
こ
の
作
品
は
、
明
治
三
五
年
七
月
に
「
教
育
界
」
に
お
い
て
初
め
て
掲
載

さ
れ
、
後
に
『
独
歩
集
』
（
明
治
三
八
・
七
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
明
治

三
五
年
前
後
の
独
歩
は
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
「
少
年
の
悲
哀
」
「
酒
中
日
記
」

（
１
）

「
運
命
論
者
」
「
春
の
烏
」
な
ど
の
代
表
作
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。
「
富

岡
先
生
」
は
独
歩
作
品
の
中
で
も
秀
作
の
一
つ
だ
と
考
え
る
が
、
意
外
に
も

そ
の
評
価
は
芳
し
く
な
い
。

北
野
昭
彦
は
、
富
岡
先
生
の
性
格
悲
劇
が
主
題
で
あ
り
、
そ
の
反
政
府
的

志
向
の
具
体
的
内
容
の
欠
如
が
こ
の
作
品
の
弱
さ
に
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て

（
？
』
）

い
る
。
ま
た
、
桑
原
伸
一
は
、
こ
の
作
品
の
意
図
は
、
そ
の
外
枠
の
部
分
に

あ
り
、
悲
劇
的
な
小
民
へ
の
同
情
と
藩
閥
体
制
へ
の
批
判
を
登
場
人
物
に
託

（
３
）

し
、
独
歩
の
浪
漫
的
理
想
を
主
体
化
（
詩
化
）
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

だ
が
、
「
藩
閥
体
制
へ
の
批
判
」
を
主
題
と
す
る
な
ら
、
富
岡
先
生
像
の
中

に
革
命
的
理
想
は
見
つ
か
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
作
品
の
外
部
に
主
題
を

国
木
田
独
歩
「
宮
岡
先
生
」

は
じ
め
に

国
木
田
独
歩
「
富
岡
先
生
」
論

合
冊

ニ
ニ
ロ

早
計
に
求
め
る
論
点
に
疑
問
を
感
じ
る
。
他
に
は
新
保
邦
寛
が
、
「
富
岡
先

生
」
は
「
巡
査
」
の
よ
う
な
写
生
文
か
ら
大
き
く
前
進
し
、
高
山
法
学
士
や

村
長
の
書
簡
に
よ
っ
て
富
岡
先
生
の
心
理
分
析
が
な
さ
れ
、
内
面
世
界
に
踏

（
４
）

み
込
も
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
新
保
は
従
来
の
独
歩
に
は
な
か

っ
た
「
環
境
」
や
「
境
遇
」
と
い
う
視
点
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
当
時

の
文
壇
の
影
響
（
社
会
小
説
の
撞
頭
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
矢
野
文
雄
が

主
催
し
た
社
会
問
題
講
究
会
に
独
歩
が
関
わ
っ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
。

本
論
で
は
作
品
中
に
文
芸
的
価
値
を
見
出
し
主
題
を
探
求
し
た
い
。
独
歩

自
身
も
「
詩
化
す
る
為
め
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
富
岡
先
生
」
が

芸
術
作
品
と
し
て
創
ら
れ
た
と
推
察
す
る
。
「
富
岡
先
生
」
は
独
歩
の
力
量
を

十
分
に
発
揮
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
富
岡
先
生
の
世
間
並
み
に
も

の
の
解
っ
た
優
し
い
一
面
を
読
み
手
は
見
過
ご
し
易
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の

（
一
河
）

た
め
「
個
人
感
と
社
会
感
が
戦
」
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
杼
情

性
を
感
じ
取
る
こ
と
が
読
み
手
に
と
っ
て
難
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
観
点
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
人
物
形
象
、
プ
ロ
ッ
ト
な
ど
を
分
析

し
、
独
歩
の
人
生
観
、
教
育
観
な
ど
も
考
察
し
つ
つ
主
題
に
迫
っ
て
み
た
い
。

山
口
実
男

二

七



「
教
育
界
」
と
は
明
治
三
四
年
一
一
月
三
日
に
金
港
堂
（
創
業
者
原
亮

三
郎
）
よ
り
創
刊
さ
れ
、
編
者
は
曽
根
松
太
郎
で
あ
る
。
同
誌
第
一
巻
第
一

号
の
「
発
刊
の
辞
」
に
は
「
明
治
の
聖
代
に
な
っ
て
国
勢
の
伸
長
は
物
的
事

業
に
於
て
、
精
神
的
に
於
い
て
も
著
し
い
が
、
後
者
と
く
に
教
育
に
つ
い
て

は
ま
だ
ま
だ
改
善
の
余
地
は
多
く
、
新
規
に
な
す
べ
き
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

し
か
も
こ
れ
は
、
政
府
や
公
共
団
体
の
独
占
事
業
で
は
な
く
て
、
官
民
が
一

体
と
な
っ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
初
め
て
実
行
あ
る
発
達
を
と
げ
る
こ
と
が
出

来
る
」
と
記
さ
れ
、
広
く
教
育
全
般
に
わ
た
り
「
論
説
」
「
学
術
」
「
学
制
」

「
教
授
」
「
訓
練
」
「
伝
記
」
「
人
物
月
旦
」
「
時
評
」
「
雑
報
」
な
ど
、
あ
ら
ゆ

る
項
目
を
網
羅
し
て
誌
面
を
構
成
し
て
い
る
。
二
○
○
頁
に
も
わ
た
る
本
格

的
教
育
雑
誌
で
あ
る
。

（
１
）

「
富
岡
先
生
」
に
関
す
る
書
誌
的
研
究
は
新
保
邦
寛
が
詳
し
い
。
そ
れ
に

よ
る
と
明
治
三
四
年
創
刊
の
「
教
育
界
」
は
毎
月
一
作
小
説
を
載
せ
て
い
る
。

「
富
岡
先
生
」
は
「
教
育
界
」
第
一
巻
第
七
号
（
明
三
五
・
五
）
に
次
号
予

告
さ
れ
て
い
る
が
、
予
告
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
掲
載
さ
れ
た

の
が
二
ヶ
月
後
の
第
一
巻
九
号
（
明
三
五
・
七
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
教

育
界
」
の
ス
タ
ッ
フ
の
考
え
方
が
「
教
育
小
説
は
単
に
道
徳
的
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
家
庭
に
主
眼
を
置
く
べ
き
だ
」
と
主
張
す
る
点
か
ら
、
人
間
性
の

暗
部
を
見
据
え
た
「
富
岡
先
生
」
が
馴
染
ま
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う

と
言
う
。
新
保
は
「
富
岡
先
生
」
が
「
教
育
界
」
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
要
因
と
し
て
草
村
北
星
の
後
ろ
盾
に
よ
る
と
し
て
い
る
。

