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鷗
外
は
第
一
歴
史
創
作
集
『
意
地
』（
籾
山
書
店
、
大
正
二
年
六
月
）
の
自
筆

広
告
文
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

《「
意
地
」
は
最
も
新
ら
し
き
意
味
に
於
け
る
歴
史
小
説
な
り
。
従
来
の
意

味
に
於
け
る
歴
史
小
説
の
行
き
方
を
全
然
破
壊
し
て
、
別
に
史
実
の
新
ら
し

き
取
扱
ひ
方
を
創
定
し
た
る
最
初
の
作
な
り
。》

　

山
崎
一
穎
氏
も
い
う
よ
う
に
、〈
従
来
の
意
味
に
於
け
る
歴
史
小
説
の
行

き
方
〉
と
い
う
時
、
鷗
外
は
塚
原
渋
柿
園
を
意
識
し
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る１
。

　

鷗
外
は
明
治
四
十
一
年
三
月
十
七
日
付
で
パ
リ
の
客
舎
の
上
田
敏
に
書
を

寄
せ
、
現
下
文
壇
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
。
─
─
〈
当
方
所
謂
文
壇
の
批
評

は
、
國
木
田
、
田
山
の
他
は
作
者
は
な
い
か
の
や
う
な
偏
頗
に
な
つ
て
、
漱

石
と
い
ふ
声
す
ら
今
日
は
殆
ど
聞
え
ま
せ
ん
。
例
え
ばA

nat. France

の

や
う
な
作
で
も
出
た
ら
一
応
大
陳
腐
と
し
て
斥
け
ら
る
ゝ
で
せ
う
。
そ
れ
も

歴
史
の
研
究
と
い
へ
ば
渋
柿
派
の
外
に
な
い
時
代
な
ら
是
非
も
あ
り
ま
す
ま

い
〉。

　

で
は
、
渋
柿
園
（
蓼
州
）
は
〈
歴
史
小
説
〉
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。

　

彼
は
「
歴
史
と
小
説
（
歴
史
小
説
に
あ
ら
ず
時
代
小
説
な
り
）」（「
新
声
」
明
治

三
十
九
年
十
月
）
と
い
う
談
話
に
お
い
て
、
先
ず
〈
歴
史
な
る
も
の
が
真
の

事
実
で
あ
る
か
〉
と
問
い
、〈
私
の
考
へ
で
は
此
の
歴
史
な
る
も
の
〉
は
〈
一

種
の
小
説
で
あ
ら
う
と
お
も
ふ
〉、
だ
か
ら
〈
ど
れ
が
事
実
、
こ
れ
が
事
実

と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
之
れ
を
一
切
作
り
物
語
と
見
て
し
ま
〉
う
べ
き
で
は

な
い
か
、
と
い
っ
て
い
る
。

　

鷗
外
が
〈
従
来
の
歴
史
小
説
の
行
き
方
を
全
然
破
壊
し
て
、
別
に
史
実
の

新
ら
し
き
取
扱
ひ
方
を
創
定
し
た
〉
と
い
っ
た
の
も
、〈
ど
れ
が
事
実
、
こ

れ
が
事
実
と
い
う
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
之
れ
を
一
切
作
り
物
語
〉
だ
と
す
る
渋

柿
園
の
、
い
わ
ば
野
放
図
な
（
と
鷗
外
に
は
見
え
た
の
だ
ろ
う
）
発
言
へ
の
、

鷗
外
の
厳
し
い
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う２
。

（
１
）　
『
森
鷗
外
・
歴
史
小
説
研
究
』（
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
）
参
照
。

（
２
）　

た
だ
し
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
渋
柿
園
の
発
言
は
卓
論
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

鷗
外
は
有
名
な
例
の
「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」（「
心
の
花
」
大
正
四
年
一

　

「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」

佐
々
木　

雅　

發
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月
）
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

《
わ
た
く
し
の
近
頃
書
い
た
、
歴
史
上
の
人
物
を
取
り
扱
つ
た
作
品
は
、
小

説
だ
と
か
、
小
説
で
な
い
と
か
云
つ
て
、
友
人
間
に
も
議
論
が
あ
る
。
し
か

し
所
謂norm

ativ

な
美
学
を
奉
じ
て
、
小
説
は
か
う
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と

云
ふ
学
者
の
少
く
な
つ
た
時
代
に
は
、
此
判
断
は
な
か
〳
〵
む
ず
か
し
い
。》

《
わ
た
く
し
の
前
に
言
つ
た
類
の
作
品
は
、
誰
の
小
説
と
も
違
ふ
。
こ
れ
は

小
説
に
は
、
事
実
を
自
由
に
取
捨
し
て
、
纏
ま
り
を
附
け
た
迹
が
あ
る
習
で

あ
る
に
、
あ
の
類
の
作
品
に
は
そ
れ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。》

　

先
ず
〈
わ
た
く
し
の
近
頃
書
い
た
、
歴
史
上
の
人
物
を
取
り
扱
つ
た
作
品
〉

と
は
、
時
期
的
に
見
て
、「
大
塩
平
八
郎
」（「
中
央
公
論
」
大
正
三
年
一
月
）、「
堺

事
件
」（「
新
小
説
」
同
二
月
）、「
安
井
夫
人
」（「
太
陽
」
同
四
月
）
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
幸
田
成
友
『
大
塩
平
八
郎
』（
東
亜
堂
書
房
、
明
治
四
十
三
年
一
月
）、

佐
々
木
甲
象
『
泉
州
堺

土
藩
士
烈
挙
実
紀
』（
明
治
二
十
六
年
十
一
月
、
以
下
『
実
紀
』
と

い
う
）、
若
山
甲
蔵
『
安
井
息
軒
先
生
』（
蔵
六
書
房
、
大
正
二
年
十
二
月
）
を
、

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
準
拠
と
し
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
に
徹
頭
徹
尾
追
従
、
密
着

し
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
歴
史
其
儘
〉
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
鷗
外
は
、〈
小
説
に
は
、
事
実
を
自
由
に
取
捨
し
て
、
纏
ま
り
を
附

け
た
迹
が
あ
る
習
で
あ
る
に
、
あ
の
類
の
作
品
に
は
そ
れ
が
な
い
〉
と
い
っ

た
。
そ
し
て
〈
か
う
云
ふ
手
段
を
、
わ
た
く
し
は
近
頃
小
説
を
書
く
時
全
く

斥
け
て
ゐ
た
〉
と
い
う
。

《
な
ぜ
さ
う
し
た
か
と
云
ふ
と
、
其
動
機
は
簡
単
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
史

料
を
調
べ
て
見
て
、
其
中
に
窺
は
れ
る
「
自
然
」
を
尊
重
す
る
念
を
発
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
を
猥
に
変
更
す
る
の
が
厭
に
な
つ
た
。
こ
れ
が
一
つ
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
又
現
存
の
人
が
自
家
の
生
活
を
あ
り
の
儘
に
書
く
の
を
見
て
、

現
在
が
あ
り
の
儘
に
書
い
て
好
い
な
ら
、
過
去
も
書
い
て
好
い
筈
だ
と
思
つ

た
。
こ
れ
が
二
つ
で
あ
る３
。》

　

そ
れ
に
し
て
も
、〈
史
料
を
調
べ
て
見
て
、
其
中
に
窺
は
れ
る
「
自
然
」

を
尊
重
す
る
念
〉
と
い
う
と
き
、
そ
の
〈「
自
然
」〉
と
は
一
体
な
に
を
意
味

し
て
い
る
の
か
。

　

こ
の
こ
と
に
関
し
、
稲
垣
達
郎
氏
は
た
と
え
ば
「
堺
事
件
」
と
『
実
紀
』

を
対
照
し
、〈『
実
紀
』
が
事
件
の
発
生
か
ら
終
局
ま
で
の
経
過
を
、
時
間
の

流
れ
に
し
た
が
っ
て
、
逐
次
叙
述
し
て
い
る
と
お
り
に
、『
堺
事
件
』
も
ま

た
日
次
に
し
た
が
っ
て
筆
を
運
び
、
描
写
技
術
上
に
あ
り
が
ち
な
、
日
次
の

転
倒
や
変
更
な
ど
は
、
い
さ
さ
か
も
み
ら
れ
な
い
〉
と
し
、〈
こ
の
、
事
象

経
過
の
描
写
が
日
次
式
な
い
し
年
代
記
風
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
よ
う

