
書
 
評

 
 
 
井
田
進
也
著
『
宿
墨
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）

米

原

謙

一

 
井
田
進
也
氏
に
よ
る
兆
民
研
究
が
遂
に
刊
行
さ
れ
た
。
井
田

氏
は
、
こ
れ
ま
で
、
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
関
係
を
ほ
と
ん
ど
一
手

に
引
き
受
け
て
研
究
し
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
る
。
本
書
は
、
兆

民
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
、
各
方
面
か
ら
待
望
さ
れ
た
一
書
と

い
っ
て
よ
い
。
本
書
に
収
め
ら
れ
た
八
三
の
論
文
は
、
い
ず
れ

も
す
で
に
公
表
さ
れ
、
研
究
者
に
は
広
く
利
用
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
が
、
一
般
読
者
に
は
必
ず
し
も
利
用
し
や
す
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
び
旧
稿
に
手
が
加
え
ら
れ
、
一
書
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
兆
民
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
ま

こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
刊
行
を
機
に
、
フ
ラ

ン
ス
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
兆
民
研
究
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
裾

野
を
広
げ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
本
書
刊
行
の
画
期

的
意
義
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

 
さ
て
、
い
さ
さ
か
私
事
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
本

書
に
収
録
き
れ
た
論
文
の
ほ
と
ん
ど
を
、
私
は
旧
稿
の
時
点
で

読
ん
で
い
る
。
中
に
は
何
度
も
読
み
返
し
た
も
の
も
あ
る
。
一

九
八
四
年
か
ら
八
五
年
に
か
け
て
パ
リ
に
留
学
し
た
時
は
、
こ

れ
ら
の
論
文
の
主
要
な
も
の
は
コ
ピ
ー
し
て
持
参
し
た
。
本
書

の
中
で
最
も
分
量
の
多
い
第
二
章
「
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
」

は
、
日
本
を
発
つ
前
に
精
読
し
て
お
り
、
現
地
調
査
は
き
わ
め

井
田
進
也
著
『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』

二
三



二
四

て
困
難
だ
と
覚
悟
し
た
。
パ
リ
で
の
生
活
の
当
初
は
、
ほ
と
ん

ど
日
常
生
活
に
慣
れ
る
こ
と
に
費
さ
れ
た
。
気
が
つ
い
て
み

れ
ば
、
何
も
し
な
い
う
ち
に
最
初
の
三
ヶ
月
が
過
ぎ
て
い
た
。

幾
分
か
は
頼
む
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
語
学
力
に
つ
い
て
は
、
自
信

を
喪
失
す
る
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
。
と
に
か
く
何
か
し

な
け
れ
ば
、
と
い
う
気
持
で
、
U
σ
Z
（
国
立
図
書
館
）
通
い
を
始

め
、
と
り
あ
え
ず
エ
ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ー
ス
の
こ
と
を
調
べ

た
。
ア
コ
ラ
ー
ス
の
多
面
的
活
動
に
つ
い
て
は
か
な
り
わ
か
っ

た
が
、
兆
民
と
の
関
係
は
知
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
当
時
の
代

表
的
な
新
聞
『
ル
・
タ
ン
（
現
代
）
』
も
読
ん
で
み
た
。
こ
の

時
代
の
風
潮
を
知
る
に
は
役
立
っ
た
が
、
日
本
（
人
）
に
関
す

る
記
事
は
皆
無
で
、
ご
く
ま
れ
に
江
戸
の
大
火
事
や
鉄
道
開
通

（
新
橋
-
横
浜
間
）
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
が
載
る
の
み
で
あ
る
。

 
本
書
巻
末
に
収
録
さ
れ
た
「
『
政
理
叢
談
』
原
典
目
録
な
ら

び
に
原
著
者
略
伝
」
を
利
用
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
は
、

滞
在
予
定
期
間
の
半
分
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
た
頃
だ
っ
た
。

兆
民
と
そ
の
門
下
が
出
し
て
い
た
雑
誌
『
政
理
叢
談
』
に
翻

訳
、
紹
介
さ
れ
た
論
文
の
原
著
と
そ
の
著
者
の
略
伝
を
丹
念
に

調
べ
あ
げ
た
貴
重
な
仕
事
で
あ
る
。
す
で
に
℃
9
ε
8
（
復
活

祭
）
の
休
み
が
近
づ
い
て
い
た
。
勺
帥
馨
①
ω
と
夏
休
み
は
旅
行
の

予
定
だ
っ
た
し
、
切
子
は
b
帥
ρ
口
Φ
ω
の
後
の
二
週
間
が
休
館
だ
っ

た
の
で
、
私
に
残
さ
れ
た
時
間
は
、
正
味
三
ヶ
月
足
ら
ず
だ
っ

た
だ
ろ
う
。
そ
の
期
間
、
日
曜
日
（
休
館
）
を
除
く
ほ
ぼ
毎

日
、
私
は
u
d
Z
に
通
い
、
井
田
氏
の
「
原
典
目
録
」
を
手
が

か
り
に
、
い
も
つ
る
式
に
資
料
を
漁
っ
た
。
切
乞
に
通
う
か
ば

ん
の
中
に
、
辞
書
、
ノ
ー
ト
と
と
も
に
、
常
に
井
田
氏
の
「
原

典
目
録
」
の
コ
ピ
ー
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
最

初
は
製
本
し
て
あ
っ
た
コ
ピ
ー
も
、
帰
国
す
る
頃
に
は
バ
ラ
バ

ラ
に
ほ
ど
け
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
頃
に
な
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
時

代
の
兆
民
に
つ
い
て
私
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
き
た
。
切
乞
へ
の
行
き
帰
り
に
い
つ
も
通
っ
た
パ
レ
・
ロ
ワ

イ
ヤ
ル
の
中
庭
と
と
も
に
、
井
田
氏
の
「
原
典
目
録
」
コ
ピ
ー

は
、
私
の
留
学
時
代
の
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。

 
い
さ
さ
か
感
傷
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
許
し
い
た

だ
き
た
い
。
私
が
本
書
の
書
評
を
思
い
つ
い
た
の
は
、
私
の
フ

ラ
ン
ス
体
験
と
不
可
分
な
の
で
あ
る
。
井
田
氏
の
仕
事
が
な
け

れ
ば
、
私
は
パ
リ
で
の
一
年
間
を
、
何
も
な
す
所
な
く
呆
然
と

過
ご
し
て
い
た
だ
ろ
う
。



二

 
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
な
概
要
を
述
べ
て
お
こ

う
。 

第
「
章
「
兆
民
研
究
に
お
け
る
『
政
理
叢
談
』
の
意
義
に
つ

い
て
」
は
、
井
田
氏
の
本
格
的
な
兆
民
研
究
へ
の
出
発
点
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
目
で
み
れ
ば
、
井
田
氏
の
問

題
意
識
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
井
田
氏

は
こ
こ
で
、
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
時
代
の
原
資
料
が
皆
無
の
状
態

