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は
じ
め
に 

 

「
小
さ
な
王
国
」
は
大
正
七
年
、
雑
誌
『
中
外
』
八
月
号
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
お
い
て
、
小
学
校
教
師
貝
島
の

教
師
像
や
、
沼
倉
が
作
っ
た
「
沼
倉
共
和
国
」
の
経
済
機
構
に
つ
い
て
分
析
が
行
わ

れ
て
き
た
。
ま
た
そ
の
方
法
と
し
て
同
時
代
的
な
社
会
状
況
を
踏
ま
え
て
テ
ク
ス

ト
を
分
析
す
る
手
法
が
頻
繁
に
採
用
さ
れ
て
き
た
。
先
行
研
究
が
そ
の
よ
う
な
傾

向
に
あ
る
一
つ
の
原
因
と
し
て
、
吉
野
作
造
の
記
述
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
１
） 

 

作
者
の
覘
ひ
所
は
何
れ
に
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
之
に
よ
つ
て
現
代
人
が
何
と

な
く
共
産
主
義
的
空
想
に
耽
つ
て
一
種
の
快
感
を
覚
ゆ
る
の
事
実
を
看
過
す
る

事
は
出
来
な
い
。
而
し
て
少
し
く
深
く
世
相
を
透
観
す
る
者
に
と
つ
て
、
今
や

社
会
主
義
と
か
共
産
主
義
と
か
い
ふ
事
は
、
理
論
で
は
な
い
、
一
個
の
厳
然
た

る
事
実
で
あ
る
。 

 

「
小
さ
な
王
国
」
発
表
前
年
の
ロ
シ
ア
革
命
成
立
を
受
け
る
形
で
書
か
れ
た
文

章
で
あ
る
。
作
品
の
中
に
同
時
代
的
な
共
産
主
義
へ
の
意
識
を
見
出
す
こ
の
論
に

よ
っ
て
、
そ
の
後
の
「
小
さ
な
王
国
」
研
究
で
は
共
産
主
義
的
な
側
面
に
注
目
が
置

か
れ
、
同
時
代
の
政
治
・
経
済
状
況
等
、
実
社
会
と
の
関
わ
り
が
念
頭
に
置
か
れ
て

き
た
。
本
作
品
に
谷
崎
に
よ
る
社
会
批
判
を
見
出
す
読
み
と
し
て
伊
藤
整
の
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２
） 

 

簡
単
に
言
え
ば
、
こ
の
作
品
は
少
年
の
世
界
に
形
を
借
り
た
と
こ
ろ
の
、
統

制
経
済
の
方
法
が
人
間
を
支
配
す
る
物
語
り
で
あ
る
。
現
代
社
会
は
必
然
的
に

統
制
経
済
の
社
会
へ
と
推
移
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
統
制
経
済
社
会
で
、
あ
る
権

力
の
も
と
に
発
行
さ
れ
る
紙
幣
が
、
即
ち
経
済
上
の
約
束
が
、
人
間
の
生
活
意

識
を
変
え
、
人
間
の
価
値
判
断
を
狂
わ
せ
る
と
い
う
物
語
り
で
あ
る
。
谷
崎
潤

一
郎
の
全
作
品
の
中
で
最
も
特
色
の
あ
る
現
代
社
会
の
批
判
性
を
備
え
た
作
品

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

伊
藤
は
「
谷
崎
潤
一
郎
の
全
作
品
の
中
で
最
も
特
色
の
あ
る
現
代
社
会
の
批
判

性
を
備
え
た
作
品
」
と
評
し
つ
つ
も
、
同
じ
解
説
の
中
で
「
図
式
的
諷
刺
性
」
は
谷

崎
に
は
「
縁
の
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
、
谷
崎
自
身
が
社
会
風
刺
の
意
味
合
い

を
意
図
的
に
作
品
内
部
へ
組
み
込
ん
だ
可
能
性
の
低
さ
を
指
摘
し
た
。
以
降
、
谷
崎

が
社
会
風
刺
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
そ
れ
ほ
ど
言
及
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、

テ
ク
ス
ト
自
体
が
同
時
代
状
況
へ
の
批
判
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
共
通
認
識
を

谷
崎
潤
一
郎
「
小
さ
な
王
国
」
論

― 

な
ぜ
沼
倉
は
「
太
閤
秀
吉
」
と
な
り
得
た
の
か 

―

佐　

藤　

魁　

人
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根
底
に
置
き
な
が
ら
研
究
が
重
ね
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

稿
者
も
こ
の
前
提
を
踏
ま
え
、
改
め
て
テ
ク
ス
ト
の
細
部
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

沼
倉
は
な
ぜ
「
沼
倉
共
和
国
」
を
建
設
す
る
ほ
ど
に
ク
ラ
ス
を
支
配
し
得
た
の
か
、

こ
の
点
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
述
べ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
沼
倉
の
戦
略

を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
沼
倉
と
貝
島
の
力
関
係
が
大
き
く
揺

ら
ぐ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
修
身
の
授
業
の
場
面
に
焦
点
を
当
て
考
察
を
進
め
て
い

く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
小
さ
な
王
国
」
の
孕
む
問
題
意
識
を
よ
り
明
確
に
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

一
、
沼
倉
の
戦
略 

 

テ
ク
ス
ト
は
小
学
校
教
師
で
あ
る
貝
島
昌
吉
が
Ｇ
県
Ｍ
市
の
小
学
校
へ
赴
任
し

た
と
い
う
情
報
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
親
の
反
対
を
押
し
切
り
「
お
茶
の
水
の
尋
常

師
範
学
校
」
へ
入
り
、
卒
業
後
東
京
で
小
学
校
教
師
に
な
っ
た
貝
島
は
、「
日
本
支

那
の
東
洋
史
を
研
究
し
て
、
行
く
末
は
文
学
博
士
に
な
」
る
と
い
う
野
望
を
抱
き
つ

つ
も
、
父
の
死
や
結
婚
を
経
て
、
立
身
出
世
の
道
を
諦
め
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
。
彼
は
東
京
で
の
生
活
に
困
窮
し
、
家
族
を
連
れ
て
移
転
を
し
た
。
移
転
後

の
生
活
は
し
ば
ら
く
伸
び
伸
び
と
充
実
し
て
お
り
、
教
師
生
活
も
順
調
に
進
ん
で

い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
の
本
文
引
用
か
ら
は
そ
の
充
実
ぶ
り
や
教
師
と
し
て
の

貝
島
の
特
性
が
伺
え
る
。 

 

し
か
し
性
来
子
供
が
好
き
で
、
二
十
年
近
く
も
彼
ら
の
面
倒
を
見
て
来
た
貝
島

は
、
い
ろ
〳
〵
の
性
癖
を
持
つ
た
少
年
の
一
人
々
々
に
興
味
を
覚
え
て
、
誰
彼

の
区
別
な
く
、
平
等
に
親
切
に
世
話
を
焼
い
た
。
場
合
に
依
れ
ば
随
分
厳
し
い

体
罰
を
与
へ
た
り
、
大
声
で
叱
り
飛
ば
し
た
り
す
る
事
も
あ
つ
た
が
、
長
い
間

の
経
験
で
児
童
の
心
理
を
呑
み
込
ん
で
居
る
為
に
、
生
徒
た
ち
に
も
、
教
員
仲

間
や
父
兄
の
方
面
に
も
、
彼
の
評
判
は
悪
く
な
か
つ
た
。
正
直
で
篤
実
で
、
老
練

な
先
生
だ
と
云
ふ
事
に
な
つ
て
居
た
。 

 

