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「行
人
」
論
０

―
―
新
時
代
と

「
長
野
家
」―
―

須

田

喜

代

一
九

一
二
年
、
こ
の
年
漱
石
は
二
つ
の
連
載
小
説
を
東
京
、
大
阪
両
朝
日
新
聞
を
発
表
舞
台
に
公
に
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
つ
は
、　
一
月

一
日
か
ら
連
載
が
始
ま
っ
た

「彼
岸
過
迄
」
で
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
物
語
の
お
さ
ら
い
と
も
言
う
べ
き

「
結
末
」
の

章
を
最
後
に
、
四
月
二
十
九
日
、
そ
の
幕
を
閉
じ
た
。
そ
れ
か
ら
七
カ
月
余
の
十
二
月
六
日
、
次
作

「
行
人
」
の
連
載
は
開
始
さ
れ
る
。

こ
の
七
カ
月
余
は
、
し
か
し
作
品
を
書
く
漱
石
の
意
識
に
微
妙
な
違
い
を
生
ん
だ
七
カ
月
余
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
間
に
、
時
代
は
明
治
か
ら
大
正
へ
と
推
移
す
る
。
た
と
え
ば

「
明
治
の
な
く
な
つ
た
の
は
御
同
様
何
だ
か
心

細
く
候
」
（大
元

・
８

・
８
、
森
次
太
郎
宛
書
簡
）

と
書
く
漱
石
が
、
大
正
と
い
う
新
し
い
時
代
に
十
分
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
明
治
四
十
五
年
発
表
の

「彼
岸
過
迄
」
を
書
く
漱
石
に
は
未
だ
は
っ
き
り
想
定
し
得
な
か
っ
た
は
ず
の
明
治
の
終
焉
は
、
今
現
実
の
も
の

と
し
て
漱
石
の
体
験
に
繰
り
こ
ま
れ
た
。
そ
の
漱
石
が
、
小
説
と
い
う
形
で
、
大
正
と
い
う
新
時
代
の
読
者
に
向
か
っ
て
放

っ
た
最
初
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
、
そ
れ
が
作
品

「
行
人
」
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を
、
わ
た
く
し
た
ち
は
こ
の
作
品
を
読
む
と
き
に
、
も
う
少
し
注

意
し
て
お
い
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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一
五
四

（
注
１
）

た
と
え
ば
そ
う
し
た
、
こ
の
作
品
が
は
ら
む

「時
」
に
注
意
し
つ
つ
、
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
き
わ
め
て
多
い

「
行
人
」
の
世
界
を
、
以
下
わ

た
く
し
な
り
に
読
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
時
間
に
発
表
さ
れ
た
作
品

「
行
人
」
の
、
作
品
内
部
の
時
間
は
、
で
は
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
が
、
長
野
家
の
次
男
、
二
郎
を
語
り
手
と
す
る
物
語
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
す
で
に
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
二
郎
の
語
り
に
は
、
「
今
」
と
い
う
時
間
が
頻
出
す
る
。
そ
の
さ
ま
を
、　
ひ
と
ま
ず
網
羅
的
に
眺
め
て
お
け
ば

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

自
分
は
此
時
の
自
分
の
心
理
状
態
を
解
剖
し
て
、
今
か
ら
顧
み
る
と
、
３
兄
」
四
十
二
）

自
分
は
今
に
な
つ
て
、
取
り
返
す
事
も
償
ふ
事
も
出
来
な
い
此
態
度
を
深
く
懺
悔
し
た
い
と
思
ふ
。
翁
兄
」
四
十
二
）

今
考

へ
る
と
兄
に
は
、
猶
更
の
苦
痛
で
あ
つ
た
に
違
な
い
。
公
．兄
」
四
十
二
）

今
の
自
分
は
此
純
粋
な

一
本
調
子
に
対
し
て
、
相
応
の
尊
敬
を
払
ふ
見
地
を
兵
へ
て
ゐ
る
積
で
あ
る
Э
け
れ
ど
も
人
格
の
出
来
て
ゐ

な
か
つ
た
当
時
の
自
分
に
は
、
∩
兄
」
四
十
三
）

自
分
は
此
詩
に
似
た
や
う
な
眠
り
が
、駅
夫
の
呼
ぶ
名
古
屋
々
々
々
と
云
声
で
ど
心
に
破
ら
れ
た
の
を
今
で
も
記
憶
し
て
ゐ
る
。
∩
帰

つ
て
か
ら
〓

）

此
眠
方
が
自
分
に
は
今
で
も
不
審
の
一
つ
に
な
つ
て
ゐ
る
。
∩
帰
つ
て
か
ら
」
二
）

自
分
は
今
で
も
雨
に
叩
か
れ
た
や
う
な
お
重
の
仏
頂
面
を
覚
え
て
ゐ
る
。
Ｃ
帰
つ
て
か
ら
」
九
）

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①



⑨ ③

其
折
自
分
は
何
を
話
し
て
ゐ
た
か
今
性
に
覚
え
て
ゐ
な
い
。
全
‐帰
つ
て
か
ら
」
二
十

一
）

け
れ
ど
も
今
自
由
す
る
と
腹
の
中
は
話
の
調
子
で
示
さ
れ
る
程
穏
か
な
も
の
で
は
決
し
て
な
か
つ
た
。
翁
塵
労
」
二
）

こ
の
作
品
に
は
、
作
者
の
胃
潰
瘍
再
発
に
よ
る
五
カ
月
余
の
連
載
中
断
期
間

（大
正
二

・
四

・
八
～
九

・
十
七
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
作
品
の

構
想
の
破
綻
を
見
る
説
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
と
物
語
る
二
郎
の
意
識
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
再
開
後
の

「塵
労
」
の
章
に
い
た
る
ま
で
、
彼
は

一

貫
し
て

「
人
格
の
出
来
て
ゐ
な
か
つ
た
」
当
時
の
自
分
に
対
す
る

「今
」
と
い
う
時
間
を
十
分
意
識
し
て
、
こ
の
物
語
を
語

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
し
た
物
語
る
二
郎
の
意
識
は
、
直
接

「
今
」
と
い
う
語
こ
そ
な
い
が
、
「
其
時
は
何
の
気
も
付
か
な
か
つ
た
が
、
此
平
凡
な
所
作
が
其

後
自
分
の
胸
に
は
絶
え
ず
騎
慢
の
発
言
と
し
て
響
い
た
」
翁
兄
」
四
十
二
）
（傍
点
須
日
、
以
下
同
様
）
で
あ
る
と
か
、
「
自
分
は
其
時
迄
捜
に

何
う
し
て
兄
の
機
嫌
を
直
し
た
か
を
聞
い
て
見
な
か
つ
た
。
其
後
も
つ
い
ぞ
聞
く
機
会
を
有
た
な
か
つ
た
」
翁
帰
つ
て
か
ら
」

一
）
で
あ
る
と

か
、
あ
る
い
は

「
け
れ
ど
も
書
斎
に
入
つ
た
彼
女
が
兄
と
差
向
ひ
で
ど
ん
な
談
話
を
し
た
か
、
そ
れ
は
未
だ
に
知
る
事
を
得
な
い
只

「帰
つ
て

か
ら
」
三
十
四
）
と
い
っ
た
、
明
ら
か
に

「今
」
と
い
う
時
点
を
意
識
し
た
表
現
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
た
と
え
ば
②

