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破
戒
」

文
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の

• 

藤
村
の
『
破
戒
』
が
社
会
問
題
性
を
有
し
て
い
る
乙
と
に
つ
い
て
は
、
今
更
疑
問
を
差
し
挟

む
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
中
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
か
に
つ

い
て
は
、
未
だ
に
結
論
の
出
て
い
な
い
の
が
研
究
の
現
状
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

O
部
落
民
の
悲
惨
と
い
ふ
社
会
問
題
が
、
結
果
と
し
て
う
か
Y
は
れ
る
に
し
て
も
、
作
者
は

そ
れ
を
深
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
(
亀
井
勝
一
郎
『
島
崎
藤
村
』
)

O
彼
が
「
破
戒
」
に
お
い
て
、
部
落
民
と
い
う
日
本
の
社
会
に
お
け
る
深
刻
で
重
要
な
人
権

問
題
を
と
り
あ
げ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
乙
の
問
題
提
起
は
、
種
々
の
角
度
か
ら
論
証
し
て

き
た
よ
う
に
、
社
会
的
現
実
の
科
学
認
識
に
即
し
て
、
行
動
的
に
民
衆
の
解
放
を
強
く
訴
え

よ
う
と
す
る
立
場
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
伊
東
一
夫
『
島
崎
藤
村
研
究
』
)

こ
れ
ら
は
、
『
破
戒
』
に
於
け
る
社
会
問
題
性
の
役
割
り
を
小
さ
く
見
る
立
場
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
一
方
、
次
の
よ
う
に
、
『
破
戒
』
の
中
心
に
社
会
問
題
を
据
え
た
と
一
一
一
-
=
ロ
え
る
捉
え

方
も
あ
る
。

O
「
破
戒
」
は
封
建
制
度
、
身
分
制
の
た
め
に
、
長
い
間
差
別
さ
れ
、
虐
げ
ら
れ
て
来
た
部

落
民
を
主
題
に
し
た
小
説
で
あ
る
。
(
猪
野
謙
二
『
島
崎
藤
村
』
)

O
『
破
戒
』
は
、
日
本
の
封
建
制
の
ゆ
え
に
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
差
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
部
落
出
身
者
の
苦
し
み
と
、
そ
の
不
合
理
性
を
テ
!
?
に
し
た
小
説
で
あ
る
。

(
佐
古
純
一
郎
「
明
治
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
|
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
お
・

1
〉

以
上
の
二
つ
の
立
場
が
、

『
破
戒
』
の
主
題
を
何
処
に
見
る
か
と
い
う
乙
と
に
つ
い
て
の
対

橋

本

威

立
を
生
ん
で
い
る
訳
だ
が
、
何
れ
の
見
解
に
組
す
る
に
せ
よ
、
『
破
戒
』
の
有
つ
社
会
問

題
|
|
と
り
わ
け
差
別
問
題
に
墓
大
な
欠
陥
の
あ
る
乙
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
来
た
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

O
ま
ず
第
一
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
藤
村
の
部
落
問
題
に
対
す
る
誤
っ
た
認

識
で
あ
る
。
(
中
略
)
つ
ぎ
に
重
要
な
こ
と
は
、
『
破
戒
』
の
登
場
人
物
の
う
ち
一
人
と
し

て
人
間
性
の
尊
厳
と
平
等
に
つ
い
て
の
自
覚
に
徹
し
た
も
の
が
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
(
北

原
泰
作
「
『
破
戒
』
と
部
落
解
放
運
動
」
1

「
文
学
」
昭

m
・
3
)

O
藤
村
自
身
、
心
の
奥
で
当
時
部
落
民
を
卑
し
い
も
の
と
見
て
い
た
こ
と
は
、
部
落
解
放
同

盟
の
人
た
ち
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
の
北
信
の
屠
殺
場
で
の
部
落
民
の
描
写
に
よ
く

一
不
さ
れ
て
い
る
。
(
川
副
国
基
「
島
崎
/
藤
村
『
破
戒
』
の
瀬
川
丑
松
」

l
「
国
文
学
」
昭

弘
・

5
)
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従
っ
て
、
『
破
戒
』
成
立
時
期
の
社
会
的
条
件
が
問
題
と
な
り
、
次
の
よ
う
に
、

の
限
界
が
説
か
れ
る
乙
と
に
も
な
る
。

『
破
戒
』

O
ま
だ
部
落
解
放
の
水
平
社
運
動
も
結
成
さ
れ
て
い
な
い
以
前
、
し
か
も
「
信
州
第
一
の
仏

教
の
地
」
と
し
て
中
世
的
な
暗
い
色
彩
を
も
ち
、
「
迷
信
深
い
土
地
柄
」
で
あ
る
「
古
代
を

眼
前
に
見
る
や
う
な
小
都
会
」
信
州
飯
山
を
舞
台
と
し
て
、
部
落
民
を
社
会
的
身
分
関
係
と

し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
人
権
問
題
」
と
し
て
考
え
る
未
熟
な
社
会
的
認
識
を
も
っ
て
立

ち
む
か
う
の
だ
か
ら
、
乙
の
叛
逆
は
近
代
的
な
人
間
解
放
と
し
て
の
段
階
に
お
け
る
人
生
問

題
で
あ
り
、
乙
乙
に
農
村
の
時
代
性
を
帯
び
た
思
想
的
立
場
が
あ
っ
た
。
(
瀬
沼
茂
樹
「
解



説
」
|
日
本
近
代
文
学
大
系
白
『
島
崎
藤
村
集
I
』
)

O
た
だ
の
社
会
小
説
ふ
う
に
考
え
る
と
、
藤
村
の
不
備
が
目
に
つ
く
が
、
水
平
社
運
動
の

起
こ
る
は
る
か
以
前
の
作
品
で
あ
り
、
作
者
は
社
会
的
偏
見
に
プ
ロ
テ
ス
ト
し
な
が
ら
、
問

題
の
本
質
を
よ
く
見
き
わ
め
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
の
は
、
時
代
の
制
約
で
あ
る
。
む
し

ろ
こ
の
時
代
に
乙
う
い
う
し
か
た
で
問
題
を
と
り
あ
げ
、
投
げ
か
け
た
先
見
を
賞
し
た
い
。

(
吉
田
精
一
他
編
『
近
代
文
学
名
作
事
典
』
の
「
破
戒
」
の
項
八
瀬
沼
茂
樹
執
筆
〉
)

