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(2)

一
、
は
じ
め
に

文
学
の
価
値
や
意
味
が
問
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
夏
目
漱
石
の
文
学

は
没
後
一
〇
〇
年
、
生
誕
一
五
〇
年
を
迎
え
て
も
読
み
継
が
れ
、
語
ら
れ

続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
漱
石
が
創
作
し
た
作
品
が
現
代
に
お
い
て
も
意
味

を
持
ち
、
読
む
も
の
に
共
感
を
も
た
ら
す
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
で
は
な
ぜ
漱
石
の
文
学
は
現
代
に
お
い
て
も
価
値
を
も
つ
の
か
。
漱
石

の
文
学
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
と
き
、
彼
が
文
学
者
を
志

し
た
理
由
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
文
学
者
を
目
指
し
た
の
か
を
問
う
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

彼
が
文
学
者
を
志
し
た
の
は
英
国
留
学
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ

確
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
後
半
、
特
に
一
九
〇
二
年
九
月
に
は
精
神
的

に
問
題
を
抱
え
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
立
ち
直
り
、
後
、
教
師
の

職
を
捨
て
て
ま
で
文
学
者
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ど
う
し

て
だ
ろ
う
か
。
多
胡
吉
郎
は
一
〇
月
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
旅
行
が
、

漱
石
の
作
家
へ
の
過
程
で
極
め
て
大
き
い
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と

漱
石
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
行
っ

た
の
か―

エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
の
死
と
関
連
し
て

―

毛

利

郁

子

M
O

U
R

I
I

k
u

k
o

い
う

。
漱
石
研
究
者
た
ち
に
旅
の
意
義
、
そ
の
旅
が
後
に
ど
の
よ
う
に

(1)

影
響
し
た
の
か
考
察
す
る
必
要
性
を
提
言
す
る
。

留
学
の
終
わ
り
に
は
精
神
的
に
疲
労
し
、
「
夏
目
狂
せ
り
」
の
電
報
ま

で
が
日
本
に
打
た
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
旅
が
終
わ
り
一
一
月
に
藤
代

禎
輔

（
共
に
留
学
、
帰
り
も
一
緒
の
予
定
）
に
会
っ
た
時
に
は
、
元
気
そ
う

(2)

に
見
え
、
帰
国
二
年
後
か
ら
作
家
活
動
を
本
格
的
に
始
め
て
い
く
。
ロ
ン

ド
ン
の
下
宿
で
泣
い
て
い
た
と
伝
わ
る
漱
石
が
立
ち
直
り
、
作
家
活
動
を

始
め
る
原
点
は
こ
の
旅
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
行
き
先
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
は
本
人
の
言
及
も
あ
り
、

「
永
日
小
品
」
の
「
昔
」
に
も
著
さ
れ
、
確
実
な
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
旅
で
何
が
あ
っ
た
の
か
。
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
こ
の
世

を
超
越
し
た
よ
う
な
孤
高
な
自
然
に
癒
や
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
同
じ
時
間
、
フ
ラ
ン
ス
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
見
て
み

る
時
、
実
は
そ
こ
に
漱
石
の
作
家
生
活
に
大
き
く
影
響
し
た
も
の
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
ら
が
作
家
と
な
る
一
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
漱
石
が
そ
の
旅
を
始
め
る
直
前
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
大
き
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
。
一
九
〇
二
年
九
月
二
九
日
、
フ
ラ

ン
ス
の
自
然
主
義
文
学
者
、
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
（É

m
ile

François
Z
ola,

1840-

1902

）
の
変
死
で
あ
る
。
ゾ
ラ
の
死
は
一
個
人
の
死
で
は
な
く
、
ド
レ
フ

ュ
ス
事
件
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
を
二
分
し
た
大
き
な
出
来
事
に
関
わ

っ
た
文
学
者
の
死
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
ロ
ン
ド
ン
の
新
聞
に
も
、
パ

リ
と
同
じ
く
九
月
三
〇
日
に
掲
載
さ
れ
た
。
ゾ
ラ
が
一
時
期
亡
命
し
て
い

た
ロ
ン
ド
ン
で
も
騒
動
に
な
り
、漱
石
も
確
実
に
知
り
得
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
瞬
く
間
に
知
ら
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
や
ア
メ



(3)

リ
カ
に
も
伝
わ
り
、
九
月
三
〇
日
の
ロ
ン
ド
ン
の
新
聞
に
も
す
で
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
も
伝
わ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
行
き
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
そ

の
時
期
に
つ
い
て
一
〇
月
初
旬
と
い
う
こ
と
は
ど
の
研
究
書
で
も
認
め
る

が
、
下
旬
に
関
し
て
は
明
確
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
鉄
道
ル
ー
ト
で
行

っ
た
か
も
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
招
待
し
た
と
さ
れ

る
デ
ィ
ク
ソ
ン
（J.

H
.
D
ixon,

1837-1926

）
と
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
知
り
合

っ
た
の
か
も
分
か
っ
て
い
な
い
。
仲
介
者
と
し
て
、
漱
石
の
下
宿
の
近
く

に
留
学
し
て
い
た
岡
倉
由
三
郎

説
が
有
力
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
岡
倉

(3)

由
三
郎
は
岡
倉
天
心
の
弟
で
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
が
日
本
で
岡
倉
天
心
と
面
識

が
あ
る
た
め
、
岡
倉
由
三
郎
に
対
し
て
招
待
し
た
も
の
を
漱
石
に
譲
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
岡
倉
は
、
一
九
〇
二
年
九
月
頃
、
日
本
の
文
部
省
に
宛
て
「
夏
目

狂
せ
り
」
の
電
報
を
打
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
日
本
の
文
部
省
か
ら
、
岡
倉
に
宛
て
、
そ
の
時
ド
イ
ツ
に
い
た
藤
代

禎
輔
に
夏
目
を
保
護
し
て
帰
朝
す
る
よ
う
に
連
絡
せ
よ
と
い
う
電
報
が
来

た
か
ら
で
あ
る
。
電
報
が
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ち
ら
か
ら
も
電
報
を

打
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
の
だ
（
岡
倉
は
後
否
定
し
て
い
る
）
。
こ

の
岡
倉
宛
に
漱
石
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
頃
「
目
下
病
気
を
か
こ
つ
け
に
致

し
、
過
去
の
事
抔
一
切
忘
れ
、
気
楽
に
の
ん
き
に
致
し
居
候
」
と
い
う
手

紙
が
来
る
。
も
し
岡
倉
が
仲
介
者
な
ら
ば
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
岡
倉
に
漱
石

か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
い
る
と
い
う
手
紙
が
く
る
の
か
と
出
口
保
夫
は

論
じ

、
岡
倉
説
も
あ
や
し
く
な
る
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
と
ど
こ
で
知
り
合
っ

(4)

て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
行
っ
た
の
か
未
だ
に
不
明
で
あ
る
。
た
だ
漱
石
の

手
紙
、
後
の
漱
石
の
言
葉
、
「
永
日
小
品
」
の
「
昔
」
、
と
い
う
著
作
な
ど

に
よ
っ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
行
き
は
確
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
伴
う
確
実
な
事
実
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
漱
石
の
言
葉
に
も
不
可
解
な
点
が
あ
る
。
漱
石
か
ら
の
手
紙
を

受
け
取
っ
た
岡
倉
由
三
郎
は
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
に
い
る
藤
代
禎
輔
に
送
る

が
そ
の
時
、

夏
目
氏
よ
り
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
のD

anarach,
P
itrlochry

と
い
う
宿

所
？
の
名
に
て
文
通
あ
り
。

（
角
野
喜
六
『
漱
石
の
ロ
ン
ド
ン
』
荒
竹
出
版
、
一
九
八
二
年
五
月
、
二
〇
三
頁
）

と
い
う
前
置
き
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
な
ぜ
「
？
」
な
の
か
。
角
野
は
漱

石
の
筆
跡
に
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
し
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
で
現
地
調
査
を
し
て
警
察
で
調
べ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ

「D
anarach

」
と
い
う
所
は
な
く
「D

undarach

」
と
い
う
名
の
屋
敷
な

ら
ば
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
が
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
屋
敷
で
あ
り
、

そ
こ
に
滞
在
し
た
の
だ
ろ
う
と
断
定
し
た

。
そ
の
発
見
は
昭
和
五
五
年

(5)

で
あ
り
、
現
在
ま
で
そ
こ
が
漱
石
の
訪
問
し
た
邸
宅
と
定
説
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
屋
敷
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う

が
、
そ
の
「
？
」
は
筆
跡
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
以
外
の
可
能
性
も

あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
漱
石
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
「P

itlochry

」（
ピ
ト

ロ
ク
リ
）
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
「
ピ
ッ
ト
ロ
ッ
ホ
リ
ー
」
と
発
音
す

る

。「ch
」
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
「
ホ
」
と
発
音
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(6)
漱
石
は
実
際
現
地
を
訪
問
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
発
音
を
聞
い
た
は
ず



(4)

で
あ
る
が
、
な
ぜ
「
ク
」
と
書
き
表
す
の
か
。
表
記
上
の
問
題
も
あ
る
か

も
し
な
い
が
、
特
に
外
国
語
は
発
音
を
間
違
う
と
全
く
理
解
さ
れ
な
い
と

い
う
の
に
で
あ
る
。「
断
片
」
に
は
「P

itrro

」（
ピ
ト
ロ
）
と
書
い
て
い
る
。

最
低
二
週
間
は
滞
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
、
表

記
も
発
音
も
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
英
国
と
い
う
視
点
で
み
る
か
ぎ
り
、

し
か
も
本
人
が
発
言
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
疑
い
よ
う
の
な
い
こ
と
で

は
あ
っ
た
。

だ
が
そ
の
同
じ
時
間
の
フ
ラ
ン
ス
を
見
た
と
き
、
本
当
に
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
へ
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
つ
は
時
間
の
符
号
で

あ
る
。
九
月
ま
で
は
確
か
に
漱
石
は
ロ
ン
ド
ン
に
い
た
。
し
か
し
一
〇
月

の
始
め
か
ら
居
所
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
ゾ
ラ
の
死
は
九
月
二
九
日
で
三

〇
日
に
新
聞
が
知
ら
せ
、
一
〇
月
五
日
に
葬
儀
が
行
わ
れ
る
。
次
に
場
所

の
近
さ
で
あ
る
。
パ
リ
に
は
、
朝
ロ
ン
ド
ン
を
出
れ
ば
、
夕
方
に
は
着
く
。

し
か
も
パ
リ
に
は
留
学
の
は
じ
め
に
一
週
間
滞
在
し
、
土
地
勘
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
滞
在
費
用
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
も
切
り
詰
め
た
生

活
を
し
て
い
た
の
に
、
パ
リ
で
の
生
活
費
は
ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
。
パ

リ
は
ホ
テ
ル
が
高
す
ぎ
て
留
学
の
最
初
に
滞
在
し
た
と
き
も
個
人
下
宿
に

逗
留
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
だ
が
パ
リ
に
は
一
九
〇
〇
年
の
万
国
博
覧
会
が

開
催
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
多
く
の
日
本
人
画
家
た
ち
も
留
学
し
て
い
た
。

漱
石
は
そ
の
パ
リ
に
留
学
し
て
い
た
画
家
た
ち
、
特
に
浅
井
忠
、
中
村
不

折
と
の
親
交
が
深
か
っ
た
。
二
人
は
子
規
の
「
写
生
」
説
に
影
響
を
与
え

た
人
物
で
あ
る
。
一
九
〇
二
年
九
月
に
は
、
浅
井
自
身
は
す
で
に
帰
国
し

て
い
た
が
、
そ
の
弟
子
た
ち
も
い
た
し
、
中
村
不
折
も
滞
在
し
て
い
た
。

そ
し
て
そ
の
日
本
の
画
家
た
ち
と
の
関
係
は
デ
ィ
ク
ソ
ン
と
の
関
係
も
示

唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。デ
ィ
ク
ソ
ン
は
日
本
の
絵
画
を
売
買
し
て
い
た
。

当
時
の
日
本
の
美
術
関
係
の
人
物
の
多
く
に
知
己
し
、
パ
リ
で
中
村
不
折

に
も
面
識
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
漱
石
と
の
関
係
も
見
え
て
く
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
漱
石
は
パ
リ
に
行
き
た
が
っ
て
い
た
。
留
学
を

延
長
し
て
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
勉
強
し
た
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
パ
リ
の
状
況
、
漱
石
を
取
り
巻
く
周
辺
人
物
、
そ
れ
に
は
デ
ィ

ク
ソ
ン
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
と
き
の
旅
の
意
義
、
こ
の
旅
が
漱
石
に
な
に
を
も
た
ら
し
た
か
を
考
察

す
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
戻
り
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
、
パ

リ
へ
と
視
点
を
向
け
て
み
よ
う
。

二
、
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
の
死

ゾ
ラ
は
一
九
〇
二
年
九
月
二
八
日
メ
ダ
ン
の
別
荘
か
ら
パ
リ
に
帰
っ
て

来
た
。
翌
朝
ゾ
ラ
が
起
き
て
こ
な
い
の
を
不
審
に
思
っ
た
家
政
婦
が
床
に

倒
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
暖
炉
の
豆
炭
の
不
完
全
燃
焼
に
よ
る
一
酸

化
炭
素
ガ
ス
が
部
屋
に
滞
留
し
た
た
め
、
ゾ
ラ
夫
妻
は
睡
眠
中
に
息
苦
し

さ
で
目
を
覚
ま
し
、
ゾ
ラ
は
起
き
上
が
っ
て
水
か
薬
を
飲
も
う
と
歩
き
だ

し
た
が
、
す
ぐ
に
倒
れ
て
気
を
失
っ
た
。
夫
人
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
た

が
、
動
け
ず
に
ベ
ッ
ド
の
中
で
気
を
失
っ
た
。
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
は
床

の
底
辺
部
の
ほ
う
が
濃
い
の
で
、
ゾ
ラ
は
倒
れ
た
ま
ま
死
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
死
は
単
な
る
事
故
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他
殺
の
可
能
性
も

あ
る
の
で
あ
る

。
(7)



(5)

ゾ
ラ
の
死
は
や
は
り
数
年
前
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
揺
る
が
し
た
ド
レ
フ
ュ

ス
事
件

を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
ゾ
ラ
が
居

(8)

な
け
れ
ば
、
「
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
」
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
学
者
た
ち
に
も
影
響
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ゆ
え
、

ゾ
ラ
の
死
は
ま
た
漱
石
を
引
き
つ
け
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
は
、
一
八
九
四
年
、
パ
リ
の
ド
イ
ツ
大
使
館
に
フ
ラ

ン
ス
陸
軍
の
機
密
情
報
を
内
通
し
た
ス
パ
イ
が
い
る
こ
と
が
発
覚
し
、
そ

の
犯
人
が
ユ
ダ
ヤ
人
フ
ラ
ン
ス
軍
将
校
ド
レ
フ
ュ
ス
で
あ
る
と
さ
れ
、
逮

捕
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
始
ま
っ
た
。
敵
に
内
通
し
た
文
書
の
筆
跡
が
似
て

い
る
こ
と
、
ア
ル
ザ
ス
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
な
の
で
祖
国
を
裏
切
っ
て
も
お

か
し
く
な
い
と
思
わ
れ
、
冤
罪
だ
っ
た
が
有
罪
と
さ
れ
、
終
身
刑
と
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
領
ギ
ア
ナ
の
沖
、
悪
魔
島
に
流
さ
れ
る
。
し
か
し
九
五
年
、
ピ

