
透
谷

そ
の
主
題
と
方
法

1
批
評
家
胎
生
の
…
機
微
を
め
ぐ
っ
て
t

佐

藤

泰

正

透
谷
と
は
誰
か
。
人
々
は
彼
を
目
し
て
、
近
代
文
学
に
お
け
る
ひ
と
つ
の

く
試
金
石
〉
と
も
呼
ぶ
。
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
指
摘
は
ど
う
か
。

 
若
く
し
て
自
殺
し
た
地
方
出
の
青
年
詩
人
、
北
村
透
谷
は
、
洗
礼
を
受
け

な
が
ら
（
一
八
八
八
）
、
漢
然
と
汎
神
論
的
な
「
内
部
生
命
」
 
（
「
内
部
生

命
論
ト
、
 
一
八
九
三
）
を
論
じ
て
、
藤
村
や
泡
鳴
に
強
い
影
響
を
あ
た
え
て

い
た
。
 
（
加
藤
周
一
『
日
本
文
学
史
序
説
」
）

 
加
藤
氏
の
著
作
は
第
一
章
「
『
万
葉
集
』
の
時
代
」
よ
り
終
章
「
戦
後
の
状

況
」
に
至
る
ま
で
、
硬
軟
と
り
ま
ぜ
て
明
晰
な
史
観
を
展
開
す
る
。
自
負
す
る

ご
と
く
江
戸
期
の
文
学
に
あ
っ
て
「
従
来
の
史
家
が
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
き
た

儒
者
の
文
章
に
触
れ
る
と
こ
ろ
厚
」
く
、
「
従
来
の
文
学
史
家
が
狭
義
の
文
学

概
念
」
に
「
も
と
づ
い
て
詳
論
し
て
き
た
」
小
説
類
に
「
触
れ
る
と
こ
ろ
薄
」

い
。
ま
た
馬
琴
の
小
説
に
つ
な
が
る
も
の
は
漱
石
な
ら
ぬ
福
野
介
山
の
『
大
菩

薩
峠
」
だ
が
、
し
か
し
明
治
以
後
の
文
学
史
は
漱
石
に
厚
く
、
介
山
に
薄
い
。

「
文
学
史
を
首
尾
一
貫
さ
せ
る
た
め
に
は
、
馬
琴
と
介
山
の
叙
述
を
併
せ
て
重

く
す
る
か
、
併
せ
て
軽
く
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
」
。
自
分
は
馬
琴
、

介
山
を
説
く
筆
を
抑
え
、
 
「
漱
石
を
詳
述
す
る
自
由
を
保
留
し
た
」
と
い
う
。

江
戸
期
に
「
漱
石
の
小
説
に
相
当
す
る
ど
う
い
う
文
学
が
あ
っ
た
か
」
と
聞
え

ば
、
 
「
読
者
の
階
層
、
内
容
の
知
的
密
度
、
時
代
と
の
係
り
方
の
深
さ
な
ど
の

点
で
、
そ
れ
は
儒
者
文
人
の
他
に
は
な
か
っ
た
」
と
も
い
う
。

 
こ
れ
は
文
学
史
と
し
て
ひ
と
つ
の
明
確
な
視
点
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
所

も
深
い
。
著
者
は
ま
た
「
文
学
の
歴
史
的
発
展
ま
た
は
通
時
的
秩
序
は
、
文
学

と
非
文
学
的
条
件
と
の
関
係
す
な
わ
ち
時
代
の
社
会
と
文
化
の
同
時
的
構
造
を

前
提
と
し
な
い
で
、
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
こ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ

も
ま
た
明
晰
な
指
摘
だ
が
、
 
「
時
代
の
社
会
と
文
化
の
同
時
的
構
造
」
へ
の
考

察
な
く
し
て
真
の
文
学
史
ば
あ
り
え
ず
と
い
う
時
、
透
谷
と
い
う
存
在
こ
そ
近

代
文
学
草
創
期
に
あ
っ
て
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
後
に

ふ
れ
る
山
路
愛
山
と
の
論
争
に
あ
た
っ
て
、
下
庄
の
文
学
史
観
は
明
ら
か
と
な

る
。
愛
山
の
語
る
『
明
治
文
学
史
」
 
（
明
2
6
・
3
・
1
～
5
・
7
、
 
「
国
民
新

聞
」
）
に
対
し
て
、
彼
は
『
明
治
文
学
管
見
』
 
（
明
2
6
・
4
・
8
、
同
2
2
、
5

・
6
、
2
0
、
 
「
評
論
」
）
な
る
も
の
を
も
っ
て
応
え
る
。
、
こ
れ
は
当
初
「
日
本
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文
学
史
骨
」
と
し
て
書
き
始
め
た
も
の
だ
が
、
「
明
治
文
学
管
見
」
の
み
、
そ

れ
も
中
絶
と
い
う
形
で
終
っ
た
。
し
か
し
彼
が
敢
て
〈
日
本
文
学
史
骨
〉
と
し

て
問
わ
ん
と
し
た
も
の
は
何
か
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
加
藤
周
一
が
遭
わ
ん
と
し
た
も
の
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
く
日
本
文
学
史
骨
〉

で
あ
っ
た
。
し
か
も
両
者
の
乖
離
す
る
所
は
深
い
。
加
藤
氏
は
透
谷
と
い
う
存

在
を
評
す
る
に
わ
ず
か
二
行
を
も
っ
て
し
た
。
し
か
し
こ
と
の
要
所
は
そ
の
長
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短
に
は
な
い
。
彼
が
受
洗
し
な
が
ら
「
漠
然
と
汎
神
論
的
な
『
内
部
生
命
」
」

を
論
じ
た
と
い
う
所
に
あ
る
。
敢
て
い
え
ば
愛
山
と
の
論
争
の
帰
結
と
も
い
う

べ
き
『
内
部
生
命
論
』
こ
そ
彼
が
書
か
ん
と
し
た
〈
日
本
文
学
史
骨
〉
な
る
も

の
の
、
ま
さ
し
く
骨
髄
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
，
透
谷
は
次
の
ご
と
く
言

．
つ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
ン
ナ
 

 
真
正
の
勧
懲
は
心
の
経
験
の
上
に
立
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
即
ち
内
部
の

ラ
イ
フ

生
命
の
上
に
立
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
 
（
略
）
未
だ
根
本
の
生
命
を
知
ら
ず
し

て
、
世
道
人
心
を
益
す
る
の
正
鵠
を
得
る
も
の
あ
ら
ず
。
要
す
る
に
彼
等
の

誤
謬
は
、
人
間
の
根
本
の
生
命
を
認
め
ざ
り
し
に
因
す
る
も
の
な
り
、
読
者

 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
（
傍
占
…
マ
マ
）

よ
、
吾
人
が
五
十
年
の
人
生
に
重
き
を
置
か
ず
し
て
、
人
間
の
根
本
の
生
命

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
き

を
尋
ぬ
る
を
責
む
る
倒
れ
、
読
者
よ
、
吾
人
が
眼
に
見
う
る
的
の
事
業
に
心

を
注
が
ず
し
て
、
人
間
の
根
本
の
生
命
を
暗
索
す
る
も
の
を
重
ん
ぜ
ん
と
す

る
を
責
む
る
勿
れ
、
読
者
よ
、
吾
人
の
中
に
或
は
唯
心
的
に
傾
き
、
或
は
万

有
的
に
傾
む
く
も
の
あ
る
を
責
む
る
勿
れ
、
吾
人
は
人
間
の
根
本
の
生
命
に

重
き
を
置
か
ん
と
す
る
も
の
な
り
、
而
し
て
吾
人
が
不
肖
を
顧
み
ず
し
て
、
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明
治
文
学
に
微
力
を
献
ぜ
ん
と
す
る
は
、
此
範
囲
の
中
に
あ
る
こ
と
を
記
憶

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

せ
ら
れ
よ
。
 
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
）

さ
ら
に
次
の
ご
と
く
も
言
う
。

 
瞬
間
の
冥
契
と
は
何
ぞ
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
是
な
り
、
こ
の
瞬
間
の

冥
契
あ
る
者
を
イ
ン
ス
パ
イ
ア
ド
さ
れ
た
る
詩
人
と
は
云
ふ
な
り
、
 
（
略
）

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
ぞ
、
必
ず
し
も
宗
教
上
の
意
味
に
て
之
を
云

ふ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
 
（
略
）
畢
評
す
る
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
宇

宙
の
精
神
即
ち
神
な
る
も
の
よ
り
し
て
、
人
間
の
精
神
即
ち
内
部
の
生
命
な

る
も
の
に
対
す
る
】
種
の
感
応
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
 
（
略
）

 
こ
の
感
応
は
人
間
の
内
部
の
生
命
を
再
造
す
る
者
な
り
、
こ
の
葱
応
は
人

間
の
内
部
の
経
験
と
内
部
の
自
覚
と
を
再
造
す
る
者
な
り
。
こ
の
感
応
に
よ

り
で
瞬
時
の
問
、
人
間
の
眼
光
は
セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
ウ
オ
ル
ド
を
離
る
＼
な

り
、
吾
人
が
肉
を
離
れ
、
実
を
忘
れ
、
と
言
ひ
た
る
も
の
之
に
外
な
ら
ざ
る

な
り
、
然
れ
ど
も
夜
遊
病
患
者
の
如
く
「
我
」
を
忘
れ
て
立
出
る
も
の
に
は

あ
ら
ざ
る
な
り
、
何
処
ま
で
も
生
命
の
眼
を
以
て
、
超
自
然
の
も
の
を
観
る

な
り
。

 
再
造
せ
ら
れ
た
る
生
命
の
眼
を
以
て
観
る
時
に
、
造
化
万
物
何
れ
か
極
致

な
き
も
の
あ
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
其
極
致
は
絶
対
的
の
ア
イ
デ
ア
に
あ
ら
ざ

