
 
第
二
章
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究･

２  
            

《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
》
の
行
方 

 
 
 
 
  
 
   
 
 
 

― 

日
蓮
主
義
に
よ
る
世
界
統
一
の
夢 

― 
   

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
読
む
か
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
の
友

情
物
語
、
ま
た
父
親
の
い
な
い
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
成
長
物
語
、
さ
ら
に
は
宇
宙
を
旅
す
る
Ｓ
Ｆ
物
語
と
い
っ

た
読
み
方
も
可
能
だ
ろ
う
。
今
回
私
は
宗
教
物
語
と
い
う
視
点
か
ら
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
対
立

と
い
う
構
図
の
中
で
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
託
さ
れ
た
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。 

       

一 

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
ど
の
よ
う
な
大
人
に
な
る
か 

  

私
の
提
起
は
、
物
語
が
閉
じ
ら
れ
た
後
《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
ど
の
よ
う
な
大
人
に
な
る
か
》
と
い
う
問
い

の
設
定
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
大
人
に
な
る
時
代
を
、
満
州
事
変
、
日
中
戦

争
、
太
平
洋
戦
争
と
続
く
、
い
わ
ゆ
る
一
五
年
戦
争
時
代
と
仮
定
し
て
お
き
た
い
。
む
ろ
ん
、
賢
治
が
「
銀

河
鉄
道
の
夜
」
の
作
品
の
舞
台
を
日
本
で
は
な
く
西
欧
・
イ
タ
リ
ア
に
し
た
理
由
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
や
は
り
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
歴
史
的
文
脈
の
中
で
賢
治
の
テ
キ
ス
ト
を
追
究
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。  

 

《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
ど
の
よ
う
な
大
人
に
な
る
か
》
と
い
う
問
い
は
、
た
と
え
ば
《
賢
治
が
長
生
き
し
た
ら

ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
》
と
い
う
問
い
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
こ
の
よ
く
口
に
さ
れ

る
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
建
設
的
な
議
論
を
導
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
作
者
の

思
想
を
知
る
手
が
か
り
は
結
局
の
と
こ
ろ
作
品
そ
れ
自
体
を
超
え
る
も
の
は
な
い
と
い
う
自
明
の
論
理
が
、

複
雑
極
ま
り
な
い
賢
治
の
テ
キ
ス
ト
に
跳
ね
返
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
情
に
よ
る
。
書
簡
が
そ
れ
な
り

の
数
残
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
書
簡
に
よ
っ
て
賢
治
の
思
想
の
全
体
を
組
み
立
て
ら
れ
る
と
考
え
る
の

は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。  

 

押
野
武
志
の
『
宮
沢
賢
治
の
美
学
』
（
翰
林
書
房
、
平
12
）
に
、
私
と
重
な
る
問
題
意
識
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
押
野
は
「
烏
の
北
斗
七
星
」
や
「
大
礼
服
の
例
外
的
効
果
」
を
例
に
挙
げ
、
そ
こ
に
《
美

学
化
》
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
働
い
て
い
る
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
《
美
学
化
》
と
は
、
本
来
対
立
す
る
も

の
を
イ
メ
ー
ジ
や
感
傷
と
い
っ
た
叙
情
・
情
緒
に
よ
っ
て
読
者
を
納
得
し
た
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
て
し
ま

う
機
能
性
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
賢
治
テ
キ
ス
ト
に
内
包
さ
れ
る
《
美
学
化
》
の
シ
ス

テ
ム
が
、
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
は
必
然
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
っ
た
問
題
性
を
帯

び
る
こ
と
を
意
味
す
る
。  

 

私
は
、
こ
の
押
野
の
指
摘
を
今
後
の
賢
治
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
提
起
と
捉
え
て
い
る
。
た
だ
、

賢
治
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
《
美
学
化
》
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
問
題
を
さ
ら
に
押
し
詰
め

て
検
証
す
る
た
め
に
は
、
賢
治
が
晩
年
ま
で
推
敲
を
重
ね
た
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
の
検
証
作
業
が
必
要

不
可
欠
な
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
長
じ
て
イ
タ
リ
ア
ン
フ
ァ
シ
ス
ト
に

な
る
か
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
る
か
は
別
レ
べ
ル
の
問
題
と
し
て
、
《
美
学
化
》
の
果
て
に
あ

る
も
の
は
、
昭
和
一
〇
年
代
と
限
定
し
て
考
え
れ
ば
、
や
は
り
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
容
認
と
い
う
こ
と
に
な
ら



ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
宗
教
的
使
命
感
が
絡
め
ば
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
る
可
能

性
の
高
い
こ
と
は
、
過
去
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。  

       

二 
宗
教
的
対
立 

（
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
） 

の
美
学
化 

  

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
は
、
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
を
め
ぐ
る
宗
教
的
対
立
の
構
図
が
組
み
込
ま
れ 

て
い
る
。  

  
 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
） 

「
僕
た
ち
と
マ

マ

一
諸
に
乗
っ
て
行
か
う
。
僕
た
ち
ど
こ
ま
で
だ
っ
て
行
け
る
切       

            

符
持
っ
て
る
ん
だ
。
」  

 
 
 

 

（
か
ほ
る
） 

「
だ
け
ど
あ
た
し
た
ち
も
う
こ
ゝ
で
降
り
な
け
ぁ
い
け
な
い
の
よ
。
こ
ゝ
天
上
へ  

                 

行
く
と
こ
な
ん
だ
か
ら
。
」  

 
 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
） 

「
天
上
へ
な
ん
か
行
か
な
く
た
っ
て
い
ゝ
ぢ
ゃ
な
い
か
。
ぼ
く
た
ち
こ
ゝ
で
天
上  

                 

よ
り
も
も
っ
と
い
ゝ
と
こ
を
こ
さ
へ
な
け
ぁ
い
け
な
い
っ
て
僕
の
先
生
が
云
っ         

           

た
よ
。
」  

 
 
 

 

（
か
ほ
る
） 

「
だ
っ
て
お
っ
母
さ
ん
も
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
し
そ
れ
に
神
さ
ま
が
仰
っ
し
ゃ
る  

                 

ん
だ
わ
。
」  

 
 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
） 

「
そ
ん
な
神
さ
ま
う
そ
の
神
さ
ま
だ
い
。
」  

 
 
 

 

（
か
ほ
る
） 

「
あ
な
た
の
神
さ
ま
う
そ
の
神
さ
ま
よ
。
」  

 
 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
） 

「
さ
う
ぢ
ゃ
な
い
よ
。
」  

 
 
 
 

 

（
青
年
） 

「
あ
な
た
の
神
さ
ま
っ
て
ど
ん
な
神
さ
ま
で
す
か
。
」  

 
 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
） 

「
ぼ
く
ほ
ん
た
う
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
、
け
れ
ど
も
そ
ん
な
ん
で
な
し
に
ほ
ん
た  

                 

う
の
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
で
す
。
」  

 
 
 
 

 

（
青
年
） 

「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
は
も
ち
ろ
ん
た
っ
た
一
人
で
す
。
」  

 
 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
） 

「
あ
ゝ
、
そ
ん
な
ん
で
な
し
に
た
っ
た
ひ
と
り
の
ほ
ん
た
う
の
ほ
ん
た
う
の
神
さ  

                 

ま
で
す
。
」  

  

こ
こ
に
明
ら
か
な
の
は
、
か
ほ
る
や
青
年
が
信
じ
る
「
神
さ
ま
」
に
対
し
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
「
ほ
ん
た

う
の
神
さ
ま
」
は
他
に
い
る
は
ず
と
主
張
す
る
、
宗
教
的
な
対
立
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
上
、
か
ほ
る
や
青