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
破
戒
』
に
は
、
当
時
は
言
う
迄
も
な
く
、
今
日
に
於
い
て
さ
え
、
社

会
問
題
を
強
く
訴
え
る
力
が
あ
る
、
と
も
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

O
藤
村
自
身
そ
の
偏
見
に
囚
は
れ
て
ゐ
た
か
ら
乙
そ
、
部
落
出
身
の
一
教
育
者
の
生
涯
を
伝

九
問
い
た
だ
け
で
、
は
げ
し
い
衝
撃
を
受
け
た
と
も
き
え
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
し
か

し
、
そ
の
や
う
な
定
説
に
も
か
か
は
ら
ず
、
『
破
戒
』
が
社
会
的
抗
議
と
し
て
の
力
を
現
実

に
つ
か
み
得
た
こ
と
も
疑
ひ
な
い
。
(
平
野
謙
『
島
崎
藤
村
』
)

O
や
は
り
、
『
破
戒
』
が
、
読
み
返
す
た
び
に
私
を
衝
撃
し
て
や
ま
な
い
と
い
う
事
実
で
あ

り
、
部
落
民
問
題
を
ふ
く
め
て
下
層
民
衆
の
苦
闘
と
悲
惨
|
|
|
『
破
戒
』
の
こ
と
ば
で
い
え

ば
「
除
々
た
る
者
の
酸
苦
」
に
無
縁
で
あ
る
乙
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
破
戒
」
執
筆
当
時
の

藤
村
の
イ
メ
ー
ジ
が
私
に
強
く
せ
ま
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
(
平
岡
敏
夫
「
『
破
戒
』
私

論」

l
「
東
洋
研
究
」
お
)

そ
乙
で
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
『
破
戒
』
に
於
け
る
社
会
問
題
は
、
作
品
の
正
面
に
据
え

ら
れ
る
が
如
く
、
或
る
い
は
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
る
が
如
く
、
二
律
背
反
の
微
妙
な
揺
れ
を
示

し
て
、
結
局
、
乙
の
課
題
は
、
振
り
出
し
に
反
さ
れ
る
乙
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

O
『
破
戒
』
は
日
本
の
封
建
制
の
ゆ
え
に
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
他
の
人
間
か
ら
差
別
さ

れ
る
と
い
う
封
建
的
な
不
合
理
を
日
本
の
悲
劇
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
(
中
略
)
藤
村

は
明
治
の
時
代
に
な
っ
て
も
な
お
差
別
さ
れ
る
部
落
民
丑
松
を
主
人
公
と
し
て
選
び
、
そ
の

心
の
悲
し
み
を
描
い
て
日
本
の
軍
国
主
義
、
天
皇
制
に
す
る
ど
く
せ
ま
っ
て
行
く
の
で
あ

る
。
(
野
間
宏
「
『
破
戒
』
に
つ
い
て
」
|
岩
波
文
庫
『
破
戒
』
)

O
『
破
戒
』
の
弱
点
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
破
戒
』
が
部
落
民
の
問
題
を
と
り
あ

げ
、
入
院
が
同
じ
人
間
か
ら
差
別
さ
れ
る
わ
け
は
な
い
と
い
う
と
乙
ろ
か
ら
、
問
題
を
考
え

よ
う
と
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
人
間
は
互
い
に
対
等
な
の
か
と
い
う
理
由
を
根
拠
づ
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
部
落
民
の
問
題
と
い
う
日
本
の
一
つ
の
具
体
的
な
問

題
を
、
人
間
の
問
題
と
し
て
も
っ
と
も
普
遍
的
な
と
こ
ろ
か
ら
は
解
い
て
い
く
と
い
う
乙
と

が
で
き
な
い
。
(
中
略
)
丑
松
は
部
落
民
出
身
の
丑
松
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
藤
村
が
自

分
の
内
面
を
託
す
た
め
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
に
す
ぎ
な
い
と
さ
え
い
う
乙
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
(
右
同
)

周
知
の
如
く
、
『
破
戒
』
は
、
「
血
統
上
の
、
ま
た
は
種
族
的
な
問
題
と
し
て
扱
う
と
と
は

一
切
困
る
、
織
業
か
ら
来
た
差
別
と
し
て
貰
い
た
い
と
い
う
」
「
水
平
社
側
の
要
求
」
(
柳
田

泉
他
一
編
『
座
談
会
明
治
文
学
史
』
、
発
言
者
勝
本
清
一
郎
)
に
沿
っ
て
、
後
に
改
作
さ
れ
た
。

改
作
に
際
し
て
、
藤
村
は
次
の
通
り
に
述
ぺ
て
い
る
。

O
私
の
『
破
戒
』
も
最
早
読
書
社
会
か
ら
姿
を
消
し
て
い
h

頃
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
意
味

は
、
部
落
民
と
い
ふ
や
う
な
名
詞
で
す
ら
最
早
吾
国
の
字
書
か
ら
取
り
去
ら
れ
で
も
い
h

や

う
に
、
そ
の
部
落
民
の
こ
と
を
書
い
た
『
破
戒
』
の
や
う
な
作
も
姿
を
消
し
て
い
L
頃
か
と

も
思
ふ
の
で
あ
る
。
/
し
か
し
、
乙
れ
は
最
早
過
去
の
物
語
だ
。
乙
の
作
を
起
稿
し
た
の
は

日
露
戦
争
の
起
っ
た
頃
で
あ
る
。
明
治
三
十
七
年
の
昔
で
あ
る
。
日
露
戦
争
そ
の
も
の
が
過

去
の
物
語
で
あ
る
と
同
じ
や
う
に
、
乙
の
作
の
中
に
取
り
入
れ
て
あ
る
背
景
も
現
時
の
社
会

で
は
な
い
。
泊
四
て
か
う
い
ふ
人
も
生
き
、
又
曽
て
か
う
い
ふ
時
も
あ
っ
た
。
/
芸
術
は
そ
れ

を
伝
へ
て
い
¥
辛
口
だ
。
さ
う
私
は
思
ひ
直
し
て
、
も
う
一
度
乙
の
部
落
民
の
物
語
を
今
日
の

読
者
に
も
読
ん
で
見
て
貰
は
う
と
思
ふ
。
(
「
序
に
か
へ
て
」
『
現
代
長
篇
小
説
全
集

第
六
巻
』
)

