
本
稿
は
、
二

0
0
七
年
十
二
月
一
六
日
に
、
熊
本
近
代
文
学
館
に
お
い
て

開
催
さ
れ
た
特
別
講
演
会
「
中
島
広
足
と
広
足
資
料
を
伝
え
て
き
た
人
々
」

に
お
け
る
講
演
を
文
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
誌
収
録
に
際
し

て
一
部
の
写
真
を
入
れ
替
え
、
文
面
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

今
日
は
「
村
川
堅
固
．
堅
太
郎
が
の
こ
し
た
も
の
」
と
題
し
、
熊

本
の
国
文
学
者
で
あ
る
中
島
広
足
の
資
料
が
な
ぜ
東
京
の
村
川
家
に

残
っ
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
私
は
、
堅
固
．

堅
太
郎
の
次
の
世
代
、
継
承
し
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

そ
の
立
場
か
ら
見
え
る
こ
と
を
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
私
は

国
文
学
と
も
歴
史
研
究
と
も
無
縁
の
人
間
で
、
広
足
資
料
を
読
む
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
も
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

も
う
五
年
ほ
ど
も
前
に
な
る
で
し
ょ
う
か
、
村
川
家
の
資
料
が
熊

本
市
史
編
纂
の
資
料
と
し
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
る
た
め
に

荷
造
り
さ
れ
て
出
て
行
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
私
は
我
が
家
に
中
島

広
足
の
資
料
、
特
に
江
戸
期
の
刊
本
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し

た
し
、
そ
の
刊
本
が
入
っ
た
箱
の
中
に
、
本
だ
け
で
は
な
く
、
ク
ル

ク
ル
と
巻
か
れ
た
り
折
り
畳
ま
れ
た
和
紙
の
束
が
あ
る
こ
と
も
知
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
反
故
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
折

角
の
機
会
だ
か
ら
積
み
込
ん
で
あ
げ
よ
う
く
ら
い
の
つ
も
り
で
送
り

出
し
た
の
で
し
た
。
し
か
し
調
査
が
終
わ
っ
た
後
、
そ
れ
ら
は
広
足

自
身
の
下
書
き
で
、
通
常
は
残
る
こ
と
が
少
な
い
、
若
書
き
や
草
稿

が
あ
る
こ
と
が
村
川
家
資
料
の
特
色
と
い
え
る
と
伺
い
ま
し
た
の
で
、

私
と
し
て
は
驚
く
と
と
も
に
、
全
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
て
い

た
だ
い
て
良
か
っ
た
と
し
み
じ
み
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
て
「
村
川
堅
固
・
堅
太
郎
が
の
こ
し
た
も
の
」
に
つ
い
て
お
話

し
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
堅
固
か
ら
堅
太
郎
に
受
け
継
が
れ
、
堅

太
郎
が
平
成
三
年
に
他
界
し
た
際
に
残
し
た
も
の
、
そ
れ
も
誰
の
目

に
も
明
ら
か
な
も
の
に
三
箇
所
の
土
地
が
あ
り
ま
し
た
。
―
つ
は
現

在
、
私
ど
も
が
住
ん
で
い
る
文
京
区
目
白
台
の
家
（
庭
、
家
、
モ
ノ
）

＿
講
演
記
録
一

村
川
堅
固
．
堅
太
郎
が
の
こ
し
た
も
の

村

川

夏

子
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で
、
そ
の
他
に
二
箇
所
の
別
荘
地
が
あ
り
ま
し
た
。
―
つ
は
千
葉
県

我
孫
子
市
、
も
う
―
つ
は
神
奈
川
県
藤
沢
市
鵠
沼
、
そ
の
二
箇
所
で

す
。
そ
の
三
箇
所
の
地
は
い
ず
れ
も
、
堅
固
、
堅
太
郎
の
考
え
を
反

映
し
て
樹
木
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
際
立
っ
て
緑
の

濃
い
一
角
を
な
し
て
い
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
し
た
。
堅
太
郎
は

自
分
の
死
後
も
そ
れ
ら
緑
の
多
い
土
地
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
る
こ

と
を
望
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
私
た
ち
遺
族
は
相
続
税
の
物
納
の
傍

ら
、
自
治
体
に
こ
の
願
い
を
伝
え
ま
し
た
。
紆
余
曲
折
は
あ
り
ま
し

た
が
、
両
自
治
体
、
当
時
の
大
蔵
省
と
も
理
解
を
示
さ
れ
、
現
在
、

我
孫
子
の
方
は
、
建
物
を
残
し
て
我
孫
子
市
指
定
文
化
財
「
旧
村
川

別
荘
」
と
し
て
、
鵠
沼
の
方
は
建
物
の
傷
み
が
激
し
く
解
体
し
た
た

め
土
地
だ
け
が
「
鵠
沼
松
が
岡
公
園
」
と
し
て
残
さ
れ
、
ど
ち
ら
も

市
民
の
方
々
に
大
切
に
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
先
程
の
お
話
に

も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
我
孫
子
の
方
で
は
堅
太
郎
生
誕
百
年
を
記

し
て
こ
の
四
月
に
講
演
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

さ
て
今
ま
で
は
堅
固
．
堅
太
郎
が
残
し
た
も
の
を
「
形
」
と
い
う

面
か
ら
お
話
し
ま
し
た
。
次
に
「
時
間
」
と
い
う
面
か
ら
お
話
し
ま

す
と
、
堅
固
．
堅
太
郎
が
一
生
の
間
に
自
分
の
働
き
で
積
み
上
げ
た

も
の
、
例
え
ば
建
て
た
家
な
ど
で
す
が
、
そ
う
し
た
も
の
と
と
も
に
、

堅
固
が
前
の
世
代
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
、
こ
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

文
書
類
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
両
方
に
ま
た
が
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
が
、
村
川
家
資
料
に
は
こ
と
さ
ら
に
古
い
も
の
は
無
く
、
元

禄
頃
の
も
の
も
幾
ら
か
は
あ
り
ま
す
が
一
八

0
0
年
以
降
の
も
の
が

多
く
、
む
し
ろ
主
な
の
は
堅
固
・
堅
太
郎
の
生
涯
を
反
映
し
て
、
明

治
以
降
の
日
本
の
近
代
化
の
足
取
り
を
辿
る
性
質
の
資
料
群
で
す
。

前
の
世
代
か
ら
の
継
承
で
あ
る
広
足
資
料
は
異
色
の
方
と
言
え
ま
す

が
、
異
色
の
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
堅
固
・
堅
太
郎

が
残
し
た
全
体
像
を
見
て
い
た
だ
け
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
堅
固
は

広
足
資
料
を
、
堅
固
の
義
父
、
す
な
わ
ち
堅
固
の
妻
ふ
さ
の
父
で
あ

る
武
田
寧
か
ら
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
今
日
は
堅
固
・
堅
太

郎
の
生
涯
に
合
わ
せ
、
武
田
寧
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
お
話
し
て
い

き
ま
す
。
こ
の
三
人
を
時
系
列
に
並
べ
る
な
ら
ば
武
田
寧
が
幕
末
の

生
ま
れ
で
一
番
古
い
の
で
す
が
、
今
日
は
堅
固
か
ら
ご
説
明
し
ま
す
。

村
川
堅
固
は
明
治
八
年
に
熊
本
市
薬
園
町
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
薬

園
町
は
お
城
の
北
東
に
当
た
り
ま
す
。
第
五
高
等
中
学
校
か
ら
東
京

帝
国
大
学
に
進
学
し
て
西
洋
古
代
史
を
学
び
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
三
年
留
学
し
た
の
ち
、
帰
国
し
て
東
京
帝
国
大
学

で
教
鞭
を
と
り
ま
し
た
。
私
生
活
に
お
い
て
は
、
明
治
四
十
四
年
に

文
京
区
目
白
台
、
か
つ
て
は
雑
司
ヶ
谷
と
言
い
ま
し
た
が
、
目
白
台

に
本
宅
を
建
て
た
の
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
の
十
七
年
間
に
二
箇
所

の
別
荘
地
に
三
軒
の
家
を
建
て
ま
し
た
。
堅
固
は
常
々
、
「
衣
食
住

と
い
う
言
葉
は
間
違
っ
て
い
る
。
「
住
」
す
な
わ
ち
住
む
こ
と
が
根

本
だ
。
家
は
あ
る
程
度
大
き
く
、
そ
う
し
て
大
き
な
木
が
あ
る
こ
と

が
大
切
だ
」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
、
自
ら
「
住
食
衣
主
義
」
と
称
し
、
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こ
れ
を
家
族
に
話
す
と
と
も
に
そ
の
論
を
ど
こ
か
で
公
に
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
と
い
っ
て
も
ど
こ
で
そ
れ
を
公
に
し
た
の
か
、

