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は
じ
め
に

　

田
山
花
袋
「
山
の
悲
劇
」
は
、
一
九
一
七
年
一
月
発
行
の
『
文
芸
倶
楽
部
』

第
二
三
巻
第
一
号
に
発
表
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。
登
山
を
趣
味
と
す
る
三

十
三
歳
で
独
身
の
某
役
所
の
職
員
、「
Ｏ
」
が
休
暇
を
利
用
し
て
、
新
た
な

ル
ー
ト
で
南
ア
ル
プ
ス
を
踏
破
し
、「
信
州
か
ら
甲
州
、
遠
州
の
方
へ
出
て
行

つ
て
見
よ
う①
」、
と
い
う
計
画
を
立
て
、
案
内
者
を
雇
わ
ず
た
っ
た
一
人
で
山

に
入
る
。
当
初
は
自
信
に
満
ち
て
い
た
「
Ｏ
」
で
あ
っ
た
が
、
途
中
で
ル
ー
ト

を
誤
っ
て
遭
難
し
、
長
い
彷
徨
の
末
、
疲
労
や
雨
に
よ
る
体
力
の
低
下
に
よ
っ

て
衰
弱
し
、
死
に
至
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
本
作
発
表
の
前
年
、
海
軍
省
職

員
の
落
合
道
徳
が
南
ア
ル
プ
ス
山
中
で
遭
難
し
て
行
方
不
明
に
な
る
事
故
が
起

き
て
い
る②
が
、
こ
の
事
故
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
本
作
と
同
年

に
花
袋
が
発
表
し
た
小
説
「
山
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ウ
ソ
オ
」（『
東
方
時
論
』、

一
九
一
七
年
一
一
月③
）
で
も
二
人
の
登
山
家
が
南
ア
ル
プ
ス
で
道
に
迷
い
、
危

険
な
川
の
渡
渉
な
ど
を
続
け
る
が
、
こ
の
作
品
で
は
一
方
の
登
山
家
が
「
こ
の

奥
は
、
去
年
落
合
属
の
行
方
不
明
に
な
つ
た
南
ア
ル
プ
ス
の
連
嶺
だ
か
ら
な④
」

と
口
に
す
る
場
面
が
あ
る
。

　

た
だ
、
本
作
は
発
表
当
時
か
ら
文
壇
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
花
袋
は
本
作
発
表
と
同
月
に
「
Ｋ
と
Ｔ
」（『
文
章
世
界
』
第
一
二
巻
第
一

号
）、
そ
し
て
『
一
兵
卒
の
銃
殺
』（
春
陽
堂
）
も
発
表
し
て
お
り
、
文
芸
時
評

等
で
の
話
題
は
そ
れ
ら
に
集
中
し
た⑤
。

　
「
山
の
悲
劇
」
に
対
す
る
実
質
的
な
批
評
と
し
て
最
初
の
も
の
は
、
花
袋
死

後
に
刊
行
さ
れ
た
『
花
袋
全
集
』
の
第
七
巻
（
一
九
三
六
年
八
月
、
花
袋
全
集

刊
行
会
）
に
収
録
さ
れ
た
、
中
村
星
湖
に
よ
る
「
解
説
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「
解
説
」
で
星
湖
は
、
本
作
と
イ
プ
セ
ン
の
「
ブ
ラ
ン
ド
（
ブ
ラ
ン
）」（
一
八

六
六
年
）、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
「
血
笑
記
（
赤
い
笑
い
）」（
一
九
〇
五
年
）
と
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の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
全
集
一
冊
の
「
解

説
」
の
中
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ
の
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
、
研
究
対
象
と
な

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　

そ
の
よ
う
な
乏
し
い
先
行
研
究
の
歴
史
の
中
で
、
正
面
か
ら
本
作
を
分
析
し

て
い
る
の
が
、
小
林
一
郎
と
中
村
誠
で
あ
る
。
小
林
は
、
本
作
が
花
袋
の
言
う

「
自
他
融
合
」
の
実
践
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、「
長
い
艱
難
と
努
力
と
を
続

け
、「
自
己
」
を
信
じ
「
社
会
」
を
拒
否
し
て
、「
孤
独
」
の
中
を
歩
き
続
け

る
」
主
人
公
「
Ｏ
」
の
姿
が
「
人
生
の
悲
劇
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る⑥
。
中
村

は
、
日
本
近
代
文
学
史
に
お
け
る
本
作
の
位
置
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
同
氏
は

本
作
が
日
本
に
お
け
る
本
格
的
な
「
登
山
小
説
」
の
嚆
矢
で
あ
る
と
し
た
う
え

で
、
深
山
に
分
け
入
る
こ
と
で
都
会
の
現
実
生
活
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る

「
Ｏ
」
の
孤
独
か
つ
浪
漫
的
な
冒
険
の
物
語
が
、
心
理
小
説
と
し
て
も
優
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑦
。

　

本
稿
で
は
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
星
湖
の
「
解
説
」、
小
林
と
中
村
の
貴
重
な

先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
花
袋
の
小
説
の
パ
タ
ー
ン
の
変
化
と
類
似
性

に
注
目
し
つ
つ
、
山
奥
で
一
人
死
ん
で
ゆ
く
登
山
家
を
描
く
こ
と
と
、
こ
の
時

期
の
彼
の
重
要
な
関
心
事
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
詳
し
く
は
後
述
す

る
が
、
本
作
に
山
岳
紀
行
文
家
の
小
島
烏
水
と
い
う
固
有
名
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ

を
読
み
取
り
、
さ
ら
に
は
烏
水
の
理
論
と
本
作
を
併
置
す
る
こ
と
で
見
え
て
く

る
作
品
の
意
義
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

　
「
山
の
悲
劇
」
の
主
人
公
「
Ｏ
」
は
、「
役
所
の
大
勢
の
同
僚
の
中
に
小
さ
く

な
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
や
「
叔
母
の
二
階
の
一
室
に
つ
ま
ら
な
く
欠
伸
を
し
て
ゐ

る
」
こ
と
（
二
七
二
頁
）
よ
り
も
、
都
会
を
遠
く
離
れ
た
山
奥
の
「
自
然
」
に

接
す
る
こ
と
に
喜
び
を
見
出
す
人
物
で
あ
る
。
物
語
の
中
盤
、
山
中
の
「
Ｙ
の

小
屋
」
で
二
人
の
「
山
人
」
と
出
会
っ
て
そ
の
後
の
進
路
に
つ
い
て
質
問
を
し

た
の
を
最
後
に
、
彼
は
何
日
間
も
（
し
ば
ら
く
し
て
彼
は
遭
難
を
自
覚
し
て
か

ら
経
過
し
た
日
数
が
分
か
ら
な
く
な
る
）
た
だ
一
人
の
人
間
と
も
出
会
う
こ
と

な
く
死
ん
で
ゆ
く
。
と
こ
ろ
で
、
た
っ
た
一
人
で
歩
行
を
続
け
る
主
人
公
が
死

に
至
る
さ
ま
が
三
人
称
に
よ
っ
て
、
か
つ
主
た
る
視
点
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る

花
袋
の
小
説
と
い
え
ば
、
一
九
〇
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
一
兵
卒
」（『
早
稲
田

文
学
』
第
二
六
号
、
一
九
〇
八
年
一
月
）
が
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
。

　

主
人
公
の
「
一
兵
卒
」
加
藤
は
日
露
戦
争
従
軍
中
、
脚
気
衝
心
を
患
い
つ
つ

も
入
院
先
の
病
院
を
抜
け
出
し
、
満
州
の
野
を
歩
き
続
け
た
末
に
辿
り
着
い
た

洋
館
で
病
状
が
急
激
に
悪
化
し
、
死
に
瀕
す
る
。
横
に
な
っ
た
ま
ま
起
き
上
が

れ
な
く
な
っ
た
加
藤
は
、「『
苦
し
い
、
誰
か
…
…
誰
か
居
ら
ん
か⑧
。』」
と
い
う

叫
び
を
繰
り
返
す
の
だ
が
、
こ
の
叫
び
と
叫
ぶ
加
藤
の
意
識
は
、
語
り
手
に

よ
っ
て
「
意
識
的
に
救
助
を
求
め
る
と
言
ふ
よ
り
は
、
今
は
殆
ん
ど
夢
中
で
あ

る
。
自
然
力
に
襲
は
れ
た
木
の
葉
の
そ
よ
ぎ
、
浪
の
叫
び
、
人
間
の
悲
鳴
！
」

田
山
花
袋
「
山
の
悲
劇
」
論

一
三
五

同志社国文学98号　三校　（熊谷昭宏様）　Ａ



（
六
二
七
頁
）
と
語
ら
れ
る
。
二
人
の
兵
士
が
加
藤
の
存
在
に
気
づ
い
て
声
を

か
け
、
携
帯
し
て
い
た
軍
隊
手
帖
か
ら
加
藤
平
作
と
い
う
彼
の
名
が
初
め
て
明

ら
か
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
時
に
は
既
に
意
識
レ
ベ
ル
は
低
下
し
、
混
濁
し
た