■■■■■■

一
、
梅
子
の
役
割

他
の
登
場
人
物
が
梅
子
に
つ
い
て
語
っ
た
と
こ
ろ
を
集
め
て
み
る
と
、
高

山
は
「
御
存
知
の
通
り
実
に
近
頃
の
若
い
女
子
に
は
稀
に
見
る
所
の
美
し
い

性
質
を
以
て
居
ら
れ
る
」
「
女
子
の
特
質
と
も
言
ふ
べ
き
柔
和
な
穏
や
か
な

ど
こ

』
画
つ

何
所
ま
で
も
優
し
い
所
を
梅
子
嬢
は
十
二
分
に
有
て
居
ら
れ
る
」
と
語
っ
て

あ
な
た

い
る
。
ま
た
、
倉
蔵
は
「
お
嬢
様
、
マ
ァ
貴
嬢
の
よ
う
な
人
は
御
座
り
ま
せ

ん
ぞ
、
神
様
の
よ
う
な
人
と
は
貴
嬢
の
こ
と
で
御
座
り
ま
す
ぞ
」
と
感
心
し
、

村
長
は
「
彼
秘
蔵
子
な
る
彼
温
順
な
る
梅
子
嬢
」
と
賞
讃
し
て
い
る
。
一
方
、

語
り
手
は
「
梅
子
は
殆
ど
富
岡
老
人
に
従
来
一
言
た
り
と
も
叱
ら
れ
た
こ
と

さ
す
が

は
な
い
。
梅
子
に
対
し
て
は
流
石
の
老
先
生
も
全
然
子
供
の
や
う
で
、
其
父

い
か

子
の
間
の
如
何
に
も
平
穏
に
し
て
情
愛
こ
ま
か
な
る
を
見
る
時
は
富
岡
先
生

実
に
別
人
の
や
う
だ
と
誰
し
も
思
っ
て
居
た
」
と
同
調
し
、
語
り
手
、
高
山
、

倉
蔵
、
村
長
と
ど
の
人
物
も
梅
子
の
柔
順
さ
温
順
さ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
梅
子
か
ら
は
当
時
の
典
型
で
あ
る
良
妻
賢
母
像
が
見
え
て
く
る
。

梅
子
と
言
う
名
前
も
当
時
の
ヒ
ロ
イ
ン
像
の
典
型
で
あ
る
。
例
え
ば
「
富

岡
先
生
」
と
同
じ
時
期
に
発
表
さ
れ
た
木
下
尚
江
「
火
の
柱
」
（
明
三
七
・

（
５
）二

に
登
場
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
も
「
梅
子
」
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
南
総
里
見

八
犬
伝
を
下
敷
き
に
し
た
勧
善
懲
悪
物
語
で
あ
り
、
梅
子
は
善
玉
の
ヒ
ロ
イ

ン
役
と
し
て
描
か
れ
る
。
「
富
岡
先
生
」
の
梅
子
は
心
理
的
内
面
が
あ
ま
り

克
明
に
表
さ
れ
ず
、
セ
リ
フ
も
た
っ
た
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で

は
梅
子
の
個
性
に
深
く
迫
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て

二

二

八



二
、
大
津
と
細
川
ｌ
そ
の
対
比
的
人
物
像
１

大
津
定
次
郎
は
大
学
を
卒
業
し
法
学
士
に
な
っ
た
。
大
津
は
家
庭
の
経
済

力
に
も
恵
ま
れ
学
力
的
に
も
秀
で
て
い
た
。
卒
業
後
、
内
務
省
に
入
る
こ
と

が
決
ま
っ
て
い
る
超
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
一
方
、
細
川
繁
は
小
学
校
に
お
い

て
は
大
津
、
高
山
、
長
谷
川
を
も
凌
い
で
、
富
岡
塾
で
も
一
番
出
来
が
良
か

っ
た
。
し
か
し
、
家
計
の
都
合
で
中
学
校
に
も
入
る
事
が
出
来
ず
、
遂
に
官

費
で
事
足
り
る
師
範
学
校
に
入
っ
て
小
学
校
教
員
と
な
っ
た
。
大
津
が
就
職

す
る
内
務
省
は
地
方
事
務
を
専
管
す
る
県
治
局
と
警
察
行
政
を
司
る
譽
保
局

と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
内
務
省
が
地
方
を
掌
握
す
る
力
を
も
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
就
職
が
決
ま
っ
て
い
る
大
津
と
一
地
方
教
員
で
あ
る
細

川
と
で
は
社
会
的
地
位
に
お
い
て
も
対
立
的
な
意
味
合
い
が
濃
厚
に
出
て
い

る
。
職
業
に
お
い
て
も
こ
の
二
人
は
対
立
的
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。

次
に
恋
愛
、
結
婚
で
両
者
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
大
津
は
梅
子
に
思
い
を

寄
せ
な
が
ら
も
結
局
は
「
黒
田
と
い
ふ
地
主
の
娘
玉
子
嬢
」
を
結
婚
相
手
に

決
め
た
。
時
流
に
乗
り
損
ね
故
郷
で
老
い
朽
ち
よ
う
と
し
て
い
る
漢
学
教
師

の
娘
よ
り
も
、
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
力
の
あ
る
地
主
の
娘
を
選
択
し
た
。

純
粋
に
恋
心
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
打
算
的
、
功
利
的
に
世

渡
り
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

細
川
の
行
動
を
観
察
し
て
み
る
と
富
岡
先
生
の
愚
痴
や
悪
口
や
気
炎
の
的

に
な
ろ
う
と
も
、
ほ
と
ん
ど
毎
夜
の
如
く
先
生
を
訪
う
て
十
時
頃
ま
で
話
し

込
ん
で
い
る
。
逆
境
に
も
屈
せ
ず
梅
子
へ
の
一
途
な
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
辛

の
役
割
を
担
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

国
木
田
独
歩
「
富
岡
先
生
」
論

三
、
高
山
と
細
川
ｌ
好
敵
手
の
出
現
ｌ

高
山
は
梅
子
の
人
柄
に
つ
い
て
「
実
に
近
頃
の
若
い
女
子
に
は
稀
に
見
る

所
の
美
し
い
性
質
を
以
て
居
ら
れ
る
」
、
「
若
し
梅
子
嬢
の
欠
点
を
言
へ
ば
剛

と
い
ふ
分
子
が
少
な
い
事
で
あ
ら
う
」
な
ど
と
冷
静
な
人
物
分
析
を
施
し
て

い
る
。
大
津
の
よ
う
に
打
算
的
で
は
な
く
梅
子
の
人
柄
に
好
意
を
寄
せ
て
い

る
。
ま
た
、
富
岡
先
生
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
「
老
先
生
の
心
底
に
は
二
個

の
人
が
相
戦
っ
て
い
る
、
其
一
人
は
本
来
自
然
の
富
岡
氏
、
其
一
人
は
其
経

歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
。
そ
し
て
富
岡
先
生
は
常
に
猛
烈
に
常
に
富
岡
氏
を

圧
服
す
る
に
慣
れ
て
居
る
」
と
指
摘
し
、
先
生
の
人
物
分
析
も
冷
静
に
的
確

に
行
っ
て
い
る
。
高
山
は
感
情
に
流
さ
れ
な
い
沈
着
冷
静
な
人
物
で
あ
る
。

（
『
ｊ
）

は
っ
き
り

抱
強
く
我
慢
し
て
い
る
。
第
四
章
で
富
岡
先
生
に
「
判
然
と
言
へ
、
コ

レ
』
、
つ

う
！
如
何
し
て
も
欲
し
い
と
言
ふ
の
か
、
男
ら
し
く
言
へ
、
コ
ラ
！
」
な
ど

と
激
し
く
罵
ら
れ
よ
う
と
も
、
握
り
し
め
た
拳
の
上
に
熱
涙
を
は
ら
は
ら
と

落
と
し
な
が
ら
も
耐
え
抜
い
た
。
恋
愛
、
結
婚
面
に
お
い
て
も
こ
の
両
者
は

頗
る
対
立
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
大
津
は
作
品
中
で
細
川

の
ラ
イ
バ
ル
役
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
よ
う
な
二
人
に
対
し
て
富
岡
先
生
の
評
価
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
功

