
森
鴎
外
の
武
士
道
観

『
意
地
』
を
中
心
に
し
て

ジ
ョ
ン
ニ

・
ラ
ス

マ
ダ
・
H

　
独
自
性
を
保
持
し
な
が
ら
近
代
化
に
成
功
し
た
日
本
を
模
範
に
し
よ
う

と
す
る
発
展
途
上
国
が
多
く
な
っ
た
。
マ
レ
ー
シ
ァ
の
マ
ハ
テ
ィ
ル
首
相

の
ル
ク
イ
ー
ス
ト
政
策
を
初
め
、
私
の
国
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
も
そ
の
一
っ
で

あ
る
。
正
直
に
言
っ
て
、
こ
の
国
々
に
と
っ
て
は
最
も
魅
カ
が
あ
る
と
感

じ
ら
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
日
本
の
優
れ
た
技
術
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
私
の

考
え
で
は
、
日
本
の
成
功
の
秘
密
は
た
だ
物
を
生
産
す
る
た
め
の
「
技
術
」

に
あ
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
技
術
を
あ
や
っ
る
「
日
本
人
」
そ
の
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
人
の
考
え
方
の
底
に
流
れ
る
根
本
的
な
精
神
を
探

り
、
そ
れ
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
私
は
明
治
時
代
の
一
人
の
人
物
、
森
鴎
外

に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
し
た
。
な
ぜ
鶴
外
を
選
ん
だ
か
に
っ
い
て
は
い
ろ

い
ろ
な
理
由
が
あ
る
が
、
最
も
大
き
な
理
由
は
、
彼
は
西
洋
の
学
問
に
っ
い

て
の
知
識
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
的
な
も
の
を
重
視
す
る
、

っ
ま
り
独
自
性
を
守
ろ
う
と
努
力
し
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
、
為
政
者
側
－

に
居
な
が
ら
、
為
政
者
を
正
す
よ
う
な
批
判
的
な
作
晶
を
書
い
た
り
し
て
、

文
学
の
面
で
の
活
躍
も
目
覚
ま
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　
更
に
、
な
ぜ
今
回
『
意
地
』
と
い
う
作
品
を
取
り
上
げ
る
か
に
つ
い
て

も
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
鴎
外
が
小
説
を
書
い
た
の
は
、
官
僚
と

し
て
受
け
た
ス
ト
レ
ス
の
解
消
、
自
分
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
め
の
一
種

の
遊
び
の
態
度
で
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
明
治
天
皇
、
乃
木
大
将
の

死
に
よ
っ
て
、
遊
び
の
精
神
か
ら
も
っ
と
積
極
的
な
も
の
へ
考
え
が
変
化

し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
乱
心
か
ら
起
こ
っ
た
行
為
だ
と
批
判

さ
れ
た
乃
木
の
殉
死
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
武
士
社
会
を
舞
台
に
し
た
小

。
説
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
L
（
略
し
て
『
遺
書
』
と
す
る
）
を
書
い

た
。
こ
れ
が
彼
の
歴
史
小
説
の
第
一
作
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
彼
は
次
々
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
5

歴
史
小
説
を
手
が
け
た
。
一
連
の
歴
史
小
説
に
は
鶴
外
個
人
の
独
特
な
考



え
方
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
更
に
大
き
く
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
日
本
人

の
精
神
、
日
本
人
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
遺
書
』
、
『
阿

部
一
族
』
、
『
佐
橋
甚
五
郎
』
の
中
に
登
場
す
る
三
人
の
主
人
公
、
す
な

わ
ち
興
津
弥
五
右
衛
門
・
阿
部
弥
一
右
衛
門
・
佐
橋
甚
五
郎
と
そ
の
周
辺

に
居
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
生
き
方
に
注
目
す
る
と
そ
れ
が
は
っ
き
り
と

現
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
作
晶
は
『
意
地
。
一
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
武
士
社
会
を
舞
台
に
し
た
作
晶
で
あ
る
。
初
橋
『
遺
書
』
は
前
に
も
述

べ
た
よ
う
に
乃
木
大
将
の
殉
死
を
擁
護
す
る
た
め
に
書
い
た
と
言
わ
れ
る

が
、
『
意
地
』
に
収
録
さ
れ
た
■
遺
書
』
は
『
阿
部
一
族
』
を
書
い
て
か

ら
改
稿
さ
れ
た
作
晶
で
あ
り
、
『
阿
部
一
族
』
と
■
佐
橋
甚
五
郎
」
に
続

き
、
相
互
に
関
連
の
あ
る
三
部
作
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
晶
に
は
彼
の

他
の
歴
史
小
説
に
見
ら
れ
る
テ
ー
マ
、
つ
ま
り
主
従
関
係
の
強
い
武
士
社

会
の
中
の
個
人
の
問
題
（
体
面
、
名
誉
、
意
志
、
行
為
と
判
断
な
ど
）
が

見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
意
地
』
は
鶴
外
の
歴
史
小
説
を
代
表
す
る
作
晶

で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
武
士
の
在
り
方
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。

二
、
歴
史
小
説
を
書
い
た
背
景

　
鴎
外
を
考
え
る
場
合
、
彼
の
生
き
た
時
代
を
遡
っ
て
見
て
ゆ
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
明
治
時
代
は
西
洋
文
明
の
流
れ
込
ん
で
来
た
時
代
で
あ
り
、
人

々
は
日
本
古
来
の
武
士
道
の
精
神
に
代
わ
っ
て
、
西
洋
文
明
の
精
神
を
取

り
入
れ
よ
う
と
躍
起
に
な
り
、
混
沌
た
る
様
相
を
し
て
い
た
。
そ
の
中
に

生
き
た
鶴
外
の
精
神
は
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
彼
は
武
士
階
層
出
身
で
あ
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
留
学
の
経
験
を
も
っ
て

い
る
。
即
ち
、
西
洋
文
明
の
体
験
者
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
明
治
社
会
の
そ

の
混
沌
を
、
・
ま
さ
し
く
個
人
で
表
わ
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
軍
医
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
じ

い
う
当
時
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
、
つ
ま
り
「
お
国
柄
」
の
「
柁
を
取
る
」
側

に
居
な
が
ら
、
文
学
作
品
を
通
じ
て
そ
の
お
国
柄
の
柁
の
取
り
方
を
場
合

に
よ
っ
て
は
批
判
し
た
り
擁
護
し
た
り
す
る
。
彼
は
そ
の
動
い
て
い
る
時

代
に
生
き
て
、
ど
の
よ
う
に
自
分
の
精
神
を
形
作
っ
て
い
た
か
、
興
味
の

あ
る
問
題
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
を
究
明
す
る
に
は
、
鴎
外
の
生
き
方
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
下
記
の
四
つ
の
事
件
を
見
さ
だ
め
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

