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「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」（『
国
民
之
友
』
一
八
九
八
〈
明
治
三
一
〉・
四
）
は
、
国
木

田
独
歩
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
と
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
一
九
八
〇
・
八
、
講
談
社
）

で
「
風
景
の
発
見
」
の
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
以
後
、
そ
う
し
た

巨
視
的
な
視
点
に
よ
る
文
脈
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る１
こ
と
も
ま
た
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
柄
谷
は
そ
こ
で
、
作
中
人
物
・
大
津

の
叙
述
を
引
用
し
た
の
ち
に
、「
周
囲
の
外
的
な
も
の
に
無
関
心
で
あ
る
よ

う
な
「
内
的
人
間
」inner m

an

に
お
い
て
、
は
じ
め
て
風
景
が
見
出
さ
れ

る
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
改
稿
で
増
補
さ
れ
た
よ
う
に
「
国
木

田
独
歩
が
示
す
の
は
そ
の
よ
う
な
転
倒
で
あ
る２
。」
と
断
言
で
き
る
か
ど
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
、「「
転
倒
」
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も

「
大
津
」
で
あ
っ
て
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
と
い
う
小
説
自
体
で
も
な
け
れ
ば
、

国
木
田
独
歩
自
身
で
も
な
い
。」
と
い
う
指
摘３
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ

の
指
摘
を
取
り
上
げ
る
か
と
い
え
ば
、
次
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
作

品
で
は
、
人
称
の
転
換
が
、
同
時
に
、
場
面
の
転
換
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
そ
の
人
称
の
転
換
は
、
作
品
全
体
を
統
括
す
る
語
り
手
の
叙

述
と
作
中
人
物
の
そ
れ
と
の
転
換
を
意
味
し
、
当
然
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
の

転
換
は
、
叙
述
主
体
・
語
り
手
・
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
と
密
接
に

つ
な
が
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
柄
谷
の
「
風
景
の
発
見
」
説
は
、
そ
う
し

た
作
品
の
あ
り
方
に
と
っ
て
の
根
本
的
な
問
題
を
捨
象
し
た
上
で
成
り
立
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
小
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
部
分
的
に
し

か
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
人
称
や
叙
述
を
詳
細
に

分
析
し
、
そ
の
文
体
や
叙
述
主
体
の
視
座
を
解
き
明
か
し
て
い
く４
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
を
発
表
当
時
の
言
説
や
社
会
・
文
化
的
状
況
の
中
で
捉
え
直
す
こ
と

で
、
初
出
時
点
に
お
け
る
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
解
釈
可
能
性
を
提
示
す
る
。

一

　
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
は
人
称
の
転
換
を
結
節
点
と
し
て
、
場
面
を
四
つ
に

区
切
る
こ
と
が
で
き
る５
。「
多
摩
川
の
二
子
の
渡
を
わ
た
つ
て
〜
敲
く
音
が

す
る
ば
か
り
で
あ
る
。」
の
冒
頭
場
面
を
〈
Ⅰ
〉、「
突だ

し
ぬ
け然
に
障
子
を
あ
け
て

一
人
の
男
が
〜
秋
山
は
黙だ
ま
つ然
て
首う
な
づ肯
い
た
。」
を
〈
Ⅱ
〉、「『
僕
が
十
九
の
歳

の
春
の
半
頃
と
記
憶
し
て
居
る
〜
僕
は
天
下
必
ず
同
感
の
士
あ
る
こ
と
ゝ
信
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ず
る
。』」
と
い
う
大
津
の
叙
述
を
〈
Ⅲ
〉、「
其
後
二
年
経た過
つ
た
。
〜
『
秋

山
』
で
は
無
か
つ
た
。」
の
末
尾
を
〈
Ⅳ
〉
と
す
る
。

　
〈
Ⅰ
〉
は
、
か
つ
て
亀
井
秀
雄
が
「
無
人
称
の
表
現
主
体
が
潜
在
し
て
い

る
」
と
指
摘
し
た６
箇
所
で
あ
る
が
、
人
称
代
名
詞
の
な
い
こ
の
箇
所
を
こ
こ

で
は
「
無
人
称
的
文
体
」
と
し
て
お
く
。
つ
づ
く
〈
Ⅱ
〉
は
、「
主あ
る
じ人
は
」「
客

は
」
な
ど
の
三
人
称
に
よ
る
叙
述
の
た
め
「
三
人
称
的
文
体
」
と
、
次
の

〈
Ⅲ
〉
は
、「
僕
（
等
）
は
」「
自
分
は
」
と
い
う
一
人
称
に
よ
る
大
津
の
叙

述
が
大
半
を
占
め
る
の
で
「
一
人
称
的
文
体
」
と
す
る
。
作
品
末
尾
の
〈
Ⅳ
〉

は
、「
大
津
は
」
と
い
う
三
人
称
に
よ
る
叙
述
の
た
め
、〈
Ⅱ
〉
と
同
じ
く
「
三

人
称
的
文
体
」
と
す
る
。
改
め
て
整
理
す
る
と
、〈
Ⅰ
〉「
無
人
称
的
文
体
」

↓
〈
Ⅱ
〉「
三
人
称
的
文
体
」
↓
〈
Ⅲ
〉「
一
人
称
的
文
体
」
↓
〈
Ⅳ
〉「
三

人
称
的
文
体
」、
と
い
う
よ
う
に
場
面
が
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
〈
Ⅱ
〉
か
ら
〈
Ⅳ
〉
に
つ
い
て
は
、
一
人
称
・
三
人
称
と
い
う
一
般
的
な

人
称
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
た
め
、
語
り
手
の
定
位
は
見
や
す
い
。

〈
Ⅲ
〉
は
大
津
が
「
僕
（
等
）」「
自
分
」
と
い
う
一
人
称
で
語
る
箇
所
が
大

半
を
占
め
る
た
め
、
語
り
手
は
大
津
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
の
外
枠
と
な
る

〈
Ⅱ
〉
と
〈
Ⅳ
〉
は
大
津
と
は
異
な
る
語
り
手
に
よ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を

便
宜
的
に
「
三
人
称
的
文
体
」
の
語
り
手
と
し
て
お
く
。
そ
れ
で
は
〈
Ⅰ
〉

「
無
人
称
的
文
体
」
の
語
り
手
の
正
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

二

　

冒
頭
〈
Ⅰ
〉
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
「
無
人
称
の
表
現
主
体
」
と

い
う
亀
井
の
用
語
を
引
き
合
い
に
出
し
た
が
、
亀
井
は
前
掲
文
を
踏
ま
え
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
す
で
に
私
は
、『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
冒
頭
の

な
か
に
、
や
が
て
大
津
に
引
き
継
が
れ
る
だ
ろ
う
表
現
主
体
が
潜
在
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
指
示
的
構
造
と
明
示
性
の

背
後
に
大
津
的
な
表
現
主
体
を
潜
在
さ
せ
て
、
描
写
の
客
観
性
が
獲
得
さ
れ

て
き
た
。
そ
こ
に
、『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
冒
頭
の
よ
う
な
写
実
が
成
立
し

た
の
で
あ
る７
」。
こ
れ
を
こ
こ
で
の
文
脈
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、〈
Ⅰ
〉「
無

人
称
的
文
体
」
に
は
〈
Ⅲ
〉「
一
人
称
的
文
体
」
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

亀
井
は
そ
の
例
証
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
書
き
出
し
の
と

こ
ろ
に
「
そ
の
日
僕
は
」
と
補
い
、
後
半
の
一
部
分
を
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
、

「
日
が
暮
れ
て
間
も
な
く
だ
つ
た
が

0

0

0

0

0

0

0

0

、
大
概
の
店
は
戸
を
閉
め
て
了
つ
て
ゐ

0

0

0

た0

」「
旅
人
宿
だ
け
に
…
…
敲
く
音
が
洩
れ
て
く
る

0

0

0

0

0

ば
か
り
で
あ
る
」
と
書

き
改
め
て
み
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
大
津
が
秋
山
に
語
る
「
忘
れ

え
ぬ
人
々
」
の
な
か
に
繰
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
（
傍
点
原
文８
）」。〈
Ⅰ
〉
を

語
る
視
点
に
「
大
津
的
な
表
現
主
体
」
が
潜
む
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
第
一
文
に
注
目
し
た
い
。
亀
井
の
提
案
通
り
に
補
う
と
、「
そ
の

日
僕
は
0

0

多
摩
川
の
二
子
の
渡
を
わ
た
つ
て
少
し
ば
か
り
行
く
と

0

0

0

溝
口
と
い
ふ

宿
場
が
あ
る

0

0

0

。」
と
い
う
文
に
な
る
。「
〜
は
…
す
る
と
、
│
が
あ
る
」
と
い

う
文
の
文
法
的
な
正
否
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
先
行
す

る
「
今
の
武
蔵
野
」（『
国
民
之
友
』
一
八
九
八
・
一
／
二
、
の
ち
単
行
本
『
武
蔵
野
』

収
録
時
に
「
武
蔵
野
」
と
改
題
）
の
「
六
」
に
も
「
自
分
は

0

0

0

或
友
と
市
中
の
寓

居
を
出
で
ゝ
三
崎
町
の
停
車
場
か
ら
境
ま
で
乗
り
、
其
処
で
下
り
て
北
へ
真

直
に
四
五
丁
ゆ
く
と

0

0

0

桜
橋
と
い
ふ
小
さ
な
橋
が
あ
る

0

0

0

」
と
い
う
同
じ
構
造
の

文
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
大
津
的
な
表
現
主
体
」
を
先
に
想
定
す
る

よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
今
の
武
蔵
野
」
の
文
と
潜
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在
的
に
は
構
造
の
同
じ
文
が
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
冒
頭
の
一
文
に
あ
る
こ
と