（
８
）

利
的
打
算
的
な
エ
リ
ー
ト
大
津
に
対
し
て
は
「
大
馬
鹿
者
！
」
と
「
大
」
を

付
け
て
激
し
い
叱
責
を
浴
び
せ
て
い
る
。
だ
が
、
「
資
性
篤
実
で
能
く
物
に

堪
へ
得
る
」
細
川
に
は
い
く
ら
逆
上
し
よ
う
と
も
「
大
馬
鹿
者
！
」
と
は
言

わ
ず
、
「
馬
鹿
者
！
」
と
一
度
だ
け
叱
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
富
岡
先

生
は
細
川
に
軍
配
を
あ
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二

九



四
、
細
川
繁
に
託
さ
れ
た
理
想
像

細
川
の
行
動
を
詳
細
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
家
計
の
都
合
で
中

学
校
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
官
費
で
事
足
り
る
師
範
学
校
に

入
り
、
小
学
校
教
員
に
な
っ
た
り
、
富
岡
先
生
が
婿
捜
し
の
た
め
に
上
京
し

た
際
に
は
「
資
性
篤
実
で
又
能
く
物
に
堪
え
」
逆
境
に
屈
せ
ず
真
面
目
に
熱

心
に
生
き
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
「
毎
夜
の
如
く
富
岡
先
生
を
訪
う
て
」
、

「
愚
痴
や
悪
口
や
ら
気
炎
や
ら
自
慢
話
や
ら
の
的
に
な
」
り
な
が
ら
も
、
終

に
は
梅
子
を
貰
い
勝
利
を
掴
み
取
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
想
的
人
間
像
、
細
川
繁
と
独
歩
の
思
想
と
を
照
ら
し
合
わ

せ
て
考
え
て
み
る
と
独
歩
は
、
「
英
雄
と
は
己
の
生
命
の
意
味
を
重
じ
、
熱

血
と
熱
心
と
熱
涙
と
を
以
て
神
の
前
に
、
此
の
地
上
に
同
胞
の
為
に
尤
も
真

一
９
）

面
目
な
る
生
涯
を
送
り
た
る
者
を
云
ふ
」
。
こ
の
よ
う
な
独
歩
の
理
想
は
細

さ
ら
に
、
村
長
に
折
を
見
て
富
岡
先
生
に
話
を
切
り
出
す
よ
う
に
依
頼
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
的
確
な
判
断
力
を
持
っ
た
頭
の
切
れ
る
人
物
で
あ
る
。
他

に
も
富
岡
先
生
が
東
京
に
来
た
際
「
ポ
カ
リ
」
と
一
本
や
ら
れ
、
そ
の
う
え

「
大
馬
鹿
者
！
」
と
怒
鳴
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
原
因
で
梅
子
へ
の
一
途

な
思
い
を
捨
て
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
細
川
に
勝
る
と
も
劣
ら

な
い
、
富
岡
先
生
も
「
同
じ
大
学
を
出
て
も
高
山
や
長
谷
川
は
人
間
が
一
等

上
だ
の
う
、
其
中
で
も
高
山
は
余
程
見
込
み
が
あ
る
男
だ
ぞ
。
」
と
褒
め
、

高
山
の
人
間
性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
富
岡
先
生
は
高
山
の
人
柄
を
見
抜

い
て
い
た
。
高
山
は
大
津
よ
り
も
人
格
的
に
優
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

細
川
に
と
っ
て
は
最
強
の
ラ
イ
バ
ル
に
な
る
。

川
繁
像
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
英
雄
思
想
に
つ
い
て

は
北
野
昭
彦
が
「
日
の
出
」
の
大
島
公
一
の
例
な
ど
を
引
用
し
つ
つ
す
で
に

指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
も
う
一
点
付
け
加
え
た
い
の
は
「
労
働
者
」
と
し
て
の
細
川
繁

一
叩
）

像
で
あ
る
。
独
歩
は
「
忍
耐
と
労
働
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
神
の
御
旨
を
行
は
ん
と
志
す
人
は
忍
耐
と
労
働
と
を
以
て
左
右
の
武
器
と

せ
よ
」
、
「
た
だ
今
の
今
、
耐
え
忍
べ
。
た
だ
今
の
今
力
め
励
め
労
し
働
け
。

こ
れ
真
の
希
望
あ
る
者
の
真
の
行
為
な
り
。
」
と
忍
耐
と
労
働
の
重
要
性
を

説
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
田
村
三
治
宛
書
簡
（
明
二
五
・
九
・
二
二
）
に

は
「
人
生
は
貴
し
。
如
此
に
し
て
始
め
て
貴
し
。
人
間
の
働
き
に
望
み
あ
り
。

如
此
く
に
し
て
、
始
め
望
み
あ
り
。
吾
れ
の
行
先
は
光
明
な
り
。
如
此
に
し

て
始
め
て
光
明
な
り
。
」
と
あ
り
、
労
働
を
称
賛
し
他
人
に
も
奨
励
し
て
い

る
。
で
は
、
な
ぜ
労
働
が
そ
れ
ほ
ど
価
値
あ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
独
歩

（
川
一

は
労
働
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
社
会
と
人
」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

其
の
働
く
爾
が
存
在
は
必
ず
理
想
の
上
に
立
て
置
か
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
則
ち
爾
の
働
き
は
此
の
人
類
社
会
全
体
を
彼
の
位
置
に
達
せ
し
む

る
が
為
に
働
く
な
り
。
（
中
略
）
然
れ
ど
も
己
れ
先
づ
己
の
黄
金
時
代

に
住
ま
ず
、
「
最
高
の
理
想
」
の
上
に
立
た
ず
し
て
何
ぞ
己
の
「
働
き
」

を
黄
金
時
代
変
化
の
為
に
価
値
さ
す
る
を
望
ま
ん
や

己
の
最
高
の
理
想
を
立
て
、
こ
の
人
類
社
会
全
体
を
そ
の
位
置
に
達
せ
し

む
る
こ
と
が
「
働
」
で
あ
り
、
黄
金
時
代
到
来
に
役
立
て
る
こ
と
の
意
義
を

説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
一
節
に
「
人
生
の
真
意
は
社
会
利
害
の

三
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五
、
富
岡
先
生
の
胸
臆

富
岡
先
生
が
河
原
で
釣
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
大
津
が
気
づ
か
ず
に

先
生
を
辛
辣
に
罵
っ
て
し
ま
い
、
富
岡
先
生
が
『
大
馬
鹿
者
！
」
と
大
声
で

一
喝
す
る
場
面
が
あ
る
。
一
見
す
る
と
ま
る
で
と
ん
で
も
な
い
ひ
ね
く
れ
者

の
様
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
場
面
で
は
『
何
だ
大
津
の
定
さ

