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は
じ
め
に

　

石
川
淳
「
天
馬
賦
」
は
、
一
九
六
九
年
の
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
中

央
公
論
社
の
文
芸
総
合
誌
『
海
』
に
連
載
さ
れ
た
中
篇
作
品
で
あ
る
。

「
天
馬
賦
」
の
先
行
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
論
旨
に
、〈
青
春
〉
と

〈
老
い
〉を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
据
え
て
き
た
。塩
崎
文
雄
氏
は
、論
文「『
天

馬
賦
』（

1
（

」
で
、
イ
ヅ
ミ
ら
〈
青
春
〉
に
属
す
る
グ
ル
ー
プ
と
、〈
老
い
〉
を

象
徴
す
る
イ
ヅ
ミ
の
祖
父
・
大
岳
を
、「
階
下
の
迷
走
と
階
上
の
ア
ジ
テ
ー

シ
ョ
ン
と
の
奇
妙
な
併
行
関
係
」
と
い
う
形
で
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
い

る
。
さ
ら
に
、マ
ッ
ツ
・
カ
ー
ル
ソ
ン
氏
は
テ
ク
ス
ト
中
の
重
要
な
モ
チ
ー

フ
と
し
て
、「
学
生
た
ち
の
行
動
主
義
と
大
岳
の
観
念
主
義
の
対
立（

2
（

」
を

挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
い
て
は
、
イ
ヅ
ミ
ら
若
者
の
現
在
的

な
〈
青
春
〉
と
、
大
岳
の
〈
老
い
〉
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、大
岳
の
、ひ
い
て
は
作
者
石
川
淳
の
〈
青
春
〉
と
〈
老
い
〉

に
つ
い
て
論
じ
る
向
き
も
あ
る
。
先
の
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、「
天
馬
賦
」
に

つ
い
て
「
大
岳
の
過
去
の
政
治
的
活
動
主
義
の
物
語
上
で
の
再
確
認
の
類

似
の
な
か
で
石
川
淳
の
自
身
の
青
春
の
再
確
認
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
三
田
英
彬
氏
は
、
七
十
歳
と
い
う
〈
老
い
〉
た
身
が
振

り
返
る
未
消
化
の
夢
、
つ
ま
り
〈
青
春
〉
の
作
品
化
で
あ
る
と
述
べ
た（

3
（

。

一
方
、畦
地
芳
弘
氏
は
「
天
馬
賦
」
は
あ
く
ま
で
「
老
人
を
描
い
た
」、「
青

春
へ
の
別
れ
の
」
文
学
で
あ
る
と
指
摘
し
た（

4
（

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
の
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、「
天
馬
賦
」
は
大
岳
を

主
人
公
と
し
た
老
人
文
学
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
論
の

焦
点
は
、
大
岳
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
不
徹
底
、
イ
ヅ
ミ
へ
の
嫉
妬
、
そ

し
て
物
語
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
あ
る
両
眼
潰
し
へ
と
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
「
天
馬
賦
」
論
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
り
、
も
っ
と

石
川
淳
「
天
馬
賦
」
論

―
見
出
さ
れ
た
ア
ナ
キ
ズ
ム
―

吉
　
田
　
拓
　
也
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も
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

だ
が
、「
天
馬
賦
」は
全
共
闘
運
動
と
い
う
社
会
的
な
事
件
を
題
材
と
し
、

ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
の
よ
う
な
革
命
運
動
の
歴
史
も
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
本
論
で
は
、
先
行
論
で
用
い
ら
れ
た
よ
う

な
大
岳
と
い
う
人
物
の
内
面
を
掘
り
下
げ
る
方
法
で
は
な
く
、「
天
馬
賦
」

の
周
辺
の
言
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
革
命
の
歴
史
と
題
材
で
あ
る
全
共

闘
と
の
関
係
を
論
じ
た
い
。

一
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
か
ら
ア
ナ
キ
ズ
ム
へ

　

本
節
で
は
、「
天
馬
賦
」
と
同
じ
く
革
命
を
テ
ー
マ
の
一
つ
と
す
る

一
九
五
三
年
の
「
鷹（

5
（

」
前
後
か
ら
「
天
馬
賦
」
ま
で
の
石
川
の
言
説
と
社

会
状
況
と
を
取
り
上
げ
、
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
を
見
て
い
き
た
い
。

　
「
鷹
」
で
は
、
国
助
と
い
う
主
人
公
が
共
産
党
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
思
わ

れ
る
「
秘
密
た
ば
こ
工
場
」
に
雇
わ
れ
る
。
国
助
が
案
内
さ
れ
た
家
で
は
、

窓
を
ふ
さ
ぐ
新
聞
が
夜
の
う
ち
に
組
変
わ
り
、
刷
り
上
が
る
の
だ
っ
た
。

そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

国
助
は
目
を
あ
げ
て
、
ぼ
ん
や
り
紙
面
を
な
が
め
て
い
る
と
、［
…
］

活
字
が
う
ご
く
…
…
［
…
］
異
様
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ツ
ト
の
活
字
の
、

な
な
め
に
、
さ
か
し
ま
に
、
乱
雑
に
ち
ら
ば
つ
て
ゐ
た
や
つ
が
、
た

ち
ま
ち
一
斉
に
速
い
運
動
を
お
こ
し
て
、蟻
の
分
列
行
進
の
や
う
に
、

き
ち
ん
と
横
に
一
行
と
な
り
、
一
段
と
な
り
、
一
欄
と
な
つ
て
、
見

る
見
る
、
記
事
の
全
文
を
組
み
あ
げ
た
。

　

こ
の
新
聞
は
、「
今
日
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
ば
を
も
つ
て
書
か
れ

た
新
聞
」
で
あ
り
、「
明
日
の
新
聞
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
歴
史
観
と

い
う
点
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
、
共
産
主
義
的
な
革
命
史
観
、

唯
物
史
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
次
の
引
用
か
ら
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
も
へ
ば
、
こ
と
ば
は
思
想
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
を

も
つ
て
書
か
れ
た
昨
夜
の
記
事
は
あ
や
ま
た
ず
今
日
の
事
実
と
な
つ

て
現
前
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
歴
史
の
必
然
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う
。
す

な
は
ち
、
か
の
家
の
新
聞
は
明
日
の
歴
史
を
書
い
て
い
る
。（
傍
線

引
用
者
、
以
下
同
じ
）

　

こ
の
よ
う
な
「
歴
史
の
必
然
」（
＝
革
命
）
を
標
榜
す
る
共
産
主
義
的

な
歴
史
観
は
、
石
川
の
言
説
と
も
相
即
す
る
。
一
九
四
九
年
の
「
雑
談（

6
（

」

で
石
川
は
、「
天
皇
制
の
廃
止
」
を
訴
え
、「
そ
の
力
の
あ
る
も
の
は
共
産

党
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
杉
浦
晋
氏
の
研
究
で
は
、「
鷹
」
に
先
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立
つ
一
九
五
二
年
の
『
夷
斎
俚
言
』
の
一
連
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
日

本
共
産
党
の
「
五
一
年
綱
領
」
と
の
照
応
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（

7
（

。
石
川
は
、「
鷹
」
執
筆
時
点
で
は
、共
産
主
義
的
な
革
命
を
望
み
、

そ
れ
に
即
し
た
歴
史
に
対
す
る
見
方
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。

だ
が
、
石
川
は
、
次
第
に
共
産
主
義
、
共
産
党
に
対
し
て
批
判
的

に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
共
産
主
義
は
、
一
九
五
六
年
の
ス
タ
ー
リ

ン
批
判
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
に
よ
っ
て
揺
る
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
五
七
年
に
発
表
さ
れ
た
小
説
「
白
頭
吟
」
で
は
、
平
板
と
い
う
登
場