年
の
信
じ
る
「
神
さ
ま
」
は
キ
リ
ス
ト
ら
し
き
人
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
で
は
、
作
者
は
こ
の
宗

教
的
対
立
に
ど
の
よ
う
な
結
末
を
用
意
し
た
の
か
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
あ
た

か
も
対
立
が
止
揚
・
消
滅
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
、
《
美
学
化
》
さ
れ
た
結
末
に
他
な
ら
な
い
。  

  
 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
） 

「
け
れ
ど
も
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
ひ
は
一
体
何
だ
ら
う
。
」  

 
 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
） 

「
僕
も
う
あ
ん
な
大
き
な
暗
の
中
だ
っ
て
こ
わ
く
な
い
。
き
っ
と
み
ん
な
の
ほ
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

た
う
の
さ
い
は
マ
マい
を
さ
が
し
に
行
く
。
」  

  

こ
の
独
白
に
は
、
伏
線
と
し
て
、
「
僕
は
も
う
あ
の
さ
そ
り
の
や
う
に
ほ
ん
た
う
に
み
ん
な
の
幸
の
た

め
な
ら
ば
僕
の
か
ら
だ
な
ん
か
百
ぺ
ん
灼
い
て
も
か
ま
は
な
い
」
と
い
う
「
蝎
の
火
」
の
場
面
に
お
け
る

ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
決
意
が
効
果
的
に
働
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
読
者
は
非
常
な
感
動
を
も
っ
て
読
み
終
え
る



自
己
を
発
見
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。  

 
し
か
し
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
「
み
ん
な
の
」
と
い
う
時
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
者
（
か
ほ
る
や
青
年
）
は
含

ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
含
ま
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
み
ん
な
」
と
い
う
語
の
使

用
法
を
意
図
的
に
ず
ら
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
語
法
と
し

て
は
正
し
く
と
も
、
キ
リ
ス
ト
者
の
意
志
を
無
視
し
た
一
方
的
な
押
し
つ
け
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
も
押
野
の
指
摘
す
る
《
美
学
化
》
と
い
う
罠
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
本

来
対
立
し
て
い
る
は
ず
の
キ
リ
ス
ト
者
の
「
神
さ
ま
」
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
「
神
さ
ま
」
の
問
題
が
、
終
末

部
に
お
い
て
は
あ
た
か
も
対
立
が
止
揚
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
、
《
美
学
化
》
さ
れ
た
読
み
が
可
能
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。  

 

実
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
言
う
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
や
「
み
ん
な
の
幸
」
の
問
題
は
、
テ
キ
ス
ト
上

「
ぼ
く
ほ
ん
た
う
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
」
、
「
け
れ
ど
も
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
ひ
は
一
体
何
だ
ら
う
」
と

棚
上
げ
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
内
部
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
封
印
さ
れ
た
ま
ま
先
送
り
さ
れ

る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
決
意
が
そ
の
ま
ま
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
作
品
と
し
て
の
矛

盾
や
危
険
性
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
な
お
し
て
み

る
必
要
が
あ
る
。
賢
治
の
思
想
は
少
年
小
説
と
い
う
枠
の
中
だ
か
ら
こ
そ
結
果
的
に
成
立
し
得
た
ま
で
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
な
ぜ
な
ら
、
物
語
と
し
て
は
無
矛
盾
的
に
閉
じ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
少
年

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
様
い
つ
か
大
人
に
な
る
運
命
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。  

  
 
 

三 

ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
長
じ
て
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
る
可
能
性 

  

（
一
）
作
品
の
底
に
秘
め
ら
れ
た
賢
治
の
思
想 

 

《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
長
じ
て
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
る
可
能
性
》
を
論
証
し
て
み
る
。
初
め
て
読
む
と
い
う
段
階

で
は
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
を
描
い
た
作
品
と
い
う
印
象
を
強
く
受
け
る
こ
と
か

と
思
う
。 

だ
が
、 

繰
り
返
し
読
ん
で
み
る
な
ら
、
「
神
さ
ま
」
の
問
題
に
関
し
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
キ
リ
ス

ト
と
異
な
る
別
の
神
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
ま
た
、
作
者
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
将
来

別
の
神
を
見
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
す
る
と
、
そ

れ
ま
で
特
に
深
い
意
味
も
考
え
ず
に
読
み
過
ご
し
て
き
た
、
「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
切
符
」
や
「
蝎
の
火
」
と

い
っ
た
存
在
が
気
に
か
か
っ
て
く
る
。  

 

た
と
え
ば
「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
切
符
」
。
こ
れ
は
特
権
的
な
も
の
で
ど
こ
へ
で
も
行
く
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
普
通
の
切
符
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
読
者

に
明
か
さ
れ
る
。
と
な
れ
ば
「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
切
符
」
の
特
権
性
と
は
、
作
者
賢
治
の
信
仰
を
考
慮
に
入

れ
れ
ば
、
日
蓮
の
十
界
曼
荼
羅
が
自
ず
と
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」

に
関
す
る
対
立
の
場
面
で
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
か
ほ
る
に
「
ぼ
く
た
ち
こ
ゝ
で
天
上
よ
り
も
も
っ
と
い
ゝ
と

こ
」
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
返
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
ま
た
法
華
経
の
「
娑
婆
即
寂
光
土
」

の
思
想
が
見
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
も
ま
た
、
そ
の
根
本
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
法
華
経
に
い
う
「
久
遠
実
成
の
釈
迦
仏
」
を
想
定
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。  

 

「
蝎
の
火
」
の
問
題
は
、
「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
切
符
」
、
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
ほ
ど
解
釈
が
確
定
し
て

い
な
い
。
だ
が
、
一
見
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
元
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
「
蝎
の
火
」
も
、
や
は
り
仏
教
と

の
関
連
で
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
佐
藤
泰
正
（
「
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
―
そ

の
未
完
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
―
」
「
宮
沢
賢
治
」
創
刊
号
、
昭
56
）
は
、
「
桔
梗
い
ろ
の
つ
め
た
さ



う
な
天
を
も
焦
が
」
す
「
黒
い
け
む
り
」
と
い
う
描
写
に
注
目
し
、
そ
れ
を
「
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
異
和
と

異
議
の
モ
チ
ー
フ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
蝎
の
火
」
に
は
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
問
題
が
入
り

込
ん
で
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
工
藤
哲
夫
は
「
『
蝎
の
火
』
考
」
（
『
賢
治

論
考
』
和
泉
書
院
、
平
７
）
で
、
日
蓮
の
「
身
延
山
御
書
」
に
見
え
る
《
獅
子
追
わ
れ
井
戸
に
落
ち
た
狐

の
話
》
が
「
蝎
の
火
」
の
典
拠
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
お
り
、
私
自
身
妥
当
な
推
定
と
判
断
し
て
い
る
。 

 

そ
う
す
る
と
、
賢
治
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
示
す
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
底
に
仏
教
的
な
世
界

観
を
潜
め
、
そ
の
ほ
う
が
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
世
界
観
に
立
っ
て
こ
の
作
品
を
書
い
た
、
と
判

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。  

  

（
二
）
田
中
智
学
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
日
蓮
主
義
に
よ
る
世
界
の
統
一
） 

 

宮
沢
賢
治
は
、
日
蓮
主
義
団
体
国
柱
会
の
設
立
者
田
中
智
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
賢
治
が
い

か
に
田
中
智
学
に
心
酔
し
て
い
た
か
は
、
大
正
七
年
か
ら
九
年
く
ら
い
ま
で
の
書
簡
を
見
れ
ば
確
認
で
き

る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
論
の
展

開
の
都
合
上
以
下
に
引
用
す
る
。   

 