状
態
に
陥
っ
て
い
る
。

　

こ
の
時
の
加
藤
の
脳
裏
に
は
、
複
数
の
故
郷
の
記
憶
が
像
と
な
っ
て
連
想
的

に
浮
か
ん
で
は
消
え
て
ゆ
く
。
記
憶
の
継
起
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
街
道
を
歩
い

て
い
た
時
に
も
起
き
て
い
る
。
例
え
ば
、「
故
郷
の
野
で
聞
く
」
の
と
は
違
う

虫
の
声
を
き
っ
か
け
に
、「
母
の
顔
、
若
い
妻
の
顔
、
弟
の
顔
、
女
の
顔
が
走

馬
灯
の
ご
と
く
旋
回
」
し
、
次
い
で
「
欅
の
樹
で
囲
ま
れ
た
村
の
旧
家
、
団
欒

せ
る
平
和
な
家
庭
、
続
い
て
其
身
が
東
京
に
修
業
に
行
つ
た
折
の
若
々
し
さ
」

と
、「
恋
し
た
女
」
や
友
人
と
の
記
憶
が
甦
っ
て
い
る
（
六
一
六
頁
）。
末
尾
の

記
憶
の
浮
沈
は
、
こ
の
時
の
加
藤
の
内
面
の
動
き
に
対
応
し
て
お
り
、
再
び
現

わ
れ
た
「
走
馬
灯
」
と
彼
が
自
覚
す
る
最
後
の
感
覚
を
、
語
り
手
は
次
の
よ
う

に
表
現
す
る
。

　

兵
士
が
か
れ
の
隠ポ

ケ
ツ
ト袋
を
探
つ
た
。
軍
隊
手
帖
を
引
出
す
の
が
解
る
。
か

れ
の
眼
に
は
其
の
兵
士
の
黒
く
逞
し
い
顔
と
軍
隊
手
帖
を
読
む
為
に
卓
上

の
蝋
燭
に
近
く
歩
み
寄
つ
た
さ
ま
が
映
つ
た
。
三
河
国
渥
美
郡
福
江
村
加

藤
平
作
…
…
と
読
む
声
が
続
い
て
聞
え
た
。
故
郷
の
さ
ま
が
今
一
度
其
の

眼
の
前
に
浮
ぶ
。
母
の
顔
、
妻
の
顔
、
欅
で
囲
ん
だ
大
き
な
家
屋
、
裏
か

ら
続
い
た
滑
ら
か
な
磯
、
碧
い
海
、
馴
染
の
漁
夫
の
顔
…
…
。（
六
三
〇

頁
）

　

こ
の
後
、「
堪
へ
難
い
此
の
苦
痛
か
ら
脱
れ
度
い
と
思
つ
た
」（
六
三
〇
頁
）

と
い
う
も
は
や
意
識
な
の
か
無
意
識
な
の
か
判
然
と
し
な
い
、
願
い
と
も
感
覚

と
も
つ
か
な
い
も
の
が
語
ら
れ
る
。
続
け
て
「
蝋
燭
が
ち
ら
〳
〵
す
る
。
蟋
蟀

が
同
じ
く
さ
び
し
く
鳴
い
て
居
る
」（
六
三
〇
頁
）
と
い
う
音
を
含
む
情
景
が

語
ら
れ
る
が
、
こ
の
段
に
な
る
と
、
語
り
手
が
瀕
死
（
既
に
死
亡
し
て
い
る

か
）
の
加
藤
に
焦
点
化
し
て
い
る
の
か
、
看
取
る
兵
士
（
た
ち
）
に
焦
点
化
し

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
外
部
か
ら
の
情
景
を
語
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら

な
く
な
り
、
明
け
方
に
軍
医
が
到
着
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
直
後
、「
其
の
一

時
間
前
に
、
渠
は
既
に
死
ん
で
居
た
」（
六
三
一
頁
）
こ
と
が
明
か
さ
れ
る⑨
。

　

で
は
、
道
を
失
い
山
中
を
さ
ま
よ
い
続
け
る
過
程
で
、
当
初
都
会
と
そ
こ
で

の
人
間
関
係
を
嫌
悪
し
て
い
た
「
Ｏ
」
の
内
面
に
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起

き
た
の
だ
ろ
う
か
。
斜
面
の
上
り
下
り
に
加
え
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
徐
々
に
体
力

を
奪
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
「
Ｏ
」
の
「
心
は
、
不
思
議
に
も
種
々
さ
ま
〴
〵
な

妄
想
に
満
た
さ
れ
」
る
。

種
種
の
光
景
が
現
は
れ
た
り
消
え
た
り
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
大
抵
遠
い

過
去
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
稚
い
頃
、
城
址
で
友
達
と
一
緒
に
遊
ん
で
ゐ
る

さ
ま
が
見
え
る
か
と
思
ふ
と
、
何
処
か
池
の
あ
る
二
階
屋
の
欄
干
で
、
自

分
は
あ
る
女
と
話
を
し
て
ゐ
る
。
そ
の
女
の
誰
で
あ
る
か
は
、
は
つ
き
り

わ
か
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
に
つ
こ
り
笑
つ
た
そ
の
顔
も
そ
れ

田
山
花
袋
「
山
の
悲
劇
」
論
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と
は
つ
き
り
見
え
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
う
し
て
も
そ
の
池
が
、
二

階
屋
が
わ
か
ら
な
い
。（
略
）
と
、
不
意
に
叔
母
の
顔
が
見
え
出
し
た
。

（
二
九
五
頁
）

　

ま
さ
に
「
一
兵
卒
」
の
加
藤
が
見
た
「
走
馬
灯
」
の
よ
う
な
記
憶
の
断
片
の

継
起
で
あ
り
、
女
や
家
族
（
叔
母
）
と
の
記
憶
が
「
顔
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
死
の
直
前
の
「
Ｏ
」
の
身
体
の
衰
弱
と
意
識

混
濁
の
過
程
の
語
り
も
、
加
藤
の
最
期
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
後
苦

し
い
彷
徨
の
末
に
衰
弱
し
き
っ
て
仰
向
け
に
な
り
、「『
天
気
に
な
つ
た
と
見
え

る
』
か
う
思
つ
た
だ
け
で
か
れ
は
昏
々
と
し
た
。」（
三
〇
二
頁
）
と
い
う
よ
う

に
、「
Ｏ
」
は
覚
醒
と
昏
睡
を
繰
り
返
し
、
次
の
よ
う
な
最
期
を
迎
え
る
。

　

ま
た
あ
る
時
間
が
過
ぎ
た
。
か
れ
は
ふ
と
叔
母
の
顔
を
眼
の
前
に
浮
べ

た
。
つ
ゞ
い
て
呪
つ
た
女
の
顔
が
掠
め
る
や
う
に
か
れ
の
意
識
を
横
ぎ
つ

て
行
つ
た
。
あ
ゝ
と
か
れ
は
微
か
な
う
め
き
の
や
う
な
声
を
立
て
ゝ
体
を

動
か
し
た
。
で
、
今
ま
で
正
面
に
仰
向
け
に
寝
て
ゐ
た
顔
が
少
し
横
に
な

つ
て
、
今
度
は
日
影
が
髪
の
後
頭
部
を
照
す
や
う
に
な
つ
た
。
か
れ
は
静

か
に
右
の
手
を
胸
の
上
に
持
つ
て
行
つ
た
。
そ
れ
き
り
で
あ
つ
た
。
明
い

た
ま
ゝ
動
か
な
く
な
つ
た
か
れ
の
両
眼
は
、
永
久
に
広
大
無
辺
の
蒼
空
に

面
し
て
そ
の
ま
ゝ
に
残
つ
た
。（
三
〇
三
頁
）

　

も
は
や
語
り
手
は
「
Ｏ
」
の
感
覚
を
語
ら
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
死
の
間
際

の
加
藤
の
よ
う
に
、
そ
の
内
面
に
は
や
は
り
家
族
で
あ
る
叔
母
と
、
無
意
識
下

に
常
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
別
れ
た
女
の
「
顔
」
が
相
次
い
で
浮
上
し
て
は
消
え

て
ゆ
く
。
こ
の
記
憶
の
浮
沈
を
最
後
に
語
り
手
は
、「
一
兵
卒
」
に
お
け
る
語

り
手
が
加
藤
へ
の
焦
点
化
を
行
わ
な
く
な
っ
た
の
と
同
様
に
、「
Ｏ
」
へ
の
焦

点
化
を
完
全
に
や
め
る
。
そ
し
て
、
彼
の
外
部
の
視
点
か
ら
死
ん
で
ゆ
く
ま
で

の
身
体
の
動
き
が
語
ら
れ
、
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　

花
袋
は
両
作
品
の
関
係
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、「
山
の
悲
劇
」
執
筆
に
あ

た
っ
て
、
三
人
称
の
語
り
に
よ
る
主
た
る
視
点
人
物
の
主
人
公
の
死
に
方
が
、

話
題
と
な
っ
た
過
去
の
自
作
と
非
常
に
類
似
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
可
能