ど
の
生
徒
に
対
し
て
も
分
け
隔
て
な
く
接
し
、
様
々
な
方
面
か
ら
の
信
頼
を
得

て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。 

そ
ん
な
順
風
満
帆
な
教
師
生
活
が
次
第
に
崩
壊
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
き
っ

か
け
は
言
う
ま
で
も
な
く
沼
倉
庄
吉
の
転
校
で
あ
る
。
沼
倉
は
貝
島
が
Ｇ
県
Ｍ
市

の
小
学
校
へ
赴
任
し
た
年
に
受
け
持
っ
た
尋
常
三
年
級
が
五
年
級
に
進
ん
だ
年
の

春
に
転
校
し
て
き
た
。
彼
の
特
徴
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

顔
の
四
角
な
、
色
の
黒
い
、
恐
ろ
し
く
大
き
な
巾
着
頭
の
と
こ
ろ
〴
〵
に
白
雲

の
出
来
て
居
る
、
憂
鬱
な
眼
つ
き
を
し
た
、
づ
ん
ぐ
り
と
肩
の
円
い
太
つ
た
少

年
で
、
名
前
を
沼
倉
庄
吉
と
云
つ
た
。
何
で
も
近
頃
Ｍ
市
の
一
廓
に
建
て
ら
れ

た
製
糸
工
場
へ
、
東
京
か
ら
流
れ
込
ん
で
来
た
ら
し
い
職
工
の
忰
で
、
裕
福
な

家
の
子
で
な
い
事
は
、
卑
し
い
顔
立
ち
や
垢
じ
み
た
服
装
に
拠
つ
て
も
明
か
で

あ
つ
た
。 

 

「
東
京
か
ら
流
れ
込
ん
で
来
た
ら
し
い
職
工
の
忰
で
、
裕
福
な
家
の
子
で
な
い
」

と
い
う
点
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
重
要
に
な
る
の
か
は
後
述
す

る
。 転

校
し
て
き
た
沼
倉
は
あ
っ
と
い
う
間
に
ク
ラ
ス
の
中
心
人
物
へ
と
成
り
上
が

る
。
入
学
し
て
ま
だ
十
日
に
も
な
ら
な
い
う
ち
に
、
戦
争
ご
っ
こ
で
沼
倉
組
を
組
織
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し
、
繰
り
返
し
勝
利
を
収
め
る
ほ
ど
の
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
。
そ
し
て
あ
る
日
の
修

身
の
時
間
、
遂
に
貝
島
と
沼
倉
の
関
係
を
大
き
く
揺
る
が
す
出
来
事
が
起
こ
る
。
こ

こ
で
、
そ
も
そ
も
作
品
発
表
当
時
の
小
学
校
に
お
け
る
修
身
の
時
間
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
く
。
出
木
良
輔
「
谷
崎
潤
一
郎
「
小
さ
な

王
国
」
論―

―

「
新
教
育
」
を
め
ぐ
っ
て―

―

」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
３
） 

 

修
身
と
は
戦
後
以
降
言
う
と
こ
ろ
の
「
道
徳
」
の
時
間
に
あ
た
り
、
説
話
・
伝
記

な
ど
の
読
み
物
を
通
し
た
徳
育
教
育
が
行
わ
れ
た
。
明
治
四
〇
年
の
小
学
校
令

改
正
に
よ
る
国
定
教
科
書
の
修
正
に
伴
っ
て
明
治
四
三
年
か
ら
使
用
さ
れ
始
め

た
第
二
期
国
定
教
科
書
は
国
家
主
義
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
際
に
国
民
教
育
の
要
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
が
修
身
と

い
う
科
目
で
も
あ
っ
た
。 

 

ま
た
小
澤
祥
司
「
修
身
教
育
に
お
け
る
二
宮
金
次
郎
像
普
及
の
意
図
と
「
特
別
の

教
科 

道
徳
」
」
で
も
修
身
の
時
間
が
国
策
に
寄
与
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。

（
４
） 

 

小
学
校
で
教
え
る
「
修
身
」
は
、
教
育
勅
語
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
児
童
を
教
え

導
き
、
天
皇
や
皇
室
へ
の
忠
誠
と
敬
愛
、
愛
国
心
を
身
に
つ
け
、
国
に
対
す
る
臣

民
の
責
務
を
理
解
・
体
得
さ
せ
る
た
め
の
科
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
以
後
、
修
身
は
学
校
で
教
え
る
す
べ
て
の
教
科
の
前
に
置
か
れ
、
修
身
こ

そ
が
教
育
の
根
本
と
さ
れ
た
。
い
わ
ば
修
身
は
、
教
育
勅
語
と
い
う
鋳
型
に
児

童
た
ち
を
は
め
込
む
役
割
を
も
っ
て
い
た
。 
 

以
上
二
つ
の
論
考
か
ら
、
明
治
末
期
よ
り
、
修
身
の
時
間
は
国
家
主
義
を
推
し
進

め
る
た
め
の
「
政
策
」
的
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
国
を
愛
す
る
次
な
る
国
民
の
育
成

を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
小
澤
は
同
論
文
に
お
い
て
、
教
育
勅
語

に
記
さ
れ
た
徳
目
を
守
る
理
想
的
な
臣
民
モ
デ
ル
と
し
て
二
宮
金
次
郎
が
修
身
の

教
科
書
に
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
を
テ
ク
ス
ト

に
当
て
は
め
る
と
、
貝
島
は
当
時
の
典
型
的
な
国
家
主
義
を
称
揚
す
る
修
身
の
授

業
づ
く
り
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

そ
の
よ
う
な
背
景
を
持
っ
て
厳
格
な
雰
囲
気
で
修
身
の
授
業
が
進
む
中
、
沼
倉

が
無
駄
話
を
始
め
る
の
で
あ
る
。 

 

