
佐
藤
春
夫
に
お
け
る
文
明
銚
評
の
方
法

i
「
魔
鳥
」
論

朱
　
　
　
衛

紅

、
「
魔
鳥
」

と
『
台
湾
蕃
族
志
』

　
佐
藤
春
夫
は
大
正
九
年
六
月
に
、
小
田
原
事
件
で
極
度
に
神
経
が
衰
弱

し
、
同
郷
の
友
人
の
薦
め
に
よ
り
、
台
湾
と
中
国
大
陸
福
建
に
旅
行
に
出

か
け
た
。
甲
」
の
台
湾
、
福
建
旅
行
の
体
験
を
も
と
に
、
そ
の
後
佐
藤
は
十

篇
近
く
の
小
説
・
紀
行
文
・
小
晶
な
ど
を
発
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
大
正

一
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
、
犬
陸
旅
行
中
の
見
聞
を
題
材
と
し
た
「
星
」
、

「
南
方
紀
行
」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
台
湾
を
取
材
し
て

執
筆
し
た
作
品
は
犬
正
二
一
年
一
〇
月
に
「
魔
鳥
」
一
『
中
央
公
論
』
一
や
、

大
正
一
四
年
の
三
月
に
「
霧
杜
」
（
『
改
造
』
）
な
ど
と
い
っ
た
台
湾
も
の

が
あ
り
、
昭
和
二
年
七
月
に
は
さ
ら
に
圓
想
記
「
か
の
一
夏
の
記
」
が

発
表
さ
れ
た
。

　
台
湾
を
題
材
に
し
た
作
品
の
う
ち
、
発
表
時
期
が
も
っ
と
も
早
か
っ
た

「
魔
鳥
」
は
、
講
談
杜
版
『
佐
藤
春
夫
全
集
』
の
「
校
註
」
（
牛
山
百
合

子
）
に
よ
れ
ば
、
『
台
湾
蕃
族
志
』
の
第
五
篇
「
信
仰
及
心
的
状
態
」
を

参
照
し
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
↑
）

　
こ
の
『
台
湾
蕃
族
志
』
の
著
者
は
森
丑
之
助
一
字
丙
午
一
で
あ
る
。
彼

は
当
時
台
北
博
物
館
の
館
長
代
理
で
あ
り
、
台
湾
蕃
族
研
究
の
権
威
で

あ
っ
た
。
森
は
明
治
二
八
年
陸
軍
付
き
の
通
訳
と
し
て
台
湾
に
渡
り
、
そ

の
後
未
踏
の
山
地
に
興
味
を
示
し
、
各
地
で
探
検
を
行
な
う
。
明
治
三
三

年
、
鳥
居
龍
蔵
の
台
湾
調
査
の
助
手
を
務
め
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
契
機
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
一

人
類
学
の
調
査
・
研
究
に
目
覚
め
た
。
そ
の
後
森
は
『
台
湾
蕃
族
志
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
一

ほ
か
に
、
『
台
湾
蕃
族
図
譜
』
全
二
巻
を
著
し
て
い
る
。
大
正
二
一
年
、

森
は
台
湾
総
督
府
の
政
策
に
不
満
を
持
ち
、
館
長
の
職
を
辞
し
て
日
本
に

戻
っ
た
が
、
大
正
一
五
年
六
月
三
〇
日
、
内
台
航
賂
中
に
海
に
身
を
投
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
）

て
、
み
ず
か
ら
の
人
生
に
幕
を
閉
じ
た
。

　
台
湾
旅
行
当
時
佐
藤
春
夫
は
、
森
丑
之
助
の
世
話
に
な
っ
て
い
た
。
森

の
提
案
で
佐
藤
が
福
建
に
二
週
間
ほ
ど
渡
っ
た
り
、
そ
の
後
森
の
宅
に
滞

在
し
た
り
し
て
、
ま
た
森
を
介
し
て
台
湾
総
督
府
民
政
長
官
一
下
村
宏
一

か
ら
の
便
宜
を
得
て
、
台
湾
原
住
民
タ
イ
ヤ
ル
族
の
居
住
地
域
、
霧
社
に

　
　
　
｛
5
〕

入
山
し
た
。
佐
藤
が
後
に
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
打
狗
滞
在
中
、

台
北
の
丙
午
先
生
が
吾
二
下
さ
つ
た
懇
書
は
、
最
も
短
時
日
に
台
湾
の
見

る
べ
き
と
こ
ろ
を
尽
く
さ
せ
て
や
ら
う
と
い
ふ
親
切
の
溢
れ
た
も
の
で
あ

　
一
6
）つ

た
」
と
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
回
想
し
て
い
る
。
ま
た
旅
行
中
佐
藤

は
森
か
ら
『
台
湾
蕃
族
志
』
と
『
台
湾
蕃
族
図
譜
』
を
貰
い
、
読
ん
で
い
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た
と
い
う
（
「
霧
社
」
）
。

　
こ
の
『
台
湾
蕃
族
誌
』
は
、
人
類
学
の
観
点
か
ら
台
湾
原
住
民
を
研
究

し
た
が
、
本
来
は
日
本
植
民
地
政
策
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

た
。
森
丑
之
助
が
『
台
湾
蕃
族
志
』
で
、
原
住
民
研
究
の
目
的
を
、

　
彼
等
の
習
慣
な
り
其
民
族
性
心
理
な
り
、
彼
等
の
夫
れ
に
対
す
る

感
情
や
思
想
を
十
分
調
べ
、
ま
た
は
之
を
研
究
し
て
一
中
略
一
相
互

に
意
志
の
疏
通
が
出
来
れ
ば
、
彼
等
生
蕃
の
領
土
と
せ
る
蕃
地
に
艦

勇
隊
の
前
進
な
り
、
遺
路
の
開
難
な
り
、
蕃
地
の
利
用
な
り
一
中
略
一

同
じ
く
多
少
の
犠
牲
を
払
つ
て
目
的
を
達
す
る
者
に
し
て
も
其
犠
牲

の
幾
分
な
り
と
も
減
ず
る
事
が
出
来
得
や
う
と
云
ふ
自
信
を
私
は
有

つ
て
お
り
ま
す

と
説
明
し
て
い
る
。
後
半
は
確
か
に
植
民
地
政
策
に
か
な
う
研
究
で
あ
る

こ
と
を
表
明
し
て
い
る
が
、
前
半
に
は
優
劣
の
価
値
観
を
持
つ
甲
」
と
な

く
、
「
民
族
性
心
理
」
を
研
究
す
る
と
い
っ
た
、
学
問
的
態
度
が
貫
か
れ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
森
の
「
蕃
人
と
雄
も
同
じ
く
人
間
で
あ
り