今
や
日
蓮
聖
人
に
従
ひ
奉
る
様
に
田
中
先
生
に
絶
対
服
従
致
し
ま
す
。
ご
命
令
さ
へ
あ
れ
ば
私
は
シ

ベ
リ
ア
の
凍
原
に
も
支
那
の
内
地
に
も
参
り
ま
す
。
乃
至
東
京
で
国
柱
会
館
の
下
足
番
を
も
致
し
ま

す
。
そ
れ
で
一
生
を
も
終
り
ま
す
。  

 
 
 
 
 
 
 

 

（
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
、
№
177 

大
９
）  

 

別
冊
「
世
界
統
一
の
天
業
」
何
卒
充
分
の
御
用
意
以
て
御
覧
を
願
ひ
ま
す
。 
―
略
― 

「
日
蓮
聖
人
の
教
義
」
「
妙
宗
式
目
講
義
録
」
等
は
必
ず
あ
な
た
を
感
泣
さ
せ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ

ん                                           

（
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
、
№
178 

大
９
）  

   

も
っ
と
も
、
晩
年
に
お
け
る
賢
治
の
思
想
に
ど
の
程
度
田
中
智
学
の
影
響
が
残
っ
て
い
た
か
。
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
推
定
す
る
資
料
が
少
な
く
、
智
学
か
ら
離
れ
た
と
も
そ
う
で
な
か
っ
た
と
も
解
釈

さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
、
第
一
回
宮
沢
賢
治
国
際
研
究
大
会
の
た
め
に
来
日
し
た
黄
瀛
氏

の
証
言
を
新
た
な
資
料
の
一
つ
に
加
え
る
な
ら
、
賢
治
の
田
中
智
学
へ
の
傾
倒
は
、
若
い
時
の
一
時
的
な

も
の
と
す
る
よ
り
は
、
あ
る
程
度
晩
年
ま
で
田
中
智
学
と
精
神
的
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
と
判
断
す
べ
き

か
と
考
え
る
。  

 

賢
治
と
会
っ
た
の
は
二
九
年
五
月
、
陸
軍
士
官
学
校
の
北
海
道
へ
の
卒
業
旅
行
の
帰
途
、
一
行
が
花

巻
に
立
ち
寄
っ
た
時
。 

―
略
― 

続
い
て
宗
教
が
話
題
に
な
り
、
賢
治
は
自
分
が
信
仰
し
て
い
た
日
蓮

宗
の
宗
教
団
体
「
国
柱
会
」
の
指
導
者
、
田
中
智
学
に
つ
い
て
「
宗
教
に
つ
い
て
と
て
も
よ
く
わ
き

ま
え
て
い
る
学
者
的
な
宗
教
家
だ
」
と
語
っ
た
と
い
う
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                            

（
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
事
、
「
岩
手
日
日
」
平
８
・
８
）  

  

と
す
れ
ば
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
宗
教
的
対
立
を
考
察
す
る
た
め
に
も
、
田
中
智
学
の
法
華

経
思
想
と
い
う
も
の
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
は
ず
だ
。  

 

智
学
の
法
華
経
思
想
は
国
家
意
識
と
強
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
天
皇
主
義
に
基
づ
く
国
体
思
想
の
強

調
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
智
学
に
よ
る
法
華
経
流
布
の
戦
術
は
、
ま
ず
一
〇
期
五
〇
年
計
画
で
国
柱



会
会
員
と
そ
の
組
織
の
圧
倒
的
拡
大
を
は
か
り
、
仏
教
に
お
け
る
転
輪
聖
王
と
し
て
の
天
皇
を
中
心
と
し

た
法
華
経
一
元
国
家
を
実
現
す
る
。
つ
い
で
、
法
華
経
に
よ
る
侵
略
的
世
界
統
一
の
実
現
と
い
う
最
終
目

的
を
目
指
し
、
従
わ
な
い
場
合
日
本
軍
隊
を
も
っ
て
世
界
を
統
一
す
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
世
界
に
「
寂

光
土
」
（
世
界
平
和
）
を
実
現
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る 

 

こ
の
よ
う
に
田
中
智
学
の
法
華
経
思
想
は
、
明
治
日
本
の
帝
国
主
義
的
世
界
侵
略
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る

よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
智
学
の
圧
倒
的
影
響
下
に
あ
っ
た
賢
治
の
法
華
経
思
想
を
追
究
す
る

場
合
、
智
学
の
法
華
経
思
想
と
ど
こ
が
同
じ
で
ど
こ
が
異
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
慎
重
に
見
極
め
て

い
く
作
業
が
重
要
と
な
る
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
宗
教
的
対
立
の
考
察
も
、
そ
れ
を
知
る
手
が

か
り
の
一
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。  

  

（
三
） 

賢
治
に
お
け
る
田
中
智
学
の
影
響 

 

賢
治
の
法
華
経
理
解
が
田
中
智
学
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
初
め
て
論
じ
た
の
は
、
上
田
哲
（
『
宮
沢

賢
治 

―
そ
の
理
想
世
界
へ
の
道
程
―
』
明
治
書
院
、
昭
60
）
だ
が
、
近
年
で
は
関
井
光
男
（
「
【
共
同
討

議
】
宮
沢
賢
治
を
め
ぐ
っ
て
」
、
「
批
評
空
間
」
Ⅱ
‐
14
、
平
９
）
の
発
言
も
あ
る
（
第
三
部
第
四
章
参

照
）
。
こ
こ
で
は
な
る
べ
く
そ
れ
ら
と
重
な
ら
な
い
範
囲
で
、
賢
治
に
お
け
る
智
学
の
影
響
を
見
て
お
く

こ
と
に
す
る
。  

 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
「
き
っ
と
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
を
さ
が
し
に

行
く
」
と
い
う
決
意
は
確
か
に
感
動
的
な
台
詞
で
は
あ
る
が
、
実
は
「
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
を
探
そ

う
と
し
た
の
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
だ
け
で
は
な
く
、
田
中
智
学
も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
保
阪
嘉
内
宛
書

簡
に
そ
の
書
名
が
記
さ
れ
た
『
世
界
統
一
の
天
業
』
（
天
業
民
報
社
、
明
37
）
に
お
い
て
、
冒
頭
智
学
は

次
の
よ
う
な
決
意
を
述
べ
て
い
る
。  

 

予
は
日
本
人
で
あ
る
、
然
れ
ど
も
偶
々
此
の
論
述
を
成
す
に
当
た
り
て
、
み
づ
か
ら
の
日
本
人
で
あ

る
の
を
遺
憾
と
す
る
の
で
あ
る
、
故
に
是
よ
り
暫
し
日
本
人
た
る
の
資
格
を
離
れ
、
世
界
人
類
の
一

員
と
し
て
、
世
界
人
類
の
最
終
希
望
を
代
表
し
て
、
人
類
究
極
の
幸
福
の
為
に
、
一
つ
の
大
福
音
を

宣
伝
し
よ
う
と
お
も
ふ
。  

  

言
葉
の
上
だ
け
か
ら
い
え
ば
、
智
学
の
い
う
「
人
類
究
極
の
幸
福
」
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
い
う
「
ほ
ん
た

う
の
さ
い
は
い
」
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
差
異
も
見
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
智
学

の
「
み
づ
か
ら
の
日
本
人
で
あ
る
の
を
遺
憾
と
す
る
」
と
い
っ
た
姿
勢
や
、
「
大
福
音
」
と
い
う
キ
リ
ス

ト
教
用
語
の
使
用
は
、
い
か
に
欺
瞞
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
主
人
公
が
ジ

ョ
バ
ン
ニ
と
い
う
西
欧
の
少
年
と
設
定
さ
れ
た
こ
と
と
何
ら
か
通
い
合
う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
に
は
「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は

あ
り
え
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
、
法
界
成
仏
と
い
う
天
台
教
学
の
根
本
思
想
を
賢
治