「
誰
だ
先
か
ら
べ
ち
や
〳
〵
と
し
や
べ
つ
て
居
る
の
は
？ 

誰
だ
？
」 

と
、
と
う
〳
〵
彼
は
我
慢
が
し
切
れ
な
く
な
つ
て
、
か
う
云
ひ
な
が
ら
籐
の

鞭
で
び
し
ツ
と
机
の
板
を
叩
い
た
。 

「
沼
倉
！ 

お
前
だ
ら
う
先
か
ら
し
や
べ
つ
て
居
た
の
は
？ 

え
？ 

お
前

だ
ら
う
？
」 

「
い
ゝ
え
、
僕
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。…

…
…

」 

沼
倉
は
臆
す
る
色
も
な
く
立
ち
上
つ
て
、
か
う
答
へ
な
が
ら
ず
つ
と
自
分
の

周
囲
を
見
廻
し
た
後
、 

「
先
か
ら
話
を
し
て
居
た
の
は
此
の
人
で
す
」 

と
い
き
な
り
自
分
の
左
隣
に
腰
か
け
て
居
る
野
田
と
云
ふ
少
年
を
指
さ
し
た
。 

（
中
略
） 

野
田
は
沼
倉
に
指
さ
ゝ
れ
た
瞬
間
、
は
つ
と
驚
い
た
や
う
な
眼
瞬
き
を
し
て
、

憐
れ
み
を
乞
ふ
が
如
く
に
相
手
の
眼
の
色
を
恐
る
〳
〵
窺
つ
て
居
た
が
、
や
が

て
何
事
か
を
決
心
し
た
や
う
に
、
真
青
な
顔
を
し
て
立
ち
上
る
と
、 
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「
先
生
沼
倉
さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
が
話
を
し
て
居
た
の
で
す
」 

と
声
を
ふ
る
は
せ
て
云
つ
た
。 

 
沼
倉
に
罪
を
擦
り
付
け
ら
れ
た
野
田
は
な
ぜ
か
沼
倉
を
庇
い
始
め
、
そ
の
後
一

人
ま
た
一
人
と
沼
倉
を
味
方
す
る
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
現
れ
、
遂
に
は
ク
ラ
ス
の
生

徒
全
員
が
沼
倉
を
守
ろ
う
と
し
た
。
結
果
と
し
て
貝
島
は
沼
倉
へ
の
懲
罰
を
や
め

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

こ
の
場
面
に
つ
い
て
小
仲
信
孝
は
以
下
の
よ
う
な
考
察
を
し
て
い
る
。

（
５
） 

 

彼
の
恐
ろ
し
さ
は
修
身
の
時
間
を
狙
い
撃
ち
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
指
摘
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
段
は
生
徒
に
や
さ
し
く
、「
慈
愛
に
富
ん
だ
態
度
」
で

接
し
て
い
る
貝
島
が
、「
修
身
の
時
間
に
限
つ
て
特
別
に
厳
格
に
す
る
」
と
い
う

こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
つ
ま
り
貝
島
に
と
っ
て
修
身
の
時
間
が
あ
る
神
聖
さ
を

伴
う
時
空
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
い
わ
ば
そ
の
神
聖
さ
を
逆
手
に
と
っ

て
、
大
胆
に
も
部
下
た
ち
の
忠
誠
度
を
測
る
首
実
験
を
敢
行
し
て
い
た
の
で
あ

る
。 

 

貝
島
が
教
師
と
し
て
あ
る
種
の
神
聖
さ
・
権
威
を
最
も
発
揮
す
る
修
身
と
い
う

時
間
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
あ
え
て
選
ぶ
と
い
う
戦
略
を
沼
倉
が
と
っ
た
、
と
い
う

考
察
で
あ
る
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
同
時
代
的
な
修
身
の
時
間
の
情
報
を
入
れ
込
む

と
、
貝
島
の
厳
格
さ
の
背
後
に
は
、
国
家
の
流
れ
に
見
事
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
自

負
が
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
修
身
の
時
間
を
選
ぶ
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
確

か
に
戦
略
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
「
あ
え
て
」
選
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

他
の
先
行
研
究
で
も
こ
の
場
面
に
関
す
る
考
察
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
沼
倉
が

自
身
の
統
率
力
を
試
す
た
め
の
機
会
と
し
て
用
い
た
と
い
う
指
摘
や

（
６
）

、
子
ど
も
た

ち
の
信
望
を
集
め
る
た
め
の
行
為
だ
と
い
う
言
及
に

（
７
）

留
ま
っ
て
い
る
。 

な
ぜ
修
身
の
時
間
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
い
さ

さ
か
不
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

確
か
に
小
仲
の
指
摘
す
る
通
り
、
沼
倉
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
忠
誠
を
試
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
事
件
が
発
生
し
た
修
身
の
時
間
よ
り
も
前
に
、
既
に
沼
倉
が
ク
ラ
ス

を
支
配
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
貝
島
の
息
子
で
ク
ラ
ス

の
一
員
で
も
あ
る
啓
太
郎
の
弁
解
か
ら
窺
え
る
。 

 

す
る
と
啓
太
郎
は
下
の
や
う
な
弁
解
を
し
た
。―

―

あ
れ
は
成
る
程
悪
い
行
ひ

に
は
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
沼
倉
は
格
別
人
を
陥
れ
よ
う
な
ど
ゝ
云
ふ
深
い
企

み
が
あ
つ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
自
分
の
部
下
の
者
（
即
ち
全
体
の
生
徒
）
が
、

ど
れ
ほ
ど
自
分
に
心
服
し
て
居
る
か
、
ど
れ
程
自
分
に
忠
実
で
あ
る
か
を
試
験

す
る
為
め
に
、
わ
ざ
と
あ
ん
な
真
似
を
や
つ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
啓
太
郎
の
弁
解
の
中
に
「
部
下
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

沼
倉
が
ク
ラ
ス
の
全
員
と
の
間
に
上
下
関
係
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
の
何
よ
り
の

証
拠
で
あ
る
。
修
身
の
時
間
の
際
に
は
既
に
沼
倉
が
ク
ラ
ス
の
ト
ッ
プ
に
君
臨
し

て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
修
身
の
時
間
の
「
試
験
」
と
は
「
忠
実
で
あ
る
か
ど
う

か
」
と
い
う
忠
誠
心
の
有
無
を
確
か
め
る
行
為
で
は
な
く
「
ど
れ
程
自
分
に
忠
実
で

あ
る
か
」
と
い
う
忠
誠
心
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
度
合
い
を
確
か
め
る

た
め
の
い
わ
ば
最
終
試
験
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
沼
倉
の
試
験
に
つ
い
て
小
林

幸
夫
が
生
徒
た
ち
の
視
線
に
着
目
し
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
８
） 
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さ
て
、
こ
の
沼
倉
の
〈
仕
掛
け
〉
に
関
し
て
は
、
眼
＝
視
線
が
重
要
な
働
き
を
し

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
沼
倉
が
野
田
を
指
さ
す
前

に
「
ず
つ
と
自
分
の
周
囲
を
見
回
し
た
」
り
、
指
差
さ
れ
た
野
田
が
「
憐
れ
み
を

乞
ふ
が
如
く
に
相
手
の
眼
の
色
を
恐
る
〳
〵
窺
つ
て
居
た
」
り
、
野
田
が
思
い

つ
め
て
「
先
生
、…

…
…

」
と
声
を
発
す
る
と
沼
倉
が
「
横
目
を
使
つ
て
、
素
早

く
野
田
に
一
瞥
を
く
れ
た
」
り
し
て
い
る
よ
う
に
、
視
線
が
行
動
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
。（
中
略
）
野
田
が
自
分
に
投
げ
掛
け
ら
れ
た
目
の
意
図
を
で
き
る

