
二
つ
の
も
の
の
対
立
と
し

て
、
マ
チ
ウ
書
の
ジ
ェ
ジ
ュ
と
悪
魔
と
の
問
答
を
解
釈
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
革
命
前
夜
の
ロ
シ
ヤ
の
現
実
に
つ
い
て
、
か
れ
が
そ
う
で

あ
る
と
信
じ
た
見
解
を
象
徴
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
(
七
四
～
五
頁
)

と
指
摘
す
る
。

吉
本
は
こ
こ
で
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

思
想
を
峻
別
し
た
う
え
で
、
ロ
シ
ア
革
命
前
夜
の
ロ
シ
ア
と
い
う
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
の
生
き
た
時
代
の
状
況
か
ら
そ
れ
を
解
釈
す
る
と
い
う
、
明

ら
か
に
小
林
秀
雄
と
は
異
な
る
解
読
の
方
法
を
提
示
し
て
い
る
。

つ
づ
い
て
古
本
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
、

後
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
概
念
に
よ
る
と
、
人
間
が
生
き
る
こ
と
の
倫
理

的
な
意
味
は
、
神
か
ら
さ
ず
け
ら
れ
た
律
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
規
定
は
内
面
的
な
規
定
で
も
あ
り
、
ま
た
社
会
倫
理
的

な
規
定
で
も
あ
る
。
神
の
口
か
ら
出
る
す
べ
て
の
言
葉
に
よ
っ
て
生

き
る
と
い
う
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
概
念
で
は
神
か
ら
さ
ず
け
ら
れ
た

律
法
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
(
七
五
頁
)

と
語
り
、
さ
ら
に
、

こ
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
理
念
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
非
難
す
る
ほ
ど
下

ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
古
代
人
が
ど
の
よ
う
に
自
然
に
、

信
仰
と
社
会
倫
理
と
を
一
致
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
生
の
意
味
を
考
え
た

か
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
(
七
五
頁
)

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
れ
を
「
形
式
主
義
」
と
し

て
非
難
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
神
の
言
葉
か
ら
「
社
会
倫
理
的
な
意
味
」

を
奪
い
「
観
念
化
し
」
、
「
現
実
的
な
も
の
一
切
か
ら
隔
離
」
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
古
本
は
批
判
す
る
。

ユ
ダ
ヤ
教
と
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
目
立
つ

の
は
、
吉
本
が
積
極
的
に
心
理
学
の
知
見
を
援
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
た
い
し
て
憎
悪
を
抱
い
た
の

は
、
ユ
グ
ヤ
教
が
律
法
を
人
間
の
生
き
る
こ
と
の
意
味
と
調
和
さ
せ
、

そ
こ
に
現
実
的
な
社
会
倫
理
を
う
ち
た
て
る
こ
と
で
、
現
実
と
信
仰

と
を
一
元
化
し
て
い
る
こ
と
が
癪
に
さ
わ
っ
て
し
か
た
が
な
か
っ
た

か
ら
だ
。
(
七
六
頁
)

吉
本
は
こ
こ
で
「
癪
に
さ
わ
っ
て
」
と
い
う
よ
う
な
日
常
語
を
使
用
し

て
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
ユ
ダ
ヤ
教
に
懐
い
た
心
理
へ
と
論
点
を
し
ぼ
っ

て
い
く
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
う
し
た
「
倒
錯
心
理
」
を
も
と
に
し
て
、

そ
の
教
義
を
完
成
し
て
い
っ
た
と
吉
本
は
つ
づ
け
る
。

そ
こ
に
は
、
お
そ
ら
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
も
小
林
秀
雄
と
も
異
な
る

独
自
の
方
法
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
古
本
は
、
あ
く
ま
で
も
文
学
に
内
在
的
な
方
法
で
解
読
し

よ
う
と
す
る
小
林
と
、
文
学
に
た
い
し
て
外
在
的
に
時
代
状
況
を
挿
入
し

よ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
、
心
理
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
媒
介
、

あ
る
い
は
接
合
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
「
3
」

に
お
い
て
さ
ら
に
深
ま
る
こ
と
に
な
る
。

古
本
は
、
つ
い
で
、
イ
エ
ス
の
行
っ
た
奇
蹟
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
る
。ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
、
イ
ヴ
ァ
ン
ー
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
口
を
籍
り