カ
ー
ル
少
佐
は
エ
ス
ト
ラ
ジ
ー
少
佐
が
真
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る

が
、
ピ
カ
ー
ル
は
逆
に
左
遷
さ
れ
て
し
ま
う
。
九
七
年
、
ド
レ
フ
ュ
ス
の

弟
マ
チ
ュ
ー
が
陸
軍
大
臣
あ
て
に
名
指
し
で
エ
ス
ト
ラ
ジ
ー
を
告
発
す

る
。
世
論
の
動
き
に
政
府
は
対
抗
で
き
ず
、
九
八
年
一
月
エ
ス
ト
ラ
ジ
ー

は
逮
捕
さ
れ
軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
る
が
、
無
罪
と
し
て
釈
放
さ
れ
る
。

ド
レ
フ
ュ
ス
の
身
内
や
弁
護
士
な
ど
が
、
ゾ
ラ
に
救
い
を
求
め
る
。
ゾ
ラ

は
最
初
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
が
、
詳
し
い
説
明
を
聞
き
、
決
意
を

固
め
る
。

一
八
九
八
年
一
月
一
三
日
ゾ
ラ
は
真
犯
人
エ
ス
テ
ラ
ジ
ー
釈
放
の
翌

日
、
新
聞
「
ロ
ー
ロ
ー
ル
」（L

'aurore

）
紙
に"J'accuse"

（
私
は
糾
弾
す
る
）
(9)

を
掲
載
す
る
。
通
常
一
万
部
だ
っ
た
が
、
こ
の
日
だ
け
で
三
〇
万
部
を
売

り
尽
く
し
海
外
に
も
届
い
た
と
い
う
。
第
三
共
和
国
大
統
領
フ
ェ
リ
ッ
ク

ス
・
フ
ォ
ー
ル
宛
て
で
、
「
大
統
領
、
将
軍
た
ち
、
筆
跡
鑑
定
人
、
陸
軍

省
、
軍
法
会
議
」
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
状
を
挙
げ
、
糾
弾
す
る
。
こ
れ
は
大
反

響
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
中
を
二
分
す
る
大
事
件
に
な
り
、

単
な
る
個
人
の
冤
罪
事
件
で
は
な
く
な
っ
た
。

渡
辺
一
民
に
よ
る
と
反
ド
レ
フ
ュ
ス
側
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
な
ど
で
あ
り
、
パ
リ
の
み
な
ら
ず
、
地
方
都
市
で
も
、
ド
レ

フ
ュ
ス
を
殺
せ
、
ゾ
ラ
を
断
頭
台
に
、
陸
軍
万
歳
と
叫
び
な
が
ら
ユ
ダ
ヤ

人
商
店
街
を
暴
徒
が
襲
っ
た

。
右
翼
や
教
会
、
そ
し
て
保
守
勢
力
が
ゾ

(10)

ラ
批
判
の
立
場
を
と
っ
た
こ
と
に
べ
つ
だ
ん
の
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
っ

た
。
「
私
は
弾
劾
す
る
」
の
目
指
し
て
い
る
も
の
は
軍
部
や
体
制
の
批
判

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
も
ド
レ
フ
ュ
ス
が
資
本
家
階
級
に

入
る
と
考
え
味
方
し
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

ド
レ
フ
ュ
ス
派
は
少
数
だ
っ
た
。
ド
レ
フ
ュ
ス
の
味
方
を
し
た
の
は
、

「
ロ
ー
ロ
ー
ル
」
紙
に
「
一
〇
四
人
宣
言
」
を
し
た
、
多
く
が
無
名
の
若

い
文
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
（A

natole
F
rance,

1844-1924

）
が
唯
一
の
有
名
人
だ
っ
た
。
ド
レ
フ
ュ
ス
派
は
そ
の
意
見
を

明
か
に
す
れ
ば
身
の
危
険
さ
え
招
く
状
況
の
な
か
で
、
人
か
ら
強
制
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
、
あ
え
て
自
発
的
に
署
名
を
し
た
。
反
対
派
の
新
聞
は
彼

ら
を
侮
蔑
し
て
「
知
識
人
」（intellectuels

）

と
呼
ん
だ
。
そ
の
後
も
熱
列

(11)

な
署
名
活
動
が
続
け
ら
れ
る
。
彼
ら
は
「
真
実
」「
正
義
」
を
主
張
す
る
。

シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
（C

harles
P
éguy,

1873-1914

）
の
言
葉
で
あ
る
。

た
だ
一
つ
の
不
正
、
た
だ
一
つ
の
犯
罪
、
た
だ
一
つ
の
不
法
行
為

で
も
社
会
契
約
を
破
り
、
ま
た
そ
れ
を
破
る
に
十
分
で
あ
る
。
そ



(6)

れ
は
肉
体
全
体
を
腐
敗
さ
せ
る
一
個
の
壊
疽
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

が
擁
護
す
る
の
は
単
に
わ
れ
わ
れ
の
全
民
族
歴
史
的
な
名
誉
で
あ

り
わ
れ
わ
れ
の
父
祖
の
名
誉
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
の
名
誉

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
多
く
の
過
去
を
背
後
に
持
っ
て
い
れ
ば
い

る
ほ
ど
、
一
層
そ
れ
を
け
が
さ
な
い
よ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
河
盛
好
藏
『
フ
ラ
ン
ス
文
壇
史
』
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
六
一
年
三
月
、
一
三

八
頁
）

こ
れ
に
対
す
る
反
ド
レ
フ
ュ
ス
派
の
文
学
者
は
大
家
の
も
の
た
ち
、
評

論
家
で
『
両
世
界
論
』
誌
の
主
幹
で
あ
っ
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ブ
リ

ュ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
（F

erdinand
B
runetière,

1849-1906

）
や

観
念
小
説
で
フ

ラ
ン
ス
知
識
人
青
年
層
に
影
響
を
与
え
た
モ
ー
リ
ス
・
バ
レ
ス
（M

aurics

B
arrès,

1862-1923

）
、
自
然
主
義
批
判
を
し
た
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
（P

aul

B
ourget,

1852-1935 )

な
ど
で
あ
っ
た
。
バ
レ
ス
は
ロ
レ
ー
ヌ
州
に
生
ま
れ

一
八
七
〇
年
普
仏
戦
争
時
、
故
郷
が
ド
イ
ツ
軍
に
蹂
躙
さ
れ
る
と
い
う
経

験
か
ら
、
国
家
主
義
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

。
普
仏
戦
争
で
、

(12)

パ
リ
市
民
は
籠
城
戦
を
と
り
ネ
ズ
ミ
ま
で
食
べ
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
フ

ラ
ン
ス
軍
は
壮
絶
に
戦
い
、
そ
の
軍
を
侮
辱
す
る
こ
と
は
国
家
を
も
裏
切

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
問
題
小
説
（rom

an
à

thèse

）
で
あ
る

『
宿
駅
』

を
書
い
て
、
社
会
の
急
激
な
変
化
は
人
間
に
不
幸
を
も
た
ら

(13)

す
と
体
制
の
保
持
を
主
張
し
、
ド
レ
フ
ュ
ス
派
を
小
説
の
中
で
批
判
す
る
。

渡
辺
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
、
文
学
者
が
中
心
で
あ
っ
た
以
上
「
書
く
」

と
い
う
行
為
が
推
進
さ
れ
た
。
状
況
報
告
や
政
治
論
文
ば
か
り
で
な
く
、

作
品
論
、
作
家
論
、
小
説
、
詩
、
戯
曲
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
文
学
ジ
ャ
ン

ル
が
動
員
さ
れ
る
。
彼
ら
の
論
争
は
新
聞
か
ら
文
芸
雑
誌
の
中
で
行
わ
れ

世
論
形
成
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
く
。
フ
ラ
ン
ス
中
が
二
分
し
て

論
争
し
、
家
族
内
で
も
論
争
に
な
っ
た
。
こ
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
は
単
な

る
事
件
で
は
な
く
、
「
単
に
知
的
な
事
件
で
は
な
く
知
識
人
の
事
件
」
で

あ
り
、
誰
も
が
己
の
思
想
、
生
き
方
を
根
本
か
ら
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
っ

た
。
当
時
二
〇
代
で
事
件
を
生
き
た
人
々
の
内
面
に
癒
や
し
が
た
い
傷
を

の
こ
し
、
二
〇
世
紀
前
半
の
文
学
の
内
的
原
点
に
な
っ
た
と
い
う
。
マ
ル

セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
（M

arcel
P
roust,

1871-1922

）、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
、

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
（R

om
ain

R
olland,

1866-1944

）
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド

（A
ndré

G
ide,

1869-1951

）
な
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
は

さ
ま
ざ
ま
な
面
に
も
影
響
を
与
え
、
文
学
だ
け
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
の

で
は
あ
る
が
。

エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
は
一
九
七
〇
年
代
実
験
小
説
『
テ
レ
ー
ズ
・
ラ
カ
ン
』

を
刊
行
、
続
く
『
居
酒
屋
』
で
「
自
然
主
義
の
勝
利
」
と
い
う
新
聞
記
事

が
出
る
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
て
い
た

。
そ
の
後
も
ル
ー
ゴ
ン
・
マ
ッ
カ

(14)

ー
ル
叢
書
を
書
き
続
け
、
自
然
主
義
文
学
者
と
し
て
成
功
し
て
い
た
。
し

か
し
モ
ラ
ル
問
題
が
生
じ
、
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
批
判
に
よ
り
、
文

学
的
に
は
陰
り
が
見
え
て
き
て
い
た
。
次
の
デ
カ
ダ
ン
ス
文
学
、
象
徴
主

義
の
文
学
は
想
像
力
の
世
界
に
こ
も
り
、
「
世
界
が
造
ら
れ
た
る
目
的
は

美
し
き
本
を
出
さ
ん
が
為
め
な
り
」
と
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ

（Stéphane
M
allarm

é,
1842-1898

）
は
豪
語

、
商
業
、
製
造
、
政
治
、
行
政

(15)

や
自
然
を
嫌
悪
し
、
芸
術
家
の
側
か
ら
そ
の
時
代
の
政
治
的
、
社
会
的
生

活
へ
の
参
加
を
一
切
拒
否
し
て
き
た
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
二

ー
チ
ェ
の
影
響
も
あ
り
、
行
動
へ
の
復
帰
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
礼
賛
は
作
家
と



(7)

政
治
生
活
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
五
年
以
降
、

文
壇
の
政
治
活
動
へ
の
参
加
が
提
起
さ
れ
、
ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台

頭
し
て
き
て
い
た

。
ゾ
ラ
は
文
学
的
に
は
全
盛
期
を
す
ぎ
て
い
た
が
、

(16)

初
期
の
頃
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
は
、
決
し
て
忘
れ
た
訳
で

は
な
か
っ
た
。

最
初
、
ド
レ
フ
ュ
ス
派
の
劣
勢
は
著
し
く
、
ゾ
ラ
は
陸
軍
の
幹
部
た
ち

を
侮
辱
し
た
罪
で
逆
に
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
。
一
八
九
八
年
二
月
か
ら
七

月
ま
で
裁
判
が
行
わ
れ
、
ゾ
ラ
は
有
罪
に
な
り
、
英
国
へ
亡
命
す
る
。
英

国
で
は
偽
名
で
場
所
を
変
え
つ
つ
創
作
活
動
も
し
た
が
、
英
国
人
は
ゾ
ラ

を
か
ば
い
助
け
て
く
れ
た
。
そ
し
て
次
第
に
真
実
は
明
ら
か
に
な
り
、
や

は
り
犯
人
は
エ
ス
ト
ラ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ド
レ
フ
ュ
ス
再
審

の
要
求
が
高
ま
っ
て
き
た
。
内
閣
総
辞
職
、
大
統
領
の
急
死
な
ど
も
重
な

り
、
一
八
九
九
年
六
月
、
ド
レ
フ
ュ
ス
は
再
審
の
た
め
悪
魔
島
か
ら
召
喚

さ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
ゾ
ラ
も
六
月
五
日
帰
国
す
る
。
レ
ン
ヌ
で
行
わ
れ

た
ド
レ
フ
ュ
ス
再
審
は
再
び
有
罪
と
な
っ
た
が
、
大
統
領
特
赦
が
お
り
、

釈
放
さ
れ
る
。
ド
レ
フ
ュ
ス
派
の
一
応
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
ま
だ
完
全
で

は
な
か
っ
た
が
、
軍
と
政
府
の
名
誉
が
損
な
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ

た
。そ

し
て
一
九
〇
〇
年
、
第
五
回
パ
リ
万
博

は
開
か
れ
る
。
前
年
ま
で

(17)

烈
し
く
争
っ
た
こ
と
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
、
事
実
忘
れ
さ
せ
る
た
め
に

「
世
紀
の
哲
学
と
総
合
。
フ
ラ
ン
ス
の
明
晰
な
天
稟
を
映
し
出
す
偉
大
さ

と
優
し
さ
と
美
し
さ
の
表
現
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
、
四
月
一
四
日
（
一

一
月
一
二
日
閉
幕
）
に
開
幕
し
た
。
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
様
式
の
門
、
五
つ

の
会
場
に
機
械
館
、
電
気
宮
殿
、
世
界
一
周
パ
ノ
ラ
マ
、
動
く
歩
道
な
ど

を
配
し
、
世
界
中
か
ら
陳
列
品
を
取
り
寄
せ
近
代
文
明
の
粋
を
集
め
て
い

た
。
ゾ
ラ
は
広
角
カ
メ
ラ
で
万
博
の
写
真
を
と
っ
た
り
、
文
学
活
動
に
勤

し
ん
だ
り
し
て
い
た

。
一
方
ド
レ
フ
ュ
ス
は
一
九
〇
六
年
の
無
罪
を
勝

(18)

ち
取
る
ま
で
ま
だ
完
全
な
自
由
を
持
っ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
一
〇
月
二
一
日
漱
石
は
英
国
へ
の
留
学
の
途
中
パ
リ

に
到
着
す
る
。
漱
石
は
そ
の
時
、
そ
の
よ
う
な
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど

ど
れ
ほ
ど
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
一
週
間
ほ
ど
滞
在
し
て
万
博
を
見
学

し
ロ
ン
ド
ン
へ
出
発
す
る
。
と
こ
ろ
が
翌
一
九
〇
一
年
二
月
、
ロ
ン
ド
ン

に
着
い
て
わ
ず
か
三
ヶ
月
ほ
ど
し
て
、

二
月
九
日
（
土
）
、
狩
野
亨
吉
・
大
塚
保
治
・
管
虎
雄
・
山
川
信
次

郎
に
連
名
で
宛
て
た
手
紙
に
、
留
学
を
延
期
し
て
四
、
五
か
月
フ
ラ

ン
ス
に
行
き
た
い
と
思
う
か
ら
狩
野
亨
吉
か
ら
上
田
万
年
に
話
し
て

ほ
し
い
。

（
荒
正
人
「
漱
石
研
究
年
表
」
『
漱
石
全
集
』
別
巻
、
集
英
社
、
一
九
七
四
年
一
〇

月
、
一
六
九
頁
）

同
じ
一
九
〇
一
年
九
月
、
留
学
一
〇
ヶ
月
後
、

九
月
一
二
日
（
木
）
寺
田
寅
彦
宛
手
紙
に
「
僕
は
留
学
期
限
を
一
年

の
ば
し
て
仏
蘭
西
へ
行
き
度
が
聞
き
届
け
ら
れ
そ
う
に
な
い
」
。
こ

の
頃
、フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
す
る
こ
と
を
本
気
で
考
え
て
い
た
ら
し
い
。