ま
す
等
し
く
感
情
の
動
物
で
あ
り
ま
す
（
中
略
）
真
理
に
至
り
ま
し
て
は

野
蛮
人
も
文
明
人
も
共
通
の
も
の
で
あ
つ
て
、
複
雑
な
る
文
明
人
の
社
会

よ
り
は
偽
善
や
不
義
や
虚
飾
は
野
蛮
人
の
内
に
も
返
つ
て
分
量
が
乏
し
い

の
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
見
識
は
原
始
人
の
文
化
を
理
解
す
る
ま
な
ざ
し

を
示
唆
し
て
い
る
。
佐
藤
が
こ
の
森
の
人
類
学
者
と
し
て
の
姿
勢
に
深
く

共
鳴
し
て
い
た
。
彼
は
の
ち
に

氏
は
隠
れ
た
る
好
学
の
士
で
あ
る
と
同
時
に
探
検
的
の
実
地
踏
査
者

で
、
こ
の
島
の
蕃
山
を
氏
ほ
ど
深
く
探
つ
た
人
は
な
い
と
言
は
れ
て

ゐ
る
が
、
驚
く
べ
く
敬
ふ
べ
き
事
に
は
氏
は
そ
の
踏
査
の
間
終
始
身

に
は
寸
鉄
を
さ
へ
帯
び
な
か
つ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
一
中
略
）
蕃

人
た
ち
か
ら
は
日
本
の
酋
長
で
あ
ら
う
と
噂
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
う
人

で
あ
つ
た
（
「
霧
社
」
）
。

と
回
想
し
て
い
る
。
ツ
」
の
よ
う
に
、
佐
藤
は
台
湾
原
住
民
に
関
し
て
森
丑

之
助
か
ら
多
く
の
教
示
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
魔
鳥
」
の
執
筆
に

当
っ
て
、
原
始
人
の
ま
な
ざ
し
の
獲
得
が
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
と
考
え

る
。

二
　
少
女
ピ
ラ
の
話

　
さ
て
「
魔
鳥
」
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
旅
行
中
の
「
蕃
地
」
で
以
下

の
噂
語
を
聞
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　
「
蕃
人
」
の
少
女
ピ
ラ
は
年
頃
な
の
に
、
顔
に
刺
青
を
す
る
こ
と
を
拒
む
。

そ
し
て
彼
女
の
家
族
は
、
父
の
サ
ッ
サ
ン
を
始
め
、
み
ん
な
地
面
を
見
つ
め

て
歩
く
癖
が
あ
る
。
人
と
行
き
違
う
時
に
慌
て
て
目
を
上
げ
る
が
す
ぐ
に

ま
た
目
を
逸
ら
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
異
質
な
行
為
に
よ
っ
て
、
種
族

の
も
の
は
サ
ッ
サ
ン
の
家
の
者
を
魔
鳥
使
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　
そ
の
頃
「
あ
る
文
明
国
」
の
軍
隊
が
、
「
蕃
地
」
を
縦
断
す
る
強
行
軍

を
行
っ
て
い
た
。
強
行
軍
の
通
り
道
に
な
っ
た
「
蕃
社
」
で
は
、
ど
ん
な

に
少
な
く
と
も
三
人
や
五
人
は
犠
牲
に
な
っ
た
た
め
、
「
蕃
人
」
ら
は
、

自
分
た
ち
の
種
族
へ
降
り
か
か
っ
た
そ
の
災
難
を
昆
て
、
そ
れ
に
は
き
っ

と
魔
鳥
使
い
の
呪
術
が
あ
る
に
相
違
な
い
と
考
え
る
。
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そ
れ
な
の
に
、
ピ
ラ
は
そ
の
軍
隊
の
後
に
つ
い
て
歩
い
て
い
る
と
噂
す

る
者
が
い
た
。
申
に
は
ピ
ラ
が
そ
の
軍
隊
の
兵
卒
に
犯
さ
れ
た
の
だ
と
い

う
者
も
い
た
。
そ
の
噂
の
た
め
か
、
「
蕃
社
」
の
者
の
多
く
は
、
ピ
ラ
の

一
家
を
「
魔
鳥
使
い
」
だ
と
思
い
込
む
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
彼
ら
を
探

し
殺
し
て
い
く
。

　
甲
」
の
プ
ロ
ッ
ト
の
素
材
は
な
に
か
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
台
湾

タ
イ
ヤ
ル
族
の
迷
信
を
記
し
た
『
台
湾
蕃
族
志
』
の
「
信
仰
及
心
的
状
態
」

に
つ
い
て
の
森
の
記
述
で
あ
る
。

と
記
し
て
い
る
。
た
だ
森
丑
之
助
に
よ
る
と
、
魔
鳥
或
は
魔
鳥
使
い
の
妖

術
者
が
実
在
す
る
ブ
」
と
は
な
く
、
「
蕃
人
」
の
古
来
の
伝
説
に
よ
る
迷
信

に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
迷
信
は
「
蕃
人
」
の
間
に
大
き
な

力
を
も
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
佐
藤
春
夫
は
ザ
」
れ
ら
の
記
述
を
参