る
な
り
、
何
物
に
か
具
躰
的
の
形
を
顕
は
し
た
る
も
の
即
ち
其
極
致
な
り
、

万
有
的
眼
光
に
は
万
有
の
中
に
其
極
致
を
見
る
な
り
、
心
理
的
眼
光
に
は
人
．

心
の
上
に
其
極
致
を
見
る
な
り
。

 
文
学
史
家
の
ひ
と
り
は
こ
れ
を
目
し
て
、
「
内
部
世
界
へ
の
固
執
と
さ
ら
に

そ
の
上
に
立
つ
真
に
全
体
的
な
人
間
存
在
の
領
略
、
解
放
へ
の
道
を
、
新
し
い

文
学
と
文
学
者
に
と
っ
て
の
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
必
然
と
し
て
、
こ
れ
を
究
極
的

（ 140 ）



に
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
」
ず
、
 
「
思
弁
的
な
哲
学
的
唯
心
論
や
、

切
実
な
主
体
的
契
機
を
欠
い
た
新
し
い
写
実
主
義
者
、
実
利
主
義
者
の
人
間
観

察
と
も
、
は
っ
き
り
み
ず
か
ら
を
区
別
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
文
学
の
み
な
ら

ず
社
会
万
般
の
「
変
革
の
た
め
の
基
本
軸
」
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
旧
来
の

文
学
、
ま
た
文
学
観
に
対
す
る
「
も
っ
と
も
根
源
的
な
批
判
た
り
え
」
た
も
の

だ
と
い
う
（
猪
野
謙
二
『
明
治
文
学
史
」
）
。
ま
た
別
の
評
家
は
そ
こ
に
「
時

代
の
冷
静
な
批
判
者
」
の
み
な
ら
ぬ
、
「
同
時
代
の
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
逆
の

方
向
へ
の
噴
出
」
を
み
る
と
言
い
、
ま
た
時
代
の
実
利
性
、
功
利
性
に
対
し
て

「
非
功
利
性
の
方
向
に
、
新
教
か
ら
得
た
近
代
的
個
人
の
自
覚
と
理
想
主
義
を

背
景
に
し
て
、
徹
底
的
に
誘
導
」
せ
ん
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
（
申
村
光
夫

『
明
治
文
学
史
」
）
。

 
両
者
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
や
や
異
な
る
が
、
と
も
に
透
谷
の
闘
い
の
核
心
と
も

い
う
べ
き
も
の
を
よ
く
衝
き
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
〈
内
部
生
命
論
〉
と
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は
「
漠
然
」
た
る
「
汎
神
論
的
」
志
向
な
ら
ぬ
、
逆
に
こ
の
汎
神
的
風
土
そ
の

も
の
と
無
縁
で
は
な
い
実
利
的
、
功
利
的
志
向
の
病
弊
を
こ
そ
根
源
よ
り
問
い

直
す
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
透
谷
が
こ
の
な
か
で
ま
た
「
内
部
の
生
命
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あ
ら
ず
し
て
、
天
下
宣
、
人
性
人
情
な
る
者
あ
ら
ん
や
」
と
い
う
時
、
当
然
な

が
ら
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
」
（
「
小
説
神
髄
」

明
1
8
～
1
9
）
と
い
う
遣
遙
の
認
識
を
意
識
し
、
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
同
時
に
こ
れ
は
お
の
ず
か
ら
に
二
葉
亭
の
そ
れ
に
も
つ
な
が
る
。
即
ち

「
人
情
世
態
」
の
精
密
な
る
「
模
写
」
に
戯
作
を
超
え
る
近
代
小
説
の
可
能
性

を
求
め
た
遣
遙
の
論
が
反
面
、
 
「
模
写
」
に
よ
っ
て
何
を
描
く
か
と
い
う
思
想

的
、
理
念
的
内
実
を
欠
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
模

写
」
と
は
「
実
相
を
漁
り
て
虚
相
を
写
し
出
す
」
（
『
小
説
総
論
」
明
1
9
・
4
）

透
谷
i
そ
の
主
題
と
方
法
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批
評
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生
の
機
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を
め
ぐ
っ
て
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も
の
な
り
と
は
二
葉
亭
の
い
う
所
で
あ
っ
た
。
言
わ
ば
現
象
（
形
・
フ
ォ
ー
ム
）

よ
り
も
内
在
的
理
念
（
意
・
ア
イ
デ
ア
）
そ
の
も
の
を
重
視
し
、
普
遍
の
真
実

に
迫
ら
ん
と
す
る
二
葉
亭
の
論
に
、
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
貴
重
な
布
石
の
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
「
卿
相
」
と
は
何
か
と
、
透

谷
は
問
い
え
た
は
ず
で
あ
る
。

 
こ
の
二
葉
亭
の
論
が
、
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
の
『
芸
術
の
イ
デ
ー
」
 
（
二
葉
亭
訳

『
芸
術
ノ
本
義
」
）
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
通
り
だ
が
、
両

者
の
あ
る
根
底
的
な
違
い
も
ま
た
無
視
で
き
ま
い
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
所
だ

が
、
 
『
芸
術
ノ
本
義
」
の
訳
文
に
「
意
匠
の
由
て
生
ず
る
所
の
も
の
は
真
理
な

り
」
．
と
あ
る
が
、
「
思
惟
の
出
発
点
は
神
の
絶
対
的
イ
デ
ー
で
あ
る
」
が
原
意

で
あ
る
。
彼
は
「
意
（
ア
イ
デ
ア
）
」
と
「
形
（
フ
ォ
ー
ム
）
」
と
い
う
基
本

理
念
を
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
に
学
び
つ
つ
、
そ
の
イ
デ
ー
が
「
神
の
イ
デ
ー
」
で
あ

る
こ
と
を
敢
て
拒
否
せ
ん
と
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
後
の
こ
と
だ
が
、
小
林
秀
雄

の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
（
『
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
」
昭
・
1
6
～
1
7
）
に
も
見

る
所
で
あ
る
。
 
「
根
本
を
な
す
問
題
は
、
彼
の
作
晶
に
つ
い
て
書
き
始
め
て
以

来
ず
っ
と
僕
が
意
識
し
て
、
又
無
意
識
に
、
見
極
め
よ
う
と
苦
し
ん
で
き
た
と

こ
ろ
、
即
ち
彼
の
全
生
活
と
全
作
品
と
を
覆
ふ
に
足
り
る
彼
の
思
想
の
絶
対
性

と
も
言
ふ
べ
き
問
題
だ
」
。
彼
は
自
分
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
倣
っ
て
こ
う

言
い
た
い
と
語
り
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
り
、
只
一
箇
所
、

「
神
の
存
在
と
い
う
問
題
」
を
「
彼
の
全
生
活
と
全
作
品
と
を
覆
ふ
に
足
り
る

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

彼
の
思
想
の
絶
対
性
と
も
言
ふ
べ
き
問
題
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
か
え
る
。
こ

こ
に
も
く
神
〉
と
い
う
言
葉
へ
の
異
和
は
つ
よ
い
が
、
二
葉
亭
の
場
合
も
ま
た

同
様
で
あ
る
。

 
敢
て
い
え
ば
「
虚
相
」
と
は
と
い
う
時
、
そ
の
〈
虚
〉
な
る
も
の
の
内
実
が
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改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
恐
ら
く
透
谷
な
ら
ば
「
虚
相
を
仮
り
て
実
相

を
写
す
」
と
い
う
所
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
彼
は
小
説
的
模
写
を
試
み
ん
と
し

て
す
べ
て
失
敗
し
た
。
そ
の
筆
は
〈
実
〉
層
写
さ
ん
と
し
て
〈
虚
〉
の
世
界
に

舞
う
。
後
に
ふ
れ
る
『
我
牢
獄
」
も
『
宿
魂
鏡
」
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
し

か
し
そ
の
〈
虚
〉
の
世
界
に
舞
い
つ
つ
、
彼
の
筆
・
は
い
や
お
う
な
く
＜
実
〉
な

る
世
界
の
深
渕
に
慧
依
す
る
ご
と
く
引
き
よ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
単
な
る

〈
実
〉
こ
そ
彼
の
い
う
〈
内
部
生
命
〉
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
二
葉
亭
の
筆
は
迫

遙
に
お
け
る
イ
デ
ー
の
不
在
を
衝
い
た
が
、
透
谷
の
筆
は
さ
ら
に
そ
の
イ
デ
ー

の
何
た
る
か
を
根
源
的
に
問
い
返
さ
ん
と
し
た
。
彼
の
「
日
本
文
学
史
骨
」
、

即
ち
「
明
治
文
学
管
見
」
は
中
絶
し
た
が
、
そ
れ
は
い
ま
ひ
と
つ
の
、
あ
る
ベ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

か
り
し
「
日
本
文
学
史
序
説
」
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
先
に
も
ふ
れ
た
通
り
、
文
学
史
を
真
に
歴
史
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
い
か
な

る
「
作
業
仮
説
が
必
要
で
あ
る
か
」
と
問
い
、
「
文
学
の
歴
史
的
発
展
ま
た
は

通
時
的
秩
序
」
は
、
 
「
文
学
と
非
文
学
的
条
件
と
の
関
係
」
即
ち
そ
の
「
同
時

的
構
造
」
の
解
明
な
く
し
て
「
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
加
藤
周
一
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

い
う
。
い
か
に
も
尤
も
な
指
摘
だ
が
、
そ
の
「
文
学
と
非
文
学
的
条
件
と
の
関

へ係
」
、
そ
の
「
同
時
的
構
造
」
へ
の
身
を
斬
る
ご
と
き
洞
察
こ
そ
、
透
谷
の
語

ら
ん
と
し
た
も
の
の
核
心
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
「
序
説
」
の
筆
者
、
明
晰