そ
れ
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

次
に
堅
固
の
義
父
の
武
田
寧
、
こ
の
武
田
寧
が
中
島
広
足
の
孫
で

す
。
広
足
の
四
男
で
あ
る
七
郎
惟
輝
が
武
田
家
に
養
子
に
行
っ
て
生

ま
れ
た
子
で
す
。
武
田
寧
は
細
川
侯
爵
家
の
家
職
を
務
め
て
い
ま
し

た
。
ま
た
妻
、
信
の
実
家
は
木
下
と
い
い
、
信
の
父
は
木
下
縛
村
、

兄
は
京
都
帝
国
大
学
初
代
総
長
の
木
下
広
次
、
姉
の
連
れ
合
い
は
井

上
毅
と
い
う
家
系
で
し
た
。

村
川
堅
太
郎
は
明
治
四
十
年
に
東
京
・
浅
草
で
生
ま
れ
、
三
歳
で

雑
司
ヶ
谷
の
家
に
引
っ
越
し
、
成
験
中
学
校
、
第
一
高
等
学
校
を
経

て
東
京
帝
国
大
学
に
進
学
、
西
洋
古
代
史
を
学
び
ま
し
た
。
専
攻
は

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
史
で
す
。
父
と
同
じ
く
帝
大
（
後
に
東
京
大
学
）

で
教
鞭
を
と
り
、
在
任
中
に
日
本
学
士
院
会
員
に
な
り
ま
し
た
。
私

生
活
に
お
い
て
は
父
か
ら
住
食
衣
主
義
を
受
け
継
ぎ
、
さ
す
が
に
父

と
同
じ
よ
う
に
新
た
に
何
度
も
家
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
戦
後
す
ぐ
に
相
続
し
、
そ
れ
か
ら
四
十
五
年
、
世
の

中
が
激
変
し
地
価
が
上
が
り
続
け
る
中
、
別
荘
地
を
含
む
三
箇
所
を

緑
濃
い
ま
ま
に
維
持
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
家
を
建
て
る
の
に
等

し
い
努
力
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
傍
に
い
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

も
う
一
っ
申
し
上
げ
る
べ
き
は
、
目
白
台
の
庭
を
苔
庭
仕
立
て
に
造

り
変
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
普
通
な
ら
植
木
屋
さ
ん
に
頼
む
と
こ
ろ

も
自
ら
鋏
や
鋸
を
手
に
し
、
あ
る
い
は
植
木
屋
さ
ん
に
も
細
か
く
指

示
を
与
え
ま
し
た
の
で
、
堅
固
か
ら
継
承
し
た
土
地
と
は
い
え
、
今

日
に
至
る
作
庭
は
堅
太
郎
に
よ
る
も
の
で
す
。

一
応
、
三
人
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
ご
紹
介
し
た
上
で
堅
固
の
生
涯

に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
嘉
納
治
五
郎
、
細

川
侯
爵
家
な
ど
、
た
い
そ
う
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
と
の
こ
と
、
そ

れ
と
建
て
た
家
と
の
こ
と
も
交
え
て
お
話
し
ま
す
。

村
川
家
は
代
々
肥
後
細
川
藩
の
藩
士
で
し
た
。
特
段
身
分
が
高
い

と
い
う
こ
と
は
な
く
、
先
祖
附
に
よ
れ
ば
横
目
、
御
小
姓
な
ど
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
堅
固
の
祖
父
で
あ
る
村
川
舟
水
、
こ
の
人
は
幕
末
の

頃
に
は
村
川
勝
左
衛
門
と
い
う
名
で
あ
り
ま
し
た
が
、
舟
水
も
御
小

姓
で
し
た
。
舟
水
に
は
女
の
子
し
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
三
女

の
菊
に
登
子
を
迎
え
ま
し
た
。
【
写
真
①
】
左
下
に
読
め
る
、
勝
蔵

と
い
う
人
で
す
。
し
か
し
勝
蔵
は
実
質
的
な
婚
姻
関
係
と
な
っ
て
間

も
な
く
、
二
十
四
歳
の
若
さ
で
急
逝
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
も
菊
が

既
に
身
ご
も
っ
て
い

た
の
で
明
治
八
年
に

］
堅
固
が
生
ま
れ
ま
し

①
 

真
た
。
し
か
も
明
治
十

年
に
は
西
南
の
役
で

写
―
―
 

家
が
焼
け
て
、
そ
れ

か
ら
は
小
さ
な
家
で
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暮
ら
し
、

そ
の
思
い
出
が
良
く
な
か
っ
た
こ
と
が
後
年
、
大
き
な
家

へ
の
憧
れ
や
別
荘
を
建
て
る
と
い
う
家
作
り
へ
の
執
心
に
繋
が
っ
た

と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。

た
だ
堅
固
は
幼
少
よ
り
勉
強
は
良
く
で
き
た
よ
う
で
、
明
治

二
十
一
年
に
、
で
き
て
間
も
な
い
第
五
高
等
中
学
校
に
人
学
し
ま
し

た
。
明
治
二
十
四
年
に
は
有
名
な
教
育
家
、
柔
道
家
で
あ
る
嘉
納
治

五
郎
が
校
長
と
し
て
赴
任
さ
れ
、
嘉
納
治
五
郎
の
自
伝
『
私
の
生

涯
と
柔
道
』
に
当
時
を
振
り
返
っ
た
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま

す
。
「
第
五
高
等
中
学
校
の
気
風
は
質
朴
で
頼
も
し
い
」
、
そ
れ
に
続

い
て
「
当
時
は
熊
本
と
い
う
と
こ
ろ
は
社
会
が
単
純
で
あ
っ
た
か
ら
、

校
長
は
常
に
学
校
の
こ
と
に
の
み
力
を
用
い
れ
ば
良
く
、
当
時
の
生

徒
と
自
分
は
存
外
に
親
し
み
が
深
い
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
堅

固
の
方
で
も
嘉
納
治
五
郎
が
亡
く
な
っ
た
時
の
追
悼
文
集
に
、
柔
道
、

巴
投
げ
な
ど
も
教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
か
ら
、
「
存

外
に
親
し
み
が
深
い
」
と
い
う
言
莱
は
決
し
て
形
式
的
な
弁
で
は
な

く
、
嘉
納
先
生
が
そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
結
ん
で
下
さ
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

続
い
て
堅
固
に
も
う
一
人
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
皆

さ
ま
ご
存
じ
の
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
。
嘉
納
治
五
郎
が
松
江
か

ら
招
聘
し
ま
し
た
。
昭
和
十
二
年
に
出
た
吉
田
千
之
氏
の
『
龍
南
人

物
展
望
』
で
は
堅
固
を
こ
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
「
無
類
の

勉
強
家
で
、
五
高
時
代
は
成
績
抜
群
、
特
待
生
の
恩
恵
に
浴
し
て
ゐ

の
前
列
の
真
ん
中
、

た
、
極
く
真
面
目
な
方
で
、
奪
っ
た
逸
話
な
ど
は
一
寸
見
当
ら
ぬ
が
、

…
中
略
…
龍
南
会
雑
誌
委
員
と
し
て
活
躍
し
…
中
略
…
時
々
ヘ
ル
ン

に
寄
稿
を
依
頼
し
て
ゐ
た
」
。
続
い
て
、
堅
固
は
ヘ
ル
ン
の
自
筆
原

稿
を
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
東
京
に
出
て
か
ら
紛
失
し
た
と
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
ヘ
ル
ン
の
影
響
で
堅
固
が
西
洋
史
を
志

し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
し
、
実
際
、
堅
固
が
最
初
に

手
が
け
た
の
は
東
西
交
渉
史
で
、
江
戸
時
代
初
期
、
日
本
に
来
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
も
研
究
対
象
で
し
た
。

さ
て
、
【
写
真
②
】

こ
れ
が
第
五
高
等
中
学

校
時
代
の
堅
固
で
す
。

も
う
一
人
、
見
て
い
た

だ
き
た
い
の
は
中
の
列

左
端
の
方
で
、
赤
星
陸

治
さ
ん
と
お
っ
し
ゃ
い

叫
ま
す
。
赤
星
さ
ん
は
五

真
高
か
ら
東
京
帝
国
大
学

写［
法
学
部
に
進
学
さ
れ
、

三
菱
に
入
社
。
最
初
は

小
岩
井
牧
場
に
勤
務
、

の
ち
に
今
の
三
菱
地
所

会
社
の
社
長
に
な
ら
れ
、

東
京
丸
の
内
の
丸
ビ
ル
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建
設
に
当
た
ら
れ
た
方
で
す
。
現
在
、
東
京
都
武
蔵
野
市
に
成
験
大

学
が
あ
り
ま
す
が
、
大
正
年
間
に
、
今
の
文
京
区
目
白
台
か
ら
歩
け

る
距
離
に
あ
る
池
袋
に
、
三
菱
の
援
助
の
も
と
に
小
学
校
、
中
学
校

が
で
き
た
の
が
そ
の
発
祥
で
す
。
赤
星
さ
ん
の
ご
長
男
の
平
馬
さ
ん
、

堅
固
の
長
男
の
堅
太
郎
、
こ
の
二
人
は
と
も
に
成
験
中
学
校
に
通
い
、

終
生
の
友
人
で
し
た
。
で
す
か
ら
親
子
二
代
に
わ
た
り
同
窓
の
友
人

関
係
に
あ
り
ま
し
た
し
、
後
年
の
話
で
す
が
、
成
験
中
学
の
教
育
は

堅
太
郎
の
生
涯
に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
し
ま
し
た
。

さ
て
堅
固
は
第
五
高
等
中
学
校
を
卒
業
し
た
の
ち
東
京
帝
国
大
学

に
進
学
し
ま
し
た
。
今
日
で
も
子
供
を
遠
方
の
大
学
に
進
ま
せ
る
こ

と
は
大
変
お
金
が
か
か
り
ま
す
が
、
堅
固
の
場
合
、
主
な
る
働
き
手

を
失
っ
た
家
庭
で
す
か
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
東
京
の
大
学
に
行