（
桜
井
房
記
に
も
頼
ん
だ
が
、
文
部
省
で
は
延
長
を
一
切
認
め
な
い

と
伝
え
て
来
る
。
）（
荒
正
人
「
漱
石
研
究
年
表
」
前
掲
、
一
九
一
頁
）
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こ
の
こ
と
は
な
に
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
四
、
五
ヶ
月
か
ら
一
年
と

留
学
希
望
の
時
間
ま
で
増
え
て
い
る
。
し
か
し
文
部
省
か
ら
拒
否
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
現
在
で
も
文
部
省
に
逆
ら
え
る
教
師
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま

し
て
国
費
留
学
の
身
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
後
パ
リ
に
行
っ
た
こ
と
を
隠

す
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
た
な
く
一
年
程
勉
強
に
熱
中
し
、
精

神
的
に
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
九
〇
二
年
九
月
「
夏
目
狂
せ
り
」
の

電
報
が
誰
か
か
ら
日
本
に
打
た
れ
、
文
部
省
か
ら
岡
倉
由
三
郎
宛
、
藤
代

禎
輔
に
夏
目
を
保
護
し
連
れ
帰
る
よ
う
と
い
う
電
報
が
く
る
。

そ
し
て
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
、
一
九
〇
二
年
九
月
二
九
日
ゾ
ラ
は
死
亡
す

る
。
ゾ
ラ
は
前
日
二
八
日
に
メ
ダ
ン
の
別
荘
か
ら
、
パ
リ
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
街
に
あ
る
自
宅
に
帰
っ
て
き
た
。
翌
朝
寝
室
の
暖
炉
の
火
の
不
完
全
燃

焼
に
よ
り
一
酸
化
中
毒
死
し
て
い
る
ゾ
ラ
が
見
つ
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ス
は

瞬
く
間
に
パ
リ
全
市
に
伝
わ
り
、
警
察
、
新
聞
社
や
群
衆
が
ゾ
ラ
の
ア
パ

ー
ト
の
前
で
騒
ぎ
立
て
、
九
月
三
〇
日
の
新
聞
は
ゾ
ラ
の
死
を
一
斉
に
報

じ
た
。
「
ル
・
マ
タ
ン
」（L

e
M
atin

）
紙
は
当
時
珍
し
い
挿
絵
付
き
で
あ
っ

た
。
右
翼
の
新
聞
は
ゾ
ラ
自
殺
を
報
じ
、
左
翼
の
新
聞
は
参
謀
本
部
の
陰

謀
に
よ
り
殺
さ
れ
た
と
言
う
主
張
を
掲
げ
、
警
察
は
死
因
を
調
べ
る
。
ド

レ
フ
ュ
ス
事
件
で
は
様
々
な
死
人
も
出
、
状
況
的
に
他
殺
説
は
決
し
て
不

自
然
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ロ
ン
ド
ン
で
も
同
じ
九
月
三
〇
日
「
タ
イ

ム
ズ
」（T

he
T
im
es

）
紙
に"D

eath
of

M
.
E
m
ile

Z
ola"

（
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
氏

の
死
）
と
し
て
三
、
四
面
全
部
を
使
っ
て
掲
載
さ
れ
た

。
死
亡
時
の
様
子

(19)

や
メ
ダ
ン
か
ら
帰
っ
て
来
た
時
、
ゾ
ラ
夫
人
は
暖
炉
の
床
の
状
態
が
お
か

し
い
の
で
召
使
い
に
修
理
す
る
よ
う
注
意
し
た
が
、
そ
の
後
の
様
子
が
不

明
で
、
そ
の
ま
ま
に
な
り
中
毒
を
起
こ
し
た
の
で
、
警
察
が
事
情
聴
取
を

し
て
い
る
こ
と
、ま
た
ゾ
ラ
に
つ
い
て
の
経
歴
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
た
。

ロ
ン
ド
ン
で
も
騒
動
に
な
り
、
漱
石
も
知
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ

の
記
事
に
は
、
ゾ
ラ
の
生
ま
れ
故
郷
の
イ
タ
リ
ア
で
皆
が
嘆
い
て
い
る
こ

と
も
書
か
れ
て
い
る
。
あ
っ
と
い
う
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
伝
わ
っ
た
の

で
あ
る
。

一
〇
月
五
日
ゾ
ラ
を
送
る
葬
列
が
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
墓
地
ま
で
続
き
、

数
万
の
参
会
者
を
集
め
て
行
わ
れ
た
。
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
墓
地
は
丘
に
向

か
っ
て
歩
く
と
、
横
に
下
へ
向
か
う
階
段
が
あ
り
、
降
り
て
い
く
と
円
形

広
場
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
放
射
線
上
に
小
道
が
あ
り
墓
地
が
続
く
が
、
ゾ

ラ
の
墓
は
円
形
広
場
の
正
面
に
少
し
小
高
い
と
こ
ろ
に
胸
像
と
と
も
に
あ

る
。
他
の
墓
と
際
立
っ
て
異
な
り
、
髪
の
毛
が
逆
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
政
府
を
代
表
し
て
シ
ョ
ー
ミ
エ
文
相
、
文
芸
家
教
会
を
代
表
し
て
ア

ベ
ル
・
ノ
ル
マ
ン
、友
人
代
表
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
弔
辞
を
読
む
。

反
ド
レ
フ
ュ
ス
派
だ
っ
た
ノ
ル
マ
ン
は
作
品
の
こ
と
以
外
い
っ
さ
い
触
れ

よ
う
と
し
な
い
。
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
は
、
ゾ
ラ
の
勇
気
あ
る
行
動

が
フ
ラ
ン
ス
を
目
覚
め
さ
せ
た
と
最
大
級
の
賛
辞
を
送
っ
た

。
(20)

漱
石
は
、
こ
れ
を
聞
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
聞
く
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。

一
〇
月
初
旬
に
旅
行
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
旅
行
の
時
期
が
不
明
の

中
で
、
ど
の
説
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
時
間
的
に
は
ぴ
っ
た
り

と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
葬
儀
に
は
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
だ
け

で
は
な
く
多
く
の
文
学
者
た
ち
、
ド
レ
フ
ュ
ス
派
も
反
ド
レ
フ
ュ
ス
派
も

来
て
い
た
。
そ
し
て
ゾ
ラ
の
死
を
悼
ん
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
当
時
活
躍
し
て

い
た
文
学
者
た
ち
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
そ
の
存
立
、
そ
の
文
学
を
賭
け

て
生
き
て
き
た
文
学
者
た
ち
が
い
た
の
で
あ
る
。
文
学
と
は
な
に
か
。
文
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学
と
は
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
あ
る
も
の
か
。
文
学
と
は
命
を
賭
け
る
も
の
か
。

文
学
と
は
国
の
行
方
に
も
係
わ
る
も
の
か
。
ゾ
ラ
の
死
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事

件
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
漱
石
に
考
え
さ
せ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
の
ま

ま
漱
石
は
一
〇
月
末
ま
で
パ
リ
に
滞
在
し
た
と
筆
者
は
推
測
す
る
。
モ
ン

マ
ル
ト
ル
の
墓
地
へ
や
っ
て
来
る
の
は
簡
単
で
あ
る
。
留
学
の
最
初
の
時
、

通
っ
た
ル
ー
ト
を
来
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
当
時
で
も
パ
リ
は
ロ
ン
ド
ン

を
朝
出
れ
ば
夕
方
着
く
の
で
あ
る
。
ま
た
帰
る
の
も
簡
単
だ
。
最
初
は
す

ぐ
帰
る
つ
も
り
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
漱
石
が
パ
リ
に
残
る
こ
と
の
で
き

る
条
件
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
周
辺
人
物

漱
石
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
招
待
し
た
と
さ
れ
る
の
は
、
デ
ィ
ク
ソ
ン

と
い
う
人
物
で
あ
る
が
、
彼
と
浅
井
忠
な
ど
美
術
関
係
の
人
物
た
ち
と
の

関
連
を
見
る
こ
と
で
、
漱
石
と
デ
ィ
ク
ソ
ン
と
の
出
会
い
の
可
能
性
を
探

り
、
漱
石
の
パ
リ
滞
在
を
想
定
す
る
。
そ
の
際
、
当
時
の
日
本
美
術
界
の

様
子
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
界
や
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
も
言
及
す

る
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
そ
れ
ら
の
理
解
が
必

要
だ
か
ら
で
あ
る
。

ａ
、
浅
井
忠

時
間
的
に
は
後
戻
り
す
る
が
浅
井
忠
は
漱
石
が
留
学
の
始
め
一
九
〇
〇

年
一
〇
月
、
パ
リ
に
着
い
た
時
に
最
初
に
探
し
た
人
物
で
あ
る
。
す
ぐ
に

は
会
え
な
か
っ
た
が
、
四
日
目
に
出
会
い
一
緒
に
パ
リ
万
博
を
見
物
し
て

い
る
。
浅
井
は
東
京
美
術
学
校
の
教
授
と
し
て
、
す
で
に
四
月
に
、
臨
時

監
査
官
の
役
と
二
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、
先
に
来
て
い
た
。

五
月
五
日
の
法
隆
寺
金
堂
風
の
日
本
館
の
開
場
に
向
け
博
覧
会
嘱
託
と
し

て
仕
事
を
し
、
ま
た
自
作
の
洋
画
「
海
岸
」

の
展
示
を
し
て
い
た
。
な

(21)

ぜ
漱
石
が
浅
井
を
探
し
た
の
か
は
子
規
と
の
関
係
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
浅

井
は
パ
リ
出
発
時
、
子
規
庵
で
送
別
会
を
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
一
九
〇
〇

年
一
月
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
「
浅
井
先
生
送
別
会

虚
子
記
」

と
し
て

(22)

残
さ
れ
て
い
る
。
子
規
は
、
俳
句
革
新
運
動
を
展
開
す
る
と
き
、
文
学
的

理
念
と
し
て
対
象
の
写
実
的
な
再
現
を
目
指
す
「
写
生
」
を
掲
げ
た
。
そ

の
「
写
生
」
論
は
浅
井
忠
、
中
村
不
折
（1866-1943

）

ら
洋
画
家
か
ら
の

(23)

影
響
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
子
規
は
社
員
で
あ
っ
た
新
聞
「
日
本
」

で
挿
絵
を
描
い
た
中
村
不
折
と
知
り
あ
っ
た
。
明
治
二
七
年
、
新
聞
「
日

本
」
傘
下
に
家
庭
向
け
新
聞
「
小
日
本
」
が
発
刊
さ
れ
、
主
筆
と
な
っ
た

子
規
の
も
と
で
不
折
は
挿
絵
を
担
当
す
る
。
不
折
の
写
生
画
と
そ
の
制
作

過
程
は
自
然
の
発
見
、
再
現
的
技
法
の
深
化
と
い
う
課
題
に
お
い
て
、
句

作
と
共
通
す
る
課
題
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た

。
ま
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

(24)

の
表
紙
絵
を
、
不
折
は
一
八
九
八
年
第
二
巻
第
一
号
か
ら
、
浅
井
忠
は
第

二
巻
第
三
号
か
ら
描
い
て
い
る
。

浅
井
忠
に
関
し
て
は
日
本
洋
画
界
の
事
情
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い

だ
ろ
う

。
明
治
政
府
の
欧
化
政
策
の
も
と
で
一
八
七
六
年
、
工
部
大
学

(25)

校
の
附
属
機
関
と
し
て
「
工
部
美
術
学
校
」
が
設
置
さ
れ
た
。
浅
井
は
そ

の
最
初
の
生
徒
で
あ
り
、
他
に
は
小
山
正
太
郎
、
五
姓
田
義
松
な
ど
が
い

た
。
西
欧
文
化
の
移
植
と
し
て
当
然
お
雇
い
外
国
人
が
起
用
さ
れ
た
が
、
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全
て
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
り
、
画
科
に
は
ア
ン
ト
ニ
オ
・
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
(26)

（A
ntonio

F
ontanesi,

1818-1882

）
が
招
か
れ
た
。
彼
の
教
え
は
、
西
洋
絵
画

の
骨
格
を
教
え
る
基
本
的
根
本
的
な
も
の
で
、
遠
近
画
法
、
人
物
画
法
、

風
景
画
法
と
さ
ら
に
幾
何
学
、
遠
近
法
、
解
剖
学
を
と
い
た
。
そ
の
第
一

弟
子
と
し
て
浅
井
は
多
く
の
西
洋
風
絵
画
を
描
い
た
。
し
か
し
ア
ー
ネ
ス

ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
岡
倉
天
心
に
よ
っ
て
日
本
美
術
の
再
評
価
が
行
わ

れ
、
国
粋
主
義
が
台
頭
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
中
、
一
八
八
二
年

に
彫
刻
科
が
廃
止
、
翌
年
に
は
画
学
科
も
廃
止
さ
れ
て
、
「
工
部
美
術
学

校
」
は
廃
校
に
到
っ
た
。
そ
し
て
「
工
部
美
術
部
」
を
統
合
・
改
編
し
て

東
京
美
術
学
校
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
西
洋
画
を
排
除
し
た
も
の
で

あ
っ
た
の
で
、
西
洋
画
家
た
ち
の
失
意
は
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
で
排
除
に

対
抗
し
て
工
部
美
術
学
校
出
身
の
西
洋
美
術
作
家
た
ち
を
中
心
に
、
当
時

の
洋
画
家
ほ
ぼ
全
員
約
八
〇
名
が
大
同
団
結
し
て
発
足
し
た
の
が
「
明
治

美
術
会
」
で
あ
り
、
の
ち
に
太
平
洋
画
会
に
な
る
。
そ
こ
に
九
三
年
フ
ラ

ン
ス
か
ら
帰
朝
し
た
黒
田
清
輝
が
入
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
黒

田
が
も
た
ら
し
た
印
象
派
風
の
新
画
風
は
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
の
影
響
の
あ

る
浅
井
た
ち
と
は
異
な
り
、
後
に
新
派
、
紫
派
と
称
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、

従
来
の
（
旧
工
部
美
術
学
校
系
の
）
画
家
た
ち
は
旧
派
、
脂
派
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
対
立
は
大
き
く
な
り
九
六
年
に
は
黒
田
ら
が
明
治
美
術

会
を
脱
退
し
、
「
白
馬
会
」
を
結
成
す
る
。
そ
の
後
黒
田
の
力
に
よ
り
東

京
美
術
学
校
に
西
洋
画
科
が
設
置
さ
れ
、
九
八
年
に
は
旧
派
側
の
浅
井
忠

も
同
校
の
教
授
と
な
る
。
そ
し
て
翌
年
浅
井
は
パ
リ
万
博
の
指
揮
も
あ
り
、

海
外
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

漱
石
と
浅
井
は
日
本
で
は
面
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
漱
石
は
子
規
を
通
さ
ず
と
も
美
術
界
の
様
子
は
わ
か
っ
て
い
た
だ
ろ

う
し
、
浅
井
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
表
紙
絵
を
書
き
、
は
っ
き
り
と
は
し

な
い
が
、
送
別
会
に
は
漱
石
も
出
席
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
。
浅
井

は
パ
リ
か
ら
「
巴
里
消
息
」
を
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
二
度
投
稿
す
る
。
一

