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は
じ
め
に

一
九
七
六
（
昭
和
五
十
一
）
年
に
法
政
大
学
に
専
任
講
師
と
し
て
着
任
し
て
以
来
、
あ
っ
と
い
う
間
に
二
十
七
年
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
以
前
の
高
校
教
師
の
期
間
を
含
め
る
と
、
四
十
四
年
間
の
教
師
生
活
を
送
っ
た
こ
と
に
な
る
。
都
立
の
工
業
高
校
の
機
械
科
に

籍
を
置
き
な
が
ら
、
国
語
の
先
生
に
な
り
た
い
と
考
え
て
い
た
自
分
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
定
年
退
職
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
、

全
く
夢
の
よ
う
で
あ
る
。
私
を
法
政
大
学
に
迎
え
て
下
さ
っ
た
方
々
に
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
法
政
大
学
で
は
、
様
々
な
科
目
を
担
当
し
た
が
、
や
は
り
専
門
は
日
本
文
学
で
、
透
谷
と
漱
石
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
。
私
は

元
々
正
岡
子
規
が
好
き
で
、
一
方
、
卒
論
は
有
島
武
郎
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
透
谷
と
漱
石
に
だ
ん
だ
ん
傾
倒
し
て
行
き
、
授
業
や
講

演
で
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
も
、
こ
の
一
一
人
が
圧
倒
的
に
多
い
。
私
の
書
い
た
本
も
、
「
透
谷
と
秋
山
国
三
郎
』
、
『
文
学
ｌ
透
谷
と
漱
石

を
中
心
に
ｌ
」
、
『
北
村
透
谷
ｌ
原
像
と
水
脈
ｌ
』
、
「
透
谷
と
漱
石
ｌ
自
由
と
民
権
の
文
学
ｌ
』
、
『
透
谷
・
漱
石
・
独
立
の
精
神
』
、

『
小
田
原
と
北
村
透
谷
」
と
並
べ
て
み
れ
ば
、
透
谷
と
漱
石
が
そ
の
中
心
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
学
問
的
な
内
容
は
、
著
書
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
透
谷
・
漱
石
と
私
と
の
関
わ
り
を
、

エ
ッ
セ
イ
風
に
述
べ
て
最
終
講
義
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

最
終
講
義
透
谷
・
漱
石
と
私

小

澤

勝

美
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小澤

私
が
漱
石
の
名
前
を
知
っ
た
の
は
小
学
生
の
頃
だ
っ
た
。
昔
は
、
ど
の
家
に
も
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
や
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
位
は
必
ず

置
い
て
あ
り
、
私
は
ど
う
い
う
き
っ
か
け
か
未
だ
に
分
か
ら
な
い
の
だ
が
、
小
学
校
の
高
学
年
の
時
「
道
草
」
を
読
ん
で
何
か
得
体
の
知

れ
な
い
感
動
を
覚
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
｜
方
透
谷
の
方
は
、
高
校
時
代
の
受
験
参
考
書
の
中
で
お
目
に
か
か
っ
た
筈
だ
が
、
自

覚
的
に
向
き
合
っ
た
の
は
、
当
時
三
鷹
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
伊
豆
利
彦
氏
の
自
宅
で
行
わ
れ
て
い
た
日
本
の
近
代
文
学
史
の
研
究
会
（
私

た
ち
は
三
鷹
ゼ
ミ
と
呼
ん
で
い
た
）
で
、
猪
野
謙
二
氏
の
『
近
代
日
本
の
文
学
』
と
い
う
小
さ
な
本
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ

の
中
で
伊
豆
さ
ん
が
熱
っ
ぽ
く
透
谷
に
一
一
一
一
口
及
さ
れ
た
時
だ
っ
た
。

私
は
高
校
三
年
生
の
時
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
無
理
が
た
た
っ
て
病
気
の
た
め
に
二
年
間
休
学
し
、
受
験
に
も
失
敗
し
て
一
年
浪
人
を
し
て

か
ら
学
芸
大
学
に
入
学
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
横
浜
市
立
大
学
の
先
生
で
あ
っ
た
伊
豆
さ
ん
が
、
何
故
私
た
ち
の
面
倒
を
み
て
下
さ
っ

た
か
と
い
う
と
、
私
の
属
し
て
い
た
近
代
文
学
研
究
部
と
い
う
サ
ー
ク
ル
の
部
長
が
平
湯
文
夫
君
と
い
っ
て
、
彼
が
都
立
西
高
時
代
、
当

時
は
高
校
の
先
生
を
さ
れ
て
い
た
荒
木
繁
先
生
（
現
・
和
光
大
学
名
誉
教
授
）
が
担
任
で
あ
っ
た
た
め
、
同
じ
日
本
文
学
協
会
の
研
究
者

仲
間
の
伊
豆
利
彦
氏
を
チ
ュ
ー
タ
ー
と
し
て
推
薦
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
は
か
っ
て
国
民
文
学
論
の
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
日
本
文
学
協
会
の
熱
気
は
す
で
に
な
か
っ
た
筈
だ
が
、
伊
豆
さ
ん
の
人
柄
に

も
よ
る
の
だ
ろ
う
か
、
他
大
学
の
学
生
を
毎
週
土
曜
日
に
自
宅
に
集
め
て
文
学
研
究
ゼ
ミ
を
開
く
と
い
う
、
今
日
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ

う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
毎
週
一
回
の
ゼ
ミ
で
取
り
上
げ
る
本
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
金
の
な
い
私
た
ち
は
一
円
で
も

安
い
本
を
探
し
に
神
田
の
古
本
屋
街
を
足
を
棒
に
し
て
探
し
回
っ
た
。
当
時
教
養
課
程
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
武
蔵
小
金
井
に
あ
り
、
三
鷹
は

近
か
っ
た
が
、
本
を
手
に
入
れ
る
こ
と
と
そ
れ
を
読
み
切
る
こ
と
は
の
ろ
ま
な
私
に
は
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
。

