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柴
田
勝
二
著

『
漱
石
の
な
か
の
〈
帝
国
〉
─
「
国
民
作
家
」
と
近
代
日
本
』

翰
林
書
房
　
二
〇
〇
六
年
一
二
月

　

私
事
に
亙
る
感
想
と
い
え
る
け
れ
ど
も
、
本
書
を
繙
読
し
て
い
る
あ
い

だ
、
書
評
者
の
脳
裡
に
頻
り
に
去
来
し
た
の
は
、
福
澤
諭
吉
の
「
瘠
我
慢

の
説
」（
一
八
九
一
年
執
筆
、一
九
〇
一
年『
時
事
新
報
』に
掲
載
）や
、森
鷗
外
の「
普

請
中
」（
一
九
一
〇
年
『
三
田
文
学
』
に
発
表
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由

は
簡
単
で
、
た
ま
た
ま
、『
明
治
小
説
全
集
』
と
し
て
集
大
成
さ
れ
て
い

る
、
山
田
風
太
郎
が
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
八
六
年
に
か
け
て
い
く
つ
か

の
雑
誌
・
新
聞
に
連
載
し
た
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
小
説
群
を
こ
の
と
こ
ろ

集
中
的
に
読
ん
で
い
た
せ
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
最
上
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
性
に
溢
れ
た
こ
の
壮
大
な
連
作
に
あ
っ
て
は
、
鷗
外
、
漱
石
、

子
規
、
熊
楠
、
一
葉
、
荷
風
、
透
谷
な
ど
の
傍
役
を
含
め
て
、
綺
羅
星
の

ご
と
き
登
場
人
物
た
ち
の
多
く
は
明
治
時
代
の
実
在
の
著
名
人
で
あ
り
、

厖
大
な
資
料
の
咀
嚼
と
引
証
が
虚
構
の
土
台
を
な
し
て
い
る
。

　

も
と
よ
り
夏
目
漱
石
の
か
ず
か
ず
の
著
作
に
日
頃
と
く
に
親
し
ん
で

い
る
わ
け
で
も
な
く
、
牽
強
付
会
の
虞
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
は
い
え
、

書
評
者
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
本
書
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
論
点

は
、
独
り
漱
石
の
み
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
漱
石
研
究
と
い
う

特
定
の
学
問
分
野
の
み
に
裨
益
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
と
時
を
同
じ

く
し
て
近
代
日
本
国
家
の
生
成
の
場
に
立
ち
会
っ
て
い
た
多
く
の
人
び

と
（
そ
の
な
か
に
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
＝
小
泉
八
雲
な
ど
も
当
然

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
）
の
意
識
や
心
理
に
も
必
然
的
に
か
か
わ
ら
ざ
る

を
得
な
い
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
明
治
期
日
本
の
知
識
人
階
級
を
中
心
と
し
て
国
民

全
般
の
う
え
に
重
く
の
し
か
か
り
、
共
通
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
難
題

（
明
治
期
に
お
け
る
そ
の
最
大
の
も
の
が
条
約
改
正
と
い
う
具
体
的
な
政

治
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
）
が
、
形

を
変
え
て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
ゆ
く
べ
き
な
に

か
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
歴
然
と
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

　

こ
こ
で
い
ま
さ
ら
事
新
し
く
特
筆
大
書
す
る
に
も
お
よ
ば
ぬ
こ
と
な

が
ら
、
幕
藩
体
制
崩
壊
期
の
江
戸
牛
込
に
生
を
享
け
、
漢
文
、
漢
籍
の
素

養
を
少
年
期
に
お
け
る
人
間
形
成
の
お
も
な
基
盤
と
し
て
育
っ
た
漱
石

夏
目
金
之
助
の
作
品
に
は
、
江
戸
と
東
京
の
連
続
な
ら
び
に
断
絶
の
併
存

と
い
う
、
明
治
期
の
精
神
風
土
に
固
有
の
錯
雑
し
た
二
律
背
反
性
、
自
家

撞
着
性
か
ら
見
て
も
、
同
時
代
の
文
筆
家
た
ち
と
の
比
較
と
い
う
点
か
ら

見
て
も
、
い
さ
さ
か
異
質
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
斬
新
さ
や
新
奇
さ
に
満