に
、
鷗
外
の
歴
史
も
の
に
お
け
る
一
大
特
徴
で
も
あ
る
〉
と
い
っ
て
い
る４
。

　

さ
ら
に
氏
は
、「
大
塩
平
八
郎
」「
安
井
夫
人
」
に
言
及
し
な
が
ら
、
そ
れ

ら
も
ま
た
〈
編
年
体
、
年
代
記
風
に
組
織
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
（「
大
塩
平

八
郎
」
に
至
っ
て
は
、
天
保
八
年
二
月
十
九
日
前
後
数
日
間
が
、
ま
さ
に
時
刻
表
的
に

追
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）。
の
み
な
ら
ず
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
や

「
阿
部
一
族
」
等
、
い
ず
れ
も
〈
鷗
外
の
歴
史
小
説
は
、
年
代
記
風
の
基
礎

に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
構
成
上
の
特
色
〉
と
い
い
、
次
の

よ
う
に
纏
め
て
い
る
。

《
鷗
外
の
い
く
つ
か
の
歴
史
小
説
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
年
代
記
風
の
平
板
な

構
成
が
、
い
ち
じ
る
し
い
特
色
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、

歴
史
の
自
然
へ
の
契
機
な
い
し
条
件
と
し
て
の
史
料
が
、
時
に
年
代
記
風
に

な
っ
て
お
り
、
鷗
外
が
、
け
っ
し
て
そ
れ
に
逆
ら
お
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
に
、

そ
の
よ
う
な
構
成
上
の
風
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。》
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要
す
る
に
〈
史
料
を
調
べ
て
見
て
、
其
中
に
窺
は
れ
る
「
自
然
」
を
尊
重

す
る
念
〉
と
は
、
単
に
〈
史
料
〉
に
そ
の
ま
ま
追
従
し
、
密
着
し
よ
う
と
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
採
ら
れ
て
い
る
〈
編
年
体
、
年
代
記
風
〉
な
叙

法
、
つ
ま
り
〈
時
間
の
流
れ
〉、
と
は
時
間
の
順
序
に
こ
そ
追
従
し
、
密
着

し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
そ
れ
こ
そ
は
、
人
間
の
〈
精
神
〉〈
観
念
〉
そ
の
も
の
の
と
る
本

然
の
習
性
な
の
だ
。

　

だ
が
、
翻
っ
て
鷗
外
は
、〈
わ
た
く
し
は
歴
史
の
「
自
然
」
を
変
更
す
る

こ
と
を
嫌
つ
て
、
知
ら
ず
識
ら
ず
歴
史
に
縛
ら
れ
た
。
わ
た
く
し
は
此
縛
の

下
に
喘
ぎ
苦
ん
だ
。
そ
し
て
こ
れ
を
脱
せ
よ
う
と
思
つ
た
〉
と
続
け
る
。

　

こ
の
「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」
が
、
も
と
も
と
同
月
「
中
央
公
論
」
に

発
表
さ
れ
た
「
山
椒
大
夫
」
の
自
解
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
鷗

外
は
語
を
継
い
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。〈
山
椒
大
夫
の
や
う
な
伝

説
は
、
書
い
て
い
く
途
中
で
、
想
像
が
道
草
を
食
つ
て
迷
子
に
な
ら
ぬ
位
の

程
度
に
筋
が
立
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
だ
け
で
、
わ
た
く
し
の
辿
つ
て
行
く
糸
に

は
人
を
縛
る
強
さ
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
伝
説
其
物
を
も
、
余
り
精
し
く
探

ら
ず
に
、
夢
の
や
う
な
物
語
を
夢
の
や
う
に
思
ひ
浮
か
べ
て
見
た
〉。

　

が
、〈
歴
史
上
の
人
物
を
扱
ふ
癖
の
附
い
た
わ
た
く
し
は
、
ま
る
で
時
代

と
云
ふ
も
の
を
顧
み
ず
に
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
〉
と
鷗
外
は
続
け
る
。
そ

れ
で
〈
時
代
を
蔑
に
し
た
く
な
い
所
か
ら
、
わ
た
く
し
は
物
語
の
年
立
を
し

た
〉。
つ
ま
り
鷗
外
は
こ
こ
で
も
な
お
、〈
時
代
〉〈
年
立
〉〈
年
齢
〉、
と
は

あ
の
〈
時
間
の
流
れ
〉、
時
間
の
順
序
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。

　

鷗
外
は
最
後
、〈
兎
に
角
わ
た
く
し
は
歴
史
離
れ
が
し
た
さ
に
山
椒
大
夫

を
書
い
た
の
だ
が
、
さ
て
書
き
上
げ
た
所
を
見
れ
ば
、
な
ん
だ
か
歴
史
離
れ

が
し
足
り
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
の
正
直
な
告
白
で
あ
る
〉
と
結
ぶ
。

以
上
、
鷗
外
の
〈
正
直
な
告
白
〉
を
辿
っ
て
み
た
が
、
一
体
鷗
外
は
こ
こ
で
、

な
に
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

（
３
）　

二
つ
目
の
理
由
は
鷗
外
一
流
の
厭
味
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
鷗
外

は
語
る
に
落
ち
て
い
る
と
も
い
え
る
。
後
年
正
宗
白
鳥
は
、〈
日
本

流
の
自
然
主
義
文
学
の
「
有
り
の
ま
ゝ
」
主
義
を
標
準
と
し
て
批
評

す
れ
ば
、
鷗
外
晩
年
の
作
品
は
多
く
は
そ
の
標
準
に
か
な
つ
て
ゐ
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
〉
と
い
っ
て
い
る
（『
文
壇
人
物
評
論
』
中
央
公
論

社
、
昭
和
七
年
七
月
）。
少
な
く
と
も
白
鳥
に
は
、
か
つ
て
〈
小
説
を

作
る
も
の
若
事
実
を
得
て
満
足
せ
ば
、
い
づ
れ
の
処
に
か
天
来
の
妙

想
を
着
け
む
。
事
実
は
良
材
な
り
。
さ
れ
ど
こ
れ
を
役
す
る
こ
と
は
、

空
想
の
力
に
よ
り
て
做
し
得
べ
き
の
み
〉（「
医
学
の
説
よ
り
出
で
た
る

小
説
論
」
─
「
読
売
新
聞
」
明
治
二
十
二
年
一
月
三
日
）
と
い
っ
た
鷗
外
が
、

い
ま
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
〈
事
実
〉
そ
の
も
の
に
付
き
従

う
も
の
に
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
れ
を
さ
ら
に
い

え
ば
、
鷗
外
が
宇
宙
の
〈
没
理
想
〉（
逍
遙
）、
も
っ
と
い
え
ば
そ
の

巨
大
な
虚
無
を
前
に
、
た
だ
佇
立
拱
手
す
る
も
の
と
見
え
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
（
以
上
、
拙
論
「『
文
壇
人
物
評
論
』
─
批
評
の
反
照
─
」『
鷗

外
と
漱
石
─
終
り
な
い
言
葉
─
』
三
弥
井
書
店
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
所

収
参
照
）。

（
４
）　
『
森
鷗
外
の
歴
史
小
説
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
）
参
照
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
度
々
言
っ
て
き
た
よ
う
に５
、
人
は
つ
ね
に
今
、
今
、
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今
の
今
現
在
の
瞬
間
、
そ
の
〈
知
覚
〉
と
〈
行
動
〉
の
中
を
生
き
て
い
る
。

い
わ
ば
自
分
が
今
現
在
を
生
き
て
い
る
さ
な
か
の
充
溢
と
躍
動
。
し
か
し
人

が
そ
う
し
た
自
分
を
振
り
返
る
時
、
人
は
ま
た
つ
ね
に
〈
…
…
し
た
〉〈
…
…

だ
っ
た
〉
と
、〈
過
去
形
の
言
葉
〉
の
中
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い６
。
た