け
た
の
か
と
私
は
か
ね
て
よ
り
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

た
び
の
展
示
に
あ
た
り
、
東
京
に
出
た
堅
固
が
郷
里
に
残
し
た
母
菊

宛
て
に
書
い
た
手
紙
の
読
み
下
し
文
を
つ
け
て
下
さ
い
ま
し
た
【
末

尾
参
考
書
簡
】
。
こ
れ

は
展
示
の
中
に
あ
り
ま

ー
す
か
ら
ぜ
ひ
お
読
み
下

③
 

真
さ
い
。
こ
れ
に
よ
る
と

や
は
り
堅
固
の
生
活
は

写
•• 

窮
乏
を
極
め
、
そ
の
中

で
嘉
納
治
五
郎
先
生

が
金
銭
的
援
助
を
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
私
は
、
今
、

文
化
財
に
な
っ
た
家
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
家
を
成
す
ま
で
に

相
当
の
窮
乏
と
師
か
ら
の
援
助
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
大
き
な
感

動
を
お
ぽ
え
ま
し
た
。
堅
固
が
大
学
を
卒
業
し
た
こ
ろ
、
東
京
に
戻
っ

て
い
た
嘉
納
先
生
は
文
部
省
で
学
務
局
長
と
い
う
立
場
に
お
ら
れ
、

堅
固
は
短
期
間
で
す
が
嘉
納
先
生
の
秘
書
を
務
め
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
も
収
入
の
道
を
与
え
て
下
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
て
大
学
院
を
出
て
陸
軍
大
学
校
に
就
職
し
、
一
写
真
③
】

の
よ
う
に
ふ
さ
と
結
婚
し
て
間
も
な
く
堅
固
に
転
機
が
訪
れ
ま
す
。

【
写
真
④
】
の
命
令
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
三
年
間
留
学
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
現
在
も
こ
の
時
の
留
学
生
名
簿
が
残
っ
て
い

ま
す
。
名
簿
は
二
冊
あ
っ
て
、
一
冊
に
は
入
れ
違
い
で
帰
国
し
た
夏

目
漱
石
の
名
前
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
て
留
学
し
た
わ
け
で
す
が
、
堅
固
に
と
っ
て
や
や
方
向
違

い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
文
部
省
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
史
を
研
究
す

る
よ
う
に
と
の
命
を
受

け
た
こ
と
で
、
こ
の
た

め
堅
固
は
帰
国
後
、
ギ

．．
 

リ
シ
ャ
を
中
心
と
し
た

④
 

真に
西
洋
古
代
史
を
担
当

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
最
初
に
勉
強
を
始
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め
た
の
は
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
、
明
治
三
十
六
年
六
月
に
同
じ

下
宿
の
学
生
が
撮
っ
て
く
れ
た
と
裏
書
き
の
あ
る
写
真
も
残
っ
て
い

ま
す
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
滞
在
中
に
堅
固
に
子
供
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
誰

で
あ
っ
て
も
日
本
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
れ
ば
生
活
の
違
い
に
目
が

向
き
ま
す
が
、
堅
固
の
場
合
、
子
供
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
子
育
て
に
よ
り
細
や
か
な
関
心
が
向
い
た
よ
う
で
す
。
堅
固
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
年
間
に
百
十
通
余
り
の
手
紙
を
東
京
に
送
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
う
ち
の
三
分
の
一
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
残
さ
れ

た
手
紙
に
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
子
、
そ
の
暮
ら
し
に
対
す
る
驚

き
が
綴
ら
れ
て
い
て
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
す
。
但
し
、

B
5

に
も
満
た
な
い
よ
う
な
レ
タ
ー
ペ
ー
パ
ー
と
は
い
え
、
裏
表
に
細
か

な
字
で
び
っ
し
り
書
か
れ
、
読
む
の
に
な
か
な
か
骨
が
折
れ
ま
す
。

三
年
た
っ
て
堅
固
が
帰
国
し
、
家
族
が
一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
っ

た
地
は
東
京
の
浅
草
区
今
戸
、
隅
田
川
の
畔
で
、
こ
の
家
は
細
川
家

の
別
荘
の
離
れ
で
す
。
長
男
の
堅
太
郎
は
こ
こ
で
明
治
四
十
年
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
堅
固
の
趣
味
は
釣
り
で
し
た
。
こ
の
家
は
敷
地
か
ら

川
に
釣
り
糸
を
垂
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
ら
、
堅
固
の
趣
味
に

と
っ
て
は
恰
好
で
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
ひ
と
た
び
大
水
が
出
る
と

た
い
へ
ん
で
、
床
上
浸
水
に
懲
り
て
新
し
い
住
ま
い
を
考
え
始
め
た

よ
う
で
す
。

標
題
に
「
雑
司
ヶ
谷
音
羽
」
と
あ
る
江
戸
時
代
の
切
絵
図
を
み
ま

す
と
、
護
国
寺
を
は
じ
め
、
音
羽
通
り
、
目
白
通
り
な
ど
道
の
大
枠

は
今
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
南

に
流
れ
て
い
る
神
田
川
、
こ
こ

か
ら
神
田
上
水
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
。
目
白
通
り
か
ら
神
田

］
川
に
か
け
て
の
南
斜
面
は
今
で
も

5
 

真
う
っ
そ
う
と
し
た
斜
面
林
が
続
き
、

゜
に
東
京
離
れ
し
た
趣
が
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
も
景
勝
の
地
で
、
こ
こ
に

は
大
名
の
下
屋
敷
が
続
い
て
い
ま

し
た
。
細
川
家
の
下
屋
敷
も
こ
こ

に
あ
り
、
明
治
に
至
っ
て
、
下

屋
敷
が
細
川
侯
爵
家
の
本
邸
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
切
絵
図
の
中
に

鶴
と
亀
と
書
か
れ
た
緑
は
侯
爵
邸
門
前
の
一
一
本
の
松
の
老
木
の
こ
と

で
、
こ
れ
が
あ
っ
た
の
で
こ
の
辺
り
は
高
田
老
松
町
と
い
う
町
名
で

し
た
。
熊
本
に
馴
染
み
深
い
方
に
宇
野
哲
人
、
精
一
の
二
代
に
わ
た

る
学
者
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
精
一
さ
ん
も
若
い
頃
こ
の
一
角
に
お
住

ま
い
だ
っ
た
そ
う
で
、
精
一
さ
ん
の
み
な
ら
ず
界
隈
に
は
熊
本
出
身

の
人
が
大
勢
住
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
堅
固
の
場
合
は
高
田
老
松
町

か
ら
わ
ず
か
ば
か
り
北
に
寄
っ
た
雑
司
ヶ
谷
町
に
家
を
構
え
ま
し
た
。

妻
ふ
さ
の
義
父
で
あ
る
武
田
寧
が
細
川
侯
爵
家
の
家
職
を
務
め
高
田

老
松
町
に
住
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、
妻
の
実
家
近
く
と
申
せ
ま
し
ょ

、つ
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上【写真⑥】 下［写真⑦】

【
写
真
⑤
】
が
明
治
四
十
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た

村
川
の
家
の
、
で
き
て
間
も
な
い
頃
の
写
真
で
す
。
写
真
の
左
半
分

は
和
風
の
住
宅
、
右
半
分
は
西
洋
館
で
す
。
そ
の
の
ち
大
正
九
年
に

は
大
谷
石
で
蔵
を
建
て
ま
し
た
が
、
て
っ
ぺ
ん
に
凹
凸
が
あ
り
、
多

く
の
方
が
西
洋
の
城
塞
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
和
風
の
建
物
と
西
洋
風
の
建
物
を
合
わ
せ
て
建
て
る
と

こ
ろ
に
堅
固
の
建
築
に
対
す
る
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
し
、
特
色
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

【
写
真
⑥
】
は
明
治
四
十
一
年
に
出
た
中
等
西
洋
歴
史
と
中
等
西

洋
歴
史
地
図
と
い
う
教
科
書
で
、
著
者
は
村
川
堅
固
で
す
。
旧
制
中

学
を
お
出
に
な
ら
れ
た
方
が
、
堅
固
先
生
の
ご
本
を
使
い
ま
し
た
と

お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
こ
れ
を
指
す
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
の
家
に
は
明

治
三
十
五
年
か
ら
昭
和
三
十
年
ま
で
の
家
計
簿
が
残
さ
れ
て
お
り
、

古
い
頃
の
も
の
は
毛
筆
、
縦
書
き
、
「
覚
え
帳
」
と
あ
っ
て
、
書
き

手
は
堅
固
の
母
菊
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
明
治
四
十
一
年
か
ら
は
ノ
ー