だ
け
そ
の
眼
に
沿
う
形
で
読
み
と
ろ
う
と
「
恐
る
〳
〵
窺
つ
て
居
」
と
い
う
こ

と
は
、
沼
倉
の
視
線
が
支
配
の
視
線
で
あ
り
、
政
治
的
な
力
を
伝
達
せ
ん
と
す

る
視
線
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

小
林
の
指
摘
に
基
づ
い
て
テ
ク
ス
ト
を
改
め
て
見
る
と
、
沼
倉
は
ま
ず
貝
島
か

ら
無
駄
話
を
指
摘
さ
れ
立
ち
上
が
っ
た
際
、
周
囲
を
見
回
す
。
こ
れ
は
自
分
の
過
失

を
誰
に
な
す
り
付
け
る
か
、
そ
の
吟
味
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
温

厚
な
品
行
の
正
し
い
」
野
田
を
選
ん
だ
こ
と
に
も
意
図
が
あ
る
。
野
田
は
「
温
厚
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
沼
倉
の
視
線
の
圧
力
に
応
じ
る
し
か
な
い
。
加
え
て
「
品
行
が
正

し
い
」
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
沼
倉
の
誤
っ
た
行
為
を
庇
う
こ
と
で
、
こ
の
「
庇
う
」
と

い
う
行
為
に
も
「
正
統
性
」
が
多
少
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
沼
倉
は
ま

ず
間
違
い
な
く
自
分
を
庇
い
始
め
る
で
あ
ろ
う
野
田
を
一
番
目
の
標
的
と
し
て
打

算
的
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
確
か
な
勝
算
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
つ

ま
り
沼
倉
は
計
画
的
に
最
終
試
験
を
執
り
行
っ
た
の
で
あ
る
。 

野
田
に
続
い
て
次
々
と
他
の
生
徒
も
立
ち
上
が
る
の
だ
が
、
こ
の
順
番
に
も
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
野
田
の
次
に
立
ち
上
が
っ
た
の
は
「
い
た
づ
ら
小
僧
の
西
村
」

で
あ
る
。
西
村
は
「
平
生
腕
白
ら
し
い
、
鼻
つ
た
ら
し
の
や
ん
ち
や
ん
ら
し
い
表
情
」

を
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
時
は
「
十
一
二
の
子
供
と
は
思
は
れ
な
い
ほ
ど
真
面
目

く
さ
つ
た
、
主
君
の
為
め
に
身
命
を
投
げ
出
し
た
家
来
の
や
う
な
、
犯
し
難
い
勇
気

と
覚
悟
と
が
閃
い
」
た
表
情
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
西
村
の
驚
く
べ
き
変
化
は
貝

島
に
衝
撃
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
く
よ
う
に
次
に
立
ち
上
が
っ
た
の
は

級
長
を
勤
め
る
秀
才
の
中
村
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
語
り
手
も
「
驚
い
た
事
に

は
」
と
そ
の
意
外
性
を
強
調
し
て
い
る
。
級
長
を
勤
め
て
お
り
か
つ
秀
才
で
あ
る
と

い
う
中
村
の
性
質
を
鑑
み
る
と
、
貝
島
に
と
っ
て
ク
ラ
ス
の
中
で
一
番
モ
ラ
ル
を

持
っ
た
生
徒
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
中
村
ま
で
も
が

沼
倉
を
庇
う
異
常
事
態
は
貝
島
に
更
な
る
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
あ

と
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
ほ
と
ん
ど
が
立
ち
上
が
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
名
前
が
出

さ
れ
て
い
る
の
は
野
田
、
西
村
、
中
村
の
三
人
の
み
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
「
野

田
＝
温
厚
」
、「
西
村
＝
や
ん
ち
ゃ
」
、「
中
村
＝
秀
才
」
と
、
異
な
る
特
徴
的
な
性
質

を
貝
島
に
認
め
ら
れ
て
い
る
生
徒
で
あ
る
。
こ
の
三
人
は
ク
ラ
ス
の
核
と
な
る
人

物
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
野
田
以
降
の
こ
の
流
れ
が
沼
倉
の

戦
略
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
こ
の
順
番
で
庇

う
と
い
う
流
れ
が
沼
倉
に
と
っ
て
最
も
効
果
的
な
反
逆
の
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
、
修
身
の
時
間
に
起
き
た
事
件
に
つ
い
て
、
沼
倉
以
外
の
他
の
生
徒
の
立

場
で
考
え
て
み
る
と
、
更
な
る
意
味
づ
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
名
前
の
あ
が
っ
て
い
な
い
そ
の
他
大
勢
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
と
っ
て
、
野

田
、
西
村
、
中
村
が
こ
の
順
番
で
沼
倉
を
庇
う
様
子
は
、
沼
倉
を
庇
う
こ
と
の
正
当

性
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
ず
温
厚
な
野
田
が
立
ち
上
が
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
定
数
の
生
徒
が
沼
倉
側
に
立
と
う
と
決
意
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

「
あ
の
温
厚
な
野
田
が
庇
う
の
だ
か
ら
」
と
い
う
心
理
が
働
い
て
も
お
か
し
く
な
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い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
、
野
田
は
温
厚
だ
か
ら
こ
そ
沼
倉
に
逆
ら
え
な

い
の
だ
と
い
う
捉
え
方
も
で
き
る
。
こ
の
捉
え
方
を
崩
す
の
が
次
立
ち
上
が
る
西

村
の
存
在
で
あ
る
。
や
ん
ち
ゃ
な
西
村
で
あ
れ
ば
、
沼
倉
に
逆
ら
う
こ
と
も
で
き
そ

う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
西
村
が
真
面
目
な
表
情
で
立
ち
上
が
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
無
理
や
り
従
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
消
去
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
西
村
の
行
動
を
見
て
も
な
お
そ
れ
が
本
当
に
正
し
く
冷

静
な
判
断
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。「
腕
白
な
西
村
だ
か
ら
状
況
を
見
誤
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
て
し
ま
う
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
疑

問
を
拭
い
去
る
の
が
秀
才
中
村
の
存
在
で
あ
る
。
級
長
を
勤
め
て
い
る
秀
才
中
村

ま
で
も
が
沼
倉
を
庇
う
こ
と
で
、
沼
倉
の
味
方
を
す
る
こ
と
の
正
当
性
が
担
保
さ

れ
、
教
師
側
で
は
な
く
、
沼
倉
側
に
立
つ
こ
と
が
本
当
に
正
し
い
の
だ
と
い
う
気
持

ち
が
そ
の
他
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
達
の
中
に
芽
生
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
大
勢
の

生
徒
た
ち
の
目
の
前
で
、
沼
倉
側
に
立
つ
こ
と
の
正
し
さ
が
き
れ
い
な
形
で
証
明

さ
れ
て
い
く
。
沼
倉
が
事
前
に
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
ほ
と
ん
ど
を
支
配
下
に
置
い
て

お
り
、
そ
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
は
修
身
の
時
間
に
決
断
を
迫
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
読
み
も
存
在
し
う
る
だ
ろ
う
が
、
野
田
、
西
村
、
中
村
と
い
う
順
番
で

立
ち
上
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
教
師
の
貝
島
が
そ
の
流
れ
に
圧
倒
さ

