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一

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
岡
昇
平
（
明
42
（
一
九
〇
九
）
～
昭
63
（
一

九
八
八
））
は
戦
前
よ
り
、
批
評
家
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
小

説
家
と
し
て
の
本
格
的
な
活
動
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
兵
卒
と
し

て
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
赴
き
、
俘
虜
を
経
て
昭
和
二
十
年
十
二
月
に
復
員
、『
俘
虜

記
』（
合
本
と
な
っ
た
も
の
の
初
出
＝
昭
23
・
2
～
昭
26
・
1
）、『
武
蔵
野
夫

人
』（
昭
25
・
1
～
9
）、『
野
火
』（
昭
23
・
12
、
昭
24
、
7
。
昭
26
・
1
～
8
）
と
、

自
ら
も
そ
の
体
験
を
持
っ
た
一
兵
卒
や
復
員
兵
を
主
要
人
物
と
し
た
作
品
を
発

表
し
た
。

そ
の
一
方
で
大
岡
は
、「
海
上
に
て
」（
昭
24
・
12
）、「
出
征
」（
昭
25
・
1
）、

「
ユ
ー
・
ア
ー
・
ヘ
ヴ
ィ
」（
昭
28
・
5
）
な
ど
、
主
に
後
に
『
サ
ン
ホ
セ
の
聖
母
』

（
昭
25
・
6
）、『
ミ
ン
ド
ロ
島
ふ
た
た
び
』（
昭
44
・
12
）
な
ど
を
経
て
、『
あ
る

補
充
兵
の
戦
い
』（
昭
52
・
12
）
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
作
品
群
を
発
表
し

て
い
る
。
出
征
、
戦
場
、
俘
虜
に
な
る
ま
で
、
に
関
し
て
は
、『
俘
虜
記
』
に

重
な
ら
ず
、
か
つ
大
岡
と
呼
ば
れ
る
「
私
」
を
主
人
公
と
し
な
い
『
野
火
』
と

も
異
な
る
、
と
い
う
作
品
群
で
あ
る
。

上
記
す
べ
て
の
作
品
群
に
よ
っ
て
大
岡
は
作
家
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
復
員
以
降
明
石
で
の
疎
開
時
代
の
記
述
と
し
て
昭
和

二
十
一
年
か
ら
二
十
三
年
は
じ
め
ま
で
を
公
表
し
た
「
疎
開
日
記
」（
原
題
「
私

の
文
学
手
帖
」、
昭
28
・
9
）
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
み
な
戦
後

の
同
時
期
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
数
年
、
筆
者
は
大
岡
昇
平
の
自
筆
資
料
の
う
ち
、
主
に
神
奈
川
近
代
文

学
館
所
蔵
の
『
俘
虜
記
』『
武
蔵
野
夫
人
』『
野
火
』
に
関
す
る
も
の
を
調
査
し

て
き
た
。
そ
の
結
果
、
右
記
の
作
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
も
っ
て
分
化
し

て
い
く
さ
ま
も
ま
た
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
『
野
火
』
の
草
稿
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
資
料
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
と
く
に
、
大
岡
の
実
体
験
に
近
い
と
思
わ
れ
自
伝
的
作
品
と
い
え
る

「
出
征
」
と
、
よ
り
創
作
的
要
素
を
強
め
た
主
人
公
を
田
村
と
す
る
『
野
火
』

と
の
分
化
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
大
岡
昇
平
の
自
筆
資
料
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
継
承
者
で
あ
る
遺
族
に

よ
り
出
版
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
影
印
の
掲
載
や
全
文
の
翻
刻
は
か
な

わ
な
い
が
、
撮
影
に
よ
る
詳
細
な
調
査
は
許
可
を
得
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
資

料
の
摘
み
食
い
的
渉
猟
に
な
ら
ぬ
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
部
分
的
に
掲
出
し
検
討

