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・
も
’
つ

つ
の

「
老
曹
長
」

｜
｜
｜
森
鴎
外
・
『
平
和
の
礎
』
・
上
原
好
雄
｜
｜

須

田

宣
仁コ

代

次

は
じ
め
に

一
九
二
二
（
大
正
二
）
年
五
月
一
日
の
「
鴎
外
日
記
」
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
残
さ
れ
て
い
る
。

上
原
好
雄
平
和
の
礎
に
物
書
け
と
勧
む
。

実
は
こ
の
時
期
、
鴎
外
は
近
代
劇
協
会
の
委
嘱
に
よ
り
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
「
マ
ク
ベ
ス
」
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。
同
年
四

月
七
日
に
作
品
翻
訳
に
着
手
し
た
（
「
冨
号

Z
F
の
翻
訳
に
着
手
す
。
」
「
鴎
外
日
記
」

翌
々
日
の
コ
一
日
に
早
く
も
そ
の
一
次
稿
を
脱
稿
す
べ
く
努
力
を
重
ね
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る

一
九
一
三
年
四
月
七
日
）
彼
は
、
こ
の
五
月
一
日
に
は
、

（
「
半
夜
宮

2
Z
F
を
訳
し
畢
る
。
」
「
鴎
外

日
記
」

一
九
一
三
一
年
五
月
三
日
）
。

こ
う
し
た
状
況
で
は
右
の
上
原
の
「
勧
」
め
に
も
お
い
そ
れ
と
は
応
じ
か
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
に
動
く
気
配
が
な
い
の
を
察
知
し
た
の

か
、
四
日
後
の
五
目
、
再
び
上
原
は
鴎
外
の
元
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。

上
原
好
雄
来
て
文
を
求
む
。
渡
辺
白
水
来
、
十
人
十
話
の
装
釘
の
事
を
言
ふ
。

も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」

七
九
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こ
の
日
は
同
年
五
月
二
十
八
日
に
実
業
之
日
本
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
十
人
十
話
』
の
装
釘
を
め
ぐ
っ
て
渡
辺
白
水
の
訪
問
も

あ
っ
た
。
因
み
に
『
十
人
十
話
』
装
釘
担
当
は
橋
口
五
葉
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
二
度
の
上
原
の
来
訪
に
よ
っ
て
『
平
和
の
礎
』
誌
へ
の
寄
稿
を
要
請
さ
れ
た
鴎
外
は
、
そ
の
依
頼
に
応
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
言

う
の
は
、
現
岩
波
版
『
鴎
外
全
集
』
に
は
、
雑
誌
『
平
和
の
礎
』
掲
載
作
品
の
記
載
が
一
切
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
作
品
の
脱
稿
、
掲
載
誌

関
係
者
へ
の
完
成
原
稿
の
渡
し
等
に
つ
い
て
、
こ
ま
め
な
記
載
の
あ
る
彼
の
日
記
に
も
、
こ
の
『
平
和
の
礎
』
と
の
件
に
関
し
て
は
、
以
後
何

の
記
述
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

わ
た
く
し
は
前
々
号
な
ら
び
に
前
号
の
本
誌
上
に
お
い
て
、
『
鴎
外
全
集
』
補
遺
と
も
一
三
一
口
う
べ
き
資
料
の
紹
介
と
そ
れ
に
伴
う
若
干
の
検
討

を
試
み
て
き
た
。
今
回
も
い
わ
ば
『
鴎
外
全
集
』
の
落
ち
穂
拾
い
の
報
告
を
通
し
て
、
鴎
外
と
い
う
作
家
の
一
側
面
に
光
を
当
て
て
み
た
い
。

I 

平
和
社
を
発
行
一
瓦
と
す
る
『
平
和
の
礎
』
と
い
う
雑
誌
は
、
な
じ
み
の
薄
い
雑
誌
で
あ
る
。
国
立
情
報
学
研
究
所
編
『
学
術
雑
誌
総
合
目
録

和
文
編

学
法
学
部
附
属
近
代
日
本
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー
・
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
欠
号
が
多
く
、
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
一
九
一

一一

0
0
0年
版
』
（
一
一

O
O
一
・
三
、
丸
善
）
に
よ
れ
ば
、
同
誌
の
所
蔵
が
確
認
で
き
る
機
関
は
全
国
で
た
だ
一
箇
所
、
東
京
大

一
二
（
大
正
二
）
年
刊
の
第
一
巻
第
四
号
か
ら
同
第
十
号
ま
で
の
七
冊
、
翌
一
九
一
四
年
刊
の
第
二
巻
第
六
号
・
第
七
号
の
二
冊
で
、
都
合
九
冊

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
、
鴎
外
が
上
原
好
雄
を
介
し
て
依
頼
を
受
け
た
一
九
一
三
年
五
月
以
降
の
同
誌
は
、

そ
の
数
少
な
い
所

蔵
さ
れ
て
い
る
号
の
中
に
あ
っ
た
。

結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、
鴎
外
は
上
原
好
雄
の
依
頼
に
応
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
九
二
二
（
大
正
二
）
年
七
月
一
日
発
行
『
平
和
の
礎
』

第
一
巻
第
五
号
「
小
説
」
欄
に
、

ド
イ
ツ
の
詩
人
・
小
説
家
リ
リ
エ
ン
ク
ロ
オ
ン
の
短
篇
小
説
「
老
曹
長
し
が
、
「
文
学
博
土

医
学
博
士



森
鴎
外
訳
」
と
い
う
署
名
（
目
次
・
掲
載
頁
と
も
閉
じ
署
名
、
な
お
目
次
頁
は
本
稿
末
尾
、
資
料
①
参
照
）
を
付
し
て
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
「
老
曹
長
」
は
、
こ
の
時
点
で
、
鴎
外
が
新
た
に
訳
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
時
を
遡
る
こ
と
一
年
半
ほ
ど
前
の
一
九
一
二

（
明
治
四
十
五
）
年
一
月
、
雑
誌
『
東
亜
之
光
』
第
七
巻
第
一
号
誌
上
に
、
同
作
品
は
署
名
「
鴎
外
訳
」
で
既
に
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の

だ
っ
た
。
さ
ら
に
鴎
外
が
本
作
を
翻
訳
し
終
え
た
の
が
、
そ
の
前
年
で
あ
る
一
九
一
一
年
十
二
月
十
日
で
あ
る
こ
と
も
、
彼
の
「
日
記
」
に
よ

り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
「
老
曹
長
脱
稿
す
。
」
）
。

し
た
が
っ
て
『
平
和
の
礎
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
老
曹
長
」
は
、
も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」
で
あ
る
わ
け
な
の
だ
。

前
述
し
た
よ
う
に
文
学
者
「
鴎
外
」
と
し
て
多
忙
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
彼
は
、
陸
軍
省
医
務
局
長
「
森
林
太
郎
」
と
し
て
も
、
直
面
す

る
諸
問
題
に
対
し
て
早
急
に
対
処
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
行
政
官
と
し
て
、
多
忙
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
。
「
は
じ
め
に
」

の
章
で
述
べ
た
二
度
目
の
上
原
来
訪
か
ら
四
日
後
の
五
月
九
日
に
は
「
局
長
会
議
あ
り
。
財
政
整
理
案
を
議
す
。
柴
勝
三
郎
衛
生
材
料
廠
の
管

轄
を
医
務
局
長
の
手
よ
り
奪
ふ
こ
と
を
発
議
し
、
河
合
操
之
に
和
し
て
衛
生
部
の
人
事
系
統
を
廃
す
る
こ
と
を
発
議
す
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、

