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抄　
　

録

　

本
稿
は
柏
木
義
円
（
一
八
六
〇
〜
一
九
三
八
）
同
様
、
上
州
に
あ
っ
て
終
生
、
非
戦
・
平
和
を
訴
え
続
け
た
牧
師
・

住
谷
天
来
の
、特
に
晩
年
の
思
想
・
信
仰
の
一
端
に
迫
ろ
う
と
し
た
一
試
論
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
老
い
た
天
来
が
、

戦
争
へ
と
ひ
た
走
る
状
況
の
も
と
、「
孤
独
と
貧
窮
」
に
屈
せ
ず
に
そ
の
志
を
屹
立
さ
せ
得
た
の
は
何
故
な
の
か
を

問
う
た
。
こ
こ
で
は
天
来
の
志
を
支
え
た
世
界
と
し
て
第
一
に
、「
悲
痛
」
を
め
ぐ
る
逆
説
的
な
信
仰
を
、
第
二
に

天
来
を
支
え
た
友
情
の
交
流
圏
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
非
戦 

、
平
和
、
日
本
近
代
史
、
キ
リ
ス
ト
教
、
自
由

〈
原
著
論
文
〉

晩
年
の
住
谷
天
来

―
そ
の
志
を
支
え
た
世
界
を
め
ぐ
る
一
試
論

―

村　

松　
　
　

晋

批
判
を
繰
り
返
し
、
非
戦
・
平
和
の
論
客
と
し
て
も
健
筆
を
ふ
る
っ
た
。
し
か
し

大
正
七
年
よ
り
務
め
て
き
た
甘
楽
教
会
牧
師
を
、昭
和
九
年
に
病
気
の
た
め
辞
任
、

昭
和
十
四
年
に
は
国
家
批
判
の
咎
で
『
聖
化
』
廃
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、

晩
年
の
生
活
は
公
私
に
わ
た
り
、
必
ず
し
も
「
明
る
い
」
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ

た）
1
（

。

　

そ
ん
な
天
来
を
畏
敬
し
た
友
人
の
長
谷
川
周
治）

2
（

は
、
天
来
の
遺
著
と
な
っ
た

﹇
１　

問
題
の
所
在
﹈

　

住
谷
天
来
（
明
治
二
年
〜
昭
和
十
九
年
。
以
下
、
天
来
と
表
記
）
は
上
州
の
人

で
、同
志
社
に
学
び
伊
勢
崎
や
甘
楽
（
富
岡
）
を
働
き
の
場
と
し
た
牧
師
で
あ
る
。

昭
和
二
年
よ
り
個
人
伝
道
誌
『
聖
化
』
を
発
行
、
戦
争
へ
と
ひ
た
走
る
時
代
へ
の
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晩年の住谷天来

『
黙
庵
詩
鈔
』
に
「
序
」
を
寄
せ
て
、
老
天
来
の
日
常
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
し

て
い
た
。
い
わ
く「
先
生
に
は
格
別
の
学
歴
と
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
富
な
く
、

友
な
く
、
世
の
称
す
る
権
力
と
て
は
少
し
も
な
く
、
且
つ
聡
明
な
り
し
最
愛
の
お

一
人
子
に
は
先
だ
た
れ
、
そ
の
生
命
の
如
く
思
慕
さ
れ
し
『
聖
化
』
誌
は
余
り
に

真
理
に
忠
実
な
る
の
故
に
禁
ぜ
ら
れ
、
奥
様
は
ま
た
長
き
病
床
に
あ
ら
れ
ま
す
。

然
る
に
先
生
は
斯
か
る
悲
痛
の
一
切
を
棚
に
あ
げ
て
、
断
々
乎
と
し
て
西
に
東
に

福
音
の
雄
叫
び
を
挙
げ
て
居
ら
れ
ま
す）

3
（

」
と
。

　

こ
こ
に
は
晩
年
の
天
来
が
傍
目
に
も
明
ら
か
に「
悲
痛
」の
底
に
あ
っ
た
こ
と
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
志
を
枉
げ
ず
、
そ
の
生
を
全
う
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
折
り
重
な
る
「
悲
痛
」
の
中
で
、
年
老
い
た
天
来
が
な
お

雄
々
し
く
起
ち
得
た
の
は
何
故
な
の
か
。
本
稿
は
こ
の
問
い
に
向
き
合
っ
た
一
試

論
で
あ
る
。﹇

２　
『
内
村
鑑
三
先
生
御
遺
墨
帖
』
に
託
さ
れ
た
世
界
﹈

　

初
め
に
考
察
の
前
提
と
し
て
、
天
来
が
そ
の
「
悲
痛
の
一
切
を
棚
に
あ
げ
て
、

断
々
乎
と
し
て
西
に
東
に
福
音
の
雄
叫
び
を
挙
げ
て
居
」
た
と
す
る
長
谷
川
の
指

摘
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
、
筆
を
折
ら
れ
て
後
の
天
来
の
言
動
と
し
て

注
目
さ
れ
る
の
は
、内
村
の
遺
し
た
書
を
集
め
た
『
内
村
鑑
三
先
生
御
遺
墨
帖
（
以

下
、『
遺
墨
帖
』
と
略
記
）』
な
ら
び
に
長
谷
川
が
解
説
を
付
し
た
『
内
村
鑑
三
先

生
御
遺
墨
帖
解
説
（
以
下
、『
解
説
』
と
略
記
）』
の
出
版
に
尽
力
し
た
こ
と
で
あ

る）
4
（

。
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実
際
、『
遺
墨
帖
』
表
紙
の
文
字
と
巻
末
の
跋
字
に
関
し
て
は
、
天
来
が
筆
を