し
て
い
く
。

草
稿
か
ら
の
分
化
、
作
品
生
成
へ

―
大
岡
昇
平
「
出
征
」
と
『
野
火
』

―

花
　
　
﨑
　
　
育
　
　
代
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二

『
野
火
』
草
稿
と
し
て
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以

下
の
も
の
で
あ
る
。

（
一
）　

Ｂ
5
版
20
×
10
「
創
元
社
原
稿
」
用
紙
九
枚
（
右
上
欄
外
に
「
1
」

～「
9
」）。『
展
望
』
稿
以
降
の
現
行
『
野
火
』
冒
頭
部
に
該
当
す
る
部

分
。

（
二
）　

Ｂ
4
版
20
×
20
「
フ
ラ
ン
ス
映
画
」
原
稿
用
紙
三
枚
（
右
上
欄
外
に

「
26
」～「
28
」）。

（
三
）　

Ｂ
4
版
20
×
20　

原
稿
用
紙
二
枚
（
右
上
欄
外
に
「
41
」、「
42
」）。

（
四
）　

Ｂ
4
版
20
×
20
「
銀
星
閣
箋
」
九
枚
（
右
上
欄
外
に
「
77
」～「
86
」。

「
79
」
は
存
在
せ
ず
）。

な
お
、「
78
」
お
よ
び
「
86
」
の
裏
面
に
は
横
書
き
で
「17　

oct　

1948

」

の
記
載
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
本
稿
で
は
、（
三
）
の
「
41
」、「
42
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く

こ
と
と
す
る⑴
。

　
　
　
　
　
　
　

＊

『
野
火
』
草
稿
「
41
」、「
42
」

（
一
行
二
〇
字
で
示
す
。
欄
外
表
記
の
／
は
改
行
。
■
は
判
読
不
能
。）

「
41
」■

内
臓
の
受抜

け
た
や
う
な
、
一
種
の

圧空
虚
な迫
感
と
で
も
い
ふ
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ま
け
て
ゐ
る
。

か
は
な
い
。無
論
一
日
の
大
半
は

我
々
は
我
々
は
日
常
の
関
心
事
に
身
を　

任
せ
て
ゐ
る
。し
か
しふ
と
何
か
の
動
作
の
間
に
、「
あ
ゝ
、

し
か
し
自
分
は
もう

す
ぐ
死
ぬ
ん
だ
」
と
い
ふ
■
考
へ

が
浮
ぶ
。
眼
に
う
つ
る
そも

のの
は
す
べ
て
一
種
特
別
な

色
合
を
帶
び
て
来
る
。
例
へ
ば
光
つ
た
も
の
は
一
層

光
り
、
影
は
一
層
暗
く
な
る
つ
て
、
物
音
が
遠
く
な
る

や
う
な
幻
覚
で
あ
る
。

そ
の
感
覚
は
決
し
て
不
愉
快
で
は
な
い
。

　

門
司
■
滯
在
中
私
が
■
私
は
或
る
時
の
感
覚
を
憶

へ
て
ゐ
る
。
我
々
は
下
士
官
に
引
率
さ
れ
て
、
海
峡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
歩
に

の
東
に
突
し
た
小
さ
な
岬
の
先
の
神
社
ま
で
行
つ
た

演
習
に
行
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
水
路
は
そ
の
あ
た
り

で
著
し
く
狭
く、

潮
流
は
急
で
、
流
れ
て

下下

るる
舟
は
速
く
■
つ

て
行
つ
た
。
対
岸
に
は
コ
ー
ク
リ
ー
ト
の
護
岸
さ
れ
、

「
壇
之
浦
古
戰
場
」
と
大
き
く
ペ
ン
キ
で
書
い
て
あ

つ
た
。
崖
上
の
道
を
木
炭
バ
ス
が
の
ろ
の
ろ
通
つ
て

行
つ
た
。

　

岬休
憩
の
時
私
は

の
先
の
岩
に
腰
を
下
し
、
ぼ
ん
や
り
目
の
前
の

水
を
眺
め
た
。
そ
こ
に
は高

一さ

尺
ほ
ど
の
小
さ
な
岩
が

水
面
に
表
は
れ
、
透
明
な
水
は
そ
れ
が
底水

の
岩
床
が

「
42
」隆

起
し
て
ゐ
る
さ
ま
を
、
は
つ
き
り
示
し
て
ゐ
た
。

弱
い
■波

が
そ
の
岩
に
当
つ
て
、
小
さ
な
沫し
ぶ
きを
あ
げ
て

ゐ
た
。

　