れ
、
ク
ラ
ス
の
雰
囲
気
が
沼
倉
を
支
持
す
る
方
向
へ
流
れ
て
い
く
様
を
見
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
流
れ
で
全
員
の
生
徒
が
勇
気
を
も
っ
て
沼
倉
を
庇
っ

た
。
そ
の
結
果
、
貝
島
は
つ
い
に
懲
罰
を
止
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
意
味
す
る
こ
と

は
何
か
。
そ
れ
は
教
師
の
力
の
無
さ
で
あ
る
。
多
方
面
か
ら
信
頼
を
置
か
れ
て
い
る

貝
島
と
い
う
教
師
に
よ
る
修
身
の
授
業
、
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
最
も
教

師
の
権
威
を
強
く
目
の
当
た
り
に
す
る
場
で
あ
る
。
本
来
そ
こ
で
の
力
関
係
を
崩

壊
さ
せ
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
は
思
い
つ
き
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
沼
倉

と
い
う
一
人
の
リ
ー
ダ
ー
の
牽
引
に
よ
っ
て
、
沼
倉
以
外
の
四
十
九
名
は
、
子
ど
も

で
あ
る
自
分
た
ち
の
力
で
権
力
の
象
徴
と
も
い
え
る
教
師
の
最
も
権
威
的
で
神
聖

な
瞬
間
を
打
ち
崩
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
達
成
感
と
、
貝
島
へ
の
信

頼
の
失
墜
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
力
で
大
人
に
抗
う

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
教
師
を
相
対
的
に
見
つ
め
る
目
を

備
え
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ど
こ
ま
で
沼
倉
が
戦
略
的
に
考
え
て
い

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
修
身
の
時
間
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
生

徒
た
ち
の
価
値
観
の
転
換
ま
で
を
も
引
き
起
こ
す
絶
大
な
効
力
を
発
生
さ
せ
た
の

で
あ
る
。 

そ
し
て
更
に
こ
の
こ
と
は
沼
倉
へ
の
忠
誠
心
を
補
強
す
る
効
果
を
も
持
つ
。
教

師
の
権
威
を
打
ち
崩
す
と
い
う
成
功
へ
と
自
分
た
ち
を
導
い
た
沼
倉
へ
の
尊
敬
の

ま
な
ざ
し
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
五
十
名
の
中
で

の
戯
れ
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
初
め
て
そ
の
小
さ
な
共
同
体
の
外
側
に
対
す

る
力
学
を
発
揮
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
沼
倉
を
頂
点
と
す
る
共
同
体
の
結
束
は
強

固
な
も
の
へ
と
成
長
を
遂
げ
、
そ
の
後
の
「
沼
倉
共
和
国
」
建
設
へ
の
足
掛
か
り
と

な
る
の
で
あ
る
。 

だ
が
こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。
な
ぜ
沼
倉
は
修
身
の
時
間
に
あ
の

よ
う
な
行
為
に
至
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
疑
問
を
追
究
し

て
い
く
。 

 
二
、
貝
島
と
沼
倉
の
共
通
項 

 

沼
倉
は
な
ぜ
修
身
の
時
間
に
お
い
て
真
っ
向
か
ら
貝
島
に
反
発
す
る
よ
う
な
真
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似
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。 

一
つ
に
沼
倉
の
そ
も
そ
も
の
性
質
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
沼
倉
は

普
段
か
ら
「
己
は
太
閤
秀
吉
に
な
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
太
閤
秀
吉
と
は
言
わ

ず
と
知
れ
た
豊
臣
秀
吉
の
事
で
あ
る
が
、
日
本
で
初
め
て
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ

た
人
物
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
沼
倉
は
そ
も
そ
も
人
の
上
に
立
つ

こ
と
、
統
率
者
と
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
沼
倉
に
と
っ
て
の
天
下
と
は
ク
ラ
ス
で
あ
り
、
彼
の
特
異
性
と
し
て
、
そ
の
天
下

の
中
に
教
師
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
を
支

配
下
に
置
く
こ
と
だ
け
で
な
く
、
教
師
を
も
自
己
の
勢
力
図
の
中
に
組
み
込
む
視

点
は
、
沼
倉
の
特
徴
だ
と
言
え
る
。
修
身
の
授
業
後
の
啓
太
郎
に
よ
る
弁
解
に
は
そ

の
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

あ
の
日
あ
の
事
件
の
結
果
と
し
て
、
沼
倉
は
、
級
中
の
総
べ
て
の
少
年
が
一
人

残
ら
ず
彼
の
為
め
に
甘
ん
じ
て
犠
牲
に
な
ら
う
と
し
た
こ
と
、
さ
う
し
て
さ
す

が
の
先
生
も
手
の
出
し
や
う
が
な
か
つ
た
事
を
、
十
分
に
た
し
か
め
得
た
の
で

あ
る
。 

 

沼
倉
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
忠
実
さ
だ
け
で
な
く
、
貝
島
が
手
を
出
せ
な
い
こ
と

も
確
認
し
た
と
い
う
。
修
身
の
時
間
に
臨
む
時
す
で
に
教
師
貝
島
の
対
応
ま
で
も

試
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
事
件
を
経
て
沼
倉

の
天
下
に
貝
島
も
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
自
身
の
力

を
及
ぼ
し
得
る
対
象
と
し
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
支
配
可
能
な
対
象
と
し
て
貝
島
を

捉
え
は
じ
め
て
い
る
。 

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
沼
倉
の
行
為
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は

難
し
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
点
が
あ
る
。
沼
倉
が
転
校
し
て
き
た
経
緯
で
あ
る
。

本
文
に
書
か
れ
て
い
る
沼
倉
の
特
徴
を
先
に
抜
粋
し
た
が
、
そ
こ
で
は
「
東
京
か
ら

流
れ
込
ん
で
来
た
ら
し
い
職
工
の
忰
で
、
裕
福
な
家
の
子
で
な
い
」
と
書
か
れ
て
い

た
。
東
京
か
ら
Ｇ
県
Ｍ
市
へ
流
れ
込
ん
で
く
る
と
い
う
経
緯
は
明
ら
か
に
貝
島
の

移
転
の
経
緯
と
重
な
る
。
つ
ま
り
沼
倉
の
家
庭
も
東
京
で
の
生
活
に
困
窮
し
て
移

動
し
て
き
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
と
き
、
他
の
生
徒
と
は
違
う

視
点
を
沼
倉
が
得
る
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
貝
島
を
教
師
と
し
て
見
る
視
点
で
は

な
く
、
貧
困
が
原
因
で
引
っ
越
し
た
一
家
の
家
長
と
し
て
見
る
視
点
で
あ
る
。
貝
島

と
同
じ
く
東
京
か
ら
流
れ
込
ん
で
来
た
こ
と
、
ク
ラ
ス
に
貝
島
の
息
子
啓
太
郎
が

い
る
こ
と
か
ら
、
沼
倉
が
貝
島
の
家
庭
の
状
況
を
大
ま
か
に
把
握
し
て
い
る
可
能

性
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
貝
島
が
沼
倉
を
そ
の
見
た
目
か
ら
裕
福
で
な
い
と
判
断