と
え
そ
れ
が
一
瞬
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
一
瞬
の
後
、
一
瞬
前
の
こ
と

を
、
人
は
〈
過
去
形
の
経
験
〉
と
し
て
〈
想
起
〉
す
る
。
と
す
れ
ば
〈
過
去
〉

と
は
〈
…
…
し
た
〉〈
…
…
だ
っ
た
〉
と
い
う
〈
過
去
の
想
起
〉〈
過
去
の
言

語
経
験
〉、
つ
ま
り
は
〈
過
去
物
語
〉
な
の
だ
。

　

し
か
も
〈
物
語
〉
と
は
、〈
過
去
〉
の
事
象
を
〈
時
間
の
流
れ
〉、
あ
の
時

間
の
順
列
に
整
序
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
〈
こ
の
原
因
ゆ
え
に
、

そ
の
あ
と

0

0

0

0

、
こ
の
結
果
が
生
じ
た
〉
と
い
う
因
果
律
、
そ
の
必
然
の
中
に
定

位
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
、〈
精
神
〉〈
観
念
〉
そ
の
も
の

の
も
つ
本
然
の
習
性
で
あ
る
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

　

が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
人
は
つ
ね
に
す
で
に
、
あ
の
今
現
在
を
生
き
て
い

る
さ
な
か
の
充
溢
と
躍
動
か
ら
は
少
し
ず
つ
遅
れ
、
だ
か
ら
い
ま
生
き
て
い

る
こ
と
の
生
き
生
き
と
し
た
実
感
か
ら
逸
れ
て
、
と
は
今
現
に
そ
こ
に
い
な

が
ら
そ
こ
に
い
な
い
状
態
、
鷗
外
の
言
葉
で
い
え
ば
、
ま
さ
に
〈
酔
生
夢
死
〉

（「
妄
想
」）
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
鷗
外
に
は
〈
夢
の
や
う
な
物
語
を
夢
の
や
う

に
思
ひ
浮
か
べ
〉
る
自
由
は
、
所
詮
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
し
か
に
夢
は
醒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
醒
め
て
こ
そ
人
は
夢
を
見

た
と
知
る
。と
は
つ
ま
り
す
べ
て
は
後
の
祭
り
。だ
か
ら
人
は
な
べ
て
、有
っ

た
が
よ
う
に
有
っ
た
、
そ
れ
以
外
に
有
り
よ
う
が
な
か
っ
た
と
、
そ
の
有
っ

た
〈
事
実
〉
を
、
ま
さ
に
臍
を
噬
む
思
い
で
振
り
返
る
し
か
な
い
の
だ
。

（
５
）　

拙
著
『
獨
歩
と
漱
石
─
汎
神
論
の
地
平
─
』（
翰
林
書
房
、
平
成
十

七
年
十
一
月
）
等
参
照
。
な
お
そ
こ
で
も
注
記
し
た
が
、
小
論
も
大

森
荘
蔵
『
時
間
と
存
在
』（
青
土
社
、
平
成
六
年
三
月
）
等
、
氏
の
い

わ
ゆ
る
〈
過
去
想
起
説
〉
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
６
）　

二
葉
亭
四
迷
は
「
私
は
懐
疑
派
だ
」（「
文
章
世
界
」
明
治
四
十
一
年

二
月
）
の
中
で
、〈
此
間
盗
賊
に
白
刃
を
持
て
追
掛
け
ら
れ
て
怖
か

つ
た
と
云
ふ
時
に
や
、
其
人
は
真ほ
ん
と実
に
怖
く
は
な
い
の
だ
。
怖
い
の

は
真ほ
ん
と実
に
追
掛
け
ら
れ
て
ゐ
る
最
中
な
の
で
、
追
想
し
て
話
す
時
に

や
既
に
怖
さ
は
余
程
失
せ
て
ゐ
る
〉
と
言
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
人

は
、〈
過
去
〉
を
、
い
わ
ば
焦
点
の
瞬
間
を
、〈
…
…
し
た
〉〈
…
…

だ
っ
た
〉
と
た
だ
茫
々
と
振
り
返
る
し
か
な
い
。
ま
さ
に
夢
物
語
、

絵
空
事
の
中
を
辿
る
よ
う
に
。

　

鷗
外
は
こ
の
後
、
大
正
四
年
四
月
「
津
下
四
郎
左
衛
門
」（「
中
央
公
論
」）、

同
九
月
「
ぢ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
」（「
新
小
説
」）、
大
正
五
年
一
月
「
高
瀬
舟
」

（「
中
央
公
論
」）
等
の
作
品
を
書
く
。
が
、
こ
の
間
、
あ
の
「
歴
史
其
儘
と
歴

史
離
れ
」
の
ア
ポ
リ
ア
に
、
鷗
外
は
ど
う
対
処
し
て
い
た
の
か
。

　

無
論
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
一
つ
一
つ
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
鷗
外
は
「
都
甲
太
兵
衛
」（
大
正
六
年

一
月
一
日
～
七
日
「
大
阪
毎
日
新
聞
」「
東
京
日
々
新
聞
」）
に
お
い
て
、
都
甲
太

兵
衛
と
宮
本
武
蔵
の
会
見
の
年
時
を
推
測
し
な
が
ら
、〈
歴
史
家
は
こ
れ
を

見
て
わ
た
く
し
の
放
肆
を
責
め
る
だ
ら
う
。
小
説
家
は
こ
れ
を
見
て
わ
た
く

し
の
拘
執
を
笑
ふ
だ
ら
う
。
西
洋
の
諺
に
二
つ
の
床
の
間
に
寝
る
と
云
ふ
こ

と
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
折
々
自
ら
顧
み
て
、
此
諺
の
我
上
に
適
切
な
る
を
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感
ず
る
〉
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
、
依
然
鷗
外
は
〈
歴
史
家
の
拘
執
〉（〈
歴

史
其
儘
〉）
と
〈
小
説
家
の
放
肆
〉（〈
歴
史
離
れ
〉）
と
い
う
二
つ
の
床
の
間
で
、

輾
転
反
側
し
て
い
る
の
だ
。

　

─
─
た
だ
こ
の
間
、
鷗
外
は
ひ
き
続
き
、〈
過
去
〉
を
、
い
わ
ば
焦
点
の

瞬
間
を
、〈
…
…
し
た
〉〈
…
…
だ
っ
た
〉
と
茫
々
と
振
り
返
る
し
か
な
い
人

間
の
姿
を
描
き
続
け
て
い
る
。

　

す
で
に
「
山
椒
大
夫
」
に
お
い
て
、
安
寿
ら
の
母
は
〈
余
儀
な
い
事
を
す

る
や
う
な
心
持
で
舟
に
乗
つ
た
〉
と
い
い
、〈
自
分
の
心
が
は
つ
き
り
わ
か

つ
て
ゐ
な
〉
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
高
瀬
舟
」
の
喜
助
は
〈「
ど
う
し

て
あ
ん
な
事
が
出
来
た
か
と
、
自
分
な
が
ら
不
思
議
」〉
と
い
い
、〈「
全
く

夢
中
で
」〉
し
た
の
だ
と
い
う
。
遡
れ
ば
「
大
塩
平
八
郎
」
の
〈
枯
寂
の
空
〉、

さ
ら
に
遡
れ
ば
「
舞
姫
」
の
太
田
豊
太
郎
は
気
附
い
た
時
は
す
で
に
遅
く
、

〈「
承
り
侍
り
」〉
と
答
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ７
。

（
７
）　

柄
谷
行
人
「
歴
史
と
自
然
─
鷗
外
の
歴
史
小
説
─
」（『
意
味
と
い

う
病
』
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
十
年
二
月
所
収
）
参
照
。

　