照
し
な
が
ら
少
女
の
話
を
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

作
晶
で
は
、
少
女
を
め
ぐ
る
噂
話
と
交
錯
し
、

の
も
語
ら
れ
て
い
る
。

「
私
」
の
旅
行
そ
の
も

　
蕃
人
は
物
質
的
開
化
の
程
度
極
め
て
低
き
為
め
、
彼
等
現
代
の
智

識
に
於
て
理
解
し
難
き
も
の
及
超
自
然
の
事
物
に
対
す
る
一
種
の
信

仰
あ
り
て
、
敬
慶
の
態
度
を
以
て
神
聖
視
し
或
は
恐
怖
と
嫌
悪
の
情

を
以
て
悪
魔
視
す
る
も
の
と
あ
り
、
都
て
吾
人
の
目
し
て
迷
信
と
す

る
も
の
な
れ
ど
も
、
彼
ら
の
信
仰
は
殆
ど
一
遺
伝
的
に
根
底
深
き
信

念
を
有
し
…

と
い
う
よ
う
に
記
し
、
そ
し
て
そ
の
中
の

「
悪
魔
視
」
に
関
連
し
て
、

　
蕃
人
の
伝
説
に
ハ
ウ
ネ
と
称
す
る
魔
鳥
が
あ
り
、
一
中
略
）
蕃
人

は
此
鳥
を
目
撃
す
れ
ば
必
ら
ず
死
す
べ
し
と
伝
へ
、
且
一
」
の
魔
鳥
を

使
嫉
一
そ
う
一
す
る
と
の
嫌
疑
を
受
く
れ
ば
一
族
暗
殺
さ
る
・
こ
と

あ
り
、
（
中
略
）
彼
等
の
杜
会
に
在
り
て
は
是
等
公
益
の
為
め
其
者

殺
害
せ
し
は
、
即
ち
魔
性
を
退
治
せ
し
も
の
に
し
て
其
行
為
を
偉
と

し
之
を
正
当
と
認
む
る
…

　
そ
の
地
方
の
蕃
人
の
事
情
が
特
別
に
不
穏
で
な
い
限
り
は
大
し
た

不
安
な
し
に
、
こ
の
珍
し
い
景
色
を
昆
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
そ
の
地
方
の
蕃
人
は
古
来
か
ら
蕃
人
の
う
ち
で
は
温
和
な
習

慣
を
持
つ
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
し
、
殊
に
私
が
旅
行
し
走
時
の
如
き

は
特
別
に
我
々
の
民
族
に
好
意
を
示
し
て
ゐ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
と

時
で
も
あ
つ
た
し
、
私
は
敢
え
て
そ
の
景
色
を
昆
て
置
か
う
と
い
ふ

気
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
（
中
略
）
し
か
し
蕃
情
と
い
ふ
も
の
は

全
く
予
想
し
が
た
い
も
の
で
、
聞
け
ば
、
そ
の
地
方
も
最
近
　
　
私

が
こ
れ
を
書
く
今
日
で
は
、
為
政
者
の
ち
よ
つ
と
し
た
見
込
み
違
ひ

か
ら
、
我
々
同
族
に
対
し
て
は
大
へ
ん
な
反
感
を
抱
い
て
ゐ
る
と
か

で
、
も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
は
ち
や
う
ど
い
い
機
会
に
あ
の
景

色
を
見
て
来
た
こ
と
に
な
る
。

　
佐
藤
春
夫
が
霧
社
を
訪
れ
た
の
は
九
月
二
二
日
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
四

日
前
の
九
月
一
八
日
、
日
本
の
殖
民
地
政
策
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
タ
イ

ヤ
ル
族
サ
ラ
マ
オ
原
住
民
が
反
乱
を
起
こ
し
て
い
た
。
当
時
霧
社
の
付
近
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は
サ
ラ
マ
オ
原
住
民
を
鎮
圧
す
る
た
め
の
軍
隊
が
到
着
し
、
不
穏
な
状
況

で
あ
っ
た
。
ヂ
」
の
こ
と
は
「
私
」
が
「
為
政
者
の
ち
ょ
つ
と
し
た
昆
込
み

違
ひ
か
ら
、
我
々
同
族
に
対
し
て
は
大
へ
ん
な
反
感
を
抱
い
て
ゐ
る
」
と

語
る
の
に
お
お
ま
か
に
符
合
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
作
品
上
で
は
〃
蕃
情
不
穏
〃
と
い
う
風
聞
を
耳
に
し
た
の
は

旅
行
後
だ
と
し
、
時
制
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
検

閲
に
対
す
る
警
戒
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
は
旅
行
中
の
体
験
で
、
台
湾
原
住
民

は
温
和
で
あ
る
と
感
じ
、
日
本
人
の
タ
イ
ヤ
ル
族
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
な
見
方
に
疑
問
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
反
乱
後
の
不
穏
な
状
況
の
中

で
あ
え
て
霧
社
に
入
山
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
立
的
な
台
湾
原
住
民
グ
ル
ー
プ
を

は
じ
め
て
支
配
し
た
外
来
者
は
、
日
清
戦
争
後
に
台
湾
の
植
民
地
統
治
一
明

二
七
－
昭
二
二
）
を
推
し
進
め
た
日
本
人
で
あ
っ
た
。
当
時
タ
イ
ヤ
ル
族

は
植
民
地
統
治
に
対
し
て
激
し
い
抵
抗
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
植
民
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

統
治
者
側
は
タ
イ
ヤ
ル
族
に
は
魔
鳥
使
い
や
首
狩
り
等
の
風
習
が
あ
る
こ

と
を
理
由
に
野
蛮
な
民
族
と
み
な
し
、
彼
ら
に
対
し
て
高
圧
的
な
理
蕃
政

策
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
森
の
原
始
人
を
対
等
視
す
る
ま
な
ざ
し
か
ら

す
れ
ば
、
野
蛮
の
ゆ
え
に
「
理
蕃
」
す
る
と
い
う
の
は
植
民
地
統
治
者
が

己
の
政
策
を
正
当
化
す
る
口
実
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
サ
ラ
マ
オ
原
住
民
の
反
乱
に
つ
い
て
も
、
森
丑
之
助
は
佐
久
間
総
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
g
一

の
高
圧
政
策
に
起
因
す
る
と
、
佐
藤
に
語
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
魔
鳥
」
の
中
の
文
明
国
の
軍
隊
は
佐
久
間
総

督
の
強
行
軍
を
暗
示
し
、
「
私
」
と
い
う
人
物
に
は
作
者
自
身
が
投
影
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
7
」
の
よ
う
に
、
作
晶
の
中
で
「
蕃
人
」
の
噂
話
と
い

う
形
で
、
佐
久
間
総
督
の
強
行
軍
の
非
行
は
赤
裸
々
に
語
ら
れ
て
い
る
。

三
　
魔
鳥
使
い
を
め
ぐ
る

「
私
」
の
恩
考

　
「
魔
鳥
」
は
少
女
ピ
ラ
の
語
を
採
話
す
る
だ
け
で
止
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
語
り
手
の
「
私
」
が
少
女
の
話
を
聴
き
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
「
蕃

人
」
の
迷
信
を
考
え
て
み
た
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
作
晶
の
構
成
は
少
女

の
語
が
独
立
し
た
部
分
と
し
て
中
間
に
あ
り
、
「
私
」
の
思
考
が
前
半
と

終
わ
り
の
部
分
に
あ
る
と
い
う
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　
少
女
の
話
は
魔
鳥
使
い
狩
り
の
一
例
と
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
具
体

的
に
再
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
植
民
地
化
過
程
の
中
で
起
こ
っ
た
出
来