度
目
は
一
九
〇
〇
年
六
月
号
、
二
度
目
は
一
九
〇
〇
年
一
〇
月
号
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
漱
石
は
日
本
で
、
パ
リ
に
着
く
以
前
に
読
ん
で

い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
パ
リ
に
着
い
て
す
ぐ
浅
井
を
探
し
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
（
読
ん
で
い
な
く
て
も
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は
ロ
ン
ド
ン
に
送
ら
れ
て

い
る
）
。
二
度
目
の
一
〇
月
号
の
「
巴
里
消
息
」
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
が

書
か
れ
て
い
た
。

当
所
の
ビ
ン
グ
と
い
ふ
人
は
有
名
の
骨
董
商
に
し
て
且
図
按
家
に

候
。
同
氏
は
日
本
の
古
書
古
物
類
を
非
常
に
集
め
て
欧
州
諸
国
へ
其

趣
味
を
紹
介
し
た
る
一
人
な
る
は
確
か
な
る
事
実
に
有
之
候
。
先
日

来
二
度
許
り
同
氏
の
家
を
訪
ひ
見
物
致
候
。
実
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

日
本
品
を
集
め
て
陶
器
な
ど
の
極
上
の
も
の
は
可
驚
程
集
め
居
候
。

掛
け
物
、
錦
絵
、
書
本
類
な
ど
如
山
有
之
候
。
鑑
定
眼
は
我
等
な
ど

及
ぶ
所
に
無
之
候
。
福
地
氏
が
同
行
し
て
国
刷
物
を
沢
山
携
へ
行
き

見
せ
候
所
、
古
書
の
名
を
一
々
當
善
き
も
の
無
洩
選
り
出
す
に
は
感

心
致
候
。
同
氏
は
図
に
し
て
、
店
に
多
く
の
図
按
家
と
、
あ
ら
ゆ
る

職
人
と
を
て
、
金
属
彫
刻
、
陶
磁
、
ガ
ラ
ス
、
木
彫
、
建
築
何
で
も

の
家
で
製
造
し
て
（
略
）
実
に
羨
ま
し
き
生
活
に
し
て
、
面
白
く
金

も
う
け
出
来
て
、
愉
快
な
こ
と
と
感
じ
申
候
。
同
氏
の
仕
事
は
総
て

一
の
方
式
あ
り
て
、
線
の
ず
る
ず
る
延
び
た
る
ぐ
り
ぐ
り
式
と
我
等



(11)

は
唱
居
候
。（
略
）
随
分
学
者
に
し
て
よ
く
分
か
り
た
る
人
な
れ
ど
、

う
け
が
旨
く
て
ユ
ダ
ヤ
人
故
悪
く
い
ふ
人
も
多
く
有
之
（
略
）
他
当

地
に
て
日
本
好
き
の
人
沢
山
有
之
、
学
者
美
術
家
に
し
て
日
本
の
考

古
学
に
明
る
き
美
術
品
に
鑑
識
の
あ
る
人
達
に
物
を
見
せ
て
咄
し
を

し
て
も
能
く
分
か
る
に
は
感
心
致
候
。

（
浅
井
黙
語
「
巴
里
消
息
」
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
四
巻
第
一
号

ホ
ト
ト
ギ
ス
社
、

一
九
〇
〇
年
一
〇
月
、
二
九
頁
）

こ
こ
で
ビ
ン
グ
と
言
わ
れ
る
の
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ン
グ
（S

am
uel

B
ing,

1838-1905

）
で
あ
る
。
彼
は
一
八
九
五
年
に
パ
リ
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス

街
に
「
メ
ゾ
ン
・
ド
・
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
」（M

aison
de

A
rt

N
ouveau

）
を

開
店
し
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
様
式
の
発
展
に
寄
与
し
た
。
一
九
〇
〇
年

の
パ
リ
万
博
は
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
勝
利
を
祝
う
祭
り
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
に
立
て
ら
れ
た
巨
大
な
ビ
ネ
門
（L

e
P
orte

B
inet

）

に
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
た
。

浅
井
は
ビ
ン
グ
が
「
日
本
の
古
書
、
古
物
類
を
非
常
に
集
め
て
欧
州
諸

国
に
紹
介
し
た
人
物
の
一
人
」
だ
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ジ

ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
世
界
が
一
気
に
視
野
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ビ
ン
グ

は
日
本
の
浮
世
絵
な
ど
の
美
術
品
を
欧
州
に
大
量
に
も
た
ら
し
た
人
物
の

ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
ビ
ン
グ
ほ
ど
有
名
で
は
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
人
物

は
多
く
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
ビ
ン
グ
と
同
じ
頃
生
ま

れ
て
い
る
。
英
国
人
で
は
あ
っ
た
が
、
ビ
ン
グ
と
同
じ
時
代
を
生
き
て
い

る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
な
く
、
英
国
な
ど
西
欧
諸
国

に
広
ま
っ
て
い
る
。
日
本
人
商
人
と
し
て
は
林
忠
正

が
い
る
。
ジ
ャ
ポ

(27)

ニ
ズ
ム
の
始
ま
り
は
「
北
斎
漫
画
」

(H
okusai

S
ketch,

オ
ク
サ
イ
・
ス
ケ
ッ

(28)

チ
）
の
発
見
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
も
日
本
か
ら
は
陶
器
類

な
ど
が
輸
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
包
ん
で
い
た
紙
、
北
斎
を
は
じ
め

と
し
た
浮
世
絵
な
ど
が
爆
発
的
に
人
気
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
目

を
付
け
た
人
物
が
日
本
に
買
い
付
け
に
行
き
、
莫
大
な
財
産
を
築
い
た
の

だ
。
浅
井
も
「
面
白
く
金
も
う
け
出
来
て
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
ジ
ャ

ポ
ニ
ズ
ム
の
浸
透
は
多
く
の
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

ゴ
ン
ク
ー
ル
に
は
『
北
斎
』
、『
歌
麿
』
と
い
う
著
作
も
あ
る
。
ま
た
次
の

よ
う
な
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
言
葉
に
よ
っ
て
う
か
が
い
知
れ
る
。

日
本
が
流
行
っ
て
い
る
。
日
本
の
美
術
骨
董
品
を
持
っ
て
い
な
い
パ

リ
の
通
り
は
一
つ
も
な
い
。
日
本
の
骨
董
品
で
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て

い
な
い
、
美
し
い
女
の
閨
房
あ
る
い
は
サ
ロ
ン
は
全
く
な
い
。
日
本

の
花
瓶
、
日
本
の
掛
け
物
、
日
本
の
絹
製
品
、
日
本
の
お
も
ち
ゃ
、

マ
ッ
チ
箱
、
硯
箱
、
茶
道
具
、
皿
、
婦
人
服
さ
え
も
、
髪
型
も
、
宝

石
、
腰
か
け
、
今
や
す
べ
て
が
日
本
か
ら
や
っ
て
く
る
。

（
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
「
中
国
と
日
本
」「
ル
・
ゴ
ー
ロ
ワ
」（L

e
G
aulois

）
紙
、
一
八

八
〇
年
一
二
月
三
日
）

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ン
グ
は
日
本
美
術
品
の
コ
レ
ク
タ
ー
か
つ
デ
ィ
ー
ラ

ー
で
あ
り
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
係
わ
り
の
も
と
に
は
日
本
の
古
い
美

術
品
の
収
集
と
紹
介
と
が
あ
っ
た

。
彼
は
そ
れ
ま
で
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ

(29)

ム
的
憧
憬
の
色
が
濃
か
っ
た
東
洋
趣
味
を
「
実
証
的
な
も
の
」
に
変
え
よ

う
と
、
雑
誌
『
芸
術
の
日
本
』（Le

Japon
A
rtitique

）

を
一
八
八
九
年
創
刊

(30)
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し
て
い
る
。
九
〇
年
代
に
は
政
府
の
公
的
な
命
令
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ

と
並
ん
で
日
本
の
応
用
芸
術
の
研
究
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
ビ
ン
グ
の
意

図
は
、
単
に
日
本
美
術
を
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
の
眼
か
ら
み
て
、
日
本
人
の
生
活
全
般
が
芸
術
的
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
、
そ
の
意
義
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀

に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
至
上
主
義
が
極
点
に
達
し
、
方
向
性
を
見
失
っ

て
い
た
。
芸
術
の
精
神
性
を
逆
に
生
活
の
中
で
つ
な
ぎ
止
め
て
お
く
方
法
、

芸
術
を
生
活
と
か
か
わ
ら
せ
、
な
お
か
つ
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活

そ
の
も
の
を
芸
術
化
さ
せ
る
方
法
を
日
本
美
術
か
ら
学
ぶ
と
ビ
ン
グ
は

い
う

。
(31)

さ
ら
に
こ
の
日
本
絵
画
の
影
響
は
印
象
派
の
画
家
た
ち
に
も
及
ん
だ
。

マ
ネ
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
モ
ネ
、
ゴ
ッ
ホ
な
ど
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
は
テ
オ
宛

て
の
手
紙
に
、
「
僕
の
仕
事
は
み
ん
な
多
少
と
も
日
本
の
絵
が
基
本
に
な

っ
て
い
る
」
と
書
く
の
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
が
ビ
ン
グ
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ

ー
館
で
数
千
枚
と
い
う
浮
世
絵
を
漁
っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
を
経
て
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
は
生
み
出
さ

れ
た
。

さ
ら
に
浅
井
は
ビ
ン
グ
が
「
図
案
家
と
職
人
を
お
い
て
い
る
」
と
書
く
。

図
案
は
歌
麿
の
版
画
や
光
琳
の
絵
、
さ
ら
に
着
物
、
江
戸
小
紋
の
図
案
を

も
と
に
花
や
植
物
な
ど
の
有
機
的
な
モ
チ
ー
フ
や
自
由
曲
線
の
組
み
合
わ

せ
に
よ
る
従
来
の
様
式
に
囚
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
花
や
鳥
や
動
物

な
ど
が
様
々
に
繋
が
り
、
模
様
を
構
成
す
る
。
そ
の
模
様
を
浅
井
は
「
線

の
ず
る
ず
る
延
び
た
る
ぐ
り
ぐ
り
式
」
と
表
現
し
、
日
本
に
伝
え
た
の
で

あ
る
。
素
材
は
「
金
属
彫
刻
、
陶
磁
、
ガ
ラ
ス
、
木
彫
、
建
築
」
と
浅
井

が
い
う
よ
う
に
当
時
の
新
素
材
や
、
工
芸
品
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た

。
そ
れ
は
「
三
四
郎
」（
「
朝
日
新
聞
」
明
治
四
一
・

(32)

九
～
一
二
）
の
中
で
淀
見
軒
と
い
う
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
屋
の
建
物
様
式
と
し

て
漱
石
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
建
築
に
も
ヌ
ー
ボ
ー
式
が
あ
る
の
か
と
三

四
郎
は
驚
い
て
い
る
。
他
に
も
「
野
分
」(

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
四
〇
・
一)

の
「
ヌ
ー
ボ
ー
式
の
簪
」
、
「
行
人
」（
「
朝
日
新
聞
」
大
正
元
・
一
二
～
大
正
二
・

一
一
）
の
「
セ
ゼ
ツ
シ
ョ
ン
式
の
一
輪
瓶
」
も
あ
る
。「
セ
ゼ
ツ
シ
ョ
ン
式
」

と
は
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
ド
イ
ツ
語
名
で
あ
る
。

浅
井
は
、
最
初
の
「
巴
里
消
息
」
で
は
日
本
の
も
の
は
「
顔
色
な
し
」

や
「
日
本
の
出
品
に
は
実
に
嘔
吐
を
催
し
候
」
な
ど
と
書
い
て
い
た
が
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
日
本
の
も
の
が
評
価
さ
れ
、
ビ
ン
グ
の
よ
う
に
高
価
な
も

の
を
所
有
し
、
日
本
美
術
に
詳
し
い
人
が
た
く
さ
ん
い
る
の
だ
と
留
学
中

次
第
に
わ
か
っ
て
く
る
。
日
本
の
も
の
を
取
り
入
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
様
式
と
し
て
新
し
い
芸
術
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
の

だ
。
浅
井
に
と
っ
て
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
非
常
な
驚
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

浅
井
は
一
九
〇
二
年
六
月
、
留
学
を
終
え
帰
国
す
る
時
に
、
ロ
ン
ド
ン
に

立
ち
寄
っ
て
漱
石
の
下
宿
に
一
週
間
ほ
ど
滞
在
し
て
い
る
が
、
二
年
間
の

留
学
に
よ
っ
て
得
た
も
の
を
漱
石
に
詳
し
く
伝
え
た
で
あ
ろ
う
。
美
術
の

こ
と
の
み
な
ら
ず
、
文
学
の
状
況
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
に
つ
い
て
も
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
美
術
関
係
の
人
物
た
ち
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
が
デ
ィ

ク
ソ
ン
で
あ
っ
た
。

ｂ
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
（J.

H
.
D
ixon,

1837-1926

）
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デ
ィ
ク
ソ
ン
に
つ
い
て
は
弁
護
士
で
あ
っ
た
こ
と
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

に
広
大
な
屋
敷
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
彼
は
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
ビ
ン
グ
の
よ
う
に
、
日
本
の
芸
術
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
多
胡
吉
郎
に
よ
る
と
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
美
術
愛
好
家
で
一
八
九

九
年
か
ら
三
年
近
く
も
世
界
周
遊
に
出
か
け
、
日
本
に
も
一
年
あ
ま
り
滞

在
し
た

。
一
九
〇
二
年
の
四
月
く
ら
い
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ピ
ト

(33)

ロ
ク
リ
に
居
を
か
ま
え
日
本
庭
園
も
造
っ
た
が
、
も
と
も
と
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
漱
石
が
英
国
留
学
か
ら
、
帰
っ
て
い
っ
た
一
九

〇
二
年
一
二
月
五
日
の
五
日
後
、
一
二
月
一
〇
日
、
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ャ
パ

ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
第
六
三
回
例
会
で"O

n
S
om

e
Japanise

A
rtiste

of

T
o-day"

（
幾
人
か
の
今
日
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
つ
い
て
）
と
題
し
て
講
演
を

行
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
『
倫
敦
日
本
協
会
雑
誌
』
に
残
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
日
本
の
美
術
の
特
徴
を
述
べ
た
後
、
司
馬
江
漢
が
長
崎
で
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
ス
タ
イ
ル
を
学
び
、
そ
の
影
響
が
渡
辺
崋
山
や
北
斎
、
広
重
に
及
び
、

そ
れ
に
よ
っ
て
北
斎
な
ど
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
自

説
を
述
べ
る
。
一
般
的
意
見
で
は
な
い
が
と
断
り
を
入
れ
る
が
、
か
な
り

専
門
家
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

M
r.

S
.
K
oyam

a
and

C
.
A
sai,

w
ho

are
to-day

am
ongst

the

leading
artist

of
T
okyo,

took
lessons

under
T
ogai

K
aw

akam
i.