彼
が
陸
軍
省
医
務
局
の
ト
ッ
プ
と
し
て
身
を
賭
し
て
も
人
事
権
を
守
る
べ
く
動
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
態
も
発
生
す
る
。

こ
う
い
う
状
況
下
で
は
、
た
と
え
翻
訳
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
急
に
舞
い
込
ん
だ
執
筆
依
頼
に
対
し
て
新
た
な
作
品
を
提
供
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
鴎
外
は
既
発
表
の
作
品
を
『
平
和
の
礎
』
に
回
す
と
い
う
窮
余
の
策
に
出
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
が
彼
の
自
発
的
な
意
志
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
上
原
好
雄
の
サ
ジ
ェ
ス
チ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
か
は
、
今
俄
に
断

定
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
。
も
ち
ろ
ん
数
あ
る
既
発
表
作
品
の
中
で
、
な
ぜ
こ
の
時
選
ば
れ
た
の
が
「
老
曹
長
」
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は

残
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
後
の
検
討
に
回
す
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
現
岩
波
版
『
鴎
外
全
集
』
第
十
巻
に
収

録
さ
れ
て
い
る
「
老
曹
長
」
に
関
す
る
「
後
記
」
に
、
次
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）

一
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
東
亜
之
光
』
第
七
巻
第
一
号
に
「
鴎
外
訳
」
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
、

の
企
り

『
十
人
十
話
』
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
大
正
二
年
（
一
九
二
ニ
）
七
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
平
和
の
礎
』
に
「
医
学
博
士

文
学
博
士

も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」

;¥ 



八

森
鴎
外
訳
」
の
署
名
で
再
掲
載
さ
れ
た
。

当
然
同
全
集
第
三
十
八
巻
収
録
の
「
著
作
年
表
」
「
大
正
二
年
」
欄
に
も
、
そ
の
七
月
に
「
「
老
曹
長
」
（
平
和
の
礎
）
」
と
い
う
記
載
が
必
要

に
な
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
た
ま
た
ま
保
存
さ
れ
て
い
た
雑
誌
『
平
和
の
礎
』
に
、
現
岩
波
版
『
鴎
外
全
集
』
に
は
記
載
が
漏
れ
て
い
た
再
掲
載
の
鴎

外
翻
訳
作
品
が
あ
っ
た
と
い
う
些
細
な
報
告
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
新
た
な
本
文
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
鴎
外
作
品
本

文
の
問
題
に
注
意
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

II 

前
記
『
鴎
外
全
集
』
第
十
巻
「
老
曹
長
」
「
後
記
」
は
、
次
の
よ
う
に
そ
の
本
文
が
『
十
人
十
話
』
を
底
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告

げ
て
い
る
。本

全
集
は
『
十
人
十
話
』
を
底
本
と
し
、
初
出
と
校
合
し
た
。

そ
し
て
初
出
、
す
な
わ
ち
「
東
亜
之
光
』
掲
載
本
文
末
尾
に
翻
訳
原
本
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
校
合
の
結
果
と
し
て
記
さ
れ
る

の
は
、
以
下
の
一
点
の
み
で
あ
る
。

－一一一八頁
8
行

将
官
の
中
か
ら
｜
｜
（
初
）
将
官
の
群
の
中
か
ら

し
か
し
初
出
『
東
亜
之
光
』
掲
載
本
文
と
底
本
『
十
人
十
話
』
所
収
本
文
と
の
違
い
は
、
右
の
一
箇
所
の
み
で
は
な
い
。
ま
ず
大
き
な
全
体

的
な
こ
と
と
し
て
、
初
出
本
文
は
パ
ラ
ル
ビ

（
し
か
も
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
二
箇
所
の
み
）

で
あ
る
の
に
対
し
、
『
十
人
十
話
』
所

収
本
文
は
総
ル
ビ
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
も
両
者
に
は
次
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
作
品
の
「
読
み
」
に
関
わ
る

よ
う
な
違
い
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
特
に
問
題
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
以
下
全
集
「
後
記
」
の
記
載
に
倣
っ
て
あ
げ
て
み
よ



ぅ
。
な
お
、
頁
数
は
現
岩
波
版
『
鴎
外
全
集
』
第
十
巻
の
そ
れ
で
あ
る
。

① 

三
一
五
頁
1
行

様
な
｜
｜
（
初
）
や
う
な

「
＊
」
の
数
が
六
つ
｜
｜
（
初
）
「
＊
」
の
数
が
七
つ

嬉
し
げ
に
｜
｜
（
初
）
嬉
し
げ
な

陽
炎
l
！
i

（
初
）
陽
儲

二
人
前
へ
出
て
｜
｜
（
初
）
二
人
前
へ
出
て
、

手
真
似
を
し
て
｜
｜
（
初
）
手
真
似
を
し
て
、

何
か
重
大
な
る
1
1
4

（
初
）
何
か
重
大
な

エ
ル
ザ
ス
1
1
1

（初）

エ
ル
サ
ス

② 

三
五
頁
4
行

一
し
ょ
に
な
っ
て
聯
隊
と
｜
｜
（
初
）

一
し
ょ
に
な
っ
て
、
聯
隊
と

③ 

二
五
頁
ロ
行

第
二
聯
隊
で
此
隊
は
｜
｜
（
初
）
第
二
聯
隊
で
、
此
隊
は

騎
兵
大
佐
伯
爵
！
l
l
（
初
）
騎
兵
大
佐
伯
彼

大
き
い
剛
い
軍
帽

i
l
（
初
）
大
き
い
、
剛
い
軍
帽

微
に
i
｜
｜
（
初
）
微
か
に

わ
た
く
し
は
全
集
編
者
の
揚
げ
足
取
り
を
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
た
だ
こ
う
し
た
作
業
を
し
て
み
る
と
気
づ
く
の
だ
が
、
た
と
え
ば
②

④ 

三
七
頁
8
行

「
＊
」
の
数
は
、
全
集
が
底
本
に
し
た
と
い
う
『
十
人
十
話
』
で
は
、

⑤ 

二
七
頁
日
行

そ
の
数
が
五
つ
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
全
集
本
文
は
底
本
通
り
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
記
号
の
数
が
、
「
五
つ
」
だ
ろ
う
が
「
六
つ
」
だ
ろ
う
が
あ
る
い
は
「
七
つ
」
だ
ろ
う
が
、
作
品
の

読
み
に
影
響
が
な
い
こ
と
は
一
三
一
口
う
ま
で
も
な
い
が
。
ま
た
⑧
は
全
集
本
文
の
み
が
「
エ
ル
ザ
ス
」
で
、
底
本
を
含
め
他
の
本
文
（
後
掲
『
平
和

の
礎
』
掲
載
本
文
を
含
む
）
は
全
て
「
エ
ル
サ
ス
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
品
中
で
こ
の
箇
所
の
直
前
に
登
場
す
る
同
じ
語
が
、
「
エ
ル
ザ
ス
」

⑥ 

二
七
頁
日
行

⑦ 

二
七
頁
凶
行

⑨⑧  

二
八
頁
日
行

四
O
頁
4
行

⑩ 

四
O
頁
5
行

⑪ 

四
O
頁
7
行

⑫ 

四
O
頁
9
行

⑬ 

四
一
頁
7
行

も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」

八



！＼ 
四

と
な
っ
て
い
る
の
で
そ
の
形
に
統
一
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
現
全
集
本
文
に
は
、
こ
う
し
た
形
で
編
者
の
手
が
何
の
断
り