か
え

ん
が
来
た
？
ズ
ン
／
、
お
上
り
ん
さ
い
と
言
え
！
」
、
『
ヤ
ア
大
津
、
帰
省
つ

た
か
・
」
と
親
し
み
の
こ
も
っ
た
声
掛
け
を
し
て
い
る
。
教
え
子
大
津
の
帰

省
を
喜
ぶ
態
度
が
伺
え
る
こ
と
か
ら
、
元
来
は
世
間
並
み
の
情
あ
る
師
弟
関

係
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
富
岡
先
生
が
大
津
に
「
大
馬
鹿
者
！
」

と
一
喝
し
た
後
に
、

む
こ
う
に

富
岡
老
人
は
其
儘
三
人
の
足
音
が
聞
こ
え
な
く
な
る
ま
で
対
岸
を
白

白
，
つ眼

ん
で
い
た
が
、
次
第
に
眼
を
遠
く
の
禿
山
に
転
じ
た
、
姫
小
松
の
生

へ
た
丘
は
静
に
日
光
を
浴
び
て
居
る
、
其
鮮
や
か
な
光
の
中
に
も
自
然

ど
こ

か
な
し
み

の
風
物
は
何
処
と
も
な
く
秋
の
寂
蓼
を
帯
び
て
人
の
哀
情
を
そ
、
る
や

峠
し
つ

う
な
気
味
が
あ
る
。
背
の
高
い
骨
格
の
暹
し
い
老
人
は
凝
然
と
眺
め
て
、

い
つ

折
り
折
り
眼
を
し
ば
だ
た
い
て
居
た
が
、
何
時
し
か
先
き
の
気
勢
に
も

似
ず
左
も
力
な
さ
、
う
に

外
に
有
り
て
而
し
て
働
に
あ
り
。
之
れ
人
生
最
高
の
理
想
也
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
ら
か
ら
細
川
繁
は
独
歩
の
「
最
高
の
理
想
」
つ
ま
り
、
「
労
働
」

や
「
英
雄
」
思
想
を
託
さ
れ
た
人
物
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

理
想
は
独
歩
独
特
で
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
細
川
は
独
歩
自
身
が
憧

れ
た
理
想
的
人
間
像
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

国
木
田
独
歩
「
富
岡
先
生
」
論

と
あ
り
、
こ
こ
に
は
教
え
子
大
津
に
富
岡
先
生
の
内
な
る
心
を
自
ら
の
性

癖
故
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
悲
哀
が
表
れ
て
い
る
。
富
岡
先
生
の
心
の

内
に
は
「
元
来
人
並
み
の
性
情
」
が
あ
る
の
だ
が
、
先
生
の
激
し
い
性
癖
が

遮
っ
て
し
ま
っ
て
、
う
ま
く
心
の
内
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
悲
し
さ
や
り
き
れ
な
さ
が
「
眼
を
遠
く
の
禿
山
に
転
じ
」
「
左
も
力
な

さ
、
う
に
」
の
箇
所
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
作
品
中
で
唯
一
富
岡

先
生
の
心
情
を
秋
の
自
然
と
共
に
表
現
し
た
場
面
で
あ
る
か
ら
注
目
す
べ
き

箇
所
で
あ
る
。
前
後
す
る
が
、
富
岡
先
生
は
確
か
に
大
津
に
対
し
て
『
大
馬

鹿
者
！
』
と
叫
ん
で
い
る
。
だ
が
、
よ
く
考
え
る
と
こ
こ
で
も
っ
と
も
不
埒

な
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
は
大
津
の
方
で
、
富
岡
先
生
の
こ
の
叱
責
は
師
と

し
て
は
当
然
の
態
度
だ
と
言
え
る
。
頑
固
や
ひ
ね
く
れ
、
尊
大
さ
ば
か
り
目

立
つ
富
岡
先
生
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
は
む
し
ろ
大
津
の
方
に
非
が
あ
り
、
先

生
の
叱
責
は
正
当
で
毅
然
と
し
た
態
度
だ
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
富
岡
先
生

（
Ⅲ
｝

の
「
個
人
感
」
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
ま
え

第
四
章
に
お
い
て
富
岡
先
生
は
『
貴
公
よ
く
考
え
て
見
ろ
！
貴
公
は
高
が

小
学
校
校
長
ぢ
や
ァ
な
い
か
」
、
『
身
の
程
を
知
れ
！
馬
鹿
者
！
」
な
ど
と
細

川
を
激
し
く
愚
弄
し
て
い
る
。
富
岡
先
生
の
鯵
憤
が
最
高
潮
に
達
し
爆
発
し

て
い
る
が
、
娘
を
や
ら
な
い
と
は
一
言
も
言
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
部
屋

の
前
に
い
る
細
川
に
対
し
て
一
用
が
あ
る
か
ら
ち
ょ
っ
と
来
い
！
』
と
言
っ

て
い
る
。
そ
の
用
と
は
単
に
篭
憤
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の

よ
ぴ

後
、
『
帰
れ
！
召
喚
に
や
る
ま
で
来
る
な
、
帰
れ
！
」
と
言
っ
た
。
言
い
換

え
る
な
ら
富
岡
先
生
の
心
は
揺
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
帰
郷
後
、
酒
の
量
も

増
え
気
炎
ま
す
ま
す
盛
ん
で
あ
っ
た
の
は
東
京
で
先
生
の
プ
ラ
イ
ド
が
傷
付

一
一
一
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け
ら
れ
た
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
梅
子
を
嫁
に
遣
ら
ね
ば
な
ら
な
い
父
親
の

苦
悩
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
富
岡
先
生
は
細
川
に
対
し
て
激
し
く
憤
り
な
が

ら
も
、
こ
こ
で
は
す
で
に
細
川
に
配
す
る
こ
と
を
半
ば
決
め
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
高
山
が
「
元
来
老
先
生
と
雛
も
人
並
み
の
性
情
を
有
っ
て

い
る
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
富
岡
先
生
は
細
川
の
真
面
目
さ
熱
心

さ
な
ど
を
知
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
娘
を
思
う
親
心

や
「
そ
の
経
歴
が
造
っ
た
」
尊
大
さ
な
ど
と
い
っ
た
人
間
内
部
の
相
克
が
あ

っ
た
た
め
に
先
生
の
心
は
荒
れ
て
し
ま
い
そ
の
内
な
る
心
を
素
直
に
伝
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
富
岡
先
生
の
内
で
は
「
個

（
皿
）

人
感
」
と
「
社
会
感
」
が
戦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
山
の
発
言
に
あ
る

「
老
先
生
の
心
底
に
は
常
に
二
個
の
人
が
相
戦
っ
て
居
る
、
其
一
人
は
本
来

自
然
の
富
岡
氏
、
其
一
人
は
其
経
歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
」
か
ら
も
裏
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
前
項
で
も
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
な
富
岡
先
生
像
は
、
独
歩
の
社
会
や
人
を
見
る
目
と
重
な
り
合