ω
　
小
倉
左
遷
（
一
八
九
九
－
一
九
〇
二
）

　
鴎
外
が
小
倉
に
左
遷
さ
れ
た
の
は
文
学
に
手
を
出
し
す
ぎ
て
、
本
職
の

軍
医
の
仕
事
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
た
め
だ
と
言
わ
れ
る
。
東
京
か
ら
離
れ

て
い
る
所
に
い
れ
ば
変
わ
る
だ
ろ
う
と
い
う
上
官
、
特
に
石
黒
並
び
に
小

池
の
対
策
で
あ
っ
た
。
だ
が
実
際
は
そ
の
背
後
に
は
官
僚
の
醜
い
争
い
が

あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
鶴
外
は
、
自
分
が
裏
切
ら
れ
た
と
悟
っ
た
の
で
、

軍
医
を
辞
退
し
よ
う
か
と
思
っ
た
が
、
親
友
の
賀
古
鶴
所
な
ど
の
説
得
で

仕
方
な
く
小
倉
へ
向
か
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
小
倉
左
遷
は
石
黒
並
び
に
小
池
と
鴎
外
と
の
間
の
不
和
な

主
従
関
係
か
ら
生
じ
た
事
件
で
あ
り
、
官
僚
の
中
の
個
人
と
し
て
の
鴎
外

、
に
辛
い
経
験
を
味
わ
せ
た
。

②
　
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
－
一
九
〇
五
）

　
日
露
戦
争
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
に
と
っ
て
（
ア

、
7
6



ジ
ァ
に
と
っ
て
と
言
い
た
い
が
）
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
ー
キ
ン
グ
な
出
来
事
だ

っ
た
。
日
本
が
西
洋
文
明
の
一
翼
を
に
な
う
ロ
シ
ア
に
勝
っ
た
と
言
う
こ

と
は
、
日
本
人
に
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
大
い
に
深
め
さ
せ
た
。
鴎
外

も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
い
や
、
一
般
の
日
本
人
以
上
で
あ
っ
た
ろ
う
。
唐

木
順
三
に
よ
る
と
、
鶴
外
の
死
に
対
す
る
考
え
は
日
露
戦
争
従
軍
中
に
遡

る
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
木
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
鶴
外
は
日
露
戦
争
に
従
軍
中
、
身
近
に
多
く
の
死
を
見
た
。
死
を
決

　
　
し
、
死
を
恐
れ
ず
に
敵
に
向
っ
て
進
み
続
け
る
多
く
の
勇
士
を
見
た
。

　
　
幾
千
幾
万
の
部
下
を
死
地
に
っ
き
す
す
ま
せ
た
将
軍
を
見
た
’
そ
し

　
　
て
日
本
を
支
え
て
い
る
も
の
、
日
本
の
強
い
理
由
を
身
を
も
っ
て
知

　
　
　
　
　
　
　
　
・
か
い
ゼ
ん

　
　
っ
た
。
（
中
略
）
凱
旋
以
来
、
鶴
外
の
武
士
道
研
究
は
一
段
と
進
め
ら

　
　
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
人
の
死
を
恐
れ
な
い
の
は

　
　
何
処
か
ら
来
る
か
。
命
を
も
惜
ま
な
い
精
神
の
鍛
錬
は
如
何
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
一

　
　
出
来
、
ま
た
残
さ
れ
た
か
。

　
日
露
戦
争
に
従
軍
出
来
た
こ
と
は
、
鴎
外
に
と
っ
て
一
つ
の
運
命
で
あ

る
と
言
っ
て
も
埋
言
で
は
な
か
ろ
う
。
日
露
戦
争
従
軍
の
経
験
に
ょ
り
、

彼
の
武
士
道
研
究
は
一
層
内
容
深
い
も
の
に
な
っ
た
。
日
本
人
の
強
い
精

神
は
、
武
士
道
か
ら
由
来
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
西
洋
、
即
ち
ロ
シ

ア
に
勝
っ
た
こ
と
は
西
洋
を
知
っ
て
い
る
鶴
外
に
と
っ
て
さ
ら
に
日
本
を

特
殊
な
意
味
あ
る
も
の
と
感
じ
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
を
機
縁
と
し

て
、
彼
は
日
本
的
な
も
の
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
。

③
　
大
逆
事
件
（
一
九
一
〇
）

　
大
逆
事
件
が
起
こ
っ
た
時
、
『
沈
黙
の
塔
L
と
題
し
た
短
篇
小
説
を
著

わ
し
て
、
鶴
外
は
社
会
的
・
政
治
的
な
新
思
想
を
弾
圧
す
る
政
府
の
権
カ

者
を
鋭
く
批
判
し
た
。
他
方
、
¶
食
堂
』
で
は
作
中
人
物
で
あ
る
山
田
と

木
村
の
会
話
の
中
に
、
「
あ
ん
な
連
中
が
こ
れ
か
ら
殖
え
る
だ
ろ
う
か
。
」

と
い
う
山
田
の
質
問
に
対
し
て
、
「
先
づ
お
国
柄
だ
か
ら
、
當
局
が
巧
に
．

柁
を
取
っ
て
行
け
ば
、
殖
え
ず
に
済
む
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
よ
う
に
木
村

に
答
え
さ
せ
て
い
る
。

　
な
ぜ
鴎
外
が
大
逆
事
件
当
時
者
に
対
し
、
同
情
の
姿
勢
か
ら
こ
の
よ
う

な
態
度
の
変
化
を
見
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、
■
沈
黙

の
塔
』
は
純
粋
の
文
学
者
と
し
て
の
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
作
晶
で
あ
る
の

に
対
し
、
『
食
堂
し
は
鴎
外
の
官
僚
と
し
て
の
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
作

晶
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
大
逆
事
件
を
中
心
に
、
反
国
家
思
想
の

よ
う
な
考
え
方
が
知
識
階
級
に
広
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
伝
統
や

秩
序
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
、
国
家
を
常
に
意
識
し
て
い
る
鴎
外
は
案
じ

た
の
で
あ
ろ
う
。
「
當
局
が
巧
に
柁
を
取
っ
て
行
け
ば
」
と
言
っ
た
よ
う

に
、
彼
は
政
府
の
政
策
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
し
て
期
待
す
る
態
度
が
更

に
積
極
的
に
な
り
、
秀
麿
を
主
人
公
と
す
る
『
か
の
よ
う
に
』
を
書
い
た
。

秀
麿
は
歴
史
家
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
留
学
か
ら
帰
国
後
、
自
分
の
仕
事
と