も
な
し
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
前
掲
『
平
和
の
礎
』
掲
載
「
老
曹
長
L

本
文
を
並
べ
て
み
る
と
、
総
ル
ど
で
あ
る
と
こ
ろ
は
『
十
人
十
話
』

本
文
と
同
じ
な
の
だ
が
、

そ
の
使
用
漢
字
・
送
り
が
な
・
ル
ビ
等
、
『
東
亜
之
光
』
掲
載
本
文
・
『
十
人
十
話
』
所
収
本
文
、

い
ず
れ
と
も
か
な

り
の
隔
た
り
が
あ
る
本
文
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

煩
墳
に
な
る
の
で
、
今
そ
の
一
つ
一
つ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
や
め
る
が
、
例
え
ば
「
い
す
し
と
い
う
語
に
対
し
、
『
東
亜
之
光
』
も
全
集

（
す
な
わ
ち
『
十
人
十
話
』
所
収
本
文
）
も
と
も
に
「
椅
子
し
と
い
う
漢
字
を
当
て
る
が
、
『
平
和
の
礎
』
は
「
侍
子
」
と
い
う
漢
字
を
当
て
る
。

あ

ら

は

あ

り

「
現
れ
た
」
と
い
う
全
集
形
（
ル
ど
は
な
い
も
の
の
『
東
亜
之
光
』
も
同
一
表
記
）
は
、
『
平
和
の
礎
』
で
は
「
現
は
れ
た
」
と
な
る
。
さ
ら
に

「
小
家
」
と
い
う
語
に
対
し
て
は
、
全
集
本
文
で
は
「
こ
い
へ
」
と
い
う
ル
ど
だ
が
、
『
平
和
の
礎
』
本
文
で
は
「
こ
や
」
と
振
っ
て
い
る
、
と

い
う
具
合
な
の
だ
。
こ
う
し
た
レ
ベ
ル
で
の
本
文
の
相
違
は
あ
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
か
な
り
の
数
に
上
っ
て
い
る
。
た
だ
、
以
上
述

べ
た
よ
う
な
本
文
の
相
違
は
、
作
品
内
容
理
解
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
う
し
た
報
告
は
「
重
箱
の
隅
を
：
：
：
」

と
言
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
本
文
変

更
の
延
長
線
上
に
、

次
の
よ
う
な
作
品
理
解
に
関
わ
る
誤
り
が
発
生
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

や

は

り

き

よ

く

ぎ

ん

ら

つ

じ

ん

あ

く

し

ゅ

ゆ

る

や

は

く

ば

ま

た

が

て

い

さ

い

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
矢
張
シ
ル
レ
ル
の
曲
を
吟
じ
な
が
ら
、
老
人
と
握
手
し
て
、
緩
か
に
白
馬
に
跨
っ
た
。
帝
と
そ
の
左
右
の
も
の
と
は
、

①

し

や

ら

く

い

た

い

ど

ひ

か

へ

ゆ
っ
く
り
、
酒
落
な
と
で
も
云
ふ
や
う
な
態
度
を
し
て
引
き
返
し
た
。

（
三
九
頁
7
行、

頁
数
は
現
全
集
頁
。
）

付
し
た
箇
所
に
他
な
ら
な
い

先
に
わ
た
く
し
は
初
出
『
東
亜
之
光
』
掲
載
本
文
に
は
、
二
箇
所
だ
け
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
一
箇
所
が
右
の
傍
線
を

（
因
み
に
も
う
一
箇
所
は
「
反
の
強
い
ト
ル
コ
軍
刀
」
で
あ
る
）
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
鴎
外
が
、
こ
の
語
を
読

者
が
別
の
読
み
方
を
し
な
い
よ
う
に
特
に
注
意
を
払
っ
た
箇
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
る
に
こ
と
も
あ
ろ
う
に
ま
さ
に
そ
の

当
該
箇
所
が
、
『
平
和
の
礎
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。



や

は

き

ょ

く

ぎ

ん

ら

う

じ

ん

あ

〈

し

ゅ

ゆ

る

や

は

く

ば

ま

た

が

て

い

さ

い

う

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
矢
張
り
シ
ル
レ
ル
の
曲
を
吟
じ
な
が
ら
、
老
人
と
握
手
し
て
、
緩
か
に
白
馬
に
跨
っ
た
。
帝
と
そ
の
左
右
の
も
の
と
は
、

②

し

ゃ

れ

い

た

い

ど

ひ

か

へ

ゆ
っ
く
り
、
酒
落
な
ど
で
も
云
ふ
や
う
な
態
度
を
し
て
引
き
返
し
た
。

「
矢
張
」
と
「
矢
張
り
」
の
違
い
は
今
は
ど
う
で
も
い
い
。
問
題
は
傍
線
箇
所
だ
。
傍
線
部
①
と
②
と
で
は
、
意
味
が
全
く
違
っ
た
も
の
に

ナ
ポ
レ
オ
ン
一
行
の
態
度
も
ず
い
ぶ
ん
と
違
っ
た
印
象
を
読
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

な
っ
て
し
ま
う
。

「
勿
論
口
か
ら
出
ま
か
せ
と
は
い
ふ
が
、
僕
は
原
作
者
に
対
し
て
申
わ
け
の
な
い
や
う
な
乱
暴
は
し
な
い
。

口
訳
を
す
る
瞬
間
に
は
、
僕
は

そ
れ
に
全
力
を
傾
注
し
て
ゐ
る
」
と
自
身
の
翻
訳
の
姿
勢
に
つ
い
て
語
る
鴎
外
は
、
そ
の
使
用
す
る
漢
字
一
つ
、

ル
ビ
一
つ
に
も
心
配
り
を
す

る
作
家
だ
っ
た
（
「
鵬
鵡
石
」
『
ス
バ
ル
』

一
九

O
九
・
五
）
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
杜
撰
と
も
言
え
る
本
文
を
、
鴎
外
が
書
く
と
い
う
こ
と
は
極

め
て
考
え
に
く
い
。

こ
こ
で
も
う
一
度
『
平
和
の
礎
』
掲
載
に
至
る
経
緯
を
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」
の
原

稿
を
平
和
社
に
渡
す
前
に
、
既
に
二
つ
の
「
老
曹
長
」
の
本
文
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
初
出
『
東
亜
之
光
』
掲
載
形
と
単
行
本
『
十
人
十
話
』

収
録
形
と
で
あ
る
。
現
全
集
「
後
記
」
が
指
摘
す
る
本
文
移
動
、
す
な
わ
ち
初
出
「
将
官
の
群
の
中
か
ら
」
が
「
将
官
の
中
か
ら
」
に
変
わ
っ

て
い
る
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
『
平
和
の
礎
』
掲
載
形
は
『
十
人
十
話
』
収
録
形
と
同
じ
く
「
将
官
の
中
か
ら
」
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
前

述
し
た
総
ル
ビ
で
あ
る
点
を
含
め
て
、
『
平
和
の
礎
』
は
基
本
的
に
は
『
十
人
十
話
』
本
文
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
も
ち
ろ
ん

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
使
用
漢
字
・
送
り
が
な
・
ル
ビ
等
両
者
に
は
多
く
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
）
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
本
稿

「
は
じ
め
に
」
の
章
で
引
用
し
た
一
九
一
三
年
五
月
五
日
の
「
鴎
外
日
記
」
で
あ
る
。
「
上
原
好
雄
来
て
文
を
求
」
め
た
こ
の
日
、
「
渡
辺
白
水
」