と
こ
ろ
で
鷗
外
は
、大
正
五
年
一
月
十
三
日
か
ら
五
月
十
七
日
ま
で
、「
大

阪
毎
日
新
聞
」「
東
京
日
々
新
聞
」
に
「
渋
江
抽
斎
」
を
連
載
。
つ
い
で
同

六
月
二
十
五
日
か
ら
翌
六
年
九
月
五
日
ま
で
、
同
じ
く
二
紙
に
「
伊
澤
蘭
軒
」

を
連
載
す
る
。
鷗
外
は
そ
の
「
伊
澤
蘭
軒
」
の
最
後
に
、
自
ら
の
拠
っ
て
立

つ
〈
方
法
論
〉
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

《
わ
た
く
し
は
伊
澤
蘭
軒
の
事
蹟
を
叙
し
て
其
子
孫
に
及
び
、
最
後
に
今こ
ん

茲じ

丁て
い

巳し

に
現
存
せ
る
後
裔
を
数
へ
た
。
わ
た
く
し
は
前
に
蘭
軒
を
叙
し
畢
つ
た

時
、
こ
れ
に
論
賛
を
附
せ
な
か
つ
た
如
く
に
、
今
叙
述
全
く
終
つ
た
後
も
、

復
総
評
の
た
め
に
辞こ
と
ばを
費
さ
ぬ
で
あ
ら
う
。
是
は
わ
た
く
し
の
自み
づ
から
擇
ん
だ

所
の
伝
記
の
体
例
が
、
然
る
こ
と
を
期
せ
ず
し
て
自
お
の
づ
から
然
ら
し
む
る
の
で
あ

る
。

　

わ
た
く
し
は
筆
を
行や

る
に
当
つ
て
事
実
を
伝
ふ
る
こ
と
を
専
に
し
、
努
て

叙
事
の
想
像
に
渉
る
こ
と
を
避
け
た
。
客
観
の
上
に
立
脚
す
る
こ
と
を
欲
し

て
、
復
主
観
を
縦
ま
ゝ
に
す
る
こ
と
を
欲
せ
な
か
つ
た
。
そ
の
或
は
体
例
に

背
き
た
る
が
如
き
迹
あ
る
も
の
は
、
事
実
に
欠
陥
あ
る
が
故
に
想
像
を
藉
り

て
補
填
し
、
客
観
の
及
ば
ざ
る
所
あ
る
が
故
に
主
観
を
倩や
と

つ
て
充
足
し
た
に

過
ぎ
な
い
。
若
し
今
事
の
伝
ふ
べ
き
を
伝
へ
畢
つ
て
、
言こ
と

讃
評
に
亘
る
こ
と

を
敢
て
し
た
な
ら
ば
、
是
は
想
像
の
馳
騁
、
主
観
の
放
肆
を
免
れ
ざ
る
事
と

な
る
で
あ
ら
う
。
わ
た
く
し
は
断
乎
と
し
て
こ
れ
を
斥
け
る
。》（
そ
の
三
百

六
十
九
）

　

一
読
、
鷗
外
は
す
で
に
何
か
が
吹
っ
切
れ
た
ご
と
く
、
確
乎
と
し
て
自
ら

の
〈
伝
記
の
体
例
〉
を
語
る
。
ま
さ
し
く
一
切
の
〈
想
像
〉
は
避
け
ら
れ
、

一
切
の
〈
主
観
〉
は
排
せ
ら
れ
て
、
有
っ
た
が
よ
う
に
有
っ
た
〈
事
実
を
伝

ふ
る
こ
と
を
専
に
〉
す
る
─
─
。
も
と
よ
り
あ
の
〈
時
間
の
流
れ
〉、
時
間

の
順
序
に
沿
っ
て
、〈
編
年
体
、
年
代
記
風
〉、
さ
ら
に
鷗
外
の
言
葉
で
い
え

ば
〈
荒
凉
な
る
ジ
エ
ネ
ア
ロ
ジ
ツ
ク
な
方
向
〉（「
な
か
じ
き
り
」）、
要
す
る

に
〈
自
ら
擇
ん
だ
所
の
伝
記
の
体
例
〉
に
落
着
し
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　

が
、
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。〈
事
実
に
欠
陥
あ
る
が
故
に
〉
？　

あ
る
い
は
〈
客
観
の
及
ば
ざ
る
所
あ
る
が
故
に
〉
？

　

繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、〈
過
去
〉
と
は
〈
想
起
〉
に
お
い
て
は
じ
め
て

経
験
さ
れ
る
。
従
っ
て
（
カ
ン
ト
の
〈
物
自
体
〉
に
倣
っ
て
い
え
ば
）、〈
想
起
〉
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以
前
に
〈
過
去
自
体
〉
は
な
い８
。
し
か
も
〈
過
去
自
体
〉
が
な
い
と
す
れ
ば
、

ど
う
し
て
〈
事
実
に
欠
陥
あ
る
が
故
に
〉
と
い
い
、〈
客
観
の
及
ば
ざ
る
所

あ
る
が
故
に
〉
と
い
え
る
の
か
。

　

し
か
も
〈
過
去
自
体
〉
が
な
い
と
す
れ
ば
、〈
想
起
〉
に
は
な
ん
の
根
拠

も
な
い
（
正
誤
を
比
べ
る
根
拠
が
な
い
の
だ
）。た
だ
恣
意
に
任
せ
、種
々
〈
想
起
〉

さ
れ
る
だ
け
で
あ
る９
。

　

だ
が
、
鷗
外
が
い
ま
当
面
し
て
い
る
も
の
は
、〈
過
去
自
体
〉
で
は
な
い
。

一
旦
は
〈
想
起
〉
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
、〈
史
料
〉〈
史
実
〉
で
あ
っ
て
、

だ
か
ら
す
で
に
〈
想
起
〉
さ
れ
た
も
の
を
〈
批
評
〉
す
る
余
地
は
十
分
残
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
うＡ
。

（
８
）　

ニ
ー
チ
ェ
は
『
権
力
の
意
志
』
で
、〈
現
象
に
立
ち
ど
ま
っ
て
、「
あ

る
の
は
た
だ
事
実
の
み
」
と
主
張
す
る
実
証
主
義
に
反
対
し
て
、
私

は
言
う
で
あ
ろ
う
。
否
、
ま
さ
し
く
事
実
な
る
も
の
は
な
く
、
あ
る

の
は
た
だ
解
釈
の
み
と
。
私
達
は
い
か
な
る
事
実
「
自
体
」
を
も
確

か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
〉
と
い
う
。
な
お
注（
11
）の
拙
論
参
照
。

（
９
）　

渋
柿
園
が
〈
歴
史
な
る
も
の
〉
は
〈
一
種
の
小
説
〉、〈
一
切
作
り

物
語
〉
と
い
う
の
は
、
こ
の
種
々
〈
想
起
〉
さ
れ
る
も
の
の
謂
と
い

え
よ
う
。

（
10
）　

た
だ
し
〈
事
実
〉
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
鷗
外
の
言
葉
使
い
に
は

曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
を
言
え
ば
、〈
事
実
〉
と
は
一
度
〈
想

起
〉
さ
れ
た
〈
史
料
〉〈
史
実
〉
上
の
〈
事
実
〉
で
あ
り
、
先ア
プ
リ
オ
リ

行
的

に
あ
る
（
し
か
し
そ
ん
な
も
の
は
な
い
）〈
事
実
自
体
〉
で
は
な
い
こ
と

を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
鷗
外
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

《
蘭
軒
は
何
者
で
あ
つ
た
か
。
榛
軒
柏
軒
将
何
者
で
あ
つ
た
か
。
是
は
各
人

が
わ
た
く
し
の
伝
ふ
る
所
の
事
実
の
上
に
、
随
意
に
建
設
す
る
と
こ
ろ
を
得

べ
き
空
中
の
楼
閣
で
あ
る
。
善
悪
智
愚
醇
醨
功
過
、
あ
ら
ゆ
る
美
刺
褒
貶
は

人
々
の
見
る
所
に
従
つ
て
自
由
に
下
す
こ
と
を
得
る
判
断
で
あ
る
。

　

わ
た
く
し
は
果
し
て
能
く
此
の
如
き
余
地
遊
隙
を
保
留
し
て
筆
を
行や

る
こ

と
を
得
た
か
。
若
し
然
り
と
云
は
ゞ
、
わ
た
く
し
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