し
た
よ
う
に
、
啓
太
郎
を
見
て
そ
う
判
断
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
テ
ク

ス
ト
に
も
そ
の
こ
と
を
匂
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
貝
島
が
息
子
の
啓
太
郎

か
ら
「
沼
倉
共
和
国
」
の
実
態
に
つ
い
て
聞
き
出
し
た
箇
所
に
お
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

啓
太
郎
は
先
生
の
息
子
だ
か
ら
と
云
う
の
で
、
沼
倉
か
ら
特
別
の
庇
護
を
受
け

て
居
る
為
め
に
、
お
札
は
常
に
不
自
由
し
な
か
つ
た
。―

―

多
分
沼
倉
は
、
貝
島

の
家
庭
の
様
子
を
知
っ
て
居
て
、
啓
太
郎
の
窮
乏
を
救
つ
て
や
ら
う
と
云
ふ
義

侠
心
も
あ
つ
た
ら
し
い
。 

 

こ
れ
は
修
身
の
時
間
よ
り
も
後
の
沼
倉
に
関
す
る
記
述
な
の
で
、
修
身
の
時
間

に
沼
倉
が
貝
島
の
困
窮
す
る
家
庭
状
況
を
把
握
し
て
い
た
か
ま
で
は
定
か
で
な
い

が
、
沼
倉
が
教
師
と
し
て
の
貝
島
で
は
な
い
貝
島
の
側
面
に
着
目
で
き
て
い
た
可
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能
性
は
高
い
。 

学
校
と
い
う
媒
介
を
通
し
た
教
師
と
し
て
の
貝
島
だ
け
で
は
な
く
、
学
校
を
介

さ
な
い
、
家
長
と
し
て
の
「
生
」
の
貝
島
を
見
る
ま
な
ざ
し
を
沼
倉
は
持
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
権
威
の
象
徴
と

い
え
る
教
師
像
が
沼
倉
の
中
で
崩
れ
始
め
、
統
制
可
能
な
射
程
範
囲
に
貝
島
は
入

り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
異
な
り
、
沼
倉
は
事

件
が
起
き
た
修
身
の
授
業
の
際
、
既
に
教
師
貝
島
を
絶
対
的
な
権
力
と
し
て
で
は

な
く
、
貧
困
に
苛
ま
れ
る
弱
い
一
人
の
大
人
と
し
て
相
対
的
に
見
る
目
を
備
え
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
林
は
貝
島
と
沼
倉
の
名
前
が
同
じ
「
し
や
う

き
ち
」
で
あ
る
と
い
う
共
通
項
に
着
目
し
て
、
貝
島
の
名
前
に
込
め
ら
れ
た
皮
肉
を

指
摘
し
た
が

（
９
）

、
東
京
か
ら
流
れ
込
ん
で
き
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
共
通
項
か
ら
も
、

貝
島
と
沼
倉
の
権
力
関
係
が
転
倒
す
る
そ
の
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。 

以
上
、
沼
倉
の
性
質
と
、
貝
島
・
沼
倉
の
移
住
と
い
う
共
通
項
を
根
拠
と
し
て
、

な
ぜ
沼
倉
は
修
身
の
授
業
で
貝
島
に
逆
ら
う
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
が
出
来
た
の

か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
。 

 

三
、
同
時
代
言
説
の
中
の
「
小
さ
な
王
国
」 

 

最
後
に
こ
こ
ま
で
を
踏
ま
え
、
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
内
包
し

て
い
る
の
か
考
え
て
い
く
。 

先
述
し
た
よ
う
に
、
本
作
品
は
当
時
の
社
会
状
況
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
さ
れ

る
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
本
発
表
で
は
こ
こ
ま
で
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
か
ら
修
身

の
時
間
に
つ
い
て
分
析
し
、
沼
倉
が
修
身
の
時
間
を
選
ん
で
貝
島
か
ら
学
級
の
覇

権
を
奪
っ
た
そ
の
内
実
を
把
握
し
た
。
こ
こ
で
二
つ
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
な
が

ら
、「
小
さ
な
王
国
」
発
表
当
時
の
同
時
代
的
な
背
景
を
確
認
し
、
テ
ク
ス
ト
と
の

接
続
を
試
み
る
。 

第
一
に
確
認
し
た
い
の
は
、
当
時
の
社
会
状
況
の
中
で
小
学
校
教
師
は
ど
の
よ

う
な
職
業
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は

日
高
佳
紀
が
「
〈
改
造
〉
時
代
の
学
級
王
国―

―

谷
崎
潤
一
郎
『
小
さ
な
王
国
』
論

―
―

」
の
中
で
細
か
い
調
査
と
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

（
１
０
）

日
高
の
論
は
明
治
三
、
四
十

年
代
に
起
き
た
師
範
学
校
の
社
会
的
位
置
の
変
化
を
強
調
す
る
。
明
治
前
半
期
ま

で
師
範
学
校
卒
業
生
は
教
員
養
成
機
関
と
い
う
よ
り
も
高
等
普
通
教
育
機
関
と
し

て
の
側
面
が
強
く
、
師
範
学
校
へ
の
進
学
は
「
立
身
出
世
」
を
叶
え
る
ル
ー
ト
と
し

て
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
明
治
三
十
年
代
に
入
り
、
教
育
に
関
す
る
様
々
な
法
令

が
出
さ
れ
る
中
で
、
師
範
学
校
は
高
等
小
学
校
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
、
学
校
体
系

の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
結
果
と
し
て
、
師
範
学
校
の
社
会

的
位
置
は
中
等
レ
ベ
ル
の
教
育
機
関
へ
と
そ
の
地
位
を
著
し
く
下
げ
た
。
小
学
校

教
員
は
さ
ら
に
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
。
そ
れ
が
第
一
次
世
界
大
戦
下
の
イ
ン
フ
レ

で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
イ
ン
フ
レ
が
物
価
の
高
騰
を
招
き
人
々
の
生
活
を
圧
迫
し

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
小
学
校
教
師
も
こ
の
時
代
の
煽
り
を
受
け
、
困

窮
を
極
め
て
い
た
。
つ
ま
り
明
治
末
期
か
ら
教
員
の
社
会
的
地
位
は
著
し
く
低
下

し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
以
上
が
日
高
の
論
文
の
簡
単
な
要
約
で
あ
る
。
ま
た
、
テ
ク

ス
ト
の
舞
台
を
作
品
発
表
の
大
正
七
年
に
設
定
す
る
と
、
貝
島
は
こ
の
時
代
の
煽

り
を
直
接
的
に
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
日
高
は
考
察
す
る
。 

こ
の
よ
う
に
同
時
代
状
況
と
テ
ク
ス
ト
を
結
び
付
け
る
と
、
貝
島
の
悲
劇
が
決

し
て
偶
然
で
な
か
っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
大
戦
時
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
り

移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
必
然
的
に
発
生
し
た
事
態
で
あ
る
。 
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そ
れ
か
ら
日
本
橋
区
の
Ｓ
小
学
校
、
赤
坂
区
の
Ｔ
小
学
校
と
市
内
の
各
所
へ
転