O
こ
の
書
は
長
い
乙
と
読
書
社
会
か
ら
姿
を
消
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
ん
な

部
蕗
の
物
語
を
全
く
葬
り
埋
め
ゃ
う
と
考
九
た
時
も
あ
っ
た
。
/
風
雨
三
十
余
年
、
乙
の
作

の
中
に
語
つ
で
あ
る
や
う
な
乙
と
も
、
又
そ
の
背
景
も
、
現
時
の
社
会
で
は
な
い
。
曽
て
か

う
い
ふ
人
も
生
き
、
曽
て
か
う
い
ふ
時
も
あ
っ
た
。
芸
術
は
そ
れ
を
伝
~
て
い
h

筈
だ
。
さ

う
わ
た
し
は
思
ひ
直
し
た
。
(
「
再
刊
『
破
戒
』
の
序
」

l
定
本
版
藤
村
文
庫
叩
『
破
戒
』
)
。
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右
に
は
、
藤
村
の
差
別
問
題
に
対
す
る
認
識
の
浅
さ
が
露
呈
し
て
い
る
。
後
に
、
部
落
解
放

全
国
委
員
会
が
次
の
通
り
に
非
難
し
た
の
も
、
当
然
で
あ
る
。

藤
村
が
改
訂
版
の
序
文
で
部
落
民
の
物
語
を
過
去
の
物
語
と
し
、
入
曽
て
乙
う
い
う
人
も

生
き
、
又
曽
て
乙
う
い
う
時
も
あ
っ
た

V
と
、
の
ぺ
て
い
る
の
は
、
今
日
な
お
非
人
間
的
な

差
別
に
苦
し
ん
で
い
る
部
落
民
に
対
す
る
激
し
い
侮
蔑
で
あ
り
差
別
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ

う
か
。
(
「
『
破
戒
』
初
版
本
復
原
に
関
す
る
声
明
」

i
筑
摩
版
『
藤
村
全
集
第
二
巻
』

所
収
)

乙
の
よ
う
な
認
識
し
か
も
た
な
い
藤
村
が
、
如
何
な
る
改
作
を
行
っ
た
か
は
、
想
像
に
難
く

な
い
。
そ
れ
は
、
藤
村
自
身
の
一
一
一
口
に
よ
れ
ば
、
「
と
乙
ろ
ん
¥
字
匂
を
改
め
た
り
省
い
た
り
す

る
に
と
Y
め
て
置
い
た
。
」
(
「
『
破
戒
』
の
後
に
」
|
藤
村
文
庫
『
破
戒
』
)
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
前
掲
の
、
部
落
解
放
全
国
委
員
会
の
「
声
明
」
に
よ
れ
ば
、

「
昭
和
十
四
年
に
藤
村
が
一
部
の
改
訂
を
行
っ
た
の
は
、
当
面
、
改
訂
に
よ
っ
て
『
差
別
』
を

抹
殺
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
綴
多
』
と
い
う
称
呼
を
た
だ
『
新
平

民
』
と
呼
び
か
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
類
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

尤
も
、
差
別
問
題
に
関
す
る
、
か
か
る
藤
村
の
認
識
不
足
に
、
次
の
如
き
意
義
を
見
出
そ
う

と
す
る
傾
向
も
あ
る
よ
う
だ
。

の
ち
に
部
落
問
題
解
放
委
員
会
の
抗
議
が
出
現
し
た
よ
う
に
、
部
落
民
の
差
別
待
遇
に
対

す
る
藤
村
の
理
解
は
か
な
り
援
隊
で
あ
る
。
そ
の
聞
の
事
情
は
前
掲
本
文
の
改
作
の
跡
だ
け

に
徴
し
て
も
歴
然
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
、
部
落
民
九
の
迫
害
を
い
っ
そ
う
圧

倒
的
な
壁
と
し
て
描
き
こ
ん
で
、
差
別
待
遇
を
や
む
を
え
な
い
事
実
と
し
て
受
け
止
め
る
丑

松
の
宿
命
感
に
、
よ
り
強
い
悲
劇
性
を
添
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
(
伊
藤

護
他
編
『
鑑
賞
と
研
究
現
代
日
本
文
学
講
座
小
説
2

自
然
主
義
前
後
』
)

だ
が
、
差
別
さ
れ
る
こ
と
が
丑
松
に
宿
命
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
藤
村
自

身
が
そ
れ
を
宿
命
の
も
の
と
考
え
て
い
る
か
否
か
が
検
討
事
項
と
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

藤
村
の
「
山
国
の
新
平
民
」
(
『
新
片
町
よ
り
』
所
収
)
の
内
容
は
、
『
破
戒
』
の
素
材
と

し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
対
応
を
見
せ
て
い
る
。

O
政
右
衛
門
さ
ん
に
言
は
せ
る
と
、
東
海
道
に
住
む
新
平
民
と
山
国
に
住
む
新
平
氏
と
は
種

族
が
違
ふ
。
東
海
道
筋
に
住
む
新
平
民
は
多
く
際
惇
な
性
質
を
帯
び
て
居
る
。
そ
れ
は
彼
等

の
遺
伝
性
と
も
見
ら
れ
る
。
山
国
に
住
む
方
は
漂
着
し
た
露
西
亜
人
や
朝
鮮
人
の
後
議
で
は

な
く
、
大
抵
大
昔
か
ら
の
土
着
の
人
や
武
士
の
零
落
し
た
も
の
だ
か
ら
、
随
っ
て
気
質
も
違

ふ
と
云
ふ
の
が
其
人
の
説
だ
。
(
山
国
の
新
平
民
)