一
恥
）

っ
て
い
る
。
独
歩
は
「
社
会
と
人
」
に
お
い
て
「
自
ら
社
会
的
に
屈
服
す
。

何
ぞ
社
会
的
を
屈
服
せ
し
む
る
を
得
ん
や
。
然
れ
ど
も
悲
し
い
か
な
、
自
ら

社
会
的
に
克
つ
事
、
実
に
難
し
」
と
述
べ
「
社
会
的
」
に
勝
つ
こ
と
が
い
か

に
難
し
い
か
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、
独
歩
自
身
も
し
ば
し
ば
「
社
会
的
」
に

（
理
｝

屈
服
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
細
川
繁
を
独
歩
の
最
高
理
想
の

「
英
雄
」
と
す
る
な
ら
、
富
岡
先
生
は
「
社
会
的
」
の
中
で
も
が
き
苦
し
む

（
旧
）

「
凡
人
」
の
典
型
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
り
こ

プ
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
ま
ず
、
北
野
昭
彦
の
説
に
つ
い
て
整

理
し
て
お
き
た
い
。
北
野
は
独
歩
が
ど
の
よ
う
に
し
て
富
岡
先
生
と
い
う
人

物
を
発
想
し
、
造
形
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
て
い
る
。
富
岡
先
生

を
「
そ
の
反
逆
精
神
が
実
は
世
俗
主
義
の
裏
返
し
」
で
あ
る
よ
う
に
実
在
の

（
Ｍ
）

モ
デ
ル
富
永
有
隣
よ
り
も
倭
小
化
し
、
典
型
化
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ

（
胴
）

ら
に
、
「
ま
ぼ
ろ
し
」
後
編
の
「
渠
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
松
岡
信
太
郎
の
経

歴
が
富
永
有
隣
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
維
新
後
「
脇
道
へ
そ
れ
」

た
有
隣
と
松
岡
と
の
類
似
性
が
独
歩
に
「
其
経
歴
が
造
っ
た
」
富
岡
先
生
の

性
格
や
運
命
の
人
と
し
て
の
視
点
を
有
隣
と
共
に
同
類
的
に
与
え
た
と
述

べ
、
松
岡
信
太
郎
が
有
隣
以
上
に
「
其
経
歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
」
の
造
形

に
影
響
し
た
と
い
う
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

確
か
に
富
岡
先
生
を
造
型
し
た
要
因
の
分
析
と
し
て
は
外
部
資
料
を
周

到
に
集
め
、
深
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
北
野
の
分
析
で
疑
問
を
感
じ
る

の
は
他
の
登
場
人
物
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
富
岡
先
生
像
を
き
ち
ん
と
位
置

付
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
・
北
野
の
分
析
に
よ
る
と
、

お
ま
え

例
え
ば
第
四
章
で
細
川
が
富
岡
先
生
に
「
貴
公
は
高
が
田
舎
の
小
学
校
の
校

長
ぢ
ゃ
ァ
な
い
か
」
、
「
身
の
程
を
知
れ
！
馬
鹿
者
！
」
と
い
う
箇
所
を
引
用

し
、
こ
れ
を
先
生
の
世
俗
的
欲
望
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
の
憂
さ
晴
ら

し
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
に
「
憂
さ
晴
ら
し
」
と
断
じ

ら
れ
る
ほ
ど
富
岡
先
生
の
内
面
心
理
は
一
面
的
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
北

野
は
高
山
に
つ
い
て
も
「
彼
自
身
の
内
に
あ
る
事
大
主
義
・
権
威
主
義
に
自

■■■■■■
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ら
気
づ
い
て
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
先
生
を
怒
ら
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う

ひ
ね
く
れ

こ
と
に
全
く
理
解
が
及
ば
ず
、
先
生
の
怒
り
を
先
生
の
偏
執
の
せ
い
だ
と
決

め
つ
け
て
、
自
ら
を
納
得
さ
せ
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
ｃ
」
と
分
析
し
て

い
る
が
、
高
山
と
富
岡
先
生
の
作
品
中
の
や
り
取
り
の
中
で
そ
の
よ
う
に
高

山
を
形
象
す
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
先
に
も
指
摘

し
た
が
、
高
山
は
村
長
へ
の
手
紙
に
お
い
て
冷
静
に
富
岡
先
生
の
人
物
分
析

を
行
い
、
適
切
な
対
処
法
を
村
長
に
依
頼
し
た
。
感
情
に
流
さ
れ
な
い
冷
静

ひ
ね
く
れ

沈
着
な
人
物
で
あ
る
。
だ
が
、
北
野
に
よ
る
と
高
山
が
富
岡
先
生
を
偏
執
で

あ
る
と
決
め
つ
け
、
先
生
を
怒
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
自
ら
気
付
い
て
い
な
い

人
物
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
北
野
の
論
点
は
あ
く
ま
で
富
岡
先
生
を
造

型
せ
し
め
た
要
因
に
つ
い
て
そ
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
他
の
登
場

人
物
と
の
兼
ね
合
い
に
よ
る
検
証
が
手
薄
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
本
論
で
は
富
岡
先
生
と
他
の
登
場
人
物
と
の
深
い
関
わ
り
合
い
を

通
じ
て
そ
の
形
象
を
試
み
て
た
い
。

富
岡
先
生
が
「
個
人
感
」
と
「
社
会
感
」
が
戦
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
こ

と
と
細
川
が
個
人
感
を
も
っ
た
「
英
雄
」
像
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し

た
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
に
か
け
て
彼
等
の
「
個
人
感
」
「
社
会
感
」
は

徐
々
に
現
れ
出
す
。
例
え
ば
「
彼
は
全
く
失
望
し
て
了
っ
て
。
其
失
望
の
中

に
は
一
の
苦
悩
が
雑
っ
て
居
る
」
（
第
一
章
）
と
あ
り
、
細
川
が
個
人
感
に

よ
っ
て
社
会
感
に
抗
う
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
富
岡
先
生
は
東

京
か
ら
帰
っ
て
来
て
か
ら
頑
固
、
ひ
ね
く
れ
が
ま
す
ま
す
酷
く
な
り
（
第
二

章
）
、
終
に
は
梅
子
を
も
叱
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
第
三
章
）
そ
し
て
、
重
要

お
ま
え

な
の
は
第
四
章
で
あ
る
。
富
岡
先
生
の
荒
れ
様
は
ピ
ー
ク
に
達
し
「
貴
公
よ

国
木
田
独
歩
「
富
岡
先
生
」
論

く
考
へ
て
見
ろ
！
貴
公
は
高
が
田
舎
の
小
学
校
の
校
長
ぢ
ア
な
い
か
」
、
「
身

の
程
を
知
れ
！
馬
鹿
者
！
」
な
ど
と
罵
倒
す
る
が
、
細
川
は
「
其
握
り
し
め

た
拳
の
上
に
熱
涙
を
は
ら
は
ら
と
落
」
と
し
な
が
ら
も
「
社
会
的
」
に
屈
さ

ず
耐
え
忍
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
章
で
は
細
川
に
「
個
人
感
」
の
代
表

（
Ⅱ
英
雄
）
を
担
わ
せ
て
、
富
岡
先
生
に
「
社
会
感
」
の
代
表
（
Ⅱ
凡
人
）

を
担
わ
せ
、
「
個
人
感
」
と
「
社
会
感
」
を
相
戦
わ
せ
る
様
に
プ
ロ
ッ
ト
を

形
成
し
て
い
る
。
付
言
す
る
な
ら
、
富
岡
先
生
の
内
面
で
も
「
個
人
感
」
と

「
社
会
感
」
は
戦
っ
て
い
る
が
、
最
後
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
細
川
（
Ⅱ

