
岩
野
泡
鳴
論

序
員悶

岩
野
泡
鳴
は
明
治
四
十
二
年
二
月
「
耽
溺
」
を
発
表
し
、
小
説
家

と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
年
の
六
月
、
彼
は
無
謀

と
も
言
え
る
樺
太
の
蟹
の
耀
詰
事
業
に
乗
り
出
し
、
事
業
家
と
し
て
、

文
学
者
と
し
て
新
た
な
挑
戦
を
試
み
る
。
今
日
『
泡
鳴
五
部
作
叢
書
』

と
言
わ
れ
る
作
品
は
、
そ
の
時
の
北
海
道
放
浪
中
の
経
験
を
も
と
に

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

五
部
作
の
主
人
公
・
田
村
義
雄
は
「
刺
那
主
義
の
賓
行
哲
理
家
」

と
紹
介
さ
れ
、
義
雄
の
目
か
ら
見
た
一
元
的
描
写
で
泡
鳴
は
描
い
て

い
る
。
主
人
公
の
主
観
の
み
で
語
ら
れ
る
た
め
自
己
中
心
的
な
小
説

と
な
り
、
ま
た
、
こ
の
五
部
作
の
お
鳥
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
増
田
し

も
江
ゃ
、
そ
の
後
の
遠
藤
清
子
ら
と
の
女
性
関
係
が
人
々
の
批
判
を

か
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
泡
鳴
文
学
は
理
解
さ
れ
に
く
い
も
の
で

あ
っ
た
。

し
か
し
、
田
村
義
雄
が
自
己
の
「
生
の
哲
学
」
を
確
信
し
、
特
異

野

ロ

明

子

な
ま
で
に
そ
の
哲
学
に
執
着
す
る
姿
に
は
、
圧
倒
さ
れ
る
ほ
ど
の
生

命
力
と
、
一
貫
し
た
考
え
の
力
強
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
登
場
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
る
道
を
信
じ
て
突
き
進
ん

で
い
こ
う
と
す
る
様
は
、
な
ん
と
も
勇
ま
し
く
、
自
分
に
正
直
な
彼

等
に
一
種
の
爽
や
か
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
登
場
人
物
の

奇
抜
な
個
性
が
、
泡
鳴
文
学
独
特
の
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
。

私
は
五
部
作
の
主
人
公
・
田
村
義
雄
を
通
し
て
、
作
者
泡
鳴
自
身

の
思
想
や
五
部
作
に
対
す
る
思
い
を
見
て
い
く
と
共
に
、
泡
鳴
文
学

の
魅
力
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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第
一
章

泡
鳴
の
生
い
立
ち
（
省
略
）

第
二
章

泡
鳴
五
部
作
に
つ
い
て
（
省
略
）
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第
三
章

義
雄
の
特
異
性

「
新
し
い
震
展
」
に
対
す
る
義
雄
の
異
常
な
ま
で
の
熱
意

田
村
義
雄
は
、
実
行
剃
那
主
義
の
哲
理
を
主
張
し
、
段
々
文
学
界

に
名
を
知
ら
れ
て
き
た
、
あ
る
商
業
学
校
の
英
語
教
師
で
あ
る
。
麻

布
の
我
諮
問
坊
に
あ
る
田
村
と
い
う
下
宿
匿
は
、
主
人
が
病
死
し
た
た

め
、
息
子
の
義
雄
が
後
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
妻
と
継
母
と
に

任
せ
る
。
彼
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
妻
千
代
子
と
継
母
、
妻
に
支
配
さ
れ

註
（
1）

た
三
人
の
子
供
（
四
人
目
の
子
は
、
里
子
に
出
て
い
る
。
「
護
展
」

後
半
で
死
亡
）
を
煩
わ
く
感
じ
、
「
自
分
の
妻
子
は
書
物
と
原
稿
」

と
主
張
す
る
。
そ
ん
な
彼
が
、
父
の
死
を
機
に
「
自
分
自
身
の
新
し

い
護
展
が
で
き
る
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
義
雄
の
思
う
「
新
し
い

護
展
」
と
は
、
一
体
何
な
の
か
。
今
後
の
義
雄
の
行
動
を
見
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
義
雄
は
既
に
「
女
優
の
養
成
」
を
二
人
手
掛
け
て
失
敗
し

て
い
た
。
そ
の
後
「
設
展
」
に
お
い
て
就
職
の
た
め
紀
州
か
ら
上
京

し
て
き
た
清
水
お
鳥
を
愛
人
に
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
義
雄
が
前

か
ら
患
っ
て
い
た
性
病
が
お
烏
に
移
っ
て
か
ら
は
、
義
雄
の
理
想
と

し
た
二
人
の
愛
あ
る
生
活
は
早
く
も
崩
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

義
雄
は
、
再
び
「
新
し
い
護
展
」
へ
の
欲
望
が
湧
い
て
く
る
の
で
あ

る。
そ
れ
が
『
樺
太
の
蟹
の
纏
詰
事
業
』
で
あ
る
。
父
が
生
き
て
い
る

頃
、
資
本
を
頼
ん
で
危
険
だ
と
断
ら
れ
て
い
た
計
画
で
あ
っ
た
。
し

か
し
彼
は
「
新
し
い
護
展
」
は
こ
れ
し
か
な
い
、
と
ば
か
り
に
即
坐

に
決
め
て
し
ま
う
。
そ
の
後
「
毒
薬
を
飲
む
女
」
に
お
い
て
、
大
し

た
準
備
も
な
く
、
お
鳥
と
の
関
係
で
紛
糾
す
る
家
庭
の
中
で
、
父
か

ら
受
け
継
い
だ
下
宿
屋
を
抵
当
に
し
た
金
を
資
金
に
、
義
雄
は
事
業

へ
と
乗
り
出
し
、
樺
太
へ
渡
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
ま
で
義
雄
を
無
謀
な
計
画
に
飛
び
込
ま
せ
た
動
機
は
、
一
体

何
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
異
常
と
も
い
え
る
熱
意
は
ど
こ
か

ら
湧
き
出
し
て
い
る
の
か
。
義
雄
の
言
動
を
通
し
て
、
作
者
泡
鳴
が

樺
太
の
事
業
に
求
め
た
も
の
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
自
己
の
社
会
的
立
場
の
確
立
を
切
望
し
て
い
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。