O
其
時
だ
i
l
l
一
族
の
祖
先
の
こ
と
も
言
ひ
聞
か
せ
た
の
は
。
東
海
道
の
沿
岸
に
住
む
多
く

の
麟
多
の
種
族
の
や
う
に
、
朝
鮮
人
、
支
那
人
、
露
西
亜
人
、
ま
た
は
名
も
知
ら
な
い
島
々

か
ら
漂
着
し
た
り
帰
化
し
た
り
し
た
異
邦
人
の
末
と
は
違
ひ
、
そ
の
血
統
は
古
の
武
士
の
落

人
か
ら
伝
っ
た
も
の
、
貧
苦
乙
そ
す
れ
、
罪
悪
の
為
に
綴
れ
た
や
う
な
家
族
で
は
な
い
と
言

ひ
聞
か
せ
た
。
(
破
戒
l
初
出
本
、
壱
の
三
)

右
は
、
「
山
園
の
新
平
民
」
で
吾
雪
=
=
一

の
父
親
が
、
誤
つ
た
知
識
.
認
識
を
有
し
て
い
た
、
と
い
う
ζ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実

は
、
そ
れ
は
、
作
者
藤
村
が
肯
定
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
藤
村
自
身
が
乙
の
程
度
の
認

識
に
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
乙
と
を
も
示
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
藤
村
は
、
「
山
国

の
新
平
民
」
に
、
「
彼
の
手
合
」
「
左
様
云
ふ
手
合
」
と
い
っ
た
侮
蔑
を
籍
め
た
指
し
方
で
、

「
顔
の
骨
格
な
ど
も
吾
傍
と
違
っ
て
居
る
や
う
に
見
え
る
。
殊
に
著
し
い
も
の
は
皮
膚
の
色
の

違
っ
て
る
事
だ
よ
と
か
、
「
彼
様
云
ふ
風
に
世
の
中
か
ら
嫌
は
れ
て
居
る
特
別
な
種
族
だ
か

ら
」
な
ど
と
、
自
分
の
言
葉
と
し
て
吐
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
破
戒
』
の
差
別
表
現
を
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
る
場
合
、
最
も
注
意
を
要
す
る
の
が
、
こ

こ
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
丑
松
を
も
合
め
て
、
登
場
人
物
た
ち
が
差
別
意
識
を
も
ち
差
別
言
動

を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
作
者
藤
村
の
差
別
意
識
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
う
こ
と
と
を
、

厳
密
に
見
極
め
る
こ
と
が
、
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
も
し
も
登
場
人
物
た
ち
の
差
別
言
動

を
一
律
に
採
り
上
げ
て
作
口
聞
に
非
難
を
加
え
る
な
ら
ば
、
差
別
問
題
を
主
題
や
題
材
と
す
る
作

品
は
、
そ
の
扱
い
が
正
当
で
あ
ろ
う
と
、
そ
も
そ
も
存
在
を
ゆ
る
さ
れ
な
い
乙
と
に
な
っ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
差
別
の
厳
存
す
る
「
現
実
」
を
無
視
し
、
逆
に
、
荒
唐
無
稽
な

真
の
人
差
別
小
説
V
を
推
奨
す
る
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
。
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と
こ
ろ
で
、
『
破
戒
』
の
場
合
、
主
人
公
瀬
川
丑
松
の
感
情
や
思
考
と
、
作
者
藤
村
の
そ
れ

ら
と
を
、
精
密
に
区
別
す
る
こ
と
が
、
実
は
容
易
で
な
い
。
拙
論
「
『
破
戒
』
の
文
章
」

(
「
近
代
文
学
研
究
ノ
l
ト」

3
)
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
弱
々
し
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ

ム
で
描
写
を
妨
げ
た
。
」
(
生
田
長
江
『
最
近
の
小
説
家
』
)
と
か
、
「
作
者
が
、
主
人
公
の
苦

悶
と
感
情
に
余
り
に
同
情
し
過
ぎ
、
主
観
的
に
な
り
過
ぎ
」
(
宇
野
浩
二
『
作
家
と
歌
人
』
)

て
い
る
と
か
、
「
丑
松
を
通
じ
て
歌
っ
て
ゐ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
」
(
亀
井
勝
一
郎
、
前
掲
書
)

な
ど
と
い
っ
た
指
摘
は
、
そ
の
価
値
判
断
に
相
違
乙
そ
あ
れ
、
こ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
次
の

ω
・
⑧
は
、
藤
村
自
身
の
詠
嘆
表
現
だ
と
恩
わ
れ
る
が
、
。
.
⑨
の
方
は
、
仔

細
に
見
れ
ば
、
丑
松
の
詠
嘆
だ
と
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

e

⑧
あ
』
|
|
書
け
る
も
の
な
ら
丑
松
も
書
く
。
(
六
の
一
二
)

⑥
赤
々
と
し
た
火
の
色
は
奈
何
に
人
の
苦
痛
を
慰
め
る
も
の
で
あ
ら
う
。

(
拾
六
の
七
)

。
舷
に
触
れ
て
磁
く
や
う
に
動
揺
す
る
波
の
音
、
是
方
で
思
っ
た
や
う
に
問
え
る
眠
た
い
櫓

の
ひ
Y
き
|
|
あ
叫
静
紅
仏
米
d
M
m叶

i
荒
宿
署
と
し
た
岸
の
楊
柳
も
と
乙
ろ
ん
¥
。
(
拾
弐

の
=
一
)

⑨
丑
松
は
本
堂
の
原
を
開
け
て
入
っ
た
。
/
あ
ミ
精
舎
の
静
寂
さ
|
|
丁
度
其
は
古
蹟
の

内
を
歩
む
と
同
じ
ゃ
う
な
心
地
が
す
る
。
(
拾
五
の
二
)

一
詠
嘆
表
現
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
乙
の
腕
眼
球
さ
は
、
作
者
の
直
接
的
詠
嘆
を
表
わ
す
感
動

文
が
五
十
一
箇
所
に
も
ば
ら
ま
か
れ
て
い
る
中
に
、
丑
松
の
詠
嘆
を
、
何
の
断
わ
り
書
き
も
な

く
、
地
の
文
と
し
て
ほ
う
り
込
ん
で
い
る
乙
と
に
よ
る
。
更
に
、
次
の
例
に
な
る
と
、
丑
松
の

詠
嘆
で
あ
る
ζ

と
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
引
用
法
を
用
い
ず
に
一
個
の
独
立
し
た
す
〈
と
し

て
置
か
れ
て
い
る
為
に
、
矢
張
り
、
藤
村
と
丑
松
と
の
融
合
の
役
割
り
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