私
は
そ
の
單
調
な
水
の
動
き
を
見
な
が
ら
考
へ
た
。

私
■
は
死
ん
で
も
無
に
な
つ
て
し
ま
ふ
わ
け
で
は
な

い
。
私
の
意
識
は
た
し
か
に
無
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
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そ
の
意
識
の
も
と
を
な
し
て
ゐ
る
私
の
肉
体
は
、
い

く
つ
か
の
元
素
に
分
解
し
て
地
球
上
に
存
続
し
續
け

る
で
あ（
マ
マ
）る
。
大
部
分
の
水
か
ら
な
る
と
い
ふ
我
々
の

肉
体
の
一
部
は
、
多
分
水
と
な
つ
て
、
例
へ
ば
今
見

る
水
の
や
う
に
な
つ
て
動
き
續
け
る
で
あ
ら
う
。

　

私
の
心
は
少
し
慰
め
ら
れ
た
。
私
は
自
分
が
水
に

な
る
と
空
想
し
て
慰
め
ら
れ
る
の
は
、
今
見
て
ゐ
る

水
が☆

動、

き、

、

、
つ
ゝ
あ、

、る
か
ら
で
あ
ら
う
と
空
想
し
た
。

☆
☆

　

二
十
七
日
我
々
は
輸
送
船第

玉二

津
丸
に
乗
船
し
た
。

我
々
が
門
司
に
ゐ
る
間
に
、
我
々
を
解
散
せ
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら

と
い
ふ
議
が
あ
つ
た
ら
し
い
。
現
地
参
謀
は
我
々
の

や

☆
☆

う☆

な
訓
練
装
備
の
劣
つ
た
兵
隊
は
要
ら
な
い
、
と

現
地
か
ら
い
つ
て
来
た
か
ら
だ
さ
う
で
あ
る
。
噂
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
は
原
文
通
り
）

☆
…
…
…
…
「
動
き
つ
ゝ
あ
る

0

0

0

0

0

0

」
の
部
分
を
朱
鉛
筆
で
丸
囲
み
。

☆
☆
…
…
…
一
行
分
に
「>

」（
挿
入
記
号
）
が
あ
り
上
部
欄
外
に
「
二

行
ア
■
」。
た
だ
し
実
際
に
は
一
行
の
み
空
欄
。

☆
☆
☆
…
…
上
部
欄
外
「
銃
の
こ
と
を
／
前
に
」

以
上
が
草
稿
「
41
」、「
42
」
で
あ
る
。

三

こ
の
草
稿
に
は
、
公
刊
さ
れ
た
大
岡
作
品
の
少
な
く
と
も
二
作
品
の
部
分
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に
言
え
ば
、
つ
ま
り
「
草
稿
」
か
ら
初
出

以
降
公
刊
本
文
へ
、
と
い
う
時
間
的
順
序
を
考
え
れ
ば
、
右
の
草
稿
か
ら
、
少

な
く
と
も
二
つ
の
作
品
が
生
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
二
作
と
は
『
野
火
』
と
、
そ
し
て
「
出
征
」
で
あ
る
。

右
の
原
稿
の
記
述
に
沿
っ
て
該
当
部
分
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ま
ず
「
41
」
最
初
か
ら
の
部
分
に
該
当
す
る
作
品
は
、「
出
征
」（
昭
25
・

1
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
41
」
一
行
目
か
ら
八
行
目
、
そ
し
て
飛
ん
で
、

「
42
」
一
行
ア
キ
の
後
、
一
六
行
目
か
ら
、
で
あ
る
。

「
41
」
の
は
じ
め
、
草
稿
一
升
目
は
判
読
不
明
削
除
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
除
い
た
部
分
か
ら
、
公
刊
本
文
を
、
や
や
煩
瑣
で
は
あ
る
が
引
用
し
て

お
く
。（「
／
」
は
改
行
。）
な
お
網
掛
け
部
分
は
こ
の
草
稿
に
は
存
在
し
な
い

箇
所
で
あ
る
。

　