事
で
あ
っ
た
た
め
、
前
述
し
た
よ
う
に
殖
民
地
政
策
の
暴
露
に
も
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
私
」
の
思
考
の
記
述
は
魔
鳥
使
い
と
い
う
迷
信

に
お
け
る
一
般
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
に
重
心
を
お
い
て
い
る
。

　
魔
鳥
使
ひ
で
あ
る
こ
と
は
た
ゾ
当
人
ひ
と
り
で
は
な
く
、
一
家
族

の
無
残
な
死
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
　
　
然
も
、
こ
の
蛮
族
は

異
常
に
家
族
を
愛
す
る
種
族
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
危
険
を
冒
し
て
ま

で
、
人
は
ど
う
し
て
魔
鳥
使
ひ
な
ど
に
な
る
の
で
あ
ら
う
か
。
（
中

略
）
魔
鳥
が
あ
り
、
ま
た
魔
鳥
使
ひ
の
や
う
な
そ
ん
な
途
方
も
な
い

能
力
を
自
然
が
人
間
に
与
へ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
だ
け

は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
考
へ
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
中
略
）

要
す
る
に
、
仲
間
の
者
が
魔
鳥
使
ひ
に
仕
上
げ
て
し
ま
ふ
の
だ
。
皆

で
さ
う
認
め
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
外
に
何
の
証
拠
も
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
（
中
略
）
彼
等
が
人
を
魔
鳥
使
ひ
で
は
な
い
か
と
疑
ひ
出

す
最
初
の
動
機
は
、
そ
の
疑
は
れ
る
人
間
が
殆
ん
ど
全
て
の
場
含
、
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お
う
お
う

前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
い
か
に
も
快
々
と
し
て
不
安
げ
な
表
情
を

長
い
事
持
ち
つ
づ
け
て
ゐ
て
、
そ
れ
の
理
由
が
他
の
人
々
に
決
し
て

わ
か
ら
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
ら
し
い
。
私
は
こ
の
点
に
就
て
こ
の

迷
信
に
當
ん
だ
暗
示
を
見
る
の
で
あ
る
。

る
と
こ
ろ
の
準
拠
は
、
実
際
成
り
立
た
な
い
事
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
種
族
の
精
神
の
な
か
に
そ
の
や
う
な
不
透
明
な
も
の
の
影

を
絶
対
的
に
減
却
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
い
い
こ
と
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い

　
魔
鳥
使
い
は
本
来
存
在
し
て
い
な
い
。
異
質
な
も
の
に
対
す
る
恐
れ
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
台
湾
蕃
族
志
』
で
は
「
魔
鳥
使
い
」
に
さ

れ
た
例
と
し
て
、
他
種
族
と
結
婚
し
た
女
が
嫁
に
行
っ
た
そ
の
種
族
で
「
魔

鳥
使
い
」
に
さ
れ
た
と
い
う
事
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
「
魔
鳥
」
で

は
魔
鳥
使
い
だ
と
み
な
さ
れ
や
す
い
理
由
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
含
が

「
不
安
げ
な
表
情
」
で
あ
る
と
「
私
」
は
指
摘
す
る
。
で
は
こ
の
不
安
げ

な
表
情
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
体
、
こ
の
上
も
な
く
簡
単
な
野
蛮
人
の
原
始
的
な
生
活
の
な
か

に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
の
深
い
憂
鐙
と
い
ふ
も
の

は
あ
り
得
な
い
も
の
で
ら
う
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
病
気
な
ど
の

ご
と
き
肉
体
の
苦
痛
が
重
な
る
も
の
で
、
こ
れ
は
一
見
し
て
誰
に
で

も
会
得
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
外
に
ま
た
例
へ
ば
他
種
族
と
の
間
の

不
和
と
い
ふ
や
う
な
社
会
人
と
し
て
の
彼
等
の
憂
愁
も
あ
る
に
違
ひ

な
い
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
一
般
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
前

述
の
も
の
と
そ
の
類
を
全
く
異
に
し
た
個
人
的
の
憂
悶
で
、
し
か
も

そ
れ
は
他
人
に
打
解
け
て
説
く
こ
と
も
出
来
な
い
や
う
な
も
の
を
霊

に
抱
い
て
ゐ
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
成
程
考
へ
方
に
依
つ
て
は
、
そ

の
理
由
の
何
な
る
か
を
間
は
ず
そ
の
事
自
体
は
す
で
に
一
つ
の
重
大

な
罪
悪
に
な
る
と
言
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
憂
蟹
な
る
霊
を
悪
と
す

　
こ
こ
で
は
「
不
安
げ
な
表
情
」
が
「
個
人
的
の
憂
悶
」
と
言
い
換
え
ら

れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
簡
単
な
原
始
人
の
生
活
の
な
か
に
は
深
い
憂
蟹
と

い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
ピ
ラ
の
場
合
、
そ
れ
は
彼
女
が
少
女

か
ら
成
人
女
性
へ
と
変
わ
る
肉
体
的
精
神
的
転
換
期
の
そ
れ
で
あ
り
、
さ

ら
に
は
彼
女
が
一
兵
卒
に
犯
さ
れ
た
こ
と
か
ら
の
憂
悶
で
も
あ
ろ
う
。
特

に
兵
卒
に
犯
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
常
性
に
基
づ
い
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
少

女
の
自
己
同
一
性
を
動
揺
さ
せ
、
混
乱
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
刺
青
を
し

な
い
行
為
は
ま
さ
し
く
少
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
定
さ
を
意
味

し
て
い
る
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
不
安
げ
な
表
情
」
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
「
不
安
げ
な
表
情
」
は
自
我
の
萌
芽
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
原
始
人
の
刺
青
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
引
ス
ト
ロ
ー
ス
は
こ
う
言
っ
て
い

る
。
「
原
住
民
の
思
考
の
な
か
で
は
、
装
飾
は
顔
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ

装
飾
が
顔
を
創
っ
た
の
で
あ
る
。
顔
に
そ
の
社
会
的
存
在
、
人
問
的
尊
厳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

精
神
的
意
義
を
与
え
る
の
は
、
装
飾
な
の
で
あ
る
」
。
種
族
の
人
た
ち
は

少
女
の
「
不
安
げ
な
表
情
」
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
女
を
「
魔

鳥
使
い
」
に
し
て
し
ま
う
。
種
族
と
い
う
共
同
体
の
精
神
構
造
の
中
に
そ

の
よ
う
な
不
透
明
な
も
の
の
影
を
絶
対
に
許
さ
な
い
何
か
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
万
一
悪
霊
が
そ
の
人
に
と
り
煙
い
て
、
そ
し
て
種
族
の
中