透
谷
・
漱
石
と
の
出
会
い
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今
、
そ
の
頃
、
北
村
透
谷
に
つ
い
て
書
か
れ
た
伊
豆
さ
ん
の
文
章
は
、
正
確
に
は
思
い
出
せ
な
い
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
重
い
何
か
は
、

五
十
年
近
く
経
っ
た
今
日
で
も
私
の
胸
の
奥
に
鳴
り
響
い
て
い
る
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
透
谷
の
こ
と
ば
は
、
伊
豆
さ
ん
に
と
っ
て
単
な

る
抽
象
的
な
観
念
の
こ
と
ば
で
は
な
く
、
触
れ
れ
ば
血
の
吹
き
出
る
痛
み
を
と
も
な
う
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

吾
人
は
記
臆
す
、
人
間
は
戦
ふ
為
に
生
ま
れ
た
る
を
。
戦
ふ
は
戦
ふ
為
に
戦
ふ
に
あ
ら
ず
し
て
戦
ふ
べ
き
も
の
あ
る
が
故
に
戦
ふ

も
の
な
る
を
。
戦
ふ
に
剣
を
以
て
す
る
あ
り
、
筆
を
以
て
す
る
あ
り
、
戦
ふ
時
は
必
ら
ず
敵
を
認
め
て
戦
ふ
な
り
、
筆
を
以
て
す
る

と
剣
を
以
て
す
る
と
戦
ふ
に
於
て
は
相
異
な
る
と
こ
ろ
な
し
、
然
れ
ど
も
敵
と
す
る
も
の
蚤
種
類
に
よ
っ
て
戦
ふ
も
の
員
戦
を
異
に

す
る
は
其
當
な
り
。
戦
ふ
も
の
璽
戦
の
異
な
る
に
よ
っ
て
勝
利
の
趣
も
亦
た
異
な
ら
ざ
る
を
得
ず
。
戦
士
陣
に
臨
み
て
敵
に
勝
ち
凱

歌
を
唱
へ
て
家
に
帰
る
時
、
朋
友
は
祝
し
て
勝
利
と
言
ひ
、
批
評
家
は
評
し
て
事
業
と
い
ふ
、
事
業
は
尊
ぶ
べ
し
、
勝
利
は
尊
ぶ
べ

し
、
然
れ
ど
も
高
大
な
る
戦
士
は
斯
の
如
く
勝
利
を
携
へ
て
帰
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
な
り
、
彼
の
一
生
は
勝
利
を
目
的
と
し
て
戦
は

ず
、
別
に
大
仁
企
図
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
空
を
撃
ち
虚
を
狙
ひ
、
空
の
空
な
る
事
業
を
な
し
て
、
戦
争
の
中
途
に
何
れ
へ
か
去
る
こ

と
を
常
と
す
る
も
の
あ
る
な
り
。
今
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
こ

ま
だ
若
か
っ
た
島
崎
藤
村
が
『
女
学
雑
誌
』
の
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
を
読
ん
だ
時
、
電
気
に
触
れ
た
よ
う
な
身
震
い
を
覚
え
た
と
い

う
が
、
私
も
ま
た
、
こ
の
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
と
い
う
文
章
に
触
れ
て
魂
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治

二
十
六
年
、
山
路
愛
山
と
の
所
謂
〈
人
生
相
渉
論
争
〉
の
中
で
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
世
界
史
に
後
れ
て
登
場
し
た
日
本
が
、
や
が

て
列
強
帝
国
主
義
の
仲
間
入
り
を
し
て
ア
ジ
ア
へ
進
出
す
る
体
制
を
整
え
、
か
っ
て
は
平
民
主
義
、
平
和
主
義
を
唱
え
て
相
対
的
に
は
進

歩
的
な
役
割
を
果
た
し
て
来
た
「
国
民
之
友
」
の
徳
冨
蘇
峰
が
そ
の
体
制
に
乗
っ
て
大
き
く
舵
を
切
ろ
う
と
し
て
い
る
時
、
そ
の
先
陣
を

切
っ
て
時
勢
に
役
立
つ
「
事
業
と
し
て
の
文
学
」
を
強
調
し
、
透
谷
た
ち
の
「
空
の
空
な
る
事
業
と
し
て
の
文
学
」
を
批
判
し
た
こ
と
に

対
す
る
透
谷
の
反
論
の
文
章
で
あ
っ
た
。

私
の
挫
折
体
験
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し
か
し
、
透
谷
の
こ
と
ば
が
、
も
っ
と
根
底
か
ら
私
の
魂
の
中
に
入
り
込
ん
だ
の
は
、
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
十
二
の
暮
頃
か
ら
翌

年
の
二
月
に
か
け
て
、
私
の
生
涯
に
お
い
て
最
も
大
き
な
挫
折
を
経
験
し
て
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
私
が
属
し
て
い
た
反
戦
学

生
同
盟
（
Ａ
・
Ｇ
）
で
緊
迫
し
た
中
東
情
勢
の
中
、
学
友
の
支
部
長
か
ら
ア
ラ
ブ
方
面
へ
の
自
衛
隊
の
出
動
を
阻
止
す
る
た
め
の
武
装
蜂

起
方
針
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
問
う
私
の
質
問
に
「
そ
れ
は
機
密
事
項
で
あ
る
。
こ
の
件
を
他
に
漏
ら
し
た
者
は

直
ち
に
銃
殺
す
る
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
、
さ
ら
に
遺
書
を
書
く
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
、
私
は
恐
怖
に
打
ち
震
え
な
が
ら
眠
れ
ぬ
夜
を
過
ご
し
、
自

分
が
平
和
の
た
め
〈
労
働
者
階
級
〉
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
私
〉
と
い
う
実
存
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の

か
、
考
え
れ
ば
考
え
る
程
堂
々
巡
り
に
陥
っ
て
、
そ
の
方
針
に
賛
成
も
反
対
も
出
来
ぬ
ま
ま
、
時
を
過
ご
し
た
の
で
あ
っ
た
。