人
物
が
「
共
産
党
は
お
こ
る
見
込
の
な
い
革
命
を
あ
て
こ
ん
で
、
希
望
の

ク
ー
ポ
ン
を
押
売
り
し
て
ゐ
る
や
う
だ（

8
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
日
本
共
産
党
に
よ
る
革
命
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
取

れ
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
後
、
石
川
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
観
や
政
治

観
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
石
川
は
、
一
九
七
二
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（

9
（

で
一
九
二
四
年
ご
ろ

の
こ
と
を
回
想
し
、「
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
も
か
じ
つ
て
そ
れ
に
関
係
す
る
も

の
も
読
む
し
、
バ
ク
ー
ニ
ン
も
読
む
と
い
つ
た
や
う
な
。
共
産
主
義
、
無

政
府
主
義
と
い
う
ふ
う
に
ど
ち
ら
か
一
本
の
本
だ
け
を
専
門
研
究
し
た
こ

と
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
共
産
主
義
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
両
方
に
興
味

を
抱
い
て
い
た
石
川
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
を
へ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
方
に
再
び
関
心
を
寄
せ
て
い
っ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
共
産
主
義
か
ら
ア
ナ
キ
ズ
ム
へ
の
興
味
の
推
移
は
、

一
九
六
五
年
の
「
至
福
千
年（

11
（

」
に
お
い
て
も
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
先

行
研
究
に
お
い
て
「
至
福
千
年
」
の
評
価
は
、
主
と
し
て
日
本
の
革
命
運

動
の
挫
折
を
見
る
立
場（

11
（

と
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
萌
芽
を
読
み
取
る
立
場（

11
（

に
分

か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
二
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
産
主
義

的
な
革
命
運
動
か
ら
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
革
命
運
動
へ
の
移
行
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
が
、
日
本
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
は
、
石
川
が
参
照
で
き
る
よ
う
な
伝
統

や
歴
史
が
な
か
っ
た
。
一
九
七
三
年
の
『
間
間
録
』
に
収
録
さ
れ
た
萩
原

延
壽
と
の
対
談
で
、石
川
は
大
杉
栄
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
杉
栄
も
研
究
と
し
て
は
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
じ
ゃ
な
い
よ
う
に
思
い

ま
す
ね
。
あ
の
人
も
。
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
歴
史
に—

ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス

ト
（
再
洗
礼
派
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
、
あ
あ
い
う
伝
統
が
日

本
に
な
い
か
ら
。
バ
ク
ー
ニ
ン
に
し
ろ
、だ
れ
し
ろ
、ア
ナ
バ
プ
テ
ィ

ス
ト
の
伝
統
が
あ
っ
て
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
か
ら
。
大
杉
さ
ん
は

そ
れ
は
な
い
ん
だ（

11
（

。
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こ
の
よ
う
に
石
川
は
、
日
本
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
研
究
の
積
み
重
ね
や
、

伝
統
や
歴
史
の
な
さ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
革
命
の

伝
統
の
不
在
に
つ
い
て
は
、「
至
福
千
年
」
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
い
う
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
と
は
、
革
命
運
動
の
萌
芽
と

さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
あ
り
、
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
の
『
千
年
王

国
の
追
求
』
と
い
う
本
に
お
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
先
の
対
談

に
よ
れ
ば
、
一
九
六
三
年
に
は
石
川
は
そ
の
原
著
を
読
ん
で
い
た
。
そ

の
一
年
後
に
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ョ
ル
の
『
ア
ナ
キ
ス
ト
』
と
い
う
ア
ナ

キ
ス
ト
の
歴
史
を
研
究
し
た
本
の
原
著
が
出
版
さ
れ
、
こ
れ
ら
二
冊
は
、

一
九
六
七
年
の
「
革
命
家
の
夢
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、「
英
文
と
し
て

は
や
さ
し
く
て
だ
れ
に
で
も
読
め
る
だ
ら
う（

11
（

」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
石

川
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
思
想
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ
で
も
『
千
年
王
国
の
追
求
』
や
『
ア
ナ
キ
ス
ト
』
に
お
い
て
紹
介
さ

れ
る
人
々
は
み
な
西
欧
の
人
々
で
あ
り
、
西
欧
の
伝
統
で
あ
っ
た
。

石
川
の
思
想
は
、
共
産
主
義
か
ら
ア
ナ
キ
ズ
ム
へ
と
変
化
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
日
本
で
革
命
を
起
こ
す

に
は
、
西
欧
に
お
け
る
よ
う
な
伝
統
が
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
全
共
闘
運
動
は
起
こ
っ
た
。
石
川
は
、
先
の

萩
原
延
壽
と
の
対
談
で
当
時
の
学
生
運
動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

お
り
、
学
生
運
動
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
運
動
を
見
て
い
た
と
い
え
る
。

革
命
思
想
な
ん
て
い
う
の
は
、
今
ま
で
日
本
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が

い
ち
お
う
栄
え
て
い
ま
す
ね
。
学
者
も
そ
れ
が
主
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て

ア
ナ
キ
ズ
ム
を
見
落
と
す
。［
…
］あ
ん
ま
り
や
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、

学
生
諸
君
の
ほ
う
が
性
急
に
め
ざ
め
ち
ゃ
っ
た（

11
（

。

　

こ
こ
で
は
、
全
共
闘
運
動
に
お
け
る
学
生
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
運
動
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
天
馬
賦
」
に
お
い
て
、
大
岳
の
「
今
は
学
問
の
筋
を
つ
た

へ
る
や
う
な
公
卿
も
坊
主
も
ゐ
な
い
。
そ
こ
が
応
仁
と
ち
が
ふ
と
こ
ろ
だ

ら
う
な
。
今
後
も
し
学
問
を
や
ら
う
と
い
ふ
と
ぼ
け
た
や
つ
が
出
て
来
る

と
し
た
ら
、そ
れ
は
か
な
ら
ず
今
あ
ば
れ
て
ゐ
る
ガ
キ
ど
も
の
中
か
ら
だ
」

と
い
う
言
葉
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
い
う
「
学
問
」
と
は
、

お
そ
ら
く
ア
ナ
キ
ズ
ム
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ズ

ム
の
う
ち
に
伝
統
や
歴
史
が
見
出
さ
れ
な
い
な
か
で
、
全
共
闘
と
い
う
伝

統
や
歴
史
に
連
な
り
う
る
運
動
が
起
こ
っ
た
時
期
に
「
天
馬
賦
」
は
執
筆

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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二
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
と
全
共
闘

　

本
節
で
は
、
大
岳
の
言
述
を
中
心
に
分
析
す
る
が
、
そ
の
前
に
彼
の
設

定
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
大
岳
は
、
か
つ
て
政
治
や
社
会
思

想
を
研
究
し
て
い
た
老
人
で
あ
る
。
作
中
時
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
数
え
て
十
年
前
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
と
称
す
る

議
会
制
度
そ
の
も
の
の
否
定
」
を
説
い
た
講
演
の
帰
り
に
脚
を
ナ
イ
フ
で

刺
さ
れ
、
以
来
車
椅
子
と
義
足
で
生
活
し
て
い
る
。
息
子
夫
婦
は
早
死
に

し
、
運
動
に
参
加
し
て
い
る
孫
の
イ
ヅ
ミ
を
育
て
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
大
岳
の
言
述
と
石
川
の
言
説
と
を
比
較
し
つ
つ
、

革
命
の
歴
史
に
対
す
る
見
方
を
確
認
す
る
。「
天
馬
賦
」
の
前
後
に
は

一
九
六
七
年
に
「
革
命
家
の
夢
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
り
、
一
九
七
五