あ
る
晩
義
雄
が
、
お
鳥
の
住
む
二
階
建
長
屋
の
大
工
夫
婦
に
戸
を

開
け
る
よ
う
叩
く
が
、
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
、

あ
ん
な
劣
等
な
人
聞
に
ま
で
馬
鹿
に
さ
れ
て
、
自
分
の
社
舎
に

於
け
る
立
ち
場
は
全
く
零
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
？

一
般
社
舎
に
は
精
神
的
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

（
中
略
）

文
筆
の
や
う
な
無
形
的
な
事
業
で
は
、
ど
う
も
満
足
出
来
な
い

集
が
す
る
。

何
を
し
た
ツ
て
、
自
己
の
護
展
な
ら
、
お
の
れ
の
主
義
と
主
張
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と
は
通
る
筈
だ
！
｜
早
く
一
つ
書
割
な
ど
よ
り
も
ず
ツ
と
有
形
的

な
事
業
を
し
て
、
名
審
と
金
銭
と
を
自
分
の
内
容
的
賞
力
と
共
に

雨
得
し
て
見
た
い
。
（
「
護
展
」
十
七
）

と
、
思
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
自
己
中
心
的
な
考
え
方
は
、

泡
鳴
文
学
の
特
徴
で
あ
る
。

「
劣
等
」
と
は
、
文
学
と
い
っ
た
「
無
形
的
な
事
業
」
の
価
値
が

分
か
ら
な
い
者
と
い
う
意
味
で
、
大
工
夫
婦
を
通
し
て
「
一
般
社
舎
」

全
体
に
対
し
て
吐
い
た
言
葉
だ
。
義
雄
に
は
確
信
し
て
い
る
自
己
の

「
内
容
的
」
充
実
が
あ
っ
た
。
し
か
し
「
無
形
的
な
事
業
」
で
は
、

そ
の
精
神
的
な
充
実
ま
で
も
現
実
の
中
で
無
力
化
し
、
自
己
の
社
会

的
立
場
が
確
立
で
き
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
名
誉
や
金
銭
の

よ
う
に
社
会
的
価
値
が
伴
う
「
有
形
的
な
事
業
」
へ
魅
か
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
作
者
抱
鳴
の
こ
と
を
語
る
と
、
彼
が
樺
太
へ
出
発
し
た

の
は
、
明
治
四
三
年
六
月
頃
で
あ
り
、
そ
の
寸
前
彼
は
自
分
の
体
験

を
も
と
に
書
い
た
「
耽
動
」
2

て
詩
人
か
ら
小
説
家
と
し
て
の
地
位

を
得
は
し
た
が
、
原
稿
生
活
へ
の
不
満
は
絶
え
ず
生
活
は
貧
し
い
も

の
だ
っ
た
。
泡
鳴
の
収
入
は
文
名
の
あ
が
っ
て
き
た
大
正
三
年
で
も
、

一
年
間
で
千
五
百
円
余
り
で
あ
っ
た
。
抱
鳴
が
事
業
の
成
功
に
よ
っ

て
、
経
済
的
生
活
苦
の
打
開
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る。

義
雄
の
社
会
的
立
場
に
対
す
る
不
安
は
、
共
に
「
無
形
的
な
事
業
」

を
す
る
文
学
界
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
義
雄
は
、
自
分
の
属

し
て
い
る
龍
土
会
の
人
々
か
ら
、
「
い
や
な
皮
肉
や
冷
笑
な
ど
を
嘗

て
つ
け
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
頃
、
非
常
に
気
に
な
っ
て
来
た
」

（
「
護
展
」
十
七
）
と
、
よ
そ
よ
そ
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。
詩
界
か

ら
小
説
界
へ
移
っ
て
以
降
、
新
し
い
立
場
を
社
会
的
に
樹
立
す
る
と

と
も
で
き
ず
、
作
家
と
し
て
の
勢
い
が
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
、

彼
自
身
も
気
付
い
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

同
じ
く
泡
鳴
自
身
も
、
原
稿
料
や
文
学
仲
間
や
関
係
者
か
ら
の
批

評
に
対
す
る
不
満
を
感
じ
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
私
小
説
的
な
体
験

を
「
耽
溺
」
事
件
ほ
ど
し
か
持
た
ず
に
、
小
説
生
活
で
の
行
き
詰
ま

り
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
題
材
の
貧
困
を
隠
す
た
め
に
抱

鳴
は
樺
太
に
向
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
抱
鳴
が
、
ま
わ
り
の
文

学
者
に
対
し
、
自
分
の
立
場
の
不
安
定
さ
を
気
に
し
て
い
た
こ
と
が
、

次
の
義
雄
の
言
葉
に
も
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

『
さ
う
だ
。
ど
う
し
て
も
、
わ
が
閣
の
極
北
へ
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
ー
ー
で
な
い
と
、
あ
い
つ
、
意
志
が
弱
い
の
だ
、
帰
る

f
k
、

と
吹
聴
ば
か
り
し
て
、
何
も
着
手
し
な
い
、
と
、
い
ふ
友
人
間
の

そ
し
り
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
』
（
「
護
展
」
二
十
二
）

泡
鳴
に
と
っ
て
『
樺
太
の
蟹
の
樺
詰
事
業
』
は
、
経
済
的
生
活
苦

の
打
開
と
い
う
目
的
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
文
学
者
と
し
て
の
新
た

な
前
進
を
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
社
会
的
立
場
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の
樹
立
に
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
生
の
充
実
を
求
め
、
ま
わ
り
の
「
死
」
か
ら
逃
避
す
る

た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

義
雄
に
と
っ
て
厳
格
な
父
の
存
在
は
偉
大
で
あ
り
、
恐
る
べ
き
権

威
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
父
が
死
に
、
彼
を
引
き
止
め
る
権
威
が
な
く

な
っ
た
。
つ
ま
り
今
後
の
括
動
や
資
金
面
で
も
、
彼
の
好
き
な
よ
う

に
出
来
る
自
由
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
父
の
死
を
機
に
、

義
雄
は
父
を
ど
こ
か
で
精
神
的
な
拠
り
所
と
な
る
権
威
と
し
て
求
め

て
い
た
自
分
に
気
付
く
。
彼
は
権
威
に
対
す
る
生
き
が
い
を
失
う
こ

と
に
な
る
。
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
複
雑
な
義
雄
の

生
き
甲
斐
の
な
さ
、
寂
し
き
も
ま
た
、
樺
太
で
の
事
業
の
着
手
へ
と

導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
子
の
死
で
あ
る
が
、
里
子
に
出
し
て
い
た
第
四
子
が
火
葬
場