定
め
た
日
本
の
歴
史
を
書
く
た
め
に
は
、
歴
史
と
神
話
を
は
っ
き
り
区
別

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
し
か
し
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
周

囲
の
事
情
が
許
し
そ
う
に
な
い
。
っ
い
に
彼
は
、
神
話
に
対
す
る
信
仰
を

温
存
し
っ
っ
、
そ
れ
と
並
行
し
て
科
学
的
基
礎
に
立
っ
て
歴
史
の
研
究
が

出
来
る
よ
う
に
と
、
フ
ァ
ィ
ヒ
ン
ガ
ー
の
か
の
よ
う
に
哲
学
を
利
用
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
主
人
公
の
秀
麿
は
イ
コ
ー
ル
鶴
外
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
合
理
的
な
思
想
の
上
に
成
り
立
っ
近
代
的
な
も
の
と
非
合
理
的

77



な
伝
統
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
西
洋
的
な
も
の
と
東
洋
的
な
も
の
に
悩
ま

さ
れ
た
鴎
外
の
、
必
死
に
戦
っ
た
末
の
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。
だ
が
、

小
説
の
終
わ
り
に
は
、
画
家
で
あ
る
友
人
に
、
秀
麿
の
か
の
よ
う
に
哲
学

　
　
　
　
ふ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
し
て
や

を
「
八
方
塞
が
り
に
な
っ
た
ら
、
突
貫
し
て
行
く
積
も
り
で
、
な
ぜ
遣
ら

な
い
」
と
、
き
び
し
い
批
判
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
画
家
の
発
言
は
鴎
外
が

考
え
た
最
後
の
可
能
性
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
実
行
す
る
の
は
ま
だ
不

可
能
な
行
為
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
画
家
の
発
言
が
示
す
よ
う
に
、
「
か

の
よ
う
に
」
哲
学
は
彼
に
と
っ
て
ま
だ
満
足
感
を
与
え
る
思
想
で
は
な
く
、

単
な
る
一
時
的
な
対
策
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
じ
咄
ん

は
当
時
重
大
な
問
題
と
な
っ
た
大
逆
事
件
や
南
北
朝
正
閨
論
に
悩
ま
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
τ
－

た
山
県
有
朋
を
支
持
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
山
県

有
朋
の
要
望
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
の
、
国
家
を
常
に
意
識
す
る
鴎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
一

外
の
責
任
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
う
磯
貝
英
夫
の
見
方
も
あ
る
。

　
確
か
に
『
か
の
よ
う
に
』
は
鶴
外
の
苦
し
い
立
場
を
物
語
っ
た
作
晶
で

あ
る
。
た
だ
、
現
実
の
彼
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
ま
さ
に
一
時
の
慰
み
で
あ

っ
た
、
そ
の
姿
勢
は
、
明
治
天
皇
の
崩
御
に
続
く
乃
木
大
将
の
殉
死
に
直

面
し
た
時
、
ま
た
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ω
　
乃
木
大
将
の
殉
死
（
一
九
十
二
）

　
乃
木
大
将
の
殉
死
は
『
か
の
よ
う
に
L
の
よ
う
な
便
宜
主
義
的
な
思
想

を
持
ち
出
す
鴎
外
に
痛
烈
な
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
、
彼

は
も
が
き
な
が
ら
何
か
を
求
め
た
。
日
本
を
支
え
、
自
已
を
支
え
た
も
の

は
何
で
あ
る
か
改
め
て
考
え
た
の
で
あ
る
。
日
露
戦
争
の
際
に
二
人
の
子

が
戦
死
し
た
知
ら
せ
を
聞
い
て
も
表
情
を
変
え
な
い
乃
木
大
将
の
姿
を
思

い
出
し
た
。
こ
れ
は
絶
対
の
権
威
を
信
奉
す
る
人
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い

こ
と
で
あ
る
。
陛
下
が
命
ず
る
な
ら
ば
、
自
己
の
生
命
は
無
論
の
こ
と
、

い
か
な
る
犠
牲
も
払
う
信
念
を
持
っ
て
い
る
「
武
士
」
の
態
度
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
は
、
明
治
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
を
表
わ
す
た
め
に
、
自
分

の
死
を
以
て
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
強
烈
な
力
が
鴎
外
に
、
日
露
戦

争
に
従
軍
し
て
体
得
し
た
も
の
、
西
洋
的
な
も
の
へ
の
対
決
に
お
け
る
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
が
え

柱
と
な
っ
た
も
の
、
っ
ま
り
、
日
本
を
象
徴
す
る
権
威
の
観
念
を
蘇
ら
せ
、

そ
の
権
威
の
前
に
生
命
に
惜
ま
な
い
日
本
伝
来
の
思
想
を
再
び
明
瞭
な
形

で
現
わ
れ
る
よ
う
に
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は
こ
う
い
う
瞬
間
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
皇

は
ず
み
が
あ
っ
た
た
め
に
、
「
内
窃
釘
§
巨
昌
」
や
「
か
の
よ
う
に
」
な

ど
の
よ
う
な
拠
り
所
の
し
っ
か
り
し
な
い
思
想
を
捨
て
る
こ
と
に
な
り
、

武
士
道
の
強
い
カ
を
感
じ
て
、
そ
こ
に
安
ら
ぎ
を
見
出
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
乃
木
大
将
の
殉
死
を
肯
定
す
る
た
め
に
歴
史
小
説
■
遺
童
『

を
書
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
つ
の
事
件
は
そ
れ
ぞ
れ
に
質
を
異
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
い

ず
れ
も
鴎
外
の
精
神
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
れ
ら
に
直
面
し
て
、

鴎
外
は
官
僚
と
文
人
と
い
う
二
つ
の
立
場
で
存
在
し
て
い
た
た
め
、
複
雑

な
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
■
意
地
』
に
描
か
れ
た
武
士

ω
　
■
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
童
『

　
こ
の
作
品
の
内
容
を
論
ず
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
『
意
地
』
に
収
録
さ
れ
た
■
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
童
『
は

の
ち
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
正
元
年
（
一
九
二
一
）
『
中
央
公
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論
』
に
発
表
さ
れ
た
初
稿
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、

初
稿
で
は
、
長
崎
へ
一
緒
に
行
き
、
後
に
興
津
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
侍
の
名
前
は
明
確
に
さ
れ
ず
、
た
だ
「
同
僚
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い

る
だ
け
だ
が
、
改
稿
に
は
「
横
田
清
兵
衛
」
と
は
っ
き
り
姓
名
が
書
か
れ

た
。
年
齢
や
、
起
こ
っ
た
事
件
の
年
な
ど
に
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
初