が
「
十
人
十
話
の
装
釘
」
の
件
で
鴎
外
を
訪
れ
て
い
た
。
同
月
二
十
八
日
に
刊
行
さ
れ
る
『
十
人
十
話
』
は
こ
の
時
完
成
へ
の
最
終
段
階
に
入
っ

て
お
り
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
時
点
で
収
録
作
品
の
校
正
は
進
捗
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
よ
う
に
コ
ピ
ー
が
で
き
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
の
ゲ
ラ
刷
り
か
ら
書
き
写
す
形
で
『
平
和
の
礎
』
誌
へ
渡
す
原
稿
は
用
意
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
鴎
外
自
身
に
そ
の
時
聞
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
ま
た
実
際
に
鴎
外
が
書
き
写
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」

八
五



守、、」、
，
ノ
一
ノ

余
り
に
も
杜
撰
な
本
文
改
変
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
す
れ
ば
誰
が
書
き
写
し
た
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
『
平
和
の
礎
』
に
執
筆

す
る
こ
と
を
懲
憩
し
た
当
の
人
物
、
上
原
好
雄
以
外
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鴎
外
の
日
記
に
こ
の
『
平
和
の
礎
』
掲
載
作
品

に
関
す
る
記
載
が
一
切
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
経
緯
と
も
関
わ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

m 
そ
も
そ
も
『
平
和
の
礎
』
と
は
ど
の
よ
う
な
雑
誌
な
の
か
。
同
誌
奥
付
に
よ
れ
ば
、
『
平
和
の
礎
』
発
行
一
冗
で
あ
る
平
和
社
は
、
東
京
市
麹

町
区
下
二
番
町
六
十
八
番
地
を
そ
の
所
在
地
と
す
る
。
同
誌
に
は
、
巻
頭
に
「
平
和
社
同
人
」
名
で
「
本
誌
発
刊
の
趣
旨
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
読
む
と
同
誌
の
性
格
は
ほ
ぼ
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
言
辞
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。

故
人
日
く
兵
は
凶
器
な
り
と
、
何
ぞ
夫
れ
然
ら
ん
。
世
界
の
平
和
は
列
強
の
兵
力
、
均
衡
に
依
り
て
保
持
せ
ら
れ
、

一
国
の
康
安
は
国

家
の
軍
備
充
実
に
依
り
て
確
保
せ
ら
る
。
三
国
同
盟
に
見
よ
、
三
国
協
商
に
見
よ
、
若
く
は
極
東
の
平
和
に
鑑
み
よ
。
軍
備
の
充
実
し
て

兵
力
の
均
衡
を
保
つ
の
時
、
即
ち
平
和
あ
り
。
国
防
の
欠
陥
を
生
じ
、
兵
力
の
優
劣
を
来
す
の
時
、
平
和
即
ち
破
る
。
故
に
日
く
一
国
の

軍
備
は
即
ち
世
界
平
和
の
礎
な
り
と
。

『
平
和
の
礎
』
と
い
う
誌
名
の
由
来
も
明
ら
か
だ
。
「
平
和
」
と
は
言
い
条
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
「
軍
事
軍
政
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
本
稿
巻
末
に
掲
げ
た
同
誌
第
一
巻
第
五
号
掲
載
論
考
の
題
名
だ
け
を
見
て
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
我
国
従
来
国
民
の
聞
に
適
当

な
る
軍
事
上
の
研
究
機
関
を
欠
き
国
民
と
軍
事
と
は
動
も
す
れ
ば
疎
隔
の
憾
を
有
す
」
と
い
う
現
状
に
鑑
み
、
「
此
の
故
に
吾
人
は
国
家
の
軍

事
軍
政
に
関
し
て
誠
実
な
る
討
究
を
重
ね
、
以
て
軍
事
当
局
者
と
共
に
国
家
の
一
要
務
た
る
軍
事
を
批
判
攻
究
せ
ん
こ
と
を
欲
す
」
と
い
う
趣

旨
の
も
と
発
刊
さ
れ
た
の
が
本
誌
だ
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
来
こ
こ
に
「
文
学
」
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
。

で
は
こ
の
場
に
、
鴎
外
を
引
っ
張
り
出
し
た
上
原
好
雄
と
は
ど
う
い
う
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
上
原
は
、

九



四
（
大
正
十
三
）
五
月
に
実
施
さ
れ
た
第
十
五
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
政
友
本
党
所
属
の
候
補
と
し
て
神
奈
川
県
第
五
区
か
ら
立
候
補
、
大
激

戦
の
末
わ
ず
か
九
票
差
を
以
て
第
二
位
で
当
選
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
一
月
ま
で
一
期
だ
け
だ
が
、
三
年
八
箇
月
ほ
ど
衆
議
院
議
員
を
務

め
た
。そ

の
た
め
一
九
二
四
年
七
月
発
行
・
加
藤
紫
泉
（
結
）
著
『
新
代
議
士
名
鑑
』
（
国
民
教
育
会
）
、
同
年
十
一
月
発
行
・
広
幡
明
男
著
『
大
正

十
三
年
五
月
当
選
代
議
士
詳
覧
』
（
泰
山
堂
）
や
、
さ
ら
に
は
衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史
衆
議
院
議
員
名
鑑
』
（
一
九
九

0
・

二
）
、
あ
る
い
は
猪
野
三
郎
編
『
大
衆
人
事
録
昭
和
三
年
版
』
（
一
九
二
七
、
帝
国
秘
密
探
偵
社
）
な
ど
に
、
そ
の
略
歴
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

今
そ
の
う
ち
最
も
詳
し
い
記
載
の
あ
る
加
藤
紫
泉
『
新
代
議
土
名
鑑
』
に
よ
っ
て
、
上
原
の
経
歴
を
押
さ
え
て
み
る
。
（
な
お
、
引
用
は
同
書

第
部
巻
』
（
二

0
0
0
・
一
、
賠
星
社
）
に
拠
る
。
）

を
収
め
る
芳
賀
登
他
編
『
日
本
人
物
情
報
大
系

幸

運

児神
奈
川
県
五
区

好
雄
（
本
）

彼
れ
は
丹
波
の
国
に
生
れ
、
早
稲
田
大
学
法
科
を
卒
業
し
、
日
本
電
報
通
信
社
に
入
社
、
軍
事
記
者
と
し
て
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
事

も
あ
る
。
其
後
満
鉄
社
員
と
な
り
、
外
交
時
報
社
長
に
移
っ
た
が
、
何
等
外
交
的
意
見
を
吐
露
し
た
事
も
な
く
、
経
営
者
と
し
て
の
腕
も

上

原

な
か
っ
た
の
で
、
再
び
電
通
に
舞
ひ
戻
り
平
記
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
神
奈
川
県
人
と
な
っ
た
の
は
一
昨
年
片
瀬
に
居
を
構
へ
て
か
ら

で
あ
る
。
彼
の
性
格
は
、
上
手
に
世
間
を
渡
る
と
云
ふ
事
に
あ
る
。
政
友
会
分
裂
す
る
や
中
橋
徳
五
郎
君
に
馳
せ
参
じ
た
の
は
、
如
何
に

も
上
原
式
で
あ
る
と
、
友
人
聞
に
噂
さ
れ
て
ゐ
る
。
彼
が
今
回
神
奈
川
県
第
五
区
か
ら
、
本
党
を
看
板
に
名
乗
り
を
挙
げ
て
馬
を
陣
頭
に

進
め
て
た
の
も
、
中
橋
君
か
ら
、
多
額
の
金
を
引
出
す
事
に
成
功
し
た
か
ら
と
の
事
。
憲
政
の
山
宮
君
、
政
友
院
外
団
の
猛
将
胎
中
楠
右