性
は
高
い⑩
。
死
に
ゆ
く
主
人
公
へ
の
語
り
の
焦
点
化
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
、

「
山
の
悲
劇
」
は
ま
さ
に
、
山
と
い
う
場
、
遭
難
と
い
う
状
況
下
で
語
ら
れ
た

「
一
兵
卒
」
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。

二

　

た
だ
、
死
へ
の
彷
徨
を
続
け
る
主
人
公
二
人
に
は
、
気
に
な
る
相
違
点
も
見

ら
れ
る
。
遭
難
し
た
「
Ｏ
」
の
内
面
に
は
、
記
憶
の
断
片
が
浮
沈
す
る
「
妄

想
」
の
ほ
か
に
、
次
第
に
あ
る
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
に
、
久
し
く
無
人
の
境
に
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
誰
に
も
人
一
人
逢

は
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
大
き
な
空
虚
な
不
思
議
な
自
然
に
圧
迫
さ
れ
た

と
い
ふ
こ
と
が
、
か
れ
の
神
経
を
不
健
全
に
し
た
。
今
で
も
、
を
り
を
り

名
状
し
難
い
恐
怖
が
何
処
か
ら
か
来
る
と
も
な
く
か
れ
を
襲
つ
た
。（
二
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九
八
頁
）

次
に
示
す
場
面
も
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
例
で
あ
る
。

無
限
の
神
秘
が
か
れ
の
周
囲
に
あ
つ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
無
限
の
闇
の

中
か
ら
、
ぢ
つ
と
か
れ
を
見
詰
め
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
た
。

そ
れ
は
今
ま
で
自
分
の
世
に
あ
つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
、
ま
た
さ

う
い
ふ
も
の
が
あ
ら
う
と
は
夢
に
も
思
は
な
か
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
死

―
と
言
ふ
字
が
突
然
か
れ
の
頭
を
掠
め
て
行
つ
た
。（
二
九
九
頁
）

　
「
一
兵
卒
」
の
加
藤
も
当
然
あ
る
時
点
か
ら
「
死
」
を
強
く
意
識
す
る
の
で

あ
る
が
、「
隠
れ
家
が
な
け
れ
ば
、
此
処
で
死
ぬ
の
だ
と
思
つ
て
、
が
つ
く
り

倒
れ
た
」（
六
二
三
頁
）
り
、「
死
ぬ
の
は
悲
し
い
と
い
ふ
念
よ
り
も
こ
の
苦
痛

に
打
克
た
う
と
い
ふ
念
の
方
が
強
烈
で
あ
つ
た
」（
六
二
六
頁
）
と
い
う
よ
う

に
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
自
己
を
見
つ
め
る
「
無
限
の
神
秘
」
と
し
て
で
は
な
く
、

運
命
も
し
く
は
い
ず
れ
訪
れ
る
事
態
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
加
藤
の
場

合
に
は
、「
死
」
の
「
神
秘
」
よ
り
も
、
今
身
体
内
部
に
あ
る
「
苦
痛
」
の
方

が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
ぜ
九
年
の
時
を
経
て
、「
一
兵
卒
」
の
加
藤
の
よ
う
な
意
識
の
流
れ
を
見

せ
つ
つ
死
ぬ
青
年
が
再
び
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

「
Ｏ
」
は
な
ぜ
加
藤
と
は
異
な
り
、「
不
思
議
な
自
然
」
や
そ
の
「
無
限
の
神

秘
」
と
い
う
も
の
を
感
じ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
死
に
場

所
が
山
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
何
な
の
か
。

　

小
林
一
郎
は
先
に
引
用
し
た
「
Ｏ
」
の
最
期
の
場
面
に
つ
い
て
、「
こ
れ
が
、

あ
る
い
は
「
自
他
融
合
」
の
形
か
も
し
れ
な
い⑪
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
自

他
融
合
」
と
は
、
花
袋
が
「
山
の
悲
劇
」
発
表
の
前
後
に
『
時
事
新
報
』
と

『
太
陽
』
に
発
表
し
た
「
自
他
の
融
合
」（『
時
事
新
報
』、
一
九
一
六
年
三
月
一

七
日
〜
二
一
日
／「
最
近
に
読
ん
だ
小
説
」、『
太
陽
』
第
二
三
巻
第
五
号
、
一

九
一
七
年
四
月  

一
九
一
八
年
一
一
月
、
耕
文
堂
刊
行
の
『
毒
と
薬
』
収
録
に

際
し
て
「
自
他
の
融
合
」
と
改
題
）
な
ど
の
評
論
で
盛
ん
に
用
い
た
用
語
で
あ

る
。『
時
事
新
報
』
発
表
の
「
自
他
の
融
合
」
に
お
い
て
花
袋
は
、
人
は
「
自

他
融
合
」
を
愉
快
だ
と
感
じ
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
恋
や
友
情
を
挙
げ
、
さ
ら

に
自
身
の
経
験
と
し
て
、「
あ
る
温
泉
場
」
で
の
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

紹
介
す
る
。

そ
の
時
、
其
処
に
一
人
の
老
い
た
百
姓
が
子
供
を
伴
れ
て
入
つ
て
来
た
。

そ
し
て
私
の
傍
に
来
て
、
丁
寧
に
挨
拶
を
し
て
、
皺
だ
ら
け
の
手
を
私
の

当
つ
て
ゐ
る
火
鉢
に
翳
し
た
。
私
は
其
時
、
不
思
議
な
自
他
融
合
を
感
じ

た
。（
略
）
私
は
そ
の
百
姓
の
中
に
私
を
発
見
し
た
。
其
皺
の
深
い
大
き

な
手
が
私
の
手
を
発
見
し
た
。
そ
の
訥
々
と
し
た
言
葉
の
中
に
、
私
の
言

葉
を
発
見
し
た⑫
。

　

一
方
、『
太
陽
』
発
表
の
論
稿
で
は
、「
自
他
融
合
」
の
定
義
め
い
た
も
の
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
自
覚
す
る
方
法
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

一
度
自
分
で
体
感
し
た
も
の
を
、
も
う
一
度
他
に
ひ
つ
く
り
か
へ
し
て
見
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る
と
い
ふ
こ
と
、
自
己
の
経
験
を
他
の
中
に
発
見
す
る
と
い
ふ
こ
と
、

（
略
）
自
然
と
自
己
と
を
い
か
に
一
致
さ
せ
る
か
と
い
ふ
こ
と⑬

こ
れ
が
芸
術
上
の
大
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
だ
が
、
ど
ち
ら
も
漠
然
と
し
て
い

て
、
か
つ
論
理
の
飛
躍
が
大
き
い
と
い
う
意
味
で
難
解
で
あ
る
。
た
だ
、
小
林

の
言
う
よ
う
に
、「
山
の
悲
劇
」
に
見
出
さ
れ
る
問
題
の
一
つ
は
、
確
か
に

「
自
他
融
合
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
作
品
末
尾
に
注
目
し
た

小
林
一
郎
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
、
再
び
「
山
の
悲
劇
」
と
「
自
他
融
合
」
を

結
び
つ
け
て
み
た
い
。

　

花
袋
は
「
山
の
悲
劇
」
の
発
表
と
同
時
期
に
『
青
年
文
壇
』
で
連
載
を
開
始

し
た
「
小
説
新
論
」（『
青
年
文
壇
』
第
二
巻
第
一
号
〜
第
七
号
、
一
九
一
七
年

一
月
〜
七
月
）
の
八
「
想
像
と
事
実
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
事
実
と
い
ふ
こ
と
に
対
し
て
疑
ひ
を
挟
さ
し
は
さ

ん
だ
議
論
も

沢
山
出
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
い
議
論
の
中
で
一
番
価
値
の
あ
る
の
は
、

事
実
の
奥
に
横
つ
て
ゐ
る
、
科
学
で
も
何
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
神
秘

な
境
に
ま
で
入
つ
て
行
つ
て
、
事
実
に
さ
う
絶
対
の
権
威
を
持
た
せ
る
の

は
危
険
だ
と
言
つ
た
議
論
で
あ
つ
た
。
成
ほ
ど
、
事
実
と
言
つ
て
も
、
現

は
れ
た
事
実
そ
の
も
の
だ
け
が
総
て
ゞ
は
な
い
、
人
間
に
は
わ
か
ら
な
い

こ
と
が
沢
山
に
あ
る
。
深
く
入
れ
ば
入
る
ほ
ど
『
自
然
』
は
わ
か
ら
な
い
。

或
は
人
間
は
死
に
ま
で
到
達
し
て
、
そ
れ
で
始
め
て
『
自
然
』
が
わ
か
る

や
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
真
に
迫
る
と
言
つ
て
も
、
無
論
、

そ
れ
は
程
度
の
問
題
で
あ
る⑭
。

こ
れ
は
「
真
」
に
迫
る
小
説
を
書
く
た
め
に
「
想
像
」
を
排
し
て
「
事
実
」
を

描
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
花
袋
が
明
治
三
〇
年
代
後
半
か
ら
こ
だ
わ
り
続
け