稿
に
は
、
興
津
は
忠
興
の
十
三
回
忌
を
選
ん
で
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
追
腹

を
し
た
と
言
い
、
主
君
の
許
可
が
な
い
さ
び
し
い
殉
死
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
改
稿
で
は
興
津
の
殉
死
は
許
可
の
あ
る
晴
々
し
た
殉
死

と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
色
々
な
説
が
あ
る
が
、

初
稿
は
乃
木
大
将
の
殉
死
を
弁
護
す
る
た
め
に
急
い
で
書
か
れ
た
た
め
、

資
料
に
あ
る
史
実
を
見
の
が
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。

ま
た
、
改
稿
は
■
阿
部
一
族
』
を
著
し
て
か
ら
書
き
な
お
さ
れ
た
も
の
で
、

『
阿
部
一
族
』
を
書
い
た
時
に
発
見
さ
れ
た
「
殉
死
の
淀
」
が
適
用
さ
れ

た
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
初
稿
が
乃
木
自
刃
と
深
い
か
か
わ
り
あ
い
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
論
文
が
そ
れ
を
明
確
に
し
、
す
で
に
常

識
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
以
下
『
意
地
L
に
収
録

さ
れ
た
改
稿
に
描
か
れ
た
武
士
道
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ

と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
「
名
誉
」
を
重
ん
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
が
、

末
木
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
本
木
を
買
わ
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
興

津
の
態
度
に
見
ら
れ
る
。
仙
台
の
伊
達
家
に
本
木
を
取
ら
れ
た
ら
面
目
が

立
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
興
津
個
人
の
面
目
と
い
う
よ
り

も
、
主
君
忠
興
の
面
目
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
長
崎
へ
一
緒
に
行
っ
た

同
僚
横
田
清
兵
衛
を
殺
し
た
の
も
「
名
誉
」
、
っ
ま
り
興
津
個
人
の
名
誉

を
守
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
名
誉
」
は
立
派
な
事
を
為

し
遂
げ
た
時
に
受
け
る
「
名
誉
」
の
概
念
と
違
い
、
自
分
の
名
に
対
す
る

評
価
、
平
た
く
言
え
ば
「
プ
ラ
ィ
ド
」
と
言
っ
た
よ
う
な
意
味
を
示
す
。

　
主
従
関
係
を
重
視
す
る
場
面
と
し
て
は
、
「
只
主
命
と
申
物
が
大
切
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
せ
ら
れ

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

可
申
、
あ
の
首
を
取
れ
と
被
仰
候
は
ぱ
、
鬼
神
な
り
と
も
討
果
た
し
可
申

と
同
じ
く
、
珍
し
き
晶
を
求
め
参
れ
と
被
仰
候
へ
ば
、
此
上
な
き
名
物
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

求
め
ん
所
存
な
り
、
主
命
た
る
以
上
は
、
人
倫
の
道
に
惇
り
候
事
は
格
別
、

其
事
柄
に
立
入
侯
批
判
が
ま
し
き
儀
は
無
な
り
と
申
侯
。
」
と
い
う
興
津

の
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
葉
隠
』
的
武
士
遣
と
全
く
同
じ
考
え
方
に
立

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
興
津
の
殉
死
に
っ
い
て
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
横
田
を
や
む

を
得
ず
殺
し
て
か
ら
、
彼
は
伽
羅
の
本
木
を
買
い
取
り
、
忠
興
に
持
参
し

た
後
、
「
主
命
大
切
と
心
得
候
為
め
と
は
申
な
が
ら
、
御
役
に
立
つ
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
辻
つ
け
b
れ
た
く

侍
一
人
討
ち
果
た
し
侯
段
、
恐
れ
入
り
候
へ
ば
、
切
腹
被
仰
付
度
」
と
、

切
腹
を
願
い
出
た
。
し
か
し
忠
興
は
彼
の
い
い
分
を
も
っ
と
も
と
認
め
、

切
腹
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
告
げ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
忠
興
と
忠
利

よ
り
特
別
の
引
き
立
て
を
受
け
、
多
く
の
重
要
な
仕
事
を
任
せ
た
り
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
病
気
の
た
め
、
忠
利
が
殴
し
（
ニ
ハ
四
一
）
、
ま
た
忠
興
も

（
ニ
ハ
四
五
）
相
次
い
で
投
す
る
。
忠
利
が
殻
し
た
時
、
十
九
人
が
殉
死

し
た
。
こ
れ
ら
殉
死
者
を
見
聞
き
す
る
に
つ
け
、
興
津
は
大
変
羨
や
ま
し

く
思
う
が
、
江
戸
詰
の
仕
事
を
ま
だ
片
付
け
て
い
な
い
の
で
、
た
だ
空
し

く
月
日
の
立
っ
の
を
待
っ
。
そ
し
て
仕
事
を
全
部
片
付
け
る
こ
と
が
出
来
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た
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
に
光
尚
に
許
可
を
得
て
、
晴
々
と
切
腹
し
た
。

こ
こ
に
は
、
主
君
と
家
臣
の
間
に
温
和
な
主
従
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
こ

と
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
仇
討
を
防
ぐ
た
め
に
、
忠
興
は
興
津
と
横
田
の
嫡
男
を
互
い

に
恨
ま
な
い
こ
と
を
誓
い
合
わ
せ
た
こ
と
が
忘
れ
ず
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
鴎
外
が
武
士
道
の
性
質
に
気
を
配
り
な
が
ら
こ
の
小
説
を

書
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
だ
が
横
田
家
は
遂
い
に
筑
前
国
（
現
在
の
福
岡

県
の
北
西
部
）
に
引
越
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
横
田
家
の
行
為
は
「
体
面
」

に
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

②
。
阿
部
一
族
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
、
こ

，
こ
の
小
説
は
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
肥
後
熊
本
の
藩
主
細
川
忠
利

が
殴
し
た
際
に
起
こ
っ
た
殉
死
事
件
を
素
材
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
君

に
許
さ
れ
た
十
八
人
の
栄
光
あ
る
殉
死
と
、
主
君
に
許
さ
れ
な
い
の
に
意

地
を
張
る
阿
部
弥
一
右
衛
門
の
殉
死
1
そ
の
た
め
に
一
家
が
滅
び
る
こ

と
ー
が
小
説
の
骨
組
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
が
織

り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
検
討
し
な
が
ら
、
「
献
身
」
と
い
う
「
我
」