衛
門
君
と
鹿
を
逐
っ
て
、
遂
に
胎
中
君
を
僅
か
に
九
票
の
差
で
打
ち
破
り
初
陣
の
功
名
を
得
た
の
は
、
彼
の
力
よ
り
も
官
権
の
力
の
賜
も

の
で
あ
ら
う
。
彼
れ
と
し
て
は
今
迄
で
政
党
関
係
な
く
栄
冠
を
得
た
と
云
ふ
事
は
幸
運
児
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」

八
七



八
八

a
－
歴
略

明
治
十
八
年
丹
波
国
に
生
る
。
早
稲
田
大
学
法
科
卒
業
、
満
鉄
社
員
日
本
通
報
通
信
記
者
、
外
交
時
報
社
長
、
現
出
版
業

だ
い
ぶ
辛
口
の
人
物
紹
介
で
あ
る
。
略
歴
欄
に
生
年
を
「
明
治
十
八
年
」
と
す
る
が
、
他
の
資
料
は
全
て
「
明
治
十
六
（
一
八
八
二
一
）
年
三

月
し
で
あ
る
の
で
、
明
治
十
六
年
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
右
の
記
事
に
は
当
然
記
載
は
な
い
が
、
前
掲
『
議
会
制
度
百
年
史

衆
議
院

議
員
名
鑑
』
に
拠
れ
ば
、
没
年
は
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
年
五
月
二
十
六
日
、
享
年
六
十
四
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
彼
が
早
稲
田
大
学
法
科
を
卒
業
後
、
二
十
世
紀
幕
開
け
の
年
で
あ
る
一
九

O
一
（
明
治
三
十
四
）
年
七
月
に
創
立
さ
れ
た
、
現
「
電

通
」
の
前
身
「
日
本
電
報
通
信
社
」
記
者
と
し
て
社
会
人
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
い
る
事
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
日
本
電
報
通
信
社
の
創
立
者
で
あ
る
光
永
星
郎
は
、
「
初
め
軍
人
た
ら
ん
と
し
た
が
偶
ま
足
部
に
外
傷
を
得
て
之
を
断
念
し
」
、
「
日
清

戦
役
に
遭
遇
す
る
や
、
氏
は
従
軍
記
者
と
し
て
、
筆
を
異
域
に
載
せ
、
卓
越
す
る
従
軍
記
を
故
国
の
新
聞
に
送
っ
て
、
非
常
な
る
喝
采
を
博
し

た
」
人
物
で
あ
り
、
そ
う
し
た
経
験
か
ら
通
信
機
関
整
備
の
必
要
性
を
実
感
し
た
彼
は
、
先
に
自
ら
が
起
業
し
て
い
た
日
本
広
告
株
式
会
社
に

併
行
す
る
形
で
、
電
報
通
信
社
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
日
露
戦
争
を
経
て
、
広
告
部
門
と
通
信
部
門
を
合
併
す
る
形
で
、

（
明
治
四
十
）
年
八
月
両
社
は
一
本
化
さ
れ
、
こ
こ
に
「
日
本
電
報
通
信
社
」
が
誕
生
す
る
。
つ
ま
り
創
業
者
の
光
永
星
郎
か
＝
り
し
て
、
「
軍
事

軍
政
」
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
が
、
当
時
の
「
日
本
電
報
通
信
社
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
社
の
記
者
と
し
て
上
原
好
雄
は
鴎
外
と
出
会
っ

一
九

O
七

て
い
る
。
二
人
の
初
対
面
の
時
期
は
確
定
で
き
な
い
が
、
「
鴎
外
日
記
」
に
初
め
て
上
原
の
名
前
が
登
場
す
る
の
は
、

一
九

O
九
（
明
治
四
十

一
一
）
年
一
一
月
一
二
日
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。

朝
微
雨
。
寒
か
ら
ず
。
大
和
新
聞
の
綾
部
勉
、
日
本
電
報
通
信
社
の
上
原
好
雄
慰
問
に
来
訪
す
。

大
和
新
聞
の
綾
部
勉
と
共
に
、
上
原
は
鴎
外
の
一
冗
を
「
慰
問
」
の
た
め
に
訪
れ
て
い
る
。
実
は
そ
の
前
日
の
二
月
二
日
、
次
の
よ
う
な
「
事

件
」
が
発
生
し
て
い
た
。
二
人
の
記
者
の
「
慰
問
」
は
こ
の
「
事
件
」
と
関
係
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

タ
に
赤
坂
の
八
百
勘
に
性
く
。
所
謂
北
斗
会
と
て
陸
軍
省
に
出
入
す
る
新
聞
記
者
等
の
会
合
な
り
。
席
上
東
京
朝
日
新
聞
記
者
村
山
某
、

小
池
は
愚
直
な
り
し
に
汝
は
軽
薄
な
り
と
叫
び
、
予
に
暴
行
を
加
ふ
。
予
村
山
某
と
庭
の
飛
石
の
聞
に
倒
れ
、
左
手
を
傷
く
。



周
知
の
よ
う
に
作
品
「
懇
親
会
」
（
『
美
術
之
日
本
』
一
九

O
九
・
五
）
に
結
自
問
す
る
こ
と
に
な
る
「
事
件
」
だ
。
上
原
は
こ
の
時
点
で
お
そ

ら
く
は
も
う
一
人
の
訪
問
者
・
綾
部
と
共
に
「
陸
軍
省
に
出
入
す
る
新
聞
記
者
」
の
一
人
で
、
し
た
が
っ
て
当
該
「
事
件
」
現
場
に
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
が
翌
日
の
「
慰
問
」
の
た
め
の
「
来
訪
」
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
日
を
皮
切
り
に
し
て
、
以
後
上
原
好
雄
は
全
部
で
七
日
「
鴎
外
日
記
」
に
登
場
す
る
（
青
田
寿
美
「
『
鴎
外
全
集
」
第
三
十
五
巻

日

記
索
引
（
人
名
篇
）
」
『
森
鴎
外
研
究
9
』
）
。
そ
の
数
は
決
し
て
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
記
述
内
容
を
見
て
み
る
と
、
単

に
記
者
と
医
務
局
長
と
い
う
公
の
関
係
以
上
に
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
緊
密
な
人
間
関
係
が
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

本
稿
「
は
じ
め
に
」
の
章
で
引
用
し
た
、
上
原
が
鴎
外
に
執
筆
依
頼
を
す
る
一
九
二
二
（
大
正
二
）
年
五
月
一
日
か
ら
一
二
箇
月
ほ
ど
前
の
同

年
二
月
三
日
、
「
鴎
外
日
記
」
が
記
す
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

上
原
好
雄
の
妻
そ
の
を
軍
医
学
校
診
療
部
に
紹
介
す
。

こ
れ
は
翌
一
九
一
四
（
大
正
二
一
）
年
八
月
二
十
七
日
の
「
上
原
好
雄
を
青
山
胤
通
に
紹
介
す
。
好
雄
は
病
妻
を
診
せ
む
こ
と
を
請
ふ
な
り
」

と
い
う
記
述
に
繋
が
る
も
の
だ
。
さ
ら
に
周
年
二
月
四
日
に
は
「
上
原
好
雄
を
永
井
壮
吉
に
紹
介
す
」
な
ど
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
全
く
の
畑