（
Ｓ
・
小
山
氏
と
Ｃ
・
浅
井
氏
は
今
日
の
東
京
の
指
導
的
な
ア
ー
チ
ィ
ス
ト
で
あ

る
が
、
川
上
冬
崖
の
も
と
で
教
え
を
受
け
て
い
る
）
(34)

デ
ィ
ク
ソ
ン
は
小
山
正
太
郎
や
浅
井
忠
が
日
本
の
指
導
的
画
家
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
工
部
美
術
学
校
」
で
イ
タ
リ
ア
人
指
導

者
が
教
え
た
こ
と
、
ま
た
、
黒
田
清
輝
が
帰
っ
て
来
て
、
白
馬
会
を
創
り

分
裂
し
た
こ
と
、
浅
井
た
ち
が
旧
派
と
よ
ば
れ
、
黒
田
た
ち
が
新
派
と
よ

ば
れ
て
い
る
と
い
う
日
本
の
明
治
以
降
の
美
術
会
の
様
子
を
講
演
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
事
情
を
教
え
て
い
る
の
は
、

M
r.
C
.
Fujiw

ara,
now

studying
in

P
aris,

w
ho

has
kindly

given

m
e
m
uch

inform
ation,

（
Ｃ
・
藤
原
氏
が
、
今
パ
リ
で
勉
強
し
て
い
る
が
、
彼
が
私
に
多
く
の
情
報
を
教

え
て
く
れ
て
い
る
）
(35)

今
パ
リ
で
勉
強
し
て
い
る
Ｃ
・
藤
原
が
明
治
の
美
術
界
の
状
況
を
デ
ィ

ク
ソ
ン
に
教
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
今
」
は
デ
ィ
ク
ソ
ン

に
と
っ
て
ロ
ン
ド
ン
の
一
九
〇
二
年
一
二
月
一
〇
日
で
あ
る
が
、
藤
原
に

と
っ
て
は
い
つ
だ
ろ
う
か
。
浅
井
は
一
九
〇
二
年
六
月
ま
で
パ
リ
に
い
た

が
、
浅
井
に
つ
い
て
は
「
今
」
い
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
藤
原

の
「
今
」
は
一
九
〇
二
年
六
月
か
ら
一
二
月
一
〇
日
の
間
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
「
今
」
と
言
っ
て
い
る
か
ぎ
り
一
二
月
一
〇
日
に
限
り
な
く
近
い
が
、

発
表
の
準
備
に
時
間
も
か
か
る
だ
ろ
う
か
ら
一
一
月
、
一
〇
月
く
ら
い
に

な
る
。

Several
young

artists
besides

those
already

m
entioned

are

studying
art

in
P
aris

at
the

present
tim

e.
M
r.
S
.
W
ada

is
one

of

them
.
T
he

num
ber

of
young

Japanese
artists

w
ho

com
e
to
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E
urope

to
study,

is
incresing

every
year.

（
こ
れ
ま
で
す
で
に
述
べ
た
も
の
以
外
に
も
若
い
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が

今
パ
リ
で
勉
強
し
て
い
る
。
Ｓ
・
和
田
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
勉
強
の
た
め
来
て
い
る
若
い
日
本
の
芸
術
家
は
毎
年
増
え
続
け
て
い
る
。）
(36)

そ
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
日
本
人
芸
術
家
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
る
の
で
、
単
な
る
伝
聞
で
は
な
く
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
自
身
が
パ
リ
に
調

査
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
一
九
〇
二
年
四

月
以
降
か
ら
一
一
月
く
ら
い
の
間
の
ど
の
時
期
か
に
パ
リ
に
い
た
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
発
表
で
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

M
r.N

akam
ura,

a
young

Jaoanese
artist

of
prom

ise,
now

studying
in
P
aris,

(

若
い
有
望
な
日
本
の
芸
術
家
で
あ
る
中
村
氏
は
、
今
パ
リ
で
勉
強
し
て
い
て
）
(37)

こ
の
「
中
村
」
の
下
の
名
前
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
中
村
不
折
で
は

な
い
か
。
中
村
は
「prom
ise

」（
有
望
な
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
不
折

は
そ
の
時
す
で
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
表
紙
絵
を
描
い
た
り
し
て
す
で
に

実
績
の
あ
る
人
物
で
あ
る
か
ら
そ
う
表
現
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

Ｃ
・
藤
原
や
Ｓ
・
和
田
は
有
名
に
な
ら
な
か
っ
た
せ
い
か
今
で
は
誰
で
あ

る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
不
折
は
一
九
〇
一
年
六
月
か
ら
一
九
〇
五
年
ま
で

フ
ラ
ン
ス
留
学
し
、
コ
ラ
ン
（R

aphael
C
ollin,

1850-1916

）
や
ジ
ャ
ン
・
ポ

ー
ル
・
ロ
ラ
ン
ス
（Jean-poul

L
aures,

1838-1921

）
に
学
び
（
原
武
哲
、
石
田
忠

彦
、
海
老
井
英
次
編
『
漱
石
漱
石
周
辺
人
物
事
典
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
七
月
、
二

五
八
頁
）
、
パ
リ
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
も
入
賞
し
て
い
る
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
、

中
村
に
尾
形
乾
山
の
絵
を
見
た
時
の
ノ
ー
ト
な
ど
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
感

謝
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
不
折
は
浅
井
忠
に
絵
画
を
師
事
し
、
子
規

の
編
集
す
る
新
聞
「
新
日
本
」
、
「
日
本
」
な
ど
に
挿
絵
を
描
き
、
日
清
戦

争
に
も
子
規
と
と
も
に
従
軍
記
者
と
し
て
中
国
に
渡
る
。
そ
こ
で
書
に
興

味
を
抱
き
、
戦
後
中
国
と
朝
鮮
を
周
遊
し
、
貴
重
な
書
画
骨
董
を
鑑
賞
収

集
し
た
こ
と
が
、後
に
書
家
と
し
て
名
を
な
す
も
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

不
折
か
ら
尾
形
乾
山
に
関
す
る
ノ
ー
ト
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と

も
不
思
議
で
は
な
い
。
留
学
中
、
不
折
の
「
巴
里
よ
り
」
、「
巴
里
よ
り
来

状
」

が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
不
折
は
そ
の
中
で
日

(38)

本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
の
留
学
生
が
多
く
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
サ
ロ
ン
で

賞
が
も
ら
え
る
と
一
五
年
間
の
留
学
を
政
府
に
保
証
し
て
も
ら
え
る
の

で
、
今
後
は
ア
メ
リ
カ
が
世
界
一
の
美
術
国
に
な
る
だ
ろ
う
と
記
述
し
て

い
る
。
そ
れ
に
反
し
て
日
本
人
は
二
年
程
度
の
留
学
で
ど
れ
ほ
ど
の
力
が

で
き
よ
う
か
と
嘆
い
て
い
る
。
パ
リ
は
や
は
り
世
界
中
か
ら
留
学
生
が
集

ま
り
、
美
術
を
学
ぶ
芸
術
の
都
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
も
日

本
と
同
じ
く
魅
力
的
な
場
所
で
あ
り
、
コ
ラ
ン
や
ロ
ラ
ン
ス
が
教
え
る
私

立
の
美
術
学
校
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
や
官
立
美
術
学
校
エ
コ
ー

ル
・
デ
・
ボ
ザ
ー
ル
を
訪
ね
、
そ
こ
で
日
本
人
留
学
生
や
不
折
に
出
会
っ

た
可
能
性
は
高
い
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
、
一
九
〇
二
年
の
一
二
月
に
日
本
人

留
学
が
「
今
」
パ
リ
に
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
そ
の
時
間
の
前
に
パ
リ

に
行
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

漱
石
は
英
国
留
学
時
の
ノ
ー
ト

に
、
不
折
の
留
学
費
の
不
足
や
生
活

(39)
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の
困
窮
ぶ
り
を
例
に
と
り
芸
術
家
の
生
活
難
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
ま

た
不
折
も
子
規
へ
の
手
紙
に
、漱
石
に
会
っ
た
ら
鰹
節
一
本
や
る
と
書
き
、

二
人
が
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
で
交
流
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
漱
石

と
デ
ィ
ク
ソ
ン
が
ど
こ
で
会
い
、
ど
う
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
行
っ
た

か
現
在
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
が
、
パ
リ
と
い
う
場
で
デ
ィ
ク
ソ
ン

と
日
本
人
の
美
術
家
た
ち
と
の
交
流
が
あ
り
、
漱
石
と
日
本
人
画
家
と
の

交
流
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
漱
石
と
デ
ィ
ク
ソ
ン
と
の
繋

が
り
の
可
能
性
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
発
表
は
続
き
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
が
東
京
、
大
阪
、
京
都
、
日
光
な

ど
へ
行
き
、
作
家
た
ち
と
会
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
日
本
の
作
家
の

現
代
の
絵
を
取
得
し
た
い
と
思
う
外
国
人
は
い
く
つ
か
の
展
示
会
に
行
く

べ
き
だ
と
い
う
。
特
に
一
九
〇
三
年
の
大
阪
で
開
か
れ
る
だ
ろ
う
第
五
回

内
国
勧
業
博
覧
会
に
行
け
ば
現
代
の
い
い
絵
が
手
に
入
る
だ
ろ
う
と
い

う
。
石
川
欽
一
郎
、
石
川
寅
治
、
三
宅
克
己
、
五
姓
田
芳
柳
二
世
、
五
百

城
文
哉
な
ど
を
日
本
で
訪
ね
た
こ
と
を
発
表
す
る
。
一
八
八
〇
年
代
ピ
ー

ク
を
迎
え
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
こ
の
頃
は
隆
盛
は
過
ぎ
去
っ
て
い
た
。
今

日
（
明
治
）
新
し
い
日
本
の
画
家
た
ち
は
ま
た
何
か
生
み
出
し
て
い
る
に

違
い
な
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
浮
世
絵
な
ど
を
日
本
人
自
身
は
、

過
小
評
価
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
明
治
の
画
家
た
ち
の
作
品
も
自
分
た
ち

西
欧
人
が
よ
い
も
の
を
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に

は
、
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
し
て
の
目
が

あ
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
世
界
を
周
遊
し
た
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

に
宏
大
な
住
宅
を
も
っ
た
り
、
日
本
庭
園
を
作
る
財
力
は
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
浅
井
も
「
巴
里
消
息
」
に
、
日
本
好
き
の
人
は
た
く
さ
ん
い
て
、

み
ん
な
観
察
力
も
優
れ
て
い
る
と
書
い
て
い
る
。
ビ
ン
グ
ほ
ど
有
名
で
は

な
い
が
、
ビ
ン
グ
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
人
、
財
力
も
あ
り
、
知
識

も
あ
る
英
国
人
も
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
浅
井
が
住
ん
で
い
た
ア
パ
ル
マ
ン
ト
が
あ
る
ア
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
・
マ

ラ
コ
フ
五
八
番
地
（
今
は
地
名
が
異
な
る
）
は
パ
リ
で
も
最
高
級
の
住
宅
地

に
あ
り
凱
旋
門
や
万
博
会
場
、
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
も
間
近
に
望
む
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
浅
井
は
そ
こ
に
池
辺
義
象
と
福
地
天
香
と
三
人
で
暮
ら
し
て
い

た

。
新
し
く
来
た
も
の
は
以
前
の
日
本
人
の
ア
パ
ー
ト
を
頼
り
、
近
く

(40)

で
暮
ら
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
漱
石
が
留
学
の
最
初
に
宿
泊
し
た
ノ
デ
ィ
エ

夫
人
の
下
宿
も
歩
い
て
一
〇
分
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
ま
た
宿
泊

し
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
金
銭
的
都
合
か
ら
浅
井
の
弟
子
た
ち
や
不
折
の

と
こ
ろ
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
美
術
関
係
の
知
人
は
パ
リ
に
た
く
さ
ん

い
た
の
で
あ
る
。
文
部
省
関
係
の
人
は
避
け
た
だ
ろ
う
が
。
デ
ィ
ク
ソ
ン

も
パ
リ
に
い
た
日
本
人
の
画
家
た
ち
を
日
本
で
し
た
よ
う
に
訪
ね
歩
い
た

だ
ろ
う
。
印
象
派
、
後
期
印
象
派
や
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
芸
術
家
た
ち

が
集
う
パ
リ
は
日
本
と
同
じ
く
魅
力
的
な
場
所
で
あ
り
、
た
び
た
び
訪
れ

て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
漱
石
は
一
〇
日
ほ
ど
過
ぎ
た
頃
、
ロ
ン
ド

ン
で
自
分
が
居
な
く
な
っ
た
と
騒
が
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
き

た
。
実
際
「
夏
目
狂
せ
り
」
の
電
報
を
打
た
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
た

漱
石
失
踪
が
打
電
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
時
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
漱
石
を
招
待
し
た
だ

ろ
う
か
。

A
nd

so
help

to
give

these
w
orthy

young
m
en

the
chance

they
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are
longing

for
to
go

ahead
and

show
w
hat

is
in
them

.

（
こ
の
よ
う
な
価
値
あ
る
若
者
た
ち
が
望
む
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
助
け
て
ほ
し

い

―
彼
ら
は
前
進
し
彼
ら
の
中
に
あ
る
も
の
を
し
め
す
だ
ろ
う
。）
(41)

そ
の
よ
う
な
デ
ィ
ク
ソ
ン
で
あ
っ
た
か
ら
パ
リ
に
い
た
い
漱
石
を
手
助

け
し
て
く
れ
た
だ
ろ
う
。
最
初
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
ピ
ト
ロ
ク
リ
に

関
し
て
は
綴
り
も
発
音
も
間
違
っ
て
い
る
。
最
低
二
週
間
滞
在
し
て
い
た

と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

漱
石
は
留
学
の
初
期
か
ら
期
間
を
延
長
し
て
で
も
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
望

ん
で
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
勉
強
し
、
そ
の
意
義
を
認
識
し
始
め
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
は
社
会
の
急
激
な
変
化
の
中
で
様
々
に
生
じ
て
い
る
。

ロ
マ
ン
主
義
の
熱
狂
か
ら
、
社
会
や
文
化
を
も
っ
と
客
観
的
に
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
欲
求
の
中
で
レ
ア
リ
ズ
ム
文
学
が
生
じ
て
き

た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
「
文
学
は
社
会
を
映
す
鏡
」
で
あ
る
と
い
い
、
バ

ル
ザ
ッ
ク
は
社
会
と
そ
こ
に
生
き
る
人
間
を
く
ま
な
く
探
究
し
た
人
間
喜

劇
を
書
い
た
。
自
然
主
義
文
学
の
勝
利
を
宣
言
し
、
社
会
の
底
辺
を
探
っ

た
ゾ
ラ
は
ル
ー
ゴ
ン
・
マ
ッ
カ
ー
ル
叢
書
を
創
作
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、

ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
自
然
主
義
文
学
が
読
者
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
も
た

ら
す
と
し
、
若
者
た
ち
に
精
神
の
主
体
性
を
持
て
と
語
り
か
け
る
。
さ
ら

に
作
家
に
は
社
会
的
責
任
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
一
〇
年
程
前
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
今
ま
さ
に
一
ユ
ダ
ヤ
人
の
人
権
を
め
ぐ
っ
て
身
の
危
険

を
顧
み
ず
論
争
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
た
ち
が
い
た
。
そ
の
先
頭
に
立

っ
て
い
た
ゾ
ラ
の
死
が
ま
さ
に
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
た
。
文
学
は
た
だ

の
娯
楽
で
は
な
く
、
社
会
の
あ
り
方
、
個
人
の
生
き
方
、
死
に
方
を
問
う

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
事
件
の
系
列
を
略
歴
に
表
し
て
み
よ
う
。