に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、〈
Ⅰ
〉「
無
人
称
的
文
体
」
の
特

徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、「
今
の
武
蔵
野
」、〈
Ⅲ
〉「
一
人
称
的
文
体
」

（
大
津
の
叙
述
）、
そ
れ
ら
に
先
行
す
る
「
画
」
の
文
体
を
比
較
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、「
今
の
武
蔵
野
」
の
文
体
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
が
、
そ
れ
に
関

し
て
小
森
陽
一
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
同
じ
「
日
本
語
」
で
あ
っ

て
も
、
文
体
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
世

界
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
字

通
り
異
言
語
な
の
で
あ
り
、
独
歩
の
日
記
か
ら
『
武
蔵
野
』
へ
の
転
換
は
、

翻
訳
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う９
」。「
独
歩
の
日
記
」
す
な
わ
ち
、

『
欺
か
ざ
る
の
記
』（
初
刊
は
「
前
篇
」
一
九
〇
八
・
一
〇
、「
後
篇
」
一
九
〇
九
・
一
）

の
文
体
と
「
今
の
武
蔵
野
」
の
そ
れ
と
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
小
森
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
前
者
に
比
較
し
た
場
合
の
、

後
者
の
叙
述
の
特
徴
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。「
第
一
に
、
場
面
内
部
の
対
象

が
叙
述
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
文
章
の
つ
ら
な
り
に
、

途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
時
間
的
持
続
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、

出
来
事
の
微
分
的
な
推
移
が
、
断
片
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
言
語
化
さ
れ
て
い

る
こ
とＡ
」。
こ
れ
ら
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
空
間
と
時
間
と
を
一
つ
の
視
座

か
ら
連
続
的
に
捉
え
た
叙
述
が
「
今
の
武
蔵
野
」
の
文
体
で
為
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

今
よ
り
三
年
前
の
夏
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
自
分
0

0

は
或
友
と
市
中
の
寓
居

を
出
で
ゝ
三
崎
町
の
停
車
場
か
ら
境
ま
で
乗
り
、
其
処
で
下
り
て
北
へ

真
直
に
四
五
丁
ゆ
く
と
桜
橋
と
い
ふ
小
さ
な
橋
が
あ
る
、
そ
れ
を
渡
る

と
一
軒
の
掛
茶
屋
が
あ
る
、
此
茶
屋
の
婆
さ
ん
が
自
分
0

0

に
向
て
、「
今

時
分
、
何
に
し
に
来
た
ゞ
ア
」
と
問
ふ
た
事
が
あ
つ
た
。

自
分
0

0

は
友
と
顔
見
合
せ
て
笑
て
、「
散
歩
に
来
た
の
よ
、
た
ゞ
遊
び
に

来
た
の
だ
」
と
答
へ
る
と
、
婆
さ
ん
も
笑
て
、
そ
れ
も
馬
鹿
に
し
た
様

な
笑
ひ
か
た
で
、「
桜
は
春
咲
く
こ
と
知
ね
え
だ
ね
」
と
言
つ
た
。
其

処
で
自
分
0

0

は
夏
の
郊
外
の
散
歩
の
ど
ん
な
に
面
白
い
か
を
婆
さ
ん
の
耳

に
も
解
る
や
う
に
話
し
て
見
た
が
無
駄
で
あ
つ
た
。
東
京
の
人
は
呑
気

だ
と
い
ふ
一
語
で
消
さ
れ
て
仕
了
つ
た
。
自
分
等

0

0

0

は
汗
を
ふ
き
〳
〵
、

婆
さ
ん
が
剥
て
呉
れ
る
甜
瓜
を
喰
ひ
、
茶
屋
の
横
を
流
れ
る
幅
一
尺
計

り
の
小
さ
な
溝
で
顔
を
洗
ひ
な
ど
し
て
、
其
処
を
立
出
で
た
。

　

以
上
に
挙
げ
た
の
は
、「
今
の
武
蔵
野
」
の
「
六
」
に
お
け
る
「
自
分
（
等
）」

と
「
婆
さ
ん
」
と
の
や
り
と
り
の
場
面
で
あ
る
。
一
人
称
の
「
自
分
（
等
）」

の
介
在
に
よ
っ
て
、
空
間
と
時
間
と
を
一
つ
の
視
座
か
ら
連
続
的
に
捉
え
て

い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」〈
Ⅲ
〉
の
大
津
の
叙
述
に
も

こ
れ
と
同
様
の
特
質
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
い
。
以
下
で
は
、
小
品
「
画
」

（
初
出
は
『
独
歩
小
品
』
一
九
一
二
・
五
、
新
潮
社
）
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
す

る
。

八
里
の
道
程
た
ゞ
山
の
み
、
急
坂
斜
め
に
山
腹
を
辿
る
こ
と
あ
り

0

0

0

0

0

0

、
深

谷
を
下
瞰
し
て
泡
立
つ
渓
流
、
湛
へ
し
淵
、
糸
の
如
く
懸
る
瀑
を
看
て
0

0

行
く
こ
と
あ
り

0

0

0

0

0

0

、
参
差
た
る
灌
木
の
林
に
包
ま
れ
て
路
傍
に
立
つ
茅
屋

を
顧
る
こ
と
あ
り

0

0

0

0

0

0

。
鈴
の
音
を
山
彦
に
響
か
せ
て
煙
草
ス
パ
〳
〵
、
放

歌
朗
々
、
向
の
山
か
げ
を
来
る
駄
賃
馬
子
に
出
遇
ふ
こ
と
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

。（
略
）
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山
廓ひ
ら

け
て
平
野
茫
々
た
る
処
、
夏
日
ま
さ
に
天
に
冲
し
て
微
風
そ
よ
が

ず
、
蒸
し
暑
き
草
の
気
に
打
た
れ
喘
ぎ
〳
〵
て
歩
む
樵
夫
を
見
る
こ
と

0

0

0

0

あ
り
0

0

。
歩
む
に
連
れ
て
、
山
野
渓
流
次
第
に
其
趣
き
を
変
ず
る
を
眺
め
0

0

て
進
む
こ
と
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

。
一
種
の
チ
ヤ
ー
ム
は
恆
に
予0

を
動
か
し
、
形
、
色
、

光
、
影
は
、
意
味
深
き
謎
語
の
如
く
予0

の
眼
に
映
じ
、
予0

は
一
心
唯
だ

如
何
に
画
か
ば
此
謎
語
を
解
き
得
る
か
と
、
其
れ
の
み
に
思
を
苦
し

め
、
苦
み
な
が
ら
も
、
夢
み
る
如
き
愉
快
に
耽
り
て
、
八
里
の
難
路
も

長
き
を
覚
え
ざ
り
きＢ
。

『
暫
く
す
る
と
朗ほ
が
ら
か々

な
澄
む
だ
声
で
流
し
て
歩あ

る
く
馬
子
唄
が
空
車
の

音
に
つ
れ
て
漸
々
と
近
づ
い
て
来
た
。
僕0

は
噴
煙
を
眺
め
た
ま
ゝ
で
耳

を
傾
け
て
、
此
声
の
近
づ
く
の
を
待
つ
と
も
な
し
に
待
つ
て
ゐ
た
。

『
人
影
が
見
え
た
と
思
ふ
と
「
宮
地
や
よ
い
と
こ
ろ
じ
や
阿
蘇
山
ふ
も

と
」
と
い
ふ
俗う

た謡
を
長
く
引
い
て
丁
度
僕
等
0

0

が
立た
つ

て
ゐ
る
橋
の
少
し
手

前
ま
で
流
し
て
来
た
其
俗
謡
の
意こ
ヽ
ろと
悲
壮
な
声
と
が
甚ど
ん
な麼
に
僕0

の
情こ
ヽ
ろを

動
か
し
た
ら
う
。
二
十
四
五
か
と
思
は
れ
る
屈
強
な
壮わ
か
も
の漢
が
手
綱
を
牽

い
て
僕
等
0

0

の
方
を
見
向
き
も
し
な
い
で
通と
ほ

つ
て
ゆ
く
の
を
僕0

は
ぢ
つ
と

睇み

つ視
め
て
ゐ
た
。
夕
月
の
光
を
背
に
し
て
ゐ
た
か
ら
其
横
顔
も
明は
つ
き
り毫
と

は
知
れ
な
か
つ
た
が
其そ
の

逞
し
げ
な
体か
ら
だ躯
の
黒
い
輪
廓
が
今
も
僕0

の
目
の

底
に
残
つ
て
ゐ
る
。

　

前
者
が
「
画
」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。「
画
」
は
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の

記
述
に
拠
っ
て
、
独
歩
の
阿
蘇
行
き
（
明
治
二
七
年
一
月
一
一
日
）
以
前
の
明

治
二
六
年
四
月
十
二
日
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
るＣ
が
、「
放
歌
朗
々
、

向
の
山
か
げ
を
来
る
駄
賃
馬
子
」
と
い
う
表
現
が
、
後
者
の
「
忘
れ
え
ぬ

人
々
」〈
Ⅲ
〉
に
お
け
る
阿
蘇
の
「
馬
子
」
の
描
写
の
原
型
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
た
め
比
較
対
象
と
し
たＤ
。

　

前
者
は
「
〜
す
る
こ
と
あ
り
」
と
い
う
文
末
に
よ
っ
て
、
見
聞
し
た
光
景

の
叙
述
を
畳
み
か
け
る
よ
う
に
並
べ
た
後
、「
一
種
の
チ
ヤ
ー
ム
は
〜
長
き

を
覚
え
ざ
り
き

0

0

0

」
と
い
う
一
文
で
、
そ
れ
ら
を
「
予
」
の
過
去
回
想
と
し
て

集
約
的
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
者
に
は
一
人
称
の
「
予
」
が

介
在
す
る
も
の
の
、
並
列
さ
れ
た
断
片
的
な
出
来
事
を
過
去
回
想
の
形
で
一

挙
に
意
味
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
〈
Ⅲ
〉
は
、「
僕
（
等
）」