「自
分
は
今
に
な
つ
て
、
取
り
返
す
事
も
償
ふ
事
も
出
来
な
い
此
態
度
を
深
く
懺
悔
し
た
い
と
思
ふ
」
で
あ
る
と
か
、
④

「
今
の
自
分
は
此
純

粋
な

一
本
調
子
に
対
し
て
、
相
応
の
尊
敬
を
払
ふ
見
地
を
備

へ
て
ゐ
る
積
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人
格
の
出
来
て
ゐ
な
か
つ
た
当
時

の
自

分

に

は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
郎
が
物
語
る
こ
の
時
点
で
は
、
す
で
に
何
か
事
件

（
そ
れ
も
悲
劇
的
な
事
件
）
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ

を

「
今
」
二
郎
は
非
常
な
後
悔
の
念
を
も

っ
て
振
り
返
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
の

「，今
」
と
は
い
っ
た

い
い
つ
な
の
か
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
は
結
局
こ
の

「今
」
に
は
戻

っ
て
こ
な
い
。
二
郎
が

「今
に
な
つ
て
、
取
り
返

す
事
も
償
ふ
事
も
出
来
な
い
」
と
悔
や
み
、
深
く

「
懺
悔
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
具
体
的
な
こ
と
は
何
も
明
ら
か
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一
五
六

に
さ
れ
な
い
。
回
想
の
時
間
は
物
語
る
現
在
に
繋
が

っ
て
こ
な
い
わ
け
な
の
だ
。
そ
こ
に
こ
の
物
語
の
分
か
り
に
く
さ
の
一
因
も
あ

り
そ

う

だ
。そ

の
こ
と
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
こ
の

「今
」
に
も
う
少
し
こ
だ
わ
っ
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
「
今
」
を
特
定
す
る
記
述
が
作
品
中
に
見

当

ら
な
い
以
上
、
こ
の

「
今
」
を
は
っ
き
り
何
年
何
月
と
い
う
意
味
で
い
つ
と
断
定
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
新
聞
紙
上
で

こ
の
作
品
を
最
初
に
享
受
し
た
読
者
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
少
し
限
定
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
語
り
手
二
郎
は
、
い
っ
た
い

「今
」
そ
の
物
語
を
誰
に
向
か
っ
て
語
ろ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば

「彼
岸
過
迄
」
で
は
、
須
永
や
松
本
の
話
の
聞
き
手
は
田
口
敬
太
郎
だ
っ
た
。
彼
ら
は
敬
太
郎
に
向
か
っ
″Ｌ
語
り
、
敬

太
郎

は

「受
話
器
を
耳
に
」
す
る
よ
う
に
し
て
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
話
の
聞
き
役
を
つ
と
め
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
、
も
は
や
敬

太
郎
に
あ
た
る
人
物
は
登
場
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
受
話
器
を
耳
に
あ
て
、
二
郎
の
話
に
耳
を
傾
け
る
の
は
、
直
接
作
品
の
読
者
に
他
な
ら
な

い
。
と
す
れ
ば
、
当
初
作
者
漱
石
が
最
初
に
想
定
し
え
た
読
者
で
あ
る
は
ず
の
新
聞
連
載
作
品
を
読
む
人
々
に
と
っ
て
の

「
今
」
は
、
作
品
を

享
受
す
る
現
在
、
す
な
わ
ち
具
体
的
に
は
大
正
と
い
う
新
し
い
時
代
に
な
っ
た

「今
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅲ

そ
れ
で
は
、
二
郎
が
語
ろ
う
と
す
る

「事
件
」
は
い
つ
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
は
二
郎
が
大
阪
梅
田
の
停
車
場
に
降
り
立
つ
と
こ
ろ
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
は

「
夕
方
の
比
較
的
長
く
続
く
夏
の
日
の

事
」
∩
友
達
四
）
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
作
品
末
尾
、　
一
郎
が
Ｈ
さ
ん
と
旅
行
に
出
か
け
る
の
が
翌
年
の
大
学
が
夏
休
み
に
入
っ
て
か
ら
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
間
の
夏
か
ら
夏
ま
で
の
ほ
ぼ

一
年
間
の
時
間
が
、
二
郎
の
語
る
物
語
の
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
そ
の
一
年
間
を
特
定
で
き
る
か
と
い
う
と
、
は
っ
き
り
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
の
一
年
と
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
あ
る
程
度
の
範
囲



は
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、　
一
つ
に
は

「
塵
労
」
八
に
お
い
て
二
郎
が
父
と
上
野
の
表
慶
館

へ
出
か
け
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
表
慶
館
は
皇

太

子

（
大

正

天

皇
）
の
成
婚
記
念
と
し
て
明
治
三
十
三
年
五
月
に
着
工
、
以
来
八
年
の
歳
月
を
閲
し
て
明
治
四
十

一
年
九
月
に
竣
工
し
た
美
術
館
で
あ
り
、
翌

（
注
２
）

明
治
四
十
二
年
の
五
月
十
日
、
開
館
の
運
び
と
な
っ
た
建
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
郎
た
ち
が
観
に
行
く
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
明

治
四
十
二
年
五
月
十
日
以
降
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
彼
ら
二
人
が
表
慶
館
に
行
く
の
は
、
彼
岸
過
ぎ
の

「‐も
う
ぢ
き
花
が
咲
く
」

時
分
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
明
治
四
十
三
年
以
降
の
春
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
右
に
述
べ
た
二
郎
が
そ
の
物
語
を
語
り
起
こ

し
た
夏
の
、
翌
年
の
春
に
他
な
ら
な
い
。

も
う

一
つ
、
「
兄
」
十
六
に
お
い
て
、　
一
郎
と
二
郎
が
乗
る
和
歌
の
浦
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
漱
石
自
身
も
明
治
四
十

四
年

八
月
十
四
日
講
演
旅
行
の
途
次
和
歌
の
浦
に
立
ち
寄

っ
た
際
乗

っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
が
、
荒
正
人
氏
の

『
漱
石
研
究
年
表
』
Λ
集

英
社
Ｖ
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
大
正
初
年
に
取
り
払
わ
れ
」
た
の
だ
と
い
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
二
郎
の
語
る
出
来
事
は
、
明
治
四
十
二
年
以
降
の
明
治

「
四
十
何
年
」
∩
彼
岸
過
迄
し

の
夏
か
ら
翌
年
の
夏

ま

で
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
。
し
か
る
に
二
郎
の
語
る

「
今
」
を
前
述
し
た
よ
う
に
大
正
現
在
で
あ
る
と
し
て
よ
い
と
す
る

な
ら
ば
、
明
治
四
十
何
年
の
出
来
事
を
、
二
郎
は
大
正
現
在
に
な
っ
て
語

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
明
治
の
終
焉
に
焦
点

を
合
わ
せ
た
明
治
の
物
語
を
新
し
い
時
代
の
聞
き
手
に
語
ろ
う
と
す
る
、
次
作

「
こ
こ
ろ
」
の
時
間
の
先
取
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅳ

で
は
、
こ
う

い
う
時
間
の
な
か
で
、
二
郎

の
実
家

で
あ
る

「
長
野
家
」

は
ど
う

い
う
家
と
し
て
存
在

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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七



一
五

八

、
長
野
家
の
人
々
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

芳
江

見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
漱
石
は
こ
の
一
家
の
な
か
で
父
に
だ
け
そ
の
固
有
名
詞
を
与
え
な
か
っ
た
。
二
郎
が
語
り
手
で
あ
る
の
で
父
親
の
固