で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
方
法
と
し
で
、
『
政
理
叢

談
』
（
以
下
『
叢
談
』
と
略
す
）
が
「
第
一
次
資
料
」
た
り
う

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
従
来
、
『
叢
談
』
は
「
単
な
る
紹
介
雑

誌
」
に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
一
顧
だ
に
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
井
田
氏
の
着
眼
の
卓
抜
さ
が
分
か
る
だ
ろ

う
。 

『
叢
談
』
を
兆
民
と
フ
ラ
ン
ス
を
結
ぶ
接
点
と
し
て
位
置
づ

け
た
上
で
、
井
田
氏
は
、
私
に
は
大
胆
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
い

く
つ
か
の
推
論
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
『
叢
談
』
が
、
エ

ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ー
ス
の
雑
誌
『
政
治
学
』
を
モ
デ
ル
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
は
、
そ
れ
と
関
連
し

て
、
ア
コ
ラ
ー
ス
の
秘
書
で
も
あ
っ
た
シ
ジ
ス
モ
ン
・
ラ
ク
ロ

ア
を
兆
民
は
個
人
的
に
知
っ
て
お
り
、
『
叢
談
』
の
う
ク
ロ
ア

の
翻
訳
は
、
兆
民
の
「
友
誼
」
の
表
明
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
。
第
三
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
兆
民
の
関
係
で
、
『
叢
談
』
に
紹

介
き
れ
た
ル
イ
・
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
と
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
が
代
講

を
つ
と
め
た
講
座
の
正
教
授
サ
ン
ー
ー
ル
ネ
離
乳
イ
ア
ン
デ
ィ
ェ

の
二
人
が
、
兆
民
の
帰
国
に
際
し
、
「
仏
国
の
教
師
、
先
生
の

才
を
惜
み
て
、
資
を
給
し
て
止
ら
し
め
ん
」
と
し
た
時
の
「
仏

国
の
教
師
」
で
あ
る
こ
と
。
第
四
に
、
『
叢
談
』
に
紹
介
さ
れ

た
J
・
ブ
ラ
ッ
ク
ー
ー
ド
ー
ー
ラ
“
ペ
リ
ェ
ー
ル
は
、
リ
ヨ
ン
の

弁
護
士
℃
餌
巳
U
U
轟
。
号
冨
勺
興
二
酵
⑦
と
何
ら
か
の
関
係
が

あ
り
、
兆
民
が
リ
ヨ
ン
時
代
に
こ
の
弁
護
士
か
ら
蒙
っ
た
「
な

ん
ら
か
の
恩
義
」
が
、
『
叢
談
』
の
記
事
と
関
係
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
。

 
以
上
の
推
論
に
つ
い
て
、
井
田
氏
自
身
は
「
わ
れ
な
が
ら
強

引
と
思
わ
れ
る
試
み
」
だ
が
、
「
八
分
通
り
ま
で
は
そ
の
蓋
然

性
を
信
ず
る
が
、
あ
と
の
二
分
に
つ
い
て
は
い
か
ん
と
も
申
し

井
田
進
也
著
『
申
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』

二
五



二
六

か
ね
る
」
（
五
三
貢
）
と
述
べ
て
い
る
。
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
時

代
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
資
料
ら
し
い
も
の
が
な
い
現
状
で
は
、

と
に
か
く
点
（
ら
し
い
も
の
）
を
結
ぶ
試
み
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
右
の
推
論
は
評
価
さ
れ
る
が
、
結
論
の
妥
当
性

に
つ
い
て
は
、
読
者
は
や
は
り
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。

松
沢
弘
陽
氏
は
井
田
氏
の
仕
事
を
評
し
て
、
「
大
胆
な
想
像

と
、
驚
く
べ
く
広
く
綿
密
な
史
料
の
捜
索
と
厳
密
な
推
論
と

の
バ
ラ
ン
ス
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
中
江
兆
民
の
世
界
を
た
ず
ね
て

一
兆
民
研
究
の
最
近
の
動
向
l
l
」
、
『
社
会
科
学
研
究
』
第
三
〇
巻

第
二
号
、
一
九
七
八
年
、
一
〇
九
頁
）
。
評
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、

こ
の
第
一
章
に
関
し
て
は
、
結
論
よ
り
も
推
論
の
過
程
に
魅
力

が
あ
り
、
学
ぶ
所
が
多
い
。
右
の
推
論
の
う
ち
、
第
二
の
も
の

は
客
観
的
に
成
立
し
そ
う
に
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
。

 
第
二
章
「
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
ー
明
治
初
期
官
費
留
学
生

の
条
件
1
」
は
、
本
書
の
中
軸
を
な
す
。
兆
民
を
明
治
初
期
の

留
学
生
の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
、
特
に
留
学
生
召
還
を
め
ぐ

る
や
り
と
り
の
中
で
、
兆
民
が
召
還
反
対
運
動
に
関
わ
っ
た
様

子
を
浮
き
ぼ
り
に
し
て
い
る
。
本
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
様
々

な
事
実
は
ど
れ
も
貴
重
で
あ
る
。
特
に
、
兆
民
の
「
普
通
学
」
の

…
教
師
バ
レ
ー
氏
が
、
ジ
ャ
ン
H
パ
テ
ィ
ス
ト
・
バ
レ
ー
（
ト
切
●

勺
母
卑
）
氏
で
あ
る
と
し
て
、
綴
り
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

は
大
き
な
一
歩
で
あ
る
と
思
う
（
こ
の
こ
と
は
こ
の
刊
本
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
）
。

 
第
三
章
「
『
民
約
訳
解
』
中
断
の
論
理
」
は
、
兆
民
の
『
民

約
訳
解
』
（
以
下
『
訳
解
』
と
略
す
）
が
第
二
譜
第
六
章
ま
で

で
「
中
断
」
し
た
「
論
理
」
（
理
由
？
）
を
推
定
し
た
も
の
で

あ
る
。
井
田
氏
の
着
眼
は
、
『
訳
解
』
が
『
叢
談
』
に
掲
載
さ

れ
た
時
期
が
、
伊
藤
博
文
の
憲
法
調
査
の
た
め
の
渡
欧
時
期
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
『
訳
解
』
が
、
主
権
論
争
な
ど

の
官
民
の
論
争
や
、
伊
藤
の
憲
法
調
査
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
井
田
氏
の
言
う
よ
う
に
、
「
『
民
約

訳
解
』
は
、
徹
頭
徹
尾
、
立
法
者
伊
藤
に
対
す
る
兆
民
の
異
議

申
立
て
の
意
図
を
も
っ
て
世
に
問
わ
れ
た
も
の
」
（
一
九
二
頁
）

と
す
る
に
は
、
本
章
の
論
証
を
も
っ
て
し
て
も
、
や
は
り
読
者

は
た
め
ら
い
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
『
訳
解
』
掲
載

が
伊
藤
の
渡
欧
期
間
と
あ
ま
り
に
も
一
致
し
す
ぎ
て
い
る
（
数

日
の
差
し
か
な
い
）
。
時
期
の
一
致
に
着
眼
し
た
井
田
氏
の
推

論
は
い
か
に
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
が
、
話
が
で
き
す
ぎ
て
い
る