後
に
な
っ
て
連
合
赤
軍
事
件
や
浅
間
山
荘
事
件
が
起
き
た
時
、
そ
れ
は
他
人
事
と
は
思
え
ず
、
正
義
と
い
う
名
の
狂
気
に
取
り
付
か
れ

た
人
間
や
そ
の
集
団
に
戦
懐
す
る
と
同
時
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
悪
霊
」
の
世
界
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
し
た
こ
と
を
お
ぼ
え

て
い
る
。
勿
論
、
時
代
も
状
況
も
全
く
異
な
る
が
、
透
谷
が
大
阪
事
件
で
大
矢
正
夫
の
加
盟
へ
の
誘
い
を
断
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
か
ら

離
脱
し
た
時
の
苦
悩
が
、
自
分
の
体
験
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
私
は
益
々
透
谷
の
世
界
に
の
め
り
込
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
今
か
ら
考

え
る
と
滑
稽
な
独
り
相
撲
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
地
上
の
党
派
的
な
政
治
と
「
文
学
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
思
想
を
持
つ

こ
と
が
出
来
た
の
は
、
こ
の
体
験
と
透
谷
の
文
学
を
繰
り
返
し
読
み
直
す
こ
と
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
、
透
谷
と
並
ん
で
、
私
の
挫
折
体
験
と
そ
れ
に
伴
う
虚
無
的
な
心
情
か
ら
私
を
救
い
出
し
て
く
れ
た
も
の
に
、
埴
谷
雄
高
の

「
死
霊
」
が
あ
る
。
私
は
も
と
も
と
文
学
好
き
で
、
高
校
時
代
に
正
岡
子
規
に
傾
倒
し
、
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
か
ら
「
墨
汁
一
滴
」

「
病
床
六
尺
」
「
仰
臥
漫
録
」
と
次
々
に
読
み
ふ
け
っ
て
、
自
分
で
も
俳
句
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
系
の
『
雪
解
』
（
皆
吉
爽

雨
主
宰
）
に
入
会
し
た
位
で
一
方
同
時
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
復
活
』
に
深
く
感
動
す
る
あ
ま
り
一
週
間
位
熱
を
出
し
て
夢
遊
病
者
の

よ
う
に
な
っ
た
経
験
も
あ
る
位
、
文
学
に
対
し
て
ナ
イ
ー
ブ
で
あ
っ
た
が
、
先
に
述
べ
た
挫
折
体
験
の
後
は
、
何
を
読
ん
で
も
私
の
心
は

硬
い
ゴ
ム
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
し
ま
い
に
は
街
中
で
す
れ
違
う
人
間
が
、
無
方
向
に
浮
遊
す
る
透
明
な
何
か
と
な
り
、
人
間
と

1８ 
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こ
の
『
死
霊
』
と
い
う
作
品
は
、
極
度
の
抽
象
と
観
念
性
と
い
う
限
界
を
持
ち
な
が
ら
も
、
日
本
の
近
代
化
の
歴
史
の
中
で
出
現
し
て

し
ま
っ
た
巨
大
な
デ
ー
モ
ン
と
も
い
う
べ
き
天
皇
制
に
押
し
ひ
し
が
れ
、
癒
し
が
た
い
傷
を
負
っ
た
人
々
の
自
己
回
復
へ
の
希
求
、
そ
し

て
そ
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
挫
折
の
物
語
で
あ
る
。
〈
死
霊
〉
と
い
う
こ
と
ば
を
分
析
す
れ
ば
、
〈
死
〉
と
は
、
歪
ん
だ
ま
ま
停
止
し
た

過
去
、
す
な
わ
ち
死
屍
累
々
た
る
非
連
続
の
つ
ま
ず
き
と
そ
の
償
い
難
さ
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
「
自
同
律
の
不
快
」
と
い
う

永
久
革
命
的
な
観
点
か
ら
の
絶
対
批
判
を
も
同
時
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
、
〈
霊
〉
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
自
同
律
の
不
快
」
を
自

己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
持
続
す
る
人
間
の
〈
自
由
〉
へ
の
希
求
を
象
徴
す
る
、
い
わ
ば
透
谷
の
〈
内
部
生
命
〉
の
如
き
も
の

と
い
っ
て
よ
い
。

し
て
の
存
在
を
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
偶
然
、
神
田
の
ゾ
ッ
キ
本
屋
に
山
積
み
さ
れ
て
い
た
近
代
生
活
社
版
の
「
死
霊
』

（
第
四
章
ま
で
）
と
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
夜
、
難
解
な
文
章
を
読
み
進
ん
で
行
く
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
作
中
人
物
の
三
輪
与

志
や
黒
川
健
吉
ら
の
よ
う
に
、
孤
独
な
極
限
の
世
界
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
人
間
性
を
失
わ
ず
に
生
き
て
い
る
人
々
や
、
そ
の
黒
川
に
食

事
を
運
ん
で
や
る
鋳
掛
屋
の
李
の
よ
う
な
理
屈
抜
き
の
民
衆
的
な
優
し
さ
に
ふ
れ
て
、
私
の
瞼
か
ら
は
涙
が
あ
ふ
れ
て
止
ま
ら
な
い
の
で

漱
石
と
の
新
た
な
出
会
い

話
が
わ
き
道
に
逸
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
は
透
谷
の
挫
折
体
験
を
自
ら
の
挫
折
体
験
と
重
ね
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
る
こ
と

が
出
来
た
と
い
っ
て
よ
い
。
反
戦
学
生
同
盟
は
社
会
主
義
学
生
同
盟
（
社
学
同
）
に
改
組
さ
れ
た
が
、
私
は
実
質
的
に
離
脱
状
態
で
、
し

か
し
透
谷
と
同
じ
よ
う
に
他
の
分
野
で
戦
お
う
と
決
意
し
、
新
し
く
大
学
の
文
化
サ
ー
ク
ル
の
常
任
委
員
と
し
て
、
今
ま
で
の
政
治
活
動