有
名
詞
が
出
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
わ
た
く
し
に
は

「長
野
家
」
と
い
う
も
の
を
考
え

る
う
え
で
象
徴
的
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
父
は
、

「
父
が
勤
め
て
ゐ
た
あ
る
官
省
の
」
∩
友
達
」
二
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
現
在
は
退
職
し
て
第

一
線

を
退
い
て
い
る
元
官
吏
、
そ
れ
も

「貴
族
院
議
員
」
で
あ
る
と
か

「あ
る
会
社
の
監
査
役
」
と
い
っ
た
人
た
ち
が
友
人
と
し
て
彼
を
訪
ね
て
い

る
こ
と
か
ら
か
な
り
の
高
級
官
吏
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。　
一
郎
は
大
学
教
授

（東
京
帝
大
で
あ
ろ
う
）
、
二
郎
は
越
智
治
雄
氏
も
指
摘

さ

れ
た
が
、
お
そ
ら
く
は
建
築
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
他
に
こ
の
家
に
は
、
「
宅
の
厄
介
も
の
」
と
か

「
下
女
だ
か
仲
働
だ
か
分
ら
な
い
地
位
に
甘
ん
じ
」
て
い
る
と
か
い
わ
れ
る
お
貞
さ
ん

と
い
う
女
性
が
い
る
ほ
か
、
か
つ
て
は

「母
方
の
遠
縁
に
当
る
」
岡
田
も
住
ん
で
い
た
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て

「長
野
家
」
は
い
わ
ば

Λ
大
家

族
Ｖ
的
な
家
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
家
を
二
郎
は

「
古
い
歴
史
を
有
つ
た
家
」
∩
帰
つ
て
か
ら
」
二
十
九
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
実
は
こ
の
家
は
麹
町
区
の
番
町
に

あ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

系



番
町
に
は
、
デ
ル
ノ
ヽ
然
ゲ
ロ
ノ
ヽ
乎
と
し
て
、
独
逸
語
の
如
く
重
苦
し
く
四
角
張
つ
た
音
響
多
し
。
人
間
の
声
の
み
な
ら
ず
、
門
を

鎖
ざ
す
音
、
馬
車
を
引
き
出
す
響
、
犬
吠
の
反
響
、
凡
て
然
り
。
（略
）
此
区
に
は
、
板
塀
を
高
く
し
て
、
『
内
に
如
何
な
る
邸
宅
あ
る
や

を
測
り
知
る
こ
と
能
は
ざ
ら
し
む

エ
ヘ
ソ
』
と
云
つ
た
や
う
に
、
悪
く
気
取
つ
た
家
あ
り
。

と
は
、
明
治
三
十
六
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
伊
藤
銀
月

『
最
新
東
京
繁
昌
記
　
下
巻
』
Λ
内
外
出
版
協
会
Ｖ

に
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
番
町
の

一
側
面
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
番
町
と
い
う
の
は
、

「番
町
と
い
へ
ば
御
旗
本
、
御
旗
本
と
い
へ
ば
番
町
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
其
の

町
名
の
由
来
は
江
戸
に
於
い
て
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
で
あ
ら
う
」
Ｇ
麹
町
区
史
』
昭
１０

・
３
）
と
さ
れ
る
よ
う
な
旧
旗
本
屋
敷
の
あ

っ
た
場

所
な
の
で
あ

％
減
。）
そ
の
地
に

「古
い
歴
史
を
有
つ
た
家
」
と
し
て

「
長
野
家
」
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た

「長
野
家
」
を
考
え
る
際
に
は
、
次
の
母
親
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
見
逃
せ
な
い
。

皆
で
和
歌
山
へ
行
き
和
歌
山
城
を
見
た
と
き
、
綱
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
場
面
が
あ
る
。

「
へ
え
―
こ
れ
が
音
の
お
城
か
ね
」
と
母
は
感
心
し
て
ゐ
た
。
母
の
叔
母
と
い
ふ
の
が
、
昔
し
紀
州
家
の
奥
に
勤
め
て
ゐ
た
と
か
云
ふ

の
で
、
母
は

一
層
感
慨
の
念
が
深
か
つ
た
の
だ
ら
う
。
自
分
も
子
供
の
時
、
折
々
耳
に
し
た
紀
州
様
、
紀
州
様
と
い
ふ
封
建
時
代
の
言
葉

を
不
図
思
ひ
出
し
た
。
∩
兄
」
十

一
）

紀
州
家
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
尾
張
、
水
戸
と
並
ぶ
徳
川
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
紀
州
家
の
奥
に
勤
め
て
ゐ
た
人
を
叔
母
に
持
つ
綱

も
、
や
は
り
士
族
の
出
身
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
綱
が
、
同
じ
く
士
族

（
旧
旗
本
）
の

「長
野
家
」
に
嫁
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
こ
と
と
は
全
く
質
が
異
な
る
こ
と
を
唐
突
に
言
う
よ
う
だ
が
、
こ
の
家
に
は
そ
の
庭
に
、
当
時
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
ブ
ラ
ン
コ
が
あ
る
。

下
に
は
特
に
彼
女

（筆
者
注
、
芳
江
ノ
事
）
の
為
に
植
木
屋
が
持
え
た
ブ
ラ
ン
コ
が
あ
つ
た
。
∩
帰
つ
て
か
ら
」
五
）

番
町
に
あ
る
、
士
族
出
身
の
高
級
官
吏
の
家
、
そ
の
庭
に
は
ブ
ラ
ン
コ
も
あ
る
と
い
う
家
、
そ
れ
が

「長
野
家
」
な
の
だ
が
、　
こ
う

し
た

「行
人
」
論
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



一
六
〇

「
家
」
を
実
は
わ
た
く
し
た
ち
は
す
で
に
ど
こ
か
で
知

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
こ
で
だ
っ
た
か
。
そ
れ
こ
そ

は
あ

の

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
清
が
、
「
旗
本
」
の
末
裔
、
「
旗
本
の
元
は
清
和
源
氏
で
、
多
田
の
満
仲
の
後
裔
だ
。
こ
ん
な
土
百
姓
と
は
生

ま
れ

か
ら

し
て
違
ふ
ん
だ
」
と
咬
呵
を
き
る
よ
う
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
将
来
に
、
夢
見
て
い
た
家
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
第

二
早
に
清
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
将
来
を
夢
見
る
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

清
は
坊

っ
ち
ゃ
ん
を

「
将
来
立
身
出
世
し
て
立
派
な
も
の
に
な
る
と
思
ひ
込
ん
で
居
」
る
。
「
手
車
へ
乗
つ
て
、
立
派
な
玄
関
の
あ
る
家

を

こ
し
ら
へ
る
に
相
違
な
い
」
な
ど
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
ん
な
夢
を
語
る
。

夫
か
ら
清
は
お
れ
が
家
で
も
持
つ
て
独
立
し
た
ら
、　
一
所
に
な
る
気
で
居
た
。
ど
う
か
置
い
て
下
さ
い
と
何
遍
も
繰
り
返

し
て
頼

ん

だ
。
お
れ
も
何
だ
か
う
ち
が
持
て
る
様
な
気
が
し
て
、
う
ん
置
い
て
や
る
と
返
事
丈
は
し
て
置
い
た
。
所
が
此
女
は
中
々
想
像
の
強
い
女