へ
と
送
ら
れ
る
車
を
見
送
り
な
が
ら
義
雄
は
「
死
に
い
く
も
の
は
、

自
分
に
関
係
が
な
い

l
l
（
中
略
）
千
代
子
も
死
ね
、
お
鳥
も
死
ね
、

入
院
し
て
ゐ
る
二
名
の
子
も
死
ね
、
さ
う
し
た
ら
、
基
も
冷
た
い
雪

や
氷
の
中
へ
で
も
、
自
由
自
在
に
自
分
の
事
業
を
し
に
行
け
る
」

（
「
護
展
」
二
十
ニ
）
と
思
う
。

自
分
の
子
供
も
、
前
後
三
人
ま
で
死
ん
だ
。
女
房
も
自
分
に
は

死
ん
で
、
も
う
、
形
骸
ば
か
り
だ
。
お
鳥
な
る
も
の
も
、
そ
の
本

4

1

’』‘，
tw

＝－J
R
E
E
W
J可

Ova

，
c
t右
4・J
a
て
割
A
E
削
除
立
場

撞
の
品
十
分
か
、
四
字
分
し
き
ャ
活
き
て
な
い
。

『
自
分
を
去
る
も
の
は
す
べ
て
形
骸
だ
、
否
、
死
だ
！
』

（
中
略
）

今
や
義
雄
に
は
樺
太
の
事
業
に
全
身
全
力
を
注
ぐ
の
が
そ
の
い
の

ち
で
あ
る
。
早
く
、
も
ツ
と
金
が
欲
し
い
！
同
時
に
、
ま
た
、
ょ

く
自
分
を
理
解
し
て
呉
れ
る
女
が
欲
し
い
！

註
｛
3）

（
「
毒
薬
を
飲
む
女
」
四
）

こ
の
よ
う
に
義
雄
は
、
ま
わ
り
の
「
死
」
を
無
関
係
な
も
の
、
ま

だ
生
き
て
い
る
妻
子
や
お
烏
を
も
自
分
に
と
っ
て
は
「
形
骸
」
ば
か

り
で
あ
る
と
自
分
か
ら
突
き
放
し
「
生
」
に
の
み
執
着
す
る
。
そ
し

て
自
分
の
生
き
る
道
を
痛
切
に
求
め
、
彼
ら
か
ら
離
れ
て
樺
太
へ
と

向
か
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
、
「
生
」
に
執
着
す
る
理
由
は
、
義
雄
が
「
刺
那
主
義

の
賞
行
哲
理
家
」
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
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つ
ま
り
、
泡
鳴
が
五
部
作
の
前
者
『
神
秘
的
竿
獣
部
産
の
な
か

で
説
い
た
思
想
の
実
現
者
と
し
て
、
こ
の
主
人
公
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
泡
鳴
は
、
我
々
の
立
場
は
一
利
那
に
あ
り
、

そ
の
刺
那
を
空
し
く
逃
が
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
し
か
な
い
。
そ
の
剃
那

の
自
分
を
食
う
こ
と
に
生
命
を
求
め
る
我
々
は
、
悲
痛
な
る
剃
那
的

存
在
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
利
那
刺
那
の
充
実
が
、



自
己
の
生
命
を
つ
な
い
で
く
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

義
雄
の
刺
那
的
燃
焼
を
、
死
後
の
父
や
第
四
子
が
引
き
起
こ
す
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
妻
や
お
烏
に
対
し
て
は
、
義
雄
自
身
望
み
を

な
く
し
て
い
る
。
生
の
瞬
間
的
充
実
の
媒
体
と
し
て
の
意
味
を
持
た

な
く
な
っ
た
人
達
を
、
義
雄
は
「
死
」
と
考
え
平
気
で
捨
て
去
っ
て

し
ま
う
。
義
雄
は
ま
わ
り
の
「
死
」
か
ら
逃
避
し
「
歪
」
の
充
実
を

得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
樺
太
行
き
を
強
行
し
た
の
で
あ
る
。

「
護
展
」
「
毒
薬
を
飲
む
女
」
と
、
義
雄
が
何
度
と
無
く
繰
り
返

し
た
「
新
し
い
護
展
」
へ
の
狂
気
な
ま
で
の
熱
い
思
い
を
見
て
き
た
。

特
に
『
樺
太
の
蟹
の
樺
詰
事
業
』
の
動
機
を
、
ま
わ
り
の
者
・
環
境

の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
自
己
中
心
的
で
人
間
味
の
な
い
考
え
方

は
、
泡
鳴
文
学
の
際
立
っ
た
特
異
性
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
樺
太
へ
の
熱
意
を
見
せ
た
義
雄
で
あ
る
が
、
彼
が
事
業

の
成
功
や
失
敗
に
対
し
て
あ
ま
り
頓
着
し
て
い
な
い
こ
と
に
註
目
し

た
い
。
樺
太
の
事
業
が
危
険
な
賭
で
あ
る
こ
と
に
彼
自
身
気
付
い
て

い
た
こ
と
は
文
脈
か
ら
容
易
に
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
い
わ
ば
義
雄

の
夢
で
あ
っ
た
樺
太
の
事
業
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
ま
り
に
素
っ
気

な
い
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
事
業
の
成
功
を
目
的
と
し
て

い
な
い
か
ら
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
樺
太
の
事
業
は
、
社
会
的
地
位
を
確
立
す
る
た
め
だ
け
で

な
く
、
文
学
者
生
活
と
し
て
の
行
き
詰
ま
り
ゃ
、
家
庭
や
お
鳥
、
彼

の
ま
わ
り
を
囲
む
「
死
」
か
ら
抜
け
出
す
た
め
だ
か
ら
こ
そ
強
行
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
目
的
か
ら
、
失
敗
を
償
う
た
め
逃
避
の
た
め
の
手

段
へ
と
、
そ
の
意
味
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
泡
鳴
に
と
っ
て
も
、
樺
太
事
業
は
金
銭
的
理
由
の
他
に
、