て
、
ジ
ェ
ジ
ュ
が
こ
こ
で
人
間
の
自
由
な
信
仰
と
い
う
も
の
を
、
奇

蹟
に
う
り
わ
た
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
言
わ
せ
て
い
る
。
人
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間
を
奇
蹟
の
奴
隷
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
心
は
奴
隷
的
な

歓
喜
を
呼
び
お
こ
し
た
く
な
か
っ
た
の
だ
と
。
(
七
七
頁
)

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
吉
本
は
再
び
小
林
秀
雜
を
参
照
し
て
い
る
。
小
林
は
「
マ
タ
イ

伝
」
の
同
じ
部
分
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

悪
魔
の
次
の
試
み
に
対
し
て
も
、
イ
エ
ス
は
同
様
な
態
度
を
と
つ

た
。
悪
魔
が
、
神
の
子
な
ら
ば
、
宮
殿
の
頂
か
ら
身
を
投
げ
て
見
よ
、

と
言
つ
た
時
、
イ
エ
ス
は
、
神
を
試
み
て
は
な
ら
ぬ
と
拒
絶
し
た
。

「
つ
ま
り
、
例
に
よ
っ
て
、
人
間
を
奇
蹟
の
奴
隷
に
し
た
く
な
か
つ

た
か
ら
だ
。
」
(
前
掲
、
三
一
〇
~
一
頁
)

も
ち
ろ
ん
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
原
文
に
は
「
奴
隷
」
の
語
が
七
回
も

登
場
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
「
奴
隷
に
身
を
や
つ
し
た
天
下
の
主
」

「
陰
気
く
さ
い
補
佐
役
た
ち
や
、
奴
隷
」
「
囚
人
の
奴
隷
的
な
歓
喜
」
「
奴

隷
化
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
具
体
的
に
奴
隷
と
い
う
身
分
を
指
し
て
お
り
、

「
奇
蹟
の
奴
隷
」
と
い
う
よ
う
な
比
喩
的
な
言
い
方
は
見
あ
た
ら
な
い
。

「
囚
人
の
奴
隷
的
な
歓
喜
」
と
い
う
比
喩
的
に
見
え
る
使
い
方
の
場
合
も
、

事
実
上
の
奴
隷
身
分
以
外
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
奇
蹟
の
奴
隷
」

と
い
う
言
葉
と
概
念
は
あ
き
ら
か
に
吉
本
が
小
林
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
「
奇
蹟
の
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
小
林
が
ス
ト
レ

ー
ト
に
奴
隷
的
状
態
を
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
吉
本
は
そ
こ
に
、

さ
ら
に
「
奴
隷
的
な
歓
喜
」
と
い
う
言
葉
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
屈
折
し
た
心
理
的
状
態
を
提
示
し
て
い
る
。

だ
が
人
間
は
、
は
る
か
に
下
ら
な
く
出
来
て
い
て
、
神
よ
り
も
奇
蹟

を
欲
し
、
自
由
な
信
仰
よ
り
も
奴
隷
的
な
従
属
を
欲
す
る
よ
う
に
出

来
て
い
る
、
と
イ
ヴ
ァ
ン
の
あ
や
つ
り
人
形
「
大
審
問
官
」
は
語
る
。

(
七
七
～
八
頁
)

吉
本
が
、
「
大
審
問
官
」
を
イ
ワ
ン
の
「
あ
や
つ
り
人
形
」
と
よ
ん
で

い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
小
林
の
、

大
審
問
官
を
操
る
者
は
イ
ヴ
ァ
ン
で
あ
り
、
イ
ヴ
ァ
ン
を
描
い
て
ゐ

る
の
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
で
あ
る
事
を
見
落
さ
な
い
様
に
こ
れ
を

整
理
し
、
時
に
は
そ
の
言
外
の
意
味
さ
へ
推
察
し
て
行
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
(
前
掲
、
三
コ
ー
頁
)

と
い
う
叙
述
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
イ
ワ
ン
の
主
張

の
な
か
か
ら
「
自
由
な
信
仰
よ
り
も
奴
隷
的
な
従
属
を
欲
す
る
」
と
い
う

人
間
の
心
理
を
引
き
出
し
て
く
る
の
は
、
小
林
に
は
見
ら
れ
な
い
、
吉
本

に
独
自
の
視
点
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
吉
本
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
ロ
ー
マ
ン
・