て
き
た
テ
ー
マ
に
関
す
る
一
節
で
あ
る
。
花
袋
は
ど
う
や
ら
「
真
」
な
る
も
の

と
「
自
然
」
を
、
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
主
張
を
「
山
の
悲
劇
」
と
併
置
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

地
図
も
磁
石
も
役
に
立
た
な
い
、「
科
学
で
も
何
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
神

秘
な
境
」
が
見
出
さ
れ
、「
人
間
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
沢
山
に
」
起
こ
る
。

山
に
「
深
く
入
れ
ば
入
る
ほ
ど
」「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
は
増
え
る
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
気
づ
く
の
は
、
こ
の
「
想
像
と
事
実
」
が
、
ま
る
で
「
山
の

悲
劇
」
の
自
作
解
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

永
井
聖
剛
は
「
自
他
融
合
」
の
花
袋
の
小
説
論
に
お
け
る
類
語
と
し
て
の

「
主
格
合
一
」
の
意
味
を
考
え
る
中
で
、
や
は
り
花
袋
が
頻
繁
に
用
い
て
き
た

「
自
然
」
と
い
う
語
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、「
実
体
と
し
て
の
「
自ネ
イ
チ
ャ
ー然
」
で

は
な
く
、
ま
ず
も
っ
て
、
自
他
の
境
界
を
い
っ
た
ん
無
化
し
、
再
編
成
す
る

―
類
化
を
促
す
機
縁
あ
る
い
は
環
境
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
手
段
で
も
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る⑮
が
、「
小
説
新
論
」
で
花
袋
が
用
い
た
「
自
然
」
は
、
ま
さ
に

「
自
他
の
境
界
を
い
っ
た
ん
無
化
し
、
再
編
成
す
る
」
死
ぬ
ま
で
「
わ
か
ら
な

い
」
何
か
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
、
花
袋
が
「
自
他
の
融

合
」
と
表
現
し
た
、
こ
の
時
期
の
彼
の
創
作
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
に
関
わ

田
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る
用
語
と
し
て
も
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
「
一
兵
卒
」
の
手
法
を
再
利
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
体
的
な
他
者

か
ら
隔
て
ら
れ
た
孤
独
と
、
極
度
の
疲
労
と
衰
弱
に
よ
る
意
識
レ
ベ
ル
の
低
下

と
い
う
身
体
的
な
状
態
は
重
要
で
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
、
再
び

戦
場
で
さ
ま
よ
う
、
も
し
く
は
戦
闘
で
倒
れ
る
兵
士
を
描
い
て
も
よ
か
っ
た
は

ず
だ
し
、
深
い
森
林
か
ら
の
脱
出
を
目
指
し
て
奮
闘
す
る
中
で
傷
つ
き
、
飢
え
、

衰
弱
す
る
身
体
の
感
覚
が
多
く
語
ら
れ
る
物
語
に
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
読
者
が
既
視
感
を
覚
え
る
こ
と
を
避
け
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
花
袋
は
小
説
に
お
い
て
類
似
す
る
設
定
を
繰
り
返
し
用
い
て
き
た
経
緯

が
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
決
定
的
な
理
由
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
一
兵
卒
」
の
加
藤
は
堪
え
が
た
い
痛
み
を
抱
え
な
が
ら
意
識
を
失
っ
て

い
っ
た
が
、「
Ｏ
」
は
時
折
寒
気
や
喉
の
渇
き
、
疲
労
を
覚
え
は
す
る
が
、
そ

れ
に
苛
ま
れ
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、「
意
識
が
ぼ
つ
と
し
て
、
疲
れ
た

の
か
飢
ゑ
た
の
か
そ
れ
す
ら
わ
か
ら
な
」（
三
〇
一
頁
）
く
な
っ
て
以
降
は
、

大
し
た
身
体
的
な
苦
し
み
や
不
快
感
を
感
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
Ｏ
」
を

苦
し
め
、
追
い
つ
め
た
の
は
、
身
体
的
な
苦
痛
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
何
か
。
も
ち
ろ
ん
孤
独
は
彼
の
精
神
状
態
に
影
響
し
、
道
に
迷
っ
た
こ
と

を
自
覚
し
て
二
、
三
日
経
つ
と
、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
対
し
て
の
言
ふ
べ
か
ら

ざ
る
憧
憬
と
愛
着
と
を
感
じ
た
」
と
い
う
心
境
の
変
化
を
見
せ
る
。
た
だ
、
彼

を
精
神
的
に
追
い
詰
め
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
恋
し
さ
だ
け
で
は
な
い
。
本

章
冒
頭
の
引
用
で
示
し
た
よ
う
に
、
山
中
を
さ
ま
よ
い
歩
く
「
Ｏ
」
は
時
折
、

「
神
経
を
不
健
全
に
し
」、「
名
状
し
難
い
恐
怖
」
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
さ
ら
に
時
間
が
経
つ
と
、
こ
の
「
名
状
し
難
い
恐
怖
」
は
錯
覚
や
妄
想

と
い
う
形
で
も
彼
を
襲
う
。

　

思
ふ
さ
ま
渇
を
医
し
た
か
れ
は
、
ふ
と
自
分
の
姿
が
そ
の
水
の
澄
ん
だ

鏡
に
は
つ
き
り
と
映
つ
て
ゐ
る
の
を
見
た
。
蓬
蓬
と
延
び
た
髪
、
顎
か
ら

鼻
へ
か
け
て
一
面
に
深
く
生
え
た
鬚
、
蒼
白
い
物
凄
い
顔
、
ぎ
よ
ろ
〳
〵

光
つ
た
眼
、
そ
れ
を
見
た
時
に
は
、
か
れ
は
後
に
倒
れ
や
う
と
し
た
。
か

れ
は
恐
ろ
し
い
生
物
を
其
処
に
発
見
し
た
や
う
な
気
が
し
て
戦
慄
し
た
。

　

続
い
て
、
何
だ
、
馬
鹿
々
々
し
い
。
自
分
の
顔
ぢ
や
な
い
か
。
か
う
思

つ
て
、
も
う
一
度
其
処
に
映
つ
た
蒼
白
い
顔
を
見
た
。
し
か
し
何
う
し
て

も
そ
れ
が
自
分
の
顔
と
は
思
は
れ
な
か
つ
た
。
別
に
さ
う
い
ふ
生
物
が
其

処
に
、
淀
ん
だ
水
の
中
に
ゐ
て
、
そ
れ
が
ぢ
つ
と
自
分
を
見
詰
め
て
ゐ
る

や
う
に
思
は
れ
た⑯
。（
三
〇
〇
頁
）

　

一
見
「
自
他
融
合
」
と
は
無
関
係
の
出
来
事
の
よ
う
だ
が
、「
Ｏ
」
は
水
面

に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
自
己
と
は
か
け
離
れ
た
「
恐
ろ
し
い
生
物
」
で
あ
る
か

の
よ
う
に
錯
覚
し
て
「
戦
慄
」
し
、
そ
れ
に
「
見
詰
め
」
ら
れ
て
い
る
と
い
う

妄
想
を
抱
く
。
ま
さ
に
「
自
他
」
の
境
界
の
安
定
が
脅
か
さ
れ
る
事
態
で
あ
る

が
、
こ
の
原
因
が
単
に
「
久
し
く
無
人
の
境
に
ゐ
た
」
こ
と
だ
け
で
な
く
、

「
大
き
な
空
虚
な
不
思
議
な
自
然
に
圧
迫
さ
れ
た
」
こ
と
で
も
あ
る
と
、
語
り

田
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悲
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」
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手
は
説
明
す
る
。

　

こ
れ
が
先
に
見
た
花
袋
の
言
う
「
自
然
」
と
の
出
会
い
、
あ
る
い
は
「
自

然
」
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
幸
福
で
心
地
よ
い
も
の
で
は

な
く
、
恐
る
べ
き
対
象
、
恐
る
べ
き
経
験
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
非
常
に

単
純
明
快
に
、
山
と
い
う
「
自
然
」
の
中
で
（
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
を
理

解
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
）
描
か
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、「
自

然
」
が
「
わ
か
る
や
う
」
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、「
Ｏ
」
は
最
終

的
に
「
死
に
ま
で
到
達
」
す
る
。「
山
の
悲
劇
」
で
は
、
実
験
的
に
、
具
体
的

で
実
体
的
な
「
自
然
」
と
の
格
闘
の
中
で
「
自
他
」
の
関
係
を
語
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

　

そ
れ
で
は
、「
自
他
融
合
」
の
物
語
は
な
ぜ
山
と
い
う
場
、
登
山
と
い
う
行

為
の
中
で
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
は
「
自
他
融
合
」
理
解
の
モ
デ
ル

と
し
て
南
ア
ル
プ
ス
の
山
奥
の
「
自
然
」
が
選
ば
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、

こ
こ
で
は
同
じ
よ
う
に
山
と
登
山
と
「
自
他
融
合
」
を
結
び
つ
け
る
、
も
う
一

つ
の
要
素
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

　