ト
に
ペ
ン
の
横
書
き
の
今
日
の
家
計
簿
の
体
裁
に
な
り
、
こ
ち
ら
の

書
き
手
は
堅
固
の
妻
ふ
さ
で
す
。
こ
れ
ら
の
家
計
簿
に
よ
る
と
当
時

の
帝
大
教
授
の
俸
給
は
他
に
比
べ
て
た
い
へ
ん
高
額
で
し
た
が
、
教

科
書
の
印
税
は
こ
の
俸
給
に
伍
し
て
、
と
い
う
か
俸
給
を
し
の
い
で

高
額
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
副
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
家
の
建
設
や
、

後
年
の
別
荘
建
設
を
可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
写
真
⑦
】
は
「
我
孫
子
天
神
山
よ
り
安
美
湖
の
眺
望
」
と
但
書

が
あ
る
古
い
絵
は
が
き
で
す
。
「
安
美
湖
」
は
手
賀
沼
の
こ
と
の
よ

う
で
す
。
明
治
四
十
四
年
に
嘉
納
治
五
郎
が
別
荘
を
構
え
た
の
が
ま

さ
に
こ
の
天
神
山
で
し
た
。
明
治
、
大
正
期
も
こ
の
眺
め
は
さ
ほ
ど

変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
今
は
沼
の
一
部
が
埋
め
立
て
ら

れ
て
住
宅
街
と
な
り
、
そ
の
手
前
に
幹
線
道
路
が
通
り
、
そ
の
両
側

に
家
電
量
販
店
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
が
並
ん
で
風
景
は
一
変

し
ま
し
た
。
か
つ
て
我
孫
子
は
関
東
き
っ
て
の
釣
り
の
名
所
で
も
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
我
孫
子
に
最
も
早
く
別
荘
を
持
っ
た
一
人
が
嘉
納

治
五
郎
で
、
次
い
で
大
正
三
年
に
嘉
納
治
五
郎
の
甥
に
あ
た
る
柳
宗

悦
が
移
り
住
み
、
続
い
て
志
賀
直
哉
、
武
者
小
路
実
篤
が
移
り
住
ん

で
、
我
孫
子
は
そ
の
頃
、
白
樺
派
の
拠
点
で
し
た
。
嘉
納
先
生
が
別

荘
を
持
た
れ
た
釣
り
の
名
所
と
い
う
こ
と
に
惹
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
、

-41-



堅
固
は
大
正
六
年
か
ら
翌

年
に
か
け
て
別
荘
建
設
の
土

地
を
求
め
た
の
で
し
た
。
と

い
っ
て
も
す
ぐ
に
建
設
に
か

］
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

⑧
 

真
ん
で
し
た
。

写
•-

【
写
真
⑧
】
は
大
正
七
年

七
月
に
撮
影
さ
れ
て
い
ま

す
。
中
央
が
堅
固
・
ふ
さ
夫

妻
、
右
端
が
堅
固
の
母
の
菊
、

左
端
が
ふ
さ
の
母
の
武
田
信
、

他
は
子
供
た
ち
、
長
女
、
長
男
の
堅
太
郎
、
次
女
、
次
男
の
正
二
の

順
で
、
当
時
の
家
族
全
員
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
正
装
し
て
い
る
の
で

結
婚
式
で
も
あ
っ
た
の
か
と
家
計
簿
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
四
日

後
に
堅
固
が
横
浜
の
港
か
ら
船
で
ア
メ
リ
カ
に
出
発
し
た
と
い
う
記

載
が
あ
り
ま
し
た
。
渡
米
を
前
に
し
た
記
念
撮
影
だ
と
想
像
す
る
次

第
で
す
。
ま
だ
海
を
渡
る
こ
と
が
大
変
な
時
代
で
し
た
。

帰
国
し
て
後
、
大
正
十
年
秋
、
堅
固
の
も
と
に
、
水
戸
街
道
我
孫

子
宿
の
本
陣
の
離
れ
が
取
り
壊
さ
れ
る
と
い
う
話
が
も
た
ら
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
を
惜
し
ん
で
移
築
し
た
の
が
、
堅
固
が
手
掛
け
た
別
荘

建
築
の
第
一
号
で
し
た
。
見
た
目
は
ご
く
普
通
の
和
風
建
築
で
す
が
、

中
に
入
る
と
欄
間
や
釘
隠
し
が
な
か
な
か
灌
洒
で
、
目
白
台
の
本
宅

よ
り
も
洒
落
た
雰
囲
気
が
あ
り
ま

す
。
我
孫
子
の
敷
地
内
に
は
も
う

一
棟
、
朝
鮮
風
の
新
館
と
呼
ば
れ

て
い
る
建
物
を
建
て
ま
し
た
。
新

l
館
建
築
の
―
一
年
前
の
大
正
十
四
年
、

⑨
 

真
堅
固
は
朝
鮮
に
行
っ
て
お
り
、
そ

れ
は
東
京
帝
国
大
学
が
朝
鮮
の
楽

写
疇

-

浪
で
行
っ
て
い
た
発
掘
調
在
が
資

金
不
足
に
な
り
、
堅
固
が
細
川
侯

爵
家
に
資
金
援
助
を
お
願
い
し
た

の
で
視
察
の
た
め
と
い
う
こ
と
の

よ
う
で
す
が
、
そ
の
時
に
堅
固
は
朝
鮮
の
建
物
に
大
層
惹
か
れ
、
そ

れ
で
朝
鮮
風
の
建
物
を
建
て
た
の
だ
そ
う
で
す
。
屋
根
の
反
り
具
合

が
朝
鮮
風
と
い
え
ば
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
建
物
の
入
口
は

引
き
戸
で
は
な
く
ド
ア
、
中
に
入
る
と
床
は
寄
木
細
工
で
ベ
ッ
ド
も

あ
っ
て
、
洋
風
の
趣
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
洋
風
を
取
り
入
れ

る
と
こ
ろ
に
堅
固
の
建
物
へ
の
思
い
が
う
か
が
え
ま
す
。
も
う
一
枚

【
写
真
⑨
】
で
ご
覧
い
た
だ
く
の
は
、
神
奈
川
県
藤
沢
市
鵠
沼
の
別

荘
の
門
前
の
風
景
で
す
。
高
い
木
は
総
て
松
で
す
。
こ
れ
を
見
て
も

堅
固
が
家
に
は
大
き
な
木
が
あ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
言
っ
て
い
た
こ

と
を
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

次
に
堅
固
の
義
父
で
あ
る
武
田
寧
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
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と
、
安
政
一
一
年
に
生
ま
れ
で
明
治

四
十
四
年
に
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。

中
島
広
足
の
孫
に
あ
た
り
ま
す
。

］
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

⑩
 

真
【
写
真
⑩
ー
の
よ
う
に
、
明
治
九

じ
年
に
司
法
省
の
法
学
生
徒
を
申
し

つ
け
ら
れ
た
と
の
文
書
が
残
っ
て

い
ま
す
。

寧
は
卒
業
後
、
細
川
侯
爵
家
に

伺
候
し
ま
し
た
。
最
初
は
当
主
・
護
成
侯
の
叔
父
で
あ
る
長
岡
護
美

子
爵
に
お
仕
え
し
た
よ
う
で
、
当
時
受
け
取
っ
た
手
紙
の
宛
先
を
見

る
と
、
日
本
橋
浜
町
、
浅
草
区
今
戸
と
あ
り
、
東
京
の
中
で
も
下
町

に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
浅
草
区
今
戸
は
、
堅
固
が
留

学
か
ら
帰
国
後
に
今
戸
の
細
川
侯
爵
家
別
荘
の
離
れ
に
住
ん
だ
と
い

う
、
そ
の
場
所
で
す
。
で
す
か
ら
堅
固
が
今
戸
に
住
ん
だ
の
は
、
義

理
の
父
で
あ
る
寧
の
口
利
き
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

私
は
残
念
な
が
ら
武
田
寧
に
関
わ
る
文
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
が
、
今
戸
か
ら
は
隅
田
川
を
隔
て
た
対
岸
、
本
所
区
徳
川
邸
の

徳
川
篤
敬
よ
り
の
手
紙
の
他
、
済
々
緊
や
有
斐
学
舎
の
創
立
の
記
録

ら
し
き
も
の
が
残
さ
れ
、
関
心
の
あ
る
方
に
は
面
白
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
の
他
、
手
紙
の
差
出
人
に
は
津
田
静
一
、
高
橋
長
秋
、
清
浦
奎
吾
、

元
田
永
学
、
池
辺
義
象
、
大
山
巌
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
て
、
遅
く
と
も
明
治
一

1

一
十
一
年
に
は
武
田
寧
は
小
石
川
区
高
田

老
松
町
に
移
り
住
み
、
細
川
侯
爵
家
本
邸
に
お
仕
え
し
て
い
ま
す
。

こ
の
住
所
に
宛
て
ら
れ
た
明
治
三
十
七
年
の
消
印
が
あ
る
竹
添
進
一

郎
か
ら
の
手
紙
も
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
嘉
納
治
五
郎
は
竹
添
進
一