と
は
異
な
っ
た
分
野
で
活
動
を
始
め
た
。
い
ま
で
も
思
い
出
す
の
は
、
大
学
四
年
の
五
月
の
開
学
祭
に
、
当
時
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
有
名
で

は
な
か
っ
た
吉
本
隆
明
氏
に
「
現
代
文
学
運
動
の
停
滞
か
ら
の
脱
出
」
と
い
う
講
演
を
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
夜
遅
く
田
端
の
ァ

あ
っ
た
。
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パ
ー
ト
を
訪
ね
て
、
そ
の
趣
旨
を
話
す
と
、
狭
い
部
屋
に
赤
ん
坊
（
後
の
吉
本
バ
ナ
ナ
？
）
が
ふ
と
ん
の
上
に
寝
か
さ
れ
て
い
て
、
吉
本

氏
は
私
た
ち
を
近
所
の
喫
茶
店
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。
小
田
急
線
の
喜
多
見
に
平
野
謙
を
尋
ね
、
石
川
達
三
の
「
人
間
の
壁
」
の
講
演
を

引
き
受
け
て
貰
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
大
阪
学
芸
大
学
で
行
わ
れ
た
全
国
教
育
学
生
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
他
大
学
の

学
友
と
交
流
を
深
め
た
。
そ
し
て
翌
一
九
五
九
年
に
卒
業
と
同
時
に
高
校
の
国
語
科
の
教
師
と
な
っ
て
、
教
育
実
践
、
文
学
研
究
、
組
合

活
動
の
三
本
柱
を
中
心
に
、
体
制
内
に
身
を
置
き
つ
つ
日
本
の
改
革
に
取
り
組
ん
で
行
く
方
針
を
貫
い
て
来
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、
私
が
数
年
前
か
ら
参
加
し
て
い
た
日
本
文
学
協
会
近
代
部
会
は
、
伊
豆
利
彦
氏
を
中
心
に
駒
尺
喜
美
、
清
水
茂
、
西
垣
勤
、

相
原
和
邦
と
い
っ
た
鐸
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
そ
こ
に
参
加
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
か
ら
、
夏
目
漱
石
を
二
年
間
系
統
的
に
勉

強
し
て
行
く
こ
と
に
な
り
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
十
六
日
に
は
本
郷
学
士
会
館
で
「
夢
十
夜
」
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
行
わ
れ
て
、

伊
豆
利
彦
、
駒
尺
喜
美
、
平
岡
敏
夫
、
以
上
三
氏
の
報
告
討
論
に
、
越
智
治
雄
、
内
田
道
雄
氏
ら
も
加
わ
り
、
こ
れ
ら
の
一
一
一
年
近
い
研
究

活
動
は
、
私
と
漱
石
と
の
出
会
い
に
新
た
な
転
機
を
切
り
開
く
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

私
は
近
代
部
会
に
常
時
出
席
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
、
新
日
本
文
学
会
の
文
学
学
校
研
究
科
に
入
っ
て
、
藤
田
省
三
、
花
田
清
輝
、

安
部
公
房
、
椎
名
麟
三
ら
の
講
義
を
受
け
、
ま
た
黒
井
千
次
氏
の
指
導
を
受
け
て
小
説
を
書
い
た
り
、
日
本
文
学
協
会
国
語
教
育
部
会
の

合
宿
研
究
会
で
実
践
報
告
を
し
た
り
し
て
い
た
が
、
や
が
て
、
新
し
く
住
む
こ
と
に
な
っ
た
八
王
子
で
、
多
摩
文
化
研
究
会
の
沼
謙
吉
氏

や
東
京
経
済
大
学
の
透
谷
研
究
者
色
川
大
吉
氏
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
私
の
透
谷
研
究
は
、
実
証
的
な
面
で
新
し
い
段
階

を
迎
え
、
い
わ
ゆ
る
〈
幻
境
〉
の
主
で
あ
る
秋
山
国
三
郎
と
い
う
存
在
が
私
の
内
部
で
次
第
に
重
み
を
加
え
て
い
っ
た
。
時
代
状
況
の
変

化
も
あ
っ
て
「
変
革
志
向
を
内
在
さ
せ
な
が
ら
も
、
大
地
に
足
を
つ
け
て
日
常
性
を
生
き
た
人
間
像
」
と
し
て
秋
山
国
三
郎
は
、
私
の
中

に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
｜
方
、
自
由
民
権
運
動
を
研
究
し
て
行
く
中
で
、
透
谷
よ
り
一
年
早
く
生
ま
れ
た
同
時
代
人
と
し
て
の
漱
石
が
、
私
の
内
部

で
透
谷
と
比
較
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
ま
で
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
二
人
の
共
通
点
が
見
え
て
き
て
、
運
動
に
直
接
参
加
し
た
透
谷
だ
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け
で
は
な
く
、
時
代
思
潮
‐

を
現
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
年
の
九
月
に
、
岩
波
書
店
が
創
業
九
十
年
を
記
念
し
て
「
読
者
が
選
ん
だ
私
の
好
き
な
岩
波
文
庫
１
０
０
」
を
発
表
し

た
が
、
読
者
か
ら
の
投
票
約
三
万
通
の
内
、
一
・
二
位
を
占
め
た
の
が
夏
目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
と
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
本
来
な
ら
当
然
と
も
い
え
る
が
、
近
頃
の
読
書
界
の
風
潮
か
ら
い
え
ば
、
一
種
の
驚
き
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
最
近
の
教
科

書
か
ら
漱
石
・
鴎
外
の
名
が
消
え
つ
つ
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
今
度
の
百
選
に
お
け
る
古
典
と
し
て
の
評
価
を
得

て
い
る
漱
石
に
つ
い
て
、
図
書
館
や
本
屋
の
店
頭
に
並
ん
で
い
る
研
究
書
を
眺
め
て
み
る
と
、
膨
大
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
く
は
漱
石
の
作
品
研
究
が
中
心
で
、
作
家
以
前
の
漱
石
の
思
想
形
成
過
程
を
追
究
す
る
研
究
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い