な
り
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
り
正
確
に
推
定
す
れ
ば
、
田
中
智
学
の
影
響
の
痕
跡

と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
に
「
必
ず
あ
な
た
を
感
泣
さ
せ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
」

と
あ
る
『
日
蓮
聖
人
之
教
義
』
（
国
柱
会
産
業
株
式
会
社
書
籍
部
、
明
43
）
に
は
、
次
の
言
葉
が
見
出
せ

る
の
で
あ
る
。  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

『
国
家
』
が
安
穏
で
な
け
れ
ば
『
個
人
』
が
安
穏
で
な
い
よ
う
に
、
や
は
り
『
世
界
』
が
間
違
っ
て



居
る
限
り
は
『
国
家
』
も
常
に
そ
の
波
及
を
受
け
て
、
根
底
よ
り
不
安
を
排
除
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。  

  

さ
ら
に
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
「
ぼ
く
た
ち
こ
ゝ
で
天
上
よ
り
も
も
っ
と
い
ゝ
と
こ
を
こ
さ
へ
な
け
ぁ
い
け

な
い
っ
て
僕
の
先
生
が
云
っ
た
よ
」
と
い
う
台
詞
が
、
法
華
経
の
「
娑
婆
即
寂
光
土
」
の
思
想
に
合
致
す

る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
台
詞
も
『
日
蓮
聖
人
之
教
義
』
の
次
の
言
葉
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

  
 

人
は
極
楽
や
天
国
の
よ
う
な
、
非
現
実
な
る
空
想
を
さ
へ
理
想
境
と
し
て
、
現
実
の
人
生
を
犠
牲

に
す
る
ほ
ど
、
理
想
に
忠
実
な
も
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
何
故
こ
の
『
現
実
の
世
界
に
於
け
る
理

想
的
実
現
』
に
意
を
寄
せ
な
い
の
で
あ
ら
う
、
吾
人
は
極
楽
や
天
国
の
よ
う
な
無
責
任
な
理
想
境
は
、

一
顧
の
価
値
も
な
い
も
の
と
お
も
ふ
、
『
敲
け
ば
音
の
す
る
現
実
の
境
界
に
、
極
楽
以
上
天
国
以
上

の
大
理
想
境
が
建
設
せ
ら
る
ゝ
と
い
ふ
教
』
に
対
し
て
は
、
身
命
も
な
に
も
一
切
入
揚
げ
て
忠
実
を

捧
げ
る
心
得
で
あ
る
。  

  

智
学
を
し
て
「
身
命
も
な
に
も
一
切
入
揚
げ
て
忠
実
を
捧
げ
る
心
得
」
に
せ
し
め
た
『
敲
け
ば
音
の
す

る
現
実
の
境
界
に
、
極
楽
以
上
天
国
以
上
の
大
理
想
境
が
建
設
せ
ら
る
ゝ
と
い
ふ
教
』
と
は
、
お
そ
ら
く

法
華
経
ま
た
は
日
蓮
の
教
え
を
意
味
す
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
言
う
「
先
生
」
と
は
誰
を
さ
す
の
か
。
作
品

に
お
い
て
先
生
と
は
担
任
の
先
生
を
指
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
後
に
日
蓮
そ
し
て
智
学
の
影
の
あ
る

こ
と
は
確
か
な
こ
と
だ
ろ
う
。  

  

（
四
） 

田
中
智
学
の
キ
リ
ス
ト
教
観 

 

智
学
が
「
極
楽
や
天
国
の
よ
う
な
無
責
任
な
理
想
境
」
と
い
う
時
、
対
立
宗
教
と
し
て
浄
土
真
宗
と
キ

リ
ス
ト
教
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
智
学
の
初
期
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
宗
門
の
維
新
』
（
師
子
王
文
庫
、

明
34
）
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
法
華
経
に
よ
る
国
内
の
宗
教
統
一
の
戦
略
が
示
さ
れ
て
お
り
、
宗

教
的
対
立
に
関
す
る
智
学
の
考
え
方
の
お
お
よ
そ
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。  

 

我
邦
最
終
の
教
陣
は
、
本
宗
の
外
『
真
宗
』
と
『
耶
蘇
教
』
と
の
み
な
る
べ
し
、
此
三
大
宗
教
は
実

に
四
海
の
壮
観
を
集
め
て
、
天
下
分
目
の
法
戦
を
瑞
穂
の
野
に
交
ふ
べ
し
、
然
も
天
運
既
に
帰
し
地

利
人
和
併
せ
得
た
る
本
化
妙
宗
の
膨
張
力
は
、
山
岳
河
海
を
も
翻
転
し
つ
べ
く
、
殊
に
況
や
宗
旨
教

義
の
正
邪
優
劣
、
天
淵
も
た
ゞ
な
ら
ざ
る
分
明
の
勝
算
は
、
と
く
既
に
内
外
有
識
者
及
挙
国
の
同
情

に
認
定
せ
ら
れ
、
「
第
十
期
」
の
中
間
に
及
ば
ず
し
て
、
『
真
宗
』
と
『
耶
蘇
教
』
は
我
邦
に
跡
を

絶
つ
に
至
ら
ん
こ
と
必
せ
り
、
斯
の
如
く
に
し
て
宗
教
の
天
下
終
に
一
に
定
ま
り
、
挙
国
既
に
一
乗

の
民
と
成
り
、
帝
国
議
会
の
大
多
数
、
本
化
妙
宗
の
経
国
主
義
を
奉
じ
、
畏
れ
多
く
も
皇
室
亦
疾
く

に
斯
正
教
と
冥
合
し
玉
ふ
に
至
り 

―
略
― 

   

智
学
は
、
法
華
経
に
よ
る
国
内
統
一
の
た
め
の
最
終
的
な
対
立
宗
教
を
浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
に
見
、

し
か
も
、
「
第
十
期
」
（
四
五
年
〜
五
〇
年
後
）
の
頃
ま
で
に
は
、
「
宗
旨
教
義
の
正
邪
優
劣
」
に
よ
り
、

「
我
邦
に
跡
を
絶
つ
に
至
ら
ん
こ
と
必
せ
り
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。  

  

（
五
） 

田
中
智
学
と
満
州
侵
略 



 
智
学
は
八
〇
年
（
昭
和
一
四
年
没
）
の
齢
を
保
っ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
『
宗
門
の
維
新
』
を
書
い
た

四
二
歳
（
明
治
三
四
年
）
か
ら
数
え
て
三
八
年
を
生
き
た
わ
け
で
、
当
然
そ
の
間
、
自
身
の
計
画
通
り
に

事
の
運
ば
な
か
っ
た
事
実
を
そ
の
目
で
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
法
華
経
信
者
が
予
定
さ
れ

た
よ
う
に
増
え
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
智
学
の
「
侵
略
」
的
折
伏
が
社
会
的
影
響
を
持
た
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
『
宗
門
の
維
新
』
を
読
み
熱
烈
な
法
華
主
義
者
と
な
っ
た
高
山
樗
牛
は
も
と
よ
り
、
「
満

州
」
侵
略
に
主
導
的
働
き
を
し
た
関
東
軍
参
謀
の
石
原
莞
爾
も
熱
心
な
国
柱
会
会
員
で
あ
っ
た
。  

 

嗚
呼
、
小
は
一
身
の
こ
と
か
ら
大
は
国
家
の
事
迄
す
べ
て
の
帰
結
は
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
で

は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。
一
身
の
成
仏
勿
論
大
問
題
で
す
。
然
し
吾
々
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
何
処
迄
も

日
蓮
聖
人
の
御
示
し
に
な
っ
た
通
り
、
国
家
、
神
性
な
る
我
皇
国
の
成
仏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
ひ
ま
す
。  