で
、
貴
方
は
ど
こ
が
御
好
き
、
麹
町
で
す
か
麻
布
で
す
か
、
御
庭
へ
ぶ
ら
ん
こ
を
御
こ
し
ら
へ
遊
ば
せ
、
西
洋
間
は

一
つ
で
沢
山
で
す
杯

と
勝
手
な
計
画
を
独
り
で
並
べ
て
居
た
。

清
が
こ
こ
で
坊

っ
ち
ゃ
ん
の
住
ま
い
と
し
て
想
定
す
る
麹
町
や
麻
布
は
、
と
も
に

「
か
つ
て
の
大
名
屋
敷
や
旗
本
屋
敷
」
が
あ

っ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
「‐高
台
で
眺
め
が
よ
く
、
交
通
至
便
で
緑
に
も
恵
ま
れ
た
た
め
明
治
末
ご
ろ
ま
で
に
は
、
高
級
官
吏
、
華
族
、
金
持
ち
の
住
宅

地

と

な
っ
た
」
Ｇ
江
戸
東
京
学
事
典
』
全
二
省
堂
Ｖ
）
地
域
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
清
の
夢
想
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
こ
と
に
な
確
３

さ
ら
に
清
は
ま
た
、
自
分
の
甥
に
対
し
て
坊

っ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を

「今
に
学
校
を
卒
業
す
る
と
麹
町
辺
へ
屋
敷
を
買
つ
て
役
所
へ
通
ふ
の
だ

杯
と
吹
聴
」
し
た
り
も
す
る
の
だ
が
、
番
町
に
あ
る
高
級
官
吏
の
家
で
あ
る
は
ず
の

「長
野
家
」
こ
そ
は

（庭
の
ブ
ラ
ン
コ
な
ど
と
い
う
小
道

具
を
も
含
め
て
）
、　
そ
ん
な
清
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
、　
明
治
の
世
に
お
け
る

「
立
身
出
世
」
の
夢
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
実
現
し
て
み
せ
た
家
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

※



と
こ
ろ
で
、
こ
の
坊

っ
ち
ゃ
ん
の
有
名
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
に
、
兄
と
将
棋
を
指
し
て
い
て
、
兄
が
卑
怯
な
待
ち
駒
を
し
た
う
え
に
、
う

れ
し
そ
う
に
冷
や
か
す
の
に
腹
を
立
て
た
坊

っ
ち
ゃ
ん
が
、
手
に
あ

っ
た
飛
車
を
兄
の
眉
間
に
叩
き
つ
け
る
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
し

（
注
６
）

か
る
に
、
か
つ
て
そ
れ
と
全
く
同
じ
こ
と
を
し
た

「
餓
鬼
大
将
」
翁
帰
つ
て
か
ら
」
二
十
五
）
が

「
長
野
家
」
に
い
た
。
そ
れ
が
現
在
で
は
悩

め
る
男
に
な

っ
て
い
る
長
男
、　
一
郎
な
の
で
あ
る
。

Ｖ

長
野
家
の
兄
弟
、　
一
郎
、
二
郎
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
」
の
兄
弟
は
対
等
で
は
全
く
な
い
。
（略
）
こ
の
兄
弟
の
上
下
、
圧
迫
関
係
は
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
西
垣
勤
氏
だ
が

（「
行
人
』
―
自
我
と
愛
の
相
克
」
『
夏
目
漱
石
必
携
』
∧
至
文
堂
〉
）
、
た
し
か
に
こ
の
兄
弟

間
に
は
序
列
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
二
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

自
分
と
兄
と
は
常
に
此
位
懸
隔
の
あ
る
言
葉
で
応
対
す
る
の
が
常
に
な
つ
て
ゐ
た
。
是
は
年
が
少
し
違
ふ
の
と
、
父
が
昔
堅
気
で
、
長

男
に
最
上
の
権
力
を
塗
り
付
け
る
や
う
に
し
て
育
て
上
た
結
果
で
あ
る
。
母
も
偶
に
は
自
分
を
さ
ん
付
け
に
し
て
二
郎
さ
ん
と
呼
ん
で
呉

れ
る
事
も
あ
る
が
、
是
は
単
に
兄
の

一
郎
さ
ん
の
お
余
り
に
過
ぎ
な
い
と
自
分
は
信
じ
て
ゐ
た
。
∩
兄
」
二
）

あ
る
い
は
こ
う
も
言
う
。

自
分
か
ら
云
ふ
と
、
（筆
者
注
、　
一
郎

ハ
）
普
通
の
長
男
よ
り
は
、
大
分
甘
や
か
さ
れ
て
育

つ
た
と
し
か
見
え
な
か
つ
た
。
（略
）
母
は

長
い
間
吾
子
の
我
を
助
け
育
て
る
や
う
に
し
た
結
果
と
し
て
、
今
で
は
何
事
に
よ
ら
ず
其
我
の
前
に
脆
く
運
命
を
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
位
地
に
あ

つ
た
。
∩
兄
」
六
）

こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
二
郎
の
判
断
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
わ
れ
よ
う
が
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
場
面
は
二
人
の
関
係
を

「
行
人
」
論
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



一
六
二

如
実
に
物
語
る
場
面
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

直
を
巡
っ
て
の
二
人
の
会
話
の
な
か
で
、
二
郎
が

「
兄
さ
ん
、
此
事
に
就
い
て
は
僕
も
実
は
と
う
か
ら
考

へ
て
ゐ
た
ん
で
す
」
と
言
う
と
、

一
郎
は
そ
れ
を
遮
る
よ
う
に

「
い
や
御
前
の
考
へ
な
ん
か
聞
か
う
と
思
つ
て
ゐ
や
し
な
い
。
今
日
御
前
を
此
処
へ
連
れ
て
来
た
の
は
少
し
御
前

に
頼
み
が
あ
る
か
ら
だ
」
翁
兄
」
二
十

一
）
と
言
う
。
つ
ま
り

一
郎
は
、
お
前
の
考
え
な
ん
か
聞
か
な
い
、
俺
の
頼
み
を
聞
け
と
言
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
と
身
勝
手
な
言
い
分
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
い
う
身
勝
手
な
物
言
い
が
許
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
こ
そ
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず

「長
野
家
」
に
お
け
る
彼
の
位
置
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
こ
の
明
治
の
世
に
あ

っ
て

一
つ
の
立
身
出
世
の
夢
を
果
た
し
え
た
、
「
古
い
歴
史
を
有
つ
た
家
」
の
家
長
た
る
べ
く
育
て
ら
れ
、
そ
の
家
長
と
し
て
の
権
力
を

一
手
に

握

っ
て
い
る
男
な
の
だ
。
し
か
る
に
そ
の
家
長
が
、
新
時
代
を
前
に
、
今
、
精
神
の
危
機
に
立
た
さ
れ
る
。

Ⅵ

作
品
は
こ
の

「
古
い
歴
史
を
有
つ
た
家
」
「
長
野
家
」
の
周
囲
に
響
く
新
時
代
の
量
音
を
着
実
に
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は

「
長
野
家
」

の
存

在
そ
の
も
の
を
揺
さ
ぶ
る
登
音
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
様
を
次
に
見
て
い
っ
て
み
た
い
。

※
　
　
　
　
　
　
　
　
※

ま
ず
、
新
時
代
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
三
越
が
次
の
よ
う
な
形
で
登
場
す
る
。
場
面
は