年
に「
文
学
と
生
活
」と
い
う
講
演
の
記
録
が
あ
る
。
そ
こ
に
は「
天
馬
賦
」

の
テ
ク
ス
ト
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
内
容
も
あ
れ
ば
、
差
異
も
あ
る
。
こ
れ

ら
の
言
説
を
確
認
し
つ
つ
、
分
析
し
て
い
き
た
い
。

二
章
で
は
、
大
岳
が
講
演
で
何
を
語
っ
た
の
か
が
地
の
文
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
大
岳
は
「
支
配
力
を
核
と
し
て
も
つ
や
う
な
す
べ
て
の

組
織
」
を
否
定
す
る
「
絶
対
自
由
」
に
つ
い
て
説
い
た
。
こ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
思
想
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
大
岳
は
「
歴
史
か
ら

説
き
お
こ
し
て
」
そ
の
由
来
を
語
っ
た
。
そ
の
例
と
し
て
十
六
世
紀
の
宗

教
思
想
で
あ
る
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
二
度
目
の
洗
礼
」
と
い
ふ
。［
…
］
た
だ
こ
の
「
二
度
目
の
洗
礼
」

の
教
理
は
あ
き
ら
か
に
ロ
ー
マ
教
会
の
仕
掛
に
反
対
す
る
も
の
で
あ

つ
た
。
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
そ
の
協
会
を
支
へ
る
世
の
中
の
仕
掛
一

般
に
叛
逆
す
る
羽
目
に
ま
で
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
の
運
動
は
必
然

に
ぶ
つ
か
つ
て
行
つ
た
。
そ
れ
は
小
さ
い
な
が
ら
に
後
世
に
い
ふ
革

命
運
動
に
似
た
。す
で
に
し
て
事
は
社
会
に
ま
た
政
治
に
か
か
は
る
。

ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
生
活
は
し
た
が
つ
て
俗
に
入
ら
ざ
る
こ
と
を

え
な
い
。

　

大
岳
は
、「
世
の
中
の
仕
掛
一
般
に
叛
逆
す
る
」
と
い
う
箇
所
か
ら
ア

ナ
キ
ズ
ム
的
な
革
命
思
想
の
萌
芽
を
読
み
取
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
大

岳
の
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
す
る
言
述
は
、
前
節
で
述
べ
た
、
ノ
ー
マ

ン
・
コ
ー
ン
の
『
千
年
王
国
の
追
求
』
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
ル
の
『
ア

ナ
キ
ス
ト
』
に
拠
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
革
命
家
の
夢
」
で
は
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
の
思
想
に
関
連
す
る
導

入
と
し
て
、
大
塩
平
八
郎
の
落
し
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
落
し
文
の
内
容
も
大
岳
の
思
想
に
関
連
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、「
堯

舜
天
照
皇
大
神
ノ
時
代
ニ
復
シ
ガ
タ
ク
ト
モ
中
興
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
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石
川
は
こ
れ
を
「
堯
舜
の
世
と
ま
で
は
ゆ
か
な
く
て
も
、
日
本
は
神
武
か

ら
出
直
そ
う
。
神
武
以
来
の
国
史
を
書
き
あ
ら
た
め
て
、
で
き
る
こ
と
な

ら
ば
聖
人
の
治
に
ま
で
も
つ
て
ゆ
か
う
。
す
な
は
ち
、
理
想
は
堯
舜
。
実

践
は
足
も
と
の
神
武
縁
故
の
地
か
ら
」、
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
解
釈
す

る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
未
来
に
む
か
つ
て
実
現
す
べ
き
世
界
の
模
型
を

過
去
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
求
め
」て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。た
だ
し
、「
東

方
の
儒
家
」
が
堯
舜
の
世
と
い
う
理
想
の
世
界
が
本
当
に
来
る
と
信
じ
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
宗
教
上
の
信
仰
に
ま
で
は
か
た
ま

ら
な
か
つ
た
模
様
だ
か
ら
」
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。

大
岳
は
、
か
ね
て
か
ら
「
儒
の
は
う
で
は
ど
う
し
て
堯
舜
を
人
間
の

歴
史
の
は
じ
め
に
加
上
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
の
か
」
と
い
う
問
い

を
持
っ
て
い
た
。
後
年
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
大
岳

は
次
の
よ
う
な
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
る
。

儒
が
堯
舜
を
立
て
た
の
は
昔
ゐ
た
主
の
ご
と
く
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
が
い
つ
の
世
の
今
に
も
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

［
…
］
儒
は
堯
舜
の
後
に
来
る
べ
き
こ
と
を
信
じ
た
の
で
は
な
く
て
、

来
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
む
な
し
く
願
つ
た
の
だ
ら
う
。
む
な
し
い

夢
は
任
意
の
世
に
掛
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
歴
史
に
は
任
意
の

世
と
い
ふ
も
の
が
な
い
。も
し
歴
史
の
中
に
夢
を
入
れ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
を
は
じ
め
に
置
く
ほ
か
に
置
き
ど
こ
ろ
な
く
、
そ
こ
に
置
き
つ

ぱ
な
し
に
す
る
ほ
か
な
い
と
い
ふ
必
然
が
あ
つ
た
。

　

こ
れ
は
、「
革
命
家
の
夢
」
で
述
べ
ら
れ
た
「
未
来
に
む
か
つ
て
実
現

す
べ
き
世
界
の
模
型
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
求
め
る
」
こ
と
と
同
様
の

内
容
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
儒
に
お
い
て
は
理
想
の
世
界
を
〝
こ

れ
か
ら
来
る
〟
も
の
だ
と
信
じ
た
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
は
じ
め
に
置
く

こ
と
で
振
り
仰
ぐ
た
め
の
〝
か
つ
て
あ
っ
た
〟
も
の
に
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

そ
れ
は
西
洋
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
西
洋
で
も
古
く
は
革
命

家
の
夢
は
過
去
に
係
る
傾
向
が
あ
つ
た
」
と
石
川
は
述
べ
る
。
そ
の
例
証

と
し
て
ジ
ョ
ル
の
『
ア
ナ
キ
ス
ト
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
た
ぐ
ひ
の
運
動
は
そ
の
社
会
変
革
へ
の
要
望
の
根
拠
を
ど
こ

に
置
い
た
か
と
い
へ
ば
、
ミ
レ
ニ
ヤ
ム
は
た
だ
ち
に
可
能
だ
と
い
ふ

信
仰
か
ら
こ
れ
を
発
し
た
。
つ
ぎ
に
来
る
も
の
と
、
堕
落
以
前
の
エ

デ
ン
の
園
の
黄
金
時
代
へ
の
復
帰
と
の
結
合
。」［
…
］

西
洋
で
は
そ
の
後
近
代
に
お
よ
ん
で
も
、
革
命
家
は
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ト

ピ
ヤ
を
も
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
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こ
こ
で
は
、
エ
デ
ン
の
園
へ
の
復
帰
と
い
う
千
年
王
国
的
な
信
仰
が
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
近
代
に
ま
で
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、東
方
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
「
武
陵
桃
源
」
を
挙
げ
、

そ
れ
が
陶
淵
明
よ
り
も
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
こ
と
に
触
れ
て
、「
明
日
あ
る

ひ
は
お
こ
る
か
も
知
れ
な
い
革
命
が
い
づ
れ
ど
こ
か
の
ユ
ト
ピ
ヤ
に
落
ち

つ
く
も
の
と
恣
意
に
楽
観
す
れ
ば
」、「
ま
あ
陶
淵
明
あ
た
り
で
手
を
打
つ

て
も
よ
い
と
お
も
ふ
」
と
し
て
い
る
。

　

だ
が
、「
天
馬
賦
」
に
お
い
て
は
、
千
年
王
国
的
な
信
仰
は
ま
だ
し
も
、

近
代
ア
ナ
キ
ス
ト
や
老
荘
思
想
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
観
念
は
姿
を
消