と
い
う
一
人
称
代
名
詞
を
文
中
の
所
々
に
挟
み
込
み
、
そ
の
視
点
人
物
を
軸

に
し
て
外
部
の
対
象
と
の
距
離
を
叙
述
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
出
来
事
が

空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
断
片
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
続
き
の
も
の
と

し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
〈
Ⅲ
〉
は
、
空
間
と
時
間
と
を
一
つ
の
視
座
か
ら
連
続
的

に
捉
え
た
叙
述
と
い
え
る
。
さ
ら
に
は
、
引
用
部
末
尾
の
「
黒
い
輪
廓
が
今0

も
僕
の
目
の
底
に
残
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
、
大
津
に
よ
る
語
り
の
現
在
の
叙

述
が
〈
Ⅲ
〉
に
含
ま
れ
る
こ
と
も
ま
た
、「
今0

よ
り
三
年
前
の
夏
の
こ
と
で

あ
つ
た
」
と
い
う
「
今
の
武
蔵
野
」
の
「
六
」
の
叙
述
と
同
様
に
、「
今
」

と
い
う
語
り
の
現
在
を
叙
述
の
時
間
の
基
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
今
の
武
蔵
野
」
の
「
六
」
と
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」〈
Ⅲ
〉

の
叙
述
の
あ
り
方
は
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
小
稿
冒
頭
で
引
き
合
い

に
出
し
た
柄
谷
の
「
風
景
の
発
見
」
説
が
、「（
今
の
）
武
蔵
野
」
の
「
自
分
」

と
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
大
津
と
の
相
違
を
捨
象
し
て
、「
風
景
の
発
見
」

の
契
機
と
さ
れ
る
「
転
倒
」
を
「
国
木
田
独
歩
」
に
見
出
し
た
こ
と
と
大
き
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く
関
わ
っ
て
い
よ
うＥ
。

　

さ
て
、
空
間
と
時
間
と
を
一
つ
の
視
座
か
ら
連
続
的
に
捉
え
た
叙
述
が
、

「
今
の
武
蔵
野
」
の
「
六
」
と
大
津
の
叙
述
で
あ
る
〈
Ⅲ
〉
と
の
両
方
に
共

通
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
「
〜
は
…
す
る
と
、

│
が
あ
る
」
と
い
う
、「
今
の
武
蔵
野
」
の
「
六
」
の
文
と
共
通
の
構
造
を

潜
在
さ
せ
た
文
が
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
冒
頭
〈
Ⅰ
〉
に
含
ま
れ
る
こ
と
と

併
せ
て
考
え
る
と
、
そ
こ
に
一
人
称
的
視
点
を
持
つ
「
大
津
的
な
表
現
主
体
」

が
潜
在
す
る
こ
と
を
予
期
さ
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
〈
Ⅰ
〉
に
「
大
津

的
な
表
現
主
体
」
が
潜
在
し
、
そ
れ
を
通
し
て
空
間
と
時
間
と
を
一
つ
の
視

座
か
ら
連
続
的
に
捉
え
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
冒

頭
〈
Ⅰ
〉
を
詳
し
く
見
て
い
く
。

多
摩
川
の
二
子
の
渡
を
わ
た
つ
て
少
し
ば
か
り
行
く
と
溝
口
と
い
ふ
宿

場
が
あ
る
。
其
中
程
に
亀
屋
と
い
ふ
旅は
た
ご
や

人
宿
が
あ
る
。
恰
ち
や
う

度ど

三
月
の
初

め
の
頃
で
あ
つ
た
、
此
日
は
大
空
か
き
曇
り
北
風
強
く
吹
い
て
、
さ
な

き
だ
に
淋
し
い
此
町
が
一
段
と
物
淋
し
い
陰
鬱
な
寒さ

む
さ
う
な
光
景
を

呈
し
て
居
た
。
昨
日
降
つ
た
雪
が
未
だ
残
つ
て
居
て
高
低
定さ
だ
まら
ぬ
茅わ
ら

屋や

根ね

の
南
の
軒
先
か
ら
は
雨あ
ま

滴だ
れ

が
風
に
吹
か
れ
て
舞
う
て
落
ち
て
居
る
。

草
鞋
0

0

の
足
痕
に
溜
つ
た
泥
水
に
す
ら
寒
む
さ
う
な
漣
が
立
て
居
る
。
日

が
暮
れ
る
と
間
も
な
く
大
概
の
店
は
戸
を
閉
め
て
了し
ま

つ
た
。
闇
い
一
筋

町
が
寂ひ
つ
そ
り然
と
し
て
了
つ
た
。
旅
人
宿
だ
け
に
亀
屋
の
店
の
障
子
に
は

燈あ
か
り火
が
明あ
か

く
射
し
て
居
た
が
、
今
宵
は
客
も
余
り
な
い
と
見
え
て
内
も

ひ
つ
そ
り
と
し
て
、
を
り
〳
〵
雁
頸
の
太
さ
う
な
煙
管
0

0

で
火
鉢
0

0

の
縁
を

敲
く
音
が
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

叙
述
の
流
れ
に
沿
っ
て
み
る
と
、
場
所
や
時
節
、
天
候
、
そ
れ
ら
を
具
体

的
に
示
す
事
物
の
描
写
が
次
々
と
示
さ
れ
て
い
る
。
三
文
目
か
ら
四
文
目
に

か
け
て
の
、
大
空
か
ら
軒
先
へ
と
導
か
れ
る
視
線
に
大
津
の
眼
差
し
を
重
ね

る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
次
の
「
草
鞋
の
足
痕
に
溜

つ
た
泥
水
」
の
「
寒
む
さ
う
な
漣
」
を
見
つ
め
る
視
線
も
そ
の
よ
う
に
読
め

な
く
は
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
場
面
に
「
大
津
的
な
表
現
主
体
」
の
眼
差
し

を
想
定
し
て
み
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

つ
ま
り
、
一
人
称
的
視
点
の
介
在
を
〈
Ⅰ
〉
に
想
定
す
る
こ
と
も
一
応
可
能

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
多
摩
川
の
二
子
の
渡
を
わ
た
つ
て
少
し
ば
か
り
行
く
と
溝
口

と
い
ふ
宿
場
が
あ
る
。」
と
い
う
冒
頭
文
に
再
度
着
目
し
た
い
。
こ
こ
で
示

さ
れ
る
移
動
の
起
点
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
二
子
の
渡
か
ら
溝
口
へ
と
い
う

進
行
方
向
の
手
前
は
東
京
で
あ
るＦ
た
め
起
点
は
東
京
方
面
に
あ
る
と
言
え

る
。
つ
ま
り
、
冒
頭
文
か
ら
は
東
京
│
二
子
の
渡
│
溝
口
と
い
う
移
動
が
想

起
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
大
津
は
〈
Ⅱ
〉
で
「
今
日
は
晩
く
な
つ
て
川
崎
を

出
発
て
来
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
移
動
と
齟
齬
を
き
た
す
こ
と

が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、「
大
津
的
な
表
現
主
体
」
の
潜
在
を
〈
Ⅰ
〉
の

場
面
に
想
定
す
る
こ
と
は
、
叙
述
主
体
と
登
場
人
物
と
の
謂
れ
な
き
混
同
に

つ
な
が
る
と
い
う
観
点
か
ら
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、「
草
鞋
0

0

の
足
痕
」
と
い
う
語
が
現
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、〈
Ⅱ
〉

で
「
洋
服
、
脚
絆
、
草
鞋
0

0

の
旅
装
」
と
い
う
大
津
の
格
好
が
示
さ
れ
る
こ
と

に
も
注
意
し
た
い
。
情
報
量
の
限
ら
れ
る
短
編
の
読
み
手
に
と
っ
て
、「
草

鞋
」
と
い
う
語
が
二
つ
近
接
し
て
示
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
語
の
連
関
を
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優
先
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
読
み
手
は
、
冒
頭
場
面
の
「
草
鞋
」

と
大
津
の
旅
装
と
し
て
の
「
草
鞋
」
を
ひ
と
ま
ず
同
一
視
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
大
津
が
「
洋
服
、
脚
絆
、
草
鞋
0

0

の
旅
装
」
で
現
れ
た
後
、

「
一
寸
湯
を
お
呉
れ
」
と
言
い
、
そ
れ
に
応
じ
た
亀
屋
の
主
人
が
「
早
く
お

湯
を
持
て
来
な
い
か
」
と
持
っ
て
来
さ
せ
た
お
湯
で
足
を
洗
う
こ
と
も
、
冒

頭
の
「
草
鞋
の
足
痕
に
溜
つ
た
泥
水
」
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
一
連
の
描
写

か
ら
、
大
津
が
、
亀
屋
へ
向
か
う
道
中
に
「
草
鞋
の
足
痕
」
を
残
し
て
行
き
、

そ
こ
で
つ
け
た
泥
を
含
む
汚
れ
を
亀
屋
の
土
間
で
洗
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
〈
Ⅰ
〉「
無
人
称
的
文
体
」
は
、
大
津
が
過
ぎ
去
っ
た
後
の
光

景
を
も
叙
述
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
大
津
的
な
表

現
主
体
」
に
よ
る
単
一
的
な
視
座
か
ら
の
叙
述
を
〈
Ⅰ
〉
の
場
面
全
体
に
想

定
し
た
、
亀
井
の
説
と
は
異
な
る
読
み
を
可
能
に
す
る
描
写
が
〈
Ⅰ
〉
に
含

ま
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
〈
Ⅰ
〉
を
亀
井
の
説
に
倣
っ
て
「
無
人
称
的
文
体
」
と

呼
ん
で
き
た
が
、
右
で
そ
の
説
と
異
な
る
視
点
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ

を
〈
準
三
人
称
的
文
体
〉
と
言
い
換
え
た
い
。
な
ぜ
「
三
人
称
」
に
「
準
」

ず
る
か
と
い
え
ば
、
右
に
確
認
し
た
通
り
、
冒
頭
に
お
け
る
「
草
鞋
0

0

の
足
痕
」

が
大
津
の
存
在
を
ほ
の
め
か
す
か
ら
で
あ
る
。さ
ら
に
は
、同
じ
場
面
の
「
雁

頸
の
太
さ
う
な
煙
管
0

0

で
火
鉢
0

0

の
縁
を
敲
く
音
が
す
る
」
と
い
う
描
写
が
、
次

の
場
面
〈
Ⅱ
〉
の
「
長
火
鉢
0

0

に
寄
か
ゝ
ツ
て
胸
算
用
に
余
念
も
無
か
つ
た
主

人
」
や
「
太
い
指
が
煙
草
0

0

を
丸
め
だ
し
た
」
と
い
う
描
写
と
呼
応
し
、
主
人

の
存
在
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
根
拠
と
な
り
え
よ
う
。
つ
ま

り
、
冒
頭
〈
Ⅰ
〉
は
、
大
津
と
亀
屋
の
主
人
と
の
両
者
を
客
体
化
し
て
間
接

的
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
るＧ
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
冒
頭
〈
Ⅰ
〉
の
〈
準
三
人
称
的
文
体
〉
は
、

〈
Ⅱ
〉
の
「
三
人
称
的
文
体
」
へ
と
円
滑
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、〈
Ⅰ
〉
や
〈
Ⅱ
〉
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る
叙
述
主
体
は
同
一

の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、〈
Ⅳ
〉
も
「
机
の
上
に
は
二
年
前
秋
山

に
示
し
た
原
稿
と
同
じ
の
『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
が
置
い
て
あ
つ
て
、
其
最
後

に
書
き
加
へ
て
あ
つ
た
の
は
『
亀
屋
の
主
人
』
で
あ
つ
た
。
／
『
秋
山
』
で

は
無
か
つ
た
。（
／
は
改
行
を
示
す
、
以
下
同
じ
）」
と
し
て
〈
Ⅱ
〉
に
お
け
る

主
人
や
秋
山
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、〈
Ⅰ
〉〈
Ⅱ
〉
と
同
様
に

〈
Ⅳ
〉
も
同
一
の
叙
述
主
体
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
大
津
の
叙
述
が
大
半
を
占
め
る
〈
Ⅲ
〉
の
叙
述
主
体
の
正
体

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
実
は
〈
Ⅲ
〉
に
は
大
津
の
叙
述
で
は
な
い
箇
所
が

一
つ
だ
け
あ
る
。「
此
処
ま
で
話
し
て
来
て
大
津
は
静
か
に
其
原
稿

0

0

0

を
下
に

置
て
暫
時
く
考
へ
込
む
で
ゐ
た
。
戸
外
の
風
雨

0

0

0

0

0

の
響
き
は
少
し
も
衰
へ
な

い
。
秋
山
は
起
き
直
つ
て
、
／
『
そ
れ
か
ら
。』」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。「
戸

外
の
風
雨
」
と
い
う
語
は
〈
Ⅱ
〉
で
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
、「
其
原
稿
」
も

ま
た
、〈
Ⅳ
〉
に
「
二
年
前
秋
山
に
示
し
た
原
稿
」
と
い
う
形
で
登
場
す
る
。

し
た
が
っ
て
、〈
Ⅲ
〉
の
背
後
に
は
〈
Ⅰ
〉〈
Ⅱ
〉〈
Ⅳ
〉
と
同
じ
叙
述
主
体

が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
に
は
、
全
体

に
通
底
す
る
叙
述
主
体
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

　

そ
れ
で
は
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
を
統
括
す
る
叙
述
主
体
は
、
作
品
舞
台

を
提
示
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
操
作
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
の
第
一
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文
を
改
め
て
見
直
し
た
い
。「
多
摩
川
の
二
子
の
渡
を
わ
た
つ
て
少
し
ば
か

り
行
く
と
溝
口
と
い
ふ
宿
場
が
あ
る
。」
と
い
う
そ
の
文
は
、
先
ほ
ど
確
認

し
た
通
り
、
東
京
か
ら
溝
口
へ
向
か
う
移
動
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な

移
動
を
冒
頭
で
示
す
こ
と
は
、
作
品
舞
台
が
東
京
の
周
縁
部
に
位
置
す
る
こ

と
と
、
同
時
に
、
読
み
手
の
位
置
を
東
京
方
面
に
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。

　

ま
ず
は
前
者
か
ら
考
え
て
い
く
が
、
東
京
の
周
縁
部
で
も
特
に
「
溝
口
と

い
ふ
宿
場
」
の
中
程
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
地
理
的
に
意
味
す
る
の
は
、
そ

こ
が
大
山
街
道
沿
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
こ
の
道
は
江
戸
中
期
よ
り

盛
ん
に
な
っ
た
大
山
阿
夫
利
神
社
へ
の
参
詣
の
道
で
あ
り
、
夏
と
も
な
れ
ば

江
戸
や
そ
の
近
郷
の
人
々
が
代
参
に
急
い
だ
道
で
も
あ
るＨ
」
と
い
う
こ
と
は

見
逃
せ
な
い
。
大
山
街
道
沿
い
の
「
旅
人
宿
」
で
あ
る
亀
屋
に
と
っ
て
、
東

京
か
ら
の
大
山
へ
の
参
詣
者
は
真
っ
先
に
想
定
さ
れ
る
客
層
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
東
海
道
線
の
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
発
表
時
期
か
ら
時
代
設
定
が
東
海
道
線
開
通
以
後
と
考
え
ら
れ
る
「
忘

れ
え
ぬ
人
々
」
の
亀
屋
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
いＩ
。
当
時
の

大
山
参
詣
の
紀
行
文
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
八
月
二
五
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』

朝
刊
掲
載
の
吐
芳
「
避
暑
み
や
げ
（
上
）
大
山
詣
」
で
は
次
の
よ
う
な
道
行

が
示
さ
れ
る
。

新
橋
に
行
き
て
乗
込
み
し
は
八
日
の
終
列
車
な
り
噂
に
聞
き
つ
る
大
山

に
登
り
て
み
ば
や
と
思
へ
ば
藤
沢
に
て
下
車
せ
し
に
何
れ
の
宿
も
客
溢

る
ヽ
ば
か
り
に
て
つ
れ
な
く
も
断
わ
ら
れ
然
れ
ば
と
て
又
腕
車
も
な
し

暫
く
は
困
じ
果
て
し
が
又
例
の
負
け
じ
魂
ふ
り
起
し
て
星
を
明
り
に
東

海
道
を
右
に
折
れ
幅
狭
く
草
深
き
大
山
街
道
の
捷
径
を
往
く
四
里
余
り

の
路
を
人
に
も
遇
は
ず
重
き
足
を
犬
に
吠
え
つ
か
れ
な
ど
し
て
苦
し
さ

言
は
ん
ば
か
り
な
り
け
れ
ど
飛
び
か
ふ
蛍
、
蟲
の
音
は
い
く
ら
か
の
心

や
り
な
り

　

東
京
か
ら
大
山
へ
と
向
か
う
に
あ
た
っ
て
新
橋
か
ら
藤
沢
ま
で
東
海
道
線

の
鉄
道
を
用
い
、
そ
こ
か
ら
先
は
徒
歩
で
東
海
道
、
大
山
街
道
へ
と
進
む
行

程
を
示
し
て
い
る
。
東
海
道
線
開
通
以
前
は
、
東
京
か
ら
大
山
へ
向
か
う
旅

客
が
溝
口
の
亀
屋
に
も
数
多
く
泊
ま
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
東
京
か
ら
の

大
山
参
詣
が
右
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、「
忘
れ
え

ぬ
人
々
」
の
〈
Ⅰ
〉
で
、
溝
口
の
町
に
「
さ
な
き
だ
に
淋
し
い
」
と
い
う
形

容
が
付
さ
れ
た
こ
と
は
肯
け
る
。
季
節
の
違
い
は
あ
る
が
、「
何
れ
の
宿
も

客
溢
る
ヽ
ば
か
り
」
で
あ
る
藤
沢
と
比
べ
る
と
、
溝
口
は
客
の
少
な
い
閑
散

と
し
た
場
所
な
の
で
あ
る
。

　
「
寒
い
〳
〵
霙
ま
じ
り
の
風
が
広
い
武
蔵
野
を
荒
れ
に
荒
れ
て
終よ
も
す
が
ら夜、
真

暗
な
溝
口
の
町
の
上
を
哮
へ
狂
つ
た
」。
こ
の
よ
う
な
「
武
蔵
野
」
の
一
角

に
あ
る
閑
散
と
し
た
町
が
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
舞
台
で
あ
る
こ
と
の
意
味

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
冒
頭
文
で
叙
述
主
体
が
東
京
を
起
点
と
し
て

叙
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
東
京
と
の
関
係
性
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
い
。

「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
二
か
月
前
に
同
じ
く
『
国
民
之
友
』
に
発
表
さ
れ
た

「
今
の
武
蔵
野
」
の
「
七
」
で
は
、
友
人
か
ら
の
書
簡
の
引
用
と
い
う
形
で

「
東
京
」
と
「
武
蔵
野
」
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
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僕
の
武
蔵
野
の
範
囲
の
中
に
は
東
京
が
あ
る
。
し
か
し
之
は
無
論
省
か

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
れ
は
我
々
は
農
商
務
省
の
官
衙
が
巍
峨
と