す
な
わ
ち
、
漱
石
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
明
治
三
十
八
年
一
月
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
し
て
以
来
、
「
倫
敦
塔
」
「
カ
ー
ラ
ィ

ル
博
物
館
」
「
幻
影
の
盾
」
と
矢
継
ぎ
早
に
作
品
を
発
表
し
、
「
草
枕
」
「
二
百
十
日
」
「
野
分
」
に
つ
づ
い
て
、
朝
日
入
社
以
降
は
「
虞

美
人
草
」
か
ら
「
一
」
こ
ろ
」
を
へ
て
「
道
草
」
「
明
暗
」
に
い
た
る
超
一
級
の
作
品
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
作

品
の
一
つ
一
つ
を
論
じ
て
行
け
ば
、
そ
れ
は
膨
大
な
量
と
な
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
漱
石
研
究
が
成
り
立
つ
か
の
如
き
錯
覚
を
生
ん
だ
と
い

え
る
。

か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
く
は
漱
石
（

と
い
う
の
が
私
の
印
象
で
あ
る
。

青
年
漱
石
の
日
本
の
近
代
へ
の
批
判

漱
石
は
透
谷
よ
り
満
一
年
と
十
八
日
早
く
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、
漱
石
の
作
家
以
前
の
一
一
一
十
八
年
間
の
思
想
的
な
発

展
過
程
は
、
透
谷
と
比
較
し
て
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
三
十
八
年
間
を
、
漱
石
の
思
想
上
の
空
白
と
し
て
そ
の
ま
ま

放
置
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
怠
慢
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
明
治
二
十
五
年
、
漱
石
が
「
文
壇

時
代
思
潮
と
し
て
の
自
由
民
権
運
動
の
地
下
水
に
触
れ
た
若
き
日
の
夏
目
漱
石
が
私
の
中
に
だ
ん
だ
ん
と
そ
の
鮮
明
な
姿
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こ
の
漢
文
の
文
章
は
、
表
題
に
「
観
菊
花
偶
記
三
級
二
組
塩
原
金
之
助
拝
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
東
京
大
学
予
備
門
予
科
在
学
中

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
何
月
に
書
か
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
都
下
有
養
菊
者
至
秋
造
菊
花
」
と
い
う

よ
う
に
全
文
が
句
読
点
も
返
り
点
も
な
い
漢
文
な
の
で
、
な
る
べ
く
原
文
に
そ
っ
て
意
訳
し
な
が
ら
六
つ
の
段
落
に
分
け
て
分
析
し
た
い
。

１
都
下
に
菊
を
養
う
者
が
い
た
。
秋
に
な
る
と
菊
花
を
造
り
、
其
の
門
に
立
札
を
立
て
て
客
を
招
い
た
。
自
分
は
嘗
て
往
っ
て
観
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
美
し
い
黒
髪
、
緑
色
の
黛
、
豊
頬
皓
歯
、
さ
な
が
ら
一
美
姫
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
衣
服
や
帯
は
皆
菊
で
出
来
て

お
り
、
姿
態
美
し
く
綺
麗
な
服
を
着
て
い
る
の
は
一
見
し
て
貴
公
子
と
知
れ
た
。
そ
し
て
裾
や
袖
は
み
な
菊
で
あ
っ
た
。
竹
を
編
ん
で

そ
の
体
を
造
り
花
を
こ
れ
に
纏
わ
せ
る
。
小
さ
な
菊
の
花
も
立
派
な
枝
も
ふ
っ
く
ら
と
し
て
緑
の
葉
は
そ
の
隙
間
を
補
い
、
紅
白
粉
や

青
い
薯
は
光
り
輝
い
て
見
事
仁
布
置
さ
れ
、
剪
栽
の
妙
至
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。

明
ら
か
に
な
る
と
私
は
考
え
る
。

に
於
け
る
平
等
主
義
の
代
表
者
『
ウ
オ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
』
三
四
］
（
ミ
ニ
白
目
の
詩
に
つ
い
て
」
を
書
い
た
時
、
「
幸
に
「
ダ
ウ
デ

ン
」
の
論
文
を
覧
る
こ
と
を
得
て
稿
を
草
す
る
の
際
稗
益
を
う
け
た
る
こ
と
多
し
」
と
特
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
’
九
九
四
年

に
私
が
そ
の
全
文
訳
を
行
う
迄
、
何
人
か
の
英
文
学
者
に
よ
っ
て
部
分
的
に
訳
さ
れ
た
の
み
で
放
置
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
漱
石
研
究
者
が
、
漱
石
に
と
っ
て
明
治
二
十
五
年
の
持
っ
て
い
る
特
別
の
意
義
が
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ

は
漱
石
と
自
由
民
権
運
動
と
の
関
係
が
不
問
に
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
重
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
明
治
二
十
二
年
に
、
第
一
高
等
中
学
に
お
い
て
校
長
木
下
広
次
の
下
で
国
家
主
義
学
生
団
体
へ
の
入
会
を
誘

わ
れ
て
、
親
友
の
正
岡
子
規
と
共
に
入
会
を
拒
否
し
、
時
勢
に
背
く
意
味
を
こ
め
て
「
漱
石
」
と
号
し
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
漱
石
の
反

骨
精
神
が
、
一
体
い
つ
何
処
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
の
か
考
え
よ
う
と
し
な
い
こ
と
と
も
重
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
一
連
の
漱
石
の
思
想
の
軌
跡
の
秘
密
を
解
く
鍵
の
一
つ
は
、
明
治
十
八
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
大
学
予
備
門
予
科
二
級
に
在

学
し
て
い
た
時
に
漢
文
で
書
い
た
「
観
菊
花
偶
記
」
と
い
う
作
文
で
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
時
の
漱
石
の
思
想
が
か
な
り
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６
客
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
遂
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

右
の
文
章
は
、
１
に
お
い
て
菊
人
形
の
外
形
上
の
美
し
さ
を
描
写
し
、
２
に
い
た
っ
て
一
人
の
客
を
登
場
さ
せ
て
菊
人
形
が
、
菊
の