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
の
運
動
が
、「
ユ
ト
ピ
ヤ
と

か
い
ふ
や
う
な
の
ん
び
り
し
た
未
来
の
青
写
真
で
は
な
か
つ
た
」
と
い
う

大
岳
の
言
述
か
ら
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
近
代
ア
ナ
キ
ズ
ム
の「
ユ
ト
ピ
ヤ
」

は
「
未
来
の
青
写
真
」
で
し
か
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
し
て
、「
武

陵
桃
源
」
は
「
直
接
に
政
治
と
の
た
た
か
ひ
の
場
に
お
り
立
つ
て
来
な
い
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
「
革
命
家
の
夢
」
と
の
差
異
が
見
ら
れ

る
。「
天
馬
賦
」
で
は
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
だ
け
が
肯
定
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
「
天
馬
賦
」
で
は
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
が
重
要
視
さ
れ
た
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
の
現
在
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。

大
岳
は
次
の
よ
う
な
思
考
を
地
の
文
で
語
っ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が

引
用
し
た
い
。

ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
の
運
動
に
は
、
こ
の
地
上
に
か
な
ら
ず
実
現

す
べ
き
世
界
が
待
つ
て
ゐ
た
。［
…
］
こ
の
使
徒
に
と
つ
て
、
エ
デ

ン
の
園
は
過
ぎ
去
つ
た
昨
日
の
夢
で
は
な
く
て
、
明
日
に
招
く
園

で
あ
つ
た
。
こ
の
昨
日
と
明
日
と
の
へ
だ
た
り
は
か
な
ら
ず
し
も

遠
す
ぎ
な
い
。
今
日
た
だ
ち
に
、一
気
に
そ
こ
に
突
入
す
る
。［
…
］

か
く
あ
る
べ
き
世
界
を
今
か
ら
す
ぐ
に
手
で
つ
か
ま
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
信
仰
は
い
き
ほ
ひ
急
で
あ
る
。
こ
こ
に
千
年
王
国
と
い

ふ
啓
示
は
こ
れ
を
今
日
に
生
き
な
く
て
は
な
ら
ぬ
約
束
と
な
つ
た
。

「
今
い
ま
し
昔
い
ま
し
後
き
た
り
給
ふ
主
」
と
い
ふ
。
昔
あ
つ
た
も

の
は
後
に
来
る
。
そ
れ
が
来
る
後
と
い
ふ
の
は
今
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
今
が
す
な
は
ち
そ
の
場
で
あ
る
。
今
は
す
で
に
黙
示
録
の
世

界
に
入
つ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
後
の
石
川
の
講
演
録
で
あ
る
「
文
学
と
生
活
」
に
は
、
ア
ナ
バ

プ
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

西
洋
で
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
い
う
観
念
が
あ
っ
て
、
そ
の
実
現
が
先
の

ほ
う
で
待
っ
て
い
て
く
れ
る
。
い
や
、
待
た
せ
た
ま
ま
に
は
し
て
お
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け
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
現
に
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
パ
ラ
ダ
イ
ス
に
い
く
ま
で
に
何
が
起
こ

る
か
と
い
う
と
、
聖
書
で
い
え
ば
「
黙
示
録
」
の
世
界
で
す（

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
叙
述
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
天
馬
賦
」
に
お
け
る
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ

ズ
ム
は
、「
今
」と
い
う
現
在
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
明

日
」
は
遠
い
未
来
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
て
、「
今
日
た
だ
ち
に
」「
突

入
」
で
き
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
未
来
の
青
写
真
」
や
「
武
陵
桃
源
」

と
は
異
な
っ
た
見
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
鷹
」に
お
け
る「
明
日
」、

す
な
わ
ち
執
筆
時
に
は
す
で
に
決
定
的
に
揺
る
が
さ
れ
て
い
た
「
歴
史
の

必
然
」
と
も
一
線
を
画
す
見
方
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
の
現
在
性
の
強
調
は
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
そ
の
も
の
の

特
徴
と
い
う
よ
り
は
、
石
川
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
先
の
「
革
命
家
の
夢
」
で
引
用
さ
れ
た
ジ
ョ
ル
の
『
ア
ナ
キ
ス
ト
』

に
お
い
て
、「
ミ
レ
ニ
ヤ
ム
は
た
だ
ち
に
可
能
だ
と
い
ふ
信
仰
」
と
い
う

訳
は
、
萩
原
延
壽
・
野
水
瑞
穂
の
訳
に
よ
れ
ば
、「
千
年
王
国
の
到
来
が

間
近
い
と
い
う
信
仰（

11
（

」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
間
近
い
」
と
「
た
だ
ち

に
」
は
、ジ
ョ
ル
の
原
著
で
は
「i

（
11
（

m
m

ediate

」
と
い
う
語
に
な
っ
て
お
り
、

ど
ち
ら
も
あ
り
う
る
訳
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、「
天
馬
賦
」
や
「
文
学

と
生
活
」に
お
け
る
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
の
現
在
性
の
強
調
を
鑑
み
れ
ば
、

こ
の
「
た
だ
ち
に
」
と
「
間
近
い
」
の
時
間
的
距
離
の
差
異
に
は
、
石
川

の
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
理
解
の
萌
芽
が
す
で
に
表
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

こ
の
、
革
命
は
「
た
だ
ち
に
」
起
き
る
も
の
、
起
こ
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
が
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
理
由
な

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
同
時
代
に
お
け
る
全
共
闘
運
動
と
も

関
係
す
る
と
い
え
る
。
全
共
闘
の
「
た
だ
ち
に
」
行
わ
れ
る
直
接
的
な
行

動
は
、「
明
日
あ
る
ひ
は
お
こ
る
か
も
知
れ
な
い
革
命
」
と
い
う
「
革
命

家
の
夢
」
に
お
け
る
認
識
よ
り
も
は
る
か
に
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
に
近
い

も
の
で
あ
る
。

「
天
馬
賦
」
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
と
全
共
闘

運
動
と
の
間
に
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
類
似
点
を
指
摘
で
き
る
。
そ
の

一
つ
に
は
、
そ
れ
ら
が
統
治
の
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
運
動
で
あ
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
「
再
洗
礼
」
は
、
大
岳
に
よ

れ
ば「
あ
き
ら
か
に
ロ
ー
マ
教
会
の
仕
掛
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
り
」、「
そ

の
教
会
を
支
へ
る
世
の
中
の
仕
掛
一
般
に
叛
逆
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
全
共
闘
運
動
が
戦
後
民
主
主
義
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
っ
た
こ

と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
天
馬
賦
」
の
登
場
人
物
で

あ
り
、運
動
に
参
加
す
る
学
生
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
見
ら
れ
る
ム
ラ
キ
も
、

「
制
度
が
わ
る
い
か
ら
あ
ら
た
め
ろ
」
と
い
う
た
だ
一
つ
の
主
張
を
持
っ
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て
い
る
。

ま
た
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
と
全
共
闘
が
ど
ち
ら
も
「
黙
示
録
」
的
性

格
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
天
馬
賦
」
で
は
、

ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
「
み
な
福
音
書
の
世
界
を
去
つ
て
黙
示
録

の
世
界
に
移
つ
た
や
う
で
あ
つ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
、

『
千
年
王
国
の
追
求
』
で
は
「
自
分
た
ち
の
苦
難
を
、［
…
］
千
年
王
国
の

到
来
を
告
げ
る
あ
の
〈
メ
シ
ア
の
苦
悩
〉
と
し
て
、
黙
示
録
的
に
解
釈
し

た（
11
（

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
学
生
運
動
に
つ
い
て
は
、「
文
学
と

生
活
」
で
、「
今
日
で
も
や
は
り
そ
う
い
う
た
ぐ
い
の
運
動
の
「
黙
示
録
」

的
性
格
と
い
う
こ
と
は
実
例
と
し
て
あ
る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
「
黙
示
録
」
的
性
格
は
、「
文
学
と
生
活
」
に
「
先
の
ほ
う
に

あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ス
を
実
現
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
「
黙
示
録
」
の
世

界
を
通
過
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
く
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
革
命
が
起
き
る
た
め
に
は
、
必

ず
あ
る
種
暴
力
的
な
渾
沌
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
が
絶
対
条
件
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
と

全
共
闘
に
は
類
似
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、こ
う
し
た
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
と
全
共
闘
と
は
、な
ぜ「
天
馬
賦
」

の
テ
ク
ス
ト
に
並
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
第
一
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、
日
本
に
は
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
伝
統
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の

伝
統
・
歴
史
の
一
部
に
全
共
闘
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
推
測

で
き
る
。
そ
れ
が
果
た
し
て
成
功
し
た
の
か
ど
う
か
、
次
節
で
分
析
し
て

い
き
た
い
。

三
、
全
共
闘
の
革
命
史
へ
の
位
置
づ
け

前
節
で
は
、「
天
馬
賦
」
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
歴
史
に
全
共
闘
を
位
置
づ

け
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
発

し
た
。
そ
れ
に
関
連
す
る
言
説
と
し
て
、
三
島
由
紀
夫
と
の
対
談
を
見
て

い
き
た
い
。
一
九
六
九
年
の
「
肉
体
の
運
動　

精
神
の
運
動
」
で
は
、
石

川
は
暗
殺
に
つ
い
て
、「
暗
殺
者
は
、
自
分
が
死
な
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
、
ま
ず
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

」
と
し
、「
暗
殺
者

は
そ
の
場
で
死
ぬ
べ
き
も
の
で
す
よ
」
と
い
う
論
を
述
べ
、
続
け
て
次
の

よ
う
に
い
う
。

石
川　
［
…
］
昔
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
テ
ロ
リ
ス
ト
が
あ
っ
た
、
あ

れ
も
刺
客
で
す
ね
。
自
分
が
生
き
る
こ
と
考
え
て
な
い
も
の
。
あ
あ

い
う
こ
と
が
、
歴
史
の
上
で
、
何
イ
ズ
ム
で
も
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
で

も
何
で
も
い
い
で
す
が
、
経
験
に
な
っ
て
い
く
。
経
験
と
い
う
こ
と

ば
、
お
も
し
ろ
い
意
味
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
ア
ナ
ー
キ
ズ
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ム
な
ら
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
テ
ロ
リ
ス
ト
も
、
そ
う
い
う
経
験
を
積
ん

で
い
く
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
、
歴
史
上

の
経
験
だ
と
。［
…
］
た
だ
経
験
と
し
て
残
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
ね
。そ
れ
が
テ
ロ
リ
ス
ト
と
し
て
は
生
き
る
意
味
じ
ゃ
な
い
か
な
。

刺
客
の
心
境
で
す
ね
。

　
「
経
験
に
な
っ
て
い
く
」
と
は
、こ
こ
で
い
う
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
＝
「
刺

客
」
が
暗
殺
を
仕
掛
け
、
そ
の
成
否
に
関
わ
ら
ず
死
ぬ
こ
と
で
、
ア
ナ
キ

ズ
ム
の
「
歴
史
」
に
連
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
推
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
反

体
制
・
反
権
力
の
表
わ
れ
と
な
る
運
動
の
「
経
験
」、
つ
ま
り
歴
史
上
に

お
け
る
蓄
積
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

石
川　
［
…
］
い
ま
こ
れ
を
や
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
経
験
と
し
て
、
少

な
く
と
も
自
分
に
は
あ
る
。
も
し
、
何
イ
ズ
ム
と
い
う
共
通
の
思
想

を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
イ
ズ
ム
の
歴
史
の
何
も
の
か
で
あ

る
だ
ろ
う
と
。
こ
れ
は
、
一
片
の
錯
覚
で
も
い
い
し
、
一
片
の
う
ぬ

ぼ
れ
で
も
い
い
が
、
そ
う
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
ら
、
し
よ
う
が

な
い
。
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
ら
何
イ
ズ
ム
は
歴
史
的
に
成
立
し
な
い
。

　

ア
ナ
キ
ズ
ム
で
あ
る
な
ら
ば
、「
暗
殺
」
を
仕
掛
け
る
と
い
う
こ
と
が
そ

の
「
歴
史
の
何
も
の
か
」
＝
「
経
験
」
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
経
験
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
ア
ナ

キ
ズ
ム
と
し
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、

次
の
大
岳
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
地
の
文
と
関
連
し
て
い
る
と
い
え
る
。

げ
ん
に
棒
の
下
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
青
年
の
む
れ
と
、
遠
く
た
た
か

ひ
の
季
節
を
切
り
抜
け
て
来
た
お
の
れ
の
青
春
の
す
が
た
と
、
今
は

一
つ
に
か
さ
な
つ
て
目
の
ま
へ
の
現
実
と
な
つ
た
。
流
血
の
中
の
歴

史
。
広
く
人
間
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
似
た
や
う
な
こ
と
の
く
り
か

へ
し
も
あ
る
だ
ら
う
。［
…
］た
だ
こ
の
く
り
か
へ
し
に
於
て
人
間
の
、

す
く
な
く
と
も
個
人
の
経
験
の
意
味
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。

先
ほ
ど
の
対
談
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
個
人
の
「
経
験
」
が
、「
天
馬
賦
」

に
お
い
て
は
、「
流
血
の
中
の
歴
史
」
あ
る
い
は
「
人
間
の
歴
史
」
の
な

か
の
「
く
り
か
へ
し
」
の
う
ち
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
く
り
か
へ
し
に
お
い
て
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
と
全
共
闘
の
間
に
存

在
す
る
の
が
大
岳
で
あ
る
。
彼
は
二
章
に
お
い
て
、「
今
日
ま
で
の
当
人

の
生
活
、
い
は
ば
自
伝
」
を
書
き
進
め
て
い
る
。
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思
想
上
の
行
路
と
運
動
上
の
経
験
と
に
つ
き
、
実
際
に
お
こ
つ
た
さ

ま
ざ
ま
の
事
件
に
証
を
も
と
め
て
、
ど
こ
に
衝
突
が
あ
り
矛
盾
が
あ

り
破
綻
が
あ
り
混
乱
が
あ
つ
た
か
、
み
づ
か
ら
た
し
か
め
直
し
な
が

ら
、
と
も
か
く
か
う
し
て
生
き
て
来
た
と
い
ふ
記
録
を
、
他
の
た
れ

に
見
せ
る
よ
り
も
、
ま
づ
現
在
の
自
己
に
突
き
つ
け
よ
う
と
い
ふ
意

図
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

四
章
で
は
大
岳
が
、
イ
ヅ
ミ
と
ム
ラ
キ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「［

…
］
わ
し
の
さ
さ
や
か
な
経
験
の
量
を
生
活
上
の
価
値
に
換
算
し

て
、
ま
た
今
後
に
お
こ
り
う
べ
き
世
界
観
の
変
化
を
今
日
に
前
借
し

て
、
き
み
た
ち
の
ご
た
ご
た
な
運
動
を
観
測
し
な
が
ら
、
わ
し
は
生

き
る
こ
と
を
し
て
を
る
。
生
き
る
こ
と
が
つ
づ
く
か
ぎ
り
、
こ
の
操

作
も
ま
た
労
働
と
い
え
る
だ
ら
う
。
こ
の
車
椅
子
の
上
で
も
な
。
わ

し
に
も
き
み
た
ち
に
遺
す
や
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
生

活
報
告
の
ほ
か
に
、
ひ
き
だ
し
の
底
を
は
た
い
て
も
、
さ
あ
な
に
が

出
る
か
。」

　