な
る
文
明
史
家
の
一
種
術
緻
的
な
考
察
の
眼
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
も
の
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
何
か
。
こ
の
土
壌
の
内
実
を
、
状
況
の
底
部
を
、
術
平
な
ら
ぬ
身

を
く
ぐ
ら
せ
る
ご
と
く
し
て
語
ら
ん
と
し
た
も
の
こ
そ
透
谷
で
は
な
か
っ
た

か
。
 
〈
内
部
生
命
〉
の
論
と
は
「
曖
昧
」
な
ら
ぬ
、
純
乎
た
る
彼
の
批
評
の
ゆ

き
つ
く
べ
き
ひ
と
つ
の
帰
結
で
あ
り
、
そ
の
第
一
声
は
次
の
ご
と
き
言
葉
で
あ

っ
た
。
 
「
余
も
亦
国
粋
を
好
め
り
、
然
れ
ど
も
耕
や
さ
ゴ
る
可
か
ら
ざ
る
の
地

を
充
分
耕
や
さ
れ
た
り
と
し
て
、
鋳
と
鋤
と
を
用
ひ
ざ
ら
ん
と
す
る
を
好
ま

ず
」
 
（
「
「
日
本
の
言
語
」
を
読
む
」
、
明
2
2
・
7
）
。
こ
こ
か
ら
西
谷
の
闘

い
は
始
ま
る
。

二

 
「
「
日
本
の
言
語
」
を
読
む
」
は
「
女
学
雑
誌
」
（
一
七
〇
号
）
へ
の
投
稿

の
一
文
だ
が
、
葛
谷
の
活
字
と
な
っ
た
最
初
の
評
論
で
も
あ
る
。
 
『
日
本
の
言

語
」
と
は
漢
学
者
佐
藤
寛
（
六
石
）
の
皇
典
講
習
所
に
お
け
る
講
演
の
大
要
を

記
録
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
余
り
に
も
国
粋
的
な
論
議
を
「
奇
怪
な
立
論
」
と

し
て
批
判
し
た
の
が
こ
の
一
文
で
あ
る
。
日
本
の
言
語
は
淳
乎
と
し
て
世
界
に

冠
た
り
。
こ
れ
に
対
し
「
何
が
故
に
英
語
は
不
完
全
な
る
、
曰
く
、
折
衷
語
な

れ
ば
な
り
」
と
い
う
ご
と
き
粗
筆
な
論
を
鋭
く
衝
き
、
文
学
と
言
語
と
は
両
々

あ
い
ま
っ
て
進
歩
す
べ
き
も
の
だ
が
、
残
念
乍
ら
日
本
の
言
語
は
い
ま
だ
「
其

揺
籠
の
中
に
」
あ
る
と
い
う
。
 
「
余
は
常
に
嘆
息
す
、
各
国
と
も
に
有
ら
ざ
る

な
き
詩
が
独
り
我
に
は
あ
ら
ず
、
是
な
き
に
種
々
の
原
因
あ
ら
ん
、
然
れ
ど
も

言
語
の
不
完
全
な
る
湊
江
主
因
な
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
」
と
問
い
、
そ
の
「
不
完
「

全
」
と
は
「
儀
式
的
、
機
械
的
に
日
本
語
が
英
語
よ
り
も
冗
長
に
馬
鹿
ら
し
く

発
達
し
居
る
」
所
に
あ
り
と
も
い
う
。
ま
た
折
衷
と
い
う
も
「
英
語
は
其
兄
弟

語
よ
り
折
衷
せ
り
、
故
に
折
衷
の
利
益
を
領
し
た
り
」
。
，
こ
れ
に
対
し
「
日
本

語
は
全
く
異
種
な
る
支
部
語
よ
り
折
衷
し
て
発
達
し
た
る
が
為
め
其
弊
害
は
実

に
少
か
ら
ず
」
。
そ
の
故
に
ま
た
「
凡
て
が
迷
ふ
が
如
く
窮
す
る
が
如
き
形
跡

の
多
少
存
在
す
る
を
見
る
に
あ
ら
ず
や
」
と
も
問
う
。

 
こ
う
し
て
論
の
赴
く
所
は
、
こ
の
風
土
を
目
し
て
「
耕
や
さ
ゴ
る
可
か
ら
ざ

る
の
地
」
と
い
う
認
識
に
至
り
、
 
「
今
や
我
国
語
は
文
学
と
共
に
猛
進
せ
ん
と
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す
、
文
法
整
然
と
し
、
談
論
の
法
大
に
開
け
修
辞
の
学
も
亦
た
非
常
に
進
む
の

日
期
し
て
待
つ
平
し
」
と
い
う
結
語
を
以
て
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
上
文
に
底
流

す
る
も
の
が
、
こ
の
風
土
の
欠
如
を
根
源
よ
り
問
い
直
す
べ
し
と
い
う
所
に
あ
」

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
同
時
に
論
の
表
層
は
言
語
自
体
の
問
題
に
あ
り
、

〈
国
語
〉
と
く
文
学
〉
が
改
良
な
ら
ぬ
真
の
変
革
に
向
か
っ
て
「
共
に
猛
進
」

す
べ
き
時
な
り
と
い
う
認
識
に
立
つ
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
が
同
じ

「
女
学
雑
誌
」
 
（
明
2
2
・
5
・
4
）
に
出
た
透
谷
の
『
楚
囚
之
詩
」
批
判
を
意

識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
所
で
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
言

え
ば
『
楚
囚
之
詩
」
執
筆
の
意
図
と
そ
の
苦
渋
を
も
ひ
そ
か
に
つ
た
え
る
も
の

で
あ
る
と
も
み
ら
れ
る
。

 
『
楚
囚
之
詩
」
 
（
明
2
2
・
4
）
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
越
谷
の
処
女
詩
篇
で

あ
り
、
新
体
詩
な
る
も
の
の
進
展
途
上
の
画
期
の
作
と
も
言
い
う
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
材
を
民
権
運
動
に
破
れ
た
獄
中
の
志
士
た
ち
に
取
り
、
律
調
は
七
五

や
五
七
な
ら
ぬ
自
由
律
の
詩
形
を
用
い
た
。
近
代
詩
草
創
期
に
あ
っ
て
叙
事
詩

の
試
み
は
、
す
で
に
湯
浅
半
月
の
『
十
二
の
石
塚
」
 
（
明
1
8
・
1
0
）
な
ど
に
み

ら
れ
る
が
、
自
由
律
と
い
う
破
調
の
試
み
は
画
期
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
野
心

も
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
透
谷
自
身
は
こ
れ
を
失
敗
作
と

断
じ
た
。
そ
の
刊
行
直
前
の
日
記
に
「
余
が
眼
前
に
は
一
大
時
週
期
あ
る
な

り
」
 
二
時
一
刻
も
安
野
」
た
り
え
ず
（
明
2
2
・
4
・
1
）
と
言
い
つ
つ
、
ま

た
「
熟
考
す
る
に
余
り
に
大
胆
に
過
ぎ
る
を
漸
怪
し
た
れ
ば
、
急
ぎ
書
騨
に
走

り
で
中
止
す
る
こ
と
を
顧
み
、
直
ち
に
初
刷
せ
し
も
の
を
切
り
ほ
ぐ
し
た
り
」

（
同
4
・
1
2
）
と
い
う
所
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

 
恐
ら
く
こ
の
実
験
を
挫
折
と
み
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
そ
の
自
由

律
自
体
の
試
み
に
あ
っ
た
。
そ
の
自
負
す
る
所
は
先
の
評
論
『
「
日
本
の
言
語
」

透
谷
一
そ
の
主
題
と
方
法
 
一
批
評
家
胎
生
の
機
微
を
め
ぐ
っ
て
i

を
読
む
」
に
い
う
「
各
国
と
も
に
有
ら
ざ
る
な
き
詩
（
恐
ら
く
は
叙
事
詩
、
劇

詩
な
ど
を
指
す
一
筆
智
歯
）
が
独
り
我
に
あ
ら
」
ざ
る
こ
と
、
日
本
の
文
学
、

言
語
の
い
ま
だ
「
揺
籠
の
中
」
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
み
ず
か
ら
筆
を
執
っ

た
と
思
わ
れ
る
広
告
文
に
「
近
来
の
新
体
詩
中
に
一
新
現
象
を
画
出
せ
る
者
」

に
し
て
、
そ
の
「
結
構
、
関
節
、
用
韻
の
方
法
等
総
べ
て
新
軌
軸
を
出
せ
る
者

な
り
」
と
い
う
あ
た
り
に
も
あ
ざ
や
か
に
窺
い
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
た
し
か
に
『
楚
囚
金
聾
」
は
叙
事
詩
と
い
う
試
み
に
あ
っ
て
、
 
「
冗
長
に
馬

鹿
ら
し
く
発
達
し
居
る
」
詩
語
の
幣
を
匡
さ
ん
と
し
て
、
自
負
す
る
ご
と
く
脚

韻
を
踏
み
、
漢
語
調
を
用
い
、
主
語
、
述
語
、
助
辞
な
ど
の
省
略
な
ど
様
々
な

工
夫
が
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
詩
の
眼
目
た
る
内
的
律
調
の
欠
落
は
見
ま
が
う

べ
く
も
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
そ
の
末
尾
の
一
節
i
〈
中
に
も
余
が
最
愛
の

花
嫁
は
、
／
走
り
来
り
て
余
の
手
を
握
の
た
り
、
／
彼
れ
が
眼
に
も
余
が
眼
に

も
同
じ
涙
／
又
た
多
数
の
朋
友
は
喜
ん
で
踏
舞
せ
り
、
／
響
き
の
可
愛
ゆ
き
鶯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
な