の
否
定
と
、
「
名
」
や
「
体
面
」
と
い
う
「
私
」
の
追
求
の
問
題
を
考
え

て
み
た
い
。

　
ま
ず
殉
死
の
捷
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
鴎
外
は
、

殉
死
者
の
一
人
で
あ
る
長
十
郎
の
逸
話
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
殉
死
は
い
つ
ど
う
し
て
極
ま
っ
た
と
も
な
く
、
自
然
に
捷
が
出
来
て
ゐ

る
。
ど
れ
程
殿
様
が
大
切
に
思
へ
ば
と
云
っ
て
、
誰
で
も
勝
手
に
殉
死
が

出
来
る
も
の
で
は
無
い
。
（
中
略
）
そ
の
許
も
な
い
の
に
死
ん
で
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ょ
う
も
ん

れ
は
犬
死
で
あ
る
何
武
士
は
名
聞
が
大
切
だ
か
ら
犬
死
は
し
な
い
。
」
　
こ

こ
で
は
殉
死
の
第
一
条
件
と
し
て
、
主
君
の
許
可
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る

こ
と
、
っ
ま
り
「
捷
」
と
し
て
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
殉
死
の
動
機
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
こ
の
問
題
に
っ
い
て
は
長
十

郎
の
心
境
を
考
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
分

析
す
る
と
、
「
報
謝
と
暗
償
の
念
と
の
道
は
殉
死
の
外
無
い
」
と
あ
る
の

は
「
自
律
殉
死
」
に
な
る
。
報
謝
と
賠
償
と
は
、
忠
利
と
長
十
郎
と
の
間

に
あ
る
調
和
的
な
主
従
関
係
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
他
方
、
「
人
が
自

分
を
殉
死
す
る
筈
の
も
の
と
思
っ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
か
ら
」
と
い
う
と

こ
ろ
は
「
他
律
殉
死
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
「
此
時
長
十
郎
の
心
頭
に

は
老
母
と
妻
と
の
事
が
浮
ん
だ
。
そ
し
て
殉
死
者
の
遺
族
が
主
家
の
優
待

を
受
け
る
と
云
ふ
こ
と
を
考
え
て
、
そ
こ
で
己
は
家
族
を
安
穏
な
地
位
に

置
い
て
、
安
じ
て
死
ぬ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
長

十
郎
の
顔
は
晴
々
し
た
気
色
に
な
っ
た
。
」
と
い
う
描
写
が
あ
り
、
こ
れ

は
殉
死
す
る
前
の
長
十
郎
の
心
の
な
か
の
「
功
律
殉
死
」
で
あ
る
。
以
上

を
見
る
と
、
長
十
郎
の
殉
死
の
背
後
に
は
三
っ
の
モ
チ
ー
フ
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
す

　
も
う
一
人
の
殉
死
者
津
崎
五
助
の
場
合
を
見
る
と
、
「
己
は
下
司
で
は

　
　
　
　
　
ふ
ち

あ
る
が
、
御
扶
持
を
戴
い
て
つ
な
い
だ
命
は
お
歴
々
と
変
わ
っ
た
こ
と
は

な
い
。
殿
様
に
可
哀
が
っ
て
戴
い
た
有
難
さ
も
同
じ
事
ぢ
ゃ
。
」
と
い
う

心
境
は
「
自
律
殉
死
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
「
御
恩
に
な
っ
て
ゐ
な
さ

れ
た
歴
々
は
皆
け
ふ
腹
を
切
っ
て
お
供
な
さ
る
」
と
か
、
あ
る
い
は
彼
の

妻
の
言
葉
「
お
前
も
男
ぢ
ゃ
、
お
歴
々
の
衆
に
負
け
ぬ
様
に
お
し
な
さ
れ

い
」
は
「
他
律
殉
死
」
に
属
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
武
士
の
理
想
と
さ
れ
た
忠
誠
の
究
極
的
な
表
現
で
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あ
る
は
ず
の
殉
死
を
、
鴎
外
は
三
種
類
の
モ
チ
ー
フ
に
分
け
て
し
ま
っ
た
。

殉
死
を
肯
定
す
る
考
え
方
か
ら
批
判
的
な
考
え
方
に
移
り
ゆ
く
の
で
あ
る
。

初
稿
「
遺
書
』
を
書
い
た
時
、
彼
は
か
な
り
主
観
的
な
見
方
を
し
て
い
た

の
に
対
し
て
、
「
阿
部
一
族
』
を
書
い
た
時
は
す
で
に
乃
木
自
刃
で
受
け

た
興
奮
が
さ
め
て
、
よ
り
客
観
的
な
態
度
が
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
殉
死
の
許
可
を
め
ぐ
る
忠
利
の
心
理
を
見
て
お
き
た
い
。
忠
利

の
心
理
は
次
の
描
写
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
や
や
長
い
が
引
用
し
て
お

こ
う
。

　
　
殉
死
の
願
い
を
し
て
許
さ
れ
た
も
の
が
、
長
十
郎
を
加
へ
て
十
八
人

　
　
あ
っ
た
。
い
づ
れ
も
忠
利
の
深
く
信
頼
し
て
ゐ
た
侍
共
で
あ
る
。
だ

　
　
か
ら
忠
利
の
心
で
は
、
此
人
々
を
子
息
光
尚
の
保
護
の
た
め
に
残
し

　
　
て
置
き
た
い
こ
と
は
山
々
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
自
分
の
親
し
く
使

　
　
っ
て
ゐ
た
彼
等
が
、
命
を
惜
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
と
は
、
忠
利
は
信
じ

　
　
　
　
　
し
た
が

　
　
て
ゐ
る
。
随
っ
て
殉
死
を
苦
痛
と
せ
ぬ
こ
と
も
知
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ

　
　
に
反
し
て
若
し
目
分
が
殉
死
を
許
さ
ず
に
置
い
て
、
彼
等
が
生
き
な

　
　
が
ら
へ
て
ゐ
た
ら
、
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
家
中
一
同
は
彼
等
を
死
ぬ

　
　
べ
き
時
に
死
な
ぬ
も
の
と
し
、
恩
知
ら
ず
と
し
て
卑
怯
者
と
し
て
共

　
　
よ
わ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
け

　
　
に
歯
せ
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ
れ
丈
な
ら
ば
、
彼
等
も
或
は
忍
ん
で
命
を

　
　
光
尚
に
捧
げ
る
時
の
来
る
の
を
待
っ
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
そ
の
恩

　
　
知
ら
ず
、
そ
の
卑
怯
者
を
そ
れ
と
知
ら
ず
に
、
先
代
の
主
人
が
使
っ

　
　
て
ゐ
た
の
だ
と
云
ふ
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
彼
等
の
忍
び
得
ぬ