「
帰
つ
て
か
ら
」
の
十
、
お
直
の
何
気
な
い
一

言
に
傷
つ
け
ら
れ
た
お
重
が
そ
の
こ
と
を
父
親
に
訴
え
に
行
く
。

彼
女
は
泣
き
な
が
ら
父
の
室

へ
訴
へ
に
行
つ
た
。
父
は
面
倒
だ
と
思
つ
た
の
だ
ら
う
、
捜
に
は
一
言
も
聞
糾
さ
ず
に
、
翌
日
お
重
を
連

れ
て
三
越
へ
出
掛
た
。

父
は
娘
の
機
嫌
を
直
す
た
め
に
彼
女
を
三
越
へ
連
れ
て
行
く
。
こ
の
三
越
は
ま
た
、
い
わ
ゆ
る

「
女
景
清
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
な
か
で
、
思



い
が
け
ず
使
者
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
父
が
尋
ね
た
盲
目
の
女
の
家
に
も
、
「
手
拭
掛
に
は
小
新
ら
し
い
三
越
の
手
拭
さ
へ
揺

め

い

て
ゐ
た
」
翁
帰
つ
て
か
ら
」
十
六
）
と
い
っ
た
形
で
さ
り
気
な
く
作
品
世
界
に
侵
入
し
て
い
る
。

し
か
る
に
漱
石
は
前
作

「彼
岸
過
迄
」
の
冒
頭
に
お
い
た

「『彼
岸
過
迄
』
に
つ
い
て
」

と
い
う
文
章
に
お
い
て
、　
三
越
を
こ
う
捉
え
て
み

せ
て
い
た
。

今
の
世
に
無
闇
に
新
し
が
つ
て
ゐ
る
も
の
は
三
越
呉
服
店
と
ヤ
ン
キ
ー
と
そ
れ
か
ら
文
壇
に
於
る

一
部
の
作
家
と
評
家
だ
ら
う
と
自
分

は
と
う
か
ら
考

へ
て
ゐ
る
。

「
三
越
」
は
、
「
今
の
世
」
の
新
し
い
風
俗
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
彼
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
風
俗
に
敏
感
な
ア
ン
テ
ナ
を
持

っ
て
い
た
当
代
の
詩
人
腰
弁
当

（鴎
外
）
が
、
い
ち
早
く
こ
の
三
越
に
着
目

し
、
「
三
越
」
∩
趣
味
』
明
４０

．
１
）
と
い
う
詩
を
書
い
て
嘘
ダ
ど

い
う
こ
と
も
、
同
時
代
の
文
学
者
の

「
三
越
」
と
い
う
も
の
の
捉
え
方

を

知
る
意
味
で
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

と
ま
れ
、
明
治
四
十

一
年
洋
風
三
階
立
て
に
新
築
し
た
三
越
は
、
同
四
十
四
年
二
月
新
し
く
完
成
し
た
帝
国
劇
場
の
内
部
装
飾
や
緞
帳
の
制

作
等
を
請
け
負
い
、
そ
の
こ
け
ら
落
し
直
前
の
明
治
四
十
四
年
二
月
二
十
六
日
の
各
新
聞
紙
上
に

「帝
劇
を
見
ず
し
て
芝
居
を
談
ず
る
勿
れ
／

三
越
を
訪
は
ず
し
て
流
行
を
語
る
勿
れ
」
と
い
う
広
告
を
掲
載
、
や
が
て

「今
日
は
帝
劇
、明
日
は
三
越
」
と
い
う
、大
正
文
化
を
象
徴
す
る
よ

う
な

一
大
ヒ
ッ
ト
コ
ピ
ー
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
基
盤
を
築
き
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
来
る
べ
き
新
し
い
時
代
に
備
え
る
か
の
よ
う

（注
９
）

に
、
そ
の
三
越
は
、
明
治
四
十
四
年
七
月
か
ら
、
来
る
大
正
三
年
九
月
の
完
成
を
め
ざ
し
て
ま
さ
に
新
店
舗
の
普
請
中
で
あ

っ
た
の
だ
っ
た
。

※
　
　
　
　
　
　
　
　
※

こ
の
作
品
が
取
り
込
ん
で
い
る
、
そ
う
し
た
新
し
い
時
代
の
量
音
は
三
越
だ
け
で
は
な
い
。

本
稿

「
Ⅲ
」
で
触
れ
た
表
慶
館
か
ら
の
帰
り
道
、
二
郎
と
上
野
を
歩
く
父
が
、
勧
工
場
が
活
動
写
真
館
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い

る

。

「行
人
」
論
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三



一
六
四

や
あ
何
時
の
間
に
か
勧
工
場
が
活
動
に
変
化
し
て
ゐ
る
ね
。

些
と
も
知
ら
な
か
つ
た
。

何
時
変

つ
た
ん
だ
ら
う

（「
塵
労
」
九
）

日
本
に
最
初
に
常
設
の
活
動
写
真
館
が
で
き
た
の
は
明
治
三
十
六
年
、
東
京
浅
草

の
電
気
館
だ

っ
た
が
、
明
治
四
十
二
年
七
月
三
十

一
日
付

（
注
Ю
）

『
万
朝
報
』
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
こ
の
時
期

「東
京
に
常
設
館
が
七
十
以
上
の
流
行
ぶ
り
」
だ
と
い
う
。

一
方
の
勧
工
場
だ
が
、
初
田
亨
氏
が
調
査
引
用
さ
れ
た

「東
京
市
統
計
年
表
」
に
よ
る
と
、
東
京
市
内
の
勧
工
場
の
数
の
推
移
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

明
治
四
十

一
年
に
は
二
十
力
所
あ

っ
た
も
の
が
、
わ
ず
か
三
年
後
の
明
治
四
十
四
年
に
は
半
分
の
十
力
所
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

三
年
た
つ
た
大
正
三
年
に
は
そ
の
ま
た
半
分
の
五
カ
所
と
い
う
具
合
に
、
勧
工
場
は
急
激
に
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
く
。

初
田
氏
は

「勧
工
場
は
、
そ
れ
自
身
の
中
に
、
新
し
い
時
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
べ
き
要
素
を
確
か
に
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
同
時
に
、

大
正
や
昭
和
の
時
代
に
は
な
い
、
明
治
的
な
古
さ
や
、
江
戸
的
な
も
の
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
要
素
を
も
、
そ
の
中
に
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
勧
工
場
が
、
都
市
の
施
設
と
し
て
、
近
世
か
ら
近
代

へ
の
橋
渡
し
の
役
目
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
」
Ｇ
都
市

の
明
治
　
路
上
か
ら
の
建
築
史
』
Λ
筑
摩
董
房
Ｖ
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
明
治
的
な
も
の
で
あ

っ
た
勧
工
場
が
そ
の
姿
を
消
し
つ
つ
あ

る
と
こ
ろ
を
、
こ
の
作
品
は
ち
ゃ
ん
と
掬
い
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
勧
工
場
に
と
っ
て
変
わ
る
の
が
、
先
に
見
た
三
越
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
デ
パ
ー
ト
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
活
動
写
真
館
と
い
っ
た
新
し
い
時
代
を
象
徴
す
る
建
物
で
あ

っ
た
わ
け
な
の
だ
。
そ
う
し
た
時
代
の

姿

・
時
代
の
相
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

場の数

27

19

20

15

11

10

8

6

5

明治 35年

40年

41年

42年

43年

44年

大正 1年
2年

3年



※

※

こ
う
し
た
新
し
い
時
代
の
波
は
、
そ
う
し
た
外
側
の
社
会
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
作
中
人
物
た
ち
の
す
ぐ
身
近
に
も
、
そ
れ
は
次
の