違
い
（
と
思
わ
れ
る
）

の
荷
風
へ
も
鴎
外
は
彼
を
引
き
合
わ
せ
て
い
る
。
上
原
が
鴎
外
に
『
平
和
の
礎
』
へ
の
寄
稿
を
依
頼
で
き
る
関
係
は
、

こ
う
し
た
土
壌
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
右
の
一
九
一
四
年
八
月
を
最
後
に
、
上
原
の
「
鴎
外
日
記
」
へ
の
登
場
は
一

切
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
上
原
側
の
境
遇
の
変
化
に
拠
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
上
原
は
一
九
一
四
年
五
月
、
満
三
十
一
歳
の
若
さ
な
が
ら
外
交
時
報
社
第
三
一
代
社
長
に
就
任
す
る
の
で
あ
る
（
社
長
在
任
期
聞
は

一
九
二

O
（
大
正
九
）
年
十
二
月
ま
で
）
。
「
電
通
で
軍
事
記
者
を
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
、
出
版
業
、
と
り
わ
け
軍
事
関
係
の
出
版
に
興
味
を
持
つ

て
い
た
ら
し
い
」
と
さ
れ
る
彼
は
、
社
長
就
任
後
「
た
だ
ち
に
出
版
事
業
へ
の
進
出
を
決
定
」
し
、
「
当
時
の
出
版
界
に
お
い
て
、

一
定
の
地

歩
を
築
い
た
」
と
さ
れ
る
（
伊
藤
信
哉
編
「
『
外
交
時
報
総
目
次
執
筆
者
一
覧
｜
｜
戦
前
編
』
解
題
」
二

O
O八
・
四
、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）

0

こ
う
し
て
主
に
軍
事
関
係
の
出
版
事
業
に
上
原
が
傾
倒
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
「
鴎
外
」
と
の
距
離
は
聞
き
、
両
者
の
関
係
は
疎
遠
に
な
っ

も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」

八
九



九。

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
回
り
道
に
回
り
道
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
で
『
平
和
の
礎
』
と
上
原
の
関
係
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
興
味
深
い
事
実
が
あ
る
。
上
原
が
右
記
外
報
時
報
社
社
長
に
就
任
し
た
直
後
の
一
九
一
四
年
六
月
、
外
交
時
報
社
か
ら
外
交
時
報
社
編

『
戦
後
露
国
の
外
交
お
よ
び
軍
事
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
そ
の
奥
付
に
は
「
編
輯
兼
発
行
者

上
原
好
雄
」
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
社
長

で
あ
る
の
で
当
然
な
の
だ
が
、

そ
の
住
所
が
「
東
京
市
麹
町
区
下
二
番
町
六
十
八
番
地
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
、
こ
れ
は
あ
の
『
平
和
の
礎
』

発
行
元
で
あ
る
平
和
社
の
所
在
地
に
他
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
は
平
和
社
の
実
態
は
外
交
時
報
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
て
一
九
一
三
年
五
月
と
い
う
時
点
を
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
上
原
が
外
交
時
報
社
社
長
に
就

任
す
る
ち
ょ
う
ど
一
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
期
外
交
時
報
社
社
長
た
る
上
原
は
、

そ
の
外
交
時
報
社
の
も
う
一
つ
の
顔
で
あ
る
平
和
社

に
お
い
て
、
既
に
自
ら
の
意
志
の
儲
に
動
く
こ
と
が
可
能
な
力
を
蓄
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
異
例
の
鴎
外
へ
の
寄
稿
依
頼
と

い
う
形
に
表
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
た
く
し
は
『
平
和
の
礎
』
掲
載
本
文
を
作
成
し
た
の
は
、
プ
記
者
」
経
験
を
有
す
る
上
原
好
雄
に
他
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
る
。
前
掲
加
藤
紫
泉
『
新
代
議
士
名
鑑
』
が
圭
一
口
う
ほ
ど
上
原
が
無
能
だ
っ
た
と
は
恩
わ
な
い
が
、
し
か
し
彼
が
「
文
学
」
と
無
縁
の

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
が
せ
っ
か
く
鴎
外
を
引
っ
張
り
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
杜
撰
な
本
文
提
示
と
い
う
結
果
を

招
い
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

N 

『
平
和
の
礎
』
第
一
巻
第
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
リ
リ
エ
ン
ク
ロ
オ
ン
作
「
老
曹
長
」
は
、
作
品
集
『
十
人
十
話
』
で
は
、
収
録
十
作
品
の
最

後
に
置
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。



現
在
東
京
大
学
総
合
図
書
館
・
鴎
外
文
庫
に
は
リ
リ
エ
ン
ク
ロ
オ
ン
著
作
が
十
冊
確
認
で
き
、

さ
ら
に
「
椋
鳥
通
信
」
に
は
彼
の
名
が
十
六

回
登
場
し
て
い
て
、
鴎
外
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
り
リ
エ
ン
ク
ロ
オ
ン

九

O
九
・
七
・
二
一
一
）
だ
が
、
小
説
作
品
と
し
て
鴎
外
が
翻
訳
し
た
の
は
こ
の
作
品
の
み
で
あ
る
。

「
リ
リ
エ
ン
ク
ロ
ー
ン
が
そ
の
散
文
作
品
の
う
ち
で
せ
め
て
も
の
成
功
を
収
め
た
の
は
こ
の
種
の
挿
話
の
語
り
に
於
て
で
あ
っ
た
、
と
い
ふ

（
一
八
四
四
・
六
・

2
1

こ
と
が
よ
く
納
得
の
ゆ
く
様
な
一
篇
で
あ
る
」
（
小
堀
桂
一
郎
『
森
鴎
外
｜
文
業
解
題
（
翻
訳
篇
）
』

一
九
八
二
・
三
、
岩
波
書
店
）
、
「
こ
れ
も

ラ
ン
ド
の
『
冬
の
王
』
に
劣
ら
ぬ
好
短
篇
で
あ
る
。
訳
文
の
無
駄
の
な
い
筆
致
も
素
晴
し
い
」
（
山
崎
園
紀
『
評
伝

森
鴎
外
』
二

O
O七
・

七
、
大
修
館
書
店
）
と
は
本
作
品
に
関
し
て
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
た
し
か
に
作
品
集
の
悼
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
好
短
篇
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

時
代
は
十
九
世
紀
初
頭
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
と
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
と
の
戦
い
の
最
中
、
或
る
一
日
の
出
来
事
が
ス
ケ
ッ
チ
風
に
綴
ら
れ
る
。

独
立
戦
争
の
頃
に
あ
っ
た
事
で
あ
る
。
併
し
カ
ツ
ツ
パ
ハ
や
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
や
ワ
ア
テ
ル
ロ
オ
の
様
な
大
会
戦
の
時
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
。
折
々
総
司
令
官
や
軍
司
令
官
が
、
少
数
の
参
謀
将
校
と
副
官
と
を
連
れ
た
り
、
又
は
騎
兵
の
一
箇
若
く
は
二
筒
聯
隊
を
率
ゐ
た
り

し
て
す
る
、
梢
大
な
る
偵
察
の
時
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
引
用
は
全
集
に
よ
る
。
た
だ
し
ル
ビ
は
省
略
。
）

物
語
は
こ
う
し
て
そ
の
幕
を
上
げ
る
。
他
の
住
民
が
誰
も
い
な
い
草
原
の
小
家
の
門
口
に
、

一
人
の
老
人
が
椅
子
に
腰
掛
け
て
い
る
。
元
の

プ
ロ
イ
セ
ン
軍
、

ア
ン
ス
パ
ハ
・
パ
イ
ロ
イ
ト
竜
騎
兵
聯
隊
の
軍
服
を
着
て
。
彼
は
か
つ
て
の
戦
闘
で
左
足
を
砲
弾
で
失
っ
て
い
る
。
こ
の
人