と
の
感
が
否
め
な
い
。

 
第
四
章
「
『
東
洋
の
ル
ソ
ー
』
中
江
兆
民
の
誕
生
i
『
三
酔

人
墨
絵
問
答
』
に
お
け
る
『
社
会
契
約
論
』
読
解
t
」
は
、
『
三
酔

入
経
歴
問
答
』
に
つ
い
て
、
井
田
氏
独
特
の
読
み
こ
み
を
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
副
題
の
と
お
り
、
兆
民
が
『
社
会
契

約
論
』
の
読
解
を
ふ
ま
え
て
、
『
三
酔
人
経
論
問
答
』
を
叙
述

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
井
田
氏
の
主
張
の
要
点

は
、
「
『
民
約
訳
解
』
が
兆
民
の
原
著
第
二
巻
末
尾
ま
で
の
読
解

の
成
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
三
酔
人
』
は
、
（
中
略
）
同
第
三

巻
第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
、
政
体
の
原
理
と
そ
の
応
用
を
論

じ
」
（
二
四
四
頁
）
た
章
を
読
ん
だ
成
果
で
あ
る
、
と
す
る
点
に

あ
る
。
私
は
こ
の
見
解
に
は
納
得
で
き
な
い
が
、
様
々
な
読
み
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ヘ
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方
を
許
す
『
三
酔
人
経
論
問
答
』
の
一
つ
の
読
み
方
で
あ
る
と

思
う
。
『
社
会
契
約
論
』
第
三
巻
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
影
響

下
に
書
か
れ
た
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
か
つ

て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
研
究
き
れ
た
井
田
氏
な
ら
で
は
の
発
想

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ル
ソ
ー
の
政
体
論
は
、
君
主
政
、
貴
族

政
、
民
主
政
と
い
う
名
辞
の
点
で
は
伝
統
的
で
あ
っ
て
も
、
内

容
は
独
特
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
ル
ソ
ー
の
「
君
主

政
」
を
天
皇
制
と
読
み
こ
ん
で
い
く
に
は
、
相
当
な
蛮
勇
（
？
）

が
必
要
で
あ
る
。
私
自
身
の
関
・
2
9
か
ら
す
れ
ば
、
『
三
酔
人
経

論
問
答
』
の
論
旨
に
関
連
し
て
、
付
随
的
に
な
さ
れ
た
指
摘
の

方
が
興
味
深
い
。
紳
士
君
の
進
化
論
と
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ギ
ュ
イ

ヨ
ー
と
の
関
連
や
、
永
久
平
和
論
の
主
張
と
バ
ル
ニ
『
民
主
政

に
お
け
る
道
徳
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
指
摘
が
そ
れ
で
あ

る
。
な
お
私
は
、
別
の
機
会
に
『
三
酔
人
経
論
問
答
』
論
を
発

表
し
て
い
る
の
で
、
本
章
の
論
旨
に
納
得
で
き
な
い
根
拠
は
、

そ
こ
で
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
（
拙
稿
「
『
一
二
酔
人

経
論
問
答
』
を
読
む
一
〈
奇
人
V
伝
説
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
ー
」
、

本
論
集
第
三
十
巻
第
二
号
、
一
九
八
六
年
）
。

 
第
五
章
「
『
立
法
者
』
中
江
兆
民
-
元
老
院
の
〃
豆
喰
ひ
書
記

官
”
と
国
憲
編
纂
事
業
1
」
は
、
兆
民
の
伝
記
中
で
、
フ
ラ
ン

ス
時
代
以
上
に
空
白
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
元
老
院
時
代
に
メ

ス
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
井
田
氏
は
こ
こ
で
、
兆
民
が
元
老

院
の
国
憲
編
纂
事
業
（
国
憲
第
一
次
草
案
起
草
）
で
、
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
二
章

の
「
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
」
同
様
、
駆
使
さ
れ
た
資
料
の
浩

灘
さ
と
推
論
の
着
実
さ
は
、
読
者
を
魅
了
す
る
に
足
る
。
国
憲

井
田
進
也
著
『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』

二
七



二
八

一
次
草
案
の
素
案
の
起
稿
が
兆
民
の
手
に
な
る
も
の
だ
と
い

う
、
最
も
肝
心
な
点
で
、
確
証
と
な
る
資
料
が
欠
け
て
い
る
と

い
う
欠
点
が
あ
る
が
、
兆
民
の
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
側
面
に
光
を
あ
て
た
意
義
は
大
き
い
。

 
第
六
章
「
申
江
兆
民
の
翻
訳
・
訳
語
に
つ
い
て
」
は
ハ
兆
民

の
翻
訳
に
対
す
る
態
度
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
章
の
テ

レ
マ
は
、
兆
民
研
究
上
、
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
と
思

う
が
、
井
田
氏
の
叙
述
に
は
隔
靴
掻
痒
の
感
が
あ
る
。
兆
民
が

漢
学
を
重
視
し
た
こ
と
、
ル
ソ
ー
を
漢
訳
し
た
こ
と
な
ど
に
つ

い
て
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
当
時
の
西
欧
的
知
識
人
に

と
っ
て
、
西
欧
の
言
語
と
田
本
語
お
よ
び
漢
学
が
ど
の
よ
う
に

内
面
的
に
連
関
し
あ
っ
て
い
た
の
か
は
、
兆
民
研
究
の
み
な
ら

ず
、
日
本
近
代
思
想
研
究
の
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
兆

民
に
限
っ
て
言
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
と

も
に
、
漢
学
の
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
是
非
と
も
必
要
だ
と

思
う
。

 
以
上
の
ほ
か
に
、
本
書
に
は
、
《
付
録
》
と
し
て
「
中
江
兆

民
1
『
民
約
訳
解
』
の
周
辺
」
と
、
巻
末
の
「
『
政
理
叢
談
』
原

典
目
録
な
ら
び
に
原
著
者
略
伝
」
と
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

《
付
録
》
と
し
て
収
録
さ
れ
た
論
文
は
、
修
士
論
文
の
一
部
に

手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
一
九
六
四
年
に
発
表
さ
れ

た
時
の
ま
ま
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
き
す
が
に
時
代
が
か
っ
て

い
る
こ
と
は
争
え
な
い
。
二
十
余
年
間
の
兆
民
研
究
の
進
展
が

思
い
知
ら
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
井
田
氏
は
こ
の
研
究

進
展
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
本
書
は

そ
の
ま
ま
そ
の
証
拠
で
も
あ
る
。

 
巻
末
の
論
文
が
、
資
料
と
し
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
は
前

述
し
た
。
こ
の
「
原
典
目
録
」
を
利
用
し
た
仕
事
は
、
拙
稿

（「

t
ラ
ン
ス
時
代
の
中
江
兆
民
t
そ
の
思
想
形
成
」
、
本
論
集
第
二

九
巻
第
三
号
、
拙
著
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民
』
新
評
論
、
一
九