も
愛
に
来
り
て
／
再
び
美
妙
の
調
べ
を
、
衆
に
聞
か
せ
た
り
。
V
の
ご
と
き
に

も
、
そ
の
律
調
の
拡
散
は
見
ま
が
う
べ
く
も
な
い
。
こ
れ
は
か
っ
て
論
じ
た
所

だ
が
、
こ
の
詩
体
が
一
見
漢
文
脈
的
堅
調
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
口
語
文
脈
的

発
想
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詞
調
の
多
く
は
助
辞
の
置
き
換
え
に
よ
っ

て
、
そ
の
ま
ま
口
語
文
脈
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
こ
の
詞
調
自
体

が
伝
統
的
な
漢
文
脈
的
な
エ
ト
ス
と
予
感
さ
れ
る
新
た
な
詞
調
の
は
ざ
ま
に
宙

吊
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
詩
語
は
ま
さ
に
そ
れ
が
熟
成
す
べ
き
基
底
に
届
き

え
て
い
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
真
に
表
現
さ
る
べ
き
主
題
、
無
想
の
底
に
届
き

え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

 
そ
の
主
題
、
主
想
と
は
何
か
。
 
「
元
と
よ
り
是
は
吾
国
語
の
所
謂
歌
で
も
詩
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
寧
ろ
小
説
に
似
て
居
る
の
で
す
」
と
は
『
楚
囚
之
詩
」
自
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序
に
い
う
所
だ
が
、
 
「
小
説
に
似
て
居
る
」
と
い
う
物
語
性
の
投
入
の
背
景
に

は
、
こ
の
年
二
月
十
一
日
憲
法
発
布
祝
典
に
際
し
て
の
国
事
犯
の
大
赦
の
事
実

が
あ
る
。
即
ち
か
つ
て
の
同
志
で
あ
っ
た
大
矢
正
夫
ら
「
大
阪
事
件
」
（
明
1
8
）

関
係
者
の
入
獄
と
赦
免
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
り
景
山
英
子
は
回
想

に
、
梅
田
駅
頭
「
出
迎
へ
の
人
々
実
に
狂
す
る
ば
か
り
、
万
才
の
声
天
地
も
ふ

る
う
ば
か
り
な
り
」
と
言
い
、
大
井
憲
太
郎
ら
一
行
の
帰
京
は
二
月
十
八
日

夜
、
新
橋
駅
頭
に
も
数
同
名
の
出
迎
え
の
群
衆
は
湧
き
立
ち
、
凱
旋
将
軍
さ
な

が
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
な
ま
な
ま
し
い
光
景
も
消
え
や
ら
ぬ
時
期
に

『
楚
囚
之
詩
』
は
発
刊
さ
れ
、
 
「
国
民
之
友
」
 
（
五
〇
号
）
広
告
文
に
は
、

「
此
著
は
国
事
の
犯
罪
人
が
獄
中
に
あ
り
て
の
感
情
と
境
遇
と
を
う
が
て
る
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
な
り
」
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
自
序
に
は
「
此
篇
の
楚
囚
は
今
日
の
時
代
に

、
 
㍉
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、

意
を
寓
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
ら
獄
舎
の
模
様
な
ど
も
必
ら
ず
違
っ
て

ゐ
ま
す
。
唯
だ
獄
中
に
あ
り
て
の
感
情
、
境
遇
な
ど
は
柳
か
心
を
用
ひ
た
処
で

す
」
と
い
う
。

 
こ
こ
に
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
事
件
を
素
材
と
す
る
物
語
意
識
と
作
者
内
奥

の
主
想
と
の
微
妙
な
乖
離
が
読
み
と
れ
よ
う
。
先
に
掲
げ
た
終
末
の
詞
調
の
無

惨
と
も
い
う
べ
き
外
在
的
拡
散
は
そ
の
素
材
に
引
き
ず
ら
れ
た
が
た
め
で
あ

り
、
詩
語
の
外
在
性
、
そ
の
内
的
律
調
の
欠
落
は
ま
た
、
物
語
的
主
題
の
外
在

性
と
無
縁
で
は
な
い
。
な
ら
ば
そ
の
奥
に
ひ
そ
む
主
任
の
核
と
は
何
か
。
こ
れ

は
獄
中
の
大
矢
ら
同
志
の
苦
悩
と
、
み
ず
か
ら
い
う
彼
ら
と
の
「
別
後
の
苦
戦

」
ま
た
「
苦
獄
」
の
体
感
と
を
重
ね
て
唱
う
所
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

即
ち
こ
の
「
別
後
の
苦
戦
」
 
「
苦
獄
」
の
体
感
を
か
か
え
つ
つ
不
可
視
の
〈
牢

獄
〉
へ
と
降
り
立
ち
、
み
ず
か
ら
の
牢
獄
意
識
と
大
矢
ら
同
志
た
ち
の
牢
獄
体

験
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
失
わ
れ
た
無
垢
な
る
〈
家
郷
〉
を
と
も
に
夢
み
ん
と

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

し
、
失
楽
の
わ
が
痛
き
夢
を
こ
そ
語
ら
ん
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ

の
両
者
の
統
合
に
こ
そ
透
谷
の
夢
は
賭
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
主
題

的
融
合
な
ら
ぬ
乖
離
の
様
相
は
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。

 
こ
の
物
語
的
構
想
と
内
的
主
題
の
亀
裂
に
ふ
れ
て
、
作
者
の
描
か
ん
と
す
る

所
が
「
可
視
の
、
現
実
社
会
の
牢
獄
の
模
写
と
、
不
可
視
の
内
部
牢
獄
の
イ
メ

ー
ジ
の
問
」
に
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
と
言
い
、
 
「
民
権
運
動
や
獄
内
闘
争
が

描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
」
が
弱
点
で
は
な
く
、
L
「
描
か
な
い
と
い
う
方
向
へ
の

不
徹
底
」
こ
そ
が
「
弱
点
に
な
っ
て
い
る
」
（
桶
谷
秀
昭
『
近
代
の
奈
落
」
「
北

村
透
谷
論
」
）
と
い
う
評
家
の
指
摘
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
が
、
こ
の
描
か
ぬ

こ
と
を
徹
底
す
れ
ば
小
説
『
我
牢
獄
」
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
前
に
い
ま
ひ
と

つ
劇
詩
『
蓬
莱
曲
」
の
試
み
が
あ
る
。

三

 
劇
詩
『
蓬
莱
曲
」
 
（
明
2
4
・
5
）
は
『
楚
囚
之
詩
」
の
失
敗
を
踏
ま
え
て
の

劇
詩
の
試
み
だ
が
、
話
調
は
一
変
し
て
漢
詩
調
な
ら
ぬ
和
語
、
和
文
の
や
わ
ら

か
味
を
加
え
、
よ
り
成
熟
し
た
文
体
と
な
る
。
こ
こ
に
『
楚
囚
之
詩
」
の
刊
行

直
後
に
発
表
さ
れ
た
『
於
青
青
」
 
（
明
2
4
・
8
）
の
鴎
外
ほ
か
の
流
麗
な
訳
詩

の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
加
え
て
詞
調
は
さ
ら
に
内
観
的
な

深
味
を
添
え
、
よ
り
彫
り
深
い
も
の
と
な
る
。
同
時
に
〈
牢
囚
〉
の
意
識
も
ま

た
よ
り
明
確
な
相
を
と
る
。
蓬
莱
山
中
に
分
け
入
っ
た
若
き
修
業
者
（
柳
田
素

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
く
ろ

雄
）
の
苦
悩
を
描
き
つ
つ
、
そ
の
〈
牢
囚
〉
の
意
識
は
i
〈
わ
れ
世
の
形
骸

を
脱
ぎ
去
ら
ん
と
願
ふ
こ
と
久
し
〉
、
あ
る
い
は
く
無
念
、
無
念
、
わ
れ
な
ほ

神
な
ら
ず
霊
な
ら
ず
、
／
死
ぬ
べ
き
定
に
う
ご
め
く
塵
の
生
命
な
ほ
わ
れ
に
纒

 
 
 
 
な
ほ
む
く
ろ
 
 
 
 
 
む
く
ろ
 
む
く
ろ

へ
る
V
 
〈
依
々
形
骸
あ
り
1
 
形
骸
 
形
骸
！
〉
と
い
う
ご
と
く
、
こ
の
〈
世
〉
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と
肉
な
る
繋
縛
の
二
重
の
〈
牢
囚
〉
を
脱
し
て
、
霊
の
世
界
へ
と
超
脱
せ
ん
と

す
る
霊
肉
二
元
の
葛
藤
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
ひ
ら
 
す
つ

 
同
時
に
ま
た
一
〈
わ
が
世
を
捨
つ
る
は
紙
一
片
を
看
る
に
異
な
ら
ず
、
／

唯
だ
こ
の
お
の
れ
を
捨
て
、
こ
の
お
の
れ
を
／
一
こ
の
お
の
れ
て
ふ
物
思
は

す
る
も
の
、
こ
の
お
の
／
れ
て
ふ
あ
や
し
き
も
の
、
こ
の
お
の
れ
て
ふ
満
ち
／

足
ら
は
ぬ
が
ち
な
る
も
の
を
捨
て
㌧
備
な
ん
こ
そ
／
か
た
け
れ
〉
と
い
う
ご
と

く
、
 
〈
肉
〉
の
み
な
ら
ぬ
く
意
識
〉
と
い
う
繋
縛
を
も
捨
て
が
た
き
己
れ
の

く
牢
囚
〉
と
し
て
み
つ
め
、
そ
の
断
ち
が
た
き
苦
悩
の
裡
に
悶
死
す
る
。
し
か

 
 