若
し
然
ら
ず
し
て
、
わ
た
く
し
が
識
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
、
人
に
強
ふ
る
に

自
家
の
私
見
を
以
て
し
、
束
縛
し
、
阻
礙
し
、
誘
引
し
、
懐
柔
し
た
な
ら
ば
、

わ
た
く
し
は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。》

　

要
す
る
に
人
が
〈
史
料
〉〈
史
実
〉
を
〈
批
評
〉
す
る
の
は
〈
随
意
〉〈
自

由
〉
で
あ
る
。
む
し
ろ
〈
自
家
の
私
見
〉
に
お
い
て
、
そ
の
〈
批
評
〉
を
封

殺
す
る
こ
と
は
、
確
か
め
よ
う
の
な
い
〈
事
実
自
体
〉
を
断
言
す
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
〈
史
料
〉〈
史
実
〉
は
つ
ね
に
〈
批
評
〉
に
晒
さ
れ
、

終
わ
り
な
く
揺
れ
動
く
。
修
訂
さ
れ
、
変
容
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
かＢ
。

　

そ
し
て
鷗
外
は
続
け
る
。

《
史
筆
の
選
擇
取
舎
せ
ざ
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
勿
論
で
あ
る
。
選
擇
取
舎
は

批
評
に
須
つ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
此
不
可
避
の
批
評
は
事
実
の
批
評
で
あ

る
。
価
値
の
判
断
で
は
無
い
。
二
者
を
限
画
す
る
こ
と
は
、
果
し
て
操
觚
者

の
能
く
為
す
所
で
あ
ら
う
か
。
将
為
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
で
あ
ら
う
か
。

わ
た
く
し
は
そ
の
為
し
得
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
信
ず
る
。》

　

然
り
、
こ
こ
に
い
う
〈
批
評
〉
と
は
単
に
〈
価
値
の
判
断
〉
に
留
ま
ら
な

い
。
つ
ま
り
〈
あ
ら
ゆ
る
美
刺
褒
貶
〉
を
こ
え
て
、
あ
く
ま
で
〈
事
実
の
批

評
〉
が
〈
不
可
避
〉
で
あ
る
と
い
う
。
で
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
〈
事
実
の
批
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評
〉
と
は
な
に
か
？

　

も
と
よ
り
〈
あ
ら
ゆ
る
美
刺
褒
貶
〉
は
〈
随
意
〉〈
自
由
〉
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
が
〈
空
中
の
楼
閣
〉
の
ま
ま
終
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

　

た
し
か
に
〈
史
料
〉〈
史
実
〉
は
つ
ね
に
〈
批
評
〉
を
受
け
つ
つ
修
訂
さ

れ
変
容
す
る
。
が
、
そ
の
間
に
も
〈
批
評
〉
は
、
つ
ね
に
〈
事
実
〉
へ
の
遡

及
を
無
限
遠
に
目
指
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

無
論
、〈
過
去
自
体
〉
に
は
決
し
て
届
き
は
し
な
い
だ
ろ
うＣ
。
し
か
し
、

だ
と
し
て
も
、
真
実
あ
る
事
実
が
過
去
に
実
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
（〈
過

去
の
実
在
性
〉、
あ
る
い
は
〈
事
実
の
実
在
性
〉）
を
、
他
で
も
な
い
、
今
ま
さ
し

く
〈
想
起
〉
す
る
こ
と
を
も
っ
て
追
尋
す
る
こ
と
は
、〈
操
觚
者
の
能
く
為

す
所
で
あ
ら
う
か
〉、
然
り
〈
為
し
得
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
信
ず
る
〉
と

鷗
外
は
い
う
の
で
は
な
い
かＤ
。

（
11
）　

拙
論
「『
阿
部
一
族
』
論
」（『
鷗
外
と
漱
石
─
終
り
な
い
言
葉
─
』
前

出
所
収
）
参
照
。

（
12
）　

だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
科
学
（
者
）
は
本
来
的
に
、
経
験

に
先
立
つ
〈
事
実
自
体
〉
を
無
限
遠
に
想
定
し
追
究
し
て
や
ま
な
い

だ
ろ
う
。

（
13
）　

漱
石
は
「
田
山
花
袋
君
に
答
ふ
」（「
国
民
新
聞
」
明
治
四
十
一
年
十

一
月
七
日
）
で
、〈
活
き
て
居
る
と
し
か
思
へ
ぬ
人
間
や
、
自
然
と
し

か
思
へ
ぬ
脚
色
〉
を
書
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
書
い
た
〈
人
間

が
活
き
て
ゐ
る
と
し
か
思
へ
な
く
つ
て
〉、
書
い
た
〈
脚
色
が
自
然

と
し
か
思
へ
ぬ
な
ら
ば
〉、
そ
の
〈
作
者
は
一
種
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー

で
あ
る
〉（
た
だ
し
漱
石
は
花
袋
へ
の
対
抗
上
、〈
書
く
〉
と
は
い
わ
ず
〈
拵

へ
る
〉
と
い
っ
て
い
る
）。
い
ま
〈
過
去
の
実
在
性
〉（
あ
る
い
は
〈
事
実

の
実
在
性
〉）
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
〈
活
き
て
ゐ
る
と
し
か
思
へ
な

く
〉、〈
自
然
と
し
か
思
へ
ぬ
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
う
〈
と
し
か
思
へ
ぬ
〉
と
し
て
も
、
一
体
誰
が
そ
れ
を
保

証
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

　

さ
て
、
鷗
外
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

《
わ
た
く
し
は
渋
江
抽
斎
、
伊
澤
蘭
軒
の
二
人
を
伝
し
て
、
極
力
客
観
上
に

立
脚
せ
む
こ
と
を
欲
し
た
。
是
が
わ
た
く
し
の
敢
て
試
み
た
叙
法
の
一
面
で

あ
る
。

　

わ
た
く
し
の
叙
法
に
は
猶
一
の
稍
人
に
殊
な
る
も
の
が
あ
る
と
お
も
ふ
。

是
は
何
の
誇
尚
す
べ
き
事
で
も
な
い
。
否
、
全
く
無
用
の
労
で
あ
つ
た
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
も
わ
た
く
し
は
抽
斎
を
伝
ふ
る
に
当
つ
て
始
て
此
に
著
力

し
、
蘭
軒
を
伝
ふ
る
に
至
つ
て
わ
た
く
し
の
筆
は
此
方
面
に
向
つ
て
前
に
倍

す
る
発
展
を
遂
げ
た
。

　

一
人
の
事
蹟
を
叙
し
て
其
死
に
至
つ
て
足
れ
り
と
せ
ず
、
其
人
の
裔
孫
の

い
か
に
な
り
ゆ
く
か
を
追
蹤
し
て
現
今
に
及
ぶ
こ
と
が
即
ち
是
で
あ
る
。

　

前
人
の
伝
記
若
く
は
墓
誌
は
子
を
説
き
孫
を
説
く
を
例
と
し
て
ゐ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
名
字
存
没
等
を
附
記
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
わ
た
く
し
は
こ
れ
に

反
し
て
前
代
の
父
祖
の
事
蹟
に
、
早
く
既
に
其
子
孫
の
事
蹟
の
織
り
交
ぜ
ら

れ
て
ゐ
る
の
を
見
、
其
糸
を
断
つ
こ
と
を
な
さ
ず
し
て
、
組そ
し
よ
く織
の
全
体
を
保

存
せ
む
と
欲
し
、
叙
事
を
継
続
し
て
同
世
の
状
態
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。》（
そ

の
三
百
七
十
）

　

鷗
外
は
再
度
自
ら
の
立
伝
の
〈
叙
法
〉
が
〈
極
力
客
観
上
に
立
脚
〉
し
て

い
る
こ
と
、
つ
ま
り
有
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
た
だ
有
っ
た
が
ま
ま
に
記
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述
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