小
説
家
と
し
て
の
想
像
力
の
貧
困
の
解
消
、
家
庭
か
ら
の
脱
走
、

「
生
」
の
充
実
を
求
め
た
結
果
で
あ
っ
た
。
樺
太
で
の
事
業
の
成
功

が
目
的
で
は
な
く
、
樺
太
に
行
く
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
。

異
常
な
ま
で
に
訴
え
る
義
雄
の
樺
太
へ
の
熱
意
か
ら
、
泡
鳴
の
樺
太

行
き
に
求
め
た
も
の
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ニ
妻
子
・
女
性
に
対
す
る
冷
酷
な
態
度

泡
鳴
は
、
義
雄
の
愛
す
る
女
性
の
描
写
で
さ
え
も
、
美
し
さ
、

マ
ソ
チ
ッ
ク
な
も
の
は
全
く
描
か
れ
ず
、
あ
っ
気
な
く
片
付
け
ら
れ

て
い
る
。
中
で
も
義
雄
の
妻
子
に
対
す
る
憎
悪
の
念
や
、
お
鳥
と
の

無
情
な
縁
切
り
は
、
読
者
を
ゾ
ッ
と
さ
せ
る
ほ
ど
に
冷
淡
な
目
を
通

し
て
書
か
れ
て
お
り
、
人
間
味
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
こ
の
義
雄
の
冷

酷
な
態
度
か
ら
、
泡
鳴
の
特
異
な
女
性
観
と
そ
の
意
味
を
探
っ
て
い

き
た
い
。
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ま
ず
「
五
部
作
」
を
通
し
て
義
雄
の
態
度
が
冷
酷
で
あ
っ
た
妻
千

代
子
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
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『
こ
ん
な
家
や
妻
子
は
、
自
分
に
そ
ぐ
は
な
け
れ
ば
、
棄
て
与

も
い
い
ん
だ
。
』

『
棄
て
ら
れ
る
な
ら
』
と
、
妻
は
少
し
身
を
さ
す
っ
て
、
『
棄
て
L

御
覧
な
さ
い
！
』

『
ふ
ん
、
棄
て
る
と
も
ー
ー
も
う
、
お
れ
は
精
神
的
に
は
棄
て
L

い
る
ん
だ
』

『
何
と
で
も
お
云
ひ
な
さ
い
｜
｜
人
を
表
面
上
の
妻
だ
な
ん
て
。
』

『
お
前
の
命
令
な
ど
ア
受
け
な
い
と
云
っ
て
い
る
だ
ら
う

l
iお

れ
の
心
に
反
感
を
い
だ
か
せ
る
も
の
は

皆
お
れ
の
愛
を
遠
ざ
か
っ
て
行
く
の
だ
。
愛
の
な
い
と
こ
ろ
に
や

ァ
、
お
れ
の
家
も
な
い
。
』

（
「
護
展
」

一） 

義
雄
は
、
家
を
守
り
、
子
を
育
て
る
こ
と
の
み
に
力
を
注
ぎ
、
く

す
ん
で
所
帯
じ
み
た
妻
に
再
び
愛
情
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
、
愛
す
べ
き
他
の
女
性
を
求
め
て
止
ま
な
い
義
雄
と
妻
の
間

に
は
語
い
が
た
え
な
か
っ
た
。

義
雄
は
三
人
の
子
供
に
対
し
て
も
、
「
こ
れ
が
す
べ
て
自
分
等
の

聞
に
出
来
た
子
か
と
思
ふ
と
、
可
愛
い
と
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
う
る

さ
い
物
だ
と
云
ふ
集
が
先
に
立
」
（
「
護
展
」
二
）
ち
、
冷
た
い
態

度
を
見
せ
て
い
る
。
義
雄
は
子
供
達
を
通
し
て
、
妻
千
代
子
を
思
わ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
妻
が
彼
の
愛
を
受
け
る
価
値
が
無
い
の
と
同

様
に
、
妻
の
配
下
に
置
か
れ
た
子
供
達
も
、
彼
の
愛
を
受
け
る
対
象

に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
。
〈
親
子
愛
〉
を
真
っ

向
か
ら
拒
否
し
、
非
常
に
割
り
切
っ
た
考
え
方
は
人
間
味
を
感
じ
さ

せ
な
い
。

こ
れ
程
ま
で
に
義
雄
が
家
族
に
冷
淡
な
態
度
を
と
れ
る
理
由
の
一

つ
に
、
刺
那
主
義
の
哲
理
が
あ
る
。

態
愛
は
高
物
と
共
に
剃
那
的
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、
（
略
）
一

た
び
冷
え
た
愛
情
が
再
び
熱
し
て
来
る
時
は
あ
ら
う
が
、
も
う
、

先
の
愛
情
と
は
一
つ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
僕
ら
は
永
績
的
結
婚

の
成
立
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
一
夫
一
婦
と
は
、
そ
の

瞬
間
に
於
い
て
の
み
員
理
で
あ
る
。

（
『
神
秘
的
学
獣
主
義
』
（
十
七
）
態
愛
）

一括ー

先
の
「
設
展
」
一
の
引
用
中
の
「
愛
の
な
い
と
こ
ろ
に
や
ア
、
お

れ
の
家
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
の
考
え
か
ら
出
て
き
た
も
の

で
あ
り
、
千
代
子
は
既
に
「
精
神
的
に
は
棄
て
L
る
」
「
表
面
上
の

妻
」
で
あ
っ
た
。
義
雄
は
剰
那
主
義
の
実
行
哲
理
家
で
あ
る
が
ゆ
え
、

妻
子
に
対
し
て
冷
淡
な
態
度
を
平
気
で
と
れ
る
の
で
あ
る
。

愛第
人二
お に
鳥お
は 鳥

義対
雄 t
2義
05雄
死 2
後塵

妻室

長宅
宅；
主主
の’」

L. 
Z ょ
刷 う
し



い
護
展
」
で
あ
っ
た
。

轡
は
丁
度
閣
の
中
に
一
つ
の
光
が
現
は
れ
た
様
な
も
の
で
、
そ

れ
が
僕
等
の
表
象
で
あ
る
と
思
へ
ば
、
消
え
な
い
う
ち
に
僕
等
は

直
ち
に
之
を
吸
い
取
ろ
う
と
す
る
。

（
『
神
秘
的
宇
獣
主
義
』
（
十
七
）
轡
愛
）

お
鳥
は
義
雄
に
と
っ
て
、
一
利
那
に
現
れ
た
光
で
あ
る
。
義
雄
が

執
着
す
る
の
は
、
現
実
の
お
鳥
自
身
で
は
な
く
、
お
鳥
に
よ
っ
て
持

ち
得
る
こ
と
の
で
き
た
、
若
く
充
足
し
た
精
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
お
烏
に
対
す
る
義
雄
の
気
持
ち
は
、
理
想
と
現
実
の
間
で
絶
え
ず