カ
ト
リ
ッ
ク
ヘ
の
変
容
と
い
う
問
題
を
引
き
出
し
て
く
る
。

こ
こ
か
ら
、
独
り
で
走
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
論
理
は
、
奇
蹟
と

神
秘
と
教
権
に
よ
っ
て
、
心
情
と
現
実
の
王
国
を
ふ
た
つ
な
が
ら
支

配
し
て
い
っ
た
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
た
い
す
る
苦
々
し
い
感

情
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
ま
た
し
て
も
悪
魔
の
試
み
の
う
え
に
バ

ペ
ル
の
塔
を
き
ず
い
た
の
は
、
ロ
ー
マ
ー
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
自
身
で
は

な
い
か
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
七
八
頁
)

こ
こ
に
は
、
あ
き
ら
か
に
、

君
等
は
君
等
の
猿
智
慧
が
編
み
出
し
た
秩
序
の
囚
人
で
あ
り
、
奴
隷

で
あ
る
事
に
変
り
は
な
い
。
確
乎
た
る
哲
学
も
特
つ
が
よ
い
、
政
治

理
論
も
持
つ
が
よ
い
、
決
し
て
完
成
さ
れ
る
事
の
な
い
バ
ベ
ル
の
塔

を
築
く
に
は
、
恰
好
の
材
料
だ
。
(
前
掲
、
三
一
一
頁
)

と
い
う
小
林
秀
雄
の
言
葉
が
反
響
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

小
林
が
、
こ
れ
に
続
け
て
、

老
人
は
、
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
で
あ
つ
て
も
い
ゝ
、
ソ
シ
ア
リ
ス
ト
で
あ

つ
て
も
い
ゝ
、
当
代
の
「
リ
ア
リ
ス
ト
」
達
、
わ
か
わ
か
し
い
「
人

道
の
戦
士
」
達
よ
、
君
等
は
、
悪
魔
の
疑
ひ
を
華
々
し
い
理
論
の
下

に
圧
し
隠
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
、
(
前
掲
、
三
一
五
～
六
頁
)

と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
小
林
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
の
う
ち

に
自
ら
の
生
き
る
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
目
本
の
現
状
を
重
ね
合
わ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
こ
そ
が
、
小
林
の
評
論
の
魅
力
で
あ
り
、

吉
本
が
小
林
に
惹
き
つ
け
ら
れ
所
以
で
も
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
小
林
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
、
「
大
審
問
官
」
の
主
人
公
を

社
会
主
義
者
、
現
実
主
義
者
あ
る
い
は
人
道
主
義
者
に
類
比
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
古
本
は
、
当
時
の
ロ
シ
ア
の
時
代
状
況
と
照
ら

し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
を
思
想
史
的

に
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
論
理
の
裏
で
は
、
ロ
シ
ヤ
の
現
実
の

浅
瀬
を
わ
た
る
革
命
的
思
想
家
た
ち
へ
の
近
親
嫌
悪
が
二
重
う
つ
し

と
な
っ
て
絶
え
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
(
七
八
頁
)

つ
ま
り
、
吉
本
は
、
小
林
の
よ
う
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
現
実
の
思

想
状
況
と
直
接
類
比
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
生
き
た
情
況
の
う
ち
に

位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

古
本
は
さ
ら
に
、
「
マ
タ
イ
伝
」
が
「
ジ
ェ
ジ
ュ
が
死
者
を
蘇
ら
せ
、

病
者
を
治
療
し
、
パ
ン
を
ふ
や
す
」
な
ど
、
熱
心
に
イ
エ
ス
の
奇
蹟
に
つ

い
て
描
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
、
フ
ソ
エ
ジ
ュ
の
奇
蹟
物
語
が
、

注
意
ぶ
か
い
ヘ
ブ
ラ
イ
聖
書
の
引
用
の
う
え
に
成
立
っ
て
い
る
こ
と
は
既

に
指
摘
し
た
と
お
り
だ
が
」
と
「
１
」
で
論
じ
た
内
容
に
つ
い
て
言
及
し

た
う
え
で
、
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
解
釈
す
る
と
お
り
、
原
始
キ
リ
ス

ト
教
に
と
っ
て
奇
蹟
は
ひ
つ
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
筈
だ
」
と
述
べ
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
解
釈
か
ら
離
れ
て
、
マ
チ
ウ
書
の
作
者
に
と
っ
て