主
人
公
の
「
Ｏ
」
は
近
代
登
山
を
趣
味
と
す
る
青
年
で
あ
り
、
登
山
口
周
辺

の
村
の
人
々
の
助
言
を
軽
視
し
、「
五
万
分
の
地
図
」
や
磁
石
、
測
高
器
と

い
っ
た
近
代
的
な
登
山
用
具
を
信
頼
す
る⑰
。

　

こ
れ
ら
の
用
具
を
所
持
し
、
そ
の
性
能
と
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
自
身
の
経
験

や
判
断
力
を
信
じ
て
い
る
こ
と
以
外
に
も
、
彼
の
登
山
へ
の
向
き
合
い
方
の
近

代
性
が
分
か
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
登
山
情
報
の
収
集
の
様
子
で
あ
る
。

　

北
ア
ル
プ
ス
は
既
に
跋
渉
し
た
。
恐
ら
く
Ｋ
氏
と
い
へ
ど
も
、
其
方
面

の
知
識
に
つ
い
て
は
か
れ
に
及
ば
ぬ
で
あ
ら
う
。（
略
）
こ
れ
か
ら
は
南

ア
ル
プ
ス
で
あ
る
。（
略
）
二
三
年
前
に
は
Ｋ
氏
と
Ｔ
氏
が
大
規
模
の
探

検
隊
を
組
織
し
て
、
甲
州
か
ら
四
泊
乃
至
五
泊
の
予
定
で
、
米
や
ら
味
噌

や
ら
を
沢
山
に
用
意
し
て
出
懸
け
て
行
つ
た
。
そ
の
探
検
の
報
告
は
、
彼

は
殊
に
注
意
し
て
読
ん
だ
。
先
づ
一
鞭
を
著
け
ら
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
。

（
略
）『
さ
う
だ
。
こ
れ
を
一
つ
や
つ
て
見
よ
う
。
先
生
方
の
や
つ
た
の
は
、

此
方
か
ら
向
う
に
横
断
し
て
行
つ
た
ゞ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
面
白
く
な

い
。
自
分
は
そ
の
山
脈
の
背
を
伝
つ
て
、
信
州
か
ら
甲
州
、
遠
州
の
方
へ

出
て
行
つ
て
見
よ
う
。
な
ア
に
、
案
内
者
な
ん
か
い
ら
ん
。
食
料
だ
つ
て
、

さ
う
大
袈
裟
に
用
意
し
て
行
か
な
く
つ
て
も
好
い
。
地
図

―
五
万
分
の

地
図
、
そ
れ
に
、
鰹
節
、
そ
の
他
少
量
の
食
物
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
紳
士

的
に
、
金
を
使
つ
て
、
大
勢
人
足
を
つ
れ
て
行
け
ば
誰
に
だ
つ
て
出
来

る
。』（
二
六
五
頁
）

　

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
叔
母
宅
の
二
階
の
六
畳
で
「
Ｏ
」
が
登
山
計
画
を

練
る
こ
の
場
面
か
ら
は
、
彼
の
登
山
へ
の
欲
望
が
、
明
ら
か
に
「
Ｋ
氏
」「
Ｔ

氏
」
ら
登
山
界
の
有
名
人
と
思
し
き
「
先
生
方
」
の
業
績
へ
の
嫉
妬
と
し
て
生
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ま
れ
、
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

小
林
一
郎
と
中
村
誠
は
、
作
中
の
地
名
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
そ
れ
ぞ
れ
現
実
の

固
有
名
詞
が
あ
る
程
度
対
応
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑱
。
で
は
、
こ
の
箇
所

に
見
ら
れ
る
、
人
名
を
表
わ
す
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
Ｏ
」
の

欲
望
を
生
ん
だ
（
増
大
さ
せ
た
）
登
山
情
報
に
関
し
て
言
え
ば
、
気
に
な
る
現

実
の
登
山
記
録
が
存
在
す
る
。「
Ｏ
」
は
、
北
ア
ル
プ
ス
を
登
り
尽
く
し
た
と

い
う
自
負
が
あ
り
、「
恐
ら
く
Ｋ
氏
と
い
へ
ど
も
、
其
方
面
の
知
識
に
つ
い
て

は
か
れ
に
及
ば
ぬ
だ
ろ
う
」
と
、
登
山
界
の
権
威
的
人
物
と
思
わ
れ
る
者
へ
の

対
抗
心
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
「
Ｋ
氏
」
は
「
二
三
年
前
」、「
Ｏ
」
が
今
後
の

目
標
と
考
え
る
南
ア
ル
プ
ス
方
面
に
、「
Ｔ
氏
」
と
共
に
「
大
規
模
の
探
検
隊

を
組
織
し
て
、
甲
州
か
ら
」
登
っ
た
と
さ
れ
る
。「
Ｏ
」
は
「
先
づ
一
鞭
を
著

け
ら
れ
た
や
う
な
気
が
し
」、
そ
の
「
探
検
」
へ
の
嫉
妬
が
、
遭
難
に
つ
な
が

る
同
山
域
へ
の
単
独
登
山
へ
と
彼
を
駆
り
立
て
た
こ
と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き

は
、「
Ｏ
」
が
そ
の
探
検
の
情
報
を
、「
殊
に
注
意
し
て
読
ん
だ
」
と
あ
る
よ
う

に
、
書
か
れ
た
文
章
に
よ
っ
て
知
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
当
時
、「
紳
士
的
に
、
金
を
使
つ
て
、
大
勢
人
足
を
つ
れ
」
た
「
探
検

隊
」
を
組
織
し
て
登
山
を
行
っ
た
人
々
と
言
え
ば
、
銀
行
員
で
紀
行
文
家
の
小

島
烏
水
ら
が
設
立
し
た
日
本
山
岳
会
（
一
九
〇
九
年
に
山
岳
会
か
ら
改
称
）
会

員
が
想
起
さ
れ
、
そ
の
記
録
が
載
る
と
す
れ
ば
、
会
の
機
関
誌
で
あ
る
『
山

岳
』
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
本
作
発
表
時
か
ら
見
て
も
モ
デ
ル

と
な
っ
た
落
合
の
遭
難
時
か
ら
見
て
も
「
二
三
年
前
」
で
は
な
い
が
、
一
九
〇

九
年
夏
、
小
島
烏
水
、
高
頭
式
、
高
野
鷹
蔵
、
中
村
清
太
郎
、
三
枝
威
之
介
と

い
う
日
本
山
岳
会
の
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
が
延
べ
一
一
日
間
の
日
程
で
南
ア
ル

プ
ス
に
登
っ
て
い
る
。
荷
を
担
ぐ
人
夫
を
含
む
総
勢
一
八
名
の
ま
さ
に
「
大
規

模
の
探
検
隊
」
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
様
子
と
当
時
ま
だ
不
明
確
だ
っ
た

一
帯
の
地
理
に
つ
い
て
の
考
察
な
ど
は
、
翌
年
三
月
発
行
の
『
山
岳
』
誌
上
に

連
名
で
発
表
さ
れ
て
い
る⑲
。「
Ｋ
氏
」
が
小
島
氏
を
、「
Ｔ
氏
」
が
高
頭
氏
も
し

く
は
高
野
氏
を
指
す
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と

も
同
時
代
の
近
代
的
な
登
山
家
（
そ
れ
は
「
紳
士
」
か
「
紳
士
」
予
備
軍
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
が
）
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
謎
解
き
を
し
た
く
な
る
よ
う

な
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、「
Ｏ
」
の
登
山
の
動
機
が
、
長
く
尾
を
引
く
ら

し
い
失
恋
の
傷
を
含
め
た
都
会
生
活
の
生
き
づ
ら
さ
か
ら
の
逃
避
の
願
望
だ
け

で
な
く
、
烏
水
ら
を
強
く
想
起
さ
せ
る
「
先
生
方
」
へ
の
嫉
妬
や
対
抗
心
に
も

求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

　

と
こ
ろ
で
、
登
山
に
お
け
る
「
自
然
」
と
自
己
と
の
神
秘
的
な
「
融
合
」
の

経
験
は
、
山
岳
紀
行
文
の
第
一
人
者
（
あ
る
い
は
競
争
相
手
の
い
な
い
唯
一

者
）
で
あ
る
小
島
烏
水
が
明
治
四
〇
年
代
に
追
求
し
た
問
題
で
も
あ
る
。
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花
袋
は
一
九
〇
四
年
、
烏
水
か
ら
の
初
め
て
の
書
簡
に
対
し
て
返
信
し
、
そ

こ
か
ら
両
者
の
交
流
が
始
ま
っ
た
。
烏
水
は
そ
の
後
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
作
家
、

ビ
ョ
ル
ン
ソ
ン
に
つ
い
て
花
袋
に
書
簡
で
質
問
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
花
袋

は
、
日
本
の
「
山
岳
小
説
」
に
お
け
る
「
山
岳
趣
味
」
の
「
鼓
吹
」
へ
の
意
欲

を
見
せ
て
い
る⑳
。

　

会
員
と
し
て
の
活
動
の
実
態
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
花
袋
も
、