  

こ
れ
は
、
大
正
九
年
六
月
、
石
原
が
赴
任
地
で
あ
る
中
国
の
漢
口
か
ら
、
銻
夫
人
に
宛
て
た
書
簡
の
一

節
だ
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
に
よ
る
法
界
成
仏
の
思
想
は
、
賢
治
と
同
じ
も
の
で

あ
る
。
賢
治
の
国
柱
会
入
会
は
大
正
九
年
の
一
一
月
頃
、
石
原
の
入
会
は
日
記
の
記
述
か
ら
推
定
し
て
大

正
九
年
の
一
月
頃
と
考
え
ら
れ
、
偶
然
に
せ
よ
そ
の
時
期
の
重
な
り
は
注
目
に
値
す
る
。
む
ろ
ん
二
人
と

も
そ
れ
以
前
か
ら
の
熱
心
な
法
華
経
信
者
で
あ
っ
た
。  

 

石
原
は
「
世
界
最
終
戦
論
」
を
唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
軍
事
・
政
治
・
産
業
・
科
学
・

宗
教
各
方
面
か
ら
の
分
析
結
果
と
し
て
、
近
未
来
に
お
け
る
世
界
最
終
戦
の
勃
発
を
予
告
し
た
も
の
で
あ

る
。
石
原
は
ド
イ
ツ
留
学
時
代
（
大
正
一
二
年
〜
一
四
年
）
に
「
世
界
最
終
戦
論
」
の
構
想
を
得
た
と
さ

れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
発
想
の
根
本
に
あ
る
の
は
田
中
智
学
の
日
蓮
主
義
に
よ
る
「
世
界
統
一
」
へ
の

夢
で
あ
っ
た
。
今
手
元
の
『
世
界
最
終
戦
論
』
（
新
正
堂
、
昭
17
）
で
確
認
す
れ
ば
、
「
仏
教
の
予
言
」

に
一
章
が
割
り
振
ら
れ
て
お
り
、
日
蓮
や
田
中
智
学
の
名
を
幾
度
と
な
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。  

 

日
蓮
聖
人
以
後
の
第
一
人
者
で
あ
る
田
中
智
学
先
生
の
師
子
王
全
集
の
中
に
、
大
正
七
年
の
或
る
講

演
で
「
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
は
四
十
八
年
間
に
成
就
し
得
る
と
言
ふ
算
盤
を
弾
い
て
居
る
」
（
師
子

王
教
義
篇
第
一
輯
三
六
七
頁
）
と
書
か
れ
て
を
り
ま
す
。
大
正
八
年
か
ら
四
十
八
年
位
で
世
界
が
統

一
さ
れ
る
と
言
つ
て
居
り
ま
す
。
ど
う
言
ふ
算
盤
を
弾
か
れ
た
か
書
い
て
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
田
中
先

生
は
天
台
大
師
が
日
蓮
聖
人
の
教
を
準
備
さ
れ
た
如
く
、
時
来
つ
て
日
蓮
聖
人
の
教
義
を
全
面
的
に

発
表
し
た
―
―
即
ち
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
完
成
し
た
予
定
さ
れ
た
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
一
語

は
非
常
な
力
を
持
つ
て
居
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。  

  

田
中
智
学
の
法
華
経
に
よ
る
世
界
統
一
の
戦
略
は
す
で
に
記
し
た
が
、
石
原
は
「
折
伏
を
現
ず
る
場
合

の
闘
諍
は
世
界
の
全
面
的
戦
争
で
あ
る
べ
き
」
（
同
章
）
と
い
う
か
た
ち
で
、
智
学
の
夢
想
を
実
現
す
べ

く
「
世
界
最
終
戦
論
」
を
打
ち
立
て
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
一
〇
年
六
月
、
田
中
智
学

は
「
満
州
」
へ
旅
立
ち
、
各
地
で
「
国
体
の
正
義
」
を
講
演
し
、
さ
ら
に
「
満
洲
皇
帝
」
に
「
王
道
の
本

義
」
を
講
じ
て
い
る
（
田
中
芳
谷
著
『
田
中
智
学
先
生
略
伝
』
昭
49
、
師
子
王
文
庫
刊
に
よ
る
）
。
ち
な

み
に
、
石
原
が
東
条
英
機
の
軍
政
を
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
に
よ
り
現
役
を
追
わ
れ
予
備
役
編
入
と
な
っ

た
の
は
、
昭
和
一
六
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。  

 

お
そ
ら
く
、
法
華
経
・
日
蓮
・
田
中
智
学
へ
の
絶
対
的
服
従
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
宮
沢
賢
治
と
石



原
莞
爾
と
の
間
に
そ
の
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
石
原
は
軍
事
的
な
方
面
に
お
い
て

智
学
の
思
想
を
発
展
さ
せ
、
賢
治
は
文
芸
的
な
方
面
に
お
い
て
智
学
の
思
想
を
発
展
さ
せ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
賢
治
テ
キ
ス
ト
に
軍
事
的
な
色
合
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、

も
う
少
し
詳
し
く
作
品
に
沿
っ
て
考
察
を
推
し
進
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。  

  

（
六
） 

烏
の
義
勇
艦
隊 

  

も
し
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
長
じ
て
、
「
ぼ
く
た
ち
こ
ゝ
で
天
上
よ
り
も
も
っ
と
い
ゝ
と
こ
を
こ
さ
へ
な
け
ぁ
い

け
な
い
」
と
教
え
て
く
れ
た
「
先
生
」
が
田
中
智
学
で
あ
り
、
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
が
、

妙
法
蓮
華
経
に
よ
る
世
界
統
一
で
果
た
さ
れ
る
と
知
っ
た
な
ら
、
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
私
た
ち
は
ジ
ョ

バ
ン
ニ
が
フ
ァ
シ
ス
ト
と
な
ら
な
い
保
証
を
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
探
し
出
せ
る
の
だ
ろ

う
か
。  

 

そ
の
意
味
で
、
「
烏
の
北
斗
七
星
」
と
い
う
作
品
は
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
宗
教
的
対
立
の

そ
の
後
を
想
定
し
て
み
よ
う
と
す
る
時
、
と
て
も
示
唆
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。  

 

「
烏
の
北
斗
七
星
」
は
な
ぜ
「
義
勇
艦
隊
」
な
の
か
。
義
勇
軍
で
あ
る
こ
と
は
徴
兵
さ
れ
た
正
規
軍
と
異

な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
日
本
で
の
義
勇
兵
は
一
般
的
で
は
な
い
。
第
二
次
大
戦
末
期
に
「
義

勇
兵
役
法
」
が
制
定
さ
れ
た
事
実
は
あ
る
が
、
む
ろ
ん
「
烏
の
北
斗
七
星
」
で
「
義
勇
艦
隊
」
が
組
織
さ

れ
た
背
景
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
私
は
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
田
中
智
学
の
構
想
し
た
「
宗
設
義
勇

艦
隊
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。  

 
 

「
宗
設
義
勇
艦
隊
」
は
武
装
し
得
べ
き
商
艦
に
し
て
、
毎
年
大
小
を
通
じ
約
十
隻
已
上
を
建
造
し
、

資
力
の
増
大
を
待
て
漸
次
巨
艦
を
造
る
、
常
に
内
外
の
航
海
に
供
し
て
、
宗
用
及
国
用
の
利
便
に
備

へ
、
国
家
一
朝
有
事
の
日
は
、
全
艦
隊
を
挙
げ
、
無
料
使
用
の
条
件
を
以
て
、
朝
家
の
用
に
捧
ぐ
、

そ
の
平
時
の
用
途
は
左
の
如
し 

―
略
―   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
『
宗
門
の
維
新
』
） 

  