の
必
要
と
い
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
吉
本
の
独
自
の
解
釈
を
展
開
す
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
小
林
に
は
見
ら
れ
な
い
、
吉
本
に
独
特
の
発
想
で
あ
る
と

い
え
る
。

一
篇
の
教
祖
物
語
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
人
間
が
も
と
も
と
上
等
に
出
来
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
を
熟
知
し
、
そ
れ
を
ジ
ェ
ジ
ュ
の
弟
子
た
ち
に
振
り
あ
て
て
描
い

て
み
せ
た
の
は
マ
チ
ウ
の
作
者
そ
の
ひ
と
で
な
か
っ
た
か
。
(
七
九
頁
)

そ
れ
と
は
「
奇
蹟
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
神
と
人
間
と
の
距
離
の
大
き

さ
」
を
実
証
す
る
た
め
に
「
奇
蹟
」
が
必
要
で
あ
っ
た
と
吉
本
は
い
う
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
吉
本
は
「
マ
タ
イ
伝
」
の
物
語
の
構
造
か
ら
、
人
間
の

不
完
全
性
と
教
祖
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
必
要
性
と
い
う
視
点
を
探
り
出
し

て
く
る
。

こ
の
よ
う
の
分
析
は
、
た
と
え
ば
戦
後
す
ぐ
に
執
筆
さ
れ
た
「
伊
勢
物

語
論
」
に
お
い
て
、
作
品
の
分
析
を
通
し
て
そ
こ
に
複
数
の
作
者
を
あ
ぶ

り
出
し
た
よ
う
に
、
吉
本
の
聖
書
の
独
自
の
読
み
方
が
効
果
を
あ
げ
て
い

る
部
分
で
あ
る
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
物
語
を
う
け
て
、
吉
本
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
を

展
開
す
る
。

功
利
的
実
証
主
義
と
曲
解
さ
れ
た
悪
魔
は
、
恐
ら
く
、
度
し
が
た
い

奴
め
と
い
う
嘲
笑
を
う
か
べ
て
ジ
ェ
ジ
ュ
を
離
れ
去
る
。
以
後
、
悪

魔
は
キ
リ
ス
ト
教
に
近
づ
こ
う
と
は
し
な
か
っ
だ
け
れ
ど
、
キ
リ
ス

ト
教
の
歴
史
は
あ
き
ら
か
に
悪
魔
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。
(
八
〇
頁
)

こ
こ
で
話
題
は
、
「
現
世
的
秩
序
と
キ
リ
ス
ト
教
的
秩
序
と
の
和
合
」

に
移
る
。
そ
れ
を
吉
本
は
「
史
上
最
大
の
卑
劣
な
ド
ラ
マ
」
と
呼
ぶ
。

こ
こ
で
現
世
的
支
配
権
と
キ
リ
ス
ト
教
の
偏
執
的
苛
酷
さ
と
は
見
事

に
結
合
し
た
。
た
と
え
ば
、
ぼ
く
た
ち
は
ト
マ
ス
の
ス
ン
マ
ー
テ
オ

ロ
ギ
カ
に
お
い
て
精
緻
な
論
理
体
系
に
よ
る
神
の
存
在
の
弁
証
を
よ

む
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
彼
の
経
済
学
に
お
い
て
支
配
権
力
無

護
の
弁
証
を
よ
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
何
れ
に
せ
よ
、

原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
強
烈
な
空
想
的
な
倫
理
性
が
俗
化
し
て
ゆ
く
の

は
集
の
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
俗
化
は
、
外
か
ら
現
世
的
権
力

と
の
和
合
に
さ
さ
え
ら
れ
、
内
か
ら
は
教
義
の
論
理
化
に
よ
っ
て
さ

さ
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(
八
一
頁
)

こ
の
あ
た
り
の
議
論
は
、
先
に
引
い
た
一
九
五
〇
年
三
月
制
作
の
「
覚

書
Ⅰ
」
に
お
い
て
す
で
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

神
へ
の
信
仰
と
従
属
。
そ
れ
は
や
が
て
権
力
と
貪
ら
ん
へ
の
奉
仕
を

人
に
教
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
(
前
掲
、
八
六
頁
)

と
い
う
断
片
的
な
記
述
、
ま
た
、

叡
智
は
僕
を
疲
れ
さ
せ
衰
弱
さ
せ
る
だ
け
で
、
僕
は
も
う
数
多
く
の

こ
と
を
思
考
し
た
り
す
る
こ
と
が
危
ふ
く
な
つ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
神