O
何
と
い
ふ
親
し
げ
な
有
様
、
だ
ら
う
、
あ
の
省
吾
を
背
後
か
ら
抱
い
て
、
す
乙
し
微
笑
ん
で

居
ぶ
姉
引
U
什姿;凶
o
l
場
つ
考
九
て
、
丑
松
は
お
志
保
の
方
を
熟
視
る
度
に
、
言
ふ
に
言
は

れ
ぬ
楽
し
さ
を
覚
え
る
の
で
あ
っ
た
。
(
拾
五
の
二
)

詠
嘆
表
現
の
み
な
ら
ず
、
丑
松
の
思
考
部
分
で
あ
る
の
か
、
藤
村
の
説
明
で
あ
る
の
か
、
極

め
て
陵
昧
で
あ
る
箇
所
が
、
『
破
戒
』
に
は
す
乙
ぷ
る
多
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
傾
向
は
、

『
破
戒
』
の
詩
的
性
格
を
物
語
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
も
評
価
し
得
る
が
、
か
か
る
瞬
時
怖
さ

に
心
を
配
り
つ
つ
、
明
ら
か
に
作
者
藤
村
の
差
別
意
識
の
表
わ
れ
だ
と
な
し
得
る
部
分
を
採
り

出
し
、
仮
に
八
第
一
の
差
別
表
現
V
と
名
づ
け
る
こ
と
と
す
る
。
四
例
の
み
を
次
に
掲
げ
る
。

①
い
か
に
金
尽
で
も
、
乙
の
人
種
の
偏
執
に
は
勝
た
れ
な
い
。
(
壱
の
一
)

②
見
た
と
乙
ろ
丑
松
は
純
粋
な
北
部
の
信
州
人
|
|
佐
久
小
県
あ
た
り
の
岩
石
の
間
に
成
長

し
た
壮
年
の
一
人
と
は
誰
の
自
に
も
受
取
れ
る
。
(
壱
の
一
)

③
誰
も
斯
の
綴
多
の
予
と
一
絡
に
庭
球
の
遊
戯
を
為
ょ
う
と
い
ふ
も
の
は
無
か
っ
た
の
で
あ

る
。
(
五
の
問
)

④
是
れ
を
眺
め
て
も
、
蹴
劉
叫
制
調
が
幾
通
り
か
の
階
級
に
別
れ
て
居
る
乙
と
は
知
れ
た
。

(
八
の
四
)

右
は
、
何
れ
も
傍
線
部
分
が
差
別
の
言
辞
で
あ
る
と
言
え
る
。
①
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
、

乙
の
問
題
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
知
識
を
客
観
的
に
記
し
た
と
も
解
釈
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
藤
村
自
身
も
こ
の
「
偏
執
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
乙
と
は
、
「
山
国
の
新
平
民
」
に
徴
し

て
明
白
で
あ
る
。
そ
の
前
に
、
②
と
の
関
連
に
於
て
も
、
そ
れ
は
立
証
で
き
る
。
藤
村
自
身
の

「
偏
執
」
が
、
説
明
な
し
で
乙
の
不
用
意
な
言
葉
を
置
く
因
と
な
っ
た
。
藤
村
文
庫
版
で
は
、

乙
乙
は
、
「
乙
ん
な
身
分
の
相
違
を
き
口
ひ
立
て
る
因
襲
の
力
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
改

変
は
、
部
分
的
視
野
に
於
い
て
は
、
ま
ず
妥
当
だ
と
言
え
よ
う
。
②
は
、
人
種
の
相
違
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
し
た
言
い
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藤
村
文
庫
版
で
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
③

は
、
登
場
人
物
た
ち
の
受
け
取
り
方
を
記
し
た
も
の
だ
と
も
思
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
な
ら

ば
、
括
弧
を
付
す
な
り
、
傍
点
を
打
つ
な
り
の
、
表
記
上
の
工
夫
が
要
求
さ
れ
る
。
矢
張
り
、

藤
村
の
差
別
意
識
を
含
ん
だ
も
の
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
藤
村
文
庫
版
で
は
「
乙
の

子
」
に
改
め
て
い
る
。
こ
れ
も
、
部
分
的
視
野
の
範
囲
で
は
、
妥
当
な
改
変
で
あ
る
と
言
え

る
。
④
は
、
藤
村
文
庫
版
で
は
、
乙
の
全
文
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
称
呼
は
当
然
改

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
被
差
別
社
会
の
中
に
更
に
「
身
分
の
相
違
」
が
存
在
す
る
と
い
う

乙
と
の
鋭
い
把
握
は
、
残
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
乙
こ
は
、
被
差
別
社
会
の
残
存

を
支
え
る
の
と
同
じ
カ
ラ
ク
リ
が
、
被
差
別
社
会
そ
の
も
の
の
中
に
も
置
か
れ
て
い
る
と
い

う
、
差
別
問
題
の
核
心
に
触
れ
る
部
分
で
あ
る
筈
な
の
だ
。
、
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人
第
一
の
差
別
表
現
V
の
か
な
り
は
、
改
作
に
際
し
て
、
改
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
右
に

挙
げ
た
よ
う
に
、
改
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
改
変
に
よ
っ
て
、
大
事
な
も
の

ま
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
例
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
疎
漏
で
あ
ろ
う
か
。
部
分
的
に
は
妥
当

だ
と
思
え
る
改
変
も
、
こ
う
し
た
「
疎
漏
」
を
自
に
す
る
に
つ
け
、
全
体
的
視
野
の
中
で
は
、

そ
の
妥
当
性
も
怪
し
く
な
っ
て
来
る
。
無
論
、
八
第
一
の
差
別
表
現
V
は
、
初
出
本
の
表
現
の

ま
ま
で
は
、
『
破
戒
』
を
〈
差
別
小
説
V
だ
と
決
定
す
る
第
一
の
根
拠
と
な
る
。

四

登
場
人
物
た
ち
の
差
別
言
動
を
一
律
に
と
り
上
げ
て
非
難
す
る
の
は
、
百
害
あ
っ
て
利
が
小

さ
い
。
そ
れ
は
そ
う
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
言
動
が
全
て
差

別
表
現
の
圏
外
に
置
か
れ
る
と
い
う
乙
と
を
意
味
し
な
い
。

『
破
戒
』
の
場
合
、
そ
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
大
ま
か
に
、
作
者
方
と
反
作
者
方
と
の
二
種