へ
と
伝
染
す
る
と
、
犬
変
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
要
す
る

に
種
族
の
精
神
の
中
で
「
不
安
げ
な
表
情
」
　
　
「
不
透
明
な
も
の
の
影
」
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が
部
落
の
秩
序
を
危
機
に
お
ち
い
ら
せ
る
危
険
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
「
迷
信
」
と
は
種
族
の
信
仰
で
あ
り
、
世
界
観
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　
ピ
ラ
は
そ
の
後
、
例
の
軍
隊
の
兵
卒
に
犯
さ
れ
た
こ
と
を
打
ち
明
け
、

魔
鳥
使
で
は
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
命
だ
け
は
助
け
ら
れ
た
。
そ
の
代

わ
り
に
そ
の
よ
う
な
「
不
浄
」
を
永
い
こ
と
隠
し
、
部
落
内
を
騒
が
せ
た

と
い
う
甲
」
と
で
、
部
落
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
そ
う
い
う
女
を
部

落
の
中
に
置
く
こ
と
は
蕃
人
の
杜
会
で
は
赦
さ
れ
難
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
」
一
「
魔
鳥
」
一
と
「
私
」
は
解
釈
す
る
。

　
「
不
浄
」
と
は
、
『
台
湾
蕃
族
志
』
に
よ
れ
ば
、
＝
度
他
種
族
の
民
と

通
じ
ま
た
は
嫁
せ
し
婦
人
は
不
浄
と
し
て
蕃
人
と
絶
対
に
再
婚
す
る
こ
と

を
得
ず
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
人
類
学
に
よ
れ
ば
、
カ
オ
ス
の
侵
入
に
よ
っ

て
コ
ス
モ
ス
が
壊
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
な
世
界
観
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
種
族
の
人
た
ち
の
考
え
は
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
論
理
に
叶
っ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
少
女
ピ
ラ
が
外
来
軍
隊
に
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は

カ
オ
ス
を
侵
入
さ
せ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
「
不
浄
」
と
思
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
「
魔
鳥
使
い
」
と
か
「
不
浄
」
と
い
っ
た
「
蕃
人
」
の
迷
信
は
、
悪
霊

そ
の
他
の
悪
し
き
存
在
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
装
置
な
の
で
あ
る
。
語
り

手
の
「
私
」
は
原
始
人
の
認
識
の
奥
に
あ
る
心
理
、
と
い
う
よ
り
も
意
味

体
系
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

文
明
人
の
な
か
の
魔
鳥
使
い

関
連
し
て

「
魔
鳥
」
の
発
表
時
期
に

事
の
是
非
は
論
決
出
来
な
い
ま
で
も
要
す
る
に
、
彼
ら
は
自
分
達

の
大
多
数
と
表
情
の
違
つ
た
と
こ
ろ
の
人
間
を
減
亡
さ
せ
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
さ
う
だ
。
そ
れ
は
無
法
で
な
い
こ
と
も
な

い
。
け
れ
ど
も
注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
の
無
法
は
決
し
て
彼
等
所
謂

野
蛮
人
だ
け
に
特
有
な
も
の
で
は
な
く
、
全
く
そ
の
通
り
の
7
」
と
が

所
謂
文
明
人
の
な
か
に
も
そ
つ
く
り
行
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
一
事
で

あ
る
。

　
犬
多
数
の
人
と
は
表
情
の
違
っ
た
人
間
を
「
魔
鳥
使
い
」
と
し
て
、
殺

し
た
り
追
放
し
た
り
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
「
無
法
」
な
行
な
い
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
文
明
人
の
中
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
原
始
人
の
杜
会

で
は
、
外
部
か
ら
は
「
迷
信
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
非
合
理
の
信
仰
と
い

う
体
裁
を
と
り
が
ち
だ
が
、
文
明
社
会
で
は
そ
の
心
理
は
遣
徳
や
正
義
な

ど
と
い
わ
れ
る
形
で
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
私
」
の
考
え
で
あ
る
。
こ

う
し
て
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
は
文
明
社
会
に
向
け
ら
れ
て
い
く
。

　
文
明
人
が
見
て
野
蛮
人
の
風
俗
習
慣
の
な
か
に
た
く
さ
ん
の
迷
信

が
あ
る
と
思
ふ
や
う
に
、
野
蛮
人
が
昆
た
ら
文
明
人
の
社
会
的
生
存

の
約
束
の
な
か
に
そ
れ
こ
そ
多
数
の
迷
信
を
発
見
す
る
だ
ろ
う
。

我
々
が
遣
徳
だ
と
思
っ
た
り
正
義
だ
と
考
へ
た
り
し
て
ゐ
る
こ
と
で

さ
へ
も
、
彼
等
野
蛮
人
は
ひ
よ
つ
と
す
る
と
迷
信
だ
と
考
へ
な
い
と

は
限
ら
な
い
。
ち
や
う
ど
我
々
が
野
蛮
人
の
遺
徳
や
人
遣
を
迷
信
だ

と
思
ふ
の
と
同
じ
こ
と
だ
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
文
明
人
と
「
野

蛮
人
」
の
立
場
が
反
転
さ
せ
ら
れ
、
文
明
人
の
正
義
と
道
徳
が
相
対
化
さ
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れ
て
い
る
甲
」
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
が
原
始
人
の
ま
な
ざ
し
を
獲
得
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
佐
藤
春
夫
は
以
前
か
ら
武
者
小
路
実
篤
が
代
表
す
る
自

樺
派
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
共
嶋
し
て
い
る
。
し
か
し
、
貧
困
階
級
に
対

す
る
富
者
の
同
情
、
人
間
性
の
全
面
的
信
頼
と
肯
定
と
い
う
自
樺
派
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
対
し
、
「
私
」
は
む
し
ろ
「
蕃
人
」
の
魔
鳥
使
い
の

話
か
ら
、
人
類
に
あ
る
異
端
・
．
異
常
な
も
の
を
排
除
す
る
と
い
う
心
理
を

見
出
す
こ
と
で
、
文
明
社
会
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
佐
藤
の
ヒ
ュ
i
マ
ニ
ズ
ム
を
こ
の
作
品
の
文
明
社
会
の
と
ら
え
方
に
み