揺
れ
動
く
の
で
あ
っ
た
。

結
局
お
鳥
も
「
新
し
い
設
展
」
か
ら
遠
ざ
か
り
、
義
雄
を
心
か
ら

愛
し
、
理
解
す
る
女
性
で
は
な
い
こ
と
を
彼
自
身
認
め
ざ
る
と
得
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

第
三
に
、
薄
野
遊
廓
「
井
桁
楼
」
の
遊
女
、
敷
島
と
の
一
時
の
関

係
を
見
て
み
よ
う
。

義
雄
は
北
海
道
で
放
浪
生
活
を
す
る
中
で
、
敷
島
と
な
じ
み
、
彼

女
の
生
き
方
に
共
鳴
す
る
。
重
ね
が
さ
ね
の
事
業
の
不
成
功
に
義
雄

の
活
気
あ
る
場
所
は
遊
廓
だ
け
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
「
お
客
」

と
「
女
郎
」
の
関
係
で
は
、
敷
島
は
義
雄
の
満
足
で
き
る
相
手
で
は

な
か
っ
た
。

自
分
が
愛
し
た
女
が
自
分
の
愛
に
十
分
に
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ

た
以
上
は
、
早
く
そ
れ
と
自
分
の
い
わ
ゆ
る
「
死
に
別
れ
」
を
し

て
、
自
己
そ
の
物
の
中
に
で
き
た
分
泌
物
｜
｜
愛
が
な
く
な
っ
た

女
は
分
泌
物
だ
1
1
1を
排
世
し
よ
う
。
そ
れ
が
自
己
の
強
烈
生
活

を
保
つ
ゆ
え
ん
で
あ
る
、
と
。
（
「
断
橋
」
五
勾

義
雄
が
冷
酷
な
態
度
を
と
る
裏
に
は
、
自
己
の
哲
理
を
主
張
す
る

彼
の
姿
が
あ
る
。
彼
は
、
ま
さ
し
く
作
者
泡
鳴
の
唱
え
る
哲
理
の
実

行
者
で
あ
り
、
つ
ま
り
義
雄
の
女
性
へ
の
態
度
は
、
泡
鳴
自
身
の
女

性
観
が
導
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。

泡
鳴
は
明
治
四
一
年
、
増
田
し
も
江
を
囲
い
、
翌
年
樺
太
に
向
か

う
。
冬
に
帰
京
す
る
と
直
ぐ
、
し
も
江
と
も
別
れ
、
妻
と
も
別
居
し

て
、
遠
藤
清
子
と
同
棲
を
始
め
、
世
間
の
批
判
を
あ
び
た
。
泡
鳴
は

文
章
を
通
し
て
、
度
々
の
女
性
問
題
へ
の
批
判
に
反
論
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
か
。
一
一
一
一
回
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
哲
理
を
信
じ
、
実
行

し
て
い
る
だ
け
の
な
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
は
な
い
か
。

泡
鳴
は
、
生
の
充
実
を
女
性
を
求
め
、
刺
那
剰
那
を
生
き
抜
く
義

雄
の
姿
を
描
い
た
。
し
か
し
、
義
雄
の
女
性
へ
の
冷
酷
な
言
葉
や
、

自
己
の
信
念
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
も
、
読
者
か
ら
す
れ
ば
く

ど
い
ほ
ど
で
、
作
者
の
心
の
余
裕
の
な
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
ら
は
、

信
念
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
ポ
i
ズ
と
も
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
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泡
鳴
文
学
に
お
け
る
妻
子
・
女
性
へ
の
特
異
な
ま
で
の
冷
酷
な
態

度
を
見
て
い
く
と
、
泡
鳴
自
身
の
女
性
を
求
め
て
止
ま
な
い
剃
那
主

義
的
心
境
を
、
自
己
の
哲
理
を
も
っ
て
世
間
に
解
き
、
自
ら
の
正
当

性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
泡
鳴
の
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

三
自
己
の
哲
理
に
対
す
る
執
着
心

明
治
三
九
年
六
月
、
左
久
良
書
房
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
神
秘
的
竿

獣
主
義
』
の
内
容
を
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
書
の
な

か
で
泡
鳴
は
「
僕
等
は
買
に
悲
痛
の
肉
な
る
霊
で
あ
る
」
と
言
い
、

存
在
は
流
轄
で
あ
り
、
運
命
は
目
的
も
な
し
に
人
聞
を
弄
ぶ
か
ら
、

我
々
は
そ
の
苦
痛
に
堪
え
る
外
な
く
、
苦
痛
の
瞬
間
に
堪
え
る
と
き
、

刺
那
的
存
在
で
あ
る
生
命
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
る
。
脱
却
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
悲
観
を
食
っ
て
、
こ
れ
に
堪
え
、
こ
れ
を
生
命
と
す
る

「
自
食
白
養
」
の
人
間
観
が
、
半
獣
主
義
で
あ
り
、
そ
れ
を
写
実
す

る
の
が
文
芸
で
あ
る
。
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
哲
理
を
踏
ま
え
て
、
義
雄
の
放
浪
生
活
を
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。義

雄
は
樺
太
の
事
業
に
失
敗
し
、
札
幌
に
戻
っ
て
く
る
。
友
人
、

有
馬
勇
の
家
に
世
話
に
な
り
な
が
ら
、
事
業
に
自
己
の
再
起
を
か
け

て
数
々
の
計
画
を
立
て
る
が
次
々
と
崩
れ
、
不
如
意
な
放
浪
生
活
が

続
き
、
そ
の
困
苦
は
義
雄
の
活
動
生
命
を
蝕
ん
で
ゆ
く
。
窮
地
に
追

い
込
ま
れ
た
義
雄
の
生
命
の
糧
は
薄
野
遊
廓
の
遊
女
・
敷
島
の
み
と

な
り
、
悲
痛
な
毎
日
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し

く
、
か
れ
の
主
張
す
る
「
自
食
自
養
」
の
生
命
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