物
こ
そ
「
老
曹
長
」
に
他
な
ら
な
い
。

や
が
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
軍
を
率
い
て
や
っ
て
く
る
。
本
来
は
敵
で
あ
る
は
ず
の
老
人
を
見
か
け
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
わ
ざ
わ
ざ
下
馬

し
、
部
下
に
通
訳
さ
せ
て
老
人
と
話
を
す
る
。
老
人
が
か
つ
て
仕
え
た
フ
リ
イ
ド
リ
ヒ
大
帝
の
話
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
老
曹
長
の
話
を
聞
い

て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
「
顔
が
晴
や
か
」
に
な
り
、
「
機
嫌
の
好
い
徴
候
」
で
あ
る
「
シ
ル
レ
ル
の
騎
者
の
曲
」
を
吟
じ
出
す
。
や
が
て
敵
の

騎
兵
一
筒
聯
隊
発
見
の
報
に
接
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
老
人
と
握
手
し
て
別
れ
敵
に
向
か
う
。
小
競
り
合
い
は
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
の
勝
利
で
フ
ラ

も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」

九



九

ン
ス
軍
は
敗
走
す
る
。
そ
の
様
を
「
老
曹
長
は
ぢ
っ
と
見
て
ゐ
る
。
左
の
手
で
椅
背
に
掴
ま
っ
て
、
右
の
手
に
は
騎
兵
万
を
抜
い
て
ゐ
る
」
。

や
が
て
今
度
は
フ
ラ
ン
ス
軍
追
撃
か
ら
戻
っ
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
の
将
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
が
、
老
曹
長
の
軍
服
を
見
て
彼
を
抱
き
接
吻
す
る
。

そ
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
が
ホ
オ
へ
ン
フ
リ
イ
デ
ベ
ル
ヒ
の
譜
を
吹
奏
し
な
が
ら
引
き
上
げ
て
い
く
最
中
、

そ
の
譜
を
聞
き
な
が
ら
老
曹
長
は
絶

命
す
る
。

翌
朝
彼
の
遺
骸
を
発
見
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
王
は
、
こ
の
老
人
が
そ
の
着
て
い
た
軍
服
か
ら
フ
リ
イ
ド
リ
ヒ
大
帝
時
代
の
曹
長
で
あ
っ
た
こ

と
を
知
り
、
こ
の
事
実
を
部
下
に
手
帳
に
書
き
留
め
さ
せ
る
。

手
帳
に
書
き
留
め
て
置
か
れ
い
。
親
戚
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
ど
う
に
か
し
て
遣
り
た
い
。
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
う
し
た
物
語
が
、
近
代
戦
争
の
「
軍
事
軍
政
」
と
全
く
無
縁
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。

数
あ
る
既
発
表
の
翻
訳
作
品
の
中
か
ら
、
戦
争
と
は
言
い
条
、
敵
昧
方
と
い
う
隔
て
を
超
え
た
人
間
の
あ
り
よ
う
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
を

鴎
外
は
選
ん
だ
。
無
名
の
一
兵
士
が
斡
持
を
持
っ
て
、
自
己
の
生
を
生
き
き
る
様
、

そ
し
て
そ
う
し
た
生
き
様
に
対
し
敵
味
方
の
垣
根
を
越
え

て
敬
意
を
払
う
様
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
、
当
時
刊
行
が
間
近
だ
っ
た
彼
の
最
初
の
歴
史
小
説
集
『
意
地
』
（
一
九
一
二
了
六
、
籾
山
書
店
）

収
録
作
品
の
登
場
人
物
に
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
集
題
名
の
原
案
と
し
て
鴎
外
が
「
秩
事
篇
」
と
い
う
題
名
を

考
え
て
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
「
秩
事
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

＊ 

＊ 

『
平
和
の
礎
』
奥
付
頁
に
は
、
「
前
号
要
目
」
と
し
て
前
号
の
目
次
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
鴎
外
訳
「
老
曹
長
」
が
掲
載
さ
れ
た
翌

月
号
（
一
九
一
三
年
八
月
一
日
発
行
第
一
巻
第
六
号
）

の
「
前
号
要
目
」
に
は
、
「
口
絵
」
を
除
い
て
他
の
十
四
編
は
前
号
の
目
次
通
り
掲
載

さ
れ
た
も
の
の
、
鴎
外
作
品
「
老
曹
長
」
の
み
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
（
本
稿
末
尾
、
資
料
②
参
照
）
。
す
な
わ
ち
『
平
和
の
礎
』
誌
か
ら
鴎

外
訳
「
老
曹
長
」
掲
載
の
痕
跡
は
消
滅
し
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
勢
鵡
石
」
を
書
い
た
鴎
外
が
、
同
誌
掲
載
「
老
曹
長
」
の
本
文

に
納
得
す
る
は
ず
は
な
い
。



こ
の
『
平
和
の
礎
』
第
一
巻
第
六
号
「
前
号
要
目
」
か
ら
の
削
除
に
、
鴎
外
の
意
志
の
反
映
を
見
る
と
し
た
ら
、
余
り
に
鴎
外
に
好
意
的
に

過
ぎ
る
見
方
と
の
誹
り
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

主（1
）
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
七
月
二
十
三
日
に
警
醒
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
『
マ
ク
ベ
ス
』
に
序
文
を
寄
せ
た
坪
内
雄
蔵
（
治
迄
）
は
、

こ
の
鴎
外
訳
稿
に
対
し
い
く
つ
か
の
付
筆
を
つ
け
て
意
見
を
寄
せ
る
。
そ
し
て
彼
の
意
見
を
受
け
入
れ
た
鴎
外
は
、
自
身
の
訳
稿
に
手
を
入
れ
完
成
稿

と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

・
「
坪
内
雄
蔵
呂
田
口

Z
S
の
序
を
作
り
、
上
山
草
人
に
托
し
て
予
に
致
し
、
又
予
の
訳
本
に
付
筆
し
て
意
見
を
記
す
。
」
（
「
鴎
外
日
記
」
一
九
一
一
一
一
年

五
月
二
十
九
日
）

－
「
坪
内
雄
蔵
の
説
に
よ
り
て
呂
田
口

Z
F
を
修
正
す
。
」
（
「
鴎
外
日
記
」
一
九
一
三
年
五
月
三
十
日
）

（2
）
「
表
装
は
木
版
彩
色
刷
り
。
墨
線
を
持
た
な
い
色
板
を
何
枚
か
重
ね
て
い
く
や
り
方
で
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
を
平
面
図
案
化
し
た
も
の
。
五
葉
の
作
品
中
に

あ
っ
て
も
異
色
で
あ
り
、
現
代
版
画
風
の
面
白
く
か
わ
い
ら
し
い
作
品
。
背
に
題
名
と
著
者
名
、
裏
表
紙
ヒ
ラ
に
出
版
者
名
が
や
や
深
め
に
箔
押
し
さ

れ
て
い
る
。
扉
は
一
見
銅
版
画
を
思
わ
せ
る
彫
り
や
色
で
、
実
は
茶
色
単
色
木
版
刷
り
。
意
匠
は
菱
形
の
枠
内
に
左
横
向
き
の
人
魚
を
、
そ
し
て
、
ま

わ
り
の
枠
内
に
は
海
草
や
魚
達
を
図
案
化
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
も
こ
の
扉
と
同
じ
図
案
が
木
版
刷
り
さ
れ
て
い
る
。
」
（
岩
切
信
一
郎
『
橋
口
五