八
六
年
、
に
収
録
）
以
外
に
見
当
ら
な
い
が
、
今
後
大
い
に
活
用

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
原
典
目
録
」
に
限
ら
ず
、
本
書
各
章

は
、
兆
民
研
究
の
鍵
と
な
る
よ
う
な
示
唆
を
無
数
に
含
ん
で
い

る
。
井
田
氏
の
幾
分
大
胆
に
過
ぎ
る
か
と
思
え
る
推
論
は
、
結

論
そ
の
も
の
に
同
意
で
き
な
く
と
も
、
別
の
結
論
へ
の
糸
口
と

し
て
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
示
唆
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。



三

 
私
は
本
書
の
論
旨
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
点
で
異
論
を
も
っ

て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
幾
分
か
は
、
す
で
に
前
掲
の
拙
著
の
中

で
疑
義
を
表
明
し
て
お
い
た
。
本
書
で
は
私
の
疑
義
を
容
れ
て

訂
正
さ
れ
た
箇
所
も
あ
る
が
、
概
ね
旧
稿
の
趣
旨
が
維
持
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
す
で
に
拙
著
で
指
摘
し
た
点
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
原
則
と
し
て
触
れ
ず
に
お
き
た
い
。

 
私
の
異
論
は
、
主
と
し
て
、
第
一
章
後
半
の
推
論
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
第
一
章
後
半
の
四
つ
の
推
論
に
つ
い
て
は
前
に

述
べ
た
。
さ
し
あ
た
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
第
二
の
推
論
で
あ

る
。
要
点
を
引
用
し
よ
う
。
「
兆
民
が
ア
コ
ラ
ー
ス
に
就
い
た

と
し
た
ら
お
そ
ら
く
ラ
ク
ロ
ア
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
立
候
補

の
件
も
電
信
を
通
じ
て
知
り
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
高
名
な
著

者
た
ち
の
手
に
な
る
論
文
に
ま
じ
っ
て
無
名
の
ラ
ク
ロ
ア
の
雑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

誌
論
文
を
あ
え
て
訳
載
し
た
の
は
、
そ
の
内
容
よ
り
む
し
ろ
友

へ誼
を
重
ん
じ
た
か
ら
で
あ
り
（
後
略
）
」
（
二
五
頁
、
傍
点
原
文
）
。

こ
の
文
章
で
「
立
候
補
云
々
」
と
は
、
ラ
ク
艮
ア
が
か
ン
ベ
ッ

タ
の
死
去
に
と
も
な
う
補
欠
選
挙
で
当
選
し
た
こ
と
を
指
す
。

井
田
氏
に
よ
れ
ば
、
三
月
十
一
日
に
第
一
次
投
票
が
あ
り
、
三

月
二
十
五
日
の
決
選
投
票
で
ラ
ク
ロ
ア
は
当
選
し
た
と
い
う
。

こ
の
選
挙
の
結
果
に
対
す
る
祝
福
の
意
昧
を
こ
め
て
、
『
叢
談
』

第
三
十
一
号
（
明
治
十
六
年
四
月
五
日
発
行
）
に
、
ラ
ク
ロ
ア

の
論
文
「
主
権
属
民
論
」
が
訳
載
き
れ
た
、
と
す
る
の
で
あ

る
。
選
挙
か
ら
『
叢
談
』
発
行
ま
で
一
ヶ
月
足
ら
ず
で
あ
り
、

翻
訳
、
印
刷
に
か
か
る
時
間
を
除
け
ば
、
き
わ
め
て
短
期
の
う

ち
に
ラ
ク
ロ
ア
に
関
わ
る
情
報
が
伝
え
ら
れ
、
訳
載
の
決
定
が

な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
パ
リ
公
使
館
に
い
た
兆
民
の
友

人
光
妙
寺
三
郎
が
電
信
に
よ
っ
て
兆
民
に
知
ら
せ
た
の
だ
ろ

う
、
と
井
田
氏
は
推
論
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
こ
の
よ
う
な
緻
密
す
ぎ
る
（
違
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、
で
き

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

す
ぎ
た
）
推
論
が
、
井
田
氏
の
議
論
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
と

同
時
に
欠
点
で
も
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
の
推
論
が
成
立
し
そ

う
に
な
い
こ
と
は
『
中
江
兆
民
全
集
』
の
「
年
譜
」
を
見
た
だ

け
で
明
瞭
で
あ
る
。
兆
民
は
前
年
十
月
に
、
出
版
社
の
「
同
志

募
集
の
た
め
」
に
東
京
を
離
れ
、
十
六
年
一
月
は
熊
本
、
鹿
児

島
に
旅
行
中
で
あ
る
。
一
月
中
旬
か
ら
四
月
中
旬
の
「
帰
京
」

井
田
進
也
著
『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』

二
九



三
〇

ま
で
、
「
年
譜
」
は
空
白
で
あ
る
が
、
そ
の
間
旅
行
中
だ
っ
た

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
電
信
に
よ
っ
て
ラ
ク
ロ
ア
の

情
報
が
伝
え
ら
れ
た
と
し
て
も
（
こ
の
こ
と
自
体
あ
ま
り
あ
り

そ
う
に
な
い
気
が
す
る
が
）
、
肝
心
の
兆
民
は
東
京
に
い
な
い

の
だ
か
ら
、
短
期
間
に
知
る
す
べ
が
な
い
。
四
月
中
旬
帰
京

淋
、
遅
く
と
も
三
月
中
旬
ぐ
ら
い
ま
で
早
め
ら
れ
な
い
限
り
、

こ
の
推
論
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
『
訳
解
』
は
前
年
十
月

か
ら
休
載
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
掲
載
が
再
開
す
る
の
は
第
三

十
五
号
（
十
六
年
五
月
十
五
日
発
行
）
か
ら
で
あ
る
。
兆
民
の

四
月
帰
京
は
動
き
そ
う
に
な
い
。

 
思
う
に
『
叢
談
』
に
と
り
あ
げ
る
文
献
は
、
兆
民
留
守
中
は

も
ち
ろ
ん
、
彼
の
在
京
時
も
、
仏
学
塾
の
塾
生
た
ち
の
か
な
り

自
由
な
選
択
に
任
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
叢

談
』
は
、
兆
民
と
彼
の
門
下
の
読
書
範
囲
を
推
測
す
る
手
が
か

り
に
は
な
っ
て
も
、
兆
民
自
身
の
思
想
の
傾
向
を
直
裁
に
表
明

し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
井
田
氏
は
、
高
名
な
著
者
に
ま

じ
っ
て
、
ラ
ク
ロ
ア
の
よ
う
な
無
名
な
人
物
が
訳
載
さ
れ
た
の

は
不
可
解
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
誰
が
有
名
で
誰
が
無
名

か
を
知
る
に
は
、
相
当
な
学
識
を
必
要
と
す
る
。
『
叢
談
』
の

原
著
者
は
有
名
、
無
名
が
入
り
乱
れ
、
翻
訳
の
で
き
ば
え
に
も

相
当
な
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
訳
載
す
る
著
書
の
内
容

も
統
一
し
た
判
断
基
準
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

仏
学
塾
所
蔵
の
原
書
の
中
か
ら
、
塾
生
た
ち
が
か
な
り
自
由
に

選
択
し
訳
載
し
た
と
推
測
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
問
題
と
な
っ
た
ラ
ク
P
ア
の
論
文
は
、
ア
コ
ラ