 
 
 
 
 
じ
か
ふ
の
う
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ
せ
い

し
ま
た
続
く
別
篇
『
慈
航
湖
』
に
お
い
て
は
露
姫
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
弘
誓
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

船
に
乗
っ
て
彼
岸
の
世
界
に
蘇
生
す
る
素
雄
の
姿
を
描
き
、
〈
わ
れ
終
に
世
を

ヘ
 
 
へ

出
ぬ
／
わ
れ
終
に
救
は
れ
ぬ
／
わ
れ
遂
に
家
に
帰
り
ぬ
〉
と
唱
う
時
、
こ
こ
で

も
そ
の
物
語
的
結
末
と
は
逆
に
〈
お
の
れ
て
ふ
〉
も
の
を
め
ぐ
る
〈
肉
〉
と

く
意
識
〉
の
二
重
の
繋
縛
、
そ
の
く
牢
囚
V
の
問
い
は
み
ご
と
に
疎
外
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
こ
う
し
て
『
楚
囚
之
詩
」
も
ま
た
『
蓬
莱
曲
」
も
、
と
も
に
小
説
的
物
語
性

と
い
う
外
在
性
と
批
評
的
思
想
性
と
い
う
内
在
性
と
は
、
つ
い
に
二
元
の
世
界

と
し
て
乖
離
し
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
。
恐
ら
く
両
者
の
統
合
は
や
が
て
批
評
の

主
体
に
お
い
て
は
じ
め
て
融
合
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
叙
事

詩
『
楚
囚
之
詩
」
や
劇
詩
「
蓬
莱
曲
」
が
内
包
し
て
い
た
「
今
日
行
は
る
＼
小

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

説
の
如
く
に
」
と
い
う
小
説
的
実
験
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
劇
詩
の
試
み
に
あ

い
つ
ぐ
ご
と
く
最
初
の
小
説
の
筆
が
執
ら
れ
る
。
こ
れ
が
『
我
牢
獄
』
 
（
明
2
5

・
6
）
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
小
説
性
と
は
伺
か
。

 
そ
の
〈
牢
囚
〉
の
主
題
に
お
い
て
『
我
牢
獄
』
と
『
楚
囚
之
詩
」
は
し
ば
し

ば
比
較
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
語
る
所
は
ど
う
か
。
〈
撃
っ
て
誤
っ
て
法
を
破

り
／
政
治
上
の
罪
人
と
し
て
捕
は
れ
た
り
〉
と
は
『
楚
囚
薄
鼠
」
起
句
に
い
う

透
谷
一
そ
の
主
題
と
方
法
 
一
批
評
家
胎
生
の
機
微
を
め
ぐ
っ
て
一

所
だ
が
、
，
「
も
し
我
に
い
か
な
る
罪
あ
る
か
を
問
は
ゴ
、
我
は
答
ふ
る
事
を
得

ぎ
る
な
り
、
然
れ
ど
も
我
は
牢
獄
の
中
に
あ
り
。
も
し
我
を
拘
縛
す
る
者
の
誰

な
る
か
を
問
は
ゴ
、
我
は
是
を
知
ら
ず
と
答
ふ
る
の
外
な
か
る
べ
し
。
」
「
政

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ち
じ

治
上
の
罪
は
世
人
の
羨
む
と
こ
ろ
と
聞
け
ど
我
は
之
を
喜
ば
ず
。
一
瞬
時
の
利

害
に
念
々
し
て
、
空
し
く
抗
す
る
事
は
、
余
の
為
す
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ
ば

な
り
。
我
は
識
ら
ず
、
我
は
悟
ら
ず
、
如
何
な
る
罪
に
よ
り
て
繋
縛
の
身
と
な

り
し
か
を
」
と
は
、
 
『
我
牢
獄
』
冒
頭
に
い
う
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
政
治

上
の
罪
」
へ
の
こ
だ
わ
り
は
払
拭
さ
れ
、
状
況
に
か
か
わ
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

意
識
の
い
っ
さ
い
は
無
化
さ
れ
る
。
た
し
か
に
状
況
に
か
か
わ
る
具
体
の
相
を

描
か
ず
、
模
写
し
な
い
と
い
う
点
へ
の
「
徹
底
」
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
先
の

評
家
の
批
判
は
そ
れ
が
小
説
な
ら
ぬ
、
詩
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
の
指
摘
で
あ

っ
た
。

 
い
ま
詩
人
は
そ
れ
を
小
説
の
な
か
で
敢
行
せ
ん
と
す
る
。
わ
ず
か
に
こ
れ
を

彩
る
も
の
と
し
て
引
き
裂
か
れ
た
恋
人
へ
の
想
い
が
綴
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ

の
ま
ま
『
楚
囚
之
詩
』
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
る
。
と
も
に
。
フ
ラ
ト
ニ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
た
り
 
 
 
 
 
た
ま

ッ
ク
な
愛
の
賞
揚
と
苦
悩
が
唱
わ
れ
る
が
、
〈
吾
等
相
傘
の
愛
は
精
神
に
あ
り
〉

 
 
 
 
 
ひ
と
や

と
言
い
、
 
〈
獄
舎
は
狭
し
／
狭
き
中
に
も
両
世
界
i
／
彼
方
の
世
界
に
余
の

半
身
あ
り
、
／
此
方
の
世
界
に
余
の
半
身
あ
り
、
／
彼
方
が
宿
か
此
方
が
宿
か

 
 
 
 
た
ま

？
／
余
が
魂
は
日
夜
独
り
迷
ふ
な
り
！
〉
 
（
『
楚
囚
之
詩
』
第
四
）
と
唱
う
所

は
、
 
『
我
牢
獄
」
に
お
い
て
は
「
我
霊
魂
の
半
髪
は
断
れ
て
我
申
に
入
り
」

「
こ
の
半
裁
し
た
る
二
霊
魂
が
合
し
て
一
に
な
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
彼
女
も
我
も

円
成
せ
る
霊
魂
を
有
す
る
と
は
言
ひ
難
か
る
べ
し
」
と
い
う
。
ま
た
黄
鳥
の
声

を
「
恋
人
の
声
と
思
ふ
て
聴
」
き
、
飛
び
来
る
編
幅
を
捉
え
ん
と
し
て
「
我
恋

人
の
姿
」
を
「
こ
の
見
苦
し
き
半
獣
半
鳥
よ
り
う
つ
し
六
つ
る
」
す
べ
、
な
し
と
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嘆
ず
る
場
面
な
ど
は
、
 
『
楚
囚
之
詩
」
と
全
く
同
根
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
さ
ら
に
恋
の
苦
悩
に
ふ
れ
て
「
雷
異
同
主
の
風
流
は
愛
書
を
以
て
牢
獄
を
造

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

り
、
己
れ
是
に
入
り
て
然
る
後
に
是
を
出
で
た
り
、
然
れ
ど
も
我
不
風
流
は
、

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

牢
獄
の
中
に
捕
縛
せ
ら
れ
て
、
然
る
後
に
恋
愛
の
為
に
苦
し
む
」
と
い
う
。
明

ら
か
に
露
伴
の
「
風
流
悟
」
を
意
識
し
て
の
発
言
だ
が
、
露
伴
の
風
流
に
恋
愛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

小
説
の
ひ
と
つ
の
類
型
、
ま
た
規
範
を
み
る
と
す
れ
ば
、
 
「
我
不
風
流
」
は
牢

囚
の
苦
獄
を
基
底
と
し
て
、
 
「
然
る
後
に
」
恋
の
苦
悩
を
描
か
ん
と
す
る
も
の

だ
と
い
う
。
こ
こ
に
も
そ
の
〈
追
手
〉
へ
の
深
い
固
執
が
み
ら
れ
る
が
、
す
で

に
そ
の
主
想
の
由
来
す
る
所
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
れ
を
故
園
喪
失
の

痛
み
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
「
我
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
此
獄
室
に
あ

り
し
に
あ
ら
ず
。
も
し
こ
の
獄
室
を
我
生
涯
の
第
二
期
と
す
る
を
得
ば
我
は
髄

に
其
一
期
を
持
ち
し
な
り
。
そ
の
第
一
期
に
於
て
は
我
も
有
り
と
有
ら
ゆ
る
自

 
 
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ゴ

由
を
有
ち
、
行
か
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
行
き
、
住
ま
ら
ん
と
欲
す
る
所
に
住

ま
り
し
な
り
」
と
言
い
、
こ
れ
を
「
故
郷
」
と
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
「
我
が

想
思
の
注
ぐ
と
こ
ろ
、
我
が
希
望
の
湧
く
と
こ
ろ
、
我
が
最
後
を
か
く
る
と
こ

ろ
、
こ
の
故
郷
こ
そ
我
に
対
し
て
我
が
今
日
の
牢
獄
を
厭
は
し
む
る
者
な
れ
」

と
い
う
。

 
し
か
も
こ
の
〈
故
郷
〉
の
何
た
る
か
の
具
体
を
語
ら
ぬ
所
に
も
、
こ
の
内
観

的
文
体
、
あ
る
い
は
思
想
的
潮
型
詩
と
も
い
う
べ
き
特
異
な
小
説
の
様
相
は
明

ら
か
だ
が
、
し
か
し
こ
の
背
後
に
よ
り
深
い
現
実
の
甥
、
す
で
に
ひ
び
わ
れ
た

透
谷
と
ミ
ナ
と
の
家
庭
生
活
の
亀
裂
の
影
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
ま
た