一
九
〇
六
年
四
月
発
行
の
『
山
岳
』
第
一
年
第
一
号
末
尾
に
掲
載
さ
れ
た
「
会

員
氏
名
」
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
烏
水
も
同
誌
第
一
年
第
三
号
（
一
九
〇
六
年

一
一
月
）「
雑
録
」
欄
の
「
本
会
と
文
学
家
諸
氏
」
と
い
う
記
事
（
署
名
は

「
一
記
者
」）
に
お
い
て
、「
純
正
科
学
を
の
み
旨
と
す
る
が
如
き
、
一
方
に
偏

し
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
」
こ
と
を
目
指
す
山
岳
会
に
「
詩
人
文
士
の
自
ら
進

ん
で
、
加
入
す
る
と
い
ふ
こ
と
」
を
自
慢
げ
に
述
べ
た
う
え
で
、「
詩
人
文
士
」

会
員
の
一
人
と
し
て
、「
盛
ん
に
世
に
行
は
る
ゝ
田
山
録
弥
（
花
袋
）
氏
」
を

紹
介
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
烏
水
は
、
花
袋
が
主
筆
で
あ
っ
た
『
文
章
世
界
』
誌
上
で
酷

評
さ
れ
る
と
い
う
経
験
を
し
て
い
る
。
一
九
〇
七
年
一
一
月
発
行
の
『
文
章
世

界
』
第
二
巻
第
一
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
合
評
「
今
の
紀
行
文
家
（
合
評
）」
で

は
、
烏
水
の
山
岳
紀
行
文
集
『
雲
表
』（
一
九
〇
七
年
七
月
、
佐
久
良
書
房
）

に
対
し
て
、「
此
通
り
で
は
全
く
だ
め
だ
」
と
い
う
痛
烈
な
言
葉
が
浴
び
せ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
合
評
で
は
、
烏
水
以
外
の
紀
行
文
作
家
に
対
し
て
も
軒
並
み

厳
し
い
評
価
が
下
さ
れ
、
唯
一
、
合
評
参
加
者
の
身
内
と
も
言
え
る
花
袋
の
紀

行
文
の
み
が
高
評
価
を
得
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
烏
水
は
黙
っ
て
い
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
、「
紀
行
文
小
論
」（『
文
章
世
界
』
第
二
巻
第
一
四
号
、
一
九

〇
七
年
一
二
月  

一
九
〇
八
年
九
月
、
如
山
堂
刊
行
の
『
山
水
美
論
』
収
録
に

際
し
て
「
紀
行
文
続
論
」
と
改
題
）
で
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。

　

或
は
人
跡
未
踏
の
深
山
幽
谷
に
入
つ
て
は
、
人
類
と
交
渉
が
絶
無
に
な

る
か
ら
、
従
つ
て
ヒ
ユ
ー
マ
ン
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
も
薄
く
な
る
と
い
ふ
か

も
知
れ
な
い
、（
略
）
併
し
所
謂
ヒ
ユ
ー
マ
ン
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
の
意
味

が
違
ふ
、（
略
）
我
を
高
い
階
段
に
立
た
せ
て
、
自
然
の
光
と
色
と
を
吸

ひ
寄
せ
る
凸
点
に
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
我
に
は
自
然
が
宿
り
自
然
に

は
我
が
通
つ
て
ゐ
る
、
つ
ま
り
自
然
は
「
他
の
自
我
」
に
な
る
か
ら
ヒ

ユ
ー
マ
ン
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
は
、
此
意
味
に
於
て
天
上
天
下
到
る
と
こ
ろ

に
存
在
す
る
、
個
性
の
賦
彩
は
、
雲
に
も
映
ら
う
し
、
霧
に
も
出
や
う
で

は
な
い
か㉑
。

　

こ
こ
で
烏
水
が
用
い
た
「
ヒ
ユ
ー
マ
ン
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
」
と
は
、
合
評
で

花
袋
の
紀
行
文
に
対
し
て
な
さ
れ
た
、「
ど
の
文
に
も
ヒ
ユ
ー
マ
ン
、
イ
ン
テ

レ
ス
ト
が
比
較
的
豊
か
に
出
て
ゐ
る
」
と
い
う
片
上
天
弦
に
よ
る
肯
定
的
な
評

価
を
強
く
意
識
し
た
言
葉
で
あ
る
。
天
弦
の
こ
の
言
葉
を
受
け
た
前
田
木
城
は

「
人
生
と
い
ふ
も
の
ゝ
一
面
を
深
く
思
は
せ
る
様
な
処
が
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト

す
る
の
だ
が
、
合
評
参
加
者
に
は
、「
ヒ
ユ
ー
マ
ン
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
」
の
あ

田
山
花
袋
「
山
の
悲
劇
」
論
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る
紀
行
文
は
「
人
生
」
を
「
深
く
思
は
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
共
通
理
解

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

烏
水
の
反
論
に
対
し
木
城
は
、『
文
章
世
界
』
同
号
に
「『
紀
行
文
小
論
』
に

つ
い
て
」
を
発
表
し
、「
ヒ
ユ
ー
マ
ン
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
」
に
つ
い
て
、「
氏
の

解
す
る
意
味
で
い
へ
ば
、
凡
そ
天
下
の
作
品
の
中う
ち

に
こ
れ
を
欠
い
て
ゐ
る
も
の

は
一
つ
も
な
い
」
こ
と
に
な
る
と
、
烏
水
の
主
張
を
退
け
た
。
そ
の
上
で
「
ヒ

ユ
ー
マ
ン
の
意
味
は
『
人
性
の
』
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
『
作
者
主
観
の
』
と

い
ふ
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
烏
水
が
「
ヒ
ユ
ー
マ
ン
」
の
語
義
を
誤
解
し
、

「
人
性
」
も
し
く
は
「
人
生
」
を
「
作
者
主
観
」
と
取
り
違
え
た
点
を
批
判
す

る
。
だ
が
一
方
で
、「
我
に
は
自
然
が
宿
り
自
然
に
は
我
が
通
つ
て
ゐ
る
」
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
取
り
立
て
て
矛
盾
や
誤
解
を
指
摘
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

こ
の
「
自
然
」
観
自
体
は
了
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。

　

ま
た
、
合
評
の
参
加
者
の
一
人
で
あ
る
吉
江
孤
雁
は
こ
の
数
年
後
に
、
次
の

よ
う
な
「
自
然
」
論
を
主
張
し
て
い
る
。

自
分
の
主
観
が
何
所
へ
で
も
拡
が
つ
て
行
つ
て
、
そ
し
て
、
如
何
な
る
物

に
対
し
て
も
、
其
の
物
か
ら
自
己
の
影
を
求
め
て
来
た
い
と
云
ふ
要
求
か

ら
し
て
、（
略
）
自
然
の
中う

ち

に
自
己
の
生
を
発
見
し
や
う
と
す
る
、
其
の

要
求
が
充つ
ま

り
自
然
の
中な
か

に
、（
略
）
自
然
と
人
間
と
の
共
通
性
を
求
め
や

う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
う
す
れ
ば
野
の
中
に
あ
る
一
群
れ
の
森
も
、

そ
れ
に
風
が
当
つ
て
居
る
の
も
、
自
己
の
ラ
イ
フ
が
其
所
で
活
動
し
て
居

る
こ
と
に
な
る㉒
。

　

つ
ま
り
、「
自
分
の
主
観
が
何
所
へ
で
も
拡
が
つ
て
行
き
」、「
自
然
と
人
間

と
の
共
通
性
を
求
め
」、
外
部
の
あ
ら
ゆ
る
「
自
然
」
現
象
の
中
に
「
自
己
の

ラ
イ
フ
」
の
「
活
動
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。
こ
れ

は
坂
井
健
や
小
堀
洋
平
の
研
究
を
紹
介
・
援
用
し
た
永
井
聖
剛
が
指
摘
す
る
、

森
鷗
外
経
由
の
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
等
の
「
花
袋
な
り
の
展
開
」、
同
時
代
の

「
す
ぐ
れ
て
間
テ
ク
ス
ト
的
な
主
題㉓
」
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
烏
水
は
、「
日
本
ア
ル
プ
ス
の
南
半
」（『
山
岳
』
第
二
年
第
一
号
、

一
九
〇
七
年
三
月
）
の
二
「
日
本
ア
ル
プ
ス
連
嶺
を
観
ず
る
記
」
で
、
自
身
の

「
自
然
」
論
が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

意
味
の
あ
る
自
然
と
は
何
ぞ
、
エ
マ
ル
ソ
ン
の
自
然
論
に
感
化
さ
れ
た

自
分
で
あ
る
か
ら
、
今
で
も
か
ぶ
れ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

自ネ
ー
チ
ウ
ワ然
と
心ソ
ー
ル霊
と
対
立
し
た
宇
宙
を
言
ふ
の
で
あ
る㉔
。

　

こ
れ
は
、
い
か
に
も
こ
の
世
代
の
文
学
者
ら
し
く
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
「
自

然
」
論
に
影
響
さ
れ
、
明
治
四
〇
年
代
の
現
在
も
な
お
そ
の
影
響
下
に
あ
る
と

い
う
告
白
で
あ
る
。
恐
ら
く
烏
水
は
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
次
の
よ
う
な
主
張
を
自