よ
う
な
形
で
押
し
寄
せ
て
い
る
。

「
春
に
な
つ
た
か
ら
、
皆
な
も
ち
つ
と
陽
気
に
し
な
く
つ
ち
や
不
可
な
い
。
此
頃
の
や
う
に
黙
つ
て
許
ゐ
ち
や
、
丸
で
幽
霊
屋
敷
の
や

う
で
、
く
さ
ノ
ヽ
す
る
丈
だ
あ
ね
。
桐
畠
で
さ
へ
立
派
な
家
が
建
つ
時
節
ぢ
や
な
い
か
」

桐
畠
と
い
ふ
の
は
家
の
つ
い
近
所
に
あ
る
角
地
面
の
名
で
あ
つ
た
。
其
処
へ
住
ま
ふ
と
何
か
祟
が
あ
る
と
い
ふ
昔
か
ら
の
言

ひ
伝

へ

で
、
此
間
迄
空
地
に
な
つ
て
ゐ
た
の
を
、
此
頃
に
な
つ
て
漸
く
或
る
人
が
買
ひ
取
つ
て
、
大
き
な
普
請
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
父
は
自
分

の
家
が
第
二
の
桐
畠
に
な
る
の
を
恐
れ
で
も
す
る
や
う
に
、
活
々
と
傍
の
も
の
に
話
し
掛
け
た
。
翁
塵
労
」
十
）

新
時
代
は

「其
処
へ
住
ま
ふ
と
何
か
祟
が
あ
る
」
と
い
う

「昔
か
ら
の
言
ひ
伝
へ
」
な
ど

一
顧
だ
に
す
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
家
を
普
請
し

て
い
く
。
里
日
か
ら
の
言
ひ
伝
へ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
い
と
も
簡
単
に
崩
さ
れ
て
い
く
、
そ
れ
が
今
の

「時
節
」
な
の
だ
。

古
い
物
が
崩
さ
れ
新
し
い
も
の
が
打
ち
建
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
い
わ
ば

「過
渡
期
の
日
本
」
∩
手
紙
」
明
４４

・
７
）
の
様
を
、
こ
の
桐
畠
の

普
請
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た

「時
節
」
の
中
、
「
古
い
歴
史
を
有
つ
た
家
」
で
あ
る

「長
野
家
」
は
幽
霊
屋
敷
の
よ
う

に

そ
の
活
気
を
失

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
父
の
饒
舌
を

「
自
分
の
家
が
第
二
の
桐
畠
の
な
る
の
を
恐
れ
で
も
す
る
や
う
に
」
と
捉
え
る
二
郎

の
思
い
は
、
だ
か
ら
当
代
に
お
け
る
明
治
の
家

「
長
野
家
」
の
位
置
を
明
白
に
言
い
あ
て
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
物
語
の
範
囲
内
の
普
請
の
ほ
か
に
、
物
語
に
直
接
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
も
の
の
、
こ
の
物
語
の
時
間
が
抱
え
込
ん
で

い
る
は
ず
の
、
い
わ
ば
物
語
の
範
囲
外
の
も
う

一
つ
の
普
請
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は

「
帝
都
東
京
の
軸
線
」
Ｇ
ｌ
９

２
０
年
代
日
本
展
　
。ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
し

を
明
確
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た

「東
洋
第

一
の
大
建
物
」

「
時
事
新
報
』

大
３

・
１２

・
■
）
東
京
駅

の
普
請
で
あ
る
。

「行
人
」
論
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五



一　一ハ
一ハ

す
な
は
ち
辰
野
金
吾
設
計
に
よ
り
明
治
四
十

一
年
二
月
に
着
工
さ
れ
た
こ
の
建
物
は
、
こ
の
時
期
、
大
正
三
年
十
二
月
二
十
日
の
開
駅
を
め

ざ
し
て
こ
れ
ま
た
普
請
の
真

っ
最
中
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
大
阪
梅
田
の
停
車
場
に
二
郎
が
降
り
立
つ
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
二
郎
は
当
然
新
橋

の
停
車
場
か
ら
旅
立
っ
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
帰
京
の
際
の
終
着
駅
も
新
橋
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
作
品
末
尾
近
く
、　
一
郎

が
Ｈ
さ
ん
と
伊
豆
方
面

へ
旅
に
出
た
と
直
か
ら
聞
い
た
二
郎
が

「
ぢ
や
船
で
す
か
」
と
聞
く
の
に
対
し
て
、
直
は

「
い
ゝ
え
矢
張
り
新
橋
か
ら

…
…
」
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
当
然
の
こ
と
な
が
ら
彼
等
は
新
橋
駅
を
利
用
し
て
い
た
わ
け
な
の
だ
が
、
そ
の
新
橋
駅
は
こ
の
時
、
も
う
あ

と
数
年
で
、
明
治
五
年
九
月
の
日
本
最
初
の
鉄
道
布
設
以
来
担

っ
て
き
た
そ
の
役
割
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
広
大
な
三

菱
ケ
原
に
建
て
ら
れ
た
東
京
駅
に
、
そ
の
バ
ト
ン
を
渡
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

一
郎
や
二
郎
は
、
そ
の

「
新
橋
駅
」
を
利
用
す

る
最
後
の
世
代
に
属
す
る
人
々
で
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ツ
ヒ
ま
だ
こ
の
程
の
事
と
思
は
れ
た
旧
幕
時
代
に
は
閑
古
鳥
が
喘
い
た
と
い
ふ
静
説
な
大
名
屋
敷
が
、
明
治
の
聖
代
と
な
つ
て
も
殺
人

騒
ぎ
な
ど
の
あ
つ
た
物
騒
千
万
な
丸
の
内
も
来
る
二
十
日
の
開
駅
当
日
か
ら
は
東
洋
に
お
け
る
帝
都
の
中
心
駅
と
し
て
昼
夜
を
分
た
ず
旅

客
の
来
往
の
集
散
の
絶
え
間
な
い
熱
同
の
巷
と
な
る
で
あ
ら
う

（『時
事
新
報
』
大
３

・
１２

・
Ｈ
）

か
つ
て
の

「
静
誰
な
大
名
屋
敷
」
は
、
今
、
帝
都
東
京
の
中
心
た
る

「
熱
圃
の
巷
」
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
ま
た
時
代
の
変
化
を
象
徴
す
る
建
物
の
普
請
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
品
に
登
場
す
る
人
々
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
位
相

の
な
か
を
生
き
て
い
た
は
ず
な
の
だ
。

Ⅶ

一
古
い
歴
史
を
有
つ
た
家
」
が

一
長
野
家
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
全
く
対
照
的
な
の
が
、
作
品
冒
頭
に
登
場
す
る
岡
田

の
新

し

い



「
家
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
家
に
は
岡
田
夫
婦
が
二
人
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
る
。