一
八
九
四
年

ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
起
こ
る

一
八
九
八
年
一
月

ゾ
ラ
「
ロ
ー
ロ
ー
ル
」
紙
に
「
私
は
糾
弾

す
る
」
を
掲
載
す
る

七
月

ゾ
ラ
英
国
へ
亡
命
す
る

一
八
九
九
年
六
月

ゾ
ラ
英
国
よ
り
帰
国

一
九
〇
〇
年
四
月

浅
井
忠
パ
リ
に
到
着

四
月
一
四
日

第
五
回
パ
リ
万
博
開
幕

一
〇
月

漱
石
パ
リ
到
着

一
一
月
一
二
日

パ
リ
万
博
閉
幕

一
九
〇
一
年
六
月

中
村
不
折
パ
リ
到
着

九
月

漱
石
文
部
省
に
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
請
願
す

る

一
九
〇
二
年
六
月

浅
井
忠
帰
国
の
た
め
ロ
ン
ド
ン
の
漱
石
の

下
宿
に
た
ち
よ
る

一
九
〇
二
年
九
月

「
夏
目
狂
せ
り
」
の
電
報
日
本
に
打
た
れ

る

九
月
二
九
日

ゾ
ラ
一
酸
化
中
毒
死

三
〇
日

ゾ
ラ
の
死
ロ
ン
ド
ン
の
新
聞
に
掲
載

一
〇
月
五
日

ゾ
ラ
の
葬
儀

モ
ン
マ
ル
ト
ル
墓
地

一
〇
月
一
〇
日

漱
石
よ
り
岡
倉
由
三
郎
に
手
紙
が
来
る

一
一
月
五
日

藤
代
禎
輔
ロ
ン
ド
ン
で
漱
石
に
会
い
帰
国
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一
二
月
五
日

漱
石
ロ
ン
ド
ン
か
ら
帰
国
の
船
に
乗
る

一
二
月
一
〇
日

デ
ィ
ク
ソ
ン
、
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ャ
パ
ン
ソ

サ
イ
ェ
テ
ィ
の
第
六
回
例
会
で
発
表
す
る

一
九
〇
六
年

ド
レ
フ
ュ
ス
無
罪
を
勝
ち
取
る

四
、
作
品

漱
石
の
作
品
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

一
九
〇
二
年
一
〇
月
末
？

漱
石
は
自
分
で
帰
国
の
船
の
キ
ャ
ン
セ
ル

を
す
る
。
そ
れ
を
知
ら
ず
、
一
一
月
五
日
に
藤
代
禎
輔
が
ド
イ
ツ
か
ら
一

緒
に
帰
国
し
よ
う
と
や
っ
て
来
る
。
六
日
に
漱
石
と
会
い
、
漱
石
の
下
宿

に
宿
泊
す
る
が
、
漱
石
は
本
が
多
く
片
づ
い
て
な
い
の
を
言
い
訳
に
し
て

帰
国
を
の
ば
す
と
い
う
。
説
得
し
た
が
、
藤
代
は
漱
石
が
元
気
そ
う
な
の

で
、
一
人
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
一
ヶ
月
ロ
ン
ド
ン
に
残
る
。
当

時
、
二
週
間
に
一
度
の
日
本
行
き
の
船
が
あ
っ
た
が
、
も
う
二
週
間
残
り
、

一
二
月
五
日
に
帰
国
の
船
に
乗
る
。
な
ぜ
残
っ
た
の
か
は
こ
れ
ま
で
も
疑

問
と
さ
れ
て
き
た
。
い
く
つ
か
の
仮
説
が
あ
る
が
、
そ
の
時
パ
リ
は
ど
う

だ
っ
た
か
み
て
み
よ
う
。
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
は
不
可
解
な
事
件
だ
っ
た
し
、

死
人
も
負
傷
者
も
多
い
。
文
書
偽
造
で
逮
捕
さ
れ
た
ア
ン
リ
大
佐
の
獄
中

自
殺
は
不
可
解
と
さ
れ
る
。
大
統
領
の
急
死
、
ゾ
ラ
の
弁
護
士
の
負
傷
、

右
翼
や
左
翼
の
暴
行
な
ど
か
ら
も
、
ゾ
ラ
の
死
は
当
然
自
然
死
以
外
の
可

能
性
も
疑
わ
れ
た
。
デ
モ
で
は
何
回
も
「
ゾ
ラ
を
殺
せ
」
と
い
う
言
葉
が

叫
ば
れ
て
い
る
。
実
際
警
察
は
捜
査
を
し
、
検
証
本
も
残
さ
れ
て
い
る
。

パ
リ
中
の
騒
動
は
一
ヵ
月
で
は
収
ま
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
一
九
〇
六
年
ド

レ
フ
ュ
ス
の
無
罪
が
確
定
し
、
ゾ
ラ
の
遺
骸
が
パ
ン
テ
オ
ン
に
移
送
さ
れ

る
時
も
ド
レ
フ
ュ
ス
は
発
砲
さ
れ
肩
に
疵
を
負
う
。
そ
れ
ほ
ど
危
険
な
事

件
で
あ
っ
た
の
で
、
他
殺
の
可
能
性
を
誰
も
が
考
え
た
だ
ろ
う
し
、
新
聞

も
疑
わ
し
い
点
を
報
じ
て
い
た
。
結
局
、
事
故
死
と
さ
れ
た
が
。
実
際
一

九
五
〇
年
頃
、
煙
突
に
細
工
を
し
た
と
い
う
人
が
現
れ
た
が
、
時
間
が
た

ち
過
ぎ
て
い
て
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
一
九
〇
二
年
一
一

月
頃
は
新
聞
記
事
な
ど
か
ら
も
漱
石
は
犯
人
が
見
つ
か
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
は
ず
だ
。

一
一
月
下
旬
、
高
浜
虚
子
と
河
東
碧
梧
桐
か
ら
「
子
規
臨
終
の
様
子
」

を
書
い
た
手
紙
が
く
る
。
そ
の
返
信
に
次
の
よ
う
な
俳
句
が
あ
っ
た
。

筒
袖
や
秋
の
棺
に
し
た
が
は
ず

手
向
く
べ
き
線
香
も
な
く
て
暮
の
秋

霧
黄
な
る
市
に
動
く
や
影
法
師

き
り
ぎ
り
す
の
昔
を
忍
び
帰
る
べ
し

招
か
ざ
る
薄
に
帰
り
来
る
人
ぞ

こ
の
第
三
句
「
霧
黄
な
る
市
に
動
く
や
影
法
師
」
は

ロ
ン
ド
ン
の
濃
い
霧
の
中
を
影
絵
の
よ
う
に
動
く
人
々
。
死
ん
だ

親
友
の
幻
も
動
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
大
岡
信
『
拝
啓
漱
石
先
生
』
世
界
文
化
社
、
一
九
九
九
年
六
月
、
二
三
一
頁
）

と
し
て
も
読
め
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
の
霧
は
灰
色
、
も
し
く
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は
黒
く
、
肺
ま
で
届
き
、
黒
い
痰
が
で
た
と
い
う

。「
永
日
小
品
」
の
「
霧
」

(42)

に
も
「
黒
い
色
に
染
め
ら
れ
た
重
た
い
霧
」
に
帰
り
が
わ
か
ら
な
く
な
っ

た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
の
画
家
タ

ー
ナ
ー
（Joseph

M
allord

W
illiam

T
urner,

1775-1851

）

は
、
ロ
ン
ド
ン
を
黄

色
と
し
て
描
い
た

。
し
か
し
そ
れ
は
一
九
世
紀
前
半
で
あ
っ
た
。
漱
石

(43)

の
実
感
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
霧
は
黄
色
と
表
現
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
「
霧
黄
な
る
市
」
と
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
パ
リ
で

あ
る
。
パ
リ
は
そ
れ
ほ
ど
工
業
化
が
進
ん
で
い
ず
、
空
気
も
そ
れ
ほ
ど
汚

れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
漢
書
に
「
黄
霧
四
塞
」

と
い
う
四
字
熟
語
が

(44)

あ
る
。
「
天
下
が
乱
れ
る
前
兆
と
し
て
辺
り
一
面
が
黄
色
い
霧
で
覆
わ
れ

る
」
と
言
う
意
味
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
パ
リ
は
天
下
が
乱
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漱
石
の
み
な
ら
ず
当
時
の
日
本
人
は
漢
文
に
は
長
け

て
い
た
。
こ
の
四
字
熟
語
も
吉
田
松
陰
の
「
黄
霧
四
塞
す
と
い
え
ど
も
蒼

天
な
き
に
非
ず
」
と
い
う
句
と
と
も
に
良
く
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
パ
リ

の
町
に
「
影
法
師
」
す
な
わ
ち
「
暗
殺
者
」
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
パ
リ

の
騒
動
の
様
子
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
五
句
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
句
で
あ
る
。
日
本
、
子
規
に
関
す
る
読
み

も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
う
一
つ
の
読
み
も
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
薄
」
は
「
幽
霊
の
正
体
見
た
り
枯
尾
花
」
な
ど
怪
し
い
も
の
を
暗
示
す

る
言
葉
で
あ
る
。
招
か
な
い
怪
し
い
も
の
「
暗
殺
者
」
が
い
る
の
に
、
ゾ

ラ
は
メ
ダ
ン
か
ら
帰
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
と
ゾ
ラ
の
死
を
惜
し
ん
で
い
る

と
も
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
。

ゾ
ラ
の
死
を
契
機
に
、
社
会
を
も
動
か
す
文
学
と
は
な
に
か
、
ど
の
よ

う
な
文
学
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た

る
。
漱
石
が
九
月
に
精
神
的
に
苦
し
ん
だ
の
は
、
二
年
の
留
学
が
終
わ
る

に
あ
た
っ
て
何
を
自
分
は
掴
ん
だ
の
か
、
帰
っ
て
か
ら
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
よ
い
の
か
と
い
う
悩
み
も
重
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
今
フ
ラ
ン

ス
の
文
学
者
た
ち
が
命
を
か
け
社
会
の
た
め
奮
闘
し
て
い
る
の
を
知
り
、

自
分
が
な
す
べ
き
こ
と
は
な
に
か
、
深
く
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
し
て
一
九
〇
二
年
一
二
月
五
日
帰
国
の
船
に
乗
る
。
そ
れ
以
上
残
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
帰
国
後
漱
石
は
東
京
大
学
の
教
師
と
な

る
も
、
二
年
後
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
連
載
す
る
。

先
に
帰
国
し
た
浅
井
は
東
京
に
帰
ら
ず
、
京
都
で
図
案
改
革
運
動
を
展
開

す
る
。
漱
石
は
そ
れ
か
ら
二
、
三
年
旺
盛
な
創
作
活
動
を
行
う
。
作
品
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』（
上
：
明
治
三
八
・
一
〇
、
中
：
明
治
三
九
・
一
一
、
下
：
明
治
四

〇
・
六
、
大
倉
書
店
）
か
ら
『
樣
虚
集
』（
明
治
三
九
・
五
、
大
倉
書
店
）
や
『
虞

美
人
草
』（
明
治
四
一
・
一
、
大
倉
書
店
）
、
そ
し
て
『
行
人
』（
大
正
三
・
一
、
大

倉
書
店
）
ま
で
の
装
丁
を
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
様
式
を
用
い
、
橋
口
五
葉

に
任
せ
る
。
挿
絵
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
上
巻
を
中
村
不
折
、
中
・
下

巻
を
浅
井
忠
に
描
い
て
も
ら
う
。
自
分
の
作
品
を
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
様

式
で
装
丁
す
る
と
い
う
こ
と
は
パ
リ
で
見
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ン
グ
の
品

々
、
ま
た
印
象
派
の
、
西
欧
の
芸
術
が
心
に
残
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
生

活
に
芸
術
を
」
で
あ
る
。
最
初
は
日
本
の
芸
術
が
劣
っ
て
い
る
と
卑
下
し

た
が
、
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
は
日
本
の
芸
術
の
影
響

を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、西
欧
人
は
日
本
の
も
の
を
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
、

そ
れ
を
も
と
に
ま
た
自
分
た
ち
の
新
し
い
芸
術
を
作
り
出
し
て
い
た
の
だ

っ
た
。
漱
石
の
蔵
書
に
あ
る
ウ
ァ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
『
一
九
世
紀
美
術
』
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（W
aldstein,

C
.
(1903 ).

A
rt
in
the

nineteenth
century.

C
am

bridge
U
niversity

Press.
）
で
は"Japan"

に
下
線
が
あ
り
、
脇
に"origin

of
art

nouveau"

（
ア

ー
ル･

ヌ
ー
ボ
ー
の
起
源
）
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る

。
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー

(45)

様
式
が
日
本
起
源
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
認
識
し
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
自

分
た
ち
も
西
欧
の
も
の
に
学
び
、
ま
た
日
本
独
自
の
芸
術
を
作
り
出
し
た

い
。
そ
れ
は
美
術
だ
け
で
は
な
く
、
文
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
良

い
と
こ
ろ
は
受
け
入
れ
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
み
な
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん

英
国
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
文
学
か
ら
も
。
そ
れ
は
単
な
る
真
似
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
人
が
日
本
の
も
の
を
受
け
入
れ
、
ま
た
彼
ら
な
り
の
新
し
い
芸

術
を
作
っ
た
よ
う
に
、
日
本
人
も
西
欧
の
も
の
を
受
け
入
れ
、
ま
た
日
本

人
な
り
の
新
し
い
芸
術
を
、
日
本
な
り
の
ヌ
ー
ボ
ー
（
新
し
い
）
・
ア
ー
ル

（
芸
術
）
を
作
り
出
し
て
い
こ
う
と
決
意
し
た
の
だ
。
そ
れ
が
ま
さ
に
他

者
に
も
配
慮
す
る
「
自
己
本
位
」
で
あ
る
。
浅
井
と
も
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
話
あ
っ
た
ろ
う
。
橋
口
五
葉
を
選
ん
だ
の
も
彼
が
藤
島
武
二
の
教
え
の

み
な
ら
ず
独
学
で
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
様
式
を
学
び
、
も
と
は
狩
野
派
の

絵
も
学
ん
で
い
た
の
で
、
高
い
独
創
性
を
評
価
し
た
の
だ

。『
こ
こ
ろ
』

(46)

（
大
正
三
・
九
、
岩
波
書
店
）
の
装
丁
は
漱
石
自
身
が
す
る
。
全
集
の
装
丁
で

も
あ
る
赤
い
地
に
緑
の
石
鼓
文
の
拓
本
は
模
様
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
挿

絵
は
屈
原
風
の
「
先
生
」
が
横
た
わ
り
中
空
に
浮
か
ぶ
心
臓
の
よ
う
な
も

の
を
眺
め
て
い
る
。
さ
ら
に
赤
い
大
き
な
は
ん
こ
状
の
中
に
は
ラ
テ
ン
語

で"ars
longa

vita
brevis"

（
人
生
は
短
く
、
芸
術
は
長
い
）
と
言
う
文
字
が
金

色
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
東
洋
と
西
欧
の
融
合
の
頂
点
で
は

な
か
っ
た
か
。

装
丁
だ
け
で
は
な
く
「
こ
こ
ろ
」
の
内
容
に
関
し
て
も
、
西
欧
の
も
の

を
背
景
に
、
独
自
の
作
品
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
一

九
四
〇
年
のF
rance-Japon

で
パ
ス
カ
ル
・
ロ
ー
（Pascal

L
aut )

は
、
漱

(47)

石
が
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
『
弟
子
』
と
『
現
代
心
理
論
集
』
を
学
ん

だ
が
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
よ
う
に
独
断
的
で
は
な
く
小
説
と
し
て
、
偉
大
な

小
説
と
し
て
完
成
し
た
と
述
べ
て
い
る

。
日
本
文
化
を
取
り
入
れ
、
新

(48)