て
み
よ
う
。

　
「
私
」
は
文
明
人
の
中
に
も
見
ら
れ
る
魔
鳥
使
い
の
例
を
思
い
出
し
て
、

次
の
よ
う
に
い
う
。

　
私
は
或
る
文
明
国
の
政
府
が
、
当
時
の
一
般
国
民
の
常
識
と
や
や

そ
の
趣
を
異
に
し
た
思
想
　
　
そ
れ
に
よ
つ
て
一
般
人
類
が
も
つ
と

幸
福
に
成
り
得
る
と
い
ふ
或
る
思
想
を
抱
い
て
ゐ
た
人
々
を
引
き
捉

へ
て
、
そ
れ
を
危
険
な
る
思
想
と
認
め
て
、
屡
々
そ
の
種
の
思
想
家

を
牢
屋
に
入
れ
、
時
に
は
ど
ん
ど
ん
死
刑
に
し
た
の
を
見
聞
し
た
こ

と
も
あ
る
。
文
明
人
た
ち
も
亦
、
野
蛮
人
た
ち
と
同
じ
く
、
自
分
た

ち
の
理
解
し
な
い
も
の
を
悉
く
悪
と
決
定
し
去
つ
て
、
そ
の
不
可
解

な
表
情
　
　
霊
の
表
情
を
持
つ
て
ゐ
る
人
を
根
絶
す
る
こ
と
に
努
力

す
る
。
　
　
文
明
人
の
な
か
に
も
亦
、
「
魔
鳥
使
い
」
と
認
め
ら
れ

た
人
々
は
多
数
に
あ
る
。
だ
が
、
私
は
今
文
明
人
の
語
を
し
よ
う
と

し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
「
私
」
は
「
蕃
地
」
に
み
る
異
端
・
異
常
な
も
の
を
排
除
し
て
い
く
杜

会
構
造
を
、
同
じ
よ
う
に
文
明
国
の
中
に
も
見
て
い
る
。
「
私
は
今
文
明

人
の
話
を
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
つ
た
」
と
い
う
二
言
は
、
逆

に
文
明
人
の
話
を
強
調
す
る
効
果
さ
え
栗
た
し
て
い
る
。
「
あ
る
思
想
を
抱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
引
〕

い
て
い
た
人
々
」
と
い
う
く
だ
り
に
つ
い
て
は
黒
川
創
が
指
摘
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
螂
〕

よ
う
に
、
佐
藤
は
「
大
逆
事
件
」
を
念
頭
に
お
い
て
こ
の
部
分
を
書
い
た

だ
ろ
う
。

　
＝
般
国
民
の
常
識
」
と
「
そ
の
趣
を
異
に
」
し
て
い
る
異
端
・
異
常

な
「
思
想
家
」
を
、
「
文
明
国
政
府
」
が
「
牢
屋
に
入
れ
」
「
死
刑
に
し

た
」
。
い
わ
ば
国
家
と
い
う
共
同
体
か
ら
の
排
除
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
作
者
が
問
題
の
主
体
を
意
図
的
に
隠
蔽
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
「
蕃
社
」
の
少
女
ピ
ラ
の
話
が
並
列
さ
せ
ら
れ
て
い
た

意
昧
が
こ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
明
人
と
い
え
ど
も
、
心
の
奥
に
酪
か

に
異
端
・
異
常
を
排
除
し
て
い
く
志
向
が
あ
る
。
そ
の
集
団
心
理
が
時
に

は
権
力
に
利
用
さ
れ
た
り
も
す
る
。
ま
さ
に
少
女
の
話
は
権
力
の
問
題
で

は
な
く
、
「
蕃
人
」
と
い
う
群
集
に
あ
る
集
団
心
理
の
問
題
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
流
言
輩
語
と
い
う
形
で
表
れ
て
い
る
。
佐
藤
が
と
ら
え
る

の
は
、
現
代
的
な
社
会
の
狂
気
の
間
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
集
団
心
理
の

爆
発
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
強
い
て
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作

品
で
は
情
報
化
杜
会
に
お
け
る
隠
れ
た
権
力
と
集
団
心
理
の
関
係
が
巧
み

に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
犬
正
二
一
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
で
六
万
人
近
く
が
死
亡
、
東
京

市
の
三
分
の
二
ぐ
ら
い
が
焼
き
つ
く
さ
れ
、
流
言
輩
語
が
乱
れ
飛
ん
で
、

不
安
と
恐
怖
の
日
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
後
市
民
の
手
で
六
千
人
以
上
の

朝
鮮
人
が
虐
殺
さ
れ
た
一
朝
鮮
人
狩
り
一
。
混
乱
に
乗
じ
て
、
市
沢
計
七
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ら
社
会
主
義
者
が
習
志
野
騎
兵
隊
の
兵
士
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鷲
〕

九
月
ニ
ハ
日
に
社
会
主
義
者
・
ア
ナ
キ
ス
ト
大
杉
栄
と
伊
藤
野
枝
、
甥
の

橘
宗
一
が
憲
兵
大
尉
甘
粕
正
彦
と
そ
の
部
下
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。

　
当
時
、
大
杉
栄
の
暗
殺
者
甘
粕
大
尉
の
裁
判
に
関
す
る
第
一
師
団
軍
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

会
議
警
察
官
談
が
各
新
聞
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

　
甘
粕
憲
兵
は
本
月
十
六
日
夜
犬
杉
外
二
名
の
者
を
某
所
に
同
行
し

こ
れ
を
死
に
致
し
た
り
、
右
犯
行
の
動
機
は
甘
粕
犬
尉
が
平
素
よ
り

杜
会
主
義
者
の
行
動
を
国
家
に
有
害
な
り
と
思
惟
し
あ
り
た
る
折
柄

今
回
の
大
震
災
に
際
し
て
無
政
府
主
義
者
の
巨
額
た
る
大
杉
栄
等
が

震
災
後
秩
序
未
だ
整
は
ざ
る
に
乗
じ
如
何
な
る
不
邊
行
為
に
出
づ
る

や
も
測
り
難
き
を
憂
ひ
自
ら
国
家
の
轟
毒
を
菱
除
せ
ん
と
し
た
る
に

在
る
も
の
・
如
し
。

　
杜
会
主
義
者
の
虐
殺
、
朝
鮮
人
虐
殺
は
犬
逆
事
件
の
よ
う
な
権
力
の
暴

力
性
と
い
う
よ
り
も
、
異
端
・
異
質
な
も
の
を
排
除
す
る
と
い
う
群
集
の

心
理
に
付
け
込
ん
だ
犬
衆
操
作
の
結
果
で
あ
っ
た
。
近
代
社
会
に
あ
っ
て

権
力
は
間
接
的
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
〈
隠
れ
た
〉
存
在
と
な
っ
て
い
る
が
、