個
人
感
）
と
富
岡
先
生
（
Ⅱ
社
会
感
）
の
対
決
の
構
図
と
な
り
物
語
最
大
の

（
Ⅱ
）

山
場
を
迎
え
る
。
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
考
え
る
と
「
個
人
感
」
「
社
会
感
」

か
ら
成
る
物
語
の
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
作
品
の
構
造
を
知
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
は
第
三
章
と
第

（
１
）

五
章
に
書
簡
形
式
の
挿
入
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
保
邦
寛
も
指
摘

し
て
い
る
が
、
作
品
の
読
解
に
そ
れ
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
う
少
し

詳
し
く
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
第
三
章
で
村
長
宛
の
手
紙
を
書
い
た
の
は
高
山
で
あ
る
。
高
山
の

人
物
像
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
富
岡
先
生
か
ら
そ
の
人
間
性
を
評
価
さ
れ
、

梅
子
に
対
し
て
も
そ
の
容
貌
よ
り
も
す
ら
り
と
し
た
人
柄
に
好
意
を
寄
せ
て

い
る
。
富
岡
先
生
の
人
間
性
を
冷
静
に
分
析
し
、
村
長
に
折
を
見
て
切
り
出

す
よ
う
に
慎
重
な
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
頭
脳
明
蜥
な
人
物
で
あ

る
。
他
方
、
第
五
章
で
高
山
宛
に
手
紙
を
書
い
た
の
は
村
長
で
あ
る
。
村
長

の
人
物
像
は
と
言
う
と
「
四
十
何
歳
と
い
ふ
分
別
盛
り
の
男
で
村
に
は
非
常

い
つ

な
信
用
が
あ
り
財
産
も
あ
り
、
校
長
は
何
時
も
此
人
を
相
談
相
手
に
し
て
居
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る
」
と
い
う
箇
所
か
ら
は
村
長
の
強
い
社
会
的
信
用
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た

あ
な
た

ぬ
か
り

高
山
の
手
紙
の
中
に
は
「
此
の
辺
は
貴
所
に
於
て
決
し
て
遺
漏
は
な
い
と
信

ず
る
」
と
こ
こ
か
ら
も
村
長
の
賢
明
さ
や
信
用
の
厚
さ
が
伺
え
る
。
さ
ら
に

富
岡
先
生
が
死
後
の
事
に
つ
い
て
依
託
し
た
の
も
村
長
で
、
か
つ
細
川
と
梅

子
の
媒
酌
人
に
な
る
よ
う
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
村
長
は
富
岡
先
生
を
初
め
誰

か
ら
も
信
頼
の
非
常
に
厚
い
人
物
で
あ
る
。

こ
の
二
人
が
第
三
章
と
第
五
章
で
手
紙
の
や
り
取
り
を
す
る
効
果
は
富
岡

先
生
の
人
物
像
を
よ
り
的
確
に
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
と
、
読
み
手
に
対

し
て
富
岡
先
生
像
の
形
象
の
信
懸
性
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
高

山
と
村
長
の
富
岡
先
生
像
の
分
析
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
「
先
日
の
御

手
紙
に
は
富
岡
先
生
と
富
岡
氏
と
の
二
個
の
人
が
此
老
人
の
心
中
に
戦
っ
て

居
る
と
の
お
言
葉
が
有
っ
た
、
実
に
其
の
通
り
で
拙
者
も
左
様
思
っ
て
居
た
」

こ
の
よ
う
に
第
三
章
と
第
五
章
に
書
簡
形
式
を
挟
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
比

較
的
、
正
確
か
つ
客
観
的
な
富
岡
先
生
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
「
手
紙
」
と
い
う
の
は
書
き
言
葉
で
あ
り
、
話
し
言
葉
に
比
べ

て
無
駄
な
言
葉
が
削
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
書
き
言
葉
は
書
く
前
に
内
容
を
吟

味
し
、
余
計
な
記
述
を
初
め
か
ら
省
く
よ
う
に
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
作

品
上
で
書
簡
形
式
の
も
た
ら
す
意
味
は
短
く
正
確
に
富
岡
先
生
像
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
挟
み
込
み
に
よ
っ
て
「
本
来
自
然
の
富
岡

氏
」
と
「
其
の
経
歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
」
の
相
戦
う
模
様
が
第
三
者
に
よ

る
思
い
込
み
や
偏
見
で
は
な
く
、
よ
り
信
想
性
と
客
観
性
を
高
め
る
効
果
が

あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
最
終
章
（
六
章
）
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
細
川
と
梅
子
の

婚
礼
が
終
わ
っ
た
こ
と
と
富
岡
先
生
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
短
い
叙

述
が
あ
る
だ
け
で
一
見
す
る
と
そ
の
章
の
存
在
意
義
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
に

も
受
け
取
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
短
い
叙
述
の
中
に
も
作
品
の
主
題
と
関
係

す
る
と
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
手
掛
か
り
が
あ
る
。

さ
て
富
岡
先
生
は
十
一
月
の
末
終
に
此
世
を
辞
し
て
何
国
は
名
物
男

を
一
人
失
っ
た
。
東
京
の
大
新
聞
二
三
種
に
黒
枠
二
十
行
ば
か
り
の
大

き
な
広
告
が
出
て
門
人
高
山
文
輔
、
親
戚
細
川
繁
、
友
人
野
上
子
爵
等

の
名
が
ず
ら
り
並
ん
だ
。
（
中
略
）
然
し
此
の
広
告
が
富
岡
先
生
の
此

の
世
に
放
っ
た
最
後
の
一
喝
で
不
平
満
腹
の
先
生
が
せ
め
て
も
の

こ
こ
ろ
や
り

遺
悶
を
知
人
に
由
っ
て
洩
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
心
あ
る
同
国
人
の

二
三
は
こ
れ
を
見
て
泣
い
た
。

こ
こ
で
言
う
「
大
新
聞
」
と
は
漢
語
調
の
政
論
新
聞
の
こ
と
で
あ
り
、

「
東
京
日
日
新
聞
」
や
「
万
朝
報
」
な
ど
を
指
す
。
こ
の
大
新
聞
の
読
者
層

の
中
に
は
無
論
、
明
治
の
元
勲
達
も
含
ま
れ
て
い
る
。
大
新
聞
に
黒
枠
で
故

意
に
目
立
つ
よ
う
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
岡
先
生
の
虚
栄
心
や
尊

大
さ
を
満
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
最
後
の
一
喝
」
と
な
っ

た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
二
三
の
者
が
こ
れ
を
見
て
泣
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
「
二
三
」
と
い
う
数
字
が
大
切
で
、
三
四
人
な
ら
少
し
多
過
ぎ
る
。
つ

ま
り
、
ほ
ん
の
僅
か
た
っ
た
二
三
人
の
者
し
か
富
岡
先
生
の
胸
臆
を
知
る
者

四
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が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
こ
の
二
三
の
者
は
「
心
あ
る
同