微
妙
な
陰
甥
を
帯
び
て
来
よ
う
。
 
「
我
は
白
状
す
我
が
彼
女
を
相
見
し
第
「
回

の
会
合
に
於
て
我
霊
魂
は
窯
印
部
を
失
ひ
て
彼
女
の
中
に
入
り
、
彼
女
の
霊
魂

の
半
部
は
断
れ
て
我
申
に
入
り
、
我
は
彼
女
の
半
部
と
我
が
二
部
と
を
有
し
、

彼
女
も
我
が
半
部
と
彼
女
の
半
部
と
を
有
す
る
こ
と
＼
な
り
し
な
り
」
 
「
こ
の

半
裁
し
た
る
二
霊
魂
が
合
し
て
一
に
な
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
彼
女
も
我
も
円
成
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
霊
魂
を
有
す
る
と
は
言
ひ
難
か
る
べ
し
。
然
る
に
我
は
ゆ
く
り
な
く
も
何
物

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

か
の
手
に
捕
は
れ
て
窄
々
た
る
囚
牢
の
申
に
あ
り
」
と
い
う
。
 
「
今
に
し
て
思

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ス
ノ
く

へ
ば
夢
と
夢
と
が
相
接
続
す
る
如
く
我
生
涯
の
一
期
と
二
期
と
は
憎
々
た
る
中

に
う
つ
り
か
は
り
た
る
な
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
語
り
手
な
ら
ぬ

背
後
の
作
者
の
内
感
を
つ
た
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
す
で
に
語
る
所
は
後
の
評
論
『
厭
世
詩
家
と
女
性
』
 
（
明
2
5
・
2
）
に
続
く

 
 
 
 
 
 
 
ま
ロ
ロ
つ
く

所
で
あ
り
、
こ
の
「
憎
々
た
る
」
背
後
の
「
何
物
か
」
の
姿
こ
そ
彼
が
歩
き
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

め
ね
ば
な
ら
ぬ
生
の
実
相
で
あ
り
、
作
家
と
し
て
の
彼
が
描
き
と
っ
て
み
ね
ば

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
ら
ぬ
小
説
的
課
題
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
語
る
と
こ
ろ
は
い
わ

ゆ
る
小
説
と
い
う
に
は
遠
く
、
一
種
特
異
な
内
観
的
散
文
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
作
者
の
野
心
は
硯
友
社
流
や
露
伴
ら
の
小
説
に
対
し
、
悲

恋
小
説
の
外
耳
な
ら
ぬ
、
そ
の
〈
悲
恋
〉
の
内
界
そ
の
も
の
を
い
さ
さ
か
の
肉

づ
け
を
も
っ
て
照
射
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
い
や
野
心
な
ら
ぬ
、
彼

の
資
質
自
体
が
斯
く
促
が
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
「
全
篇
の
信
偲
贅
牙
に
し
て

意
義
も
亦
諒
し
難
き
と
こ
ろ
多
き
」
 
（
著
者
附
記
）
か
と
は
、
ひ
そ
か
に
自
身

危
惧
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
が
、
評
家
も
い
う
ご
と
く
先
の
『
楚
囚
之
詩
」

自
序
を
も
じ
っ
て
い
え
ば
、
 
「
是
は
吾
国
語
の
所
謂
物
語
で
も
小
説
で
も
あ
り

ま
せ
ぬ
、
寧
ろ
詩
に
似
て
居
る
の
で
す
、
な
れ
ど
、
是
で
も
小
説
で
す
、
余
は

此
様
に
し
て
余
の
小
説
を
作
り
始
め
ま
せ
う
」
 
（
北
川
透
『
北
村
透
谷
試
論
皿

・
内
部
生
命
の
砦
」
）
と
言
い
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
叙
事
詩
や

劇
詩
同
様
、
彼
の
小
説
も
ま
た
挫
折
す
る
。
そ
の
小
説
と
称
す
る
も
の
は
こ
れ

以
外
に
『
宿
魂
鏡
」
と
『
星
夜
』
二
篇
に
と
ど
ま
る
。
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恐
ら
く
こ
と
の
要
因
は
、
そ
の
資
性
の
核
と
し
て
の
く
批
評
〉
性
に
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

劇
詩
で
あ
れ
、
小
説
で
あ
れ
、
何
を
物
語
ろ
う
と
も
そ
の
核
心
は
語
り
の
エ
ロ

ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ

ス
な
ら
ぬ
、
批
評
の
エ
ロ
ス
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
 
『
我
牢
獄
」
が
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ニ
フ
く

さ
さ
か
口
ご
も
る
ご
と
く
示
唆
し
て
み
せ
た
背
後
の
「
憎
々
た
る
」
「
何
物
か
」

を
明
晰
に
白
日
の
下
に
さ
ら
し
出
し
て
み
せ
た
も
の
は
小
説
な
ら
ぬ
、
評
論

『
厭
世
詩
家
と
女
性
」
 
（
明
2
5
・
2
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
批
評
家
透
谷
が
誕

生
す
る
。
彼
は
叙
事
詩
、
劇
詩
、
ま
た
小
説
と
実
験
し
つ
つ
、
や
が
て
に
じ
り

よ
る
ご
と
く
批
評
と
い
う
領
野
に
、
よ
う
や
く
そ
の
方
法
と
文
体
の
定
ま
る
べ

き
場
を
見
出
し
た
。
 
『
厭
世
詩
家
と
女
性
」
作
中
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
婚
姻

な
ら
ぬ
批
評
こ
そ
彼
に
と
っ
て
の
く
明
鏡
〉
で
あ
り
、
劇
詩
や
小
説
と
い
う

〈
幻
鏡
〉
 
（
こ
れ
も
ま
た
『
宿
魂
鏡
』
中
の
言
葉
だ
が
）
な
ら
ぬ
、
批
評
と
い

う
〈
明
鏡
〉
を
手
に
し
た
時
、
彼
は
己
れ
の
才
を
、
詩
心
を
充
全
に
解
き
放
つ

べ
き
何
も
の
か
を
か
ち
え
た
は
ず
で
あ
る
。

四

 
「
恋
愛
は
人
生
の
秘
鍮
な
り
」
の
一
旬
に
始
ま
り
、
 
「
恋
愛
宣
単
純
な
る
思

慕
な
ら
ん
や
、
想
世
界
の
敗
将
を
し
て
立
籠
ら
し
む
る
牙
城
と
な
る
は
即
ち
恋

愛
な
り
」
と
い
う
。
 
『
厭
世
詩
歌
と
女
性
」
一
篇
の
語
ら
ん
と
す
る
所
は
す
で

に
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
石
坂
ミ
ナ
と
の
激
し
い
恋
愛
体
験
を
ふ

ま
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
な
所
で
あ
る
。
大
矢
正
夫
ら
と
の
訣
別
、
民
権
運

動
か
ら
の
離
脱
以
後
の
「
苦
獄
」
は
繰
返
し
彼
の
語
る
所
だ
が
、
そ
の
後
の
幾

変
転
の
さ
な
か
、
ま
さ
に
「
生
の
頭
は
無
一
物
」
 
「
生
の
脳
髄
は
死
物
に
ひ
と

し
」
、
こ
れ
を
「
吾
生
の
大
敗
軍
と
云
は
ず
し
て
何
ぞ
や
」
、
た
だ
「
狂
せ
ざ

 
あ
や
し

る
を
怪
む
の
み
」
と
い
う
苦
悩
の
果
て
に
、
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
が
ミ

透
谷
一
そ
の
主
題
と
方
法
 
一
批
評
家
胎
生
の
機
微
を
め
ぐ
っ
て
ー

ナ
で
あ
り
、
ミ
ナ
は
「
実
に
第
二
の
大
矢
な
り
」
 
（
父
快
蔵
宛
書
簡
、
明
2
8
・

8
月
下
旬
）
と
い
う
言
葉
に
誇
張
は
あ
る
ま
い
。

 
し
か
し
ま
た
『
厭
世
詩
歌
と
女
性
』
の
語
る
所
は
単
な
る
恋
愛
の
賞
揚
で
も

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
も
あ
る
ま
い
。
 
「
恋
愛
は
人
生
の
秘
鍮
な
り
。
／
こ
の
一
句

は
ま
さ
に
大
砲
を
ぶ
ち
こ
ま
れ
た
や
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
真
剣
に
恋
愛
に

打
込
ん
だ
言
葉
は
我
国
最
初
の
も
の
と
思
ふ
」
（
『
福
沢
諭
吉
と
北
村
上
谷
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
か
も
の

と
木
下
尚
江
は
言
い
、
 
「
こ
れ
ほ
ど
大
胆
に
物
を
言
っ
た
青
年
が
そ
の
日
ま
で

に
あ
ら
う
か
」
（
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
」
）
と
藤
村
は
い
う
。
ま
た
巌
本
善
治