内
臓
を
抜
か
れ
た
や
う
な
、
一
種
の
虚
脱
し
た
圧
迫
感
と
で
も
い
ふ
ほ

か
は
な
い
。
無
論
一
日
の
大
半
は
日
常
の
関
心
事
に
か
ま
け
て
ゐ
る
。
ふ

と
何
か
の
動
作
の
間
に
、
あ
ゝ
し
か
し
自
分
は
も
う
す
ぐ
死
ぬ
ん
だ
と
い

ふ
考
へ
が
浮
ぶ
。
外
界
は
そ
の
時
す
べ
て
特
別
な
色
合
を
帯
び
て
来
る
。

例
へ
ば
光
る
も
の
は
一
層
光
り
、
影
は
一
層
暗
く
、
物
音
が
遠
く
な
つ
た

や
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
こ
の
感
覚
は
そ
れ
ほ
ど
不
快
で
は
な
い
。
／
こ

の
快
い
予
感
の
結
末
は
し
か
し
、
比
島
の
山
中
で
マ
ラ
リ
ア
の
た
め
敵
前

で
落
伍
し
て
、
死
と
直
面
し
た
時
の
強
い
圧
迫
感
で
あ
つ
た
。
何
か
ま
は

り
か
ら
ど
う
と
も
な
ら
な
い
も
の
に
し
め
つ
け
ら
れ
る
や
う
な
感
覚
で
あ

る
。
殺
さ
れ
る
者
が
殺
人
者
に
直
面
し
て
、
遁
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
観
念

し
た
時
、
或
ひ
は
か
う
い
ふ
感
覚
を
味
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
は

こ
の
時
、
前
方
か
ら
来
る
米
軍
に
殺
さ
れ
る
と
は
少
し
も
感
じ
な
か
つ
た
。

／
〔
一
行
ア
キ
＝
花
﨑
注
〕
／
二
十
七
日
我
々
は
輸
送
船
第
二
玉
津
丸
に



― ―174

乗
船
し
た
。
我
々
は
門
司
で
解
散
さ
れ
る
と
い
ふ
噂
が
あ
つ
た
ら
し
い
。

我
々
の
や
う
な
弱
兵
は
要
ら
な
い
と
現
地
参
謀
が
い
つ
て
来
た
か
ら
だ
さ

う
で
あ
る
。
噂
は

（「
出
征
」、『
新
潮
』
昭
25
・
1
）

な
お
、
草
稿
「
41
」
の
一
〇
～
一
二
行
「
我
々
は
～
演
習
に
行
つ
た
こ
と
が

あ
る
。」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
公
刊
さ
れ
た
「
出
征
」
の
こ
の
箇

所
の
直
前
に
あ
る
。
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

昼
間
は
演
習
が
あ
つ
た
。
裏
山
の
小
学
校
や
神
社
の
庭
で
、
初
歩
の
戦

闘
訓
練
を
や
つ
た
。

た
だ
し
こ
れ
に
続
く
公
刊
さ
れ
た
本
文
は
、「
下
士
官
達
は
我
々
の
演
習
振

り
を
見
て
「
こ
ん
な
程
度
の
悪
い
兵
隊
と
一
緒
に
行
つ
た
ん
ぢ
や
、
今
度
は
助

か
ら
な
い
」
と
思
つ
た
さ
う
で
あ
る
。」
で
あ
り
、
軍
―
戦
争
―
戦
場
に
関
し

て
の
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
問
題
が
記
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
水
に
関
し
て

「
憶
へ
て
ゐ
る
」
き
わ
め
て
個
人
的
な
、
固
有
の
「
或
る
時
の
感
覚
」
が
「
出
征
」

に
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
「
感
覚
」
と
し
て
「
水
」
を
眺
め
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
く
「
空

想
」
は
、『
野
火
』（『
文
體
』
昭
24
・
7
、『
展
望
』
昭
26
・
1
「
六　

川
」（
昭

27
・
2
、
単
行
以
下
現
行
「
八　

川
」）
の
章
）
の
次
の
記
述
に
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
ひ
と
り
山
中
彷
徨
す
る
「
私
」
田
村
の
想
念
が
記
さ
れ
て
い
る
場
面

で
あ
る
。

草
稿
「
42
」
四
行
目
か
ら
一
四
行
目
に
近
似
し
た
部
分
が
左
で
あ
る
。

　