ち
て
い
る
。
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
そ
う
し
た
要
素
を
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
以
降
の
英
文
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
光
学
、
心
理
学
、
進
化
論
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
的
な
「
持
続
」
に
も
と
づ
く
時
間
論
と
い
っ
た
外
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
教
養
の
接
ぎ
木
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
簡
単
に

か
た
づ
け
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
適
切
で
な
い
。
多
方
面
に
見
い
だ
す
こ

と
で
の
き
る
新
機
軸
（
一
面
に
お
い
て
は
「
未
来
に
至
る
〈
近
代
〉
へ
の

志
向
」［
四
七
］
に
も
つ
う
じ
る
も
の
）
は
、
漱
石
自
身
が
習
慣
的
、
反
省

的
に
い
だ
い
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
価
値
観
や
倫
理
観
に
照
ら
す
と
き
、
微
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妙
な
違
和
や
不
和
や
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
る
も
と
と
も
な
る
。
し
か
し
、
見

か
た
を
変
え
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
感
覚
的
な
違
和
な
り
不
和
な
り
が
、

い
や
む
し
ろ
そ
れ
ら
こ
そ
が
、
漱
石
作
品
を
根
柢
に
お
い
て
特
徴
づ
け
る

美
学
的
個
性
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
称
す
る
こ
と
も
あ
る
い

は
可
能
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

　

以
上
、
概
略
を
述
べ
き
た
っ
た
よ
う
な
漱
石
文
学
の
特
質
は
、
こ
れ
ま

で
営
々
と
積
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
批
評
家
た
ち
や
研
究
者
た
ち
に
よ

る
議
論
に
お
い
て
も
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
焦
点

と
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
肝
要
な

問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
漱
石
の
立
脚
点
と
さ
れ
る
も
の
、
彼
の
価
値

意
識
が
、
個
人
主
義
、
国
家
主
義
の
い
ず
れ
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た

か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
た
い
し
て
、本
書
は
、

い
わ
ば
止
揚
と
称
す
べ
き
展
開
の
道
筋
を
示
そ
う
と
す
る
姿
勢
で
一
貫

し
て
い
る
。「
漱
石
は
決
し
て
偏
狭
な
国
家
主
義
者
で
は
な
い
が
、
少
な

く
と
も
自
己
へ
の
肯
定
と
自
国
へ
の
肯
定
が
連
続
す
る
地
平
の
な
か
を

生
き
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
」（
一
一
）
と
い
う
主
張
が
端
的
な
例

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
漱
石
自
身
に
よ
る
個
人
主
義
（「
自
己
本
位
」）
の
発

見
そ
の
も
の
も
ま
た
、
日
本
人
と
し
て
の
西
洋
な
い
し
は
英
文
学
と
い
う

他
者
の
発
見
を
経
由
し
た
弁
証
法
的
過
程
の
う
え
に
な
る
達
成
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
事
実
を
想
起
し
て
み
て
も
よ
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

個
人
と
国
家
は
、
互
い
に
排
斥
し
合
う
、
両
立
し
得
な
い
単
位
な
ど
で
は

な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
切
り
離
し
が
た
い
連
繋
が
あ
る
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
著
者
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
福

澤
諭
吉
『
学
問
ノ
ス
ゝ
メ
』（
一
八
七
二
─
七
六
年
）
と
内
村
鑑
三
「
イ
エ
ス

の
愛
国
心
」（
一
九
一
〇
年
）
の
例
で
あ
る
。

　

個
人
主
義
と
国
家
主
義
の
表
裏
一
体
化
と
い
う
面
に
か
ぎ
ら
ず
、
二
者

の
両
立
、
並
立
、
有
機
的
連
関
は
、
漱
石
の
思
索
的
営
為
に
あ
っ
て
は
、

根
幹
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

も
っ
と
も
明
瞭
に
証
し
て
い
る
の
は
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
で
行