　
　
事
で
あ
ら
う
。
彼
等
は
ど
ん
な
に
口
惜
し
い
思
を
す
る
で
あ
ら
う
。

　
　
か
う
思
っ
て
見
る
と
、
忠
利
は
「
許
す
」
と
云
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な

　
　
い
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
殉
死
を
願
う
臣
下
を
ど
う
す
べ
き
か
、
許

可
す
る
か
否
か
の
忠
利
の
心
理
で
あ
る
。
尾
形
仇
は
こ
れ
に
っ
い
て
、
「
ぢ

ょ
う
ど
内
藤
の
場
合
の
論
腹
を
裏
返
し
に
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て
い
い
」

と
言
う
。
更
に
、
「
こ
れ
は
鶴
外
が
、
臣
下
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
て
も
、

主
君
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
殉
死
と
い
う
美
し
い
行
為
を
支
配
す
る
最
も

大
き
な
要
因
が
、
封
建
武
士
社
会
に
内
在
し
た
「
体
面
」
と
い
う
む
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
一

い
観
念
に
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
一
と

い
う
独
自
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
こ
で
尾
形
は
、
殉
死
を
「
美
し
い
行
為
」

と
言
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
な
に
ゅ
え
に
「
体
面
」
を
む
な
し
い
観
念
と

言
っ
て
い
る
の
が
、
私
に
は
理
解
し
難
い
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
、
「
体
面
」
と

は
「
我
」
が
い
か
に
評
価
さ
れ
る
か
と
い
う
「
名
誉
」
に
っ
な
が
る
。
更

に
追
求
す
れ
ぱ
「
名
誉
」
は
「
名
」
に
関
遵
す
る
。
「
名
」
佳
言
う
ま
で

も
な
く
、
人
間
の
不
死
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
「
体
面
」
は
む

な
し
い
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
さ
て
、
忠
利
は
長
十
郎
他
十
七
人
の
殉
死
を
許
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
阿

部
弥
一
右
衛
門
の
場
合
に
対
し
て
は
、
い
く
ら
願
っ
て
も
忠
利
に
許
可
さ

れ
な
か
っ
た
。
弥
一
右
衛
門
は
周
囲
か
ら
殉
死
に
ふ
さ
わ
し
い
立
場
と
見

ら
れ
、
ま
た
自
分
も
そ
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
忠
利
に
許
可
さ
れ
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
鴎
外
は
そ
の
理
由
を
、
二
体
忠
利
は
弥
一
右
衛
門

の
言
ふ
事
を
聴
か
ぬ
癖
が
附
い
て
ゐ
る
」
、
「
忠
利
は
此
男
の
顔
を
見
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

反
対
し
た
く
な
る
」
、
「
人
に
は
誰
が
上
に
も
好
き
な
人
、
厭
な
人
と
云
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
さ
く

も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
な
ぜ
好
き
だ
か
、
厭
だ
か
と
穿
婆
し
て
見
る
と
、

ど
う
か
す
る
と
捕
捉
す
る
程
の
拠
り
ど
こ
ろ
が
無
い
。
忠
利
が
弥
一
右
衛
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門
を
好
か
ぬ
の
も
そ
ん
な
わ
け
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
性
格
不
和

と
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
論
理
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
理
解
し

に
く
い
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
起
こ
り
得
る
現
象
で
あ
ろ
う
。

　
殉
死
の
許
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
阿
部
弥
一
右
衛
門
は
家
中
の
者
に
顔

を
会
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
屈
辱
を
想
像
す
る
時
、
犬
死
と
知
っ

て
切
腹
す
る
か
、
浪
人
に
な
っ
て
熊
本
を
去
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ

た
。
し
か
し
「
己
は
己
だ
。
好
い
わ
。
武
士
は
妾
と
は
違
ふ
。
主
の
気
に

入
ら
ぬ
か
ら
と
云
っ
て
立
場
が
無
く
な
る
筈
は
無
い
。
」
と
言
っ
て
生
き

残
ろ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
全
体
か
ら
離
れ
て
自
我
を
主
張
す
る
一
個

の
武
士
の
意
地
を
鴎
外
は
強
調
す
る
。
だ
が
、
個
人
は
世
間
体
に
屈
服
す

る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
自
然
の
捷
の
よ
う
で
あ
り
、
根
性
の
あ
る
弥
一

右
衛
門
も
例
外
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
特
に
、
「
阿
部
は
お
許
の
無
い

の
を
幸
に
生
き
て
い
る
と
見
え
る
。
お
許
は
無
う
て
も
追
腹
は
切
れ
ぬ
筈

が
無
い
。
阿
部
の
腹
は
皮
は
人
と
は
違
ふ
と
見
え
る
。
」
と
い
う
悪
口
が

耳
に
入
っ
た
時
、
阿
部
は
世
間
が
思
っ
た
事
と
異
な
っ
て
、
自
分
は
死
を

恐
れ
る
臆
病
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
切
腹
し
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
っ
己
の
存
在
を
主
張
す
る
場
面
は
、
弥
一
右
衛
門
の
嫡
男
権
兵

衛
の
取
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
。
阿
部
家
の
跡
目
は
、
許
可
の
あ
る
殉
死
者

の
遺
族
の
そ
れ
と
違
っ
て
、
四
人
の
兄
弟
に
分
配
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
本
家
は
格
が
下
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
権
兵
衛
は
不
満
を
抱
い
て
、
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ξ

君
の
一
周
忌
に
焼
香
を
し
た
時
髪
を
脇
差
の
小
柄
で
切
っ
て
し
ま
い
、
忠

利
の
位
牌
の
前
に
供
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
が
し
ふ
し
ょ
う

か
聞
か
れ
た
時
に
、
「
某
は
不
尚
に
し
て
父
同
様
の
御
奉
公
が
成
り
難
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
っ
か
わ
し

の
を
、
上
に
も
御
承
知
と
見
え
て
、
知
行
を
割
い
て
弟
共
に
御
遣
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
ぱ
い

た
。
某
は
故
殿
様
に
も
御
当
主
に
も
亡
き
父
に
も
一
族
の
者
共
に
も
傍
輩

に
も
面
目
が
無
い
。
（
中
略
）
い
っ
そ
の
事
武
士
を
棄
て
よ
う
と
決
心
い

た
し
た
。
」
と
答
え
た
。
だ
が
、
結
局
彼
は
縛
り
首
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
な
ぜ
切
腹
と
い
う
武
士
ら
し
い
死
に
方
を
与
え
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
鴎
外
は
作
晶
の
中
で
、
光
尚
は
ま
だ
二
十
四
才
の
若
さ
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
一
り
み