死
は
既
に
観
念
で
は
な
く
、
映
像
と
な
つ
て
近
づ
い
て
来
た
。
私
は
こ

の
流
れ
の
岸
で
、
手
榴
弾
に
よ
り
四
肢
を
四
散
さ
せ
て
死
ん
だ
自
分
の
姿

を
想
像
し
た
。
そ
れ
は
や
が
て
腐
り
、
様
々
の
元
素
に
分
解
す
る
で
あ
ら

う
、
三
分
の
二
は
水
か
ら
成
る
と
い
ふ
我
々
の
肉
体
は
、
や
は
り
水
と
な

つ
て
流
れ
出
し
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
／
私
は
改
め
て
目
の
前
に
流
れ
る

水
に
眺
め
入
つ
た
。
そ
れ
は
私
が
少
年
の
時
か
ら
幾
年
も
聞
き
馴
れ
た
囁

く
音
を
立
て
て
流
れ
て
ゐ
た
。
石
を
越
え
、
或
ひ
は
迂
回
し
て
、
後
か
ら

後
か
ら
忙
し
く
現
は
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
無
限
に
続
く
運
動
の
や
う
に
見

え
た
。
／
私
は
満
足
し
た
。
私
の
苦
し
い
意
識
は
た
し
か
に
無
と
な
る
に

違
ひ
な
い
が
、
私
の
肉
体
は
宇
宙
と
い
ふ
大
物
質
に
溶
け
込
ん
で
、
い
つ

ま
で
も
存
在
を
続
け
る
で
あ
ら
う
。
特
に
私
を
慰
め
た
の
は
、
こ
の
水
の

動、

、

、
い
て
ゐ、

、る
こ
と
で
あ
つ
た
。（
傍
点
原
文
）

（「
鶏
と
塩
と　
「
野
火
」
の
2
」、『
文
體
』
昭
24
・
7
）

す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る⑵
の
で
詳
述
は
し
な
い
が
、
こ
の
「
川
」
の
章
は
、

無
生
物
の
水
に
生
物
た
る
人
間
「
私
」
が
同
化
し
て
い
く
「
想
像
」
を
述
べ
る

の
に
、
擬
人
法
や
対
句
表
現
な
ど
を
駆
使
し
て
そ
の
「
私
を
慰
め
た
」「
想
像
」

の
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
を
、
い
わ
ば
修
辞
学
的
に
論
理
的
に
示
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
引
用
の
直
前
の
部
分
、「
流
れ
は
暗
い
林
に
入
り
、
道
は
林
を
迂
回

し
た
。」
の
部
分
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
対
句
表
現
で
、
こ
こ

で
重
要
な
外
界
が
流
れ
―
水
と
道
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
な
ど
し
て
、
考
察
の

範
囲
を
限
定
し
、
さ
ら
に
、
擬
人
法
で
無
生
物
で
あ
る
道
や
川
を
入
っ
た
り
迂

回
し
た
り
す
る
人
＝
生
物
に
な
ぞ
ら
え
る
。
無
生
物
を
生
物
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
右
に
引
用
し
た
部
分
に
直
接
す
る
部
分
で
は
、

「
私
」
の
肉
体
を
ま
ず
対
句
表
現
で
「
足
首
は
～
」「
手
も
～
」
と
部
品
で
あ
る

か
の
よ
う
に
限
定
し
、「
足
首
」
に
つ
い
て
は
比
喩
表
現
で
擬
人
法
と
は
逆
と

い
え
る
直
喩
を
用
い
て
「
鶏
の
足
の
や
う
に
」
と
、「
私
」
を
い
わ
ば
万
物
の

頂
点
と
い
っ
た
地
点
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
修
辞
的
論
理
の
整
っ
た
上
で
な
け
れ
ば
、「
想
像
」
を
語
ら
せ
な

い
、
そ
う
し
た
一
文
が
、
や
が
て
狂
気
に
陥
る
田
村
を
主
人
公
と
し
た
作
品
で
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記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
一
端
に
、
大
岡
が
『
野
火
』
を
、「
出
征
」
の