佐
藤
は
そ
れ
を
見
抜
い
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
一
」
の
群
集
心
理
を
誘
導

す
る
権
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
い
わ
ば
、
下
か
ら
の
フ
ァ
シ
ス
ズ
ム
の
可
能

性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
こ
う
し
た
行
為
は
「
自
ら
国
家
の
議

毒
を
菱
除
せ
ん
と
し
た
る
に
在
る
も
の
・
如
し
」
と
い
う
よ
う
に
正
当
化

さ
れ
、
そ
の
責
任
を
不
問
に
付
し
て
し
ま
っ
た
。

　
「
魔
鳥
」
が
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
理
由
は
こ
う
し
た
社
会
状
況
に
あ

る
だ
ろ
う
。
「
魔
鳥
」
は
翌
ニ
ニ
年
一
月
、
短
編
集
『
美
人
』
に
収
録
さ

れ
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
、
「
魔
鳥
」
に
だ
け
、

初
出
掲
載
時
に
な
か
っ
た
年
記
一
「
大
正
十
二
年
十
月
作
」
）
を
作
晶
末
尾

に
追
記
さ
れ
て
い
た
。
作
者
が
こ
れ
に
よ
っ
て
関
東
大
震
災
の
記
憶
を
読

者
に
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

五
　
魔
鳥
使
い
へ
の
限
差
し

　
す
べ
て
の
悪
を
伝
統
的
で
神
秘
な
と
こ
ろ
か
ら
来
る
も
の
と
考
へ

る
ヲ
」
の
彼
等
の
心
持
は
案
外
に
暗
示
的
で
な
い
事
も
な
い
。
ま
た
超

自
然
で
そ
れ
が
し
か
も
自
分
に
だ
け
特
別
に
持
つ
こ
と
の
出
来
る
あ

る
力
が
若
し
あ
つ
た
と
仮
定
し
て
冤
る
と
、
我
々
は
実
際
、
そ
の
前

に
は
悪
善
の
判
断
や
至
高
の
犠
牲
な
ど
を
も
忘
れ
て
そ
の
奇
異
な
能

力
を
得
ら
れ
る
こ
と
の
誘
惑
に
身
を
投
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ

は
考
え
得
る
こ
と
だ
。
人
間
の
な
か
に
は
確
か
に
そ
の
や
う
な
性
質

が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
を
多
量
に
具
え
た
人
間
も
あ
る
。

　
「
私
」
の
考
え
は
社
会
的
正
義
を
指
向
す
る
善
悪
の
判
断
か
ら
自
己
を
切

り
離
し
、
自
己
の
信
ず
る
価
値
観
の
独
立
を
求
め
る
反
通
俗
的
な
も
の
で

あ
る
。
大
正
期
の
芸
術
至
上
主
義
も
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ピ
ラ

の
話
と
い
う
仕
組
み
は
、
文
学
を
も
っ
て
、
社
会
に
対
す
る
自
己
の
ア
ク

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
示
し
て
い
る
。

　
『
台
湾
蕃
族
志
』
に
よ
れ
ば
、
ピ
ラ
の
よ
う
に
「
不
浄
」
の
罪
が
あ
る

と
さ
れ
た
人
は
、
死
ん
だ
後
「
虹
の
橋
」
を
渡
っ
て
、
先
祖
が
い
る
天
国

に
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
魔
鳥
」
で
は
、

ピ
ラ
と
弟
コ
i
レ
は
部
落
か
ら
追
放
さ
れ
、
ピ
ラ
は
森
の
中
で
蛇
に
噛
ま
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れ
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
と
き
天
の
上
に
美
し
い
虹
が
現
れ
た
と
書
か
れ

て
い
る
。
作
者
は
ピ
ラ
の
よ
う
な
「
蕃
地
」
で
も
っ
と
も
疎
外
さ
れ
た
人
々

に
目
を
向
け
、
同
情
を
寄
せ
て
い
た
。
「
魔
鳥
」
の
結
末
で
は
、
コ
ー
レ

も
他
種
族
の
首
狩
り
に
あ
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
－
－
き
つ
と
裸
で
、
さ
う
し
て
首
の
な
い
小
さ
な
屍
が
ひ
つ
そ
り

と
し
た
と
こ
ろ
へ
残
さ
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
一
中
略
一
私
は
蛮
人

た
ち
の
話
を
聞
き
な
が
ら
そ
の
屍
が
そ
ん
な
ふ
う
に
横
た
は
つ
て
ゐ

た
と
い
ふ
場
所
を
、
私
た
ち
が
今
行
か
う
と
目
差
し
て
ゐ
る
そ
の
並

は
づ
れ
た
風
景
の
あ
る
場
所
を
空
想
し
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
歩
き
つ

づ
け
て
行
く
う
ち
に
、
私
は
蛮
人
の
社
会
に
も
あ
る
と
こ
ろ
の
さ
ま

ざ
ま
の
迷
信
に
就
て
ま
た
文
明
人
の
迷
信
に
就
て
、
何
か
考
へ
て
見

た
の
で
あ
つ
た
　
　
そ
れ
は
甲
」
の
文
章
の
前
半
に
書
い
た
と
ほ
り
の

こ
と
で
あ
る
。

　
首
の
な
い
屍
と
い
う
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
抑
圧
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
た
グ

ロ
テ
ス
ク
な
も
の
を
意
昧
し
、
大
逆
事
件
で
絞
首
刑
に
さ
れ
た
思
想
家
の

死
体
の
残
像
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
場
所
へ
歩
き
続
け
る

「
私
」
の
姿
に
、
作
者
の
漂
泊
す
る
魂
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

佐
藤
春
夫
は
台
湾
原
住
民
の
社
会
に
関
し
て
森
丑
之
助
か
ら
多
く
の
教

示
を
受
け
た
。
彼
が
森
か
ら
学
ん
だ
の
は
原
始
人
の
ま
な
ざ
し
を
獲
得
し

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
魔
鳥
」
の
な
か
で
、
佐
藤
は
そ
の
ま
な
ざ
し
で
台