ら
「
情
を
抑
へ
欲
を
制
す
る
こ
と
が
足
り
な
い
。
恩
を
以
て
怨
に
報
い
る

寛
大
の
心
持
に
乏
し
い
。
」
と
い
う
解
釈
を
付
加
す
る
だ
け
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
光
尚
は
ま
だ
若
い
か
ら
仕
方
が
な
い
と
言
う
見
方
を
し
て
は
い
る
。

が
、
権
兵
衛
に
同
情
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
鴎
外
は
こ
の
場
面
を
通

じ
て
、
家
来
の
運
命
を
左
右
す
る
主
君
の
取
る
政
策
に
問
題
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
小
説
の
締
め
く
く
り
に
は
、
「
情
は
情
、
義
は
義
」
と
い
う
柄
本

又
七
郎
の
と
っ
た
態
度
が
描
か
れ
、
義
を
重
ん
ず
る
武
士
の
モ
ラ
ル
の
例

が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
尾
形
仇
は
「
又
七
郎
の
武
勇
を

げ
ん
き
　
　
て
ん
し
ょ
う

元
亀
・
天
正
生
き
残
り
の
古
武
士
の
典
型
と
し
て
賛
し
て
い
る
か
の
ご
と

く
に
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
又
七
郎
の
像
を
ク
ロ
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
全
編

を
結
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
作
は
全
体
と
し
て
勇
壮
な
肥
後

武
士
の
群
像
を
描
き
上
げ
た
も
の
、
な
い
し
は
近
世
的
武
士
像
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う
か

戦
国
的
武
人
像
の
優
位
を
調
歌
し
た
も
の
の
よ
う
な
相
貌
を
加
え
て
い
る
。

し
か
し
■
阿
部
一
族
』
を
そ
う
し
た
単
な
る
武
烈
談
と
受
け
と
り
、
鴎
外

を
ば
日
本
武
士
道
の
擁
護
者
を
も
っ
て
遇
す
る
こ
と
は
、
鴎
外
の
設
け
た

　
　
　
か
ん
せ
い
　
　
　
　
一
亘

巧
み
な
陥
穿
に
お
ち
い
」
る
と
い
う
警
告
を
発
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
尾
形
と
違
う
見
方
を
と
る
。
た
と
え
鴎
外
が
武

士
の
擁
護
者
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
彼
は
武
士
の
理
解
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者
で
あ
っ
た
。
鶴
外
が
武
士
道
に
精
神
的
な
拠
り
所
を
求
め
た
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
実
生
活
を
通
し
て

も
十
分
に
納
得
の
出
来
る
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
彼
の
父
は
典

医
で
あ
る
が
、
武
士
階
級
に
属
す
る
。
彼
は
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
、
ど

ん
な
仕
事
に
就
く
か
一
時
迷
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
結
局
は
陸
軍
に
入
っ

た
。
軍
医
と
い
う
の
は
い
わ
ば
武
士
の
医
者
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ヱ

が
陸
軍
に
入
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
三
好
行
雄
の
説
に
私
は

賛
同
す
る
。
ま
た
鴎
外
目
身
も
、
自
分
の
中
に
武
士
道
の
精
神
が
存
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
の

る
こ
と
を
『
妾
想
』
と
題
す
る
作
晶
に
灰
め
か
し
た
。

　
こ
れ
と
関
連
し
て
“
蒲
生
芳
雄
は
尾
形
仇
と
違
う
説
を
立
て
る
。
や
や

長
い
が
、
彼
の
説
を
引
用
し
て
み
た
い
。

　
　
『
阿
部
一
族
』
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
鴎
外
を
内
か
ら
導
い
た
も
の
は
、

　
　
（
中
略
）
と
も
か
く
く
昔
の
人
々
V
の
主
観
的
真
実
、
あ
る
い
は
そ

　
　
の
傾
向
を
伝
え
る
■
阿
部
茶
事
談
』
と
い
う
一
っ
の
史
料
1
と
い

　
　
う
よ
り
は
そ
の
中
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
る
く
昔
の
人
々
V
の
死
生
の

　
　
か
た
ち
1
に
触
発
さ
れ
た
あ
る
種
の
感
動
、
あ
る
な
っ
か
し
い
風

　
　
景
に
出
会
っ
た
者
だ
け
が
体
験
す
る
あ
る
イ
ン
テ
ィ
メ
ー
ト
な
感
情

　
　
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
そ
の
大
も
と
に
あ
る
も

　
　
の
は
、
お
そ
ら
く
、
鴎
外
の
精
神
史
に
お
け
る
、
い
わ
ば
原
点
と
し

　
　
て
の
故
郷
体
験
－
西
洋
と
の
出
会
い
以
前
の
く
思
い
出
V
に
通
じ

　
　
る
故
郷
体
験
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
、
「
小
さ
い
時
二
親
」

　
　
か
ら
、
「
侍
の
家
に
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
切
腹
・
と
い
う
こ
と
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と

　
　
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
度
々
諭
」
（
『
妾
想
』
）
さ
れ
た
く
思
い

　
　
出
v
に
通
じ
る
故
郷
体
験
。
1
と
す
れ
ば
、
鴎
外
が
、
新
し
い
史

　
　
料
の
中
に
見
い
だ
し
た
さ
さ
や
か
な
挿
話
、
切
腹
の
座
に
着
い
て
莞

　
　
爾
と
笑
う
武
士
の
剛
毅
さ
や
、
小
脇
差
を
腹
に
突
き
立
て
た
上
で
殉

　
　
死
を
願
い
出
た
武
士
の
意
地
強
さ
に
か
か
わ
る
挿
話
を
見
捨
て
が
た

　
　
　
　
＾
旦

　
　
か
っ
た
云
々
。

　
鴎
外
は
こ
の
作
晶
で
は
確
か
に
権
力
者
に
対
し
て
批
判
的
な
姿
勢
を
見

せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
権
兵
衛
を
縛
り
首
に
さ
せ
た
光
尚
の
場
合
、
あ
る

い
は
阿
部
の
跡
目
の
献
策
を
計
う
林
外
記
で
あ
る
。
ま
た
功
利
的
な
面
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ほ

求
め
る
殉
死
も
あ
る
こ
と
を
暴
い
て
い
る
。
だ
が
、
彼
は
決
し
て
武
士
遣

精
神
全
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
「
名
誉
」
や
「
勇
気
」

を
重
ん
ず
る
一
個
の
武
士
の
強
い
精
神
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
　
『
佐
橋
甚
五
郎
』

　
甚
五
郎
は
興
津
と
同
じ
よ
う
に
同
輩
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
が
、
理
由
が