智
学
の
一
〇
期
五
〇
年
の
計
画
に
よ
る
と
、
一
年
毎
に
一
〇
隻
を
建
造
し
五
〇
年
目
に
は
二
九
一
五
隻

の
「
義
勇
艦
隊
」
を
保
有
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
通
常
は
「
貨
物
積
載
、
乗
客
登
載
、
そ
の
他
一
般

の
船
業
」
に
従
い
、
「
国
家
一
朝
有
事
」
に
お
い
て
軍
艦
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も

に
「
毎
船
必
ず
『
布
教
師
』
及
び
『
医
術
兼
修
の
行
衆
』
若
干
員
を
置
き
、
船
中
に
於
て
毎
日
修
行
及
演

説
を
以
て
法
益
を
布
き
、
又
図
書
閲
覧
室
に
は
、
経
典
、
祖
判
、
布
教
用
の
新
聞
雑
誌
を
備
ふ
、
そ
の
他

内
地
巡
教
の
各
隊
、
海
外
留
学
、
海
外
伝
道
、
海
外
宗
教
殖
民
の
宗
用
登
載
に
供
す
」
と
も
、
「
義
勇
艦

隊
」
の
仕
事
を
規
定
し
て
お
り
、
宗
教
、
軍
事
両
用
に
使
用
目
的
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。  

 

烏
の
「
義
勇
艦
隊
」
が
軍
事
的
目
的
を
持
つ
こ
と
は
作
品
に
明
ら
か
だ
が
、
も
し
背
景
に
智
学
の
「
義

勇
艦
隊
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
烏
の
「
義
勇
艦
隊
」
に
は
、
作
者
賢
治
の
宗
教
観
も
託
さ

れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
な
ら
ば
、
烏
の
「
義
勇
艦
隊
」
は
法
華
経
信
者
を
寓
意
し
、
殺

さ
れ
る
側
の
山
烏
は
、
対
抗
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
ま
た
は
浄
土
真
宗
の
信
者
を
寓
意
し
た
も
の

と
な
る
。
押
野
武
志
（
前
出
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
「
敵
の
山
烏
の
死
を
悼
み
、

死
骸
を
厚
く
葬
る
こ
と
で
、
勝
者
の
良
心
の
疼
き
を
示
し
つ
つ
、
情
緒
的
に
免
罪
さ
れ
る
」
機
能
が
働
い

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
烏
の
北
斗
七
星
」
と
い
う
作
品
は
、
宗
教
的
世
界
統
一
の
過
程
で
生
じ
る
犠

牲
者
に
対
す
る
賢
治
流
の
「
免
罪
」
法
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。  

 

と
す
れ
ば
、
智
学
の
命
令
で
あ
れ
ば
、
「
シ
ベ
リ
ア
の
凍
原
に
も
支
那
の
内
地
に
も
参
り
ま
す
」
と
友



人
に
書
き
送
っ
た
賢
治
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
大
人
と
な
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
も
し
か
す
る
と
「
烏
の
北

斗
七
星
」
の
義
勇
艦
隊
の
大
尉
の
よ
う
な
人
物
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
の
推
定
も
そ
れ
な
り
の
根

拠
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。  

 

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
田
中
智
学
の
「
宗
設
義
勇
艦
隊
」
に
入
隊
し
、
海
外
布
教
に
出
か
け
、
キ
リ
ス
ト
者
を

法
華
経
に
改
宗
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
武
力
で
抵
抗
さ
れ
た
た
め
そ
の
キ
リ
ス
ト
者
を
殺
し
て
し

ま
う
。
そ
の
結
果
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
義
勇
艦
隊
内
で
昇
進
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
（
あ
あ
、
マ
ヂ
エ
ル

様
、
ど
う
か
憎
む
こ
と
の
で
き
な
い
敵
を
殺
さ
な
い
で
い
ゝ
や
う
に
早
く
こ
の
世
界
が
な
り
ま
す
よ
う
に
、

そ
の
た
め
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
の
か
ら
だ
な
ど
は
何
べ
ん
引
き
裂
か
れ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）
と
祈
る
の

で
あ
る
。
「
僕
は
も
う
あ
の
さ
そ
り
の
や
う
に
ほ
ん
た
う
に
み
ん
な
の
幸
の
た
め
な
ら
ば
僕
の
か
ら
だ
な

ん
か
百
ぺ
ん
灼
い
て
も
か
ま
は
な
い
」
と
祈
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
祈
り
を
終
え
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、

烏
の
少
佐
（
大
尉
か
ら
昇
進
）
が
許
嫁
の
元
に
帰
っ
た
よ
う
に
、
母
親
の
待
つ
日
本
（
作
品
と
し
て
は
イ

タ
リ
ア
）
に
帰
る
の
で
あ
る
。  

 

な
お
、
烏
の
大
尉
が
祈
り
を
さ
さ
げ
る
「
マ
ヂ
エ
ル
様
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
大
熊
座
の
学
名
「
ウ
ル

サ
・
マ
ジ
ョ
ー
ル
」
か
ら
の
造
語
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
大
熊
座
の
一
部
で
あ
る
北
斗
七
星
が
「
マ
ヂ
エ

ル
様
」
の
意
味
対
象
で
あ
る
と
み
て
差
し
支
え
が
な
い
。
タ
イ
ト
ル
と
も
重
な
る
こ
の
北
斗
七
星
は
、
仏

教
（
密
教
）
に
お
い
て
は
北
斗
の
本
地
と
さ
れ
る
妙
見
菩
薩
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
お
り
、
賢
治
が
こ
こ

で
北
斗
の
本
地
と
さ
れ
る
妙
見
菩
薩
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
何

ら
か
「
信
仰
的
絶
対
者
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
殺
さ
れ
た

山
烏
側
に
と
っ
て
の
「
マ
ヂ
エ
ル
様
」
の
位
置
付
け
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
烏
の
「
義
勇
艦
隊
」
と
山

烏
と
の
対
立
は
、
軍
事
的
に
で
あ
れ
宗
教
的
に
で
あ
れ
、
「
マ
ヂ
エ
ル
様
」
へ
の
祈
り
に
よ
っ
て
解
決
さ

れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
或
る
意
味
、
「
法
華
経
」
な
ら
ぬ
「
マ
ヂ
エ
ル
様
」
に
よ

る
世
界
統
一
に
他
な
ら
な
い
。  

  
 
 

四 

再
び
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
ど
の
よ
う
な
大
人
に
な
る
か 

  

こ
れ
ま
で
、
賢
治
テ
キ
ス
ト
に
見
出
さ
れ
る
田
中
智
学
の
影
響
の
幾
つ
か
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ
れ

と
は
逆
に
智
学
の
影
響
と
い
っ
た
視
点
か
ら
だ
け
で
は
解
釈
し
切
れ
な
い
問
題
が
、
賢
治
の
テ
キ
ス
ト
に

は
数
多
く
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

  

私
は
先
に
、
賢
治
の
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
に
い
う
「
菩
薩
行
」
と
、
智
学
の
『
世
界
統
一
の
天
業
』

に
い
う
「
大
福
音
」
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
。
そ
の
指
摘
は
指
摘
と
し
て
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
て
い

る
が
、
そ
も
そ
も
、
賢
治
の
い
う
「
菩
薩
行
」
と
は
何
か
が
私
に
と
っ
て
明
ら
か
で
な
い
。
特
に
日
蓮
・

智
学
が
声
高
に
唱
え
た
「
折
伏
」
と
の
関
連
が
見
え
て
こ
な
い
。
「
虔
十
公
園
林
」
を
例
に
考
え
て
み
よ

う
。
主
人
公
の
虔
十
の
生
き
方
を
賢
治
に
と
っ
て
の
「
菩
薩
道
」
の
一
つ
の
形
象
化
と
見
た
場
合
、
そ
こ

に
「
折
伏
」
の
要
素
が
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。  

 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
法
華
経
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
立
に
関
し
て
も
、
類
似
の
問
題
が
隠
さ
れ