湾
原
住
民
社
会
の
排
除
の
構
造
を
見
出
す
と
同
時
に
、
そ
の
ま
な
ざ
し
を

彼
の
文
明
社
会
に
反
転
さ
せ
、
文
明
批
評
を
行
う
鋭
い
方
法
と
し
て
用
い

た
の
で
あ
る
。

三↓注43一
5
一

一
6
一

一
7
一

一
8
）

一
9
一

臨
時
蔓
湾
警
慣
調
査
會
　
大
四
二
二

日
本
頗
益
台
湾
原
住
民
研
究
会
編
『
台
湾
原
住
民
研
究
概
覧
－
日
本
か
ら
の
視

点
1
』
平
ニ
ニ
・
二

蔓
湾
蕾
慣
調
査
會
　
犬
二
・
八

尾
崎
秀
樹
「
佐
藤
春
夫
と
中
国
」
『
近
代
文
学
の
傷
痕
一
旧
植
民
地
文
学
論
』
岩

波
書
店
　
平
三
、
島
田
謹
二
「
佐
藤
春
夫
『
女
誠
扇
縞
講
』
」
「
台
湾
時
報
」
昭
一

四
・
九

蜂
矢
宣
朗
「
『
霧
社
』
覚
書
－
佐
藤
春
夫
と
台
湾
－
」
『
天
理
犬
学
学
報
』
一

九
七
三
年
三
月

「
か
の
一
夏
の
記
」
、
引
用
は
講
談
杜
『
佐
藤
春
夫
全
集
』
に
よ
り
、
又
引
用
の
表

記
に
つ
い
て
は
、
旧
漠
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
以
下
「
霧
社
」
と
「
魔
鳥
」
の

引
用
も
同
様
。

引
用
は
『
台
湾
蕃
族
志
』
の
巻
末
に
あ
る
「
附
録
台
湾
蕃
族
に
就
い
て
」
に
よ

り
。
「
附
録
台
湾
蕃
族
に
就
い
て
」
に
は
大
正
二
年
六
月
台
湾
樽
物
学
会
で
の
森

の
講
演
記
録
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
森
の
調
査
の
動
機
・
経
緯
や
、
台
湾
民
族
分

類
の
根
拠
、
原
住
民
観
を
し
る
こ
と
が
で
き
る
。

首
狩
り
に
つ
い
て
、
『
台
湾
蕃
族
志
』
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
旧
観
に
よ
れ
ば

本
族
の
男
子
は
首
狩
り
に
赴
き
、
人
頭
を
減
せ
し
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
成
年
の
伍
に

列
す
る
一
」
と
を
得
ず
、
従
て
蕃
人
と
し
て
の
人
格
を
其
社
会
よ
り
認
め
ら
れ
ず
、

假
令
年
齢
が
長
ぜ
る
も
正
則
の
刺
青
を
顔
面
に
施
す
の
資
格
な
し
…
」
「
蕃
人
の

首
狩
と
は
敵
蕃
又
は
異
種
族
の
首
級
を
繊
首
す
る
の
行
為
を
称
す
る
も
の
し
て
、

そ
の
目
的
は
単
純
に
し
て
敵
の
首
級
を
得
る
に
在
り
て
敵
勢
と
戦
ひ
之
を
撃
滅

し
或
は
敵
対
の
勢
力
を
殺
ぐ
為
め
に
行
ふ
も
の
に
非
る
な
り
況
や
敵
地
を
侵
略

し
或
は
敵
の
財
貨
を
略
奪
せ
ん
が
為
め
に
行
ふ
も
の
非
る
な
り
」

「
霧
杜
」
は
サ
ラ
マ
オ
原
住
民
反
乱
後
の
霧
社
あ
た
り
の
状
況
な
ど
を
題
材
と
し

て
い
る
が
、
そ
の
結
末
に
は
、
一
」
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。

　
サ
ラ
マ
オ
の
事
件
に
対
し
て
は
氏
は
一
森
丑
之
助
－
筆
者
一
多
く
言
は
な
か

一27一
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つ
た
。
た
ゴ
そ
の
起
因
は
、
十
年
の
昔
、
佐
久
間
総
督
が
軍
隊
を
し
て
全
島
の

　
蕃
地
を
縦
断
的
に
強
行
軍
を
試
み
さ
せ
た
時
に
遡
ら
な
け
れ
ば
そ
の
真
相
を

　
得
る
一
」
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
佐
久
間
閣
下
は
理
蕃
に
就
て
極
力
高
圧
的
手
段

　
を
惜
ま
な
か
つ
た
が
、
M
氏
自
身
は
当
時
か
ら
既
に
そ
の
可
否
を
疑
つ
て
ゐ

　
た
。
一
中
略
一
M
氏
は
そ
の
一
語
で
一
犬
事
を
予
想
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い

　
ふ
。

レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
「
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
の
芸
術
に
お
け
る
図
像
表
現
の
分

割
性
」
『
構
造
人
類
学
』
荒
川
幾
男
他
訳
　
み
す
ず
書
房
　
昭
五
四
・
一

黒
川
創
『
国
境
』
メ
タ
ロ
i
グ
　
平
一
〇
・
二

犬
逆
事
件
の
時
、
新
宮
出
身
の
大
石
誠
之
助
は
部
落
差
別
問
題
に
疑
問
を
も
っ
た

こ
と
か
ら
社
会
主
義
者
と
交
流
し
、
事
件
へ
の
連
座
に
つ
な
が
っ
た
。
佐
藤
は
大

石
の
死
を
悼
ん
で
詩
「
愚
者
の
死
」
を
門
ス
バ
ル
』
（
明
四
四
二
二
）
に
発
表
す

る
な
ど
、
当
時
と
し
て
は
も
っ
と
も
激
し
い
体
制
批
判
を
行
な
っ
た
。

大
杉
栄
は
犬
逆
事
件
の
時
に
、
獄
中
に
い
た
た
め
連
座
を
免
れ
、
出
獄
後
、
犬
正

元
年
一
〇
月
『
近
代
思
想
』
を
創
刊
し
た
。
犬
杉
は
、
「
白
我
の
確
立
」
は
必
然

的
に
現
存
社
会
に
た
い
す
る
「
叛
逆
」
に
帰
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
主
張
し
て
い

る
。

『
中
央
公
論
』
大
正
二
一
年
一
〇
月
号
に
、
里
見
擦
の
「
噂
す
る
本
能
」
と
い
う

記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
里
見
は
流
言
蛮
語
の
社
会
状
況
を
批
判
し

て
い
る
。
そ
の
中
に
警
察
談
を
引
用
し
な
が
ら
、
大
杉
栄
の
死
を
追
悼
す
る
一
節

が
あ
っ
た
。
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