国
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
多
く
の
人
々
は
同
国
人
で
は
あ
っ
て
も
、
富

岡
先
生
が
ひ
ね
く
れ
者
で
頑
固
で
意
地
張
り
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
ｃ
こ
の

僅
か
「
二
三
の
同
国
人
」
だ
け
は
富
岡
先
生
の
本
来
真
実
の
姿
（
「
本
来
自

然
の
富
岡
氏
」
）
を
わ
か
っ
て
い
て
、
先
生
の
短
所
や
長
所
も
知
っ
て
い
た
。

死
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
も
大
新
聞
に
黒
枠
入
り
で
故
意
に
そ
の
存
在
を
目
立

つ
よ
う
に
仕
向
け
、
そ
の
鯵
憤
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
に
儂
さ
さ
え
感
じ
、

そ
の
人
柄
を
偲
び
、
涙
を
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
の
富
岡
先

生
は
誠
実
さ
や
や
さ
し
さ
を
備
え
て
い
る
（
「
本
来
自
然
の
富
岡
氏
」
）
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
人
前
に
出
る
と
そ
の
よ
う
に
尊
大
に
し
か
自
己
表
現
で
き
な

（
川
）

い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
富
岡
先
生
が
「
凡
人
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
凡
人
」
な
ら
で
は
の
傍
さ
や
哀
感
を
よ
り
一
層
感
じ
取

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

物
語
の
巻
末
に
こ
の
「
二
三
の
同
国
人
」
の
涙
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
作
品
に
尽
き
ぬ
余
韻
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
二
三
と
い
う
僅
か
な

数
で
あ
る
か
ら
こ
そ
余
計
に
哀
感
や
情
感
が
そ
そ
ら
れ
る
と
言
え
る
。
な
ぜ

な
ら
富
岡
先
生
の
真
実
の
姿
を
知
る
者
は
た
っ
た
そ
れ
だ
け
し
か
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
孤
独
な
哀
愁
感
が
そ
こ
に
色
濃
く
彦
ん
で
い
る
か
ら
で

あ
る
。以

上
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
作
品
は
比
較
と
い
う
技
法
を
繰
り
返
し
用
い
、
「
個
人
感
」
と
「
社
会

感
」
を
戦
わ
せ
て
「
凡
人
」
の
心
の
奥
底
に
迫
り
、
人
間
の
真
の
停
さ
や
悲

し
さ
、
可
愛
さ
な
ど
を
文
学
作
品
に
お
い
て
具
象
化
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

国
木
田
独
歩
「
富
岡
先
生
」
論

そ
こ
に
は
人
間
の
煩
悩
に
よ
る
哀
れ
さ
が
彦
み
出
て
い
る
。
独
歩
の
言
う

（
肺
）

「
詩
化
」
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
細
川
繁
の
よ
う
な
理
想
的
英
雄
像
を

登
場
さ
せ
、
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
第
四
章
で
激
し
く
二
人

を
戦
わ
せ
た
の
は
、
「
英
雄
」
と
「
凡
人
」
を
比
較
し
、
よ
り
鮮
明
に
「
凡

人
」
の
胸
臆
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

『
欺
か
ざ
る
の
記
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
比
較
は
最
も
能
く

吾
人
に
人
心
の
変
化
を
教
ゆ
。
人
心
は
染
み
易
く
、
迷
い
易
し
。
其
の
迷
、

皮
相
を
見
ん
と
思
は
ば
現
実
の
人
間
の
比
較
に
し
く
は
あ
ら
ず
↓
則
ち
人
々

の
内
な
る
生
命
の
比
較
に
如
く
あ
ら
ず
」
（
明
二
六
・
八
・
二
二
）
。
こ
の

「
人
心
の
変
化
」
や
「
迷
い
」
は
、
富
岡
先
生
の
胸
臆
に
も
顕
在
し
、
「
本
来

自
然
の
富
岡
氏
」
「
其
経
歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
」
の
よ
う
に
作
品
中
で
具

象
化
さ
れ
て
い
る
。
理
想
的
英
雄
像
、
細
川
繁
と
凡
人
の
典
型
、
富
岡
先
生

の
比
較
を
試
み
た
の
も
、
こ
の
人
心
の
「
皮
相
」
や
「
迷
い
」
を
見
ん
が
た

め
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
独
歩
は
詩
人
の
本
懐
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な

見
解
を
示
し
て
い
る
。

吾
れ
詩
人
の
本
文
を
考
ふ
る
に
、
此
の
人
間
の
人
性
が
人
間
胸
臆
の

深
底
に
於
て
發
す
る
幽
音
悲
調
を
聞
て
之
を
説
明
し
、
之
を
教
ゆ
る
に

在
り
則
ち
此
の
幽
音
悲
調
は
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
孔
子
よ
り
も
、
ウ
オ
ル

ヅ
ウ
オ
ル
ス
よ
り
も
、
又
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ー
ア
、
王
陽
明
等
よ
り
も

聞
く
を
得
く
し
、
又
た
自
ら
の
霊
よ
り
も
聞
く
を
得
く
し
。
聞
て
而
し

て
之
れ
を
發
揮
す
る
所
以
は
則
ち
以
て
人
間
を
教
ゆ
る
所
以
也
。
（
明

治
二
六
・
三
．
三
二

と
あ
り
、
「
人
間
胸
臆
の
深
底
に
於
て
發
す
る
幽
音
悲
調
」
は
キ
リ
ス
ト
や

五



孔
子
な
ど
の
聖
賢
よ
り
も
聞
く
べ
き
価
値
が
あ
る
と
し
、
あ
る
い
は
自
己
の

魂
の
声
よ
り
も
聞
く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
富
岡
先
生
が
凡
人
で
あ
る

が
ゆ
え
に
港
み
出
る
哀
れ
さ
や
惨
さ
は
、
こ
の
「
人
間
胸
臆
の
深
底
に
於
て

發
す
る
幽
音
悲
調
」
に
等
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
富
岡
先
生
の
胸
臆

に
お
い
て
発
す
る
「
幽
音
悲
調
」
（
悲
哀
や
惨
さ
）
を
作
者
が
聞
き
取
り
、

読
み
手
に
感
じ
取
ら
せ
「
教
ゆ
る
」
こ
と
こ
そ
が
こ
の
作
品
の
目
的
で
あ
り
、

主
題
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

独
歩
は
モ
デ
ル
富
永
有
隣
の
内
に
「
人
間
胸
臆
の
深
底
に
於
い
て
發
す
る

幽
音
悲
調
」
を
聞
き
取
っ
た
。
彼
の
澄
み
き
っ
た
心
が
深
く
感
じ
取
っ
た
と

こ
ろ
を
熟
成
さ
せ
、
そ
れ
を
物
語
と
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
煩
悩
に
揺
れ
る
一
人
の
人
間
の
真
実
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。

こ
の
作
品
は
北
野
昭
彦
が
論
じ
る
性
格
悲
劇
が
主
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら

自
然
主
義
的
作
品
系
列
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
本
論
に
お
い
て
分
析
し
た
よ
う
に
煩
悩
を
も
っ
た
人
間
の
醸
し
出
す
惨