は
感
激
し
て
直
ち
に
透
谷
を
訪
ね
、
 
「
女
学
辻
堂
」
へ
の
寄
稿
を
需
め
た
と
い

う
。
し
か
し
彼
ら
に
透
谷
の
言
わ
ん
と
す
る
所
が
果
た
し
て
見
え
て
い
た
の

か
。
こ
れ
が
蘇
峰
の
『
非
恋
愛
』
 
（
明
2
4
・
7
「
国
民
白
面
」
）
、
ま
た
遡
っ

て
は
山
路
愛
山
の
『
恋
愛
の
哲
学
」
 
（
明
2
3
・
1
「
女
学
雑
誌
」
）
、
さ
ら
に

は
巌
本
善
治
の
『
非
恋
愛
を
非
と
す
」
 
（
明
2
4
・
7
「
女
学
雑
誌
」
）
ほ
か
一

連
の
恋
愛
論
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。

 
愛
仙
の
説
く
所
は
「
唯
恋
て
ふ
光
明
に
向
て
猛
進
す
る
は
男
児
漢
底
の
恋
な

軌
」
 
「
憲
章
人
の
心
霊
と
身
躰
と
に
革
命
を
行
ふ
恋
愛
よ
」
と
言
い
つ
つ
、

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

「
家
を
結
び
国
を
固
む
る
恋
愛
よ
」
と
い
う
体
制
的
道
義
観
に
収
束
し
、
蘇
峰

 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 

の
説
く
所
も
「
人
は
二
人
の
主
に
遷
る
能
は
ず
、
恋
愛
の
情
を
遂
げ
ん
と
欲
せ

は
功
名
の
志
を
抱
た
さ
る
可
ら
す
、
功
名
の
志
を
達
せ
ん
と
せ
は
、
恋
愛
の
情

を
郷
た
さ
る
可
ら
す
」
と
い
う
冒
頭
の
一
句
に
集
約
さ
れ
る
。
 
「
恋
愛
は
人
を

動
か
す
一
大
積
重
な
り
」
と
言
い
つ
つ
、
「
人
一
た
ひ
恋
愛
の
檎
と
な
る
時
は
、

総
て
の
自
由
は
必
ら
す
此
か
聖
壇
に
捧
く
る
の
犠
牲
」
と
な
る
。
 
「
故
に
天
下

有
愛
な
る
青
年
の
克
己
力
に
訴
へ
て
、
其
の
恋
愛
の
奴
隷
と
な
り
、
志
気
を
門

魔
す
る
な
か
ら
ん
こ
と
を
痛
言
す
る
也
」
と
い
う
。
功
名
と
恋
愛
の
二
者
択
一
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を
説
く
実
利
的
恋
愛
観
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
に
対
し
て
巌
本
善
治

は
「
非
恋
愛
を
非
と
す
」
の
一
文
を
呈
す
る
わ
け
だ
が
、
「
恋
愛
は
神
聖
な
る

も
の
也
」
と
言
い
つ
つ
、
論
ず
る
所
は
た
だ
「
男
女
交
際
」
の
「
奨
励
」
に
終

っ
て
い
る
。

 
さ
ら
に
『
厭
世
詩
家
と
女
性
」
発
売
以
後
の
も
の
と
し
て
は
『
情
交
の
辮
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

（
明
2
5
・
8
・
2
0
、
同
9
・
3
「
女
学
雑
誌
」
．
）
を
書
き
、
 
「
近
頃
ろ
、
恋
愛

と
云
ふ
文
字
公
け
に
行
は
れ
」
、
そ
の
「
景
況
」
は
往
時
に
比
べ
「
驚
く
べ
き

変
化
な
り
」
と
言
い
つ
つ
、
説
く
所
は
「
恋
愛
と
は
献
身
の
情
な
り
」
の
一
句

に
つ
き
る
。
 
「
操
を
守
り
て
郎
の
為
に
尽
し
、
恋
に
情
け
を
溢
ら
し
て
一
生
を

漂
よ
わ
す
の
類
、
彼
の
忠
臣
孝
子
に
匹
敵
す
る
も
の
に
し
て
、
一
の
美
談
と
な

す
べ
し
」
と
い
う
時
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
愛
山
の
い
う
「
家
を
結
び
国
を
警
む

る
」
の
語
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
巌
本
善
治
が
『
厭
世
詩
家
と
女

性
」
に
深
く
共
感
し
、
寄
稿
を
需
め
た
と
は
な
ん
と
も
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。

再
び
聞
え
ば
、
彼
ら
に
透
谷
の
指
乎
せ
ん
と
す
る
何
が
見
え
て
い
た
の
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
「
恋
愛
は
人
生
の
秘
錦
な
り
」
と
い
う
。
 
「
秘
鍮
」
即
ち
人
生
を
解
く
鍵
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

過
ぎ
ず
、
主
体
は
恋
愛
な
ら
ぬ
人
生
そ
の
も
の
を
問
う
所
に
あ
る
。
恋
愛
が
ま

さ
に
人
生
の
実
相
を
解
く
べ
き
「
秘
鎗
」
た
る
こ
と
を
示
し
て
、
恋
愛
は
ま
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

「
我
れ
な
る
『
ヨ
れ
』
を
写
し
出
す
明
鏡
」
に
し
て
、
「
社
界
の
真
相
を
知
る
」

も
の
な
り
と
い
う
。
「
男
女
合
し
て
一
」
と
な
る
と
は
、
ま
た
「
想
世
界
よ
り

実
世
界
の
檎
と
な
り
、
想
世
界
の
不
羅
を
失
ふ
て
実
世
界
の
束
縛
と
な
る
」
こ

と
で
あ
り
、
「
風
流
家
」
は
こ
れ
を
「
婚
姻
は
人
を
俗
化
し
了
す
る
者
な
り
」

と
い
う
が
、
 
「
俗
化
す
る
は
人
を
し
て
正
当
の
地
位
に
立
た
し
む
る
」
も
の
、

即
ち
「
婚
姻
の
人
を
俗
化
す
る
は
人
を
真
面
目
な
ら
し
む
る
所
以
に
し
て
妄
想

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

減
じ
実
相
殖
ゆ
る
は
人
生
の
正
午
期
に
入
る
の
用
意
を
怠
ら
し
め
ぎ
る
基
ひ
な

る
可
け
む
」
と
い
う
。
こ
の
評
文
の
最
も
白
熱
的
に
昂
ま
っ
て
ゆ
く
一
節
だ
が
、

し
か
し
評
家
の
ひ
と
り
は
こ
の
「
人
生
の
正
午
期
」
と
い
う
言
葉
に
「
終
末
意

識
は
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
言
い
、
 
「
透
谷
は
こ
の
時
ま
だ
厭
世
詩
家
と
正
常
人

の
間
に
た
ゆ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
 
（
森
山
重
雄
『
北
村
透
谷
、
エ
ロ
ス
的

水
脈
」
）
と
い
う
。
こ
の
「
エ
ロ
ス
の
構
造
」
と
題
し
た
部
分
の
解
析
は
稠
密

に
し
て
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
指
摘
は
ど
う
か
。

 
「
正
常
人
」
と
い
う
言
葉
を
敢
て
使
え
ば
、
ま
さ
に
面
谷
の
裡
な
る
批
評

家
、
正
常
人
こ
そ
が
く
厭
世
詩
家
〉
た
る
己
れ
の
内
実
を
痛
打
す
る
所
で
あ

り
、
に
も
拘
ら
ず
〈
厭
世
詩
家
〉
と
し
て
の
「
終
末
意
識
」
な
る
も
の
も
ま
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

透
谷
の
一
文
を
深
く
貫
流
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
ふ
れ
て
い
え
ば
「
正

へ
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ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

当
に
恋
愛
す
る
は
正
当
に
世
を
辞
し
去
る
と
同
一
の
大
法
」
な
り
と
し
、
「
恋

愛
に
よ
り
て
人
は
理
想
の
聚
合
を
得
婚
姻
に
よ
り
て
想
界
よ
り
実
界
に
直
せ
ら

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

れ
、
死
に
よ
り
て
実
界
と
物
質
界
と
を
脱
離
す
」
と
い
う
所
に
も
明
白
で
あ
ろ

う
。
同
時
に
「
正
午
期
」
の
覚
醒
の
前
に
は
『
楚
囚
之
詩
」
や
『
蓬
莱
曲
」
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ヒ
つ
く

さ
ら
に
は
『
我
牢
獄
』
な
ど
に
み
る
「
憎
々
た
る
」
 
「
何
物
か
」
の
正
体
も
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
そ
の
「
第
一
期
」
「
故
郷
」
な
る
も
の
へ
の
浪

漫
的
希
求
の
夢
は
な
く
、
恋
愛
な
る
も
の
の
成
り
ゆ
く
果
て
の
実
相
に
重
ね

て
、
詩
人
の
裡
な
る
く
想
世
界
〉
の
剥
落
を
説
く
。
 
『
楚
囚
之
詩
」
の
語
る
、

獄
中
に
舞
い
込
む
醜
き
〈
蠣
蟷
〉
が
花
嫁
の
化
身
で
も
あ
る
と
の
矛
盾
は
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
り
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
『
我
牢
獄
」
に
も
登
場
す
る

が
、
こ
れ
も
矛
盾
に
し
て
矛
盾
で
は
あ
る
ま
い
。
恐
ら
く
詩
人
の
直
感
は
婚
姻

な
る
も
の
の
孕
む
男
女
矛
盾
の
相
を
鋭
く
衝
く
が
、
こ
れ
も
ま
た
『
厭
世
詩
家

と
女
性
」
終
末
の
説
く
所
に
あ
ぎ
や
か
で
あ
ろ
う
。

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
「
欝
乎
不
幸
な
る
は
女
性
か
な
、
厭
世
詩
家
の
前
に
優
美
高
宜
を
代
表
す
る
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と
同
時
に
醜
薇
な
る
俗
界
の
通
辮
と
な
り
て
其
嘲
罵
す
る
所
と
な
り
、
其
冷
遇

す
る
所
」
と
な
る
と
い
う
。
詩
人
な
ら
ぬ
批
評
家
透
谷
の
眼
は
男
女
矛
盾
の
相

を
衝
い
て
、
さ
ら
に
鋭
く
ヨ
れ
を
搏
つ
。
先
の
評
家
は
「
透
谷
が
志
向
し
て
い

る
も
の
が
厭
世
詩
家
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
（
森
山
重
雄
、
同
前
）
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