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
は
、大
岳
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
運
動
の「
経

験
」
を
「
自
伝
」
と
し
て
書
こ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
「
生
活
報
告
」
を

遺
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
そ
れ
は
、ア
ナ
キ
ズ
ム
の「
歴

史
上
の
経
験
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
に
引
用
し
た
通
り
、
石
川
が
対
談
で
述
べ
て
い
る
の
は
「
暗
殺
」
を

試
み
て
自
ら
は
死
ぬ
、と
い
う
「
経
験
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、

大
岳
の
自
ら
を
「
く
た
ば
り
ぞ
こ
な
ひ
」
と
す
る
言
動
か
ら
は
死
ぬ
べ
き

時
に
死
ね
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
、「
無
理
に
も
立
た
う
と
し
て
は
、
し
か
し
が
く
ん
と
腰
を

お
と
す
ほ
か
な
か
つ
た
」
と
い
う
、
運
動
に
参
加
し
た
く
と
も
で
き
な
い

状
態
を
鑑
み
れ
ば
、「
暗
殺
」
を
試
み
て
死
ぬ
と
い
う
、ア
ナ
キ
ズ
ム
の
「
歴

史
上
の
経
験
」に
連
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。

先
の
四
章
の
引
用
の
後
に
、大
岳
は
次
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。

お
の
れ
の
過
去
を
書
く
と
い
ふ
の
は
、
な
に
を
書
く
こ
と
に
於
て
意

味
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
を
書
き
つ
ぐ
べ
き
も
の
は
当
人
の
ペ
ン
で
は

な
く
て
、
か
へ
つ
て
現
在
の
「
ガ
キ
ど
も
」
の
行
動
で
は
な
い
か
。

た
か
が
個
人
の
生
涯
に
か
か
は
る
も
の
に
し
て
も
、
歴
史
は
こ
れ
を

否
定
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
ひ
は
生
き
は
じ
め
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
お
の
れ
の
過
去
」
が
、
書
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
革
命
運
動
の
経
験
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の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、そ
れ
を
表
象
す
る
の
は
ペ
ン
に
よ
る「
自

伝
」
で
は
な
く
、「
現
在
の
「
ガ
キ
ど
も
」
の
行
動
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
革
命
運
動
の
歴
史
上
の
経
験
に
加
わ
れ
る

の
は
「
現
在
」
に
お
け
る
「
行
動
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
岳
の
「
経

験
」
と
い
う
「
個
人
の
生
涯
に
か
か
は
る
も
の
」
＝
「
自
伝
」
を
「
否
定
」

し
た
と
こ
ろ
に
、「
歴
史
」
は
「
生
き
は
じ
め
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と

い
う
言
葉
は
、
も
は
や
革
命
運
動
の
「
歴
史
」
が
、
過
去
を
振
り
返
る
こ

と
で
は
な
く
、
現
在
に
お
け
る
行
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
認
識
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、「
現
在
に
お
け
る
行
動
」
で
あ
る
全
共
闘
は
、「
暗
殺
」
を
試
み

て
死
ぬ
と
い
う
「
経
験
」
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

全
共
闘
運
動
に
参
加
す
る
オ
ギ
と
い
う
人
物
は
、形
だ
け
で
は
あ
る
が「
暗

殺
」
を
試
み
、
死
ん
で
い
る
。
オ
ギ
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
確
認
し
て
お

き
た
い
の
が
、
全
共
闘
が
シ
ス
テ
ム
や
制
度
へ
の
革
命
運
動
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ロ
シ
ア
革
命
と
い
っ
た

も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
の
三
島
と
の
対
談
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

石
川　

フ
ラ
ン
ス
に
ル
イ
王
が
い
て
、
ロ
シ
ア
に
ツ
ァ
ー
が
い
た
と

き
に
革
命
は
成
り
立
っ
て
い
る
。冠
か
ぶ
っ
た
や
つ
の
首
を
斬
る
と
、

い
ち
お
う
革
命
は
で
き
ま
す
よ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
あ
と
は
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
に
な
っ
た
。［
…
］
こ
い
つ
の
革
命
は
ど
う
す
れ
ば
成
り
立

つ
か
。［
…
］
だ
れ
の
首
を
斬
る
ん
だ
。
冠
か
ぶ
っ
た
形
の
や
つ
の

首
を
斬
っ
た
と
し
て
も
、
あ
と
ま
た
首
は
ニ
ョ
キ
ニ
ョ
キ
と
、
孫
悟

空
み
た
い
に
出
て
く
る
。
だ
か
ら
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
も
の
は

化
け
も
の
で
す
よ
。［
…
］だ
か
ら
、昔
は
冠
か
ぶ
っ
た
首
を
斬
る
と
、

こ
れ
が
覿
面
に
効
果
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
は
そ
の
暴
力
を
ど
こ

に
使
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
よ（

11
（

　

こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
で
は
、
王
を
殺
害
し
て
し
ま
え
ば
そ

れ
で
革
命
が
起
き
た
こ
と
に
な
る
が
、
民
主
主
義
に
お
い
て
、
つ
ま
り
全

共
闘
の
闘
争
相
手
に
お
い
て
は
、
ど
う
す
れ
ば
革
命
が
起
き
た
こ
と
に
な

る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て
は
「
首
を
斬

る
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
使
わ
れ
た
「
暴
力
」
を
、
ど
こ
に
使
う
か
と

い
う
こ
と
も
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
の
「
暴
力
を
ど
こ
に
使
う
か
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
オ

ギ
は
、
自
ら
に
そ
れ
を
行
使
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
オ
ギ
は
イ
ヅ
ミ
ら

に
、「
少
数
精
鋭
の
暴
力
の
」「
強
烈
な
か
た
ま
り
を
作
」
り
、「
こ
の
か

た
ま
り
の
中
か
ら
何
箇
か
の
人
間
が
短
剣
の
よ
う
に
飛
び
出
し
て
敵
を

刺
」
す
、
と
い
う
案
を
出
す
。
そ
し
て
、「
飛
び
出
し
た
刺
客
は
つ
い
そ
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の
場
で
死
ぬ
」と
提
言
す
る
。こ
れ
は
、三
島
と
の
対
談
で
述
べ
ら
れ
た「
歴

史
上
の
経
験
」
に
な
る
た
め
の
死
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
提
言
に
反
発
し
た
イ
ヅ
ミ
ら
に
「
手
配
師
」
だ
と
誹
ら
れ
た
オ
ギ

は
、
自
ら
が
「
刺
客
第
一
号
」
と
し
て
、
Ａ
と
い
う
「
官
衙
」
を
狙
っ
て
、

お
も
ち
ゃ
の
ピ
ス
ト
ル
で
襲
撃
し
、
護
衛
に
打
た
れ
て
死
亡
す
る
。
こ
の

事
件
に
関
し
て
、
大
岳
に
焦
点
化
さ
れ
た
文
で
は
「
殺
人
と
い
ふ
犯
罪
を

お
こ
な
つ
た
の
は
事
実
と
し
て
官
の
は
う
で
あ
つ
た
」
と
い
う
認
識
が
述

べ
ら
れ
、イ
ヅ
ミ
は
オ
ギ
の
死
が
「
体
制
に
大
き
く
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
た
」

と
し
て
い
る
。
こ
の
オ
ギ
が
自
ら
死
ぬ
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
民
主
主
義

と
い
う
「
化
け
も
の
」
に
対
抗
で
き
る
革
命
運
動
で
あ
り
、
有
効
な
「
暴

力
」の
使
い
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

民
主
主
義
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
と
と
も
に
、運
動
の
「
経
験
」
と
し
て
、