な
わ
れ
た
講
義
に
も
と
づ
く
『
文
学
論
』（
一
九
〇
七
年
）
の
劈
頭
で
呈
示

さ
れ
た
有
名
な
定
義
で
あ
ろ
う
。「
凡
そ
文
学
的
内
容
の
形
式
は
（F+f

）

な
る
こ
と
を
要
す
。
Ｆ
は
焦
点
的
印
象
又
は
観
念
を
意
味
し
、
ｆ
は
こ
れ

に
附
着
す
る
情
緒
を
示
す
。」　

こ
の
定
義
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
漱
石
は
、

認
識
的
要
素
（
Ｆ
）
と
情
緒
的
要
素
（
ｆ
）
の
結
合
、
一
体
化
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
言
語
表
現
の
主
と
し
て
修
辞
と
し
て
の
位
相
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
と
は
い
え
、
じ
っ
さ
い
の
講
義
に
お
い
て
定

式
化
さ
れ
る
以
前
に
漱
石
の
構
想
に
あ
る
種
の
揺
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
示
す
資
料
（『
文
学
論
ノ
ー
ト
』）
に
如
実
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
Ｆ
と0

ｆ
の
関
係
が
じ
つ
は
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
著

者
は
指
摘
す
る
。

　
『
文
学
論
』
の
「
第
五
編　

集
合
的
Ｆ
」
で
、
漱
石
は
、「
模
擬
的
意
識
、

能
才
的
意
識
、
天
才
的
意
識
」
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
「
集
合
意
識
」
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
第
一
編　

文
学
的
内
容
の
分
類　

第
一
章　

文

学
的
内
容
の
形
式
」
に
お
い
て
、「
時
代
思
潮
（Zeitgeist

）」
と
い
い
換

え
得
る
「
一
世
一
代
の
Ｆ
」、「
時
代
的
Ｆ
」
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
言

及
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、「
第
五
編
」
に
眼
を
転
じ
る
と
、「（F+f

）
は

Ｆ
の
一
種
な
る
を
以
て
、
単
に
Ｆ
と
云
ふ
も
、
ｆ
を
伴
は
ず
と
附
記
せ

ざ
る
限
り
は
文
学
的
Ｆ
を
含
む
と
見
倣
す
を
妨
げ
ざ
る
に
似
た
り
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、（F+f

）
と
い
う
定
式
そ
れ
自
体
が
前
提
と
し

て
の
必
然
性
を
失
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
著
者
が
論
じ
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
、『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
に
お
い
て
「focal idea

」
の
理
念
が

「F=n･f

」
と
い
う
べ
つ
の
定
式
を
と
お
し
て
思
い
描
か
れ
て
い
た
こ
と
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と
関
連
づ
け
て
説
明
さ
れ
て
よ
さ
そ
う
な
事
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
本
来
の
定
式
に
あ
っ
て
ｆ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
も
の
は
個
人
の

意
識
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
た
い
す
る
Ｆ
は
、
た
と
え
ば
「
日
本
人
総
体
の

集
合
意
識
」（「
現
代
日
本
の
開
化
」［
一
九
一
一
年
］）
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
も

の
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

初
期
の
構
想
に
お
い
て
め
ざ
さ
れ
て
い
た
個
人
の
意
識
と
社
会
の
意

識
の
相
関
性
を
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
じ
っ
さ
い
の
講
義
に
お

い
て
は
後
退
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
個
人
の
意
識
の
総
和
と
し
て

社
会
あ
る
い
は
国
家
の
全
体
的
な
意
識
を
想
定
す
る
と
い
う
論
理
構
成

に
漱
石
自
身
が
無
理
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
忖

度
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
論
理
構
成
が
は
た
し
て
文
学
的
表
現
の
本
質

解
明
と
い
う
講
義
の
趣
旨
に
添
う
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
障
碍
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
の
段
階
で

は
萌
芽
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
、
個
人
と
社
会
、
個
人
と
国
家
の
関
係
に
た