が
、
志
向
で
は
な
く
必
然
で
あ
ろ
う
。
 
「
開
化
ノ
無
価
値
な
る
を
知
る
と
き
始

め
て
厭
世
観
を
起
す
。
開
化
の
無
価
値
な
る
を
知
り
つ
つ
も
是
を
免
が
る
能
は

ぎ
る
を
知
る
と
き
第
二
の
厭
世
観
を
起
す
。
藪
に
託
て
発
展
の
道
絶
ゆ
れ
ば
真

の
厭
世
的
文
学
と
な
る
」
 
（
『
断
片
」
）
と
は
漱
石
初
期
の
言
葉
だ
が
、
こ
れ

が
透
谷
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
厭
世
と
は
す
で
に
し
い
ら

れ
て
あ
る
宿
命
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
 
「
正
午
期
」
の
覚
醒
を
説
き
つ
つ
、
 
「
正

当
に
恋
愛
す
る
は
正
当
に
世
を
辞
し
去
る
と
」
一
な
り
と
い
う
。
敢
て
こ
の
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
さ

文
を
批
評
家
透
磁
の
誕
生
と
い
う
所
以
だ
が
、
恋
愛
を
目
し
て
「
恋
を
為
ぱ
天

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

下
第
一
の
人
と
な
り
て
、
天
下
第
一
の
配
を
求
む
べ
き
の
み
」
と
言
い
、
 
「
英

へ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

雄
を
作
り
豪
傑
を
作
る
恋
愛
よ
」
（
『
恋
愛
の
哲
学
」
）
と
い
う
愛
山
と
、
「
想

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

世
界
の
敗
将
を
ル
て
立
籠
ら
し
む
る
牙
城
と
な
る
は
即
ち
恋
愛
な
り
」
と
説
く

透
谷
と
の
間
に
、
や
が
て
文
学
論
を
め
ぐ
っ
て
「
人
生
相
渉
論
争
」
な
る
も
の

が
展
開
さ
れ
る
必
然
も
ま
た
予
期
さ
れ
る
所
で
あ
ろ
う
。

 
も
は
や
愛
山
と
の
論
争
に
つ
い
て
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
 
『
厭
世
詩
家

と
女
性
」
が
批
評
家
圏
谷
の
第
一
の
覚
醒
と
す
れ
ば
、
愛
山
と
の
論
争
の
果
て

に
ゆ
き
つ
く
『
内
部
生
命
論
」
は
第
二
の
覚
醒
、
ま
た
帰
結
と
い
う
こ
と
が
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

き
よ
う
。
 
「
文
章
即
ち
事
業
な
り
」
 
「
人
生
に
相
渉
ら
ず
ん
ば
是
も
亦
空
の
聖

な
る
の
み
」
 
（
「
頼
裏
を
論
ず
」
明
2
6
・
・
1
）
と
い
う
論
争
発
端
の
愛
山
の
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ

葉
が
、
い
つ
し
か
「
文
章
世
と
相
渉
ら
ず
ん
ば
言
ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
、
あ

る
い
は
「
吾
人
が
文
章
を
事
業
な
り
と
日
ひ
し
は
文
章
は
即
ち
思
想
の
活
動
な

透
谷
1
そ
の
主
題
と
方
法
 
一
批
評
家
胎
生
の
機
微
を
め
ぐ
っ
て
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
が
故
な
り
。
思
想
一
た
び
活
動
す
れ
ば
世
に
影
響
す
る
が
故
な
り
」
 
（
『
明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

治
文
学
史
」
明
2
6
・
3
～
5
）
と
い
う
ご
と
く
、
 
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

謂
ぞ
」
（
明
2
6
・
2
）
と
い
う
透
谷
の
問
い
に
対
し
、
「
世
と
相
渉
」
り
、
 
「
世

へに
影
響
す
る
」
と
い
う
実
利
的
、
外
延
的
発
想
へ
と
す
り
変
っ
て
ゆ
ぐ
過
程
と

透
谷
の
論
と
が
つ
い
に
交
叉
し
え
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
透
谷
は
こ
れ

に
対
し
敢
て
「
事
業
」
と
い
う
な
ら
ば
、
 
「
文
学
」
と
は
「
人
間
と
無
限
と
を

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

研
究
す
る
一
種
類
事
業
」
に
し
て
、
ま
た
人
間
と
は
ま
さ
に
「
有
限
と
無
限
の

中
間
に
彷
裡
す
る
も
の
」
 
（
『
明
治
文
学
管
見
」
明
2
6
・
4
～
5
）
な
り
と
い

う
。

 
 
〈
有
限
〉
を
有
限
な
る
も
の
と
し
て
問
い
、
開
示
せ
ん
と
す
る
批
評
家
透
谷

の
認
識
は
「
厭
世
詩
家
と
女
性
』
と
な
り
、
 
「
人
間
」
と
「
無
限
」
を
め
ぐ
る

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
問
わ
ん
と
す
れ
ば
『
内
部
生
命
論
」
と
な
る
。
後
者
を
目
し

て
そ
の
観
念
性
、
形
而
上
性
の
み
を
聞
わ
ん
と
す
れ
ば
誤
ろ
う
。
続
々
自
身
こ

れ
に
ふ
れ
文
芸
上
の
「
理
想
」
「
ア
イ
デ
ア
」
と
は
形
而
上
学
の
そ
れ
と
は

「
全
く
別
物
」
で
あ
り
、
言
わ
ば
「
入
間
の
内
部
の
生
命
を
観
察
す
る
の
途
に

 
 
 
 
 
リ
ア
リ
テ
ィ
 

於
て
、
極
致
を
事
実
の
上
に
具
躰
の
形
と
な
す
も
の
な
り
」
と
い
う
。
・
す
で

に
冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
に
も
い
う
ご
と
く
「
瞬
間
の
冥
契
」
に
よ
っ
て
「
再
造

せ
ら
れ
た
る
生
命
の
眼
を
以
て
観
る
時
」
 
「
造
化
万
物
何
れ
か
極
致
な
き
も
の

あ
ら
ん
や
」
「
然
れ
ど
も
其
極
致
は
絶
対
的
の
ア
イ
デ
ア
に
あ
ら
」
ず
、
「
何
物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

に
か
具
躰
的
の
形
を
顕
は
し
た
る
も
の
即
ち
其
極
致
な
り
」
と
い
う
。
 
「
内
部

へ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

生
命
論
」
と
は
哲
学
的
弁
証
な
ら
ぬ
、
ま
さ
に
文
学
論
争
の
帰
結
と
し
て
、
具

体
の
相
と
し
て
語
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
透
谷
を
引
き
裂
く
も
の
は
想
世
界
と
実
世
界
を
め
ぐ
る
複
眼
的
認
識
で
は
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

．
く
、
そ
の
浪
漫
主
義
者
と
し
て
の
気
質
と
思
想
の
乖
離
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

た
。
あ
る
い
は
生
理
と
認
識
の
そ
れ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
〈
有
限
〉
を
〈
有
限
〉

の
ま
ま
に
開
示
せ
ん
と
す
る
に
は
、
彼
の
裡
な
る
詩
人
は
余
り
に
性
急
で
あ
っ

た
。
 
〈
有
限
の
な
か
の
無
限
は
／
最
も
有
限
な
そ
れ
〉
 
（
中
原
中
也
、
未
刊
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

篇
）
と
は
、
後
代
の
詩
人
の
唱
う
所
で
あ
っ
た
。
或
い
は
透
谷
の
悲
劇
は
〈
最

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

も
有
限
な
そ
れ
〉
の
認
識
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 
す
で
に
漠
然
た
る
汎
神
論
的
「
内
部
生
命
」
云
々
と
い
う
評
語
の
虚
妄
た
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
ρ
同
じ
論
者
は
ま
た
同
じ
文
脈
中
に
「
藤
村
は
『
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か

類
に
対
す
る
濃
厚
な
る
同
情
、
沈
痛
な
る
人
生
の
批
判
-
斯
う
い
ふ
も
の
を

 
 
 
 
 
 
 
な
づ

宗
教
の
一
部
分
と
名
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ら
う
か
」
 
（
「
春
」
一
九
〇

八
）
と
書
い
た
」
と
い
う
。
な
ら
ば
彼
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
何

か
と
問
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
藤
村
な
ら
ぬ
透
谷
の
も
の
で
あ
り
、
岸
本
（
藤

村
）
が
青
木
（
透
谷
）
の
言
葉
と
し
て
引
く
所
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
錯
誤
は

と
も
か
く
、
こ
の
風
土
の
孕
む
負
性
、
そ
の
功
利
的
、
 
「
地
平
線
的
思
想
」
に

対
し
て
熾
し
い
。
プ
ロ
テ
ス
ト
を
示
さ
ん
と
し
た
も
の
こ
そ
透
谷
の
活
動
で
は
な

か
っ
た
か
。

 
そ
の
最
晩
年
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
一
'
夕
観
」
（
明
2
6
・
1
1
）
と
「
漫
罵
」

（
明
2
6
・
1
0
）
の
対
比
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
所
だ
が
、
前
者
の
一
種
透
脱

し
た
清
朗
な
る
ひ
び
き
も
、
ま
た
後
者
の
身
を
噛
む
が
ご
と
き
痛
烈
な
自
嘲
の

色
も
、
と
も
に
現
実
に
熱
く
か
か
わ
ら
ん
と
す
る
「
濃
情
」
、
ま
た
断
念
の
交

錯
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
し
か
し
透
谷
の
遺
し
た
最
後
の
評
論
『
劇
詩
の
前
途
如

何
」
 
（
明
2
6
・
1
2
）
が
「
整
合
の
弊
」
を
衝
き
つ
つ
、
そ
の
背
後
に
ひ
そ
む

わ
が
風
土
の
そ
れ
を
鋭
く
注
視
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
所
で
あ
ろ
う
。

古
き
「
劇
内
の
詩
人
」
の
み
な
ら
ぬ
「
劇
外
の
詩
入
」
を
と
い
う
時
、
そ
の

 
ヘ
 
 
へ

〈
劇
外
〉
の
一
語
の
孕
む
重
さ
を
、
我
々
は
ま
た
改
め
て
思
い
知
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

〆

＼

（ 150 ）