へ
の
信
仰
は
現
在
で
は
権
力
へ
の
正
当
な
奉
仕
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
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し
、
人
性
か
ら
神
性
の
ほ
う
へ
…
…
と
い
ふ
指
向
性
の
公
理
は
少
し

も
僕
を
納
得
さ
せ
な
い
。
十
九
世
紀
ま
で
の
あ
の
虔
主
し
い
人
間
の

演
算
法
は
い
ま
で
は
滑
稽
な
位
だ
。
何
か
そ
れ
に
代
っ
て
僕
た
ち
の

問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
(
同
、
七
四
~
五
頁
)

と
い
う
記
述
、
さ
ら
に
、

〈
秩
序
と
は
搾
取
の
定
立
の
こ
と
で
あ
る
。
〉

世
に
は
搾
取
と
い
ふ
言
葉
を
好
ま
な
い
人
々
が
ゐ
る
。
悲
し
い
こ

と
に
そ
れ
ら
の
人
々
は
こ
の
純
粋
な
政
治
経
済
学
上
の
概
念
に
対
し

て
、
神
を
感
じ
て
ゐ
る
の
だ
。
い
や
人
間
を
と
言
ふ
べ
き
だ
ら
う
か
。

や
が
て
機
構
と
し
て
の
搾
取
は
排
滅
し
、
人
類
は
ほ
ん
と
う
の
歴

史
に
入
る
だ
ら
う
。
(
中
略
)

こ
の
点
に
っ
い
て
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
の
注
意
を
書
き
と
め
て

お
こ
う

〈
正
系
主
義
が
支
配
と
搾
取
と
を
、
人
種
学
的
お
よ
び
神
学
的
論

拠
を
以
て
理
論
づ
け
る
こ
と
は
、
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
〉
そ
う
だ
。

そ
し
て
現
在
で
も
と
い
ふ
言
葉
を
つ
け
加
へ
よ
う
。
(
同
、
八
〇
頁
)

と
い
う
記
述
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
と
権
力
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
記
述
が

目
立
つ
。

し
か
し
、
「
２
」
で
は
こ
の
よ
う
な
発
想
は
充
分
に
議
論
さ
れ
な
い
ま

ま
、
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
は
「
３
」

へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
四
章
小
林
秀
雄
批
判
と
し
て
の
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』

先
に
引
い
た
「
戦
後
五
〇
年
を
語
る
」
で
吉
本
は
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』

の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

敗
戦
の
す
ぐ
あ
と
、
と
に
か
く
何
も
や
る
元
気
が
な
い
と
い
う
状
態

の
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
一
つ

反
省
材
料
に
な
っ
た
の
は
、
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
つ
く

る
か
に
つ
い
て
、
戦
争
中
ま
で
の
自
分
の
知
識
、
教
養
の
な
か
に
何

一
つ
考
え
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
界
と
い
う
概
念
と
、

そ
れ
を
と
ら
え
る
方
法
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
反
省

材
料
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
(
前
掲
、
五
頁
)

「
世
界
と
い
う
概
念
」
と
「
そ
れ
を
と
ら
え
る
方
法
」
と
い
う
発
言
に

つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
吉
本
が
「
マ
ル
ク
ス
の
世
界
認
識
の
方
法
」
に
言

及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
吉
本
自
身
は
、
『
自
著
を
語
る
』
(
二
〇
〇
七
年
、
ロ
ッ
キ
ン
グ
・

オ
ン
)
で
、
本
格
的
に
マ
ル
ク
ス
の
影
響
を
受
け
る
の
は
『
マ
チ
ウ
書
試

論
』
よ
り
あ
と
、
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
の
頃
で
あ
る
と
語

っ
て
い
る
。

「
戦
後
五
〇
年
を
語
る
」
の
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
触
れ
る
少
し
前
の
部

分
で
、
吉
本
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
人
間
心
理
の
洞
察
に
つ
い
て
は
、
自
分
な
り
に
文
学
青
年

で
し
た
か
ら
、
文
学
が
解
明
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
や
り
方
は
ひ
と

り
で
に
も
っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
十
分
で
あ
る
か
な
い

か
は
別
と
し
て
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
自
分
は
戦
争
中
も
ミ
ス
し