放
浪
は
、
結
果
と
し
て
自
己
の
思
想
を
実
生
活
で
検
証
す
る
「
実
践

の
場
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
断
橋
の
行
き
悩

み
」
と
な
っ
た
義
雄
は
、
疲
労
と
衰
弱
で
、
自
分
の
主
義
で
あ
る
悲

痛
な
る
自
己
を
食
う
こ
と
も
、
そ
の
主
張
も
、
全
く
力
の
な
い
も
の

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

自
分
は
、
も
う
、
肉
と
霊
と
が
分
離
し
て
、
生
々
生
活
の
も
と

と
な
る
肉
の
幻
影
力
を
失
い
、
霊
ば
か
り
が
痩
せ
ッ
こ
け
た
無
生

気
の
亡
者
の
如
く
、
自
分
の
運
命
を
踏
み
越
え
る
の
で
は
な
い
か

知
ら
ん
？
そ
れ
な
ら
、
自
分
の
主
義
の
破
誠
だ
と
。

（
『
愚
き
物
』
九
九

6

ご
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寅
際
、
自
分
は
自
分
の
主
義
を
持
ち
な
や
ん
で
ゐ
る
。
主
義
さ

へ
棄
て
た
ら
、
死
ん
で
も
い
い
の
だ
。
い
や
、
無
主
義
は
寅
際
に

於

い

て

死

だ

。

（

『

愚

き

物

』

七

）

つ
い
に
彼
は
、
札
幌
に
押
し
掛
け
て
来
た
お
鳥
と
共
に
、
豊
平
川

の
鉄
橋
か
ら
投
身
自
殺
を
図
る
。
こ
の
時
点
で
義
雄
は
、
放
浪
に
よ

る
悲
痛
な
生
活
に
敗
北
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。



き
て
、
こ
の
心
中
に
あ
っ
気
な
く
失
敗
し
た
二
人
は
、
「
死
」
か

ら
「
生
」
へ
の
変
換
を
気
ま
ず
く
感
じ
な
が
ら
下
宿
に
帰
る
。
し
か

し
義
雄
の
「
死
」
か
ら
「
生
」
へ
の
変
換
は
、
机
の
上
の
論
文
「
悲

註
（
7）

痛
の
哲
理
」
の
原
稿
で
あ
っ
た
。

「
少
な
く
と
も
、
こ
の
論
文
を
書
き
あ
げ
る
聞
は
、
死
ぬ
べ
き

も
の
で
は
な
い
」
と
い
ふ
考
へ
が
存
ぷ
、
悲
痛
の
哲
理
は
乃
ち
生

の
哲
撃
で
あ
る
。
生
の
哲
撃
を
腫
現
す
る
も
の
は
、
飽
く
ま
で
、

死
を
排
斥
す
る
意
志
と
努
力
と
を
持
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

渠
は
か
う
考
え
て
、
再
び
自
分
と
い
う
も
の
を
引
き
立
て
る
こ
と

が
出
来
た
。
「
こ
の
牢
月
ば
か
り
は
」
と
、
彼
は
心
に
語
っ
た
、

「
貰
に
、
自
我
を
最
も
多
く
逸
し
て
ゐ
た
。
賓
質
上
の
自
殺
を
し

て
ゐ
た
。
自
分
自
身
も
亦
あ
の
様
な
断
橋
で
あ
っ
た
。
」

（
『
愚
き
物
』
九
）

つ
ま
り
、
自
己
の
思
想
に
対
す
る
こ
の
と
こ
ろ
の
裏
切
り
が
義
雄

に
と
っ
て
の
「
死
」
で
あ
り
、
「
自
分
の
悲
痛
な
思
索
は
自
分
の
直

註
（
8

）

接
経
験
だ
。
」
（
『
放
浪
』
十
七
）
と
確
信
し
な
が
ら
着
手
し
始
め
た

「
悲
痛
の
哲
理
」
こ
そ
、
現
在
の
義
雄
の
姿
で
あ
る
の
だ
。
す
な
わ

ち
、
義
雄
は
義
雄
の
哲
理
そ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
義
雄
は
こ

の
「
生
の
哲
皐
」
で
あ
る
論
文
を
書
き
あ
げ
る
こ
と
に
、
自
ら
の

「
生
」
を
取
り
戻
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
夜
、
彼
は
「
悲
痛
の
哲
理
」

の
大
半
を
書
き
上
げ
、
「
お
鳥
の
様
な
も
の
の
爵
め
に
お
ほ
か
た
心

中
ま
で
し
か
け
た
の
は
、
優
強
者
と
し
て
の
努
力
に
ゆ
る
み
が
あ
っ

た
ば
か
り
の
間
違
ひ
」
だ
っ
た
と
、
い
つ
も
の
自
己
中
心
的
な
義
雄

に
戻
ヨ
。

義
雄
は
そ
の
後
、
「
矢
ッ
張
り
、
文
撃
と
云
ふ
襲
術
を
一
生
の
仕

事
に
し
よ
う
。
早
く
東
京
へ
、
早
く
東
京
へ
！
」
「
失
敗
し
た
の
は

お
れ
に
取
っ
て
お
れ
そ
の
物
の
事
業
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
そ
の
第

二
歩
は
寅
際
に
こ
れ
か
ら
だ
」
（
『
愚
き
物
』
十
八
）
と
思
う
。
第

一
歩
と
は
、
放
浪
で
実
践
し
た
、
自
己
の
哲
理
の
確
信
で
あ
り
、
第

二
歩
は
、
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
き
上
が
る
文
学
へ
の
新
た
な
る
希
望
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
新
し
い
人
生
に
無
関
係
な
お
鳥
に
縁
切
り
を
告
げ
、

患
き
物
が
落
ち
た
気
分
と
な
る
。
こ
れ
で
「
五
部
作
」
が
完
結
す
る
。

義
雄
は
自
己
の
哲
理
に
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
北
海
道
か
ら
の
帰