し
い
芸
術
を
作
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
漱
石
が
フ
ラ
ン
ス
文

学
を
学
び
、
ま
た
独
自
の
文
学
を
創
造
し
た
と
評
価
で
き
た
の
で
あ
る
。

浅
井
忠
も
ま
た
同
じ
思
い
を
持
ち
、
京
都
で
独
自
の
図
案
改
革
を
は
か

る
が
（
も
ち
ろ
ん
絵
画
も
多
く
描
い
た
）
、
そ
の
期
間
は
短
く
、
一
九
〇
七
年

に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
漱
石
の
残
念
な
思
い
は
作
品
に
現
れ
、
「
創
作

家
の
態
度
」（
明
治
四
一･

二
、
朝
日
講
演
会
）
や
「
三
四
郎
」
の
「
深
見
先
生

遺
画
展
」
、
「
そ
れ
か
ら
」（
「
朝
日
新
聞
」
明
治
四
二
・
六･

一
〇
）
の
代
助
が
使

う
浅
井
黙
語
の
茶
碗
に
現
れ
て
い
る
。

中
村
不
折
は
一
九
〇
五
年
一
月
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
す
る
と
、
漱
石

は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
、
「
幻
影
の
盾
」（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
／
『
漾
虚
集
』
明

治
三
五
・
四
）
や
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」（『
学
鐙
』
／
『
漾
虚
集
』
明
治
三
五
）

の
挿
絵
を
依
頼
す
る
。
両
家
を
違
い
に
訪
問
し
た
り
、
食
事
を
し
た
り
、

歌
舞
伎
を
観
に
行
っ
た
り
と
親
し
く
し
て
い
る
。
帰
っ
た
ば
か
り
の
不
折

と
の
交
友
は
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
不
折
は
そ
の
後
画
家
と
し

て
、
書
家
と
し
て
大
成
す
る
。

そ
れ
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は

ど
う
で
あ
る
か
。
「
永
日
小
品
」
の
「
昔
」
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
行
っ

た
確
実
な
証
拠
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
塚
本
利
明
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
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漱
石
の
筆
致
は
終
始
印
象
派
ふ
う
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
短
編
か
ら

は
こ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
旅
行
に
関
す
る
具
体
的
な
事
実
は
ま
っ
た

く
読
み
取
れ
な
い
。

（
塚
本
利
明
『
漱
石
と
英
国

―
留
学
体
験
と
創
作
の
間

―
』
彩
流
社
、
一
九

八
七
年
九
月
、
一
八
五
頁
）

た
し
か
に
こ
の
作
品
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
行
っ
た
と
い
う
事
実
を

証
明
す
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
作
品
は
創
作
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
事
実
で
は
な
い
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
短
い
な
か

に
「
時
代
が
付
く
」
「
古
い
」
「
寂
び
る
」
と
い
う
古
い
に
関
す
る
表
現
が

多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
屋
敷
は
、

一
八
八
七
年
に
建
て
ら
れ
、
一
九
〇
二
年
こ
ろ
は
ま
だ
一
五
年
程
し
か
経

て
い
ず
、
新
し
い
日
本
庭
園
も
作
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
古
い
印

象
を
持
て
な
い
は
ず
で
あ
る
。
家
の
外
壁
も
鼠
色
で
古
く
表
現
さ
れ
「
幾

年
一
〇
月
の
日
が
照
っ
た
の
か
」
と
か
な
り
の
時
代
を
経
た
屋
敷
の
状
態

が
描
か
れ
る
。
西
欧
の
家
は
年
月
を
経
た
も
の
も
多
く
普
通
は
そ
の
よ
う

な
表
現
で
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、
こ
の
家
に
関
し
て
は
妥
当
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

さ
ら
に
そ
の
壁
に
這
う
の
は
薔
薇
で
あ
る
。
小
さ
な
薔
薇
で
は
な
く
、

「
大
き
な
弁
は
卵
色
に
豊
か
な
波
を
打
っ
て
」
と
香
も
か
お
る
大
き
な
薔

薇
が
い
く
つ
か
咲
い
て
い
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
一
〇
月
に
薔
薇
は
咲
か
な
い

。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
薔
薇
の
季
節
は

(49)

六
～
七
月
で
あ
る
。
夏
で
も
二
〇
度
を
超
え
な
い
が
、
緯
度
の
関
係
で
日

照
時
間
が
長
く
（
午
前
三
時
～
午
後
一
一
時
頃
ま
で
）
、
夏
に
は
薔
薇
が
咲
く
。

し
か
し
夏
至
を
過
ぎ
る
と
日
照
時
間
は
急
激
に
短
く
な
り
、
一
〇
月
は
午

前
七
時
四
五
分
頃
～
午
後
六
時
頃
ま
で
、
一
二
月
は
午
後
四
時
に
日
は
沈

む
。
一
〇
月
の
気
温
は
最
高
一
一
度
か
ら
五
度
程
度
に
な
り
、
雨
が
多
い
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
一
〇
月
は
初
冬
に
あ
た
り
も
う
寒
い
。
確
か
に
そ
れ

ほ
ど
極
端
に
零
下
ま
で
寒
く
は
な
ら
な
い
が
、
外
壁
に
薔
薇
は
咲
か
な
い

だ
ろ
う
。
そ
し
て
デ
ィ
ク
ソ
ン
と
お
ぼ
し
き
人
と
谷
歩
き
を
し
た
後
、
薔

薇
の
数
片
が
落
ち
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
寒
い
谷
に
薔
薇
は
咲
い

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
山
奥
に
薔
薇
が
咲
い
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
薔
薇
が
咲
く
に
は
二
〇
度
程
度
の
気
温
、
日
照

時
間
、
水
は
け
の
よ
さ
が
必
要
で
あ
る
。
一
一
度
程
度
の
気
温
、
雨
の
多

さ
、
日
照
時
間
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
一
〇
月
の
ピ
ト
ロ
ク
リ
に
「
大
き
な

弁
」
の
薔
薇
は
咲
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
一
〇
月
で
あ
れ
ば
薔
薇
は

咲
く
こ
と
が
で
き
る
が
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
花
は
ア
ザ
ミ
で
あ
る
。

ピ
ト
ロ
ク
リ
の
近
隣
の
お
城
は
今
で
も
一
〇
月
に
な
る
と
拝
観
を
や
め
閉

館
す
る
。
薔
薇
が
咲
い
て
い
る
と
し
た
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。

後
半
は
特
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
特
徴
「
ス
コ
ッ
チ
フ
ァ
ー
・
キ
リ
ク

ラ
ン
キ
ー
」
を
強
調
し
て
い
る
が
、
知
識
と
し
て
手
に
入
る
も
の
で
あ
る
。

漱
石
の
筆
は
い
く
ら
か
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
特
徴
を
も
と
に
、
あ
た
か

も
自
分
が
そ
こ
に
い
た
か
の
よ
う
に
描
き
だ
す
が
、
写
実
と
は
言
い
が
た

い
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
実
際
に
こ
の
屋
敷
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
多
古

吉
朗
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
実
体
験
し
、
こ
れ
ほ
ど
豊
か
な
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
体
験
に
つ
い
て
、
漱
石
は
何
故
、
ご
く
限
ら
れ
た
形
し
か
筆
に
し
な

か
っ
た
の
か
と
疑
問
を
持
つ
。
写
実
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
行
っ
て
い
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な
い
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
が
、
写
実
で
は
な
い
こ
と
は
、
行
っ
た

こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
角
野
喜
六

は
岡
倉
由
三
郎
か
ら
の
藤
代
禎
輔
へ
の
手
紙
を
も
と

(50)

に
現
地
の
警
察
で
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
屋
敷
（D

unarach

Pitlochry

）
を
調
査
し
発
見
し
た
が
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
が
そ
こ
に
居
を
定
め
日

本
庭
園
を
作
っ
た
時
、
日
本
人
の
庭
師
四
人
、
大
工
二
人
、
料
理
人
一
人
、

友
人
一
人
を
連
れ
て
き
て
、
屋
敷
の
一
隅
に
別
棟
を
建
て
て
そ
こ
に
住
ま

わ
せ
た
と
い
う
。
多
胡
吉
郎
も
漱
石
が
そ
こ
に
行
っ
た
と
さ
れ
る
時
期
に

日
本
人
た
ち
は
い
た
と
確
認
し
て
い
る
の
で
、
本
当
に
漱
石
が
そ
こ
に
行

っ
た
の
な
ら
、
な
に
か
発
言
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
日

本
人
た
ち
に
つ
い
て
言
及
が
あ
っ
た
ら
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
行
っ
た
と

い
う
確
か
な
証
拠
に
な
る
だ
ろ
う
が
、漱
石
は
な
に
も
発
言
し
て
い
な
い
。

「
宏
壮
な
邸
宅
」
と
い
う
非
常
に
抽
象
的
な
も
の
は
ど
こ
に
で
も
た
く
さ

ん
あ
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
坂
元
雪
鳥
の
「
修
善
寺
日
記
」
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
。
リ
ス
の
話
に
な
り
、
雪
鳥
が
、
西
洋
で
は
公
園
な
ん

か
に
居
る
ん
で
す
っ
て
ね
と
い
う
と
、

左
様
だ
ら
う
ね
、
…
蘇
格
蘭
を
旅
行
し
た
と
き
、
山
路
で
馬
車
で
通

．

つ
て
る
と
ね
、
道
端
の
木
に
チ
ョ
イ

〱
と
飛
ん
で
遊
ん
で
た
。
(51)

と
答
え
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
漱
石
の
返
事
は
奇
妙
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン

の
公
園
に
は
リ
ス
が
た
く
さ
ん
い
て
、
漱
石
は
そ
れ
を
見
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
「
左
様
だ
ら
う
ね
」
と
は
非
常
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン

に
も
リ
ス
が
い
る
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。

こ
の
時
点
で
「
永
日
小
品
」
の
「
昔
」
は
発
表
さ
れ
、
リ
ス
も
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
の
特
徴
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
も
リ
ス
が
い
る
こ

と
を
認
め
る
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
特
徴
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
雪
鳥
は
「
彼
所
辺
は
語
は
大
分
違
ふ
ん
で
せ
う
ね
」
と
問
う
と
漱

石
は
「
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
立
派
に
通
る
」
と
答
え
て
い
る
。
た
し
か
に

英
語
で
通
る
が
、
発
音
は
か
な
り
違
い
、
英
国
人
で
も
聞
き
取
り
に
は
苦

労
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
自
身
留
学
の
最
初
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ

へ
の
留
学
を
考
え
た
が
、
「
エ
ヂ
ィ
ン
バ
ラ
辺
の
英
語
は
大
分
ち
が
う
先

ず
日
本
の
仙
台
弁
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」（
書
簡
二
一
七
）
と
違
い
を
認

識
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
答
え
は
あ
ま
り
具
体
性
が
な
く
、
実
際
に
現

地
の
人
と
会
話
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
お
こ
る
。

五
、
お
わ
り
に

英
国
か
ら
だ
け
の
視
点
で
見
る
と
、
漱
石
の
留
学
の
終
わ
り
は
静
か
な

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
こ
こ
ろ
を
癒
や
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時

期
の
フ
ラ
ン
ス
に
一
度
目
を
向
け
た
な
ら
ば
、
ゾ
ラ
の
死
、
パ
リ
の
騒
動
、

浅
井
忠
や
中
村
不
折
と
の
文
化
交
流
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
が
漱
石
帰
国
の
五
日

あ
と
に
、
美
術
関
係
こ
と
に
つ
い
て
ロ
ン
ド
ン
で
語
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も

な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
、
漱
石
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
確
実
な
こ
と
で
あ
る
。
ゾ
ラ
の
死
は
同
じ
日
に
新
聞
に
の
る
く
ら
い

情
報
的
に
近
い
場
所
で
あ
っ
た
。
ゾ
ラ
の
死
は
確
実
に
漱
石
の
耳
に
入
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て



(22)

も
、
ゾ
ラ
の
死
に
よ
り
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
ゾ
ラ
が

果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
漱
石
は
文
学
が
社
会
の

行
方
に
さ
え
も
係
わ
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

文
芸
ト
ハ
如
何
ナ
ル
者
ゾ

文
芸
ト
ハ
開
化
ニ
如
何
ナ
ル
関
係
ア
ル
カ
進
化
ニ
如
何
ナ
ル
関
係
ア

ル
カ

日
本
目
下
ノ
状
況
ニ
於
テ
日
本
ノ
進
路
を
助
ク
ベ
キ
文
芸
ハ
如
何
ナ

ル
者
ナ
ラ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
カ

（
漱
石
の
英
国
留
学
時
の
ノ
ー
ト
、
『
漱
石
全
集
』
第
二
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九

九
七
年
六
月
、
七
〇
二
頁
）

文
学
と
は
何
か
。
文
学
と
は
た
だ
の
娯
楽
で
は
な
く
国
の
進
路
さ
え
助

け
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
の
方
向
性
に
も
係
わ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認

識
し
た
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
学
ぶ
こ
と
で
文
学
の
価
値
、
重
要
性
を

認
識
し
た
の
で
あ
る
。
自
分
が
日
本
に
帰
っ
て
、
な
す
べ
き
こ
と
が
見
え

て
き
た
の
で
あ
る
。
ゾ
ラ
の
文
学
を
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

ゾ
ラ
の
文
学
者
と
し
て
の
生
き
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
た
ち
の
一
ユ
ダ

ヤ
人
の
冤
罪
を
め
ぐ
り
戦
う
態
度
に
深
い
感
銘
を
受
け
、
そ
の
後
の
人
生

を
送
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
帰
国
後
一
九
〇
六
年
一
〇
月
二
三
日
、

狩
野
亨
吉
に
宛
て
た
手
紙
に
、

僕
は
洋
行
か
ら
帰
る
時
船
中
で
一
人
心
に
誓
っ
た
。
ど
ん
な
こ
と
が

あ
ろ
う
と
も
十
年
前
の
事
実
は
繰
り
返
す
ま
い
。
今
迄
は
己
れ
の
如

何
に
偉
大
な
る
か
を
試
す
機
会
が
な
か
っ
た
。
己
を
信
頼
し
た
こ
と

が
一
度
も
な
か
っ
た
。
朋
友
の
同
情
と
か
目
上
の
御
情
と
か
、
近
所

近
辺
の
好
意
と
か
を
頼
り
に
し
て
生
活
し
や
う
と
の
み
生
活
し
て
ゐ

た
。
是
か
ら
は
そ
ん
な
も
の
は
決
し
て
あ
て
に
し
な
い
。
妻
子
や
親

族
す
ら
も
あ
て
に
し
な
い
。
余
は
余
一
人
で
行
く
と
こ
ろ
迄
行
つ
て
、

行
き
尽
い
た
所
で
斃
れ
る
の
で
あ
る
。

（
『
漱
石
全
集
』
第
二
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
三
月
、
六
〇
〇
頁
、
書
簡

六
九
〇
）

ゾ
ラ
は
「
真
実
」
「
正
義
」
の
た
め
に
戦
い
、
人
か
ら
批
判
さ
れ
よ
う

と
最
後
ま
で
自
分
の
信
じ
る
と
こ
ろ
を
貫
き
、
文
学
も
批
判
に
晒
さ
れ
て

も
諦
め
る
こ
と
な
く
書
き
続
け
た
。
そ
し
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
。
漱
石

は
そ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
教
授
と
し
て
の
地
位
は
間
違
い
な
か
っ
た
ろ
う