「
自
然
」
や
「
天
」
を
損
な
う
様
を
批
判
し
た
後
、
３
，
４
，
５
、
に
於
い
て
菊
造
り
が
、
そ
の
客
の
論
理
を
逆
手
に
と
っ
て
当
時
の
時

代
状
況
に
話
の
内
容
を
転
換
し
、
客
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
で
、
６
に
お
い
て
客
の
沈
黙
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
こ
の
対
立
す
る

視
点
同
士
の
対
話
形
式
に
よ
る
文
明
批
判
は
、
中
江
兆
民
の
「
一
一
一
酔
人
経
輪
問
答
」
（
明
治
二
十
年
）
よ
り
一
一
年
前
に
書
か
れ
た
こ
と
に

２
と
こ
ろ
が
、
あ
る
客
が
来
て
、
嘆
い
て
言
う
こ
と
に
は
、
何
と
こ
の
技
の
卑
し
む
べ
き
こ
と
よ
・
菊
の
枝
の
縦
横
曲
直
は
、
そ
の
生

ま
れ
な
が
ら
の
性
質
に
従
っ
て
自
然
を
全
う
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
よ
い
場
所
に
庭
師
が
樹
を
養
う
所
以
で
あ
る
。
思
う
に
、

隠
逸
閑
雅
に
し
て
野
趣
掬
す
べ
き
と
こ
ろ
が
菊
の
天
性
で
は
な
い
の
か
。
今
こ
の
有
様
で
は
ど
う
し
て
菊
と
い
え
よ
う
か
。

３
そ
れ
に
対
し
て
、
花
を
養
う
者
が
い
う
に
は
、
天
下
に
お
い
て
そ
の
性
を
曲
げ
、
そ
の
天
性
を
屈
す
る
者
は
独
り
菊
だ
け
で
あ
ろ
う

か
。
今
士
に
於
い
て
貴
ぶ
所
の
も
の
は
、
節
義
気
操
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
利
禄
や
爵
位
を
眼
に
す
る
と
そ
の
操
持
す
る
所
を
一
刻

も
早
く
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
の
が
、
稻
々
た
る
天
下
の
有
様
で
あ
る
。
こ
の
輩
は
、
金
の
冠
や
立
派
な
刺
繍
を
し
た
服
を
身
に
つ
け
て

い
て
も
、
そ
の
精
神
は
亡
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
の
菊
と
異
な
る
と
い
え
よ
う
か
。

４
し
か
も
菊
の
方
は
、
肥
料
で
栽
培
し
な
け
れ
ば
花
は
艶
や
か
に
な
ら
ず
、
十
分
に
水
を
や
ら
な
け
ば
大
輪
と
な
ら
な
い
。
ま
た
春
苗

を
摘
み
取
ら
な
い
と
枝
は
立
派
に
分
か
れ
な
い
。
つ
ま
り
灌
概
や
培
養
が
良
く
な
い
と
菊
を
自
分
の
思
う
よ
う
に
使
う
こ
と
が
出
来
な

５
と
こ
ろ
が
、
士
に
至
っ
て
は
其
れ
と
は
異
な
っ
て
、
利
禄
に
誘
惑
さ
れ
な
く
て
も
自
ら
そ
の
性
を
曲
げ
る
者
が
居
り
、
爵
位
で
釣
ら

れ
な
く
て
も
自
ら
そ
の
天
性
を
屈
す
る
者
が
い
る
。
あ
き
れ
た
者
で
は
な
い
か
。
か
の
士
な
る
者
は
、
世
の
中
の
人
々
が
敬
い
手
本
と

し
て
尊
敬
す
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
今
こ
の
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
菊
人
形
の
技
だ
け
を
け
し
か
ら
ん
と
い
う
の

力n
ｏ 

い
○ 
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漱
石
の
徴
兵
拒
否
と
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
文

「
観
菊
花
偶
記
」
の
中
心
思
想
を
な
す
「
天
」
の
思
想
が
、
ル
ソ
ー
的
な
「
自
然
」
や
、
後
年
の
「
則
天
去
私
」
の
〈
天
〉
の
思
想
と

つ
な
が
っ
て
お
り
、
菊
人
形
の
華
麗
な
、
し
か
し
内
側
が
空
洞
化
し
て
い
る
姿
を
寓
瞼
的
に
用
い
て
自
由
民
権
運
動
崩
壊
後
の
滑
々
た
る

転
向
の
時
代
を
瓢
刺
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
十
八
・
九
年
に
お
い
て
漱
石
は
す
で
に
日
本
の
近
代
に
対
し
て

か
な
り
鋭
い
批
判
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
明
治
二
十
五
年
の
悪
名
高
い
選
挙
大
干
渉
事
件
の
後
、
北
海
道
に
籍
を

送
っ
て
徴
兵
拒
否
を
や
り
、
同
じ
年
に
「
文
壇
に
於
け
る
平
等
主
義
の
代
表
者
『
ウ
オ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
』
ミ
ニ
ミ
宣
言
目
の
詩

に
つ
い
て
」
や
「
中
学
改
良
策
」
の
中
で
日
本
の
近
代
化
批
判
を
行
っ
た
こ
と
も
、
一
貫
し
た
思
想
的
な
立
場
に
立
っ
て
の
行
為
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
現
在
の
私
は
確
信
を
以
て
言
い
切
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
も
関
連
し
て
、
「
明
治
の
精
神
」
の
体
現
者
と
し
て
の
乃
木
さ
ん
の
「
殉
死
」
を
め
ぐ
っ
て
、
か
つ
て
、
丸
谷
才

一
氏
と
駒
尺
喜
美
氏
と
の
間
で
論
争
が
あ
っ
た
が
、
丸
谷
氏
は
「
徴
兵
忌
避
者
と
し
て
の
夏
目
漱
石
」
と
い
う
論
文
（
「
展
望
」
昭
和
四