よ
う
な
、
す
な
わ
ち
大
岡
に
近
い
人
物
「
私
」
の
行
動
と
思
索
を
織
り
交
ぜ
る

『
俘
虜
記
』
に
も
み
ら
れ
る
自
伝
的
作
品
と
、
未
分
化
の
状
態
で
創
作
し
て
い

た
段
階
が
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
草
稿
か
ら
の
「
出
征
」
と
『
野
火
』
へ
の
分
化
の
あ
り
よ
う
は
、

お
の
お
の
の
作
品
の
方
向
を
決
め
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
む
ろ
ん
「
出
征
」

の
千
人
針
に
関
す
る
記
述⑶
な
ど
〝
想
像
〟
で
記
し
た
と
お
も
わ
れ
る
部
分
は
存

在
す
る
。
し
か
し
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た
と
え
ば
こ
の
千
人
針
の
創
出
は
、
妻

と
「
私
」
と
の
人
間
関
係
の
強
度
を
表
象
す
べ
く
行
わ
れ
た
創
出
で
あ
る
。『
野

火
』
に
お
け
る
も
の
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
野
火
』
に
お

い
て
は
、「
孤
独
な
敗
兵
の
裏
切
ら
れ
た
社
会
的
感
情
」（『
文
體
』
昭
24
・
7
）

を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
孤
独
な
田
村
が
、
さ
ら
に
「
社
会
的
感
情
」
に
痛

打
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
人
間
関
係
を
希
求
し⑷
、
齎
さ
れ
る
べ
き

死
を
前
に
求
め
た
慰
撫
こ
そ
が
、「
想
像
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
あ
く
ま
で
孤
独
で
人
間
関
係
を
求
め
な
が
ら
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に

お
い
て
「
水
」
と
し
て
「
存
在
し
續
け
る
」
と
い
う
「
想
像
」
は
活
か
さ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
所
蔵
大
岡
昇
平
の
草
稿
『
野
火
』
の
う
ち
「
41
」、

「
42
」
を
検
討
し
て
き
た
。
み
て
き
た
よ
う
に
む
ろ
ん
、
雑
誌
公
刊
段
階
で
あ
っ

て
も
た
と
え
ば
「
出
征
」（
昭
25
・
1
）
で
用
い
つ
つ
最
終
的
に
『
野
火
』（『
展

望
』、
昭
26
）
で
用
い
た
の
で
、
発
表
時
期
と
し
て
は
後
出
の
『
野
火
』
の
草

稿
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
の
蓋
然
性
は
高
い
。
そ
し
て

こ
の
「
41
」、「
42
」
は
、
同
一
の
つ
ら
な
り
の
中
か
ら
、
人
間
関
係
の
中
で
批

評
的
に
現
実
を
見
つ
め
る
「
出
征
」
と
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
修
辞
的
論
理
を
通
し

な
が
ら
、
孤
独
な
死
が
意
識
さ
れ
る
中
で
、
そ
れ
を
慰
撫
す
る
も
の
と
し
て
の

「
想
像
」
を
記
す
『
野
火
』
と
に
分
化
し
て
い
っ
た
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

注
⑴　

な
お
、『
野
火
』
草
稿
と
し
て
当
該
文
学
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、

（
四
）
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
大
岡
昇
平
『
野
火
』
草
稿
に
み
る
『
俘
虜
記
』

と
の
分
岐
、
差
異
化
と
生
成
―
「
動
物
的
」
な
「
恐
怖
」「
愛
情
」
か
ら
「
社
会
的

感
情
」、「
生
物
学
的
感
情
」
へ
―
」（『
立
命
館
文
學
』
第
六
三
〇
号
、
平
25
・
2
）

に
て
考
察
を
試
み
た
。

⑵　

拙
稿
「
大
岡
昇
平
―
戦
後
の
文
体
」（
平
7
・
3
、
大
屋
幸
世
・
神
田
由
美
子
・

松
村
友
視
編
、
東
京
堂
出
版
『
ス
タ
イ
ル
の
文
学
史
』
所
収
）。
な
お
『
野
火
』
の

比
喩
の
夥
し
さ
に
つ
い
て
は
夙
に
丸
谷
才
一
「
文
体
と
レ
ト
リ
ッ
ク
」（『
中
央
公
論
』

昭
51
・
12
）
が
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

⑶　

大
岡
は
千
人
針
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
埴
谷
雄
高
と
の
対
談
「
二