い
す
る
関
心
が
、
そ
の
後
、
漱
石
の
創
作
の
根
本
的
発
想
（「
個
人
の
意

識
的
な
連
続
性
と
国
家
・
社
会
を
貫
く
歴
史
的
連
続
性
を
相
互
に
連
繋
さ

せ
る
着
想
」［
一
七
〇
］）
を
か
た
ち
づ
く
る
に
い
た
っ
た
と
す
る
本
書
の

主
張
は
、
肯
綮
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

極
端
な
い
い
か
た
を
す
る
な
ら
ば
、
漱
石
の
各
作
品
は
、
近
代
日
本
の

運
命
、
と
く
に
そ
の
否
定
的
側
面
を
主
題
と
し
た
寓
喩
あ
る
い
は
寓
話
と

し
て
読
み
解
く
こ
と
で
き
る
。
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

も
っ
と
も
明
白
な
形
で
要
約
し
て
い
る
の
が
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る
『
そ
れ
か

ら
』（
一
九
〇
九
年
、
一
九
一
〇
年
）
の
人
口
に
膾
炙
し
た
一
節
で
あ
る
こ
と

は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。「
第
一
、
日
本
程
借
金
を
拵
ら
へ
て
、
貧
乏
震ぶ

る

ひ
を
し
て
ゐ
る
国
は
あ
り
や
し
な
い
。
此
借
金
が
君
、
何い

つ時
に
な
つ
た
ら

返
せ
る
と
思
ふ
か
。
そ
り
や
外
債
位
は
返
せ
る
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
許ば

か

り
が
借
金
ぢ
や
あ
り
や
し
な
い
。
日
本
は
西
洋
か
ら
借
金
で
も
し
な

け
れ
ば
、
到
底
立
ち
行
か
な
い
国
だ
。
そ
れ
で
ゐ
て
、
一
等
国
を
以
て
任

じ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
無
理
に
も
一
等
国
の
仲
間
入
を
し
や
う
と
す

る
。
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
向
つ
て
、
奥お

く
ゆ
き行

を
削け

づ

つ
て
、
一
等
国
丈

の
間ま

口ぐ
ち

を
張は

つ
ち
ま
つ
た
。
な
ま
じ
い
張
れ
る
か
ら
、
な
ほ
悲ひ

惨さ
ん

な
も
の

だ
。
牛う

し

と
競
争
を
す
る
蛙か

へ
ると

同
じ
事
で
、
も
う
君
、
腹は

ら

が
裂さ

け
る
よ
。
其

影
響
は
み
ん
な
我
々
個
人
の
上う

へ

に
反
射
し
て
ゐ
る
か
ら
見
給
へ
。
斯
う
西

洋
の
圧
迫
を
受
け
て
ゐ
る
国
民
は
、
頭あ

た
まに

余
裕
が
な
い
か
ら
、
碌
な
仕
事

は
出
来
な
い
。
悉
く
切
り
詰
め
た
教
育
で
、
さ
う
し
て
目
の
廻
る
程
こ
き

使
は
れ
る
か
ら
、
揃
つ
て
神
経
衰
弱
に
な
つ
ち
ま
ふ
。
話
を
し
て
見
給
へ

大
抵
は
馬
鹿
だ
か
ら
。
自
分
の
事
と
、
自
分
の
今こ

ん
に
ち日

の
、
只
今
の
事
よ
り

外
に
、
何
も
考
へ
て
や
し
な
い
。
考
へ
ら
れ
な
い
程
疲
労
し
て
ゐ
る
ん
だ

か
ら
仕
方
が
な
い
。
精
神
の
困こ

ん
ぱ
い憊

と
、
身
体
の
衰
弱
と
は
不
幸
に
し
て
伴と

も

な
つ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
の
敗は

い
た
い退

も
一
所
に
来き

て
ゐ
る
。
日
本

国
中
何ど

こ所
を
見
渡
し
た
つ
て
、
輝か

ゞ
やい

て
る
断だ

ん
め
ん面

は
一
寸
四
方
も
無
い
ぢ
や

な
い
か
。
悉
く
暗
黒
だ
。
其
間あ

ひ
だに

立
つ
て
僕
一ひ

と
り人

が
、何
と
云
つ
た
つ
て
、

何
を
為し

た
つ
て
、
仕
様
が
な
い
さ
。」

　