て
い
る
。
智
学
の
日
蓮
主
義
に
よ
る
世
界
統
一
の
夢
は
、
国
家
権
力
を
前
提
に
し
は
じ
め
て
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
智
学
の
強
調
す
る
《
国
家
の
力
》
か
ら
も

《
信
仰
の
強
制
》
か
ら
も
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。  

 
 

『
信
じ
る
も
の
は
信
じ
な
さ
い
、
イ
ヤ
な
も
の
は
止
し
な
さ
い
』
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
『
何
が
何



で
も
正
法
を
信
ぜ
よ
、
信
ぜ
ざ
る
も
の
は
罪
悪
な
る
ぞ
』
と
宣
言
し
て
、
強
て
之
を
持
た
し
め
ん
と

す
る
の
だ
と
あ
る
、
果
た
し
て
そ
う
す
る
に
は
、
勢
ひ
之
を
制
裁
す
る
「
力
」
が
要
る
、
そ
れ
は
『
国

家
の
力
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
法
律
的
命
令
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              
 

（
『
日
蓮
聖
人
之
教
義
』
）  

  

智
学
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
「
人
類
究
極
の
幸
福
」
、
「
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は

い
」
と
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
に
し
ろ
、
実
は
、
答
え
を
知
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う

点
に
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。 
智
学
は
答
え
を
知
っ
て
お
り
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
答
え
を
知
ら
な
い
の
で
あ

る
。
智
学
の
場
合
、
そ
の
答
え
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
法
華
経
」
に
よ
る
「
世
界
統
一
」
で
あ
る
。  

 

で
は
賢
治
は
ど
う
か
。
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
は
大
正
一
五
年
六
月
頃
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
わ
れ
ら
は
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福
を
索
ね
よ
う
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
「
世

界
の
ま
こ
と
の
幸
福
」
が
何
か
ま
で
は
記
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
伊
藤
清
一
ノ
ー
ト
（
伊
藤
氏
は
大
正
一

五
年
一
月
に
開
設
さ
れ
た
岩
手
国
民
高
等
学
校
の
受
講
者
で
、
賢
治
か
ら
「
農
民
芸
術
」
の
講
義
を
受
け

た
。
）
に
よ
れ
ば
、
賢
治
は
そ
の
答
え
を
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
我
等
は
世
界
の
ま
こ
と
の
幸 

福
を
も
と
め
マ
マや
／
道
を
求
め
る
其
の
事
に
我
等
は
既
に
正
し
い
道
を
見
出
し
た
、
／
仏
教
で
云
ふ
菩
薩
行 

よ
り
外
に
仕
方
が
あ
る
ま
い
／
し
か
ら
ば
菩
薩
と
は
何
マ
マに
か
？ 
大
心
の
衆
生
な
り
、
―
略
―
」
と
講
義 

し
て
い
た
の
で
あ
る
。  

 

つ
ま
り
、 

賢
治
個
人
と
し
て
は
「
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福
」
の
答
え
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

作
者
と
し
て
の
賢
治
は
、
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
決
意
表
明
の
段
階
に
止
め
置
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
賢
治
に
と
っ
て
の
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
は
、
あ
く
ま
で
決
意
に
至
る
ま
で
の
物
語
で
あ

り
、
「
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
の
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
物
語
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
な
ぜ
か
。
た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
な
け
れ
ば
伝
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
「
ほ
ん
た
う
の
さ

い
は
い
」
が
存
在
し
て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
賢
治
の
い
う
「
菩
薩
行
」
と
は
、
賢
治
自
身
の
解
説

で
あ
る
「
仏
教
で
云
ふ
菩
薩
行
」
や
「
菩
薩
と
は
」
「
大
心
の
衆
生
な
り
」
の
言
辞
か
ら
だ
け
で
理
解
し

得
る
も
の
で
な
い
よ
う
に
思
う
。  

  
 
 

五 

島
地
大
等
の
宗
教
観 

  

も
し
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
長
じ
て
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
ら
な
い
道
が
残
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
ジ
ョ
バ
ン

ニ
が
「
た
っ
た
ひ
と
り
の
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
を
持
つ
以
上
、
大
人
に
な
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
異
な
る

神
を
持
つ
他
者
に
対
し
て
取
れ
る
態
度
は
、
一
つ
し
か
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
信
仰

を
個
人
の
枠
内
に
止
め
お
き
、
他
者
の
信
ず
る
神
の
存
在
を
許
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
蓮
の

い
う
「
折
伏
」
や
田
中
智
学
の
い
う
「
侵
略
」
か
ら
、
一
定
の
距
離
を
保
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。  

 

私
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
島
地
大
等
の
影

響
で
あ
る
。  

 

島
地
大
等
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
碩
学
で
、
賢
治
法
華
経
帰
依
の
直
接
的
の
契
機
と
な
っ
た
『
漢

和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
の
編
者
で
も
あ
る
。
盛
岡
願
教
寺
の
住
職
と
し
て
毎
年
数
ヶ
月
は
盛
岡
に
戻
り
、

仏
教
講
話
会
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
賢
治
は
盛
岡
高
等
農
林
に
在
籍
中
た
び
た
び
島
地
大
等
の
も
と
を

訪
れ
て
い
る
。
大
等
は
一
宗
一
派
に
偏
る
こ
と
の
な
い
幅
広
い
見
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。  

 

島
地
大
等
が
実
際
ど
の
よ
う
な
宗
教
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
。 

大
正
一
〇
年
一
〇
月
に
雑
誌
「
解



放
」
に
発
表
し
た
「
明
治
宗
教
史
（
基
督
教
及
仏
教
）
」
か
ら
見
て
み
る
。
島
地
は
明
治
宗
教
史
を
著
す

に
あ
た
り
、
仏
教
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
に
も
同
等
の
紙
幅
を
与
え
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
綱
島

梁
川
の
「
見
神
論
」
、
小
山
鼎
浦
の
「
久
遠
の
基
督
」
、
仏
教
に
お
け
る
清
澤
満
之
の
「
精
神
主
義
」
、

高
山
樗
牛
の
「
日
蓮
主
義
」
を
、
明
治
の
「
新
信
仰
」
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
「
こ
の
思
潮
は
、
啓
発

せ
ら
れ
た
る
仏
教
基
督
教
の
新
人
は
、
共
に
等
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
主
、
釈
尊
及
び
基
督
に
対
し
て
、

人
間
性
と
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
チ
ー
共
に
、
神
性
と
ヂ
ビ
ニ
チ
ー
を
凝
視
し
た
」
と
、
島
地
は
そ
の
理
由
を
記
し

て
い
る
。  

 

こ
の
よ
う
な
「
新
信
仰
」
に
対
す
る
島
地
の
積
極
的
な
評
価
は
、
政
治
性
を
第
一
と
す
る
明
治
宗
教
へ

の
懐
疑
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
明
治
宗
教
史
は
、
そ
の
表
面
に
於
て
、
た
し

か
に
、
政
治
的
で
あ
つ
た
。
寧
ろ
、
宗
教
家
自
体
の
政
治
心
理
も
、
多
量
に
活
躍
し
た
。
自
発
的
に
、
ま

た
誘
発
的
に
盛
に
、
流
動
し
た
」
と
記
し
、
ま
た
、
「
国
体
と
宗
教
と
の
衝
突
を
論
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教

を
難
ず
る
も
の
多
く
、
固
有
の
神
儒
仏
三
教
の
徒
も
、
亦
、
こ
れ
に
和
し
て
、
盛
に
耶
蘇
教
退
治
を
呼
号

し
」
た
と
も
記
し
て
い
る
。  

 