が
、
鷗
外
は
更
に
、
も
う
一
つ
の
特
筆
す
べ
き
〈
叙
法
〉
に
触
れ
る
。〈
一

人
の
事
蹟
を
叙
し
て
其
死
に
至
つ
て
足
れ
り
と
せ
ず
、
其
人
の
裔
孫
の
い
か

に
な
り
ゆ
く
か
を
追
蹤
し
て
現
今
に
及
ぶ
こ
と
が
即
ち
是
で
あ
る
〉
とＥ
。

　

た
だ
、こ
こ
で
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。鷗
外
は
〈
前

代
の
父
祖
の
事
蹟
に
、
早
く
既
に
其
子
孫
の
事
蹟
の
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
ゐ

る
〉
と
い
う
が
、
無
論
こ
れ
は
、〈
前
代
の
父
祖
の
事
蹟
に
、
早
く
既
に
其

子
孫
の
事
蹟
〉
が
胚
胎
な
い
し
予
兆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

そ
う
見
え
る
と
し
て
も
、
実
は
あ
く
ま
で
後
代
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
、
前
代

が
〈
想
起
〉
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
鷗
外
が
現
在
只
今
か

ら
、
そ
う
〈
想
起
〉
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

鷗
外
は
こ
う
し
て
〈
前
代
の
父
祖
の
事
蹟
〉
を
追
い
、
ま
た
〈
其
糸
を
断

つ
こ
と
を
な
さ
ず
し
て
〉、〈
其
子
孫
の
事
蹟
〉
に
至
る
。
そ
う
し
て
、〈
組
織

の
全
体
を
保
存
せ
む
と
欲
し
、
叙
事
を
継
続
し
て
同
世
の
状
態
に
及
ぶ
〉
と

い
う
の
で
あ
る
。
鷗
外
の
〈
史
伝
〉
の
世
界
が
、
か
く
し
て
現
出
す
る
の
だ
。

　

た
だ
、
い
さ
さ
か
く
ど
い
が
、〈
想
起
〉
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
恣

意
で
あ
り
、〈
…
…
し
た
〉〈
…
…
だ
っ
た
〉
と
い
う
〈
過
去
形
の
言
葉
〉
に

よ
っ
て
、
そ
の
都
度
制
作
さ
れ
る
〈
過
去
物
語
〉
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に

そ
れ
は
そ
の
都
度
整
合
的
に
生
成
さ
れ
構
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
要
す
る
に

夢
物
語
、
絵
空
事
に
紛
う
、
ご
く
ぼ
ん
や
り
と
し
て
取
り
留
め
も
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
私
達
一
人
一
人
の
〈
想
い
出
〉
に
徴
し
て
み
て
も
明
ら
か

で
は
な
い
か
。

　

─
─
人
は
〈
想
起
〉
以
前
に
有
る
と
い
う
〈
過
去
〉
を
と
ら
え
る
こ
と
が

出
来
な
い
。
い
ま
想
い
浮
か
べ
る
ぼ
ん
や
り
と
し
て
取
り
留
め
も
な
い
こ
と

こ
そ
が
、い
わ
ゆ
る
〈
過
去
〉
と
い
う
も
の
で
あ
り
、〈
過
去
の
実
在
性
〉（〈
事

実
の
実
在
性
〉）
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
い
か
に
実
証
的
に
（
？
）〈
史
料
〉

〈
史
実
〉
を
隈
無
く
調
べ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に
誰
か
に
よ
っ
て
記
憶

さ
れ
記
録
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
〈
想
起
〉
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

が
、
鷗
外
は
孜
々
兀
々
と
し
て
〈
一
人
の
事
蹟
を
叙
し
て
其
死
に
至
つ
て

足
れ
り
と
せ
ず
、
其
人
の
裔
孫
の
い
か
に
な
り
ゆ
く
か
を
追
蹤
〉
す
る
。
お

そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
よ
し
そ
れ
が
い
か
に
曖
昧
模
糊
と
し
た
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、〈
父
祖
の
事
蹟
〉
が
〈
子
孫
の
事
蹟
〉
に
繋
が
り
、〈
同
世
の
状
態

に
及
ぶ
〉
─
─
、
つ
ま
り
そ
こ
に
、
父
祖
か
ら
子
孫
へ
と
継
続
し
、
持
続
し
、

そ
し
て
な
に
よ
り
も
現
在
に
接
続
し
て
今
眼
前
の
象か
た
ちと
な
っ
て
息
づ
く
命
の

絆
、
そ
れ
を
し
も
夢
物
語
、
絵
空
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
い

う
、
鷗
外
の
強
い
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

人
が
父
母
か
ら
生
ま
れ
、
兄
弟
姉
妹
と
し
て
育
ち
、
婚
姻
し
、
子
を
な
し
、

死
ぬ
、
そ
の
無
限
の
繰
り
返
し
。
し
か
も
そ
の
間
、
日
毎
顔
を
見
合
わ
せ
、

声
を
聞
き
合
い
、
肌
触
れ
合
っ
て
生
き
て
き
た
〈
事
実
〉（
ま
さ
に
〈
知
覚
〉

と
〈
行
動
〉
の
経
験
）、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
い
ま
眼
前
に
連
続
し
て

存
在
す
る
命
の
〈
事
実
〉
に
見ま
み

え
る
こ
と
を
、
す
べ
て
〈
幻
想
〉
と
し
て
葬

り
さ
る
こ
と
が
出
来
る
か
？

　

さ
ら
に
そ
の
都
度
、
繰
り
返
し
追
懐
さ
れ
、
愛
惜
さ
れ
、
つ
ま
り
〈
想
起
〉

を
重
ね
ら
れ
て
、
人
々
の
共
有
の
伝
承
（
家
伝
、
家
乗
、
口
碑
、
家
譜
）
と
な
り
、

二
重
に
保
証
さ
れ
て
（
そ
の
都
度
の
〈
想
起
〉
と
〈
伝
承
〉
と
い
う
〈
想
起
〉
と
）、

そ
れ
が
〈
現
今
に
及
〉
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
鷗
外
は
〈
語
り
部
〉〈
伝
承
者
〉
と
な
っ
て
、
他
の
〈
家
伝
、
家
乗
、
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口
碑
、
家
譜
〉
を
組
み
入
れ
、
整
理
し
な
が
ら
、
そ
う
し
て
社
会
全
体
、
歴

史
全
体
の
真
実
在
に
迫
ら
ん
と
す
る
─
─
。
い
や
そ
こ
ま
で
は
言
わ
な
い
と

し
て
も
、
少
く
と
も
一
家
一
族
の
生
ま
れ
、
子
を
な
し
、
死
ぬ
と
い
う
〈
事

実
〉
と
そ
の
無
限
の
循
環
。
人
は
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
な
く
し
て
、
今
日
現

在
の
我
そ
の
も
の
を
信
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
え
よ
うＦ
。

　

だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
人
の
運
命
の
な
ん
と
苛
酷
に
も
果
敢
無
い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
人
が
生
き
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ど
れ
だ
け
の
人
が
記

憶
し
て
い
る
か
。
た
と
え
記
録
し
た
と
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
の
時
に
わ
た
ろ

う
か
。
や
が
て
す
べ
て
は
掻
き
消
え
て
、
も
は
や
跡
形
も
な
く
消
え
失
せ
る

の
だ
。

　

鷗
外
は
、〈
わ
た
く
し
の
伝
記
が
客
観
に
立
脚
し
た
と
、
家
族
を
沿
討
し

た
と
の
二
方
向
は
、
必
ず
し
も
其
成
功
不
成
功
を
問
は
ず
、
又
必
ず
し
も
其

有
用
無
用
は
問
は
な
い
〉（
そ
の
三
百
七
十
）
と
続
け
る
。
ま
さ
し
く
鷗
外
は
、

記
憶
と
記
録
（
つ
ま
り
〈
想
起
〉）
に
お
い
て
し
か
〈
過
去
〉
は
蘇
り
え
な
い
し
、

留
め
お
く
こ
と
も
出
来
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
結
果
が
〈
成

功
不
成
功
〉
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
〈
有
用
無
用
〉
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
と

い
う
。
い
や
問
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
14
）　

鷗
外
は
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
す
で
に
「
渋
江
抽
斎
」（
そ
の
六
十