こ
の
代
助
の
言
葉
の
背
後
に
、
国
家
予
算
の
三
倍
に
も
お
よ
ぶ
日
露
戦

争
の
莫
大
な
戦
費
、
旅
順
要
塞
攻
略
の
た
め
に
払
わ
れ
た
犠
牲
（
戦
死
者

一
五
、三
九
〇
名
、
戦
傷
者
四
三
、九
一
四
名
と
い
わ
れ
る
）
な
ど
を
引
き

替
え
に
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
っ
た
は
ず
の
日
露
講
和
条
約
（
ポ
ー
ツ
マ
ス

講
和
条
約
）
に
た
い
す
る
国
民
の
不
満
と
鬱
憤
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
作
中
人
物
の
発
言
を
つ
う
じ
て
直
接
的
に
吐
露
さ
れ
た
、
屈
折
を

孕
ん
だ
同
時
代
性
へ
の
関
与
の
姿
勢
（『
そ
れ
か
ら
』
に
お
い
て
は
、
日

露
戦
争
後
の
反
動
恐
慌
に
と
も
な
う
よ
う
に
し
て
生
じ
た
日
糖
事
件
と

呼
ば
れ
る
大
規
模
な
贈
収
賄
事
件
の
こ
と
も
副
次
的
話
題
と
し
て
言
及
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さ
れ
て
い
る
）
は
、
漱
石
の
各
作
品
に
あ
っ
て
、
比
喩
あ
る
い
は
イ
メ
ー

ジ
の
次
元
に
波
及
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

　

上
記
の
一
節
に
お
け
る
「
暗
黒
」、
よ
り
一
般
化
し
て
い
え
ば
「
暗
さ
」

は
、
前
作
『
三
四
郎
』（
一
九
〇
八
年
、
一
九
〇
九
年
）
を
織
り
な
す
対
比
的

基
調
の
一
端
を
な
し
、
国
民
が
こ
ぞ
っ
て
陥
り
か
ね
な
い
状
態
と
さ
れ
た

「
神
経
衰
弱
」（「
現
代
日
本
の
開
化
」［
一
九
一
一
年
］
な
ど
に
再
出
）
は
、『
行
人
』

（
一
九
一
二
─
一
三
年
）
の
中
心
的
登
場
人
物
、
一
郎
の
精
神
状
態
を
さ
す
鍵

語
と
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
巨
額
の
外
債
返
済
に
あ
て
る
た
め
悪
循
環

的
に
累
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
債
務
（
国
家
規
模
の
「
借
金
」）
は
、

個
人
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
借
金
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、『
道
草
』（
一
九
一
五
年
）

の
中
心
的
話
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
各
モ
テ
ィ
ー
フ
に
た
い

す
る
こ
の
よ
う
な
固
執
の
さ
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
連
鎖
関
係

を
思
う
と
き
、『
道
草
』の
最
終
章
で
健
三
が「
吐は

き
出だ

す
様
に
」い
う
、「
世

の
中な

か

に
片か

た

付づ

く
な
ん
て
も
の
は
殆
ん
ど
あ
り
や
し
な
い
。
一
遍
起お

こ

つ
た
事こ

と

は
何い

つ時
迄
も
続つ

ゞ

く
の
さ
。
た
ゞ
色い

ろ
い
ろ々

な
形か

た
ちに

変
る
か
ら
他ひ

と

に
も
自
分
に
も

解わ
か

ら
な
く
な
る
丈
の
事こ

と

さ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
、
お
の
ず
か
ら
肯
け

る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

私
見
を
申
し
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
漱
石

の
作
品
は
、
埋
め
が
た
い
空
虚
さ
へ
と
傾
斜
し
、
う
ち
に
広
が
る
虚
無

の
度
合
い
を
ま
し
て
ゆ
く
。
そ
の
極
点
に
位
置
す
る
も
の
が
、
お
そ
ら
く

『
こ
ゝ
ろ
』（
一
九
一
四
年
）
に
お
い
て
明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
大
将
の
殉

死
を
語
っ
て
い
る
言
説
な
の
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
そ
れ
ら
の

死
が
歴
史
上
の
分
岐
点
を
か
た
ち
づ
く
る
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
る
こ

と
は
揺
る
が
せ
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
上
、
そ
れ
ら
は

名
目
と
し
て
名
辞
と
し
て
し
か
生
起
す
る
こ
と
が
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、

本
来
、
紛
れ
も
な
い
個
人
の
死
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
は
ず
の