田
中
智
学
は
、
ま
さ
に
「
盛
に
耶
蘇
教
退
治
を
呼
号
」
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
次
に
引
用
す
る

個
所
は
、
政
治
的
宗
教
家
田
中
智
学
へ
の
批
判
と
し
て
読
め
る
だ
ろ
う
。  

 
 

明
治
二
十
三
年
の
国
会
開
設
も
、
教
育
勅
語
も
、
仏
教
は
、
基
督
教
と
共
に
、
無
関
心
態
に
立
ち

得
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
得
な
い
に
し
て
も
、
如
何
と
も
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
。
引
続
い
て
、

朝
鮮
問
題
を
経
て
、
日
清
戦
争
と
な
る
。
こ
の
間
に
於
て
、
日
本
国
民
の
中
に
は
、
著
し
く
愛
国
精

神
が
燃
へ
、
国
民
的
自
覚
が
深
ま
っ
て
来
た
。
こ
れ
と
共
に
、
基
督
教
が
、
兎
角
に
、
愛
国
的
色
彩

に
乏
し
き
の
み
か
、
動
も
す
れ
ば
、
こ
の
精
神
を
破
壊
す
る
も
の
に
非
ざ
る
か
の
疑
を
生
ぜ
し
む
べ

き
理
由
と
事
実
の
存
せ
し
た
め
、
こ
れ
と
の
対
抗
上
、
仏
教
は
常
に
所
謂
国
家
と
親
し
み
国
民
を
指

導
し
、
国
家
主
義
を
以
て
立
つ
べ
き
役
割
と
な
り
、
次
第
に
そ
の
色
彩
濃
厚
鮮
明
と
な
り
、
特
に
、

二
大
戦
役
を
経
て
、
益
々
、
そ
の
傾
向
を
助
長
し
た
ゝ
め
に
、
仏
教
は
純
粋
な
る
国
家
主
義
者
で
あ

り
、
帝
国
主
義
の
信
者
で
あ
り
、
軍
国
主
義
の
支
持
者
で
あ
る
様
に
、
自
他
共
に
考
ふ
る
こ
と
ゝ
な

つ
た
。
此
く
し
て
、
仏
教
は
絶
え
ず
政
治
的
に
開
展
し
、
そ
の
傾
向
を
高
め
、
遂
に
、
所
謂
宗
教
と

し
て
の
第
一
生
命
の
問
題
に
驀
進
す
べ
き
自
覚
を
、
忘
れ
て
居
つ
た
か
の
観
が
あ
つ
た
。
そ
の
当
時

当
面
の
問
題
に
対
す
る
彼
等
の
態
度
は
、
真
面
目
の
も
の
で
あ
つ
た
と
云
は
れ
得
る
。
併
し
、
凡
て

が
一
般
俗
衆
の
水
平
線
を
越
ゆ
る
こ
と
能
は
ず
、
宗
教
の
第
一
義
と
し
て
の
生
命
、
即
ち
、
人
間
と

し
て
の
自
我
の
、
赤
裸
々
な
る
自
覚
内
観
と
云
ふ
こ
と
に
ま
で
、
進
む
で
居
ら
な
か
つ
た
と
云
へ
る
。

こ
の
点
で
は
、
当
代
の
基
督
教
に
対
し
て
多
少
の
差
障
は
あ
つ
た
。
さ
し
も
に
高
ま
り
来
つ
た
愛
国

的
俗
論
の
厭
迫
に
も
屈
せ
ず
、
露
骨
に
そ
の
信
仰
を
振
り
か
ざ
し
て
、
驀
進
し
つ
ゝ
あ
つ
た
当
時
の

基
督
者
は
、
一
種
反
動
的
傾
向
を
有
し
て
居
つ
た
に
し
て
も
、
少
な
く
も
、
真
実
の
も
の
に
よ
り
近

い
態
度
に
立
つ
て
居
つ
た
。
仏
教
者
は
、
当
然
更
に
深
く
、
覚
醒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。  

  

大
等
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
見
方
は
「
当
時
の
基
督
者
は
、
一
種
反
動
的
傾
向
を
有
し
て
居
つ
た
に

し
て
も
、
少
な
く
も
、
真
実
の
も
の
に
よ
り
近
い
態
度
に
立
つ
て
居
つ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
銀

河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
扱
い
は
、
大
等
の
キ
リ
ス
ト
教
観
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
だ
ろ
う
。
大
正
一
〇
年
一
〇
月
に
発
刊
さ
れ
た
こ
の
大
等
の
文
章
を
賢
治
が
目
に
し
て
い
た
か
ど

う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
い
う
作
品
が
、
智
学
的
法
華
経
観
か
ら
少
し
で
も
ず
れ



て
い
る
と
す
る
な
ら
、
大
等
の
影
響
（
ま
た
は
回
帰
）
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
大
等
は
日
蓮
主
義
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
高
山
樗
牛
の
日
蓮
主
義
を
「
新
信

仰
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
高
山
樗
牛
が
日
蓮
主
義
に
目
覚
め

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
田
中
智
学
の
『
宗
門
の
維
新
』
と
い
う
、
す
こ
ぶ
る
政
治
的
な
日
蓮
主
義
で

あ
っ
た
点
こ
と
は
単
純
で
な
い
が
、
賢
治
の
日
蓮
主
義
も
ま
た
、
田
中
智
学
に
寄
り
添
っ
た
も
の
で
あ
り

な
が
ら
も
、
そ
の
後
追
い
に
終
始
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
思
う
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
が
文
学
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
お
い
て
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ

は
決
し
て
大
人
に
な
ら
な
い
永
遠
の
少
年
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。  

 

「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
お
け
る
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
を
、
賢
治
晩
年
の
思
想
の
一
端
を
表
す
と
見
る
な
ら
、

「
丈
夫
ナ
カ
ラ
ダ
」
を
持
っ
た
大
人
に
成
長
し
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」

が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
慾
ハ
ナ
ク
／
決
シ
テ
瞋
ラ
ズ
／
イ
ツ
モ
シ
ヅ
カ
ニ
ワ
ラ
ッ
テ
ヰ
ル
」

ジ
ョ
バ
ン
ニ
。
「
ミ
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ボ
ー
ト
ヨ
バ
レ
／
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
／
ク
ニ
モ
サ
レ
」
な
い
ジ
ョ
バ

ン
ニ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
想
像
と
て
も
、
一
五
年
戦
争
と
い
う
時
代
状
況
下
に
あ
る
限
り
、
「
丈
夫

ナ
カ
ラ
ダ
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
即
甲
種
合
格
を
意
味
し
、
戦
場
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
賢
治
自
身
、
大
人
に
な
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
描
き
得
な
い
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

を
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
い
う
作
品
の
限
界
、
ひ
い
て
は
賢
治
童
話
の
限
界
と
見
な
す
か
ど
う
か
は
、
一

人
一
人
の
読
者
が
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。  

 

賢
治
は
終
生
、
田
中
智
学
の
日
蓮
主
義
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
賢
治
は
別
の

意
味
で
、
大
等
の
「
仏
教
者
は
、
当
然
更
に
深
く
、
覚
醒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
」
と
い
う
忠
言
に

添
っ
た
人
生
を
歩
ん
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
賢
治
自
身
の
、
例
え
ば
タ
ッ
ピ
ン

グ
牧
師
や
プ
ジ
ェ
神
父
、
斎
藤
宗
次
郎
等
キ
リ
ス
ト
者
と
の
出
会
い
も
影
響
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ

は
次
章
に
お
い
て
扱
う
課
題
と
し
て
お
く
。  

  
  

 