そ
の
歴
史
の
一
部
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
全
共
闘
を

モ
デ
ル
に
し
た
「
天
馬
賦
」
に
お
け
る
運
動
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
革
命
史

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

オ
ギ
の
死
を
受
け
、
イ
ヅ
ミ
は
「
刺
客
第
二
号
」
と
し
て
財
界
の
ボ
ス

Ｂ
を
襲
撃
す
る
。
だ
が
、彼
女
は
ム
ラ
キ
に
よ
っ
て
助
け
出
さ
れ
、「
刺
客
」

と
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ム
ラ
キ
に
連
れ
ら
れ
て
、
大

岳
の
元
か
ら
永
遠
に
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
、
彼
女
は
革
命
運

動
の
「
歴
史
上
の
経
験
」
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、
石
川
が
三
島
と
の
対
談
で
述
べ
た
よ
う
な
「
歴
史
上
の
経

験
」
に
は
、
イ
ヅ
ミ
は
成
り
え
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
顔

に
斜
交
い
の
傷
を
受
け
「
変
相
」
し
た
イ
ヅ
ミ
が
、「
さ
ま
よ
へ
る
ユ
ダ

ヤ
人
」
に
喩
え
ら
れ
る
ム
ラ
キ
に
連
れ
ら
れ
て
運
動
か
ら
離
脱
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。「
さ
ま
よ
へ
る
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
は
、
周
知

の
通
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
説
で
あ
り
、
刑
場
へ
引
か
れ
る
キ
リ
ス
ト
を
侮

辱
し
た
罰
と
し
て
、
不
死
身
と
な
っ
て
〈
最
後
の
審
判
〉
の
日
ま
で
永
遠

に
世
界
を
放
浪
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
で
あ
る
。
死
ぬ
こ
と
が
な
い
と
さ

れ
る
ム
ラ
キ
と
死
ぬ
こ
と
の
な
か
っ
た
イ
ヅ
ミ
は
、「
刺
客
」
と
し
て
死

ん
だ
オ
ギ
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
学
生
運
動
の
な
か
で
も
異
質
な
存
在
で

あ
る
。
あ
る
意
味
で
「
歴
史
」
か
ら
も
「
イ
ズ
ム
」
か
ら
も
、
も
ち
ろ
ん

「
組
織
」
や
「
権
力
」
か
ら
も
自
由
に
な
っ
た
存
在
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

石
川
の
言
説
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
テ
ク
ス
ト
に
表
象
さ
れ
る
と
は
限
ら
な

い
。
オ
ギ
の
よ
う
に
「
歴
史
上
の
経
験
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
動
か

な
い
も
の
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

硬
直
し
た
存
在
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
、
イ
ヅ
ミ
や
ム
ラ
キ
は
位
置
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、
同
時
代
の
社
会
的
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
全
共
闘
運
動
を
日
本

の
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
歴
史
に
位
置
づ
け
る
試
み
が
、「
天
馬
賦
」
と
い
う
テ

ク
ス
ト
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
「
天
馬
賦
」
に
描
か
れ

る
学
生
た
ち
は
、
全
共
闘
運
動
の
学
生
を
写
実
的
に
表
象
し
た
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
学
生
運
動
か
ら
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
要
素
を
見
出
し

た
も
の
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
イ
ヅ
ミ
や
ム

ラ
キ
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
、
全
共
闘
運
動
の
各
セ
ク
ト
に
当
て
は
ま
ら
な
い

こ
と
か
ら
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
石
川
が
開
高
健
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
お
い
て
述
べ
た
と
さ
れ
る
、
全
学
連
三
派
に
対
す
る
感
想
は
、「
け
っ

し
て
買
い
か
ぶ
っ
て
も
い
な
い
し
、
し
ば
し
ば
バ
カ
バ
カ
し
す
ぎ
る
が
、

〝
じ
つ
に
哀
れ
な
も
の
だ
〟（

11
（

」
と
い
う
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
石
川
は
必

ず
し
も
全
共
闘
の
セ
ク
ト
を
支
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

と
同
時
に
柄
谷
行
人
氏
の
い
う
よ
う
に
、「
天
馬
賦
」
は
全
共
闘
が
「
衰

退
の
兆
候
を
濃
厚
に
示
し
は
じ
め
た
情
勢（

11
（

」
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
、
や
が

て
全
共
闘
は
敗
北
や
挫
折
と
し
て
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

だ
が
、
石
川
は
本
論
で
述
べ
た
よ
う
な
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
要
素
に
お
い

て
こ
そ
、全
共
闘
を
敗
北
か
ら
救
い
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
天
馬
賦
」
が
掲
載
さ
れ
る
ひ
と
月
前
、『
海
』
の
発
刊
記
念
号
に
掲
載
さ

れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
文
学
談
断
片
」
で
、石
川
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ち
か
ご
ろ
よ
く
聞
く
こ
と
に
、学
生
の
暴
力
と
い
ふ
の
が
あ
る
。［
…
］

学
生
の
暴
力
と
は
も
は
や
た
た
か
ひ
の
手
段
な
ん
ぞ
で
は
な
く
て
、

負
け
る
に
き
ま
つ
た
無
力
な
や
つ
が
必
死
の
場
に
見
つ
け
た
と
こ
ろ

の
、
た
つ
た
一
つ
の
政
治
上
の
主
張
の
論
理
で
は
な
い
か（

11
（

。

　

こ
の
「
負
け
る
に
き
ま
つ
た
」
学
生
た
ち
は
敗
北
者
な
の
だ
ろ
う
か
。

ム
ラ
キ
は
そ
れ
に
関
連
し
て
「
敗
北
主
義
。
そ
れ
は
敗
北
さ
せ
よ
う
と
す

る
側
の
や
つ
ら
、
勝
た
う
と
い
ふ
料
簡
の
や
つ
ら
が
考
へ
出
し
た
こ
と
ば

ぢ
や
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
問
題
は
勝
つ
か
負
け
る

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
学
生
た
ち
が
、（
比
喩
的
に
で
あ
れ
）「
暗
殺
」

を
仕
掛
け
て
死
ぬ
こ
と
は
敗
北
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
命
を
失
っ

た
と
し
て
も
「
歴
史
上
の
経
験
」
に
な
る
こ
と
で
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
革

命
運
動
の
歴
史
が
ま
た
ひ
と
つ
書
き
加
え
ら
れ
る
の
だ
と
石
川
は
主
張
し

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
文
学
と
い
う
仮
説
に
お
い
て
試
み
た
と
い
う
点

で
、「
天
馬
賦
」
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
作
品
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
1
）
塩
崎
文
雄
「
作
品
に
描
か
れ
た
老
い
」『
天
馬
賦
』『
国
文
学
解
釈
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と
鑑
賞
』
第
五
十
四
巻
第
四
号
・
一
九
八
九
年
四
月

（
2
）
マ
ッ
ツ
・
カ
ー
ル
ソ
ン
「
一
九
六
八
年
の
運
動
を
振
り
返
っ
て
―

―
『
天
馬
賦
』
再
読
」『
石
川
淳
と
戦
後
日
本
』・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・