ー
ス
が
中
心
に
な
っ
て
出
し
て
い
た
雑
誌
『
政
治
学
』
に
掲
載

き
れ
た
も
の
で
あ
る
。
井
田
氏
の
推
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
雑
誌

は
『
叢
談
』
の
手
本
に
な
っ
た
と
い
う
（
一
八
頁
）
。
推
論
の
根

拠
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
『
叢
談
』
が
「
政
論
、
理
論
、
法
論
、

史
論
ノ
四
門
」
を
分
け
て
い
る
の
が
、
『
政
治
学
』
創
刊
号
の

「
前
言
」
の
語
に
も
と
つ
く
、
と
い
う
の
が
最
大
の
根
拠
だ
ろ

う
。
「
前
言
」
で
ア
コ
ラ
ー
ス
ら
は
、
「
倫
理
、
法
律
、
経
済
、

歴
史
」
の
四
つ
を
雑
誌
の
主
要
な
研
究
対
象
と
し
て
い
る
。

 
井
田
氏
の
推
論
に
は
大
し
た
根
拠
が
な
い
と
思
う
が
、
か
と

言
っ
て
、
と
り
立
て
て
異
論
を
述
べ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な

い
。
た
だ
気
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
推
論
が
、
兆
民
が
ア

コ
ラ
ー
ス
の
塾
で
学
ん
だ
と
す
る
井
田
氏
の
「
心
証
」
（
一
五
頁
）

に
基
づ
い
て
い
る
と
思
え
る
点
で
あ
る
。
、
本
書
の
今
後
の
影
響



力
を
考
え
る
と
、
井
田
氏
の
「
心
証
」
が
通
説
化
す
る
恐
れ
も

あ
る
。
私
は
井
田
氏
と
は
逆
の
「
心
証
」
を
も
つ
の
で
あ
え
て

一
言
し
て
お
き
た
い
。

 
初
期
の
『
叢
談
』
は
、
「
稟
告
」
の
中
で
「
欧
米
諸
大
家
ノ

政
法
倫
理
二
関
ス
ル
論
説
ヲ
訳
出
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

と
述
べ
て
い
る
。
『
政
理
叢
談
』
の
名
が
こ
の
「
稟
告
」
の

「
政
法
倫
理
」
に
も
と
つ
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ

ろ
で
「
政
法
」
と
「
倫
理
」
を
こ
の
よ
う
に
緊
密
に
結
び
つ
い

た
も
の
と
す
る
認
識
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
潮
を
ふ
ま
え

た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
最
も
代
表
的
な
も
の

は
》
o
巴
ひ
白
ぼ
畠
Φ
ω
ω
q
o
目
o
o
ω
言
。
『
巴
Φ
の
2
℃
o
洋
δ
目
①
ω
（
倫

理
・
政
治
学
ア
カ
デ
ミ
ー
）
で
あ
り
、
兆
民
が
影
響
を
受
け
た

J
・
バ
ル
ニ
に
は
口
尻
け
。
岸
。
自
⑦
ω
達
ひ
Φ
の
］
3
0
『
9
『
の
。
け
0
9
三
-

ρ
ロ
Φ
の
①
昌
周
「
効
嵩
。
Φ
国
旗
×
＜
臼
、
ω
履
9
Φ
（
『
フ
ラ
ン
ス
十
八
世
紀

倫
理
、
政
治
思
想
史
』
）
と
い
う
著
書
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
倫

理
と
政
治
目
o
N
巴
9
b
o
洋
δ
q
Φ
を
結
び
つ
け
た
例
は
他
に
も

い
く
ら
で
も
あ
り
、
「
政
理
」
は
フ
ラ
ン
ス
土
ハ
和
主
義
の
常
識

だ
っ
た
。
『
叢
談
』
を
こ
と
さ
ら
ア
コ
ラ
ー
ス
に
結
び
つ
け
る

根
拠
は
薄
弱
だ
と
思
う
。

 
ア
コ
ラ
ー
ス
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
の
疑
義
を
提
出
し
て

お
き
た
い
。
雑
誌
『
政
治
学
』
の
寄
稿
者
名
簿
に
は
、
急
進
派
の

政
治
家
の
他
に
、
今
村
和
郎
、
光
妙
寺
三
郎
の
二
名
の
日
本
人
、

レ
オ
ン
・
ド
・
回
顧
ー
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
伯
ら
の
日
本
研
究
者
が

含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
（
一
二
頁
）
。
他
方
、
ロ
ニ
ー
の
創
立
し

た
人
種
誌
学
会
の
名
簿
（
一
八
七
六
年
）
に
は
、
今
村
、
光
妙
寺
ら

の
日
本
人
の
他
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
伯
ら
日
本
研
究
者
や
ア
コ
ラ
ー

ス
の
名
が
あ
る
と
い
う
。
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
か
ら
次
の
よ
う
に
推
論
す
る
の
は
、
私
は
抵
抗
を
感
じ
る
。

 
 
「
ア
コ
ラ
ー
ス
と
ロ
ニ
ー
、
急
進
主
義
的
政
治
思
想
と
日

 
本
学
i
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
の
よ
う
だ
が
、
両
者
の
関
係

 
は
お
そ
ら
く
ア
コ
ラ
ー
ス
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
東
洋
語

 
を
、
ロ
ニ
ー
が
中
国
語
、
日
本
語
を
研
究
し
て
い
た
第
二
帝
政

期
、
遅
く
と
も
前
者
が
人
種
誌
学
会
と
親
縁
関
係
に
あ
る
人

 
類
学
会
に
入
会
し
た
一
八
七
一
年
ご
ろ
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の

と
思
わ
れ
、
維
新
後
日
本
か
ら
の
法
文
系
留
学
生
は
ロ
ニ
ー

な
い
し
モ
ン
ブ
ラ
ン
を
介
し
て
ほ
ぼ
自
動
的
に
ア
コ
ラ
ー
ス

 
の
塾
に
学
ぶ
ル
ー
ト
が
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
 
（
二

 
二
頁
）
。

井
田
進
也
著
『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』

一一



三
二

 
ア
コ
ラ
ー
ス
と
里
馬
ー
と
い
う
「
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
」
は
、

両
者
に
関
係
を
も
つ
日
本
人
が
仲
介
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
ア
コ
ラ
ー
ス
と
ロ
ニ
ー
ら
日
本
研
究
者
の
間

に
あ
ら
か
じ
め
交
流
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
日
本
人
が
出
入
り
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
ア
コ
ラ
！
ス
の
塾
に
出
入
り