五
）
で
言
っ
て
い
る
が
、
い
ま
は
略
す
。

（
15
）　
〈
歴
史
を
貫
く
筋
金
は
、
僕
等
の
愛
惜
の
念
〉
と
い
っ
た
の
は
小

林
秀
雄
だ
が
、
ど
ん
な
に
〈
実
証
的
な
事
実
〉
を
積
み
上
げ
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
〈
歴
史
事
実
と
し
て
の
意
味
〉
は
生
じ
な
い
。
い
わ
ば

死
児
の
齢
を
数
え
る
母
親
の
哀
し
み
や
恨
み
こ
そ
が
、〈
歴
史
事
実

を
現
実
化
し
、
具
体
化
し
、
客
観
化
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
〉（「
歴

史
と
文
学
」『
歴
史
と
文
学
』
創
元
社
、
昭
和
十
六
年
九
月
）。
が
、
だ
と

し
て
も
そ
の
子
は
、
も
は
や
生
き
返
り
は
し
な
い
。

　

鷗
外
は
、「
伊
澤
蘭
軒
」
そ
の
三
百
六
十
八
、
次
の
よ
う
に
そ
の
立
伝
の

叙
述
を
展
開
し
、
収
束
す
る
（
紙
幅
の
関
係
上
、
そ
の
一
部
を
略
す
）。

《
わ
た
く
し
は
蘭
軒
歿
後
の
事
を
叙
し
て
養
孫
棠
軒
の
歿
し
た
明
治
乙
亥
の

年
に
至
つ
た
。
所
謂
伊
澤
分
家
は
今
の
主あ
る
じ人

徳め
ぐ
むさ
ん
の
世
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。
以
下
今
に
迨い
た

る
ま
で
の
家
族
の
婚
嫁
生
歿
を
列
記
し
て
以
て
此
稿
を
畢

ら
う
と
お
も
ふ
。

　

明
治
九
年
三
月
七
日
、
徳
の
幼
弟
季
男
が
生
れ
て
二
歳
に
し
て
夭
し
た
。

（
略
）

　

十
三
年
四
月
四
日
徳
の
姉
良
が
所
謂
又
分
家
の
磐い
は
ほ
に
嫁
し
た
。
磐
三
十

二
、
良
二
十
五
の
時
で
あ
る
。

　

十
四
年
九
月
三
十
日
磐
の
長
子
信の
ぶ

一か
ず

が
生
れ
た
。

　

十
七
年
十
二
月
二
十
日
磐
の
長
女
曽
能
が
生
れ
た
。（
略
）

　

二
十
二
年
徳
の
長
女
た
か
よ
が
生
れ
た
。
磐
の
第
二
女
か
つ
が
十
月
に
生

れ
て
十
二
月
十
三
日
に
夭
し
た
。（
略
）

　

二
十
八
年
徳
の
長
子
精
が
三
月
二
十
日
に
生
れ
、
二
十
六
日
に
夭
し
た
。

　

三
十
年
徳
の
第
二
女
ち
よ
が
九
月
三
十
日
に
（
略
）、
磐
の
三
女
ふ
み
が

一
月
二
十
九
日
に
、
第
二
子
信
治
が
十
月
三
十
日
に
生
れ
た
。

　

三
十
三
年
二
月
四
日
磐
の
第
三
子
玄
隆
が
生
れ
て
夭
し
た
。
尋つ

い
で
五
月

十
一
日
に
長
子
信
一
が
二
十
歳
に
し
て
世
を
早
う
し
た
。（
略
）

　

三
十
五
年
二
月
二
十
二
日
徳
の
第
二
子
信の
ぶ

匡た
ゞ

が
生
れ
た
。
磐
の
母
春
が
十

二
月
二
十
四
日
に
七
十
八
歳
に
し
て
歿
し
た
。
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三
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
磐
が
五
十
七
歳
に
し
て
歿
し
た
。

　

四
十
年
二
月
二
十
五
日
徳
の
第
三
子
信
道
が
生
れ
た
。

　

四
十
一
年
八
月
三
十
日
徳
の
妻
か
ね
が
四
十
一
歳
に
し
て
牛
込
区
富
久
町

の
家
に
歿
し
た
。

　

四
十
三
年
八
月
二
十
三
日
徳
の
第
三
子
信
道
が
四
歳
に
し
て
夭
し
た
。

　

大
正
四
年
七
月
十
三
日
信
治
の
叔
母
、
狩
谷
矩く

之し

の
未
亡
人
國
が
七
十
二

歳
に
し
て
歿
し
た
。
是
よ
り
先
三
十
三
年
一
月
五
日
に
矩
之
は
歿
し
た
の
で

あ
る
。

　

五
年
信
治
の
叔
母
安
が
六
十
五
歳
に
し
て
歿
し
た
。（
略
）

　

此
間
明
治
十
年
に
池
田
氏う
じ

で
京
水
の
三
男
生
田
玄
俊
、
小
字
桓
三
郎
が
摂

津
国
伊
丹
に
歿
し
、
十
三
年
に
小
嶋
氏
で
春
し
ゆ
ん

澳い
く

瞻せ
ん

淇き

が
歿
し
、
十
四
年
に
池

田
氏
で
初
代
全
安
が
歿
し
、
十
八
年
に
森
氏
で
枳
園
が
歿
し
、
又
石
川
氏
で

貞
白
が
歿
し
、
三
十
一
年
に
小
島
氏
で
春し
ゆ
ん
き沂
未
亡
人
が
歿
し
、
三
十
三
年
に

狩
谷
氏
で
既
記
の
如
く
矩
之
が
歿
し
た
。（
以
下
略
）》

　

さ
な
が
ら
点
鬼
簿
、
い
や
あ
る
い
は
数
行
、
一
行
の
文
字
の
刻
ま
れ
た
墓

誌
や
墓
石
の
立
ち
並
ぶ
森
閑
と
し
た
墓
域
の
一
画
に
、
足
を
踏
み
入
れ
た
時

の
よ
う
な
〈
荒
凉
〉
の
気
が
漂
う
。
鷗
外
は
〈
前
人
の
伝
記
若
く
は
墓
誌
は

子
を
説
き
孫
を
説
く
を
例
と
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
名
字
存
没
等
を
附

記
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
わ
た
く
し
は
こ
れ
に
反
し
て
〉
云
々
と
い
っ
て
い
た

が
、
こ
こ
に
来
て
鷗
外
は
、
ま
さ
に
〈
名
字
存
没
等
を
附
記
す
る
に
過
ぎ
な

い
〉。

　

無
論
、
伝
の
中
心
に
位
置
す
る
人
々
の
記
述
は
、
断
簡
零
墨
に
至
る
ま
で

の
厖
大
な
資
料
に
支
え
ら
れ
て
浩
瀚
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
さ
え
、
彼
等
が

生
き
た
全
重
量
、
そ
の
上
に
あ
っ
た
ろ
う
万
感
の
思
い
に
比
べ
れ
ば
、
記
さ

れ
た
も
の
は
寥
々
た
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　

が
、
要
は
記
述
の
多
寡
の
問
題
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く

時
間
の
中
で
、
や
が
て
は
人
の
記
憶
、
記
録
か
ら
も
消
え
て
、
最
後
は
墓
誌
、

墓
石
に
刻
ま
れ
た
数
行
、
一
行
の
〈
名
字
存
没
〉
の
文
字
に
残
る
ば
か
り
で

は
な
い
か
。（
そ
う
い
え
ば
鷗
外
は
、〈
墓
ハ
森
林
太
郎
墓
ノ
外
一
字
モ
ホ
ル
可
ラ
ス
〉

と
言
い
遺
し
て
い
た
。）

　

し
か
も
そ
れ
さ
え
も
、
や
が
て
雨
に
打
た
れ
、
苔
む
し
、
風
化
し
て
土
に

還
る
の
だ
。

　