二
○
一
○
年
四
月
二
〇
日

（
3
）
三
田
英
彬
「『
天
馬
賦
』
論
」『
石
川
淳
研
究
』・
三
弥
井
書
店
・

一
九
九
一
年
一
一
月
三
〇
日

（
4
）
畦
地
芳
弘
『
石
川
淳
後
期
作
品
解
読
』・
和
泉
書
院
・
二
○
○
九
年

一
〇
月
一
日

（
5
）「
鷹
」『
群
像
』
三
月
号
・
一
九
五
三
年
三
月
一
日
。
引
用
は
『
石

川
淳
全
集　

第
四
巻
』・
筑
摩
書
房
・
一
九
八
九
年
八
月
三
〇
日
に
よ
る
。

（
6
）「
夷
斎
雑
談
」（
雑
誌
初
出
題
名
）『
近
代
文
学
』
十
二
月
号
・

一
九
四
九
年
一
二
月
一
日
。
引
用
は
『
石
川
淳
全
集　

第
一
四
巻
』・

筑
摩
書
房
・
一
九
九
〇
年
四
月
三
〇
日
に
よ
る
。

（
7
）
杉
浦
晋
「
石
川
淳
、
日
本
共
産
党
、
そ
し
て
安
部
公
房
」『
国
学
院

雑
誌
』
第
一
〇
五
巻
第
一
一
号
・
二
〇
〇
四
年
一
一
月
一
五
日

（
8
）「
白
頭
吟
」『
中
央
公
論
』
四
月
号
～
十
月
号
・
一
九
五
七
年
四
月

一
日
～
一
〇
月
一
日
。
引
用
は『
石
川
淳
全
集　

第
五
巻
』・
筑
摩
書
房
・

一
九
八
九
年
九
月
三
〇
日
に
よ
る
。

（
9
）「
無
意
識
の
選
択
」『
夷
斎
座
談　

下
』・
中
央
公
論
社
・
一
九
八
一

年
八
月
一
〇
日
。
一
九
七
二
年
四
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
「
文
学
的
立

場
」
同
人
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

（
10
）「
至
福
千
年
」『
世
界
』
一
九
六
五
年
一
月
号
～
一
九
六
六
年
一
〇

月
号
・
一
九
六
五
年
一
月
一
日
～
一
九
六
六
年
一
〇
月
一
日

（
11
）
佐
々
木
喜
一
「「
至
福
千
年
」
に
つ
い
て
」（『
石
川
淳　

作
家
論
』

創
樹
社
・
一
九
七
二
年
五
月
三
〇
日
）、
野
口
武
彦
「
江
戸
が
か
ら
に

な
る
日
」（『
江
戸
が
か
ら
に
な
る
日
』・
筑
摩
書
房
・
一
九
八
八
年
六

月
二
五
日
）、
川
村
湊
「
水
と
亡
命
―
「
至
福
千
年
」
の
世
界
」（『
ユ

リ
イ
カ
』
一
九
八
八
年
七
月
一
日
）
な
ど
。

（
12
）
渡
邊
喜
一
郎
「
石
川
淳
の
江
戸
と
革
命
幻
想
―
『
至
福
千
年
』
論

の
た
め
に
」（『
石
川
淳
研
究
』
明
治
書
院
・
一
九
八
七
年
一
一
月
二
〇

日
）、李
忠
奎
「『
至
福
千
年
』
―
一
角
と
ミ
レ
ニ
ア
ム
思
想
に
つ
い
て
」

（『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
〇
〇
八
年
三
月
）
な
ど
。
注
11
、
12
の

分
類
は
山
口
俊
雄
氏
の
「
石
川
淳
「
至
福
千
年
」
論—

〈
憑
依
〉
の

論
理
学
・〈
憑
依
〉
の
政
治
学
」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要 

文
学
部
』
第

六
二
巻
・
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
。

（
13
）「
歴
史
・
人
間
・
藝
術
」（
萩
原
延
壽
と
の
対
談
）『
間
間
録
』・
毎

日
新
聞
社
・
一
九
七
三
年
七
月
二
五
日

（
14
）「
革
命
家
の
夢
」『
朝
日
新
聞
』・
一
九
六
七
年
一
一
月
十
一
日
夕
刊
。

引
用
は
『
石
川
淳
全
集　

第
一
五
巻
』・
筑
摩
書
房
・
一
九
九
〇
年
六

月
二
五
日
に
よ
る
。
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（
15
）
注
13
に
同
じ
。

（
16
）「
文
学
と
生
活
」『
図
書
』
一
月
号
・
一
九
七
六
年
一
月
一
日
（
講

演
日
は
一
九
七
五
年
一
〇
月
二
九
日
）

（
17
）
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ョ
ル
著
、
萩
原
延
壽
・
野
水
瑞
穂
訳
『
ア
ナ
キ

ス
ト
』・
岩
波
書
店
・
一
九
七
五
年
二
月
二
八
日
。「
革
命
家
の
夢
」
で

引
用
、
訳
さ
れ
た
箇
所
は
本
書
で
は
以
下
の
通
り
。「
こ
の
よ
う
な
種

類
の
運
動
は
、
千
年
王
国
の
到
来
が
間
近
い
と
い
う
信
仰
、
つ
ま
り
、

キ
リ
ス
ト
が
再
臨
し
、
そ
れ
と
と
も
に
ま
だ
堕
落
を
し
ら
な
い
以
前
の

エ
デ
ン
の
園
の
黄
金
時
代
に
復
帰
す
る
と
い
う
信
仰
に
よ
っ
て
、
社
会

変
革
に
た
い
す
る
要
求
を
基
礎
づ
け
た
」

（
18
）Jam

es Joll

『T
he anarchists

』・Eyre &
 Spottisw

oode

・

一
九
六
四
年
。
石
川
お
よ
び
萩
原
・
野
水
の
訳
に
該
当
す
る
文
は
以

下
の
通
り
。「M

ovem
ents of this kind based their dem

and 

for social changes on a belief in the im
m

ediate possibility of 

the m
illennium

 – a com
bination of the Second Com

ing and 

a return to the Golden A
ge of the Garden of Eden before 

the Fall.

」

（
19
）
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
著
、
江
川
徹
訳
『
千
年
王
国
の
追
求
』・
紀
伊

國
屋
書
店
・
一
九
七
八
年
一
一
月
三
〇
日
。
な
お
、こ
の
引
用
部
は
「
天

馬
賦
」
発
表
よ
り
後
の
一
九
七
〇
年
に
、
大
幅
に
増
補
改
訂
さ
れ
た
と

い
う
第
三
版
の
翻
訳
に
よ
る
が
、
引
用
し
た
箇
所
は
原
著
初
版
で
あ

る
『T
he pursuit of the m

illennium

』（Secker &
 W

arburg

・

一
九
五
七
年
）
に
も
確
認
で
き
る
。

（
20
）「
肉
体
の
運
動　

精
神
の
運
動
」（
三
島
由
紀
夫
と
の
対
談
）『
文
学

界
』
九
月
号
・
一
九
六
八
年
九
月
一
日

（
21
）「
破
裂
の
た
め
に
集
中
す
る
」（
三
島
由
紀
夫
と
の
対
談
）『
中
央
公

論
』
第
八
五
巻
第
一
二
号
・
一
九
七
〇
年
一
二
月

（
22
）
開
高
健
「
絶
対
的
自
由
と
手
と
」『
文
藝
』
七
月
号
・
一
九
六
九
年

七
月
一
日

（
23
）
柄
谷
行
人
「
石
川
淳
著
『
天
馬
賦
』」『
日
本
読
書
新
聞
』

一
九
七
〇
年
二
月
九
日

（
24
）「
文
学
談
断
片
」『
海
』
六
月
発
刊
記
念
号
・
一
九
六
九
年
六
月
一

日
※ 

な
お
、
本
稿
は
、『
石
川
淳
全
集　

第
八
巻
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
八
九

年
一
二
月
二
○
日
）
所
収
の
「
天
馬
賦
」
を
本
文
テ
ク
ス
ト
と
し
た
。

ま
た
、
引
用
に
際
し
て
漢
字
の
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

 

（
よ
し
だ　

た
く
や
／
本
学
大
学
院
生
）