し
て
聳
て
居
た
り
、
鉄
管
事
件
の
裁
判
が
有
つ
た
り
す
る
八
百
八
街
に

よ
つ
て
昔
の
面
影
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
に
僕
が
近
頃

知
合
に
な
つ
た
独
乙
婦
人
の
評
に
東
京
は
「
新
し
い
都
」
と
い
ふ
こ
と

が
有
つ
て
、
今
日
の
光
景
で
は
仮
令
徳
川
の
江
戸
で
有
つ
た
に
し
ろ
、

此
評
語
を
適
当
と
考
へ
ら
れ
る
筋
も
あ
る
。
斯
様
な
わ
け
で
東
京
は
必

ず
武
蔵
野
か
ら
抹
殺
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
東
京
の
南
北
に
か
け
て
は
武
蔵
野
の
領
分
が
甚
だ
せ
ま
い
。
殆

ど
無
い
と
い
つ
て
も
よ
い
。
是
れ
は
地
勢
の
然
ら
し
む
る
処
で
、
且
鉄

道
が
通
し
て
居
る
の
で
、
乃
ち
「
東
京
」
が
此
線
路
に
由
て
武
蔵
野
を

貫
い
て
直
接
に
他
の
範
囲
と
連
接
し
て
居
る
か
ら
で
有
る
。
僕
は
ど
う

も
左
う
感
じ
る
。

　

前
者
は
、
後
者
の
「
東
京
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
も
の
と
言
え

る
。
そ
の
中
の
「
農
商
務
省
の
官
衙
が
巍
峨
と
し
て
聳
て
居
た
り
、
鉄
管
事

件
の
裁
判
が
有
つ
た
り
す
る
」
と
い
う
の
は
、「
僕
は
東
京
」
と
言
う
大
津

が
〈
Ⅲ
〉
で
述
べ
た
よ
う
な
、「
名
利
競
争
0

0

の
俗
念
」
が
渦
巻
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
後
者
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
東
京
」
が
鉄

道
線
路
に
よ
っ
て
「
直
接
に
他
の
範
囲
と
連
接
し
て
居
る
」
こ
と
が
述
べ
ら

れ
るＪ
。
ま
さ
に
そ
の
様
子
を
書
き
留
め
て
い
る
の
が
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
吐
芳

「
避
暑
み
や
げ
（
上
）
大
山
詣
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
京
か
ら
終
列
車

に
乗
り
込
ん
で
着
い
た
先
の
宿
場
で
の
、
す
で
に
先
客
で
溢
れ
か
え
っ
て
泊

ま
る
宿
す
ら
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
は
、
や
は
り
「
競
争
」
と
呼
ぶ
に

相
応
し
い
。
そ
の
よ
う
な
「
競
争
」
を
強
い
る
の
は
、
鉄
道
線
路
で
直
接
に

連
接
し
た
「
東
京
」
で
あ
り
、「
東
京
」
を
他
の
範
囲
に
連
接
す
る
鉄
道
線

路
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
次
に
示
す
二
つ
の
記
事
は
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
発
表
当
時
（
明

治
三
十
年
前
後
）
の
溝
口
と
「
東
京
」
と
の
関
係
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

●
浦
浜
鉄
道　

埼
玉
県
浦
和
町
星
野
平
兵
衛
氏
外
十
余
名
は
資
本
金
百

六
十
万
円
を
以
て
神
奈
川
県
神
奈
川
よ
り
溝
ノ
口

0

0

0

荻
窪
白
子
を
経
て
浦

和
に
至
り
右
折
し
て
流
山
に
至
る
四
十
一
哩
間
に
浦
浜
鉄
道
敷
設
を
出

願
せ
り

●
玉
川
電
気
鉄
道　

府
下
麹
町
赤
坂
両
区
の
有
志
者
十
余
名
の
発
起
に

係
る
同
鉄
道
は
赤
坂
弁
慶
橋
よ
り
青
山
を
経
て
渋
谷
停
車
場
に
至
り
大

山
街
道
を
一
直
線
に
二
子
村
よ
り
神
奈
川
県
下
溝
口
0

0

に
至
る
十
二
哩
の

鉄
道
に
て
今
回
府
庁
に
出
願
せ
り

　

前
者
は
一
八
九
六
〈
明
治
二
九
〉
年
七
月
三
十
日
、
後
者
は
同
年
八
月
二

一
日
、
い
ず
れ
も
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
年
が
「
第

二
次
鉄
道
熱
期Ｋ
」
に
あ
た
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
当
時
の
鉄
道
熱
に
つ

い
て
武
知
京
三
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
日
清
戦
争
終
了
後
の
翌

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
は
、
空
前
の
投
資
熱
が
起
こ
り
、
各
企
業
部
門

に
お
い
て
活
発
な
活
動
が
展
開
さ
れ
た
が
、
鉄
道
投
資
は
異
常
な
も
の
が

あ
っ
た
。（
略
）
同
年
度
に
仮
免
許
の
申
請
を
行
っ
た
も
の
は
実
に
五
五
五
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件
に
も
達
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
う
ち
仮
免
許
を
受
け
た
も
の
は
ご

く
わ
ず
か
で
あ
り
、
出
願
者
の
ほ
と
ん
ど
が
同
一
路
線
の
競
願
で
あ
る
か
、

ま
た
は
鉄
道
と
し
て
の
基
本
設
計
が
妥
当
で
な
い
と
判
断
さ
れ
、
そ
の
大
半

は
却
下
さ
れ
たＬ
。」

　

こ
の
よ
う
に
、「
東
京
」
を
特
徴
づ
け
る
「
競
争
」
が
鉄
道
敷
設
の
出
願

に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
右
に
挙
げ
た
二
つ
の
出
願
は
、
い

わ
ば
鉄
道
で
溝
口
を
「
東
京
」
に
連
接
さ
せ
る
計
画
と
い
え
よ
う
。
前
者
は

却
下
さ
れ
て
そ
の
後
も
新
聞
報
道
に
は
現
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
後
者
に
つ
い

て
は
、
翌
一
八
九
七
〈
明
治
三
〇
〉
年
一
月
二
〇
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝

刊
が
そ
の
結
果
を
報
じ
て
い
る
。

●
鉄
道
可
決　

麹
町
区
小
磯
某
氏
外
二
十
余
名
の
発
起
に
係
る
玉
川
電

気
鉄
道
（
赤
坂
区
弁
慶
橋
を
起
点
と
し
青
山
渋
谷
0

0

宮
益
町
よ
り
厚
木
街

道
を
二
子
の
渡
を
経
て
神
奈
川
県
溝
口
0

0

に
至
る
）
は
此
程
通
常
府
会
に

於
て
可
決
せ
り

　

東
京
市
赤
坂
区
か
ら
渋
谷
を
経
由
し
て
溝
口
に
至
る
鉄
道
の
出
願
が
可
決

さ
れ
た
こ
の
事
実Ｍ
が
示
す
の
は
、
鉄
道
に
よ
る
溝
口
と
「
東
京
」
と
の
連
接

が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
るＮ
。
つ
ま
り
、
こ
の
翌
年
四
月

に
発
表
さ
れ
た
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
舞
台
・
溝
口
は
、「
競
争
」
と
い
う

原
理
を
持
つ
「
東
京
」
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
差
し
迫
っ
た
場
所
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
溝
口
か
ら
見
た
「
東
京
」
は
、「
競
争
」
の
淵

源
と
し
て
周
縁
部
を
侵
食
し
て
い
く
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、「
僕
は
東
京
」
と
い
う
大
津
の
よ
う
な
東
京
人
に
と
っ
て
の
「
東

京
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。「
名
利
競
争
の
俗
念
」

が
渦
巻
く
、
と
い
う
以
外
に
も
、
同
時
代
の
言
説
か
ら
そ
の
特
質
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

　
「
東
京
及
び
東
京
市
民
」
と
「
東
京
市
民
の
祝
祭
」
と
い
う
二
つ
の
論
説

は
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
と
同
号
の
『
国
民
之
友
』
三
六
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

そ
の
発
行
日
と
同
じ
明
治
三
一
年
四
月
一
〇
日
に
奠
都
三
十
年
祝
賀
会
が
開

か
れ
たＯ
こ
と
は
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。「
東
京
市
民
の
祝
祭
」
は
、

そ
の
祝
賀
会
に
つ
い
て
「
東
京
市
民
を
し
て
市
民
た
る
の
分
限
を
自
覚
せ
し

む
る
の
一
端
と
も
な
る
べ
し
。」
と
し
て
い
る
。
以
下
は
「
東
京
及
び
東
京

市
民
」
の
一
節
で
あ
る
。

独
り
彼
等
が
市
民
た
る
自
覚
心
を
発
揮
す
る
の
み
な
ら
ず
、
市
民
た
る

の
経
営
を
為
し
。
市
民
た
る
の
生
活
に
入
り
、
之
を
好
み
、
之
を
楽
み
。

一
百
五
十
万
の
市
民
が
、
其
の
共
同
的
一
家
族

0

0

0

0

0

0

と
な
る
に
到
り
て
、
始

め
て
東
京
を
し
て
、
極
東
の
大
都
た
る
を
誇
ら
し
む
る
に
足
ら
む
。（
圏

点
略
）

　
「
東
京
市
民
」
を
「
共
同
的
一
家
族
」
と
い
う
言
葉
で
一
括
り
に
し
よ
う

と
す
る
力
学
が
働
い
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
は

「
東
京
」
の
範
囲
外
の
人
々
を
除
外
し
、
範
囲
内
の
「
東
京
市
民
」
の
共
同

性
を
強
固
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
が
こ
れ
ら
の
言
説
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
一
考
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、「
忘

れ
え
ぬ
人
々
」
冒
頭
文
の
叙
述
主
体
が
示
し
た
移
動
の
起
点
が
東
京
方
面
に
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あ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、「
多
摩
川
の
二
子
の
渡
を
わ
た
つ

て
少
し
ば
か
り
行
く
と
溝
口
と
い
ふ
宿
場
が
あ
る
。」
と
い
う
そ
の
文
か
ら

想
定
さ
れ
る
東
京
方
面
の
読
み
手
に
、
右
の
「
東
京
市
民
」
を
当
て
は
め
る

こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

四

　