し
た
西
園
寺
公
望
ら
と
、
ロ
ニ
ー
が
教
授
を
し
て
い
た
東
洋
語

学
校
に
出
入
り
し
た
今
村
和
郎
ら
が
、
ア
コ
ラ
ー
ス
と
ロ
ニ
ー

ら
と
を
仲
介
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
関
係
が

「
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
」
で
あ
る
こ
と
は
、
井
田
氏
と
は
逆
の

因
果
関
係
の
推
論
を
許
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
井
田
氏
の
叙
述
を
総
合
す
る
と
、
ア
コ
ラ
ー
ス
と
直
接
交
渉

を
持
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
な
日
本
人
は
、
西
園
寺
公
望
、
今

村
和
郎
、
光
妙
寺
三
郎
、
飯
塚
納
、
田
中
耕
造
の
五
人
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
飯
塚
を
除
け
ば
（
飯
塚
に
つ
い
て
は
す
ぐ
後
に

述
べ
る
）
、
ア
コ
ラ
ー
ス
と
の
交
渉
が
一
番
早
い
の
は
西
園
寺

で
、
 
一
八
七
二
年
以
降
の
早
い
時
期
で
あ
る
。
田
中
は
一
八
八

○
年
で
あ
り
、
今
村
と
光
妙
寺
は
一
八
七
八
年
（
『
政
治
学
』

創
刊
）
以
前
で
は
あ
る
が
、
履
歴
か
ら
推
し
て
西
園
寺
よ
り
も

早
い
時
期
で
は
あ
る
ま
い
。
西
園
寺
は
「
自
伝
」
の
中
で
、
パ

リ
に
着
い
て
最
初
に
入
っ
た
塾
は
前
田
正
名
の
紹
介
に
よ
る
と

述
べ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
一
一
五
頁
、
一
四

四
頁
参
照
）
。
他
方
、
前
田
正
名
の
方
は
モ
ン
ブ
ラ
ン
の
紹
介
で

こ
の
塾
に
入
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
私
塾
が
ア
コ
ラ
ー
ス

の
塾
で
な
い
こ
と
は
、
文
脈
上
疑
う
余
地
が
な
い
。
西
園
寺
が

ア
コ
ラ
ー
ス
に
入
塾
し
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と

も
、
一
碧
ー
や
モ
ン
ブ
ラ
ン
が
介
在
し
た
形
跡
は
な
い
。

 
飯
塚
納
に
つ
い
て
、
井
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
母
国
戦
争
で
仏
軍
が
連
戦
連
敗
し
て
い
る
時
分
（
一
八
七
〇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 
コ
 
ラ
 
 
ス

年
七
、
八
月
頃
か
）
パ
リ
に
着
い
て
『
精
度
刺
斯
』
に
師
事

し
、
変
乱
に
処
し
て
泰
然
自
若
た
る
そ
の
態
度
か
ら
そ
の
後
の

人
生
の
指
針
（
『
其
畢
生
之
行
蔵
』
）
を
学
び
と
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
留
学
生

が
西
園
寺
の
ま
だ
渡
仏
し
て
い
な
い
普
仏
戦
争
中
か
ら
は
や
く

も
ア
コ
ラ
ー
ス
に
師
事
し
て
い
る
こ
と
（
後
略
）
」
（
一
〇
五
頁
）
。

こ
の
叙
述
に
疑
義
が
あ
る
こ
と
は
拙
著
で
す
で
に
述
べ
た
（
拙

著
一
四
四
～
五
頁
）
。
西
園
寺
以
前
に
ア
コ
ラ
ー
ス
に
接
触
し
た

人
物
が
い
る
か
否
か
は
重
要
な
点
な
の
で
再
論
し
て
お
く
。

 
私
が
調
べ
た
限
り
、
ア
コ
ラ
ー
ス
が
ベ
ル
ン
大
学
に
赴
任
す



る
の
は
細
面
戦
争
以
前
で
あ
る
。
正
確
を
期
す
た
め
に
引
用
す

る
。
ア
コ
ラ
ー
ス
存
命
中
に
出
さ
れ
た
『
今
日
の
人
々
』
ピ
。
ω

口
0
8
ヨ
⑦
ω
島
、
b
ε
o
霞
畠
、
げ
巳
で
は
、
二
八
七
〇
年
、
宣
戦
布

告
以
前
に
、
ベ
ル
ン
大
学
で
一
つ
の
講
座
が
彼
に
提
供
さ
れ

た
」
と
あ
る
。
『
フ
ラ
ン
ス
人
名
辞
典
』
 
皇
9
ご
暮
巴
お
α
Φ

切
ご
帥
q
鑓
O
窪
Φ
句
誌
昌
ω
巴
ω
Φ
（
H
O
ω
ω
）
で
は
、
二
八
七
〇
年

の
戦
争
の
少
し
前
に
」
 
O
器
δ
器
9
ヨ
b
ω
9
〈
拶
暮
冨
α
q
q
興
誘

α
⑦
H
Q
。
刈
O
で
あ
る
。
一
番
新
し
い
『
フ
ラ
ン
ス
労
働
運
動
人
名

辞
典
』
豆
亀
8
葛
冨
b
d
δ
伽
q
鴨
9
b
ぼ
ρ
器
晋
羅
8
く
①
日
Φ
三

〇
ロ
く
ユ
興
句
鑓
昌
O
巴
ω
（
同
O
①
刈
）
で
は
、
二
八
七
〇
年
の
初
め
・

に
」
｝
二
重
び
旨
α
Φ
目
。
。
刈
O
と
あ
る
。
ベ
ル
ン
赴
任
が
戦
争
勃

発
以
前
で
あ
る
点
で
は
、
す
べ
て
の
記
述
が
一
致
し
て
い
る
。

飯
塚
が
パ
リ
に
着
い
た
の
が
「
二
仏
戦
争
で
粛
軍
が
連
戦
連
敗

し
て
い
る
時
分
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
ア
コ
ラ
ー
ス
に

会
う
機
会
は
な
い
。
飯
塚
が
ア
コ
ラ
ー
ス
に
学
ん
だ
の
は
、
ど
．

う
み
て
も
ア
コ
ラ
ー
ス
の
帰
国
後
の
塾
（
一
八
七
二
年
一
月
に

開
立
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
変
乱
に
処
し
て
泰
然
自
若

た
る
」
ア
コ
ラ
ー
ス
の
態
度
か
ら
学
ん
だ
と
す
る
記
述
は
、
敗

戦
、
第
三
共
和
政
成
立
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
な
ど
の
一
連
の

事
件
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
事
件
の
渦
中
に
は
ア
コ
ラ

ー
ス
は
ベ
ル
ン
に
い
た
の
だ
か
ら
。

 
以
上
、
要
す
る
に
、
日
本
人
留
学
生
が
ア
コ
ラ
ー
ス
と
関
係

を
も
つ
の
は
一
八
七
二
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
西
園
寺
と
飯