要
す
る
に
追
懐
と
愛
惜
に
よ
る
記
憶
、
記
録
と
い
う
人
間
の
最
後
の
存
在

の
証
も
、
つ
い
に
数
行
、
一
行
の
〈
名
字
存
没
〉
の
文
字
に
収
斂
し
、
や
が

て
は
消
え
去
っ
て
ゆ
く
。
と
す
れ
ば
「
伊
澤
蘭
軒
」
そ
の
三
百
六
十
八
の
文

字
は
、
そ
う
し
た
人
間
存
在
が
一
切
滅
び
去
る
こ
と
の
予
示
を
意
味
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

鷗
外
は
「
な
か
じ
き
り
」（「
斯
論
」
大
正
六
年
九
月
）、
折
し
も
「
蘭
軒
」

連
載
の
了
ら
ん
と
す
る
時
、

《
歴
史
に
於
て
は
、
初
め
手
を
下
す
こ
と
を
予
期
せ
ぬ
境さ
か
ひで
あ
つ
た
の
に
、

経
歴
と
遭
遇
と
が
人
の
為
に
伝
記
を
作
ら
し
む
る
に
至
つ
た
。
そ
し
て
其
体

裁
を
し
て
荒
凉
な
る
ジ
エ
ネ
ア
ロ
ジ
ツ
ク
の
方
向
を
取
ら
し
め
た
の
は
、
或

は
彼
ゾ
ラ
に
ル
ゴ
ン
、
マ
カ
ア
ル
の
血
統
を
追
尋
さ
せ
た
自
然
科
学
の
余
勢

で
も
あ
ら
う
か
。》

《
わ
た
く
し
は
叙
実
の
文
を
作
る
。
新
聞
紙
の
為
に
古
人
の
伝
記
を
草
す
る

の
も
人
の
請
ふ
が
ま
ゝ
に
碑
文
を
作
る
の
も
、
此こ
ゝ

に
属
す
る
。
何
故
に
現
在

の
思
量
が
伝
記
を
し
て
ジ
エ
ネ
ア
ロ
ジ
ツ
ク
の
方
向
を
取
ら
し
め
て
ゐ
る
か
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は
、
未
だ
全
く
自
ら
明
に
せ
ざ
る
所
で
、
上か
み

に
云
つ
た
自
然
科
学
の
影
響
の

如
き
は
、
少
く
も
動
機
の
全
部
で
は
無
さ
そ
う
で
あ
るＧ
。》

と
述
べ
、
さ
ら
に
「
観
潮
楼
閑
話
」（「
帝
国
文
学
」
大
正
六
年
十
月
）、「
蘭
軒
」

連
載
の
ま
さ
に
了
っ
た
時
、〈
わ
た
く
し
は
目
下
何
事
を
も
為
て
ゐ
な
い
。

只
新
聞
紙
に
人
の
伝
記
を
書
い
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
〉。〈
何
故
に
伝
記
を
書

く
か
と
云
ふ
に
、
別
に
廉
立
つ
た
理
由
は
な
い
〉。〈
わ
た
く
し
は
度
々
云
つ

た
如
く
、
此
等
の
伝
記
を
書
く
こ
と
が
有
用
で
あ
る
か
、
無
用
で
あ
る
か
を

論
ず
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
只
書
き
た
く
つ
て
書
い
て
ゐ
る
〉
と
い
っ
て
い

る
。

　

た
し
か
に
、
一
切
は
消
え
失
せ
、
滅
ぶ
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
記
憶
し
記
録

す
る
こ
と
に
、
一
体
な
ん
の
意
味
が
あ
る
の
か
？　

ま
さ
に
〈
無
用
〉
で
あ

る
と
し
か
い
え
な
い
。
し
か
も
人
は
、
ま
さ
し
く
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
よ
う
に
、

さ
ら
に
一
歩
を
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（〈
只
書
き
た
く
つ
て
書
〉
く

も
の
が
現
に
あ
る
以
上
─
─
。）

　

も
と
よ
り
そ
れ
も
〈
無
用
〉
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
そ
れ
を
〈
無

用
〉
と
い
う
こ
と
も
〈
無
用
〉
で
は
な
い
か
。

　

鷗
外
は
こ
れ
に
先
出
ち
（
大
正
五
年
七
月
六
日
～
七
日
「
東
京
日
々
新
聞
」「
大

阪
毎
日
新
聞
」
に
）、「
空
車
」
と
い
う
一
文
を
書
い
て
い
る
。

　

─
─
〈
わ
た
く
し
〉
は
〈
往
々
街
上
に
〉、〈
空む
ま
ぐ
る
ま車〉
を
見
る
。
無
論
こ
の

車
、
い
つ
も
〈
空
虚
〉
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
荷
物
を
〈
梱
載
〉
し
て
い

る
時
も
あ
る
。〈
し
か
も
さ
う
い
ふ
時
に
は
此
車
は
わ
た
く
し
の
目
に
と
ま

ら
な
い
〉。

《
わ
た
く
し
は
此
車
が
空
車
と
し
て
行
く
に
逢
ふ
毎
に
、
目
迎
へ
て
こ
れ
を

送
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
。
車
は
既
に
大
き
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
空
虚
で
あ

る
が
故
に
、
人
を
し
て
一
層
そ
の
大
き
さ
を
覚
え
し
む
る
。
こ
の
大
き
い
車

が
大
道
狭
し
と
行
く
。
こ
れ
を
繋
い
で
あ
る
馬
は
骨
格
が
逞
し
く
、
栄
養
が

好
い
。
そ
れ
が
車
に
繋
が
れ
た
の
を
忘
れ
た
よ
う
に
、
緩
や
か
に
行
く
。
馬

の
口
を
取
つ
て
ゐ
る
男
は
背
の
直す
ぐ

い
大
男
で
あ
る
。
そ
れ
が
肥
え
た
馬
、
大

き
な
車
の
霊
で
も
あ
る
や
う
に
、
大
股
に
行
く
。
此
男
は
左さ

顧こ

右い
う

眄へ
ん

す
る
こ

と
を
な
さ
な
い
。
物
に
遇
つ
て
一
歩
を
緩
く
す
る
こ
と
を
も
な
さ
ず
、
一
歩

を
急
に
す
る
こ
と
を
も
な
さ
な
い
。
旁
若
無
人
と
云
ふ
語
は
此
男
の
た
め
に

作
ら
れ
た
か
と
疑
は
れ
る
。》

　

そ
し
て
鷗
外
は
、〈
わ
た
く
し
は
此
空
車
の
行
く
に
逢
ふ
毎
に
、
目
迎
へ

て
こ
れ
を
送
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
〉
と
繰
り
返
す
。〈
わ
た
く
し
は
此
空

車
が
何
物
を
か
載
せ
て
行
け
ば
好
い
な
ど
と
は
、
か
け
て
も
思
は
な
い
。
わ

た
く
し
が
此
空
車
と
或
物
を
載
せ
た
車
と
を
比
較
し
て
、
優
劣
を
論
ぜ
よ
う

と
思
は
ぬ
こ
と
も
、
亦
言
を
須
た
な
い
。
縦
ひ
そ
の
或
物
が
い
か
に
貴
き
物

で
あ
る
に
も
せ
よ
〉。

　

鷗
外
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
鷗
外
は
も
は

や
、
な
べ
て
の
こ
と
に
対
し
〈
有
用
で
あ
る
か
、
無
用
で
あ
る
か
を
論
ず
る

こ
と
を
好
ま
な
い
〉。
た
だ
そ
の
車
が
傍
を
過
ぎ
、
そ
し
て
鷗
外
は
〈
目
迎

へ
て
こ
れ
を
送
る
〉
ば
か
り
で
あ
る
。

（
16
）　

い
わ
ば
鷗
外
の
〈
生
得
の
実
証
精
神
〉（
三
好
行
雄
「
解
説
」『
近
代

文
学
注
釈
大
系　

森
鷗
外
』
有
精
堂
、
昭
和
四
十
一
年
一
月
）
が
、
あ
の
確

か
め
よ
う
の
な
い
経
験
以
前
の
〈
事
実
自
体
〉
を
、
無
限
遠
に
追
い

求
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
鷗
外
の
い
わ
ば

永
遠
の
文
学
精
神
が
、
そ
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ

の
こ
と
に
耐
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。