に
。
た
だ
文
学
を
創
作
す
る
こ
と
を
生
涯
の
目
標
と
し
、
互
い
を
切
磋
琢

磨
す
る
の
を
楽
し
み
、
批
判
に
晒
さ
れ
て
も
、
日
本
の
文
学
が
発
展
す
る

の
を
期
待
し
、
創
作
し
続
け
た
が
、
道
半
ば
で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
血
を

吐
き
、
苦
し
も
う
と
最
後
ま
で
書
き
続
け
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
。
最

後
ま
で
信
念
を
通
し
た
ゾ
ラ
の
よ
う
に
。

こ
の
旅
は
、
漱
石
の
人
生
の
上
で
大
き
な
転
機
に
な
り
、
漱
石
と
い
う

文
学
者
が
成
立
す
る
上
で
重
要
な
旅
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
本
独
自
の
文

学
を
目
指
し
、
近
代
化
し
た
日
本
社
会
の
中
で
、
文
学
と
は
な
に
か
、
な

に
ゆ
え
文
学
が
必
要
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
文
学
が
必
要
な
の
か
と
問
い
、

社
会
の
発
展
に
寄
与
し
よ
う
と
志
し
た
。
近
代
日
本
社
会
の
な
か
で
生
き

る
人
間
の
問
題
を
取
り
扱
い
、
そ
こ
で
い
か
に
生
く
べ
き
な
の
か
、
近
代
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に
生
き
る
人
間
の
苦
し
み
、
喜
び
を
描
こ
う
と
し
た
。
そ
し
て
西
欧
の
理

論
を
背
景
に
も
ち
、
新
し
い
日
本
の
文
学
を
創
作
し
た
の
で
あ
る
。

＊
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

【
注
記
】

多
胡
吉
郎
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
漱
石
』
文
芸
春
秋
、
二
〇
〇
四
年
九
月
、
一
三
頁

1

原
武
哲
、
石
田
忠
彦
、
海
老
井
英
次
編
『
夏
目
漱
石
周
辺
人
物
事
典
』
笠
間
書
院
、

2
二
〇
一
四
年
七
月
、
九
二
頁
。
藤
代
禎
輔
（
一
八
六
七
～
一
九
二
七
）
京
都
帝
国
大

学
教
授

ド
イ
ツ
文
学
者
。
筆
名
・
素
人
。
一
高
帝
大
時
代
の
同
窓
。
旧
制
高
校
教

授
で
は
初
め
て
文
部
省
官
費
留
学
生
と
し
て
漱
石
と
同
じ
船
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
航
。

前
掲

、
二
六
〇
頁
～
二
六
四
頁
。
岡
倉
由
三
郎
（
一
八
六
八
～
一
九
三
六
）
英
語

3

2

学
者
。
時
代
の
英
学
の
泰
斗
と
し
て
日
本
の
英
語
教
育
分
野
の
開
拓
者
と
な
っ
た
。

出
口
保
夫
『
ロ
ン
ド
ン
漱
石
文
学
散
歩
』
旺
文
社
、
一
九
八
六
年
五
月
、
二
二
八
頁

4

角
野
喜
六
『
漱
石
の
ロ
ン
ド
ン
』
荒
竹
書
店
、
一
九
八
二
年
五
月
、
二
〇
三
頁

5

塚
本
利
明
『
漱
石
と
英
国

―
留
学
体
験
と
創
作
の
間

―
』
彩
流
社
、
一
九
八
七

6
年
九
月
、
一
八
三
頁

渡
辺
一
民
『
ド
レ
ー
フ
ュ
ス
事
件

―
政
治
体
験
か
ら
文
学
創
造
へ
の
道
程

―
』

7
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
、
二
八
九
頁

ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
は
複
雑
な
事
件
で
、
文
学
の
問
題
な
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
、
社

8
会
主
義
社
た
ち
と
の
問
題
、
新
聞
な
ど
の
問
題
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
文
学
の
こ
と
に
特
化
し
て
考
察
す
る
。

稲
葉
三
千
男
『
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
と
ゾ
ラ
』
青
木
書
店
、
一
九
七
九
年
一
月
、
二
〇

9
七
頁前

掲

、
二
八
頁

10

7

前
掲

、
三
四
頁

11

7

前
掲

、
九
一
頁

12

7

Paul
B
ourget.

(1902).
L'É
tape.

P
lon–N

ourrit.
H
achette.

（
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ

13
ェ
『
宿
駅
』
内
藤
濯
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
四
月)

小
倉
考
誠
『
時
代
を
読
む
・
一
八
七
〇
～
一
九
〇
〇
』
（
ゾ
ラ
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

14
一
〇
巻
）
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
、
一
一
五
頁

マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
『
現
代
の
堕
落
』
中
島
茂
一
訳
、
大
日
本
文
明
協
会
、
一
九

15
一
四
年
三
月
、
二
八
頁

ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ロ
『
デ
カ
ダ
ン
ス
の
想
像
力
』
渡
辺
義
愛
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
四

16
年
六
月
、
三
六
九
頁

山
本
順
二
『
漱
石
の
パ
リ
日
記

―
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
の
一
週
間

―
』
彩
流
社
、

17
二
〇
一
三
年
一
二
月
、
四
三
頁
。
パ
リ
万
国
博
覧
会
は
一
八
五
五
、
六
七
、
七
八
、

八
九
年
に
開
催
さ
れ
、
一
九
〇
〇
年
は
第
五
回
目
に
あ
た
る
。
日
本
は
六
七
年
に
初

め
て
出
品
。

宮
下
志
朗
・
小
倉
考
誠
『
い
ま
、
な
ぜ
ゾ
ラ
か

―
ゾ
ラ
入
門
』
藤
原
書
店
、
二
〇

18
〇
二
年
一
〇
月
、
一
七
二
頁

D
eath

of
M
.
E
m
ile

Z
ola.

(1902,
Septem

ber
30),

The
T
im
es,

pp.3-4.

19

ゾ
ラ
の
突
然
の
死
に
驚
き
、
パ
リ
で
は
最
初
ド
レ
フ
ュ
ス
派
の
陰
謀
だ
と
思
わ
れ
ゾ

ラ
の
死
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
召
使
い
の
証
言
や
、
死
亡
時
の
様
子

を
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
。
記
者
や
医
師
も
疑
問
点
が
あ
る
こ
と
を
報
じ
、
他
殺
の

可
能
性
を
に
お
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
ゾ
ラ
夫
人
は
息
を
吹
き
返
し
た
こ
と
、
お
父

さ
ん
が
ギ
リ
シ
ャ
系
イ
タ
リ
ア
人
だ
っ
た
の
で
、
イ
タ
リ
ア
で
も
悲
し
み
が
広
が
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ゾ
ラ
の
生
い
立
ち
、
ア
セ
ッ
ト
社
で

働
い
て
い
た
こ
ろ
貧
し
か
っ
た
こ
と
、
ル
ー
ゴ
ン
・
マ
ッ
カ
ー
ル
叢
書
は
人
間
喜
劇
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に
も
比
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
数
ヶ
月
隠
れ
て
い
た
が
ロ
ン
ド
ン
か
ら
勝
利
し
て

フ
ラ
ン
ス
に
帰
っ
た
こ
と
、
ま
た
文
学
の
容
易
な
道
か
ら
政
治
の
赤
い
道
へ
の
移
行

は
彼
の
人
生
で
最
も
見
事
な
こ
と
で
あ
る
と
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

前
掲

、
二
九
〇
頁

20

7

大
野
芳
材
「
浅
井
忠
小
論
」
『
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
研
究
所
年
報
』

21
二
〇
号
、
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
一

〇
七
頁
。
日
本
の
出
品
作
は
工
芸
品
が
中
心
だ
っ
た
が
、
日
本
画
家
九
二
人
、
西
洋

画
家
三
七
人
、
黒
田
清
輝
、
久
米
桂
一
郎
、
和
田
英
作
の
作
品
な
ど
も
展
示
し
た
。

虚
子
記
「
浅
井
先
生
送
別
会
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
三
巻
第
四
号
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
社
、

22
一
九
〇
〇
年
一
月
、
三
五
頁

前
掲

、
二
五
七
頁
～
二
六
〇
頁

23

2

大
廣
典
子
「
正
岡
子
規
と
印
象
派
、
紫
派

―
俳
句
革
新
に
お
け
る
洋
画
新
派
の
位

24
相

―
」『
阪
大
比
較
文
学
』
七
号
、
阪
大
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
九
四
頁

前
掲

、
九
七
～
一
一
五
頁

25

21

前
掲

、
一
〇
二
頁
。
イ
タ
リ
ア
で
古
典
的
学
校
教
育
を
受
け
た
後
、
ス
イ
ス
、
フ

26

24

ラ
ン
ス
、
ロ
ン
ド
ン
で
す
ご
し
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
（
コ
ロ
ー
、
ミ
レ
ー
等
）
を
学
ぶ
。

稲
賀
繁
美
『
絵
画
の
東
方
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
、
一
七
二

27
頁
。
林
は
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博
で
日
本
部
事
務
次
官
と
し
て
日
本
の
国
宝
級
の

歴
史
的
遺
産
を
パ
リ
に
輸
送
す
る
大
任
を
果
た
す
。
し
か
し
一
八
九
〇
年
か
ら
一
〇

年
間
で
一
五
万
ほ
ど
の
浮
世
絵
を
海
外
に
流
出
さ
せ
「
国
賊
」
と
ま
で
い
わ
れ
た
。

前
掲

、
一
五
三
頁
。
「
北
斎
の
人
気
は
爆
発
的
で
あ
り
、
次
第
に
巨
匠
と
評
価
さ

28

27

れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
介
の
浮
世
絵
師
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
渦
中
で
、
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
、
ル
ー
ベ
ン
ス
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
匹
敵
す
る
巨
匠
の
地
位
を
得
る
こ
と
に

な
る
の
だ
。
（
略
）
北
斎
の
神
格
化
の
背
後
に
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
条
件
が
潜
ん

で
い
た
の
か
。
ま
た
な
に
ゆ
え
に
北
斎
は
マ
ネ
や
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン

と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
近
代
絵
画
を
代
表
す
る
芸
術
家
た
ち
に
、
あ
れ
ほ
ど
称

賛
さ
れ
た

―
と
い
う
通
説
を
生
み
出
し
、
流
通
さ
せ
え
た

―
の
か
」

伊
藤
徹
「
世
紀
転
換
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在

―
浅
井
忠
と
夏
目
金
之
助
」
『
関
西

29
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
一
号
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
二
〇
〇
八

年
四
月
、
二
一
頁

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ン
グ
『
藝
術
の
日
本

1888

～

1891

』
（
大
島
清
次
監
修
、
芳
賀

30
徹
・
瀬
木
慎
一
・
池
上
忠
治
訳
、
美
術
公
論
社
、
一
九
八
一
年
一
月
）。
毎
号
数
多
く

の
美
し
い
浮
世
絵
で
彩
ら
れ
た
『
芸
術
の
日
本
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
ド
イ

ツ
語
の
三
か
国
語
に
訳
さ
れ
た
。

大
島
清
次
『
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム

―
印
象
派
と
浮
世
絵
の
周
辺

―
』
講
談
社
、
一
九

31
九
二
年
一
二
月
、
二
四
七
～
二
四
八
頁

前
掲

、
二
頁

32

21

多
胡
吉
郎
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
漱
石
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
四
年
九
月
、
三
〇
頁
。

33J.
H
.
D
ixon.

(1902).
O
n
som

e
Japanese

A
rtists

of
T
o-day.

Transaons
and

P
roceedings

of
The

Japan
Society,

1
(
4 ),

152-166.

前
掲

、
一
五
六
頁

34

33

前
掲

、
一
五
六
頁

35

33

前
掲

、
一
五
七
頁

36

33

前
掲

、
一
五
七
頁

37

33

中
村
不
折
「
巴
里
よ
り
来
状
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
五
巻
第
九
号
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
社
、

38
一
九
〇
二
年
六
月
、
二
三
頁

『
漱
石
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
六
月
、
六
七
七
頁
。「
不
折

39
ノ
下
駄
ノ
歯
入
ト
軒
ヲ
並
ベ
テ
居
ル
ヤ
一
月
一
五
円
ノ
収
入
ア
ラ
バ
以
テ
満
足
ス
ベ
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シ
ト
思
ヘ
ル
コ
ト
屡
有
リ
ト
言
ヘ
リ
」
。
「
下
駄
の
歯
」
と
い
う
表
現
は
実
際
に
見
た

も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
伝
聞
か
。
ま
た
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、

断
定
は
で
き
な
い
。

前
掲

、
一
三
六
頁

40

17

前
掲

、
一
六
二
頁

41

33

出
口
保
夫
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ワ
ッ
ト
『
漱
石
の
ロ
ン
ド
ン
風
景
』
研
究
社
出
版
、

42
一
九
八
五
年
八
月
、
二
九
頁
。
倫
敦
ノ
町
ニ
テ
霧
ア
ル
日
太
陽
ヲ
見
ヨ
黒
赤
ク
シ
テ

血
ノ
如
シ
、
鳶
色
ノ
地
ニ
血
ヲ
以
テ
染
メ
ヌ
キ
タ
ル
太
陽
ハ
此
地
ニ
ア
ラ
ズ
バ
見
ル

能
ハ
ザ
ラ
ン
（
日
記
）
こ
の
よ
う
に
ロ
ン
ド
ン
の
霧
は
黒
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
「
霧

黄
な
る
」
と
は
表
現
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
か
。

前
掲

、
二
〇
四
頁
。
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
は
、
テ
ー
ト
美
術
館
に
最
も
多
く
所
蔵
さ

43

4

れ
て
い
て
、
漱
石
は
文
学
論
な
ど
の
著
作
で
言
及
し
て
い
る
。
タ
ー
ナ
ー
は
黄
色
を

よ
く
使
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
漱
石
は
そ
の
筆
致
、
風
景
画
の
特
質
に
注
意
し

て
い
る
。

「
帝
紀

表
志
」『
漢
書
』
上
巻
、
小
竹
武
夫
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
六
月
、

44

九
〇
頁

尹
相
仁
『
世
紀
末
と
漱
石
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
二
月
、
一
三
九
～
一
四
〇
頁

45

前
掲

、
一
四
五
頁

46

45

Pascal
L
aut.

(1940 ).
L
orsqu'un

Français
lit

"kokoro".
F
rance-Japon,

47,
231.

47

拙
稿
「
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
と
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
弟
子
』
を
比
較
し
て

―

48
唯
物
論
的
決
定
論
と
の
対
比
の
視
点
で

―
」
『
九
大
日
文
』
二
五
号
、
九
州
大
学
日

本
語
文
学
会
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
二
三
～
三
五
頁

地
球
の
歩
き
方
編
集
室
『
地
球
の
歩
き
方
湖
水
地
方
＆
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
』
ダ
イ
ヤ

49
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
六
年
四
月
、
三
七
九
頁
。
藤
岡
友
宏
『
バ
ラ

―
四
季
の
手
入

れ
』
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
九
二
年
六
月
、
三
〇
頁

前
掲

、
二
〇
九
頁

50

5

坂
元
雪
鳥
「
修
善
寺
日
記
」
（
遺
稿
）
『
国
学
』
八
号
（
坂
本
雪
鳥
先
生
追
悼
号
）
、

51
日
本
大
学
国
文
学
会
、
一
九
三
八
年
七
月
、
一
三
頁

(

近
畿
大
学
産
業
理
工
学
部
非
常
勤
講
師
）