つ
の
同
時
代
史
」（『
世
界
』
昭
57
・
10
。
岩
波
書
店
、
昭
59
・
7
刊
。）
で
、「
物
理

的
に
不
可
能
だ
っ
た
」「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
よ
」
と
述
べ
る
な
ど
、
体
験
的
事
実
で

は
な
い
と
表
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
虚
実
を
問
う
の
は
興
味
深
い
と
は
い

え
よ
う
が
、
一
方
で
、
少
な
く
と
も
作
品
「
出
征
」
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
事

実
〟
か
〝
創
作
〟
か
、
と
い
っ
た
詮
索
が
小
説
の
読
み
に
お
い
て
あ
ま
り
建
設
的
で

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
大
岡
昇
平
の
〈
千
人

針
〉」（『
湘
南
文
學
』（
湘
南
短
期
大
学
）
第
9
号
、
平
8
・
1
）
で
論
じ
た
こ
と
が

あ
る
。

⑷　

該
文
学
館
所
蔵
の
大
岡
手
稿
の
な
か
に
「
創
作
メ
モ　

野
火
」
が
あ
る
。「
満
寿

屋
」
製
Ｂ
4
版
20
×
20
原
稿
用
紙
に
升
目
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
横
書
き
で
記
し
て
い
る
。

そ
の
「
テ
ー
マ
」
を
記
し
た
箇
所
に
「
僚
友
に
会
ひ
た
い
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
ま

た
大
岡
は
「『
野
火
』
の
意
図
」（
昭
28
・
10
）
で
、「
ど
ん
な
時
で
も
人
間
は
同
類

と
一
緒
に
い
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
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附
記

特
記
し
な
い
限
り
括
弧
内
の
年
月
日
は
初
出
発
表
時
、
ま
た
大
岡
昇
平
の
著
作
か

ら
の
引
用
は
『
大
岡
昇
平
全
集
』
全
二
三
巻
別
巻
一
（
平
6
・
10
～
平
15
・
8
、
筑

摩
書
房
）
に
拠
っ
て
い
る
。
な
お
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
旧
字
を
新
字

に
あ
ら
た
め
た
。

本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
技
術
研
究
費
補
助
金
採
択
課
題
「
大
岡
昇
平
文
学
の
基

礎
的
お
よ
び
総
合
的
研
究
―
構
想
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
を
含
む
―
」（
基
盤
研
究
Ｃ
、

研
究
課
題
番
号
２
１
５
２
０
２
１
７
、
代
表　

花
崎
育
代
）
の
研
究
課
題
の
一
部
を

含
む
も
の
で
あ
る
。

受
　
贈
　
雑
　
誌
（
六
）

近
松
研
究
所
紀
要 

園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所

中
央
大
学
国
文 

中
央
大
学
国
文
学
会

鶴
見
大
学
紀
要 

鶴
見
大
学

鶴
見
日
本
文
学 

鶴
見
大
学
大
学
院
日
本
文
学
専
攻

帝
京
日
本
文
化
論
集 

帝
京
大
学
国
語
国
文
学
会

帝
京
大
学
文
学
部
紀
要 

帝
京
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科

東
海
学
園
言
語
・
文
学
・
文
化 

東
海
学
園
大
学
日
本
文
化
学
会

東
海
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
研 

東
海
大
学
研
究
と
注
釈
の
会

究
と
注
釈

東
京
女
子
大
学
日
本
文
学 

東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
研
究
室

東
京
大
学
国
文
学
論
集 

東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

常
葉
国
文 

常
葉
学
園
短
期
大
学
国
文
学
会

同
志
社
國
文
学 

同
志
社
大
学
国
文
学
会

同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学 

同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会

東
北
文
学
の
世
界 

盛
岡
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科

徳
島
大
学
国
語
国
文
学 

徳
島
大
学
国
語
国
文
学
会

都
大
論
究 

東
京
都
立
大
学
国
語
国
文
学
会

名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学 

名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会

奈
良
大
学
紀
要 

奈
良
大
学

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集 

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科

二
松 

二
松
学
舎
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科