身
の
「
自
然
」
論
に
取
り
入
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

我
等
と
隔
離
し
て
存
在
す
る
一
切
の
も
の
、
哲
学
上
差
別
し
て
非
我N

ot 

M
e

と
呼
ぶ
一
切
の
も
の
、
即
ち
、
天
然
物
と
人
工
物
と
、
一
切
の
他
人

と
自
己
の
身
体
と
は
、
み
な
此
の
自
然
の
語
の
下
に
置
か
ざ
る
を
得
ず㉕
。

田
山
花
袋
「
山
の
悲
劇
」
論
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四
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花
袋
が
エ
マ
ー
ソ
ン
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
り㉖
、
小
説

か
紀
行
文
か
、「
自
然
主
義
」
か
非
「
自
然
主
義
」
か
と
い
う
線
引
き
に
は
意

味
が
な
く
、
同
時
代
文
学
者
の
公
約
数
的
な
思
想
を
花
袋
と
烏
水
（
そ
し
て
お

そ
ら
く
孤
雁
も
）
が
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
指

摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
山
の
悲
劇
」
に
お
け
る
山
と
登
山
と
い
う
要
素
に

注
目
し
た
時
、
明
治
三
七
年
に
始
ま
り
山
岳
会
の
設
立
、『
文
章
世
界
』
で
の

論
争
等
を
経
た
花
袋
と
烏
水
の
主
張
同
士
の
関
係
が
重
要
に
な
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

花
袋
は
「
現
代
の
紀
行
文
」（『
文
章
世
界
』
第
六
巻
第
一
四
号
、
一
九
一
一

年
一
〇
月
、
初
出
時
は
無
署
名
）
に
お
い
て
、「
紀
行
文
と
い
ふ
名
称
が
あ
る

が
、
別
に
さ
う
し
た
種
類
に
分
け
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
」「
作
者
の
一
人
称

で
旅
行
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
紀
行
文
の
再
定
義
を
行
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
花
袋
は
、
自
身
も
盛
ん
に
発
表
し
た
（
そ
し
て
し
続
け
た
）
紀
行
文
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
自
立
性
を
否
定
し
、「
作
者
の
一
人
称
で
旅
行
を
書
い
た
も

の
」
と
し
て
そ
れ
が
小
説
に
内
包
さ
れ
る
可
能
性
を
示
し
た
。
こ
れ
は
結
果
的

に
、
紀
行
文
に
小
説
と
同
等
の
価
値
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
烏
水
の
必
死
の
主

張
を
退
け
る
結
果
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
エ
マ
ー
ソ
ン
等
の
思

想
を
背
景
と
し
た
「
自
然
」
と
の
「
融
合
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
同
時
代
文
学
者

の
関
心
と
し
て
烏
水
と
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
烏
水
が
紀
行
文
で
描
こ

う
と
し
て
い
た
近
代
登
山
家
と
「
自
然
」
と
の
関
わ
り㉗
を
、
紀
行
文
の
上
位

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
し
た
小
説
に
お
い
て
描
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

結
果
的
に
、
烏
水
が
試
行
錯
誤
し
た
問
題
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

そ
し
て
「
山
の
悲
劇
」
は
、
花
袋
が
明
治
四
〇
年
代
以
降
表
現
し
よ
う
と
し

続
け
て
い
た
「
自
然
」
を
、
誰
も
が
「
自
然
」
の
現
わ
れ
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し

や
す
い
山
と
い
う
「
自
然
」
の
中
で
、
山
と
い
う
「
自
然
」
と
人
間
と
の
関
わ

り
と
し
て
描
い
て
見
せ
た
小
説
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

　

花
袋
が
相
次
い
で
「
自
他
融
合
」
の
何
た
る
か
を
説
い
て
い
た
一
九
一
六
年

か
ら
一
七
年
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
表
さ
れ
た
「
山
の
悲
劇
」
は
、
記
憶
と

妄
想
の
浮
沈
や
流
れ
を
語
っ
た
過
去
の
話
題
作
「
一
兵
卒
」
を
彷
彿
さ
せ
る
主

人
公
を
登
場
さ
せ
、
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
「
自
然
」
の
力
と
の
関
わ
り
の
中
で

起
こ
る
「
自
他
」
境
界
の
曖
昧
化
の
典
型
例
を
示
す
試
み
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
背
後
に
、
紀
行
文
と
小
説
と
の
差
異
を
示
そ
う
と
し
た
明
治
四
〇

年
代
の
小
島
烏
水
の
紀
行
文
論
と
同
じ
論
理
が
、
小
説
で
「
自
然
」
の
力
を
表

現
す
る
た
め
の
論
理
と
し
て
甦
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ

る
。
若
い
頃
か
ら
日
光
の
連
山
を
愛
し
、
紀
行
文
「
日
光
山
の
奥
」（『
太
陽
』

第
二
巻
第
一
号
〜
第
三
号
（
一
八
九
六
年
一
月
〜
二
月
）
に
よ
っ
て
紀
行
文
家

と
し
て
有
名
に
な
り
、
そ
の
後
『
重
右
衛
門
の
最
後
』（
一
九
〇
二
年
五
月
、

新
声
社
）
な
ど
の
山
間
の
人
生
を
描
く
小
説
を
発
表
し
た
花
袋
で
は
あ
る
が
、

田
山
花
袋
「
山
の
悲
劇
」
論
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「
山
の
悲
劇
」
発
表
後
、「
山
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ウ
ソ
オ
」
を
除
く
と
、
近

代
的
な
登
山
家
を
主
人
公
と
す
る
小
説
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ど
う
や
ら

近
代
登
山
は
、
花
袋
に
と
っ
て
は
、「
戦
争
」
の
よ
う
に
継
続
的
に
利
用
す
べ

き
材
料
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
自
然
」
と
「
自
他
」
の
関

係
を
お
さ
ら
い
す
る
よ
う
な
小
説
に
お
い
て
は
、
山
と
い
う
場
、
近
代
登
山
と

い
う
行
為
は
ま
た
と
な
い
好
材
料
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注①　
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
九
三
年
一
〇
月
、
臨
川
書
店
）
二
六
五
頁
。

本
稿
に
お
け
る
「
山
の
悲
劇
」
本
文
の
引
用
は
、
全
て
こ
れ
に
拠
り
、
引
用
後
に
示

し
た
頁
番
号
は
同
書
の
も
の
で
あ
る
。

②　

例
え
ば
『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
は
、
八
月
九
日
に
「
又
も
登
山
者
の
行
方
不
明
」、

翌
一
〇
日
に
「
薬
草
取
が
猟
師
小
屋
で
会
つ
た
」
と
い
う
記
事
で
報
じ
て
い
る
。

③　

初
出
未
見
。
な
お
、
臨
川
書
店
版
『
定
本
花
袋
全
集
』
別
巻
（
一
九
九
五
年
九

月
）
の
著
作
年
譜
で
も
、
宮
内
俊
介
『
田
山
花
袋
全
小
説
解
題
』（
二
〇
〇
三
年
二

月
）
で
も
未
見
と
な
っ
て
い
る
。

④　

引
用
は
田
山
花
袋
『
旅
か
ら
』（
一
九
二
〇
年
六
月
、
博
文
館
）
一
二
七
頁
に
拠

る
。

⑤　

管
見
の
限
り
で
は
「
山
の
悲
劇
」
に
ま
と
も
に
注
目
し
た
文
芸
時
評
は
見
当
た
ら

ず
、
多
く
が
「
Ｋ
と
Ｔ
」
な
ど
を
紹
介
し
た
り
論
じ
た
り
し
て
い
る
。
例
え
ば
一
九

一
七
年
二
月
発
行
の
『
新
潮
』
第
二
六
巻
第
二
号
の
「
新
年
の
創
作
壇
」
に
お
い
て

柴
田
勝
衛
は
花
袋
の
一
月
発
表
の
小
説
と
し
て
「
Ｋ
と
Ｔ
」（
前
掲
）、「
礼
拝
」

（『
中
央
公
論
』
第
三
二
年
第
一
号
、
一
九
一
七
年
一
月
）
の
み
を
挙
げ
て
い
る
。
同

月
発
行
の
『
早
稲
田
文
学
』
第
一
三
五
号
の
「
新
年
の
小
説
」
で
も
、
執
筆
者
の
加

能
作
次
郎
は
「
Ｋ
と
Ｔ
」、「
礼
拝
」、「
長
流
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
一
三
四
号
、
一

九
一
七
年
一
月
）
を
取
り
上
げ
、「
山
の
悲
劇
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

⑥　

小
林
一
郎
『
田
山
花
袋
研
究

―
「
危
機
意
識
」
克
服
の
時
代
（
二
）

―
』

（
一
九
八
二
年
六
月
、
桜
楓
社
）
一
五
〇
頁
〜
一
五
五
頁

⑦　

中
村
誠
「
田
山
花
袋
の
山
岳
小
説

―
「
山
の
悲
劇
」
小
考

―
」（『
解
釈
』
第

六
八
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇
二
二
年
二
月
）

⑧　
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
九
三
年
四
月
、
臨
川
書
店
）
六
二
七
頁
。
本