郎
の
次
女
と
結
婚
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
媒
酌
人
は
武
田
寧
の
義

理
の
兄
で
あ
る
木
下
広
次
で
す
。
嘉
納
治
五
郎
の
自
伝
に
よ
れ
ば
、

嘉
納
治
五
郎
に
熊
本
の
五
高
校
長
を
勧
め
依
頼
し
た
の
は
木
下
広
次

と
、
や
は
り
武
田
寧
の
義
兄
で
あ
る
と
こ
ろ
の
井
上
毅
だ
と
あ
り
ま

す
。
堅
固
と
武
田
寧
の
娘
、
ふ
さ
の
縁
談
は
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係

の
中
で
持
ち
上
が
り
、
嘉
納
治
五
郎
が
関
与
さ
れ
た
と
想
像
し
て
い

ま
す
。
そ
う
い
え
ば
、
弥
冨
破
摩
雄
に
よ
っ
て
昭
和
八
年
に
刊
行
さ

れ
た
『
中
島
広
足
全
集
』
の
「
例
言
」

に
「
明
治
一
二
十
八
年
の
頃
に
、
細

川
侯
爵
家
に
仕
へ
て
居
ら
れ
た
津

田
静
一
氏
と
、
武
田
寧
氏
と
、
及

＿
＿
 

⑪
び
同
郷
の
池
邊
義
象
氏
と
の
斡
旋

に
よ
っ
て
、
侯
爵
家
の
ご
補
助
を

真写―
―
 

蒙
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
が

T
度
こ
の
手
紙
の
頃

の
こ
と
で
す
。

【
写
真
⑪
】
は
細
川
侯
爵
邸
洋
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館
脇
で
撮
影
さ
れ
た
家
職
た
ち
で
す
。
父
の
堅
太
郎
が
そ
の
よ
う
に

裏
書
し
て
い
ま
す
。
前
列
左
か
ら
一
一
番
目
が
武
田
寧
で
す
。
こ
の
西

洋
館
は
片
山
東
熊
の
設
計
で
、
極
め
て
立
派
な
建
物
だ
っ
た
そ
う
で

す
が
関
東
大
震
災
で
損
傷
し
、
今
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
展
示
の
中

に
細
川
侯
爵
に
お
供
し
て
箱
根
に
行
っ
た
武
田
寧
の
写
真
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
時
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
武
田
寧
は
侯
爵
の
お
供

で
箱
根
に
行
っ
た
時
に
倒
れ
、
帰
ら
ぬ
人
に
な
り
ま
し
た
。

他
に
、
村
川
菊
、
井
上
鶴
（
毅
夫
人
）
武
田
信
（
寧
夫
人
）
の
三

人
の
お
ば
あ
さ
ん
達
が
並
ん
だ
写
真
も
残
っ
て
い
ま
す
。
三
人
と
も

既
に
御
主
人
は
亡
く
な
っ
て
い
る
頃
の
も
の
で
す
。
こ
の
方
々
は
か

な
り
長
命
で
し
た
。
武
田
信
は
昭
和
十
六
年
に
亡
く
な
り
、
遺
書
に

「
書
類
は
お
す
ぐ
り
の
う
へ
村
川
家
へ
保
存
願
ま
す
」
と
あ
り
、
そ

の
中
に
中
島
広
足
の
「
玉
の
霰
窓
の
小
篠
」
「
橿
園
文
集
」
「
広
足
翁

詠
草
」
「
橿
園
集
〈
花
の
し
た
ふ
し
／
し
の
す
だ
れ
〉
」
の
書
名
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
村
川
家
に
今
あ
る
軸
物
に
つ
い
て

は
、
先
の
家
計
簿
に
広
足
翁
の
軸
物
を
買
っ
た
と
の
記
載
が
あ
る
の

で
、
武
田
か
ら
き
た
も
の
と
、
堅
固
が
買
っ
た
も
の
と
の
両
方
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
が
仔
細
は
不
明
で
す
。

昭
和
十
六
年
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
堅
固
は
終
戦
後
、
疎
開

先
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
寧
と
信
の
娘
、
堅
固
の
妻
で
あ
る
ふ
さ
も

終
戦
か
ら
十
年
後
に
亡
く
な
り
、
「
村
川
家
へ
保
存
願
ま
す
」
と
い

う
武
田
信
の
遺
言
は
実
質
的
に
は
堅
太
郎
に
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

堅
太
郎
に
つ
い
て
は
残
さ
れ
た
著
作
、
庭
の
話
を
致
し
ま
す
が
、

先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
私
は
歴
史
を
勉
強
し
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
が
父
の
著
作
に
つ
い
て
お
話
す
る
こ
と
を
父
は
好
ま
な

い
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
す
の
で
い
さ
さ
か
困
る
の
で
す
が
、
幸
い
、

こ
の
四
月
に
我
孫
子
で
、
父
の
あ
と
に
東
大
の
西
洋
古
代
史
の
研
究

室
を
継
が
れ
ま
し
た
伊
藤
貞
夫
先
生
が
村
川
堅
太
郎
の
仕
事
に
つ
い

て
詳
細
な
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
お
伝
え
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
西
洋
史
と
い
う
の
は
西
洋
の
後

追
い
で
始
め
た
学
問
で
、
日
本
に
西
洋
史
を
も
た
ら
し
た
の
は
お
雇

い
外
国
人
教
師
の
ル
ー
ト
ウ
ィ
ッ
ヒ
・
リ
ー
ス
で
し
た
。
堅
固
も
リ
ー

ス
の
下
で
勉
強
し
ま
し
た
の
で
、
リ
ー
ス
が
亡
く
な
っ
た
後
、
「
史

学
雑
誌
』
に
追
悼
文
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
た
だ
堅
固
の
時
代
、
西
洋

史
は
到
底
今
日
の
レ
ベ
ル
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
堅
固
が
し
た
こ
と

は
、
東
大
の
図
書
館
に
西
洋
古
代
史
関
係
の
文
献
、
専
門
的
な
雑
誌

や
資
料
を
整
備
す
る
こ
と
だ
っ
た
、
そ
れ
が
堅
固
先
生
の
最
大
の
業

績
だ
っ
た
と
伊
藤
先
生
は
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
続
い
て
伊
藤
先

生
は
、
堅
太
郎
先
生
は
堅
固
先
生
が
整
備
さ
れ
た
文
献
を
ひ
た
す
ら

読
む
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
れ
た
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
親
子
で
す

か
ら
一
世
代
、
約
三
十
年
の
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
間
に
ス

タ
ー
ト
の
位
置
が
前
進
し
た
、
あ
る
い
は
高
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

ま
し
た
。
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で
し
ょ
う
。

ま
た
伊
藤
先

生
は
、
「
歴
史
と
い
う
の
は

文
字
資
料
を
正
確
に
読
み
、

解
釈
し
、
狭
い
論
点
に
即

し
て
時
代
の
像
を
明
ら
か

］
に
し
て
い
く
非
常
に
地
道

⑫
 

真
な
学
問
で
あ
る
」
と
述
べ

r一
ら
れ
た
の
に
続
き
、
村
川

堅
太
郎
の
研
究
姿
勢
と
し

て
次
の
二
点
挙
げ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
最
初
は
「
文

献
を
正
確
に
読
み
、
解
釈

し
、
実
証
す
る
と
い
う
研

究
を
日
本
の
西
洋
古
代
史
に
初
め
て
導
入
し
、
且
つ
そ
れ
を
世
界
的

水
準
ま
で
高
め
た
」
と
い
う
点
。
も
う
―
つ
は
「
ど
ん
な
資
料
で
も

そ
れ
を
取
り
上
げ
る
立
場
、
意
図
が
あ
り
、
ま
た
時
代
の
像
に
対
す

る
自
分
の
考
え
が
あ
る
、
つ
ま
り
そ
れ
が
歴
史
観
と
い
う
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
歴
史
観
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
身
を
以
て
教
え
ら

れ
た
。
そ
れ
が
堅
太
郎
先
生
の
偉
大
な
と
こ
ろ
だ
」
と
い
う
点
で
す
。

以
上
を
前
置
き
に
し
て
話
を
進
め
ま
す
。

そ
の
上
で
【
写
真
⑫
】
を
ご
覧
下
さ
い
。
前
列
の
左
か
ら
五
番
目

が
堅
固
、
一
一
列
目
の
右
か
ら
三
番
目
、
背
広
を
着
て
い
る
の
が
堅
太

郎
。
昭
和
九
年
三
月
の
写
真
で
す
。
堅
固
は
昭
和
十
年
に
定
年
退
官

に
な
り
ま
し
た
。
堅
太
郎
は
昭
和
五
年
に
卒
業
。
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん
が
、
こ
の
時
は
助
手
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
親
子
が
公
の
立
場
で

映
っ
て
い
る
唯
一
の
写
真
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
堅
固
の
右

側
は
近
世
イ
ギ
リ
ス
史
を
専
門
と
さ
れ
る
今
井
登
志
喜
先
生
で
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
専
門
分
野
は
違
っ
て
い
て
も
堅
太
郎
は
今
井