塚
は
、
お
そ
ら
く
一
番
早
い
例
だ
ろ
う
。
こ
の
二
人
置
、
兆
民

野
仏
中
の
一
八
七
二
～
四
年
前
時
点
で
、
す
で
に
ア
コ
ラ
ー
ス

に
学
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
今
村
や
光
妙
寺
が
ア

コ
ラ
ー
ス
と
接
触
す
る
の
は
、
兆
民
帰
国
後
の
可
能
性
も
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
園
寺
ら
日
本
人
留
学
生
グ
ル
ー
プ

が
、
、
ア
コ
ラ
ー
．
ス
ら
『
政
治
学
』
グ
ル
ー
プ
と
ロ
ニ
ー
ら
日
本

研
究
者
グ
ル
ー
プ
と
を
仲
介
す
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
協
力

関
係
が
七
〇
年
代
後
半
に
で
き
あ
が
っ
た
。
一
八
八
○
年
に
渡

仏
し
た
田
中
耕
造
や
、
八
三
年
の
板
垣
退
助
が
、
当
然
の
よ
う

に
ア
コ
ラ
ー
ス
に
会
見
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ト

に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

 
以
上
、
他
人
の
ふ
ん
ど
し
で
相
撲
を
と
る
よ
う
で
恐
縮
だ

が
、
井
田
氏
が
提
供
し
た
素
材
を
も
と
に
推
論
し
た
も
の
で
あ

る
。
同
じ
素
材
を
も
と
に
し
て
も
、
わ
ず
か
な
修
正
を
施
せ

ば
、
井
田
氏
と
は
逆
の
「
心
証
」
が
得
ら
れ
る
之
と
を
示
す
た

井
田
進
也
著
『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』

三
三



三
四

め
で
あ
る
。
井
田
氏
は
「
ひ
と
り
兆
民
だ
け
を
ア
コ
ラ
！
ス
の

門
下
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
積
極
的
な
理
由
」
 
（
二
二

頁
）
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
西
園
寺
、
飯
塚
、
今

村
、
光
妙
寺
の
四
人
は
滞
長
期
間
が
非
常
に
長
く
、
田
中
は
渡

仏
時
期
が
ず
っ
と
後
で
あ
る
。
兆
民
と
同
列
に
置
く
こ
と
は
で

き
な
い
と
私
は
考
え
る
。
ア
コ
ラ
ー
ス
に
関
す
る
兆
民
の
記
述

は
、
ど
う
み
て
も
面
識
の
あ
っ
た
者
の
書
き
方
で
は
な
い
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

う
気
が
す
る
。
こ
れ
が
私
の
心
証
で
あ
る
（
な
お
ア
コ
ラ
ー
ス
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
エ
ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ー
ス
の
こ
と
」
、
『
書
斎
の

窓
』
第
三
六
七
号
、
一
九
八
七
年
九
月
、
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

 
第
一
章
の
井
田
氏
の
推
論
に
つ
い
て
、
も
う
一
点
だ
け
付
け

加
え
て
お
き
た
い
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
講
義
と
兆
民
の
関
係
で
あ

る
。
井
田
氏
は
ル
イ
・
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
と
タ
イ
ア
ン
デ
ィ
エ
に

着
目
し
て
い
る
。
し
か
し
兆
民
が
大
学
に
入
学
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
有
名
な
西
園
寺
の
言

を
引
い
て
お
こ
う
。
「
中
江
だ
の
、
今
村
な
ど
は
、
留
学
で
も

正
式
に
（
大
学
に
）
入
学
し
た
の
で
は
な
い
、
入
ろ
う
と
し
て
も

実
は
入
れ
な
か
っ
た
。
勉
強
よ
り
も
高
談
放
論
の
方
だ
っ
た
」

（
木
村
崖
端
『
西
園
寺
公
望
自
伝
』
講
談
社
、
一
九
四
九
年
、
六
〇
頁
）
。

こ
こ
で
「
正
式
に
入
学
し
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、

「
正
式
に
入
学
し
た
の
で
は
な
い
」
が
、
大
学
の
授
業
は
聴
講

し
た
、
と
い
う
意
味
に
読
め
な
く
は
な
い
。
し
か
し
常
識
的
に

は
、
大
学
に
入
る
た
め
の
予
備
的
学
習
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
意
味
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
当
時
の
留
学
生
の
多
く

が
私
塾
国
8
δ
ま
お
に
入
学
し
て
い
る
の
は
、
大
学
に
入
学

す
る
た
め
の
予
備
学
習
だ
っ
た
。
兆
民
が
バ
レ
ー
氏
に
就
い
て

「
普
通
学
」
を
学
ん
で
い
た
の
も
、
い
ず
れ
大
学
に
入
学
す
る

こ
と
を
期
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
だ
「
普
通

学
」
（
す
な
わ
ち
語
学
を
運
否
と
し
た
一
般
教
養
）
を
学
ん
で
い

た
に
す
ぎ
な
い
初
学
の
学
生
た
る
兆
民
が
、
た
と
え
ソ
ル
ボ
ン

ヌ
の
講
義
を
「
自
由
聴
講
」
し
た
と
し
て
も
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の

教
授
に
見
出
さ
れ
て
、
給
費
生
と
し
て
推
せ
ん
さ
れ
る
こ
と

は
、
常
識
的
に
考
え
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
井
田
氏
が
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
と
タ
イ
ア
ン
デ
ィ
エ
に
着
目
し
た

の
は
、
『
叢
談
』
に
紹
介
さ
れ
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
の
論
文
に
よ

る
。
「
『
叢
談
』
に
無
名
の
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
の
論
文
が
わ
ぎ
わ
ぎ
雑

誌
の
中
か
ら
採
択
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
る
い
は
お
の
れ
の
才
能

を
自
覚
さ
せ
て
く
れ
た
教
師
（
た
ち
）
へ
の
兆
民
の
学
問
的
感



謝
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
（
三
八
頁
）
と
井
田
氏

は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
の
論
文
は
バ
ッ
ク
ル

め
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
文
明
史
』
の
紹
介
で
あ
り
、
明
治
十
年
代

の
日
本
に
お
け
る
バ
ッ
ク
ル
の
大
流
行
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
論

・
文
は
む
し
ろ
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
ル
『
英

国
文
明
史
』
は
、
明
治
十
六
年
に
兆
民
ら
の
日
本
出
版
社
か
ら

土
居
光
華
訳
で
出
版
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の
た
め
の
宣
伝
も
考
慮

き
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

 
以
上
、
い
さ
さ
か
細
か
す
ぎ
る
点
に
つ
い
て
ま
で
異
論
を
提

出
し
た
。
今
後
の
兆
民
研
究
に
と
っ
て
、
そ
の
方
が
生
産
的
だ

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

四

 
小
論
を
閉
じ
る
前
に
、
兆
民
滞
仏
の
こ
ろ
の
私
塾
に
つ
い
て
、

考
え
る
材
料
を
提
供
し
て
お
き
た
い
。
『
ル
・
タ
ン
』
紙
に
は
、

時
々
、
私
塾
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
私

塾
の
授
業
内
容
の
概
容
を
知
る
に
は
格
好
の
記
事
で
あ
る
。
書

評
と
し
て
の
小
論
の
目
的
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う

い
う
機
会
で
も
な
け
れ
ば
陽
の
目
を
み
る
こ
と
の
な
い
、

ノ
ー
ト
の
一
部
で
あ
る
。

私
の

ω
『
ル
・
タ
ン
』
紙
、
一
八
七
二
年
四
月
十
二
日
の
記
事
よ
り

 
政
治
諸
科
学
を
教
授
す
る
私
立
学
校
国
8
δ
ζ
醒
。
α
。
ω

 
ω
o
δ
昌
8
ω
℃
O
嵩
富
ρ
二
①
ω

 
ラ
ベ
通
り
十
七
番
地

 
講
議
は
以
下
の
授
業
表
に
も
と
づ
い
て
、
四
月
八
日
の
月
曜

 
 