葉
の
装
釘
本
』
一
九
八

0
・
十
二
、
沖
積
舎
）

（3
）
①
「
「
独
の
文
学
を
草
し
て
井
箆
節
三
に
交
付
す
」
｜
｜
「
鴎
外
日
記
」
一
九
一
二
年
十
二
月
二
十
日
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て

i
l」
（
『
大
妻
国
文
』
第

＝
一
十
八
号
、
二

O
O七
・
三
）
、
②
「
「
一
学
徒
」
と
し
て
の
鴎
外
｜
｜
『
三
田
文
学
』
と
い
う

H

場
μ

を
視
座
と
し
た
鴎
外
関
連
資
料
報
告
｜
｜
」

（
『
大
妻
国
文
』
第
三
十
九
号
、
ニ

O
O八
・
一
二
）

（4
）
医
務
局
長
の
管
轄
事
項
で
あ
っ
た
衛
生
部
の
人
事
権
を
、
部
隊
長
、
師
団
長
系
統
に
移
そ
う
と
い
う
動
き
は
陸
軍
省
内
で
何
度
か
あ
っ
た
。
他
の
部

署
の
長
が
、
全
て
そ
の
方
向
に
同
意
す
る
中
、
一
人
医
務
局
長
は
、
専
門
の
知
識
を
持
た
ぬ
者
が
人
事
権
を
掌
握
す
る
こ
と
の
弊
害
に
鑑
み
、
一
貫
し

て
反
対
の
立
場
を
貫
い
た
。
前
年
（
一
九
二
一
）
六
月
に
こ
の
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
の
森
医
務
局
長
の
反
応
を
、
彼
の
部
下
で
あ
っ
た
山
田
弘
倫
が

次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
。

明
治
四
十
五
年
六
月
に
至
り
進
級
令
改
正
審
案
が
陸
軍
人
事
局
か
ら
医
務
局
に
廻
附
さ
れ
た
。
こ
れ
も
亦
衛
生
部
人
事
系
統
を
覆
が
へ
さ
ん
と

も
う
一
つ
の
「
老
曹
長
」

九



九
四

す
る
人
事
局
の
予
て
か
ら
の
持
論
で
あ
っ
て
、
然
も
隊
審
案
に
捺
印
を
拒
ま
れ
る
な
ら
、
医
務
局
長
、
課
長
の
捺
印
を
求
め
ず
し
て
進
達
し
、
直

接
に
大
臣
の
決
裁
を
謂
ふ
も
の
で
あ
る
と
、
極
め
て
高
圧
的
な
申
入
れ
で
あ
っ
た
。

時
の
陸
軍
省
人
事
局
長
は
河
合
操
で
あ
っ
て
、
軍
務
局
長
は
田
中
義
一
で
あ
っ
た
。
先
生
は
例
の
辛
錬
な
る
一
言
を
以
て

「
赤
鬼
青
鬼
が
や
る
こ
と
だ
」

と

評

下

さ

れ

た

。

（

山

田

弘

倫

『

軍

医

森

鴎

外

』

一

九

四

三

・

六

、

文

松

堂

書

店

）

な
お
、
こ
の
時
森
陸
軍
省
医
務
局
長
は
辞
職
を
申
し
出
た
が
、
山
県
有
朋
の
仲
介
も
あ
っ
て
こ
の
改
正
案
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。

（
5
）
新
た
な
翻
訳
作
品
の
提
供
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
同
月
（
一
九
一
三
年
五
月
）
十
一
日
に
、
鴎
外
は
翌
六
月
一
日
発
行
の
『
新
小
説
』
に
掲
載
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
、
ポ
オ
原
作
「
病
院
横
町
の
殺
人
犯
」
を
「
訳
し
畢
」
っ
て
い
る
（
「
鈴
木
本
次
郎
来
て
筆
受
す
。
病
院
横
町
の
殺
人
犯
を
訳
し
皐
る
。
」

）
。
な
お
「
鴎
外
日
記
」
に
は
、
コ
一
目
前
の
五
月
八
日
お
よ
び
翌
日
の
九
日
に
も
鈴
木
本
次
郎
が
鴎
外
宅
に
来
て
「
筆
受
L

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
こ
の
日
の
「
訳
し
畢
る
」
と
い
う
表
記
か
胃
り
し
て
、
こ
の
間
ず
っ
と
鴎
外
は
こ
の
「
病
院
横
町
の
殺
人
犯
」
に
か
か
り
切
り
だ
っ
た
と
推
測
で
き

る
。
別
の
仕
事
を
入
れ
る
余
裕
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

（
6
）
こ
の
選
挙
に
お
い
て
僅
差
で
敗
れ
た
胎
中
楠
右
衛
門
は
、
上
原
を
相
手
取
り
、
当
選
無
効
の
裁
判
を
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
は
胎
中
側
の
敗
訴
と
な
っ

た
。
以
下
は
そ
の
こ
と
を
報
ず
る
『
読
売
新
聞
』
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
十
二
月
二
十
日
朝
刊
の
記
事
で
あ
る
。

当
選
無
効
裁
判
／
原
告
破
る
／
胎
中
と
上
原
の
争
ひ

今
春
の
総
選
挙
に
神
奈
川
県
五
区
か
ら
立
候
補
し
て
僅
か
九
票
の
差
で
敗
れ
た
芝
一
二
田
小
山
町
三
胎
中
楠
右
衛
門
氏
は
当
選
者
上
原
好
勇
氏
を
相

手
取
り
『
当
選
無
効
』
の
訴
へ
を
起
し
て
争
っ
て
ゐ
た
が
十
九
日
東
京
控
訴
院
民
事
三
部
神
谷
裁
判
長
か
ら
原
告
の
敗
訴
を
言
渡
さ
れ
た

因
み
に
両
者
の
得
票
数
は
、
上
原
二
八
五
七
票
、
胎
中
二
八
四
八
票
で
あ
っ
た
。

（7
）
日
本
電
報
通
信
社
編
『
日
本
電
報
通
信
社
史
』
（
一
九
三
八
・
十
、
日
本
電
報
通
信
社
）

（8
）
他
に
リ
リ
エ
ン
ク
ロ
オ
ン
作
品
に
関
し
て
鴎
外
は
、
そ
の
詩
一
篇
を
「
金
鼓
」
と
題
し
て
翻
訳
、
づ
っ
た
日
記
』
（
一
九

O
七
・
九
、
春
陽
堂
）
「
損
石
」

の
掌
に
収
め
て
い
る
。

ま
た
注
（
3
）
①
の
拙
論
に
お
い
て
、
鴎
外
作
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
「
独
の
文
学
し
に
は
、
「
其
他
仔
情
詩
に
は
新
旧
両
派
の
限
界
線
に
立
ち
た

り
し
非
職
騎
兵
少
佐
リ
リ
イ
ン
ク
ロ
オ
ン
死
し
て
唯
リ
ツ
ヒ
ヤ
ル
ト
デ
エ
メ
ル
の
一
顧
す
る
足
る
あ
る
の
み
」
と
あ
り
、
デ
エ
メ
ル
と
と
も
に
リ
リ
エ

ン
ク
ロ
オ
ン
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（9
）
「
植
竹
喜
四
郎
が
来
て
請
へ
る
に
よ
り
、
秩
事
篇
を
意
地
と
改
む
。
」
（
「
鴎
外
日
記
」
一
九
一
三
年
四
月
九
日
）

0
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