さ
や
孤
独
な
哀
愁
が
漆
み
出
て
い
る
こ
と
な
ど
を
鑑
み
て
み
る
と
、
む
し
ろ

浪
漫
主
義
的
色
彩
を
色
濃
く
受
け
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
作
者
が
自
身
の
第
二
短
編
集
『
独
歩
集
」
の
冒
頭
第
一
番
目
に
「
富
岡

先
生
」
を
配
し
た
こ
と
か
ら
も
そ
の
自
負
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

註（
１
）
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
（
「
小
天
地
」
明
三
四
・
一
二
、
「
少
年

の
悲
哀
」
（
「
小
天
地
」
明
三
五
・
八
）
、
「
酒
中
日
記
」
（
「
文

藝
会
」
明
三
五
・
一
二
、
「
運
命
論
者
」
（
「
山
比
古
」
明
三

六
・
三
）
、
「
春
の
鳥
」
（
「
女
学
世
界
」
明
三
七
・
三
）

（
２
）
北
野
昭
彦
「
国
木
田
独
歩
〈
富
岡
先
生
〉
の
人
物
造
形
お
よ
び

発
想
の
根
底
」
（
「
論
究
日
本
文
学
」
昭
四
九
・
一
二
）

（
３
）
桑
原
伸
一
「
富
岡
先
生
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
平
三
・
二
）

（
４
）
新
保
邦
寛
（
「
独
歩
と
藤
村
ｌ
明
治
三
十
年
代
文
学
の
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
」
有
精
堂
平
８
．
２
）

（
５
）
（
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
明
二
六
・
七
・
二
○
）

（
６
）
「
火
の
柱
」
（
「
毎
日
新
聞
」
明
三
七
・
一
・
一
～
同
年
三
・
二
○
）

（
７
）
こ
の
作
品
は
六
つ
の
章
か
ら
成
り
、
「
独
歩
集
」
（
近
事
画
報
社

明
三
八
・
七
）
に
よ
る
と
各
章
ご
と
に
（
二
（
二
）
（
三
）
：
・
の

よ
う
に
章
番
号
が
振
ら
れ
、
各
全
集
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い

る
。

（
８
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
桑
原
伸
一
が
「
富
岡
先
生
」
（
「
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
」
平
三
・
二
）
で
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
）
（
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
明
二
六
・
八
・
二
二
）

（
皿
）
（
「
独
歩
遺
文
」
明
四
四
・
一
○
）

（
Ⅱ
）
北
野
昭
彦
に
よ
る
と
「
「
個
人
感
」
と
は
名
利
の
争
い
や
、
そ
の

争
い
で
生
じ
た
悪
し
き
伝
習
、
そ
の
伝
習
が
う
み
出
す
迷
信
や
惑

わ
し
、
偏
見
、
妄
想
、
虚
偽
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
」
に
作

ら
れ
た
一
切
の
囚
わ
れ
か
ら
脱
却
し
て
、
純
粋
な
人
間
と
し
て
、

純
粋
に
も
の
を
観
、
純
粋
な
感
情
で
も
の
を
感
じ
る
こ
と
」
と
し

て
い
る
。
北
野
昭
彦
「
国
木
田
独
歩
の
文
学
」
（
桜
楓
社
昭
四

一
二
一
ハ



九
・
九
）

ま
た
、
滝
藤
義
満
は
「
「
個
人
感
」
は
信
仰
の
境
地
、
安
心
立

命
の
境
地
」
で
あ
り
、
「
社
会
感
」
と
は
人
間
堕
落
の
最
要
件
、

宗
教
を
殺
す
者
、
天
才
を
殺
す
も
の
」
等
々
と
規
定
し
て
い
る
。

二
国
木
田
独
歩
論
」
塙
書
社
昭
六
一
・
五
）

一
方
、
山
田
博
光
は
「
「
個
人
感
」
と
は
天
地
生
存
の
感
で
あ

り
、
崇
高
な
感
情
で
あ
る
。
「
社
会
感
」
と
は
人
間
の
社
会
意
識

の
こ
と
で
、
虚
栄
と
か
競
争
と
か
利
欲
の
か
ら
ま
る
堕
落
し
た
感

情
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
二
国
木
田
独
歩
論
考
」
創
世
記
昭

五
三
・
九
）

（
吃
）
『
欺
か
ざ
る
の
記
」
（
明
二
六
・
四
・
七
）
に
「
吾
は
次
第
に
自

由
社
に
出
席
す
る
こ
と
の
無
用
な
る
如
く
感
ず
る
に
至
り
い
、
而

も
パ
ン
の
為
に
忍
ん
で
出
席
し
た
り
。
か
、
る
事
に
全
く
無
経
験

な
る
吾
に
は
一
種
云
ふ
く
か
ら
ざ
る
不
快
を
感
ぜ
ら
れ
し
な
り
。

ァ
、
寧
ろ
憐
れ
め
、
此
の
哀
れ
の
青
年
を
。
渠
は
理
想
を
有
し
、

其
の
理
想
の
為
に
生
く
る
外
、
生
く
る
に
甲
斐
な
き
此
の
世
な
り

と
信
ず
る
な
り
。
渠
は
之
を
為
さ
ん
が
為
め
に
食
ふ
を
望
ん
で
、

只
食
ふ
が
為
め
に
四
肢
を
動
か
す
を
求
め
ざ
る
青
年
な
り
。
」
東

京
専
門
学
校
を
退
学
し
て
以
来
、
独
歩
は
人
生
初
の
社
会
経
験
を

味
わ
う
が
、
自
由
社
入
社
後
の
彼
は
現
実
と
理
想
の
狭
間
で
苦
悩

す
る
。
彼
の
言
う
「
社
会
的
」
と
抗
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（
咽
）
「
凡
人
」
に
つ
い
て
は
独
歩
遺
稿
に
「
凡
人
の
傳
」
が
あ
る
。
独

歩
は
英
雄
や
君
子
の
伝
記
や
功
業
の
み
な
ら
ず
、
川
岸
に
立
つ
茅

国
木
田
独
歩
「
富
岡
先
生
」
論

屋
の
一
家
族
や
そ
の
老
夫
ら
の
歴
史
が
人
情
や
涙
が
多
く
、
意
味

深
い
も
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
等
の
内
に
入

り
、
そ
の
世
界
を
見
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
る
。

（
Ｍ
）
富
永
有
隣
ｌ
文
政
四
年
生
（
一
八
二
二
周
防
国
に
毛
利
藩
士

と
し
て
生
ま
れ
た
。
三
二
歳
の
時
、
荻
の
野
山
獄
へ
投
ぜ
ら
れ
三

七
歳
の
時
出
獄
。
松
下
村
塾
に
招
か
れ
た
。

（
咽
）
「
ま
ぼ
ろ
し
」
（
「
国
民
之
友
」
明
三
一
・
五
）

（
焔
）
「
余
が
目
的
は
此
一
種
の
人
物
を
描
く
に
在
て
、
此
人
物
を
詩
化

す
る
為
め
に
、
あ
れ
だ
け
の
事
件
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
」

（
「
余
が
作
品
と
事
実
」
「
文
章
世
界
」
明
四
○
・
九
）

山
口
実
男
（
伊
丹
市
立
鈴
原
小
学
校
教
諭
）

七