に
類
別
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
『
破
戒
』
は
一
種
の
八
善
玉
・
悪
玉
小
説
V
で
あ
る
訳
だ
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
作
者
方
人
物
と
し
て
は
、
瀬
川
丑
松
・
猪
子
蓮
太
郎
・
市
村
弁
護

士
・
志
保
な
ど
を
挙
げ
得
ょ
う
。
反
作
者
方
人
物
に
は
、
校
長
・
文
平
・
高
柳
利
三
郎
や
土
地

の
人
々
な
ど
が
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

作
者
方
人
物
の
一
一
一
言
動
は
、
作
者
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
差
別
言
動

は
そ
の
ま
ま
作
品
の
差
別
性
を
形
成
す
る
。
乙
の
種
の
差
別
表
現
を
、
仮
に
八
第
二
の
差
別
表

現
V
と
す
る
。
次
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
二
例
の
み
を
掲
げ
る
。

①
綴
多
と
し
て
の
悲
し
い
絶
望
、
愛
と
い
ふ
楽
し
い
思
想
、
そ
ん
な
乙
と
が
一
緒
に
交
っ

て
、
若
い
生
命
を
一
層
美
し
く
し
て
見
せ
た
。
(
九
の
一
)

②
ま
あ
、
君
、
僕
等
の
側
に
立
っ
て
考
九
て
見
て
呉
れ
た
ま
九
|
|
是
程
耕
朝
関
剖
川
利
引

引
を
侮
辱
し
た
話
は
無
か
ら
う
。
(
九
の
一
ニ
)

①
は
、
丑
松
の
思
考
内
容
に
関
わ
っ
た
表
現
の
部
分
で
あ
る
。
藤
村
文
庫
版
で
は
、
「
不
思

議
な
星
の
下
に
生
れ
た
人
の
子
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
改
め
る
の
は
当
然
だ
と
し
て
も
、
こ

の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
言
い
廻
わ
し
は
妥
当
で
な
い
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
問
題
は
な
い
の
だ
。
②
は
猪

子
蓮
太
郎
の
言
葉
で
あ
る
。
藤
村
文
庫
版
で
は
「
僕
等
」
と
改
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
、
部

分
的
に
は
妥
当
で
あ
る
。

八
第
二
の
差
別
表
現
V
も
、
改
作
に
際
し
、
改
変
し
の
こ
し
ゃ
、
不
適
当
な
改
変
な
ど
が
多

い
。
初
出
本
の
形
の
ま
ま
で
は
、
八
第
一

V
の
場
合
と
同
様
、
『
破
戒
』
の
差
別
性
を
立
証
す

る
部
分
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
反
作
者
方
人
物
の
言
動
は
、
そ
れ
が
如
何
に
酷
薄
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
作
者

が
否
定
す
ぺ
き
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
以
上
は
、
差
別
表
現
と
な
り
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
も

し
、
そ
れ
ら
の
人
物
が
、
一
切
差
別
言
動
を
し
な
い
形
に
し
て
し
ま
え
ば
、
『
破
戒
』
の
ス
ト

ー
リ
ー
は
崩
壊
す
る
。
と
言
う
よ
り
、
そ
れ
は
、
前
述
の
如
く
、
か
え
っ
て
、
現
実
に
存
在
す

る
差
別
を
故
意
に
糊
塗
し
た
と
い
う
意
味
の
、
八
差
別
小
説
V
の
条
件
を
充
た
す
乙
と
に
な
る
。

と
乙
ろ
が
、
藤
村
は
、
改
作
に
当
た
っ
て
、
乙
れ
ら
の
多
く
を
も
改
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ

た
。
二
例
だ
け
を
挙
げ
て
み
る
。
改
作
は
藤
村
文
庫
版
の
も
の
。

O
校
長
は
嘆
息
し
て
、
「
し
か
し
、
驚
い
た
ね
え
。
瀬
川
君
が
鯛
割
削
引
と
は
、
夢
に
も
思

は
な
か
っ
た
o
」
(
初
出
本
、
拾
四
の
三

)
l↓
「
そ
ん
な
生
ひ
立
ち
の
人
だ
な
ど
」

O
「
(
前
略
)
瀬
川
君
に
綴
多
の
話
を
持
掛
け
る
と
、
心
ず
話
題
を
他
九
転
し
て
了
ふ
。

(
後
略
)
」
(
初
出
本
、
拾
八
の
二
)
1
1
1
V

「
部
落
の
方
の
人
達
」
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部
分
的
視
野
で
言
え
ば
、
乙
れ
ら
は
、
初
出
本
の
言
葉
の
ま
ま
で
、
決
し
て
差
別
表
現
と
な

る
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
残
忍
か
つ
不
合
理
な
差
別
の
存
在
を
明
確
に
描
出
し
た
と
評

す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
決
し
て
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

「
山
国
の
新
平
民
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
藤
村
の
言
葉
は
、
信
じ
て
よ
い
と
思
う
。

い
か
に
信
州
が
山
国
だ
か
ら
と
言
つ
で
も
、
貴
様
の
言
ふ
や
う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
あ

ま
り
誇
大
に
過
ぎ
る
と
い
ふ
人
も
あ
る
。
私
も
東
京
に
居
る
頃
は
彼
様
な
こ
と
は
あ
る
ま
い

と
思
っ
て
居
た
の
だ
が
、
信
州
に
行
っ
て
住
ん
で
見
て
解
っ
た
。

従
っ
て
、
深
刻
な
差
別
の
実
在
す
る
こ
と
を
少
な
か
ら
ず
陵
昧
に
し
た
改
作
は
、
実
は
、
差

別
表
現
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
乙
の
種
の
も
の
を
、
仮
に
人
第
三
の
差
別
表
現
V
と

す
る
。藤

村
は
、
人
第
一

V
八
第
二

V
の
差
別
表
現
と
、
八
第
三
V
の
部
分
と
の
相
違
を
理
解
し
て

い
な
か
っ
た
が
故
に
、
差
別
表
現
で
な
い
筈
の
人
第
三
V
の
部
分
を
も
改
め
て
し
ま
っ
た
の
で



あ
る
。
こ
の
、
差
別
表
現
の
新
た
な
現
出
に
よ
っ
て
、
前
掲
の
部
落
解
放
全
国
委
員
会
の
非
難

ゃ
、
次
の
返
り
の
野
間
宏
氏
の
批
判
は
、
い
よ
い
よ
正
当
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