我
国
ノ
現
状

ハ
云
ハ
ハ
之
レ
過
渡
期

二
在
リ
ト
モ
云
フ
ヲ
得
可
ク
、
国
民
ノ
大
部
分

ニ
ハ
尚
ホ
未
夕
大
家
族
制
度
ノ
保
存
セ
ラ
ン
タ
ル

モ
ノ
多
キ
ニ
拘
ラ
ス
、
都
市

二
出
テ
テ
独
立
ノ
生
計
フ
立
ツ
ル
壮
年
者
其
他

一
般

二
所
謂
教
育
ア
ル
階
級

二
在
リ
テ
ハ
己

二
甚
夕
広
ク
小

家
族
制
度
ノ
行

ハ
ン
ツ
ツ
ア
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
。

と
は
、
明
治
四
十
四
年
二
月

『
京
都
法
学
会
雑
誌
』
に
載

っ
た
河
田
嗣
郎
の
論
文
の
一
節
だ
が

（一
家
族
制
度
ノ
崩
壊
力
社
会
生
活

二
及

ホ

ス
影
響
し
、
大
阪
と
い
う
都
市
に
出
で
て
独
立
の
生
計
を
立
て
て
い
る
岡
田
の
家
は
、
す
で
に
甚
だ
広
く
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
た
、
小
家

族
制
度
の
典
型
的
な
家
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

橋
川
文
三
氏
に

「
大
正
期
は

一
般
的
に
い
っ
て
明
治
期
的
な
家
の
権
威
が
弛
緩
し
、
く
ず
れ
始
め
た
時
代
と
み
ら
れ
る
。

（略
）
こ
の
時
代

に
お
け
る
家
は
も
は
や
家
父
長
的
権
威
を
失
い
、
庇
護
者
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
威
圧
者
で
あ
る
こ
と
を
も
放
棄
し
つ
つ
あ

っ
た
。
少
な
く
と

も
、
か
な
り
急
速
に
都
市
化
が
す
す
み
ヽ
早
く
も
大
衆
化
現
象
を
さ
え
あ
ら
わ
し
つ
つ
あ

っ
た
大
都
市
で
の
家
は
、
い
わ
ゆ
る

『
文
化
住
宅
』

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
小
市
民
的
消
費
単
位
と
し
て
の

『
小
さ
い
な
が
ら
も
楽
し
い
』
ホ
ー
ム
ヘ
と
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
が

あ
る
が

（「
市
民
的
家
族
観
の
形
成
　
日
本
的
知
識
人
の
思
想
と
家
」
『
講
座
家
族
　
８
家
族
観
の
系
譜
』
Λ
弘
文
堂
〉
所
収
）
、
夫
婦
二
人
の
生

活
を
核
と
す
る
岡
田
の
家
は
、
「
縁
側
の
な
い
座
敷
の
窓

へ
日
が
遠
慮
な
く
照
り
返
す
」
翁
友
達
」
二
）
よ
う
な
家
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま

さ
に

「
小
さ
い
な
が
ら
も
楽
し
い
」
ホ
ー
ム
と
言
っ
て
い
い
。

そ
の
岡
田
の
家
は

「
岡
田
の
髪
の
毛
は
想
像
し
た
通
り
薄
く
な
つ
て
居
た
が
、
住
居
は
思
つ
た
よ
り
も
薩
張
し
た
新
し
い
普
請
で
あ
つ
た
」

∩
友
達
」

一
）
と
作
品
の
冒
頭
に
登
場
し
て
い
た
。
そ
し
て
続
い
て
、
岡
田
が
所
帯
を
持
つ
と
き
の
用
意
に
、
二
郎
の
父
か
ら
か
つ
て
貰

っ
た

掛
け
軸
が
、
そ
の
家
の
床
の
間
で

「
反
つ
く
り
返
つ
て
居
た
」
翁
友
達
」
二
）
こ
と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「
古
い
歴
史
を
有
つ
た
家
」
に
は
似
合
っ
た
は
ず
の
軸
物
も
、
も
は
や
新
し
い
時
代
の
新
し
い
家
に
は
そ
の
い
る
べ
き
場
所
を
持
た
な
い
。

そ
れ
は
、
清
が
坊

っ
ち
や
ん
の
将
来
と
し
て
夢
見
た
夢
を
実
現
し
た
よ
う
な
、
明
治
社
会
に
お
け
る
理
想
的
な
家
で
あ

っ
た
は
ず
の

「
長
野

「行
人
」
論
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七



一
六
八

家
」
の
存
在
基
盤
が
、
見
て
き
た
よ
う
な

「
過
渡
期
の
日
本
」
の
な
か
で
す
で
に
危
う
く
な

っ
て
い
る
こ
と
を
、
さ
り
気
な
く
指
し
示
し
て
い

た

エ
ピ
ソ
ー
ド
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
行
人
』
は
漱
石
の
作
品
中
で
も

『
そ
れ
か
ら
』
と
並
ん
で
二
組
み

（
以
上
）
の
夫
婦
が
と
も
に
住
む
直
系
家
族
の
家
庭
を
描
い
た
数

少

な
い
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
平
岡
敏
夫
氏
に
あ
る
が

（葛
行
人
』
―
淋
し
い
文
学
―
」
『
漱
石
研
究
』
Λ
有
精
堂
Ｖ
所
収
）
、
士
族

出

身

で
あ
る
と
か
、
父
親
が
と
も
に
元
役
人

（
も

っ
と
も
長
井
得
は
そ
の
後
実
業
界
に
転
身
し
て
い
る
が
）
で
あ
る
こ
と
等
、
こ
の
二
つ
の
家
に
は

共
通
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
長
野
家
」
な
ら
ぬ

「
長
井
家
」
で
は
、
代
助
は
長
井
家
か
ら
弾
き
だ
さ
れ
る
よ
う

に
は

な
る
が
、
あ
く
ま
で
長
井
家
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
に
は
、
長
井
家
の
家
督
相
続
人
で
あ
る
、
長
井
得
―
誠
吾
の
線
は

一
体
で
あ
り
強
固

で
あ
り
、
長
井
家
は
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
得
が
長
井
家
の
家
長
と
し
て
未
だ
に
君
臨
し
て
い
る
と
い
う
形
で
あ
る

の
に
対

し

て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
家
族
の
な
か
で
た
だ

一
人
固
有
名
詞
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
長
野
家
の
父
親
に
は
、
長
井
家
を
良
き
に
付
け
悪
し
気

に
付
け
象
徴
す
る
よ
う
な
、
得
ほ
ど
の
存
在
感
は
す
で
に
な
い
。
し
か
も
そ
の

「
長
野
家
」
を
支
え
る
べ
き
次
代
の
家
長
と
し
て
育
て
上
げ
ら

れ
た
は
ず
の
一
郎
は
、
「
長
野
家
」
を
ま
と
め
上
げ
て
い
く
ど
こ
ろ
か
家
族
の
な
か
で
次
第
に
孤
立
を
深
め
て
い
”
¶
）

明
治
の
世
に
あ

っ
て
、　
一
つ
の
理
想
的
な
夢
を
実
現
し
え
た
家
で
あ

っ
た
は
ず
の

「
長
野
家
」
は
、
こ
う
し
て
今
、
周
囲
に
押
し
寄
せ
る
新

し
い
時
代
の
波
の
な
か
で
次
第
に
そ
の
存
在
基
盤
を
見
失
い
、
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
二
郎
は
そ
の
明
治
期
の

「
古
い
歴
史
を
有
つ
た

家
」
崩
壊
の
ド
ラ
マ
を
、
新
し
い
時
代
を
生
き
よ
う
と
す
る
聞
き
手
に
語
ろ
う
と
す
る
の
だ
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
長
野
家
と
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
新
時
代
の
登
音
を
確
認
し
て
み
た
。
そ
う
し
た
外
側
の
動
き
と
不
可
分
に
結
び
つ
く

は
ず
の
長
野
家
に
生
き
る
人
々
の
内
面
の
ド
ラ
マ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