稿
に
お
け
る
「
一
兵
卒
」
本
文
の
引
用
は
、
全
て
こ
れ
に
拠
り
、
引
用
後
に
示
し
た

頁
番
号
は
同
書
の
も
の
で
あ
る
。

⑨　

戸
松
泉
は
「「
隣
室
」
か
ら
「
一
兵
卒
」
へ

―
脚
気
衝
心
を
め
ぐ
る
物
語
言
説

―
」（『
小
説
の
〈
か
た
ち
〉・〈
物
語
〉
の
揺
ら
ぎ

―
日
本
近
代
小
説
「
構
造
分

析
」
の
試
み
』、
二
〇
〇
二
年
二
月
、
翰
林
書
房
）
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
語
り

を
、
死
そ
の
も
の
を
身
体
的
に
言
説
化
し
よ
う
と
す
る
大
胆
な
試
み
と
評
価
し
、
加

藤
の
無
意
識
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
む
し
ろ
語
り
手
の
存
在
が
顕
在
化
す
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
ま
た
王
梅
も
「
病
の
身
体
、
意
識
の
身
体

―
田
山
花
袋
「
一
兵
卒
」
論

―
」（『
近
代
文
学
試
論
』
第
五
一
号
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）
に
お
い
て
苦
痛
の

表
現
に
注
目
し
、
加
藤
の
意
識
に
浮
上
す
る
断
片
的
な
妄
想
と
深
層
心
理
が
、
意
識

の
流
れ
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑩　
「
一
兵
卒
」
は
「
山
の
悲
劇
」
と
同
じ
一
月
発
表
の
作
品
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
、

Ｘ
Ｙ
Ｚ
「
新
年
の
文
壇
（
二
）」、
白
雲
子
「
一
月
の
小
説
界
」（
い
ず
れ
も
『
読
売

新
聞
』、
一
九
〇
八
年
一
月
一
二
日
）、
山
口
雨
声
「
新
年
の
傑
作
小
説
」（『
文
庫
』

第
三
六
巻
第
三
号
、
一
九
〇
八
年
二
月
一
日
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
時
評
等
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
。

⑪　

小
林
一
郎
前
掲
書
一
五
四
頁

⑫　

引
用
は
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
二
六
巻
（
一
九
九
五
年
六
月
、
臨
川
書
店
）
六
一

四
頁
に
拠
る
。

田
山
花
袋
「
山
の
悲
劇
」
論

一
四
六
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⑬　

引
用
は
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
二
四
巻
（
一
九
九
五
年
四
月
、
臨
川
書
店
）
五
九

頁
に
拠
る
。

⑭　

引
用
は
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
二
四
巻
（
前
掲
）
一
一
九
頁
に
拠
る
。

⑮　

永
井
聖
剛
『
自
然
と
人
生
と
の
間

―
自
然
主
義
文
学
の
生
態
学
』（
二
〇
二
二

年
一
月
、
春
風
社
）
一
〇
頁

⑯　

こ
の
箇
所
は
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
作
、
二
葉
亭
四
迷
訳
（
新
訳
）『
血
笑
記
』（
一

九
〇
八
年
八
月
、
易
風
社
）
の
次
の
よ
う
な
場
面
に
よ
く
似
て
い
る
。

　
　
　

 

手
探
り
で
面か
ほ

を
洗
つ
て
、
布き

片れ

で
拭
い
た
ら
、
面
の
皮
が
釣
れ
て
傷
が
ヒ
リ

〳
〵
傷
む
。
鏡
で
見
や
う
と
し
て
、
マ
ツ
チ
を
点
け
て
、
そ
の
ち
ら
〳
〵
と
弱

い
火
影
に
透と
ほ

し
て
見
る
と
、
暗く
ら
や
み黒
に
何
だ
か
醜
い
無ぶ

気き

味び

な
物
が
居
て
、
私
の

顔
を
ぢ
ろ
り
と
見
た
の
で
、
狼あ
わ
て狽
て
マ
ッ
（
マ
マ
）チ
を
棄
て
ゝ
了
つ
た
。
が
、
ど
う

や
ら
鼻
が
め
ツ
ち
や
に
な
つ
て
居を

る
ら
し
い
。（
二
三
五
頁
）

　
　

花
袋
の
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
花
袋
全
集
』
第
七
巻
（
前
掲
）
の
「
解
説
」
に
お

け
る
「「
山
の
悲
劇
」
な
ど
を
熟
読
し
て
み
る
と
、
其
描
写
の
手
法
に
ロ
シ
ヤ
の
ア

ン
ド
ー
（
マ
マ
）エ
フ
の
「
血
笑
記
」
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
」（
七
四
三
頁
）
と
い
う
中

村
星
湖
の
指
摘
は
非
常
に
興
味
深
く
、
今
後
詳
細
な
調
査
を
行
い
た
い
。

⑰　

中
村
誠
は
前
掲
論
文
で
、「
Ｏ
」
が
所
持
し
、
途
中
ま
で
信
頼
す
る
陸
軍
参
謀
本

部
陸
地
測
量
部
作
製
の
南
北
ア
ル
プ
ス
「
五
万
分
の
地
図
」
の
刊
行
が
、
本
作
発
表

の
四
年
前
の
一
九
一
三
年
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑱　

小
林
一
郎
前
掲
書
お
よ
び
中
村
誠
前
掲
論
文
参
照
。

⑲　

高
頭
式
・
高
野
鷹
蔵
・
中
村
清
太
郎
・
三
枝
威
之
介
・
小
島
久
太
「
白
峰
及
び
赤

石
山
脈
縦
横
記
」（『
山
岳
』
第
五
年
第
一
号
、
一
九
一
〇
年
三
月
）

⑳　

引
用
は
『
小
島
烏
水
全
集
』
第
十
巻
（
一
九
八
〇
年
七
月
、
大
修
館
書
店
）
三
二

四
頁
に
拠
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
や
後
述
す
る
『
文
章
世
界
』
誌
上
で
の
酷
評
と

そ
の
後
日
談
に
つ
い
て
は
、
小
島
烏
水
「
紀
行
文
家
の
群
れ

―
田
山
花
袋
氏

―
」（『
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
手
記
』、
一
九
三
六
年
八
月
、
書
物
展
望
社
）
で
回
想

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
中
村
誠
も
前
掲
論
文
で
こ
の
や
り
と
り
に
言
及
し
て
い
る
。

㉑　

引
用
は
『
小
島
烏
水
全
集
』
第
六
巻
（
一
九
七
九
年
九
月
、
大
修
館
書
店
）
三
九

五
頁
〜
三
九
六
頁
に
拠
る
。

㉒　

吉
江
孤
雁
「
近
代
人
の
自
然
の
見
方
」（『
新
潮
』
第
一
六
巻
第
三
号
、
一
九
一
二

年
三
月
）

㉓　

永
井
聖
剛
前
掲
書
一
八
頁
〜
一
九
頁
。
な
お
、
永
井
が
紹
介
・
援
用
し
た
坂
井
の

研
究
は
坂
井
健
『
没
理
論
争
と
そ
の
影
響
』（
二
〇
一
六
年
二
月
、
思
文
閣
出
版
）、

小
堀
の
研
究
は
小
堀
洋
平
「
花
袋
・
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
イ
、
藤
村

―
『
人
お
よ
び

芸
術
家
と
し
て
の
ト
ル
ス
ト
イ
』
の
貸
借
を
め
ぐ
る
基
礎
資
料

―
」（『
田
山
花
袋

記
念
文
学
館
研
究
紀
要
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
と
「
田
山
花
袋
は
ト
ル

ス
ト
イ
原
作
『
コ
サ
ア
ク
兵
』
を
い
か
に
訳
し
た
か

―
ロ
マ
ン
主
義
化
と
「
自

然
」
の
問
題

―
」（『
田
山
花
袋
記
念
文
学
館
研
究
紀
要
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
九

年
三
月
）。

㉔　

引
用
は
『
小
島
烏
水
全
集
』
第
六
巻
（
一
九
七
九
年
九
月
、
大
修
館
書
店
）
五
七

頁
に
拠
る
。

㉕　

エ
マ
ー
ソ
ン
著
、
大
谷
正
信
訳
『
恵
馬
遜
傑
作
集
』（『
自
然
論
』
原
著
一
八
三
六

年
刊
、
一
九
〇
六
年
一
一
月
、
大
日
本
図
書
）
四
頁
〜
五
頁

㉖　

永
井
聖
剛
前
掲
書
を
は
じ
め
、
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。

㉗　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

〔
付
記
〕　

引
用
に
あ
た
っ
て
は
原
則
と
し
て
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
、
省
略
し
た
箇

所
は
「（
略
）」
と
示
し
た
。
ま
た
、
ル
ビ
等
は
適
宜
省
略
し
た
。

田
山
花
袋
「
山
の
悲
劇
」
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