も
の
が
、
個
人
性
と
い
う
次
元
を
完
全
に
逸
脱
し
（
あ
る
い
は
超
越
し
）、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
的
、
思
弁
的
な
抽
象
性
を
獲
得
す
る
に
い

た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
し
て
、
各
作

品
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
時
を
経
る
と
と
も
に
観
念
の
代
替
物
あ
る
い
は

表
象
と
し
て
の
機
能
の
み
に
局
限
さ
れ
た
も
の
へ
と
化
し
て
い
っ
た
か

の
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
脈
絡
が
あ
れ
ば
こ
そ
、「
代
助
」、「
宗
助
」、「
安
井
」、「
Ｋ
」

あ
る
い
は
「
お
延
」
な
ど
と
い
っ
た
個
々
の
人
物
の
命
名
に
、
一
九
〇
四

年
の
日
韓
議
定
書
と
第
一
次
日
韓
協
約
（
韓
国
政
府
は
日
本
国
政
府
の

推
薦
し
た
財
務
顧
問
、
外
交
顧
問
を
傭
聘
し
、
外
交
に
か
ん
す
る
重
要

案
件
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
日
本
国
政
府
と
の
事
前
協
議
を
要
す
る
こ

と
と
な
っ
た
）、
一
九
〇
五
年
の
第
二
次
日
韓
協
約
（
韓
国
に
お
け
る
日

本
国
政
府
の
代
表
者
た
る
統
監
と
い
う
官
職
の
設
置
が
定
め
ら
れ
た
）、

一
九
〇
七
年
の
第
三
次
日
韓
協
約
（
韓
国
政
府
に
よ
る
高
等
官
吏
の
任

免
は
統
監
の
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
）、
さ
ら
に
は

一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
条
約
締
結
（
そ
れ
に
と
も
な
い
統
監
府
は
朝
鮮

総
督
府
に
改
組
さ
れ
、
名
実
と
も
に
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
化
と
統
治
の
全

権
を
掌
握
す
る
ま
で
に
な
っ
た
）
へ
と
い
た
る
時
代
背
景
が
投
影
さ
れ
て

い
る
と
す
る
分
析
も
、
説
得
力
と
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し

た
分
析
手
続
き
の
延
長
に
お
い
て
、
た
と
え
名
前
を
も
た
な
い
存
在
で
は

あ
っ
て
も
、『
こ
ゝ
ろ
』
の
作
中
人
物
、「
先
生
」
と
世
代
的
な
隔
た
り
の

あ
る
語
り
手
、「
私
」
は
、
い
ま
や
前
時
代
と
な
っ
た
明
治
に
対
比
さ
れ

る
「〈
大
正
〉
と
い
う
時
代
の
暗
喩
」（
二
〇
〇
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
「
帝
国
主
義
的
な
侵

攻
の
時
代
と
し
て
」（
二
四
三
）
主
人
公
像
に
仮
託
さ
れ
表
象
さ
れ
て
き
た
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〈
明
治
〉
は
、『
道
草
』
に
お
い
て
は
、
時
代
の
転
換
と
未
来
へ
の
展
望
と

い
う
新
た
な
文
脈
を
賦
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
に
お
い

て
、「『
こ
ゝ
ろ
』
で
提
示
さ
れ
た
、
若
い
『
私
』
が
先
生
に
代
わ
っ
て
大

正
と
い
う
新
し
い
時
代
を
生
き
て
い
く
と
い
う
、
肯
定
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

は
そ
こ
か
ら
徹
底
的
に
剥
奪
さ
れ
て
い
る
」（
二
四
四
）。『
道
草
』
の
な
か

で
語
ら
れ
て
い
る
、「
過
去
の
幽
霊
」
が
「
現
在
の
人
間
」
で
も
あ
り
「
薄

暗
い
未
来
の
影
」
で
も
あ
る
と
い
う
三
重
性
を
有
す
る
無
気
味
さ
は
、『
夢

十
夜
』（
一
九
〇
八
年
）
の
「
第
三
夜
」
で
、
あ
ら
か
じ
め
怪
異
譚
の
よ
う

な
様
態
で
表
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
怪
奇
性
（
他
面
に
お

い
て
は
回
帰
性
）
の
ほ
う
に
む
し
ろ
注
目
し
て
、
観
念
的
な
も
の
が
つ
ね

に
生
理
的
感
覚
な
ど
卑
近
な
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
、
漱
石
作