注
１
　

『
夏
目
漱
石
必
携
』
Λ
学
燈
社
∨
に
お
い
て

「
行
人
」
の
作
品
研
究
史
を
担
当
さ
れ
た
石
崎
等
氏
は
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
先
行
研
究
の
多
さ
に
触
れ
、

「
お
そ
ら
く

『
こ
ゝ
ろ
』
に
次
い
で
漱
石
文
学
作
品
論
の
双
璧
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。



注
２
　

「明
治
三
十
三
年
五
月
十
日
、
皇
太
子
殿
下
御
慶
事
の
際
、
東
京
市
よ
り
奉
献
の
記
念
美
術
館
は
今
般
竣
成
、
官
内
省

へ
献
納
の
手
続
き
を
終
わ
り
た
る

に
よ
り
、
商
来
表
慶
館
と
称
し
、
帝
室
博
物
館
の
管
理
に
属
す
る
事
と
な
れ
り
。」
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
４‐

．
１２

・
３
）

「
既
報
の
如
く
上
野
博
物
館
内
の
表
敬
館
は
十
日
午
前
十
時
よ
り
開
館
し
、
各
元
老
、
各
大
臣
、
各
枢
密
顧
間
官
、
有
爵
者
及
び
同
館
に
最
も
深
き
関
係

を
有
す
る
人
々
を
招
き
、
列
品
の
一
覧
を
請
ひ
茶
菓
を
饗
応
し
た
り
」
貧
東
京
朝
日
新
聞
』
明
４２

・
５

・
１２
）

注
３
　

「
二
郎
は
、
『塵
労
』
の
六
、
七
か
ら
推
測
す
る
か
ぎ
り
、
建
築
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
る
。」
翁

一
郎
と
二
郎
」
『漱
石
私
論
』
Λ
角
川
書
店
∨
所
収
）

注
４
　

「
番
町

一
帯
は
麹
町
区
の
北
部
に
位
し
、
四
谷
市
ケ
谷
牛
込
の
三
門
に
接
し
、
東
北
は
富
土
見
町
飯
田
町
に
連
る
、
徳
川
初
世
に
当
り
、
将
軍
家
よ
り
大

番
組
諸
士
に
此
地
を
賜
ひ
し
よ
り
番
町
の
称
出
づ
、
番
衆
町
の
略
称
な
り
」
翁
麹
町
之
状
勢
』
大
１５

・
‐２
）

注
５
　
こ
の
清
の
思
い
に
つ
い
て
は
、
石
原
千
秋
氏
が

「
『坊
つ
ち
や
ん
』
の
山
の
手
」
翁
文
学
』
１
９
８
６

・
８
）
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。

注
６
　

「
す
る
と
岡
田
が
藪
か
ら
棒
に

『
一
郎
さ
ん
は
実
際
六
づ
か
し
や
で
し
た
ね
』
と
云
ひ
出
し
た
。
さ
う
し
て
昔
し
兄
と
自
分
と
将
棋
を
指
し
た
時
、
自
分

が
何
か

一
口
云
つ
た
の
を
痛
に
、
い
き
な
り
将
棋
の
駒
を
自
分
の
額

へ
打
付
た
騒
ぎ
を
、
新
し
く
自
分
の
記
憶
か
ら
呼
び
覚
し
た
。」
（「
兄
」
九
）

注
７
　

「
三
越
」
は
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

三
越

三
越
の
売
場
卓
に

わ
が
立
ち
て
送
り
迎
ふ
る

客
の
う
ち
に
か
は
ゆ
き
子
来
ぬ
。

銘
仙
の
衣
に
ふ
さ
は
ぬ

つ
ま
は
づ
れ
。
倹
下
る
日
の

な
つ
か
し
き
光
。
誰
が
子
ぞ
。

香
木
の
筐
に
盛
ら
ぬ
を

員
玉
や
は
恥
づ
る
。
宮
居
に

入
る
が
ご
と
、
な
ど
か
た
ゆ
た
ふ
。

「行
人
」
論
①

一
六
九



一
七
〇

蘇
る
希
臓
な
ら
ぬ

元
禄
の
は
で
な
る
模
様

は
ぢ
ら
ひ
の
目
に
ぞ
か
が
や
く
。

見
よ
、
選
る
は
好
め
る
な
ら
で

廉
き
選
る
心
し
ら
ひ
の

か
く
せ
ど
も
遂
に
著
き
を
。

三
越
の
売
場
卓
に

立
て
る
わ
れ
富
ま
ば
此
子
に

代
取
ら
で
物
皆
遣
ら
ん
。

注
８
　
「
や
が
て
、
無
料
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
み
ら
れ
る

『今
日
は
帝
劇
、
明
日
は
三
越
』
に
定
着
し
た
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
は
、
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
劇
場

に
出
か
け
、
流
行
の
商
品
を
デ
パ
ー
ト
ヘ
買
い
に
ゆ
く
こ
と
に
あ
こ
が
れ
る
大
正
初
期
の
婦
人
た
ち
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
強
い
訴
求
力
を
持
つ
も
の
と
な

っ
た
。」
（槌
田
満
文

『
明
治
大
正
の
新
語

・
流
行
語
』
〈
角
川
書
店
Ｖ
）

注
９
　
「新
し
い
三
越
　
越
後
屋
が
三
井
呉
服
店
に
な
つ
た
の
も
大
変
化
な
ら
三
井
呉
服
店
が
三
越
呉
服
店
に
な
つ
た
の
も
大
変
化
で
あ
つ
た
。
が
今
度
四
年
越

し
の
大
建
築
が
出
来
上
が
つ
て
白
亜
五
層
の
居
然
た
る
壮
観
を
日
本
橋
畔
に
誇
る
」
翁
中
外
商
業
新
報
』
大
３

・
９

・
２６
）

注
１０
　
「
近
来
活
動
写
真
の
流
行
は
ほ
と
ん
ど
極
点
に
達
し
て
居
る
。
昨
日
ま
で
に
出
来
た
常
設
館
の
数
は
、
東
京
市
内
だ
け
で
も
七
十
ケ
所
以
上
に
出
で
、
興

行
資
金
に
数
十
万
円
を
運
転
し
て
居
る
と
の
事
だ
。」
（『
万
朝
報
』
明
４２

・
７

・
３‐
）

注
Ｈ
　
一
郎
に
関
し
て
、彼
の
両
親
は

「
あ
ゝ
育
て
る
積
ぢ
や
な
か
つ
た
ん
だ
が
ね
」
「あ
れ
ぢ
や
困
り
ま
す
よ
」
と
い
う
会
話
を
か
わ
す
こ
と
に
な
る

（「塵
労
」

十

一
）。

ま
た

「彼
等

（
こ
と
に
母
）
は
兄

一
人
の
た
め
に
宅
中
の
空
気
が
湿
つ
ぼ
く
な
る
の
を
辛

い
と
云
つ
た
。
尋
常
の
父
母
以
上
に
わ
が
子
を
愛
し
て
来
た
と

い
ふ
自
信
が
、
彼
等
の
不
平
を

一
層
濃
く
染
め
つ
け
た
。
彼
等
は
わ
が
子
か
ら
是
程
不
愉
快
に
さ
れ
る
因
縁
が
な
い
と
暗
に
主
張
し
て
ゐ
る
ら
し
く
思
は
れ

た
」
翁
塵
労
」
十
二
）
と
も
さ
れ
て
い
る
。