異
な
る
。
興
津
の
場
合
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
主
命
を
果
た
す
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け

で
あ
っ
た
。
甚
五
郎
の
場
合
は
武
芸
を
以
て
蜂
谷
と
賭
ご
と
を
し
た
が
、

蜂
谷
が
約
束
を
守
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
蜂
谷
も
確
か
に
難
し
い
立
場
に

置
か
さ
れ
た
。
請
求
さ
れ
た
刀
は
蜂
谷
家
に
は
由
緒
の
晶
で
あ
り
、
す
ん

な
り
と
甚
五
郎
に
渡
せ
ば
面
目
が
つ
ぷ
れ
る
。
一
方
、
甚
五
郎
は
自
分
の

武
芸
を
以
て
勝
っ
た
の
だ
か
ら
当
然
の
代
償
と
し
て
刀
を
請
求
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ

あ
り
、
別
に
相
手
の
刀
を
妾
り
に
も
ら
お
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
蜂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
ご
ん

谷
の
拒
絶
は
、
自
分
の
武
道
の
誇
り
を
傷
つ
け
、
武
士
の
誓
言
に
背
く
不

信
行
為
と
考
え
た
の
で
、
蜂
谷
を
討
ち
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
蜂

谷
の
刀
を
取
っ
た
後
、
代
わ
り
に
自
分
の
刀
を
置
い
た
。
こ
こ
で
は
、
甚

五
郎
の
自
己
の
能
力
に
対
す
る
強
い
自
信
と
プ
ラ
イ
ド
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、
な
ぜ
彼
の
行
為
が
正
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
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は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
彼
は
興
津
と
同
様
、
主
君
に
助
命
を

受
け
た
。
だ
が
甚
五
郎
の
場
合
は
、
甘
利
を
討
ち
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
条
件
付
き
の
助
命
で
あ
る
。
甚
五
郎
は
こ
の
命
が
け
の
義
務
も
う
ま
く

為
し
遂
げ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
君
家
康
は
彼
の
こ
と
を
信
頼

し
な
い
。
甘
利
を
討
ち
果
し
た
時
の
甚
五
郎
の
や
り
方
が
気
に
く
わ
な
い

と
言
っ
て
い
る
が
、
忠
利
が
阿
部
を
好
か
ぬ
こ
と
と
類
似
す
る
。
し
か
し
、

甚
五
郎
は
阿
部
と
違
っ
て
、
主
従
関
係
が
不
和
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
時

に
、
自
分
の
誠
実
を
死
で
示
す
の
で
は
な
く
、
主
従
関
係
を
切
っ
て
、
姿

を
消
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
に
つ
い
て
は
尾
形
仇
の
説
に
従
え
ぱ
、

『
か
の
よ
う
に
』
の
中
で
秀
麿
の
画
家
で
あ
る
友
人
が
言
っ
た
「
突
貫
」

の
営
み
で
あ
り
、
「
封
建
領
主
の
絶
対
権
力
の
形
を
変
え
た
延
長
と
し
て

の
皇
室
の
絶
対
権
力
と
、
近
代
的
理
性
的
個
我
と
の
矛
盾
問
に
ど
う
解
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ム

の
途
を
見
出
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
課
題
に
対
す
る
究
明
の
営
み
の
一
つ
」

で
あ
る
と
一
言
う
。

　
残
念
な
が
ら
、
主
従
関
係
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
甚
五
郎
は
、
日
本
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

り
わ
け
家
康
時
代
の
社
会
に
は
身
を
置
く
こ
と
は
出
来
な
く
な
り
、
「
群

　
　
　
　
は
ず

れ
」
か
ら
外
れ
た
一
匹
狼
の
よ
う
な
運
命
と
な
る
。

四
、
結

茜旦I＝1

　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
み
た
鶴
外
の
作
晶
を
見
る
と
、
理
想
化
さ
れ
る
武

士
道
だ
け
で
な
く
、
人
間
臭
さ
の
あ
る
武
士
の
自
然
な
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。
主
君
と
調
和
的
な
関
係
が
保
た
れ
る
興
津
の
よ
う
な
武
士
か
ら
始
ま

り
、
主
君
と
性
格
が
合
わ
な
い
の
で
許
可
の
な
い
殉
死
を
き
っ
か
け
に
滅

び
て
ゆ
く
阿
部
、
そ
し
て
信
頼
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
た
め
主
君
の
前

か
ら
去
る
甚
五
郎
の
よ
う
な
武
士
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
鴎
外
に
は
次
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
。
そ
れ
は
、
封
建
社
会
の
風
習
を
捨
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
の
拠
り

所
を
な
く
し
た
近
代
人
に
向
か
い
、
未
来
を
把
握
す
る
に
は
歴
史
に
あ
っ

た
事
項
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
彼
の
作
晶
の
舞

台
と
な
っ
て
い
る
武
士
社
会
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
言
え

よ
う
。
藩
は
武
士
社
会
の
一
単
位
と
し
て
、
一
種
の
国
家
で
あ
る
。
そ
の

生
存
を
保
持
す
る
た
め
に
は
必
ず
捷
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
中

に
生
き
て
い
る
武
士
は
、
不
平
な
扱
い
、
特
に
プ
ラ
イ
ド
を
犯
す
よ
う
な

扱
い
を
受
け
て
い
る
場
合
、
自
我
を
主
張
す
る
た
め
に
捷
を
破
る
こ
と
も

あ
り
、
自
滅
し
て
も
名
誉
を
守
る
。
こ
の
よ
う
な
強
い
意
志
、
死
を
恐
れ

な
い
勇
気
を
持
っ
て
い
る
個
人
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
国
家
が
繁
栄
し
且

つ
強
く
な
る
。
鶴
外
は
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
、
個
人
を
重
視
す
る

態
度
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
徳
川
時
代
が
幕
を
閉
じ
た
と
同
時
に
武
士
社
会
も
終
わ
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
精
神
は
明
治
時
代
を
経
て
今
日
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

日
本
の
近
代
化
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
精
神
が
日
本
人
を
力
強
く

さ
せ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鴎
外
が
武
士
社
会
を
舞
台
に
し
て
数
多

く
の
歴
史
小
説
を
書
い
た
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
武
士
道
は
特
別
な
意
味

が
あ
ろ
う
。

　
発
展
途
上
国
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
ネ
シ
ァ
は
日
本
か
ら
学
べ
る
も
の
が

多
い
。
無
論
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
目
性
に
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
な
も
の
を

選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
武
士
道
の
よ
う
な
精
神
的
な
も
の
を
学
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ぷ
価
値
が
あ
る
と
信
じ
る
。
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