て
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
じ
や
あ
、
ど
こ
で
ミ
ス
し
た
の
か
、

何
か
ダ
メ
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
文
学
を
介
し

て
知
っ
た
人
間
の
心
理
や
精
神
の
動
き
の
洞
察
は
、
世
界
が
向
こ
う

か
ら
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
は
ま
っ
た
く
無
力
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
大
き
な
反
省
材
料
に
な
り
ま
し
た
。
い
く
ら
人
間

の
精
神
に
つ
い
て
深
い
洞
察
が
あ
っ
て
も
、
世
界
の
方
か
ら
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
人
は
必
ず
ダ
メ
に
な
っ
ち
や
う
。
そ
う
い
う

感
じ
方
が
と
て
も
強
く
あ
っ
た
ん
で
す
。
(
前
掲
、
五
～
八
頁
)

こ
こ
に
は
、
「
文
学
青
年
」
す
な
わ
ち
小
林
秀
雄
の
影
響
を
受
け
て
い

た
自
ら
の
思
考
方
法
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
語
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
は
、
一
九
四
〇
年
代
末
に
お
け
る

小
林
の
影
響
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
、
総
仕
上
げ
で
あ
っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
３
」
に
登
場
す
る
「
関
係
の
絶
対
性
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
概
念
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自
体
と
し
て
重
要
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一
九
四
九
年
に
吉
本
が
『
詩

文
化
』
に
発
表
し
た
小
林
秀
雜
を
批
判
す
る
企
図
を
込
め
た
三
つ
の
論
稿

の
う
ち
の
最
後
の
論
文
、
『
詩
文
化
』

一
九
四
九
年
一

一
月
号
に
掲
載
さ

れ
た
「
方
法
的
思
想
の
一
問
題
'
‐
-
―
反
ヴ
ァ
レ
リ
イ
論
‐
―
-
」
に
お
い
て

到
達
し
た
、
「
人
々
が
無
意
識
の
う
ち
に
結
ん
で
ゐ
る
連
帯
性
を
決
定
的

に
疑
ふ

」
と
い
う
認
識
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
「
共
同
幻
想
」
と
い
う
概

念
へ
と
鍛
え
ら
れ
て
ゆ
く
、
吉
本
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
概
念
の
過

渡
的
な
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

正
し
く
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

註

(
１
)

吉
本
自
身
が
、
奥
野
健
男
、
日
野
啓
三
、
服
部
達
、
清
岡
卓
行
ら
と
と
も
に
創
刊

し
た
雑
誌
。
三
号
で
廃
刊
し
た
。

(
２
)
「
ぼ
く
」
か
ら
「
わ
た
し
」

へ
と
い
う
こ
の
傾
向
を
そ
の
ま
ま
同
時
期
の
詩
作
品

に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
五
〇
年
後
半
に
制
作
さ
れ
た
「
日
時
計
篇
Ⅰ
」
で
は
「
ぼ
く
」
と
「
わ
か
し
」
、

一
九
五
一
年
制
作
の
「
日
時
計
篇
Ⅱ
」
で
は
「
わ
た
し
」
、
一
九
五
二
年
八
月
刊
の
『
固

有
時
と
の
対
話
』
で
は
「
わ
た
し
」
、
一
九
五
三
年
九
月
刊
の
『
転
位
の
た
め
の
十
篇
』

で
は
「
ぼ
く
」
が
主
語
表
記
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
三
年
か
ら
五
四
年
に
か

け
て
制
作
さ
れ
た
「
《
手
形
》
詩
篇
」
で
は
「
ぼ
く
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
一

九
五
六
年
こ
ろ
か
ら
「
わ
か
し
」
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ち
な
み

に
、
主
語
表
記
「
ぼ
く
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
吉
本
の
『
高
村
光
太
郎
』
の
成
立
過

程
に
つ
い
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
『
高
村
光
太
郎
』

の
う
ち
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
稿
の
な
か
で
「
ぼ
く
」
と
い
う
主
語
表
記
の
も
の
が
あ
る
。

一
九
五
五
年
七
月
に
『
現
代
詩
』
に
発
表
さ
れ
た
「
高
村
光
太
郎
ノ
ー
ト
ー
ー
戦
争
期

に
つ
い
て
I
-
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
語
表
記
が
十
二
個
所
使
わ
れ
て
お
り
、
す
べ