前
節
で
確
認
し
た
「
東
京
」
と
溝
口
と
の
関
係
や
「
東
京
市
民
」
の
あ
り

方
を
踏
ま
え
て
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
解
釈
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
。
そ
の
解
釈
の
鍵
は
末
尾
の
後
日
譚
が
示
し
て
い
る
。

其
後
二
年
経
過
つ
た
。

大
津
は
故
あ
つ
て
東
北
の
或
る
地
方
に
住
つ
て
ゐ
た
。
溝
口
の
旅
宿
で

初
め
て
遇
つ
た
秋
山
と
の
交
際
は
全
く
絶
え
た
。
恰
度
、
大
津
が
溝
口

に
泊
つ
た
時
の
時
候
で
あ
つ
た
が
、
雨
の
降
る
晩
の
こ
と
。
大
津
は
独

り
机
に
向
つ
て
瞑
想
に
沈
む
で
ゐ
た
。
机
の
上
に
は
二
年
前
秋
山
に
示

し
た
原
稿
と
同
じ
の
『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
が
置
い
て
あ
つ
て
、
其
最
後

に
書
き
加
へ
て
あ
つ
た
の
は
『
亀
屋
の
主
人
』
で
あ
つ
た
。

『
秋
山
』
で
は
無
か
つ
た
。

　

大
津
が
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
の
原
稿
に
書
き
加
え
た
の
が
「
亀
屋
の
主
人
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
結
末
部
に
、「『
秋
山
』
で
は
無
か
つ
た
。」
と

付
け
足
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
・
大
津
に
と
っ
て
は
、
単
に
事
実
を
示
す
末

尾
の
一
文
は
蛇
足
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
第
二
節
で
示
し
た
よ
う
に
、〈
準

三
人
称
的
文
体
〉
に
よ
っ
て
大
津
と
亀
屋
の
主
人
と
を
客
体
化
し
て
示
し
た

〈
Ⅰ
〉
の
叙
述
と
、〈
Ⅱ
〉
か
ら
〈
Ⅳ
〉
ま
で
の
三
人
称
的
視
点
に
よ
る
そ
れ

と
を
前
景
化
し
、〈
Ⅲ
〉
に
お
け
る
大
津
の
叙
述
を
後
景
化
し
た
読
み
を
す

る
な
ら
ば
、
末
尾
の
後
日
譚
は
、
相
対
的
な
関
係
に
あ
る
大
津
、
亀
屋
の
主

人
、
秋
山
の
う
ち
、
大
津
と
秋
山
と
の
関
係
を
退
け
、
大
津
と
亀
屋
の
主
人

と
の
関
係
を
選
び
取
っ
た
と
い
う
こ
と
を
叙
述
主
体
が
強
調
し
た
も
の
と
解

釈
で
き
る
。

　

こ
の
結
末
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
前
節
で
み
た
作
品

舞
台
の
持
つ
同
時
代
的
な
意
義
を
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
亀
屋
の
主
人

が
生
き
て
い
る
溝
口
は
、
鉄
道
に
よ
っ
て
、「
競
争
」
と
い
う
原
理
を
持
つ

「
東
京
」
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
迫
っ
た
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え

て
主
人
と
家
内
の
人
々
と
の
次
の
や
り
取
り
を
見
直
す
。

「
お
婆
さ
ん
、
吉
蔵
が
眠
む
さ
う
に
し
て
居
る
じ
や
あ
な
い
か
、
早
く

被あ

ん

か
中
爐
を
入
れ
て
や
つ
て
お
寝
か
し
な
、
可
愛
さ
う
に
。」

主
人
の
声
の
方
が
眠
む
さ
う
で
あ
る
、
厨く
り
や房
の
方
で
、

「
吉
蔵
は
此
処
で
本
を
復さ
ら
つ習
て
居
ま
す
じ
や
な
い
か
ね
。」

お
婆
さ
ん
の
声
ら
し
か
つ
た
。

「
さ
う
か
な
。
吉
蔵
最
う
お
寝
よ
、
朝
早
く
起
き
て
お
復
習
い
な
。
お

婆
さ
ん
早
く
被
中
爐
を
入
れ
て
お
や
ん
な
。」

「
今
す
ぐ
入
れ
て
や
り
ま
す
よ
。」

　
〈
Ⅱ
〉
に
お
け
る
主
人
と
老
母
と
の
こ
の
や
り
取
り
は
、「
競
争
」
と
い
う

観
点
か
ら
読
み
直
す
に
当
た
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
箇
所
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
息
子
の
吉
蔵
が
「
本
を
復
習
て
居
」
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
復
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習
」
と
い
う
字
か
ら
、
吉
蔵
が
学
校
の
勉
強
を
「
お
復
習
い
」
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
発
表
の
前
年
、
明
治
三
〇
年
は
溝
口
が

位
置
す
る
神
奈
川
県
に
県
立
中
学
校
が
初
め
て
開
校
し
た
年
で
あ
っ
たＰ
。
勉

学
の
面
で
の
「
競
争
」
が
徐
々
に
表
面
化
し
て
き
た
時
代
状
況Ｑ
に
あ
っ
て
、

息
子
の
吉
蔵
が
学
校
の
勉
強
を
「
復
習
」
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主

人
は
構
わ
ず
に
寝
か
せ
よ
う
と
す
る
。
主
人
が
い
か
に
「
競
争
」
と
は
無
縁

の
場
所
に
生
き
て
き
た
か
が
こ
の
や
り
取
り
か
ら
測
り
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
場
面
は
大
津
が
部
屋
に
通
さ
れ
た
後
の
こ
と
な
の
で
、
亀
屋
の
主
人

に
付
随
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
大
津
が
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
の
原
稿
に
書

き
加
え
る
由
も
な
い
が
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
叙
述
主
体
は
読
み
手
に
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
主
体
の
意
図
を
重
視

し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
末
尾
の
後
日
譚
は
、
ま
も
な
く
「
東
京
」
の
侵
食
に

よ
っ
て
消
え
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
「
競
争
」
と
は
無
縁
の
主
人
の
姿
を
、

東
京
人
・
大
津
が
見
逃
さ
ず
に
覚
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
読
み
手
に
示
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
は
、
冒
頭
第
一
文
に

よ
っ
て
読
み
手
と
し
て
想
定
さ
れ
る
「
東
京
市
民
」、
す
な
わ
ち
、
鉄
道
と

連
携
し
て
「
東
京
」
の
周
縁
の
人
々
を
「
競
争
」
に
巻
き
込
む
と
同
時
に
、

「
共
同
的
一
家
族
」
と
し
て
自
ら
の
共
同
性
を
強
め
よ
う
と
す
る
「
一
百
五

十
万
の
市
民
」
に
対
し
て
、
そ
の
活
動
の
「
犠
牲
者
」
と
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
、「
競
争
」
と
は
別
の
文
脈
に
生
き
て
き
た
亀
屋
の
主
人
の
よ
う
な

存
在
が
、「
東
京
」
か
ら
至
近
の
距
離
に
存
在
す
る
こ
と
を
先
取
り
し
て
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
も
う
一
方
の
、
退
け
ら
れ
た
大
津
と
秋
山
と
の
関
係
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。〈
Ⅱ
〉
に
あ
る
通
り
、
大
津
は
「
無
名
の
文
学
者
」、
秋
山
は

「
無
名
の
画
家
」
で
、「
美
術
論
か
ら
文
学
論
か
ら
宗
教
論
ま
で
二
人
は
可
な

り
勝
手
に
饒
舌
つ
て
、
現
今
の
文
学
者
や
画
家
の
大
家
を
手
ひ
ど
く
批
評
し

て
十
一
時
が
打
つ
た
の
に
気
が
付
か
な
か
つ
た
」。
初
め
て
宿
で
顔
を
合
わ

せ
た
者
同
士
の
関
わ
り
合
い
と
し
て
は
非
常
に
親
密
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
お
互
い
は
「
赤
の
他
人
」
同
士
で
あ
る
が
、
共
通
の
話
題
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
点
か
ら
し
て
「
同
種
類
の
青
年
」
で
あ
る
。
二
人
が
「
戸
外

の
風
雨
」
を
耳
に
し
た
時
、
秋
山
は
大
津
に
「
こ
ん
な
晩
は
君
の
領
分
0

0

だ
ね

エ
」
と
声
を
掛
け
な
が
ら
も
、
同
時
に
「
大
津
の
今
の
顔
、
今
の
眼
元
は
我

が
領
分
0

0

だ
な
と
思
」
う
。
大
津
は
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
阿
蘇
の
荒
涼

と
し
た
光
景
を
秋
山
に
語
る
際
、「
之
れ
を
描
く
の
は
先
づ
君
の
領
分
0

0

だ
と

思
ふ
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
応
答
か
ら
、「
領
分
」
を
分
か
ち
合
う

べ
き
対
象
と
し
て
の
「
何
か
」
が
、
大
津
と
秋
山
と
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
そ
の
「
何
か
」
は
結
局
名
指
さ
れ
な
い

ま
ま
に
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
お
互
い
に
分
か
ち
合
っ
て
い
る
も
の
の
正
体
が
明
か
さ
れ
な

い
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
分
か
ち
合
っ
て
い
る
「
何
か
」
自
体
に
つ
い
て

大
津
と
秋
山
と
の
間
で
名
指
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
そ
の

「
何
か
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
信
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
領
分
」

と
い
う
言
葉
だ
け
で
相
互
に
会
話
が
通
じ
る
の
で
あ
る
。
互
い
の
頭
の
中
に

思
い
浮
か
べ
る
も
の
が
た
と
え
一
致
し
な
く
と
も
、
思
い
浮
か
べ
る
対
象
が

両
者
の
頭
の
中
に
存
在
し
、
そ
れ
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
。
大

津
と
秋
山
の
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
示
す
の
は
、
二
人
が
「
同
種
類
の
青
年
」