勤
し
て
教
鞭
を
執
つ
て
居
た
十
五
年
の
間
に
、
彼
の
地
位
も
追
ひ
〳
〵
に
高
ま

つ
て
、
月
俸
四
十
五
円
の
訓
導
と
云
ふ
と
こ
ろ
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
。
が
、
彼
の
収

入
よ
り
も
、
彼
の
一
家
の
生
活
費
の
方
が
遥
か
に
急
激
な
速
力
を
以
て
増
加
す

る
為
め
に
、
年
々
彼
の
貧
窮
の
度
合
い
は
甚
し
く
な
る
一
方
で
あ
つ
た
。 

 

同
時
代
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
い
う
「
生
活
費
」
が
「
急
激
な
速
力
」
で

増
え
る
原
因
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
あ
る
と
見
て
よ
い
。
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
物
価

の
高
騰
は
、
た
く
さ
ん
の
家
族
を
抱
え
る
貝
島
に
と
っ
て
死
活
問
題
と
な
る
ほ
ど

の
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
と
推
測
で
き
る
。
特
に
日
本
の
経
済
活
動
の
中
心
地

で
あ
る
東
京
と
な
る
と
、
イ
ン
フ
レ
は
最
大
級
の
力
で
も
っ
て
家
庭
を
圧
迫
す
る

だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
同
時
代
の
社
会
状
況
を

前
提
と
し
て
読
む
と
、
貝
島
の
差
し
迫
っ
た
状
況
は
よ
り
鮮
明
に
読
者
の
前
に
立

ち
現
れ
る
。 

加
え
て
、
職
工
の
忰
で
あ
る
沼
倉
に
よ
っ
て
権
力
関
係
を
転
倒
さ
せ
ら
れ
た
こ

と
も
、
偶
然
と
は
言
い
切
れ
な
い
事
情
を
包
含
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
社

会
全
体
の
認
識
と
し
て
教
員
、
特
に
小
学
校
教
員
の
地
位
は
落
ち
込
み
、
聖
職
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
他
の
商
売
や
職
工
と
変
わ

ら
な
い
一
つ
の
単
な
る
職
業
と
し
て
改
め
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
沼
倉
は
貝
島
を
自
身
の
天
下
の
範
囲
内
で
捉
え
る
相
対
的
な
視
点
を
有
し
て
い

る
稀
有
な
存
在
と
言
え
る
が
、
そ
の
こ
と
に
付
け
加
え
て
、
沼
倉
の
相
対
的
視
点
は
、

た
だ
沼
倉
個
人
の
性
質
や
経
験
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
空
気

を
反
映
し
た
態
度
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。 

次
に
当
時
の
小
学
校
教
育
の
事
情
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
出
木
良
輔
「
谷
崎

潤
一
郎
「
小
さ
な
王
国
」
論―

―

「
新
教
育
」
を
め
ぐ
っ
て―

―

」
を
参
照
す
る
。

（
１
１
）

出
木
は
明
治
後
半
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
日
本
に
お
け
る
教
育
ス
タ
イ
ル
が
揺

ら
ぎ
始
め
た
こ
と
に
着
目
す
る
。 

 

ま
た
大
正
期
に
は
、
一
九
一
〇
～
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

背
景
に
、
そ
れ
ま
で
の
画
一
的
で
型
に
は
め
た
よ
う
な
教
育
ス
タ
イ
ル
を
廃
し

て
、「
児
童
本
位
（
中
心
）
主
義
」
を
謳
う
「
新
教
育
」
が
行
わ
れ
始
め
た
こ
と

や
、
そ
れ
ま
で
の
教
師
中
心
・
知
識
注
入
主
義
の
教
育
、
す
な
わ
ち
「
旧
教
育
」

に
批
判
的
な
教
育
論
が
数
多
く
提
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
出
木
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
新
し
い
教
育
思
想
と
し
て
「
児
童
本

位
主
義
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
が
、「
小
さ
な
王
国
」
の
貝
島
は
か
な
り
こ
の
潮
流

を
自
身
の
教
育
思
想
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
貝
島
は
普
段
「
極

く
打
ち
解
け
た
、
慈
愛
に
富
ん
だ
態
度
を
示
し
て
、
や
さ
し
い
声
で
生
徒
に
話
し
か

け
る
」
よ
う
な
教
師
で
あ
り
、
修
身
の
時
間
の
み
は
厳
格
に
な
る
と
は
言
う
も
の
の
、

一
方
的
に
教
師
の
権
力
を
振
り
か
ざ
す
よ
う
な
「
旧
教
育
」
の
姿
と
は
か
け
離
れ
た

人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
修
身
の
時
間
の
事
件
以
降
、
貝
島
は
沼
倉
の
力
を
あ

え
て
利
用
し
、
彼
を
リ
ー
ダ
ー
に
任
命
す
る
こ
と
で
学
級
を
ま
と
め
よ
う
と
い
う
、

ま
さ
に
「
児
童
本
位
主
義
」
的
な
手
法
を
用
い
る
。
こ
の
場
面
か
ら
も
貝
島
の
時
代

の
一
つ
の
波
に
乗
っ
た
教
育
思
想
が
伺
え
る
。
そ
の
た
め
、「
小
さ
な
王
国
」
は
明

治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
教
育
の
流
れ
を
汲
ん
だ
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。 

だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
説
明
不
足
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
「
児
童

本
位
主
義
」
を
取
り
入
れ
た
貝
島
の
教
育
は
明
ら
か
な
失
敗
を
迎
え
る
か
ら
で
あ

る
。
沼
倉
に
学
級
を
取
り
ま
と
め
る
役
目
を
与
え
た
結
果
、「
沼
倉
共
和
国
」
が
成
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立
し
、
独
自
の
貨
幣
が
横
行
す
る
よ
う
な
事
態
に
ま
で
至
っ
た
。
貝
島
の
受
け
持
つ

学
級
は
「
沼
倉
を
始
め
一
同
が
先
生
を
馬
鹿
に
し
出
し
て
、
わ
ざ
と
癇
癪
を
起
さ
せ

る
や
う
な
、
意
地
の
悪
い
真
似
ば
か
り
」
し
、
現
代
で
い
う
い
わ
ゆ
る
学
級
崩
壊
の

よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
孕
む
問
題
意
識
が
見

え
て
く
る
。「
児
童
本
位
主
義
」
の
限
界
で
あ
る
。
確
か
に
「
児
童
本
位
主
義
」
は

児
童
を
中
心
と
す
る
教
育
を
行
う
と
い
う
点
で
非
常
に
聞
こ
え
が
よ
い
。
し
か
し

そ
れ
は
「
旧
教
育
」
と
比
較
し
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
ふ
り
か
ざ
し
て
い
た
教
師
の
権

威
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
、
一
歩
間
違
え
れ
ば
生
徒
が
好
き
勝
手
し
放

題
に
な
っ
て
し
ま
う
学
級
を
産
み
出
す
よ
う
な
危
険
性
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
最
た
る
例
を
「
小
さ
な
王
国
」
の
テ
ク
ス
ト
は
先
見
的
に
描
き
出
し
て
い
た
の