先
生
の
学
問
の
気
風
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、

ま
た
今
井
先
生
の
堅
太
郎
に
対
す
る
信
頼
が
大
変
厚
か
っ
た
の
で
、

昭
和
十
年
に
堅
固
が
定
年
に
な
っ
た
の
ち
、
ま
だ
非
常
勤
講
師
で

あ
っ
た
堅
太
郎
が
西
洋
古
代
史
の
講
義
と
演
習
を
受
け
持
つ
こ
と
に

な
っ
た
、
非
常
勤
講
師
が
演
習
を
受
け
持
つ
の
は
、
今
は
勿
論
、
当

時
と
し
て
も
異
例
中
の
異
例
の
こ
と
、
先
般
、
伊
藤
先
生
は
こ
の
よ

う
に
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。
堅
太
郎
が
早
く
か
ら
頭
角
を
現
し
た
の

は
間
違
い
の
な
い
こ
と
の
よ
う
で
、
い
さ
さ
か
脱
線
し
ま
す
が
、
堅

太
郎
が
亡
く
な
っ
た
後
、
穂
積
重
行
さ
ん
（
東
京
教
育
大
学
教
授
を

経
て
大
東
文
化
大
学
学
長
）
が
、
『
向
陵
』
(
-
九
九
二
年
四
月
号
）

に
「
村
川
堅
太
郎
先
生
」
と
題
し
た
追
悼
文
を
寄
せ
て
下
さ
り
、
「
堅

固
先
生
が
学
界
に
遺
し
た
唯
一
の
功
績
は
堅
太
郎
君
を
生
ん
だ
こ
と

だ
」
と
い
う
悪
い
冗
談
が
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
ら
し
い
と
書
い
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
て
し
ま
う
話
で
す
。

さ
て
先
程
、
堅
固
の
五
高
時
代
の
話
の
中
で
、
堅
太
郎
が
大
正
時

代
、
池
袋
に
あ
っ
た
成
験
中
学
に
通
い
、
そ
の
こ
と
が
堅
太
郎
に
大
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き
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
中
学
時
代
、
堅
太
郎

は
絵
や
音
楽
に
親
し
み
、
家
計
簿
に
も
「
絵
の
道
具
」
と
い
う
出
費

項
目
が
頻
頻
と
出
て
き
ま
す
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
傾
倒
し
て
絵
ば
か
り

描
い
て
い
て
、
村
川
君
は
こ
の
ま
ま
で
は
上
の
学
校
に
上
が
れ
な
い

よ
と
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
無
事
上
の
学
校
に
上

が
り
ま
し
た
し
、
そ
の
後
の
こ
と
は
先
程
申
し
上
げ
た
通
り
で
す
。

堅
太
郎
は
昭
和
九
年
に
結
婚
し
、
昭
和
十
二
年
の
年
末
か
ら
鵠
沼

別
荘
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
妻
が
ピ
ア
ノ
を
弾
く
人
で
し

た
の
で
、
翌
年
に
中
古
の
ピ
ア
ノ
を
買
い
、
自
分
で
も
独
学
で
ピ
ア

ノ
を
弾
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ

タ
「
熱
情
」
な
ど
の
難
曲
も
目
通
し
だ
け
は
し
た
よ
う
で
す
し
、
ス

コ
ア
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
十
年
代
前
半
、
鵠
沼
で
は

犬
を
飼
い
始
め
ま
し
た
。
名
は
ア
ル
テ
ミ
ス
。
ア
ル
テ
ミ
ス
が
死
ん

だ
あ
と
飼
っ
た
犬
の
名
は
ロ
ー
ラ
ン
と
い
い
ま
し
た
。
ま
た
、
シ
ク

ラ
メ
ン
の
栽
培
も
は
じ
め
、
小
さ
な
株
か
ら
育
て
た
よ
う
で
す
。
シ

ク
ラ
メ
ン
は
戦
後
、
後
々
ま
で
贈
答
用
の
高
級
品
で
し
た
か
ら
、
こ

の
頃
、
シ
ク
ラ
メ
ン
は
極
め
て
珍
し
い
花
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
堅
太
郎
が
後
に
書
い
た
随
筆
に
「
何
事
に
も
凝
り
性
な

私
は
、
花
を
作
る
以
上
は
一
年
中
絶
対
に
花
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に

と
心
懸
け
、
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
が
、
ピ
ア
ノ
や
花
を
通
じ
、

凝
り
性
で
夢
中
に
な
っ
て
打
ち
込
む
、
堅
太
郎
の
こ
の
よ
う
な
性
格

を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

【
写
真
⑬
】
も
鵠
沼
の
写
真

で
、
松
林
と
砂
地
の
、
い
か
に

も
鵠
沼
ら
し
い
風
景
で
す
。
そ

こ
に
フ
レ
ー
ム
を
作
り
ま
し
た
。

フ
レ
ー
ム
と
い
う
の
は
簡
易
な

―
―
 

⑬
温
室
で
、
こ
の
中
で
シ
ク
ラ
メ

ン
を
育
て
、
一
年
中
、
花
を
絶

真写
―
―
 

や
さ
ぬ
よ
う
に
し
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
生
活
は
長

く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
先

程
の
随
筆
の
す
ぐ
続
き
に
、
「
大

陸
で
の
戦
争
は
い
つ
果
て
る
見

込
み
も
な
か
っ
た
。
」
「
き
っ
と
日
本
は
食
糧
で
行
き
づ
ま
る
と
考
え

て
草
花
い
じ
り
を
や
め
て
畑
作
に
転
向
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。
小
麦

を
作
り
、
お
し
る
し
ば
か
り
で
は
あ
る
が
供
出
も
し
た
と
も
書
い
て

い
ま
す
。
鵠
沼
は
土
地
が
砂
地
で
す
か
ら
生
育
に
向
か
な
い
も
の
が

多
い
の
で
す
が
、
サ
ツ
マ
イ
モ
や
桃
は
良
く
で
き
ま
す
。
甘
い
も
の

が
貴
重
だ
っ
た
戦
争
中
、
ご
近
所
に
桃
を
配
っ
て
、
大
変
喜
ば
れ
た

そ
う
で
、
堅
太
郎
が
亡
く
な
っ
た
後
、
「
当
時
小
学
生
だ
っ
た
私
に

と
っ
て
、
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
桃
は
文
字
通
り
、
甘
い
思
い
出
で

し
た
」
と
い
う
お
便
り
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
何
で
あ
れ
作
物
を
収
穫
す
る
ま
で
に
は
、
そ
の
時
々
に
必
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要
な
手
を
抜
く
こ
と
が
で
き
な
い
作
業
を
天
候
を
見
計
ら
い
つ
つ
行

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
堅
太
郎
の
本
業
は
農
業
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
明
日
の
授
業
の
準
備
も
先
送
り
に
は
で
き
な
い
。

こ
の
ま
ま
で
は
学
問
と
農
耕
、
虻
蜂
取
ら
ず
に
な
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
ん
な
悩
み
も
随
筆
に
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
い
る
間

に
も
戦
局
は
悪
化
し
て
終
戦
を
迎
え
、
翌
年
、
父
堅
固
が
疎
開
先
の

兵
庫
県
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
堅
太
郎
は
堅
固
か
ら
雑
司
が
谷
の
本

宅
、
我
孫
子
、
鵠
沼
の
維
持
を
託
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
敗
戦
直
後

の
混
乱
の
中
、
維
持
は
難
し
い
と
答
え
て
父
親
を
嘆
か
せ
た
そ
う
で

す
。
堅
太
郎
は
そ
れ
を
一
生
悔
や
み
続
け
ま
し
た
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
、
相
続
税
が
あ
り
、
他
に
財
産
税
、
円
切
り
替
え
が
あ
り
、
父
を
失
っ

た
堅
太
郎
の
戦
後
は
、
当
人
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
絶
対
的
に
金
の
無

い
こ
と
の
憂
鬱
」
か
ら
の
出
発
で
し
た
。

西
洋
史
研
究
に
難
し
さ
が
付
き
ま
と
っ
た
戦
中
、
学
問
と
農
耕
の

両
立
に
腐
心
し
た
戦
中
戦
後
、
堅
太
郎
を
貫
い
て
い
た
の
は
学
問
へ

の
執
着
心
で
、
農
業
を
体
験
的
に
理
解
し
つ
つ
、
一
方
で
学
問
的
考

察
を
進
め
、
そ
れ
を
昭
和
二
十
四
年
に
「
羅
馬
大
土
地
所
有
制
」
と

い
う
大
き
な
論
文
に
仕
上
げ
て
発
表
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
含
む
論
文
は
「
村
川
堅
太
郎
古
代
史
論
集
」
全
三
冊
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
、
【
写
真
⑭
一
の
よ
う
に
昭
和
六
十
二
年
に
岩
波
書

店
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
【
写
真
⑮
】
は
『
古
典
古
代
湘
記
」
と