で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
想
像
上
の
紐
帯
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

想
像
上
の
紐
帯
で
繋
が
れ
た
大
津
と
秋
山
と
の
関
係
性
は
、
想
像
上
の
共
同
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性
を
保
持
す
る
と
い
う
点
で
、
前
節
で
示
し
た
「
東
京
市
民
」
と
類
比
的
な

関
係
に
あ
る
。「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
叙
述
主
体
は
、
そ
の
よ
う
な
想
像
上

の
共
同
性
に
基
づ
く
関
係
を
作
品
末
尾
の
一
文
で
退
け
た
と
言
っ
て
よ
いＲ
。

換
言
す
れ
ば
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
は
、
大
津
と
秋
山
と
の
間
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
、
共
同
性
に
基
づ
く
関
係
性
の
最
大
公
約
数
的
な
あ
り
方
を
退
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
東
京
市
民
」
に
対
す
る
批
評
性
を
内
包
し
た
価
値
観
を
も

示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
は
、
発
表
当
時
の
「
東
京
」
や
「
東

京
市
民
」
の
あ
り
方
を
再
考
さ
せ
る
可
能
性
を
も
つ
作
品
だ
っ
た
と
言
え
よ

う
。

注（
１
）　

中
島
礼
子
『
国
木
田
独
歩
の
研
究
』（
二
〇
〇
九
・
七
、
お
う
ふ
う
）
二
六

七
頁
に
「
主
と
し
て
、〈
小
民
〉
あ
る
い
は
〈
風
景
〉
を
視
座
に
し
て
理
解
さ

れ
て
き
て
」
い
る
と
の
記
述
が
あ
る
。
風
景
を
視
座
に
し
た
例
と
し
て
同
書
に

列
挙
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
以
下
に
示
す
。
森
本
隆
子
「
風
景
と
感
性
の
サ
ブ

ラ
イ
ム
│
志
賀
重
昂
か
ら
夏
目
漱
石
ま
で
」（『
近
世
と
近
代
の
通
廊
│
十
九
世

紀
日
本
の
文
学
』
二
〇
〇
一
・
二
、
双
文
社
、
の
ち
『〈
崇
高
〉
と
〈
帝
国
〉

の
明
治
│
夏
目
漱
石
論
の
射
程
』
二
〇
一
三
・
三
、
ひ
つ
じ
書
房
）
は
柄
谷
の

説
に
則
っ
て
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
か
ら
「〈
転
倒
〉
の
美
学
」
を
引
き
出
し
て

い
る
。
ま
た
、
松
本
常
彦
「
コ
ダ
ッ
ク
眼
の
小
説
│
国
木
田
独
歩
「
忘
れ
え
ぬ

人
々
」
の
場
合
│
」（『
香
椎
潟
』
二
〇
一
二
・
三
）
は
柄
谷
の
説
を
踏
ま
え
、

「「
風
景
の
発
見
」
と
い
う
問
題
が
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
に
と
っ
て
中
心
的
問

題
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。」
と
し
て
い
る
。

（
２
）　
『
定
本
柄
谷
行
人
集
第
一
巻
〈
日
本
近
代
文
学
の
起
源
〉』（
二
〇
〇
四
・
九
、

岩
波
書
店
、
以
下
『
定
本
起
源
』
と
す
る
）
三
〇
頁

（
３
）　

佐
々
木
敦
「
新
し
い
小
説
の
た
め
に　

第
三
回　

近
代
文
学
VS
近
代
絵
画
」

（『
群
像
』
二
〇
一
三
・
一
一
）

（
４
）　

管
見
に
よ
れ
ば
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
に
関
し
て
初
め
て
人
称
を
問
題
に
し

た
の
は
亀
井
秀
雄
「
第
十
二
章　

自
然
が
管
理
さ
れ
る
ま
で
」（『
感
性
の
変
革
』

一
九
八
三
・
六
、
講
談
社
）
で
あ
る
。
以
後
、
関
肇
「
記
憶
を
語
る
言
葉
│
国

木
田
独
歩
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
論
│
」（『
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
九
九

七
・
一
二
）
に
人
称
に
関
す
る
部
分
的
な
言
及
が
あ
る
が
、
概
括
的
に
は
「
忘

れ
え
ぬ
人
々
」
に
関
し
て
人
称
の
問
題
は
回
避
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
ま
た
、

「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
叙
述
主
体
の
視
座
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
小
泉
浩
一

郎
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』〈
特
集
＝
独
歩
と
花
袋
〉

一
九
八
二
・
七
）
が
「
作
者
の
超
越
的

0

0

0

視
点
（
傍
点
原
文
）」
と
い
う
見
方
を

提
出
し
て
い
る
も
の
の
、「
作
者
」
と
い
う
枠
内
に
叙
述
主
体
の
位
置
を
と
ど

め
て
い
る
点
は
小
稿
の
論
旨
と
意
義
を
異
に
す
る
。

（
５
）　
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
場
面
区
分
を
示
し
た
主
な
先
行
研
究
に
、
北
野
昭
彦

「
第
九
章　

独
歩
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」（『
宮
崎
湖
処
子
・

国
木
田
独
歩
の
詩
と
小
説
』
一
九
九
三
・
六
、
和
泉
書
院
）
二
五
九
、
二
六
〇

頁
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
称
の
転
換
と
は
無
関
係
に
場
面
が
区
切
ら
れ
て
お
り

小
稿
の
区
分
と
も
異
な
る
。

（
６
）　

亀
井
前
掲
書
二
九
五
頁

（
７
）　

亀
井
前
掲
書
三
〇
三
頁

（
８
）　

注（
６
）に
同
じ

（
９
）　

小
森
陽
一
『〈
ゆ
ら
ぎ
〉
の
日
本
文
学
』（
一
九
九
八
・
九
、
日
本
放
送
出
版

協
会
）
三
八
頁

（
10
）　

注（
９
）に
同
じ

（
11
）　

引
用
は
『
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
』（
増
訂
版
、
一
九
七
八
・
三
、
学
習
研

究
社
、
以
下
『
全
集
』
と
す
る
）
第
九
巻
三
二
九
、
三
三
〇
頁

（
12
）　
「
解
題
」『
全
集
』
第
一
巻
六
一
三
頁
参
照

（
13
）　
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
と
「
画
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
者
の
成
立
に
詳

し
い
芦
谷
信
和
「
解
題
」『
近
代
文
学
注
釈
叢
書　

11
国
木
田
独
歩
』（
一
九
九

一
・
四
、
有
精
堂
）
二
三
〇
〜
二
三
五
頁
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、

『
日
本
近
代
文
学
大
系
第
10
巻　

国
木
田
独
歩
集
』（
一
九
七
〇
・
六
、
角
川
書

店
）
の
山
田
博
光
の
注
釈
等
を
受
け
継
い
だ
同
書
の
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
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設
定
が
独
歩
の
「
東
金
市
で
の
体
験
に
基
づ
く
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を

踏
ま
え
、
そ
の
「
東
金
体
験
」
の
記
述
が
『
欺
か
ざ
る
の
記
』（『
全
集
』
第
六

巻
一
二
四
頁
）
の
明
治
二
六
年
五
月
四
日
の
項
に
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

そ
の
前
月
に
創
作
さ
れ
た
「
画
」
と
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
と
の
影
響
関
係
は
一

考
す
べ
き
で
あ
る
。

（
14
）　
『
定
本
起
源
』
一
七
頁
で
柄
谷
は
、
宇
佐
見
圭
司
の
山
水
画
論
を
参
照
し
た

上
で
、「「
風
景
」
と
は
「
固
定
的
な
視
点
を
持
つ
一
人
の
人
間
か
ら
、
統
一
的

に
把
握
さ
れ
る
」
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
空

間
と
時
間
と
を
一
つ
の
視
座
か
ら
連
続
的
に
捉
え
た
叙
述
を
な
す
「（
今
の
）

武
蔵
野
」
の
「
自
分
」
と
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
大
津
と
の
両
者
が
、
こ
こ
で

い
う
「
風
景
」
を
見
出
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

両
者
を
直
ち
に
「
国
木
田
独
歩
」
の
名
へ
と
収
斂
さ
せ
、
そ
れ
を
「
風
景
の
発

見
」
の
当
事
者
と
す
る
柄
谷
の
論
理
に
は
飛
躍
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

（
15
）　
『
川
崎
市
史　

別
編　

民
俗
』（
一
九
九
一
・
三
、
川
崎
市
）
二
六
〇
頁
に
は
、

「
二
子
・
溝
口
は
大
山
街
道
（
矢
倉
沢
往
還
）
の
宿
と
し
て
栄
え
た
。
大
山
街

道
は
江
戸
城
の
赤
坂
御
門
を
出
て
、
青
山
・
渋
谷
・
瀬
田
・
二
子
・
溝
口
を
通

り
、（
略
）
御
殿
場
に
至
る
街
道
で
あ
る
。」
と
の
説
明
が
あ
る
。

（
16
）　

前
掲
「
画
」
の
引
用
文
の
直
後
に
は
、「
瞑
目
し
て
眼
底
に
描
き
得
る
者
は
、

風
呂
敷
包
を
負
ひ
白
の
メ
リ
ヤ
ス
股
引
を
着
け
、
草
鞋

0

0

覚
束
な
く
踏
み
た
る
少

年
が
、
み
ぞ
れ
蕭
々
と
降
る
寂
寞
の
境
を
、
茫
然
四
顧
し
て
辿
り
行
く
光
景
な

り
。
予
は
此
想
像
画
に
対
す
る
毎
に
怪
し
き
暗
愁
の
雲
に
幽
か
に
泣
く
」
と
あ

る
。「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
冒
頭
場
面
と
同
様
に
「
草
鞋
」
が
出
て
く
る
が
、