京
後
、
事
業
の
失
敗
者
、
世
間
知
ら
ず
の
文
学
者
と
い
っ
た
世
間
の

噸
笑
を
買
う
こ
と
を
、
非
常
に
悔
し
く
思
っ
て
い
た
義
雄
が
、
一
転

し
て
文
学
へ
の
希
望
を
胸
に
東
京
へ
帰
る
。
も
う
北
海
道
の
事
は
、

お
烏
と
共
に
す
っ
か
り
過
去
に
追
い
や
っ
て
、
顧
み
な
い
。
東
京
で

の
新
し
い
幕
開
け
の
引
き
金
と
な
っ
た
放
浪
生
活
は
正
当
化
さ
れ
、

義
雄
は
「
利
那
主
義
の
貫
行
哲
理
家
」
と
し
て
の
立
場
を
崩
さ
ず
に

い
ら
れ
た
の
だ
。
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泡
鳴
は
、
放
浪
中
の
義
雄
に
い
つ
も
哲
理
を
負
わ
せ
て
い
た
。
樺



太
の
事
業
や
そ
の
他
の
事
業
へ
の
欲
求
か
ら
、
女
性
と
の
関
係
、
放

浪
生
活
の
困
苦
、
自
殺
、
そ
し
て
文
学
へ
の
再
出
発
に
い
た
る
ま
で
。

義
雄
を
「
剰
那
主
義
の
貫
行
哲
理
家
」
と
し
て
生
か
し
続
け
た
そ
の

訳
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
義
雄
を
敗
北
者
に
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と

に
あ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
泡
鳴
自
信
が
敗
北
者
で
な
い
こ
と
を
主
張
す
る

た
め
で
も
あ
っ
た
。
彼
自
身
、
樺
太
の
事
業
に
失
敗
し
、
放
浪
の
後

帰
京
し
た
。
無
謀
な
事
業
と
い
う
ま
わ
り
か
ら
の
反
対
を
押
し
切
っ

て
乗
り
出
し
た
だ
け
に
、
多
少
惨
め
な
思
い
を
感
じ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
彼
は
樺
太
で
の
事
業
は
、
自
分
に
と
っ
て
決
し
て
無
駄
で

は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
文
章
を
も
っ
て
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
愚
き
物
』
の
最
後
の
場
面
で
、
東
京
に
戻
る
義
雄
が
文

学
者
と
し
て
の
再
起
に
強
い
意
志
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
者

泡
鳴
が
意
識
的
に
書
き
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
特
に

『
泡
鳴
五
部
作
叢
書
』
第
四
篇
『
愚
き
物
』
に
お
い
て
、
十
五
か
ら

最
後
ま
で
の
「
愚
き
物
」
は
大
正
七
年
五
月
発
表
の
も
の
で
あ
り
、

泡
鳴
が
実
際
に
帰
郷
し
た
明
治
四
二
年
十
一
月
か
ら
約
九
年
の
開
き

が
あ
る
の
だ
。
こ
の
蛇
足
と
も
い
え
る
「
愚
き
物
」
で
の
義
雄
は
、

後
に
文
学
者
と
し
て
再
起
し
た
抱
鳴
か
ら
見
る
、
当
時
の
泡
鳴
自
身

の
姿
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

結
論

五
部
作
の
内
容
は
、
多
く
泡
鳴
自
身
の
ま
わ
り
で
起
こ
っ
た
出
来

事
で
あ
り
、
「
刺
那
主
義
」
も
ま
た
、
泡
鳴
自
身
が
説
い
た
思
想
で

あ
る
。
し
か
し
、
義
雄

l
泡
鳴
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
五
部
作
は
、

あ
く
ま
で
田
村
義
雄
と
い
う
剃
那
主
義
の
実
行
哲
理
家
の
実
生
活
で

あ
る
。
哲
理
家
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
ほ
ど
の
特
異
な
論
を
展
開
し

て
い
け
た
の
だ
。
人
間
味
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
は
、
泡
鳴
が
自
分
の

行
動
か
ら
、
利
那
主
義
の
実
行
哲
理
家
だ
け
を
取
り
だ
し
、
再
び
造

り
上
げ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
義
雄
の
特
異
な

行
動
や
発
言
な
ど
が
、
泡
鳴
の
作
品
へ
の
態
度
に
結
び
付
い
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

抱
鳴
は
帰
京
後
『
放
浪
』
を
出
版
し
、
次
に
続
篇
の
「
断
橋
」
を

発
表
し
た
。
し
か
し
評
判
は
余
り
良
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。
次
に

「
護
展
」
、
「
毒
薬
を
飲
む
女
」
を
発
表
し
、
樺
太
へ
の
熱
意
を
強
調

す
る
こ
と
で
、
先
に
出
し
た
『
放
浪
』
の
、
義
雄
の
放
浪
が
意
味
あ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
事

業
の
成
功
が
目
的
で
は
な
く
、
行
く
と
と
自
体
が
目
的
で
あ
る
こ
と

を
特
異
な
ま
で
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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『
愚
き
物
』
は
、
後
に
五
部
作
に
入
れ
ら
れ
た
作
品
で
あ
り
、
三

で
述
べ
た
よ
う
に
最
後
の
部
分
は
、
ま
と
め
の
意
味
を
含
め
て
付
け



加
え
、
文
学
者
と
し
て
の
再
出
発
の
意
気
込
み
を
世
間
に
見
せ
た
。

泡
鳴
は
、
家
庭
生
活
と
原
稿
生
活
で
成
功
し
な
か
っ
た
。
「
生
」

の
充
実
を
求
め
て
乗
り
出
し
た
樺
太
の
事
業
も
失
敗
し
た
。
そ
の
後

の
女
性
問
題
も
世
間
の
非
難
を
浴
び
た
。
彼
の
行
動
の
結
果
は
、
実

生
活
に
お
い
て
は
い
つ
も
敗
北
で
あ
っ
た
。
彼
に
許
さ
れ
る
の
は
た

だ
表
現
の
世
界
で
、
こ
の
敗
北
を
覆
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
泡
鳴
は
五

部
作
に
お
い
て
、
自
己
の
再
構
築
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
敗
北
と
知
り
な
が
ら
も
認
め
る
こ
と
は
し
な
い
、
自
己
の