て
「
ぼ
く
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
翌
一
九
五
六
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
文

学
者
の
戦
争
責
任
』
に
収
録
さ
れ
た
さ
い
、
そ
の
う
ち
の
二
個
所
だ
け
が
「
わ
た
し
」

に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
五
七
年
七
月
に
飯
塚
書
店
版
に
「
Ｖ
戦
争
期
」

と
改
題
し
て
収
録
さ
れ
た
さ
い
に
は
「
わ
た
し
」
が
八
個
所
、
「
わ
た
し
た
ち
」
が
三

個
所
に
な
っ
て
お
り
、
一
個
所
だ
け
「
ぼ
く
」
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九

五
八
年
一
〇
月
に
五
月
書
房
版
に
収
め
ら
れ
た
と
き
に
は
「
わ
た
し
」
が
四
個
所
、
「
わ

た
し
た
ち
」
が
三
個
所
に
変
え
ら
れ
、
「
ぼ
く
」
の
表
記
は
す
べ
て
な
く
な
っ
て
い
る
。

一
九
五
五
年
四
月
刊
行
の
『
荒
地
詩
集
1
9
5
5
』
に
発
表
さ
れ
た
「
高
村
光
太
郎
ノ
ー
ト

ー
ー
の
っ
ぽ
の
奴
は
黙
っ
て
ゐ
る
i
-
」
で
は
、
主
語
表
記
は
二
個
所
見
え
て
お
り
、

す
べ
て
「
ぼ
く
」
に
な
っ
て
い
る
。
飯
塚
書
店
版
に
収
録
さ
れ
た
と
き
に
は
こ
の
二
個

が
い
ず
れ
も
「
わ
た
し
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
五
月
書
房
版
で
は
主
語
表
記

は
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
事
実
は
、
い
ず
れ
も
吉
本
の
主
語
表
記
の
一
般

的
傾
向
と
一
致
す
る
。
『
現
代
詩
』
掲
載
の
「
高
村
光
太
郎
ノ
ー
ト
」
、
『
文
学
者
の
戦

争
責
任
』
、
飯
塚
書
店
版
『
高
村
光
太
郎
』
な
ど
の
入
手
に
つ
い
て
は
、
愛
知
教
育
大

学
付
属
図
書
館
の
参
考
係
の
方
々
の
協
力
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
記
し
て
感
謝
の
念
を

表
し
た
い
。

(
3
)

ち
な
み
に
吉
本
は
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
「
２
」
の
、
こ
の
少
し
後
ろ
の
部
分
で
「
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
が
、
「
大
審
問
官
」
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
は
、
マ
チ
ウ

書
に
あ
ら
わ
れ
た
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と
は
何
の
関
係
も
な
い
」
(
七
一
頁
)
と

付
け
加
え
て
い
る
。
吉
本
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
「
1
」
と
、

「
山
上
の
垂
訓
」
に
つ
い
て
論
じ
た
「
２
」
と
の
あ
い
だ
に
齟
齬
が
あ
る
こ
と
を
自
ら

意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
4
)

た
と
え
ば
高
尾
利
数
「
[
党
派
的
思
想
]
の
克
服
1
1
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
詩
論
」

(
『
現
代
思
想
』
一
九
七
四
年
一
〇
月
)
、
笠
原
芳
光
「
古
本
隆
明
に
お
け
る
聖
書
」
『
現

代
思
想
』
(
一
九
七
五
年
一

一
月
)
、
久
米
博
「
思
想
と
信
仰
の
あ
い
だ
I
吉
本
隆
明

の
宗
教
諭
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
吉
本
隆
明
を
《
読
む
》
』

一
丸
八
〇
年
一

一
月
、
現
代
企

画
室
)

な
ど
。

(
5
)

吉
本
は
一
九
四
六
年
末
に
制
作
さ
れ
た
「
伊
勢
物
語
I
」
で
、
『
伊
勢
物
語
』
の

う
ち
に
三
人
の
作
者
を
析
出
し
て
い
る
。

「
付
記
」
本
稿
の
前
提
と
し
て
、
本
年
四
月
に
ぺ
り
か
ん
仕
上
り
刊
行

さ
れ
た
拙
著
『
吉
本
隆
明
の
一
九
四
〇
年
代
』
「
第
七
章
小
林
秀
雄
か

ら
の
脱
出
」
を
あ
ら
か
じ
め
参
看
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。
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