「
綴
多
」
と
い
う
一
言
葉
を
さ
け
て
「
部
落
民
」
と
い
う
言
葉
に
か
え
よ
う
と
し
た
藤
村
の

心
の
な
か
に
、
部
落
民
を
差
別
す
る
も
の
が
し
の
び
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
藤
村
が
部
落

民
と
い
う
言
葉
を
使
お
う
と
し
た
こ
と
は
非
難
さ
る
ぺ
き
こ
と
で
は
な
い
し
、
部
落
民
と
い

う
言
葉
を
使
う
の
は
、
新
し
い
時
代
の
要
求
で
あ
り
、
そ
の
要
求
は
当
然
み
た
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
た
だ
部
落
民
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
表
現
を
あ
い
ま
い
に
す
る
乙
と

に
よ
っ
て
差
別
を
取
り
去
っ
た
と
考
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
乙
に
差
別
す
る
心
が
ひ
そ
ん
で
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
「
『
破
戒
』
に
つ
い
て
」
|
岩
波
文
庫
『
破
戒
』
)

八
第
一
〉
八
第
二
〉
の
差
別
表
現
の
存
在
に
よ
っ
て
、
初
出
本
『
破
戒
』
は
、
八
差
別
小

説
V
と
い
う
批
判
を
甘
受
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
藤
村
文
庫
版
『
破
戒
』
で
は
、
そ
れ
ら
の
相
当

部
分
が
改
め
ら
れ
た
。
だ
が
、
改
め
ら
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
、
改
悪
も
あ
る
。
更
に
は
、

改
め
る
べ
き
で
な
い
部
分
を
改
悪
し
て
し
ま
っ
た
八
第
三
の
差
別
表
現
V
も
あ
る
。
乙
れ
亦
、

八
差
別
小
説
V
な
る
批
判
を
逃
れ
得
る
作
品
で
は
な
か
っ
た
。

五

『
破
戒
』
は
、
差
別
問
題
の
み
な
ら
ず
、
他
の
社
会
問
題
を
も
有
し
て
い
る
。

は
、
既
に
、
次
の
如
く
指
摘
さ
れ
て
来
た
。

そ
の
こ
と

部
落
民
が
受
け
る
不
当
な
差
別
待
遇
を
一
応
正
面
に
ひ
き
す
え
、
教
育
界
・
宗
教
界
・
政

界
の
腐
敗
・
堕
落
を
指
摘
し
、
没
帯
情
士
族
の
窮
乏
を
描
き
、
虚
構
性
ゆ
た
か
な
中
に
、
多
く

の
社
会
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
(
川
副
国
基
「
藤
村
と
自
然
主
義
」

l
三
好
行
雄
編
『
島

崎
藤
村
必
携
』
)

高
柳
利
三
郎
や
校
長
・
文
平
・
住
職
な
ど
の
描
か
れ
方
が
そ
れ
ら
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
「
他
の
社
会
問
題
」
に
直
接
関
わ
る
表
現
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
部
落
が
該
当
す
る
で

あ
ろ
う
。

O
多
く
の
労
働
者
が
人
中
で
感
ず
る
や
う
な
差
恥

l
lそ
ん
な
思
を
胸
に
浮
ぺ
乍
ら
、
鷹
匠

町
の
下
宿
の
方
九
一
帰
っ
て
行
っ
た
。
(
壱
の
二
)

O
斯
校
長
に
言
は
せ
る
と
、
教
育
は
則
ち
規
別
で
あ
る
の
だ
。
郡
視
学
の
命
令
は
上
官
の
命

令
で
あ
る
の
だ
。
も
と

f
¥軍
隊
風
に
児
童
を
薫
陶
し
た
い
と
言
ふ
の
が
新
人
の
主
義
で
、

日
々
の
挙
動
も
生
活
も
凡
て
主
円
か
ら
割
出
し
て
あ
っ
た
。
(
弐
の
一
)

O
地
方
に
入
っ
て
教
育
に
従
事
す
る
も
の
の
第
一
の
要
件
は

l
l外
で
も
な
い
、
斯
校
長
の

や
う
な
凡
俗
な
心
づ
か
ひ
だ
。
(
中
略
)
賢
い
と
言
は
れ
る
教
育
者
は
、
い
づ
れ
も
町
会
議

員
な
ぞ
に
結
托
し
て
、
位
置
の
堅
固
を
計
る
の
が
普
通
だ
。
(
弐
の
一
)

O
有
体
に
言
九
ば
、
住
職
の
説
教
は
も
う
旧
い
、
旧
い
遺
方
で
、
明
治
生
れ
の
人
間
の
耳
に

は
寧
そ
異
様
に
響
く
の
で
あ
る
。
型
に
入
っ
た
仮
白
の
や
う
な
言
廻
し
、
秩
序
の
無
い
断
片

的
な
思
想
、
金
色
に
光
り
輝
く
仏
壇
の
背
景
|
|
丁
度
そ
れ
は
時
代
な
劇
で
も
観
て
居
る
か

の
や
う
な
感
想
を
与
~
る
。
(
拾
五
の
四
)

こ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
も
、
差
別
表
現
の
場
合
と
根
を
同
じ
く
す
る
事
情
が
見
ら
れ

ヲ
令
。

例
え
ば
、
初
出
本
『
破
戒
』
に
は
「
下
等
な
労
働
者
」
と
い
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ

の
う
ち
、
「
拾
六
の
五
」
に
あ
る
も
の
は
、
藤
村
文
庫
版
で
も
改
め
ら
れ
て
い
な
い
。
乙
れ

は
、
改
め
る
べ
き
を
改
め
な
か
っ
た
も
の
の
例
に
な
る
。
ま
た
、
初
出
本
に
『
現
代
の
思
潮
と

下
層
社
会
』
と
あ
る
猪
子
蓮
太
郎
の
著
書
名
は
、
藤
村
文
庫
版
で
は
単
に
『
現
代
の
思
潮
』
と

な
っ
て
お
り
、
『
労
働
』
と
い
う
著
書
名
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
首
肯
し
難
い
改
変