注
目
す
べ
き
で
、
漱
石
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
発
想
を
持
っ
た
政
治
小
説
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
観
菊
花
偶
記
」
の
キ
イ
ワ
ー
ド
は
「
天
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
天
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
夏
目
漱
石
に
お
け
る

「
天
」
の
思
想
序
」
（
『
透
谷
と
漱
石
－
自
由
と
民
権
の
文
学
－
』
）
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
長
々
と
繰
り
返
す

こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
柳
父
章
が
「
近
代
思
想
史
に
お
け
る
『
天
』
と
一
一
冒
皀
『
の
一
一
」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
天
」
と
い

う
言
葉
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
｜
つ
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
、
つ
ま
り
明
治
維
新
の
時
期
と
、
も
う
一
つ
は
、
明
治
十
年

代
の
「
天
賦
人
権
」
が
唱
え
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
て
、
「
時
代
を
支
配
す
る
権
力
や
価
値
が
根
底
的
に
批
判
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
そ
し

て
あ
た
ら
し
い
価
値
が
ま
さ
し
く
そ
こ
か
ら
み
ち
び
か
れ
る
よ
う
な
根
拠
と
し
て
、
人
々
は
「
天
」
を
求
め
た
」
と
柳
父
は
い
う
。
「
天

は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
」
と
述
べ
た
福
沢
諭
吉
に
つ
い
て
こ
こ
で
改
め
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

2４ 



最終講義透谷・漱石と私

わ
れ
ら
は
た
だ
一
一
つ
の
眼
を
有
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
一
一
つ
の
眼
は
二
つ
な
が
ら
、
昼
夜
と
も
に
前
を
望
ん
で
い
る
。
そ
う

し
て
足
の
眼
に
及
ぱ
ざ
る
を
恨
み
と
し
て
、
焦
慮
に
焦
慮
て
、
汗
を
流
し
た
り
呼
息
を
切
ら
し
た
り
す
る
。
恐
る
べ
き
神
経
衰
弱
は

ペ
ス
ト
よ
り
も
劇
し
き
病
毒
を
社
会
に
植
付
け
つ
つ
あ
る
。
夜
番
の
為
に
正
宗
の
名
刀
と
南
蛮
鉄
の
具
足
と
を
買
う
べ
く
余
儀
な
く

せ
ら
れ
た
る
家
族
は
、
沢
庵
の
尻
尾
を
噛
っ
て
日
夜
あ
く
せ
く
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
夜
番
の
方
で
は
頻
り
に
刀
と
具
足
の
不
足
を

訴
へ
て
ゐ
る
。
吾
等
は
揮
身
の
気
力
を
挙
げ
て
、
吾
等
が
過
去
を
破
壊
し
つ
つ
、
艶
れ
る
迄
前
進
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
｜
一
一
四
郎
」
の
広
田
先
生
の
「
亡
び
る
ね
」
と
い
う
言
葉
や
、
「
現
代
日
本
の
開
化
」
に
お
け
る
漱
石
の
日
本
の
近
代
化
へ
の

悲
観
論
と
重
な
る
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
夜
番
」
と
い
う
の
は
、
権
力
を
持
っ
た
「
国
家
」
を
指
し
、
「
正
宗
の
名
刀
と
南

蛮
鉄
の
具
足
」
と
い
う
の
が
、
大
砲
や
軍
艦
と
い
っ
た
「
陸
海
軍
の
軍
備
」
を
さ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
は
、
そ
の

後
漱
石
の
指
摘
通
り
、
戦
争
に
つ
ぐ
戦
争
を
行
っ
て
つ
い
に
破
滅
し
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
ば
か
り
で
は
な
く
、
九
月
十
一
日
の
一
三
１

十
四
年
六
月
号
）
の
中
で
、
漱
石
の
徴
兵
忌
避
が
、
「
た
ぶ
ん
漠
然
と
世
間
の
通
念
に
従
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
、
別
段
、
確
固
た

る
思
想
的
立
場
に
立
っ
て
の
行
動
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
い
い
、
そ
の
根
拠
と
し
て
漱
石
が
北
海
道
へ
籍
を
送
っ
た

同
じ
年
の
、
明
治
二
十
五
年
、
大
学
へ
提
出
す
る
教
育
学
の
論
文
と
し
て
書
い
た
「
中
学
改
良
策
」
の
中
の
「
国
防
も
厳
に
せ
ざ
れ
ぱ
城

下
の
盟
に
末
代
の
恥
を
還
す
事
あ
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
ば
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
語
句
は
、
そ
の
後
に
「
去
れ
ば
天

下
の
人
々
狂
奔
喧
走
し
て
彼
も
此
も
と
輸
入
し
た
る
結
果
如
何
に
と
見
て
あ
れ
ば
先
祖
伝
来
の
元
気
漸
く
沮
喪
し
て
見
掛
許
り
は
驚
山
な

る
不
具
者
と
な
り
い
」
と
い
う
文
脈
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
見
落
と
し
た
の
は
、
丸
谷
才
一
氏
の
重
大
な
誤
読
で
あ

る
こ
と
を
、
私
は
す
で
に
「
漱
石
に
お
け
る
個
人
と
国
家
」
（
『
日
本
文
学
こ
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
漱
石
は
、
明
治
二
十
五
年
段
階
で
、
日
本
の
近
代
化
が
真
の
近
代
で
は
な
い
、
〈
ニ
セ
近
代
〉
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
認
識
し

て
お
り
、
そ
れ
は
、
後
に
「
マ
ー
ド
ッ
ク
先
生
の
『
日
本
歴
史
』
」
（
明
治
四
十
四
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
と
真
っ
直
ぐ
に

て
お
り
、
そ
れ
は
、

つ
な
が
っ
て
い
る
。

2５ 



小澤

現
代
の
危
機
と
透
谷
・
漱
石

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
名
の
下
に
ア
メ
リ
カ
式
の
競
争
主
義
、
効
率
主
義
が
企
業
の
み
で
は
な
く
小
・
中
・
高
か
ら
大
学
ま
で
の