こ
こ
で
は
「
草
鞋
」
履
き
の
人
間
の
姿
が
三
人
称
的
視
点
に
よ
っ
て
客
体
化
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
想
像
画
」
か
ら
対
象
と
な
る
人
物
を
取
り
除
き
、

語
り
手
「
予
」
の
存
在
を
韜
晦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
草
鞋
の
足
痕
」
を
前

景
化
し
た
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
冒
頭
が
生
み
出
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
17
）　

前
掲
『
川
崎
市
史　

別
編　

民
俗
』
二
六
〇
頁

（
18
）　

川
島
敏
郎
『
相
州
大
山
信
仰
の
底
流
│
通
史
・
縁
起
・
霊
験
譚
・
旅
日
記
な

ど
を
介
し
て
│
』（
二
〇
一
六
・
一
、
山
川
出
版
社
）
三
六
頁
に
は
、「
こ
の
年

（
一
八
八
九
〈
明
治
二
十
二
〉
年
│
引
用
者
注
）
に
は
東
海
道
本
線
が
全
線
開

通
し
、
そ
の
後
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
小
田
原
急
行
鉄
道
小
田
原
線
が

敷
設
さ
れ
る
ま
で
、
平
塚
駅
が
東
京
・
横
浜
方
面
か
ら
の
大
山
参
詣
者
の
新
し

い
玄
関
口
と
し
て
定
着
し
た
」
と
あ
る
。

（
19
）　

鉄
道
に
よ
る
空
間
意
識
の
変
化
を
説
い
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ

シ
ュ
『
鉄
道
旅
行
の
歴
史　

十
九
世
紀
に
お
け
る
空
間
と
時
間
の
工
業
化
』（
加

藤
二
郎
訳
、
一
九
八
二
・
一
一
、
法
政
大
学
出
版
局
）
五
四
頁
の
「
伝
来
の
旅

の
空
間
が
、
つ
ま
り
目
的
地
間
の
空
間
が
、
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

二
つ
の
場
所
が
直
接
接
近
す
る
こ
と
に
な
り
、
互
い
に
衝
突
し
合
う
ほ
ど
に
近

づ
き
、
両
方
の
場
所
は
、
そ
の
旧
来
の
特
色
を
失
う
。」
と
い
う
言
を
端
的
に

先
取
り
し
た
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
を
含
む
「
今
の
武
蔵
野
」
が
前

掲
書
の
原
書
刊
行
の
約
八
〇
年
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
甚
だ
興
味
深
い
。

（
20
）　

武
知
京
三
『
都
市
近
郊
鉄
道
の
史
的
展
開
』（
一
九
八
六
・
七
、
日
本
経
済

評
論
社
）
二
〇
頁

（
21
）　

注（
20
）に
同
じ

（
22
）　

当
時
、
国
木
田
独
歩
は
渋
谷
に
住
ん
で
い
た
。
た
と
え
「
鉄
道
可
決
」
の
記

事
を
読
ん
で
い
な
く
と
も
、
そ
れ
と
同
日
の
一
八
九
七
年
一
月
二
〇
日
の
『
欺

か
ざ
る
の
記
』
に
「
今
夜
渋
谷
村
祈
祷
会
を
森
為
山
氏
の
宅
に
開
く
。」（『
全

集
』
第
七
巻
五
二
五
頁
）
と
あ
る
の
で
、
独
歩
が
近
隣
の
祈
祷
会
出
席
者
な
ど

か
ら
、
渋
谷
を
経
由
す
る
鉄
道
敷
設
の
可
決
と
い
う
事
実
を
聞
い
た
可
能
性
は

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

（
23
）　

た
だ
し
、
前
掲
『
川
崎
市
史　

別
編　

民
俗
』
二
六
一
頁
に
よ
れ
ば
、
実
際

に
玉
川
電
気
鉄
道
が
溝
口
に
乗
り
入
れ
る
の
は
一
九
二
七
（
昭
和
二
年
）
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
24
）　
『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
八
九
八
・
四
・
一
一
）
朝
刊
第
四
面
は
、「
奠
都
三

十
年
祝
祭
は
い
よ
〳
〵
昨
十
日
を
以
て
宮
城
二
重
橋
外
の
祝
賀
会
式
場
に
於
て

挙
行
せ
ら
れ
ぬ
」
と
報
じ
て
い
る
。

（
25
）　
『
川
崎
市
史　

年
表
』（
一
九
六
八
・
一
一
、
川
崎
市
役
所
）
六
四
頁
参
照

（
26
）　

天
野
郁
夫
『
試
験
の
社
会
史　

近
代
日
本
の
試
験
・
教
育
・
社
会
』（
一
九

八
三
・
一
〇
、
東
京
大
学
出
版
）
二
四
四
頁
で
は
、「
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三

〇
年
代
に
か
け
て
、
若
者
た
ち
の
前
に
開
け
て
い
た
試
験
の
世
界
」
が
「「
学



〔　　〕62

力
」
の
時
代
か
ら
「
学
歴
」
の
時
代
へ
」
と
変
化
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

（
27
）　

木
村
洋
「
第
５
章　

民
友
社
史
論
と
国
木
田
独
歩
│
「
人
民
の
歴
史
」
の
脈

絡
」『
文
学
熱
の
時
代　

慷
慨
か
ら
煩
悶
へ
』（
二
〇
一
五
・
一
一
、
名
古
屋
大

学
出
版
会
）
一
二
七
頁
に
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
で
は
「
共
同
性
の
範
囲
内
に

留
ま
る
記
憶
を
不
自
然
な
も
の
と
見
る
視
点
が
打
ち
出
さ
れ
て
」
い
る
と
の
指

摘
が
あ
る
。

※
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
と
「
今
の
武
蔵
野
」（「
武
蔵
野
」）
の
引
用
は
、
初
刊
本
『
武

蔵
野
』
を
底
本
と
す
る
『
全
集
』
第
二
巻
に
拠
り
、
適
宜
、『
国
民
之
友
』
の

初
出
を
参
照
し
た
。
引
用
文
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
漢
字
の
旧
字
を
新

字
に
改
め
、
必
要
な
ル
ビ
の
み
を
残
し
た
。
ま
た
、
変
体
仮
名
や
合
略
仮
名
は

現
行
の
仮
名
づ
か
い
に
変
更
し
た
。
引
用
文
の
傍
点
は
断
り
の
な
い
場
合
は
す

べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

新　

刊　

紹　

介

野
村
雅
昭
・
木
村
義
之
編

『
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
』

　

本
書
は
、
日
本
語
に
お
け
る
わ
か
り
に
く
い
こ

と
に
つ
い
て
、「
日
本
語
の
語
彙
や
文
法
に
直
接

に
か
か
わ
る
も
の
か
ど
う
か
」
と
、「
日
本
語
を

使
う
さ
ま
ざ
ま
の
場
面
や
目
的
に
よ
り
、
そ
の
使

い
方
が
適
切
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る

も
の
」
と
の
両
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ

部
で
は
、
日
本
語
に
固
有
の
特
徴
だ
と
思
わ
れ
る

こ
と
の
分
析
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
日
本
語
と
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
知

り
た
い
人
向
け
に
、
第
Ⅱ
部
で
は
日
本
語
の
具
体

的
な
使
用
場
面
、
あ
る
い
は
日
本
語
の
習
得
な
ど

に
つ
い
て
興
味
の
あ
る
人
向
け
に
論
じ
る
と
い
う

二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ど
の
ト
ピ
ッ
ク
に
お

い
て
も
「
な
ぜ
、
わ
か
り
に
く
い
の
か
」、「
ど
う

す
れ
ば
、
わ
か
り
や
す
い
の
か
」
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、「
分
か
り
や
す
い
日
本
語
と
は
何
か
」

と
い
う
点
に
は
個
人
差
が
あ
る
た
め
、
本
書
の
執

筆
者
ひ
と
り
ひ
と
り
が
考
え
る
「
分
か
り
や
す
い

日
本
語
」
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
特
徴

で
あ
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
文
構
造
や
表
記
の
問
題
、
漢
語
や

外
来
語
の
言
い
換
え
、
話
し
こ
と
ば
の
言
い
換

え
、
ロ
ー
マ
字
表
記
や
漢
字
制
限
、
接
尾
辞
を
中

心
に
し
た
造
語
力
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
文
章
理
解
に
お
い
て
、
リ
ー
ダ
ビ

リ
テ
ィ
に
関
わ
る
各
段
階
に
見
ら
れ
る
文
章
を
分

か
り
に
く
く
す
る
表
現
の
要
因
の
整
理
や
、
日
本

語
の
「
や
さ
し
さ
」
は
「
幼
稚
さ
」
で
は
な
い
こ

と
、
国
語
教
育
の
課
題
と
し
て
の
「
わ
か
り
や
す

い
文
章
を
書
く
力
」
と
理
由
導
入
表
現
の
ジ
レ
ン

マ
、
医
療
や
介
護
の
現
場
の
こ
と
ば
の
わ
か
り
に

く
さ
、
放
送
原
稿
の
い
い
か
え
、
外
国
人
被
災
者

の
負
担
を
減
ら
す
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
と
は
何

か
、
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

日
常
生
活
に
お
け
る
日
本
語
か
ら
、
教
育
、
医

療
、
福
祉
、
放
送
現
場
と
い
っ
た
特
定
の
場
に
お

け
る
日
本
語
、
看
板
や
災
害
時
の
伝
達
手
段
と
し

て
の
日
本
語
な
ど
、
様
々
な
場
面
・
状
況
に
お
け

る
日
本
語
か
ら
、「
わ
か
り
や
す
さ
」「
わ
か
り
に

く
さ
」
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
日
本
語

学
に
関
わ
る
者
で
な
く
と
も
読
ん
で
お
き
た
い
一

冊
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
二
〇
一
六
年
十
月　

く
ろ
し
お
出
版　

Ａ
５
判

二
八
三
頁　

本
体
二
八
〇
〇
円
）
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