の
例
に
な
ろ
う
。
「
労
働
者
」
(
壱
の
一
一
)
を
「
勤
労
者
」
、
「
貧
民
、
労
働
者
、
ま
た
は
新

平
民
等
」
(
壱
の
四
)
を
「
貧
し
く
乏
し
い
も
の
な
ぞ
の
多
数
」
、
「
新
し
い
思
想
家
」
(
壱

の
四
)
を
「
筆
の
立
つ
新
人
」
と
改
め
て
い
る
の
も
、
妥
当
な
改
変
と
は
き
口
え
な
い
。

野
間
宏
氏
は
、
前
掲
の
如
く
、
『
破
戒
』
に
つ
い
て
、
「
日
本
の
軍
国
主
義
、
天
皇
制
に
す

る
ど
く
せ
ま
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
」
と
も
述
ぺ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
部
分
は
、
恐
ら
く
そ
乙
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の
と
乙
ろ
に
関
連
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

O
平
和
と
喜
悦
と
は
式
場
に
満
ち
溢
れ
た
。
/
(
中
略
)
可
哀
さ
う
に
、
仙
太
は
斯
の
天
長

節
で
す
ら
も
、
他
の
少
年
と
同
じ
や
う
に
は
祝
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。
(
五
の
二
〉

O
「
(
前
略
)
あ
の
綴
多
の
教
員
が
素
性
を
告
白
け
て
、
別
離
を
述
ぺ
て
行
く
時
に
、
正
月



に
な
れ
ば
自
分
等
と
同
じ
や
う
に
屠
蘇
を
祝
ひ
、
天
長
節
が
来
れ
ば
同
じ
や
う
に
君
が
代
を

歌
っ
て
、
蔭
な
が
ら
自
分
等
の
幸
福
を
、
出
世
を
祈
る
と
言
っ
た
ッ
け
|
|
(
後
略
)
」

(
弐
拾
壱
の
六
)

勿
論
、
枝
葉
的
位
置
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
作
品
の
苧
む
人
先
進
性
〉
を
重
視
す
る
態
度
は

必
要
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
枝
葉
的
な
人
先
進
性
V
を
過
大
評
価
す
る
余
り
、
作
品
の
根
幹

を
蝕
ん
で
い
る
〈
退
嬰
性
V
に
目
を
つ
ぶ
る
乙
と
が
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
差
別
表
現
が
『
破

戒
』
の
中
に
厳
然
と
多
数
存
在
す
る
か
ら
に
は
、
『
破
戒
』
の
主
題
を
、
差
別
か
ら
の
解
放
の

方
向
へ
見
る
訳
に
は
、
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
拙
論
「
『
破
戒
』
の
文
章
」
で
触
れ
た
よ
う

に
、
『
破
戒
』
の
主
題
は
、
次
の
よ
う
な
部
分
の
背
後
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

O
斯
う
考
へ
る
と
、
切
な
い
欲
望
は
胸
を
衝
い
て
春
の
潮
の
や
う
に
湧
き
上
る
。
(
九
の
一
)

O
勇
み
立
つ
青
春
の
意
気
も
亦
た
丑
松
の
心
に
強
い
刺
激
を
与
へ
た
。
警
九
ば
、
丑
松
は
雪

霜
の
下
に
萌
え
る
若
草
で
あ
る
。
春
待
つ
心
は
有
な
が
ら
も
、
務
疑
と
恐
怖
と
に
閉
ぢ
ら
れ

て
了
っ
て
、
内
部
の
生
命
は
発
達
る
乙
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
あ
h

、
雪
霜
が
日
に
あ
た
っ

て
、
溶
け
る
と
い
ふ
に
、
何
の
不
思
議
が
あ
ら
う
。
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
聞
け
ば
聞
く
ほ

ど
、
丑
松
は
蓬
太
郎
の
感
化
を
享
け
て
、
精
神
の
自
由
を
慕
は
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
言
ふ
ぺ
し
、
言
ふ
ぺ
し
、
そ
れ
が
自
分
の
進
む
道
路
で
は
有
る
ま
い
か
。
斯
う
若

々
し
い
生
命
が
丑
松
を
励
ま
す
の
で
あ
っ
た
。
(
九
の
四
)

O
浅
々
と
明
初
め
た
麦
畠
は
、
両
側
に
迷
っ
て
、
奈
何
に
春
待
つ
心
の
烈
し
さ
を
思
は
せ
た

ら
う
。
(
拾
の
二
)

O
彼
是
す
る
う
ち
に
、
鶏
が
鳴
い
た
。
丑
松
は
新
し
い
腕
の
近
い
乙
と
を
知
っ
た
。
(
弐
拾

の
四
)

O
あ
〉
庄
馬
鹿
は
今
あ
の
鐘
楼
に
上
っ
て
掻
き
鳴
ら
す
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
丑
松
の
為
に

長
い
別
離
を
告
げ
る
や
う
に
も
、
白
々
と
明
初
め
た
一
生
の
あ
け
ぼ
の
を
報
せ
る
や
う
に
も

聞
え
る
。

(
弐
拾
参
の
三
)

但
し
、
『
破
戒
』
の
主
題
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
解
釈
の
対
立
を
生
じ
て
い
る
『
破
戒
』
の

主
題
論
争
の
中
に
、
必
然
的
に
加
わ
る
乙
と
に
な
る
。
そ
の
際
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

は
、
「
主
題
」
と
い
う
用
語
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て

論
じ
た
い
と
思
う
。

(
備
考
)

1
引
用
文
中
の
漢
字
は
、
す
ぺ
て
、
振
仮
名
は
省
略
し
、
新
字
体
の
あ
る
旧
漢
字
は
新
字

体
に
改
め
た
。

2

引
用
文
献
題
目
の
則
題
は
省
略
し
た
。

3

本
小
論
は
、
昭
和
四
八
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に
於
い
て
口
頭

発
表
し
た
も
の
(
問
題
目
)
に
基
き
、
「
『
破
戒
』
の
文
章
」
(
「
近
代
文
学
研
究
ノ
ー

ト
」
第
三
冊
、
昭
U

・
4
-
m
)
の
続
篇
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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