い
う
随
筆
集
で
す
。
堅
太
郎
が
亡
く
な
っ
た
後
、
先
程
ご
紹
介
し
た

伊
藤
貞
夫
先
生
と
、
ロ
ー
マ
史

)
専
攻
の
長
谷
川
博
隆
先
生
が
編

⑭
 

真
集
に
当
た
ら
れ
て
平
成
五
年
に

岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
ま

写．．
 

し
た
。
随
筆
の
内
容
と
し
て

左
は
、
専
門
分
野
の
論
文
の
種
に

)
な
る
よ
う
な
事
柄
か
ら
庭
の
こ

⑮
 

真
と
、
様
々
な
思
い
出
な
ど
を
含

r
汀
口
叶
旦

と
思
い
ま
す
。
古
代
史
論
集
と
こ
の
随
筆
集
が
堅
太
郎
の
公
私
を
代

表
す
る
と
も
言
え
ま
す
が
、
順
を
追
っ
て
も
う
少
し
ご
紹
介
し
ま
す

と
、
昭
和
三
十
四
年
に
は
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
ク
ラ
ブ
賞
を
い
た
だ

い
た
「
地
中
海
か
ら
の
手
紙
」
が
あ
り
ま
す
。
戦
後
十
年
、
も
は
や

戦
後
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
三
十
一
年
に
国
費

留
学
が
再
開
さ
れ
、
堅
太
郎
は
そ
の
第
一
期
生
と
し
て
名
乗
り
を
上

げ
、
昭
和
一

1

1

+
-
、
三
十
二
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡

り
研
究
と
視
察
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
最
初
の
頃
の
手
紙
を
ま
と

め
た
本
で
す
。

次
の
二
冊
も
比
較
的
読
み
や
す
い
本
な
の
で
、
お
読
み
に
な
ら
れ

た
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
中
央
公
論
社
か
ら
出
た
「
世
界
の
歴

史
』
は
文
庫
に
も
な
り
ま
し
た
。
『
オ
リ
ン
ピ
ア
」
は
昭
和
三
十
九
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年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
前
年
に
出
ま
し
た
。
日
本
経
済
が
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
を
目
指
し
高
度
成
長
を
始
め
、
そ
の
頃
か
ら
東
京
は
勿
論
、

日
本
中
で
新
し
い
道
路
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
東
京
に

多
く
の
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
鵠
沼
や
我
孫
子
も
か
つ
て
の
田

園
か
ら
住
宅
地
へ
と
変
化
を
始
め
、
地
価
が
上
が
り
固
定
資
産
税
が

上
が
っ
て
、
別
荘
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
別
荘
の
維
持
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
山
川
出
版
社

の
世
界
史
教
科
書
の
印
税
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
村
川
堅
太
郎
と

い
う
名
を
世
界
史
の
教
科
書
執
筆
者
と
し
て
記
憶
し
て
お
ら
れ
る
方
、

執
筆
者
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
教
科
書
は
使
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
る
方
、

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
教
科
書
を
使
わ
れ
た
方
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
現
実
問
題
と
し
て
固
定
資
産
税
は
あ
る
時
期
か
ら
印

税
を
し
の
ぐ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
堅
太
郎
が
終
世
、
別

荘
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
藤
沢
市
が
早
く
か
ら
保
存

樹
林
や
、
「
緑
の
広
場
」
と
い
う
借
り
上
げ
公
園
的
な
施
策
を
立
ち

上
げ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

固
定
資
産
税
が
か
な
り

］
減
免
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

⑯
 

真
こ
う
し
た
経
過
を
経
て
、

写［
鵠
沼
の
原
風
景
と
い
う

評
価
を
得
て
鵠
沼
松
が

岡
公
園
と
し
て
残
っ
て

い
る
の
で
す
。

【
写
真
⑯
】
は
文
京
区
目
白
台
の
庭
の
写
真
で
す
。
堅
太
郎
は
こ

の
角
度
で
庭
を
眺
め
る
こ
と
を
好
み
ま
し
た
。
庭
作
り
と
い
う
と
、

植
木
屋
さ
ん
の
仕
事
の
よ
う
で
す
が
、
堅
太
郎
は
鵠
沼
で
小
麦
作
り

の
農
作
業
を
し
た
く
ら
い
で
す
か
ら
小
兵
に
も
か
か
わ
ら
ず
腕
は
太

く
、
剪
定
も
、
脚
立
に
上
っ
て
手
の
届
く
相
当
の
太
い
枝
ま
で
自
分

で
し
ま
し
た
し
、
植
木
屋
さ
ん
に
も
細
か
な
指
示
を
与
え
ま
し
た
。

新
し
い
策
を
思
い
つ
い
て
は
苔
の
植
え
替
え
を
し
た
り
と
、
庭
は
堅

太
郎
の
作
品
だ
っ
た
と
申
し
て
差
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
父
が

庭
ば
か
り
し
て
い
る
と
子
供
の
こ
ろ
か
ら
半
ば
呆
れ
て
い
ま
し
た
が
、

今
に
な
っ
て
み
る
と
、
庭
仕
事
を
し
な
が
ら
想
を
練
っ
た
り
、
考
え

を
ま
と
め
た
り
し
て
い
た
、
庭
は
そ
う
い
う
場
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

先
に
お
話
し
し
た
も
の
の
他
に
、
堅
太
郎
が
戦
中
に
鵠
沼
で
翻
訳

を
手
掛
け
、
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
本
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
は
紙
質
が
悪
く
、
茶
色
く
変
色
し
て
お
り
、
戦
後
の
余
裕
が

無
い
事
情
を
偲
ば
せ
ま
す
。
『
エ
リ
ュ
ッ
ト
ラ
ー
海
案
内
記
』
は
ギ

リ
シ
ャ
だ
け
で
は
な
く
イ
ン
ド
洋
に
至
る
ま
で
の
範
囲
が
扱
わ
れ
て

い
ま
す
。
『
女
の
議
会
』
は
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ネ
ス
の
喜
劇
で
す
か
ら
、

今
日
な
ら
西
洋
古
典
学
の
方
々
が
扱
わ
れ
る
分
野
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

こ
れ
ら
を
ご
紹
介
す
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
堅
太
郎
の
出
発
点
が
ま

だ
西
洋
古
代
史
が
未
分
化
な
頃
だ
っ
た
か
ら
と
も
言
え
ま
す
が
、
非
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常
に
広
い
守
備
範
囲
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た

か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
う
い
う
堅
太
郎
が
生
前
危
惧
し
て
い
た
こ
と
は
、
今
は
研
究
が

顕
微
鏡
的
に
な
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
顕
微
鏡
的
と
い
う

の
は
、
顕
微
鏡
を
覗
く
と
そ
の
中
は
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
見
え
る
け

れ
ど
他
は
真
っ
暗
で
何
も
見
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
状
態
を

大
変
憂
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
気
持
ち
を
「
地
球
的
視
覚
の
必
要
」

と
い
う
短
い
文
に
ま
と
め
、
短
期
間
に
業
績
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
実
情
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
「
世
界
史
の
全
体
を
絶
え
ず
念
頭

に
お
き
、
人
間
性
に
つ
い
て
の
高
次
元
の
価
値
判
断
を
も
つ
こ
と
」

と
「
地
球
の
外
に
出
て
人
工
衛
星
の
上
か
ら
地
球
を
眺
め
て
、
自
分

の
研
究
対
象
を
位
置
づ
け
る
こ
と
」
を
望
み
た
い
と
書
い
て
い
ま

す
。
こ
の
「
地
球
的
視
覚
の
必
要
」
も
『
古
典
古
代
湘
記
」
に
収
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
れ
を
自
ら
実
践
す
べ
く
、
八
十
八
歳
ま
で

に
「
古
典
古
代
の
市
民
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ

の
人
間
を
日
本
人
の
立
場
か
ら
―
つ
の
人
間
類
型
と
し
て
ま
と
め
る

志
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
果
た
せ
な
い
結
果
と
な
り
ま
し
た

が
、
執
筆
構
想
の
メ
モ
を
『
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
盛
衰
』
の
後
書

き
に
長
谷
川
博
隆
先
生
が
紹
介
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
構
想
の

中
に
友
愛
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
場
合
と
中

国
の
孝
を
対
比
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
古
代
史
の

会
と
い
う
研
究
会
で
発
表
し
た
の
が
平
成
三
年
十
一
月
。
そ
の
一
月
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冒
頭
父
親
譲
り
の
住
食
衣

主
義
に
よ
り
【
写
真
⑰
】
【
写

真
⑱
】
の
よ
う
に
我
孫
子
、

真
鵠
沼
の
別
荘
地
を
緑
濃
い
ま

写［
ま
維
持
し
、
公
園
や
指
定
文

化
財
と
し
て
残
っ
て
い
る
と

申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
最
後

の
最
後
ま
で
現
役
の
学
者
で
、

研
究
第
一
だ
っ
た
た
め
、
他

を
考
え
る
余
裕
が
な
か
っ
た

と
い
う
面
も
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。

以
上
、
村
川
堅
太
郎
の
一

日
生
を
振
り
返
っ
て
き
ま
し
た
。

真
そ
の
間
、
昭
和
十
六
年
に

写［
「
お
す
ぐ
り
の
う
へ
村
川
家

ヘ
保
存
願
ま
す
」
と
託
さ
れ

た
中
島
広
足
資
料
は
長
い

間
、
お
蔵
入
り
を
続
け
て
き

ま
し
た
。
そ
う
で
は
あ
り
ま

半
後
に
肺
炎
で
帰
ら
ぬ
人
に

な
り
ま
し
た
。

-49-



す
が
、
堅
太
郎
は
あ
る
時
期
に
、
蔵
に
残
さ
れ
た
品
々
に
説
明
書
き

を
施
し
て
お
い
て
く
れ
ま
し
た
。
と
い
っ
て
も
丁
寧
に
書
か
れ
も
の

で
は
な
く
、
自
分
の
心
覚
え
の
よ
う
な
感
じ
も
あ
り
ま
す
が
、
と
も

か
く
説
明
を
残
し
て
く
れ
た
、
し
か
も
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
「
蔵
に