で
あ
る
。 

何
度
も
繰
り
返
す
が
谷
崎
自
身
が
同
時
代
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
に
対
す
る

明
確
な
批
判
意
識
を
も
っ
て
本
作
品
を
執
筆
し
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か

し
、「
小
さ
な
王
国
」
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
に
は
、
明
ら
か
に
当
時
の
社
会
的
な

教
師
の
立
場
や
、
教
育
の
潮
流
が
立
ち
現
れ
て
お
り
、
同
時
代
的
な
社
会
状
況
に
対

す
る
批
判
性
が
孕
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
「
小
さ
な
王
国
」
テ
ク
ス
ト
の
中
で
も
修
身
の
時
間
に
焦
点
を
当
て
て

分
析
を
行
い
、
な
ぜ
沼
倉
が
貝
島
に
反
発
す
る
よ
う
な
行
為
を
と
る
こ
と
が
で
き

た
の
か
、
ま
た
な
ぜ
そ
れ
が
成
功
を
収
め
た
の
か
を
考
察
し
た
。 

修
身
の
時
間
の
流
れ
を
改
め
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
で
、
貝
島
が
追
い
つ
め
ら

れ
て
い
く
流
れ
が
、
偶
然
と
は
考
え
に
く
い
ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
沼
倉
が
戦
略
的
に
事
前
の
計
画
を
組
み
立
て
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
判

然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
野
田
、
西
村
、
中
村
と
い
う
ク
ラ
ス
を
代

表
す
る
よ
う
な
三
人
が
真
っ
先
に
沼
倉
を
庇
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
そ
れ
を
偶

然
の
一
言
で
片
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
、
沼
倉
が
教
師
貝
島
に
対
し
て
反
抗
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
理

由
は
そ
の
特
異
な
性
格
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
た
だ
沼
倉
が
貝
島
と
似

た
流
れ
で
移
住
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
必
ず
し
も
沼
倉
の
先
天
的
な
性

格
だ
け
に
終
始
し
な
い
二
人
の
相
似
関
係
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

大
正
期
に
発
表
さ
れ
た
谷
崎
作
品
の
中
で
も
、
そ
の
特
異
性
か
ら
か
「
小
さ
な
王

国
」
は
比
較
的
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ま
で
も
同
時
代
的
な
教
育
・
経
済

の
観
点
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
今
一
度
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
立
ち

返
っ
て
読
解
を
試
み
る
取
り
組
み
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
本
稿
の
特
徴
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。 

加
え
て
、
作
品
発
表
当
時
の
時
代
状
況
を
詳
し
く
調
査
し
た
日
高
、
出
木
両
氏
の

論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
児
童
本
位
主
義
の
果
て
を
描
く
テ
ク
ス
ト
の
先
見
性
に
つ

い
て
論
じ
た
。 

一
方
で
、
本
稿
で
は
貝
島
が
沼
倉
共
和
国
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
物
語
後
半
か

ら
結
末
に
か
け
て
の
内
容
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
修
身
の
時
間
に
起

き
た
現
象
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
く
今
回
の
取
り
組
み
を
踏
ま
え
て
結
末
部
の
検
討

も
進
め
て
い
き
た
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。 

  

注 （
1
）
吉
野
作
造
「
時
論―

―

我
国
現
代
の
社
会
問
題―

―

」（
『
中
央
公
論
』
大
七
・
一 
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（
2
）
伊
藤
整
「
解
説
」（
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集 

第
六
巻
』
、
中
央
公
論
社
、
昭
三
三
・
六
） 

（
3
）
出
木
良
輔
「
谷
崎
潤
一
郎
「
小
さ
な
王
国
」
論―

―

「
新
教
育
」
を
め
ぐ
っ
て―

（『
国

文
学
攷
』
二
一
九
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
、
平
二
五
・
九
） 

（
4
）
小
澤
祥
司
「
修
身
教
育
に
お
け
る
二
宮
金
次
郎
像
普
及
の
意
図
と
「
特
別
の
教
科 

道

徳
」
」（
『
日
本
児
童
文
学
』
第
六
五
巻
、
令
元
・
八
） 

（
5
）
小
仲
信
孝
「
欲
望
す
る
子
ど
も
た
ち―

―

「
小
さ
な
王
国
」
論―

―

」
（『
跡
見
学
園

女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
三
二
、
平
八
・
二
） 

（
6
）
生
方
智
子
「
谷
崎
潤
一
郎
『
小
さ
な
王
国
』
に
お
け
る
共
同
体
と
権
力
」
（
『
文
芸
研

究
』
一
二
五
、
平
二
七
・
二
）
に
お
い
て
修
身
の
授
業
の
場
面
は
「
沼
倉
に
と
っ
て
教

室
に
お
け
る
彼
の
統
制
力
を
確
認
し
た
出
来
事
と
な
っ
た
。
」
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。 

（
7
）
関
礼
子
「
教
室
空
間
の
政
治
学―

―

『
一
房
の
葡
萄
』
・
『
小
さ
な
王
国
』
を
中
心
に

―
―

」（『
日
本
文
学
』
四
六
（
一
）、
平
九
・
一
）
で
は
「
彼
ら
に
と
っ
て
こ
の
朝
の

教
室
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
耐
え
難
い
も
の
に
思
わ
れ
た
の
だ
。
そ
の
空
気
を
い
ち

早
く
察
し
た
の
が
、
転
校
生
の
沼
倉
庄
吉
で
あ
る
。
彼
は
新
参
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

こ
の
場
の
空
気
の
重
苦
し
さ
を
、
そ
し
て
そ
れ
を
撥
ね
除
け
た
い
と
い
う
生
徒
た
ち

の
無
意
識
を
誰
よ
り
も
敏
感
に
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
目
ざ
と
い
彼
は
、
こ

の
教
室
で
の
反
乱
が
こ
ど
も
た
ち
の
信
望
を
集
め
る
好
機
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
修
身
の
時
間
を
「
耐
え
難
い
も
の
」

で
あ
る
と
見
な
す
視
点
は
他
の
論
者
の
提
出
し
て
い
な
い
、
関
独
自
の
も
の
だ
と
言

え
る
。 

（
8
）
小
林
幸
夫
「
『
小
さ
な
王
国
』
論―

―

二
人
の
〈
し
や
う
き
ち
〉―

―

」（『
作
新
学
院

女
子
短
期
大
学
紀
要
』
一
〇
、
昭
六
一
・
一
二
） 

（
9
） 

注
（
６
）
に
同
じ
。 

（
10
） 

日
高
佳
紀
「
〈
改
造
〉
時
代
の
学
級
王
国―

―

谷
崎
潤
一
郎
『
小
さ
な
王
国
』
論―

―

」（
『
日
本
近
代
文
学
』
五
九
、
平
一
〇
・
一
〇
） 

（
11
）
注
（
３
）
に
前
掲
。 

 

付
記 

本
文
引
用
に
際
し
て
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
六
巻
（
中
央
公
論
新
社
、
平
二
七
・

一
二
）
を
使
用
し
た
。
ま
た
引
用
の
際
適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。 

 

（
さ
と
う 

か
い
と
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
在
学
）  
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