教
育
現
場
に
も
浸
透
し
、
後
れ
た
者
や
弱
い
者
、
年
取
っ
た
者
が
ど
ん
ど
ん
切
り
捨
て
ら
れ
る
世
の
中
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
誰
も
が

実
感
し
て
い
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
ま
た
国
際
平
和
の
問
題
に
関
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
横
暴
は
目
に
余
る
も
の
が
あ
る
。
私
の
長
年
の

友
人
で
、
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
の
杉
野
要
吉
氏
は
、
『
わ
が
「
文
学
史
」
講
義
ｌ
近
代
・
人
間
・
自
然
ｌ
』
（
二
○
○
一
一
一
・
九
）
の
「
あ

と
が
き
」
の
中
で
、
今
度
の
一
連
の
戦
争
を
見
る
限
り
、
「
ピ
ン
・
ラ
デ
ィ
ン
が
ア
フ
ガ
ン
自
爆
テ
ロ
リ
ス
ト
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る

と
い
う
な
ら
、
ブ
ッ
シ
ュ
こ
そ
、
他
民
族
の
国
家
や
文
明
の
破
壊
、
無
数
の
無
事
の
人
間
の
殺
戦
を
巨
大
な
規
模
で
一
気
に
や
っ
て
の
け

る
、
ま
さ
に
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
い
う
と
お
り
「
世
界
最
大
の
テ
ロ
国
家
」
の
リ
ー
ダ
ー
だ
と
い
っ
て
ま
っ
た
く
さ
し
つ
か
え
な
い
。
」
と

言
い
切
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
悲
し
い
こ
と
に
、
そ
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
い
ち
早
く
支
持
を
表
明
し
た
の
が
、
日
本
の
首
相
、
小
泉
純

一
郎
氏
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ラ
ク
戦
争
は
い
ま
や
、
か
つ
て
の
日
中
戦
争
や
、
ア
メ
リ
カ
と
ベ
ト
ナ
ム
と
の
戦
争
に
似
た
泥
沼
状
態

に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
は
イ
ラ
ク
に
自
衛
隊
を
派
遣
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
世
界
の
現
実
を
、
透
谷
や
漱
石
が
見
た
ら
何
と
一
一
一
一
口
う
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
う
言
い
つ
つ
も
何
も
出
来
な
い
自
分
に
苛
立
つ
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
「
日
本
文
学
」
の
授
業
で
学
生
に
見
せ
た
内
舘
牧
子
脚
本
の
映
画
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
ｌ
人
生
損
ば
か
り
の
あ
な
た
に
棒
ぐ

ｌ
」
の
中
で
、
漱
石
が
、
主
人
公
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
、
「
明
日
勝
て
な
け
れ
ば
、
明
後
日
勝
つ
、
明
後
日
勝
て
な
け
れ
ば
、
勝
つ
ま
で
頑

張
る
」
と
言
わ
せ
た
そ
の
一
一
一
一
口
葉
に
多
く
の
若
者
が
共
感
し
て
お
り
、
そ
こ
に
漱
石
の
〈
た
た
か
い
〉
の
精
神
が
今
な
お
生
き
続
け
て
い
る

ヨ
ー
ク
の
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
に
始
ま
る
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ク
で
の
戦
争
を
見
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
、
今

日
の
軍
事
力
優
先
の
国
家
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
漱
石
の
百
年
以
上
も
前
の
批
評
が
、
今
な
お
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
現
在
の
私
た
ち
の
不
幸
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

2６ 
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私
は
、
『
社
会
文
学
』
第
十
六
号
（
一
一
○
○
｜
・
十
二
）
の
中
で
、
「
私
は
つ
れ
づ
ね
漱
石
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
原
像
が
、
内
田
魯

庵
訳
の
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
イ
ワ
ン
の
馬
鹿
」
へ
の
共
感
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
八
木
独
仙
の
話
の
中
に
出
て
く
る

「
馬
鹿
竹
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
誕
生
し
て
、
そ
の
主
人
公
の
坊
ち
ゃ
ん
と
清
と
の
間
に
存
在

す
る
〈
無
償
の
愛
〉
が
日
本
人
の
心
の
〈
故
郷
〉
と
し
て
長
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
。
」
と
書
い
た
。

漱
石
は
「
イ
ワ
ン
の
馬
鹿
」
が
「
西
洋
的
に
あ
ら
ず
寧
ろ
東
洋
的
と
存
候
。
」
（
明
治
三
十
九
・
一
・
六
、
内
田
魯
庵
宛
）
と
い
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
内
田
義
彦
氏
が
『
「
日
本
」
を
考
え
る
』
（
一
一
○
○
〒
五
）
の
中
で
、
ル
ソ
ー
の
「
利
己
心
」
と
「
自
愛
心
」
と

を
区
別
し
て
、
後
者
の
「
自
愛
心
」
が
カ
ン
ト
以
降
の
ド
イ
ツ
哲
学
に
な
り
、
ロ
シ
ア
古
典
文
学
を
へ
て
『
浮
雲
』
以
来
の
日
本
文
学
に

も
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
源
流
は
、
西
洋
で
も
東
洋

で
も
な
い
人
類
の
〈
魂
〉
の
「
故
郷
」
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
透
谷
の
「
内
部

生
命
」
や
、
漱
石
の
「
則
天
去
私
」
と
い
う
〈
文
学
思
想
〉
に
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
繋
が
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

私
は
、
退
職
後
も
、
こ
の
透
谷
と
漱
石
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
幅
広
く
日
本
と
世
界
の
文
学
に
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る

が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
か
つ
て
市
ヶ
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
私
と
一
緒
に
学
生
中
心
の
透
谷
研
究
会
を
作
っ
た
時
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
現

在
も
作
家
と
し
て
活
躍
中
の
藤
沢
周
氏
が
、
私
の
後
任
と
し
て
経
済
学
部
の
「
日
本
文
学
」
を
担
当
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、

学
生
は
、
私
と
は
ま
た
違
っ
た
透
谷
や
漱
石
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

私
は
、
『
社
会
文
学
』
第
十
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