は
な
か
な
か
面
白
い
も
の
が
あ
る
」
と
も
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
歴

史
家
が
「
面
白
い
も
の
が
あ
る
」
と
言
っ
た
こ
と
が
、
私
が
古
い
品
々

を
残
し
て
き
た
、
ま
た
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ

と
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
と
、

そ
れ
ら
が
日
の
目
を
浴
び
る
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
で
す
。
今
回
、

中
島
広
足
資
料
が
熊
本
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
一
口
に
言
う
と

幸
運
で
し
た
が
、
幸
運
は
人
が
招
く
も
の
だ
と
い
う
言
い
方
を
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

最
後
に
一
枚
の
新
聞
記
事
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
堅

太
郎
が
存
命
の
時
の
こ
と
で
す
が
、
新
聞
を
読
み
な
が
ら
突
然
に
、

「
あ
あ
、
こ
の
人
と
ゆ
っ
く
り
酒
を
飲
み
な
が
ら
話
を
し
た
い
も
の

だ
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
と
い
う
の
は
、
そ
の

記
事
(
-
九
九

0
年
四
月
十
一
日
、
毎
日
新
聞
「
ひ
と
」
欄
）
に
紹

介
さ
れ
て
い
た
、
人
事
院
総
裁
に
な
ら
れ
た
弥
冨
啓
之
助
さ
ん
、
中

島
広
足
の
研
究
家
で
あ
る
弥
冨
破
摩
雄
先
生
の
ご
長
男
で
す
。
今
に

残
る
そ
の
切
り
抜
き
に
は
、
啓
之
助
氏
の
お
仕
事
ぶ
り
で
は
な
く
、

記
事
の
お
し
ま
い
の
方
の
「
飲
ん
で
議
論
す
る
の
が
好
き
」
と
い
う

と
こ
ろ
に
わ
ざ
わ
ざ
傍
線
が
引
い
て
あ
り
ま
す
。
父
も
ま
た
飲
ん
で

議
論
す
る
の
が
好
き
で
あ
り
ま
し
た
。
啓
之
助
氏
と
お
酒
を
酌
み
交

わ
し
つ
つ
、
破
摩
雄
先
生
が
残
さ
れ
た
も
の
を
ど
の
よ
う
に
さ
れ
た

の
か
を
伺
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
人
事
院
総
裁
と
い
う

要
職
に
あ
っ
て
は
忙
し
く
て
当
面
お
目
に
か
か
る
こ
と
も
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
ら
い
ず
れ
…
…
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
堅
太
郎
は
他
界
し

ま
し
た
。
堅
太
郎
が
こ
の
新
聞
記
事
を
大
事
に
取
り
置
い
て
い
た
こ

と
を
私
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
相
続
の
様
々
な
問
題
に
追
わ

れ
て
い
る
う
ち
に
年
月
が
経
ち
、
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
た
の
は
新
聞
に

啓
之
助
さ
ん
の
訃
報
を
見
た
時
で
し
た
。
中
島
広
足
資
料
に
関
わ
る

大
切
な
方
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
と
思
っ
て
愕
然
と
し
ま
し

た
が
、
気
を
取
り
直
し
、
落
ち
着
か
れ
た
頃
を
見
計
ら
い
奥
様
に
お

手
紙
を
差
し
上
げ
、
資
料
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て

ご
紹
介
い
た
だ
い
た
の
が
、
こ
れ
か
ら
お
話
を
さ
れ
る
、
ご
次
男
の

靭
彦
さ
ん
で
す
。

そ
の
翌
年
、
平
成
十
四
年
で
す
が
、
熊
本
に
あ
っ
た
村
川
の
墓
地

が
お
寺
の
ご
都
合
で
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
手
続
き
の

た
め
に
熊
本
に
来
た
際
、
こ
の
機
を
逃
し
て
は
と
思
っ
て
市
役
所
に

伺
い
、
何
や
ら
熊
本
関
係
の
古
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
お
話
し
し

ま
し
た
。
大
変
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
、
熊
本
市
の
市
史
編
纂
室
の

御
一
行
が
そ
の
翌
週
上
京
さ
れ
る
と
の
こ
と
。
何
分
、
細
川
家
の
、

現
在
の
永
青
文
庫
は
同
じ
町
内
で
す
か
ら
、
永
青
文
庫
訪
問
の
あ
と

我
が
家
に
お
寄
り
下
さ
る
運
び
に
な
り
、
そ
う
し
て
村
川
家
資
料
を
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熊
本
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
し
て
保
存
し
ま
し
ょ
う
と
の
お
話

を
い
た
だ
い
た
の
で
し
た
。
そ
の
後
も
多
く
の
方
の
ご
尽
力
を
い
た

だ
き
、
今
回
の
展
示
に
至
り
ま
し
た
。
皆
様
に
深
く
感
謝
し
、
話
を

終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
参
考
書
簡
】

嘉
納
治
五
郎
等
の
援
助
が
う
か
が
わ
れ
る
書
簡
の
一
例
。
堅
固
卒
業

の
前
年
の
も
の
（
文
学
館
で
展
示
し
た
書
簡
と
は
異
な
り
ま
す
。
ま

た
、
適
宜
、
濁
点
と
旬
読
点
を
補
っ
て
い
ま
す
）
。

拝
啓
仕
候
。
段
々
寒
気
に
相
成
申
候
処

ぃ
ょ
く
御
き
げ
ん
被
為
在
奉
恐
賀
候
。
二
に

私
事
相
か
わ
ら
ず
元
気
に
て
べ
ん
き
や
う
罷

在
候
間
、
乍
憚
御
安
心
被
下
度
候
。
御
送
の
金
員

十
三
円
、
外
、
徳
永
義
九
円
、
た
し
か
に
拝
受
仕
候
。

猶
、
て
る
様
御
し
ん
せ
つ
に
感
付
仕
候
。
御
教
指
之
通
、

さ
つ
そ
く
御
礼
申
上
べ
く
候
。
物
価
高
直
に

付
て
は
御
同
様
、
中
々
め
い
わ
く
の
次
第
に
御
座
候
。

そ
れ
に
つ
き
、
前
便
に
唯
今
考
さ
つ
中
の
旨
申
上
候

に
付
、
御
考
へ
も
御
申
越
被
下
候
処
通
、
来
年
の

卒
業
試
け
ん
は
中
々
大
事
に
御
座
候
間
、
出
来
る

だ
け
は
り
こ
む
積
に
御
座
候
。
唯
今
考
中
の
こ
と
は
、

母
上
様御

ひ
ざ
も
と

堅
固

お

L

へ

外
に
教
え
に
行
く
如
き
こ
と
に
は
之
な
く
、
す
き
メ
＼

に
気
ず
い
に
致
す
仕
事
に
て
、
来
年
卒
業
後
も

さ
つ
そ
く
く
ひ
ぶ
ち
に
こ
ま
ら
ぬ
や
う
の
仕
事
に
御
座
候

得
ど
も
、
唯
今
相
談
中
に
て
、
で
き
る
事
や
ら

分
り
申
さ
ず
候
。
嘉
納
先
生
も
す
ぐ
に
か
へ
ら
れ
候

ひ
し
も
、
い
ま
だ
御
話
し
不
仕
候
。
今
月
ま
で
は

世
話
に
な
ら
ず
し
て
取
っ
ゞ
き
申
候
。
先
日
は

ヵ

存
じ
懸
な
く
、
史
学
会
よ
り
金
二
円
も
ら
ひ
申
候
間

去
ル
十
六
日
十
七
日
両
日
、
文
科
大
学
筑
波
山
の
遠
足

会
に
ま
ゐ
り
申
候
。
生
徒
の
出
金
は
登
円
五
十
銭

に
て
、
外
に
、
先
生
方
よ
り
五
十
円
許
の
寄
ふ
有
之
候
。

祖
母
様
次
第
に
御
よ
は
り
に
て
さ
ぞ
／
＼
御
め
い
わ
く

の
御
事
と
察
し
上
申
候
。
お
清
様
つ
ゞ
き
て

か
せ
い
に
ま
ゐ
ら
れ
候
由
、
御
仕
合
に
御
座
候
。

先
は
こ
、
に
筆
を
と
ゞ
め
申
候
。
餘
は
猶
後
便
に
て

申
述
べ
く
候
。
謹
―
―
―
口

十
月
廿
二
日
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