日
か
ら
始
ま
る
。

 
月
曜
日
i
ソ
レ
ル
氏
「
一
八
一
五
年
以
後
現
代
ま
で
の
外
交

 
 
史
」

 
火
曜
日
i
ゲ
デ
氏
「
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
ラ
ブ
諸
国
の
地
理
と

 
 
民
族
誌

 
水
曜
日
i
ル
ロ
ワ
・
ボ
ー
リ
ュ
ー
氏
「
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン

 
 
ス
の
金
融
組
織
の
比
較
」

 
金
曜
日
i
デ
ュ
メ
ジ
ェ
氏
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
後
の
経
済

 
 
理
論
」

 
土
曜
日
i
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
氏
「
一
七
八
九
年
以
後
の
社
会

 
 
改
革
の
理
論
」

井
田
進
也
著
『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』
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五



三
六

登
録
は
全
講
義
に
つ
い
て
一
括
し
て
行
っ
て
も
よ
い
し
、
個
別

 
に
行
っ
て
も
よ
い
。
登
録
場
所
は
、
ラ
ベ
通
り
十
七
番
地
の

 
学
校
事
務
局
、
ま
た
は
、
レ
コ
ル
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ー
ヌ
通

 
・
り
十
七
番
地
の
ジ
ェ
ル
メ
・
バ
イ
エ
ー
ル
氏
宅
で
あ
る
。

ω
『
ル
・
タ
ン
』
紙
、
一
八
七
三
年
三
月
七
日
の
記
事
よ
り

 
政
治
諸
科
学
を
教
授
す
る
私
立
学
校

 
タ
ラ
ン
ヌ
通
り
十
六
番
地

 
第
二
学
期
の
講
義
は
当
校
で
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

 
 
ゲ
ド
ー
氏
は
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
の
非
常
に
斬
新
で
卓
抜

 
し
た
授
業
に
続
い
て
、
ロ
シ
ア
帝
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国

 
に
つ
い
て
の
地
理
学
と
民
族
誌
学
の
講
義
を
継
続
中
で
あ

 
る
。

 
 
ソ
レ
ル
氏
は
一
八
一
五
年
の
諸
条
約
を
講
義
し
終
え
、
神

 
聖
同
盟
の
諸
々
の
会
議
の
歴
史
に
つ
い
て
講
じ
よ
う
と
し
て

 
い
る
。

 
 
デ
ュ
ボ
ワ
イ
エ
氏
は
す
べ
て
の
主
要
な
工
業
の
組
織
と
機

 
能
に
つ
い
て
説
明
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 
ダ
レ
ス
ト
氏
は
、
国
有
地
に
関
す
る
法
律
の
授
業
を
終
え

た
ば
か
り
で
、
次
に
は
、
土
木
工
事
の
重
要
な
方
法
に
つ
い

て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

 
ル
ロ
ワ
・
ボ
ー
リ
ュ
ー
氏
は
直
接
税
に
つ
い
て
の
講
義
を

終
え
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け

る
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
間
接
税
に
つ
い
て
講
義
し
て
い
る
。

 
ビ
ュ
ロ
ー
氏
は
、
軍
事
制
度
の
分
析
を
終
え
、
仕
上
げ
と

し
て
、
軍
事
的
な
地
域
へ
の
調
査
旅
行
を
す
る
予
定
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
軍
事
的
な
視
点
か
ら
す
る
フ
ラ
ン
ス
の

国
境
地
帯
の
一
つ
を
研
究
す
る
た
め
で
あ
る
。

 
リ
ボ
ー
氏
は
、
英
仏
の
刑
事
訴
訟
の
講
義
を
終
え
、
両
国

の
刑
法
と
監
獄
制
度
を
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

 
ル
ヴ
ァ
ス
ー
ル
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
交
通
路
と
輸
送
路
に

関
す
る
い
く
つ
か
の
講
義
を
残
す
の
み
で
あ
る
。

 
ル
ヴ
ァ
ス
ー
ル
氏
を
引
き
継
ぐ
の
は
イ
ヴ
ェ
ル
ネ
氏
と
ジ

ュ
ク
ラ
ー
ル
氏
で
、
一
方
は
フ
ラ
ン
ス
の
犯
罪
統
計
を
、
他

方
は
人
口
、
慈
善
施
設
、
銀
行
、
両
替
所
の
統
計
を
扱
う
予

定
で
あ
る
。

 
ジ
ャ
ネ
氏
は
、
フ
ー
リ
エ
と
か
れ
の
思
想
の
解
釈
を
講
ず

る
予
定
で
あ
る
。



 
以
上
の
よ
う
な
一
般
教
育
。
昌
の
⑦
戯
昌
。
ヨ
Φ
9
ω
O
q
ひ
昌
驚
碧
×

は
、
習
熟
し
た
講
義
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
裏
付
け
ら
れ
て
い

る
。
タ
ラ
ン
ヌ
通
り
十
六
番
地
に
建
て
ら
れ
た
充
実
し
た
図

書
館
、
パ
リ
で
は
他
に
比
肩
す
る
も
の
が
な
い
新
聞
、
雑
誌

の
所
蔵
数
、
毎
週
金
曜
日
の
夜
に
行
わ
れ
、
様
々
な
見
解
を

持
っ
た
卓
越
し
た
人
々
が
集
う
、
政
治
的
に
中
立
な
集
会
。

こ
れ
ら
が
、
こ
の
新
し
い
学
校
が
青
年
に
提
供
す
る
教
育
と

知
識
を
完
全
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
学
校
の
創
立
者

た
ち
の
寛
大
で
聡
明
な
発
意
に
値
す
る
よ
う
な
成
功
を
収
め

ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

 
以
上
、
二
つ
の
国
8
置
＝
ぴ
お
自
Φ
ω
ω
9
Φ
昌
8
の
知
。
一
三
ρ
8
ω

を
紹
介
し
た
。
日
本
の
留
学
生
た
ち
が
、
大
学
に
入
る
下
準
備

と
し
て
、
「
普
通
学
」
を
学
ぶ
た
め
に
入
っ
た
私
塾
は
、
こ
の

よ
う
な
内
容
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
か
ら
で

あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
九
八
八
・
一
・
一
〇
）

井
田
進
也
著
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申
江
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フ
ラ
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