品
の
特
徴
的
傾
向
、
テ
ク
ス
ト
の
機
構
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
る
き
っ

か
け
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

痔
疾
を
中
心
的
主
題
に
据
え
た
点
で
世
界
文
学
史
上
に
お
い
て
も
稀

れ
に
見
る
画
期
的
な
作
品
、『
明
暗
』（
一
九
一
六
年
、
一
九
一
七
年
）
の
つ
ぎ

の
一
節
で
は
、
感
覚
的
な
も
の
が
想
像
力
に
よ
っ
て
さ
ら
に
い
っ
そ
う
敷

衍
、
拡
張
さ
れ
、
不
安
感
を
掻
き
立
て
て
ゆ
く
さ
ま
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
鋏は

さ
みで

肉に
く

を
じ
よ
ぎ
じ
よ
ぎ
切き

る
や
う
な
響ひ

ゞ

き
が
、

強
く
誇
張
さ
れ
て
鼓こ

膜ま
く

を
威
嚇
し
た
。
津
田
は
其そ

の
た
び度

に
ガ
ー
ゼ
で
拭ふ

き
取と

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
赤
い
血
潮
の
色い

ろ

を
、
想
像
の
眼め

で
腥な

ま
ぐさ

さ
う
に

眺な
が

め
た
。
ぢ
つ
と
寐ね

か
さ
れ
て
ゐ
る
彼
の
神
経
は
ぢ
つ
と
し
て
ゐ
る
の
が

苦く

に
な
る
ほ
ど
緊き

ん

張
し
て
来き

た
。
む
づ
痒か

ゆ

い
虫む

し

の
や
う
な
も
の
が
、
彼
の

身か
ら
だ体

を
不
安
に
す
る
た
め
に
、
気
味
悪わ

る

く
血
管
の
中な

か

を
這は

ひ
廻ま

は

つ
た
。」　

津
田
の
身
体
を
内
奥
ま
で
侵
し
て
い
る
病
と
、
彼
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
「
穴
と
腸
を
一
所
に
し
て
仕
舞
ふ
」
切
開
手
術
が
、
個
人
の
一
身
上

の
出
来
事
を
超
え
た
比
喩
性
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
そ

の
比
喩
性
を
う
わ
ま
わ
る
鮮
烈
さ
を
も
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

漱
石
の
各
作
品
は
、
時
代
性
と
個
人
性
の
輻
輳
の
場
で
あ
る
と
と
も

に
、
江
戸
と
東
京
の
、
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
す
べ
て
の
人
び
と
の
思

念
を
な
ん
ら
か
の
形
で
反
映
し
縮
約
す
る
装
置
で
も
あ
る
。
そ
の
テ
ク
ス

ト
の
読
解
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
研
究
的
、
精
神
分
析
的
な
ど
、
多
様
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
導
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当

然
、
そ
の
さ
い
に
は
比
較
研
究
と
い
う
視
点
が
有
効
に
な
っ
て
く
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
べ
つ
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
さ
き
に
触
れ
た
よ
う

な
無
気
味
な
も
の
へ
の
注
視
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
、
明
治
か
ら
大
正
に

か
け
て
の
日
本
文
学
に
お
け
る
怪
奇
性
の
系
譜
（
三
遊
亭
圓
朝
、
泉
鏡

花
、
岡
本
綺
堂
の
こ
と
が
と
り
あ
え
ず
頭
に
浮
か
ぶ
）
と
、
そ
の
な
か
に

お
け
る
漱
石
作
品
の
位
置
づ
け
、
そ
の
特
質
の
鮮
明
化
と
い
う
よ
う
な
こ

と
も
、
今
後
の
研
究
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
と
も
あ
れ
、
本
書
が
漱
石
研
究
の
向
か
う
べ
き
新
た
な
方
向
を
さ
し

示
す
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
専
門
家
以
外
の
一
般
読
者
に
も
多
く
の

示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

（
鈴
木
聡
）