優
位
を
確
信
し
き
っ
た
頑
固
な
信
念
を
も
っ
主
人
公
が
出
来
上
が
っ

た
の
だ
。

五
部
作
中
の
人
物
は
、
実
際
は
韓
賭
し
て
出
来
な
い
よ
う
な
こ
と

を
、
確
固
た
る
信
念
の
も
と
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
実
行
し
て
い
く
。

私
は
そ
の
一
本
気
な
姿
勢
を
羨
ま
し
く
思
い
、
勇
ま
し
い
泡
鳴
文
学

に
魅
力
を
感
じ
た
。
強
引
な
話
の
展
開
は
、
ま
る
で
意
志
を
持
つ
人

間
の
よ
う
に
一
人
歩
き
を
始
め
て
、
私
な
ど
取
り
残
さ
れ
た
思
い
が

し
た
。
自
分
と
素
直
に
向
き
合
い
、
自
分
と
し
て
生
き
て
い
く
道
を

追
求
す
る
人
間
を
描
写
す
る
泡
鳴
の
作
品
に
は
、
一
貫
し
た
強
い
意

志
と
生
気
に
溢
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
文
学
自
体
に
生
命
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
私
は
文
学
の
面
白
さ
を
改
め
て
感
じ
た
の

で
あ
る
。

註
（
1
）
『
大
阪
新
報
』
（
明
治
四
四
・
二
二
四
五
二
ニ
）
引
用

お
よ
び
テ
キ
ス
ト
は
、
明
治
文
学
全
集
『
岩
野
泡
鳴
集
』

筑
摩
書
房
刊
（
昭
和
四
十
・
三
）
に
依
る
。

註
（

2
）
『
新
小
説
』
（
明
治
四
二
・
二
）

テ
キ
ス
ト
・
：
現
代
日
本
文
学
全
集
『
岩
野
泡
鳴
集
』
改

造
社
刊
（
昭
和
五
・
四
）

註
（
3
）
『
中
央
口
論
』
（
大
正
・
六
）

原
題
「
未
練
」
。
初
出
の
み
田
村
義
雄
が
吉
野
貞
夫
、
千

代
子
が
寿
美
子
、
清
水
お
鳥
が
清
田
お
島
と
な
っ
て
い
る
。

引
用
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
・
：
日
本
近
代
文
学
体
系
『
岩
野

泡
鳴
・
近
松
秋
江
・
正
宗
白
鳥
集
』
角
川
書
店
刊
（
昭
和

四
九
・
こ

註
（
4
）
左
久
良
書
房
刊
（
明
治
三
九
・
六
）

註
（

5
）
前
篇
『
毎
日
電
報
』
（
明
治
四
四
・
一
一
一
一
）
、
後
篇

『
東
京
日
日
新
聞
』
（
明
治
四
四
二
ニ
）

引
用
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
：
白
本
文
学
全
集
『
岩
野
泡
鳴
』

集
英
社
刊
（
昭
和
四
九
・
十
こ

註
（
6
）
「
寝
雪
」
、
「
続
篇
寝
雪
」
、
「
後
篇
寝
雪
」

l
『
新
小
説
』

（
明
治
四
五
・
五
一
七
）

「
川
本
氏
」
｜
『
趣
味
』
（
明
治
四
二
了
二

｜
『
新
潮
』
（
大
正
七
・
五
）

こ
れ
ら
を
集
め
補
訂
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愚
き
物
」



引
用
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
・
：
現
代
日
本
文
学
全
集
『
岩
野

泡
鳴
・
近
松
秋
江
集
』
筑
摩
書
房
刊
（
昭
和
二
九
・
十
）

註
（
7
）
『
文
章
世
界
』
（
明
治
四
三
・
こ

註
（
8
）
東
雲
堂
刊
（
明
治
四
三
・
七
）

引
用
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
：
・
明
治
文
学
全
集

集
』
筑
摩
書
房
刊
（
昭
和
四
十
・
三
）

『
岩
野
泡
鳴

参
考
文
献

明
治
文
学
全
集
『
岩
野
抱
鳴
集
』
筑
摩
書
房
刊
（
昭
和
四
十
・
三
）

日
本
文
学
全
集
『
岩
野
泡
鳴
』
集
英
社
刊
（
昭
和
田
九
・
十
二

日
本
近
代
文
学
体
系
『
岩
野
泡
鳴
・
近
松
秋
江
・
正
宗
白
鳥
集
』

角
川
書
店
刊
（
昭
和
四
九
・
二

現
代
日
本
文
学
全
集
『
岩
野
泡
鳴
集
』
改
造
社
刊
（
昭
和
五
・
四
）

現
代
日
本
文
学
全
集
『
岩
野
泡
鳴
・
近
松
秋
江
集
』
筑
摩
書
房
刊

（
昭
和
二
九
・
十
）

現
代
日
本
文
学
体
系
『
岩
野
抱
鳴
・
真
山
青
果
・
上
司
小
剣
・
近

松
秋
江
集
』
筑
摩
書
房
刊
（
昭
和
四
五
・
五
）

現
代
文
学
体
系
5

『
徳
富
庫
花
・
木
下
尚
江
・
岩
野
泡
鳴
集
』
筑

摩
書
房
刊
（
昭
和
四
一
・
四
）

近
代
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
全
集
『
岩
野
泡
鳴
・
山
村
暮
鳥
』
教

文
館
刊
（
昭
和
五
一
・
五
）

吋
耽
溺
』
（
岩
野
泡
鳴
著
）
日
本
近
代
文
学
館
刊
（
昭
和
四
三
・
九
）

『
新
自
然
主
義
』
（
岩
野
泡
鳴
著
）
日
本
図
書
セ
ソ
タ
l
刊
（
平

成
二
・
十
）

『
岩
野
泡
鳴
論
』
（
伴
悦
著
）
双
文
社
出
版
刊
（
昭
和
五
二
・
十
一
）

『
岩
野
泡
鳴
』
（
大
久
保
典
夫
著
）
南
北
社
刊
（
昭
和
三
八
・
十
二

『
岩
野
泡
鳴
研
究
』
（
鎌
倉
芳
信
著
）
有
精
社
刊
（
平
成
四
・
六
）

『
近
代
日
本
文
学
論
』
（
川
副
国
基
著
）
早
稲
田
大
学
出
版
部
刊

（
昭
和
三
四
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