執
っ
て
お
り
、
そ
の
熱
意
は
編
者
で
あ
る
長
谷
川
が
同
書
と
『
解
説
』
そ
れ
ぞ
れ

の
序
（『
解
説
』
で
は
「
編
者
曰
ふ
」
の
表
記
）
に
お
い
て
、「
本
書
の
進
行
に
就

て
は
住
谷
天
来
先
生
が
非
常
な
る
熱
誠
を
以
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
り
御
奨
励

下
さ
い
ま
し
た
事
を
鳴
謝
い
た
し
ま
す）

5
（

」、「
本
書
の
成
る
に
就
て
は
住
谷
天
来
先

生
よ
り
相
変
ら
ず
数
々
激
励
の
お
言
葉
を
い
た
ゞ
い
て
萎
え
た
る
魂
に
大
な
る
活

力
を
賜
つ
た）

6
（

」
と
顧
み
る
ほ
ど
に
強
い
も
の
だ
っ
た
。
長
谷
川
は
ま
た
『
黙
庵
詩

鈔
』
の
序
も
草
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
「
私
は
旧
臘
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
不
肖

の
身
を
も
顧
み
ず
、
内
村
先
生
の
御
遺
墨
帖
編
纂
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ

に
就
き
ま
し
て
住
谷
先
生
は
、
一
二
月
の
間
な
ど
は
、
殆
ん
ど
毎
日
の
や
う
に
あ

ら
ゆ
る
方
法
を
以
て
、
筆
舌
に
盡
さ
れ
ぬ
い
と
御
懇
切
な
る
奨
励
の
言
を
あ
た
へ

て
下
さ
い
ま
し
た）

7
（

」
と
天
来
へ
の
謝
意
を
表
し
て
い
た
。

　

晩
年
の
天
来
が
、か
く
も
『
遺
墨
帖
』
の
出
版
に
尽
力
し
た
の
は
何
故
な
の
か
。

そ
の
志
を
問
う
に
あ
た
っ
て
は
、『
遺
墨
帖
』
序
に
お
け
る
長
谷
川
の
次
の
言
葉

が
示
唆
に
富
む
。

　

遺
墨
と
は
申
し
な
が
ら
亡な

き

骸が
ら

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
語
句
は
簡
単
で
あ
り

ま
す
が
、極
め
て
深
遠
で
あ
り
ま
す
。
我
等
の
日
用
の
糧
と
し
、戒
め
と
し
、

力
と
し
、
慰
め
と
す
る
に
充
ち
足
れ
る
所
の
生
き
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
正
義
第
一
、
待
望
、
福
音
を
耻
ぢ
ず
、
十
字
架
の
道
、
義
聖
贖
、
不

飲
不
欺
、禁
酒
愛
国
、み
な
真
か
ら
の
敬
天
愛
人
が
叫
ば
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。

人
は
善
と
知
つ
て
何
故
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
か
、
魂
の
う
め
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き
の
解
決
が
そ
の
中
に
教
へ
ら
れ
て
あ
る
の
で
す
。
先
生
は
有
知
才
能
の

弟
子
達
の
為
で
な
く
、
多
く
は
無
智
、
暗
愚
、
迷
ひ
易
き
者
達
や
、
真
実

な
る
平
信
徒
の
為
め
に
書
い
て
下
さ
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
故
に
此

帖
は
か
か
る
意
味
あ
る
こ
と
に
の
み
頒
つ
べ
き
も
の
と
信
じ
売
物
と
は
い

た
し
ま
せ
ん）

8
（

。（
ル
ビ
は
原
文
、
以
下
同
じ
）

　

こ
こ
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
長
谷
川
は
内
村
の
書
が「
極
め
て
深
遠
で
あ
り
」

な
が
ら
「
語
句
は
簡
単
で
あ
」
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
「
無
智
、
暗
愚
、
迷
ひ
易
き

者
達
や
、
真
実
な
る
平
信
徒
」
に
届
く
こ
と
を
期
待
し
て
同
書
を
世
に
問
う
て
い

た
。
換
言
す
れ
ば
長
谷
川
は
、「
無
智
、
暗
愚
、
迷
ひ
易
き
者
達
や
、
真
実
な
る

平
信
徒
」
が
内
村
の
「
書
」
を
「
日
用
の
糧
と
し
、戒
め
と
し
、力
と
し
、慰
め
」

と
し
て
起
つ
こ
と
を
祈
念
し
て
い
た
。
傍
ら
で
天
来
も
同
様
の
志
を
漲
ら
せ
て
い

た
こ
と
は
、『
遺
墨
帖
』
編
纂
に
臨
み
、
長
谷
川
に
送
ら
れ
た
次
の
漢
詩
に
明
ら

か
だ
っ
た
。

　

血
種
汗
耕
幾
春
秋　

犠
牲
須ベシ
レ
凌
ク

二
古
グ

侠
風
ヲ一

　

胸
中
磊
塊
若
シ

 

蘊ツ
丶
マ
バレ

魂　

他
ヲ

日
必
興
ラ
ン

　

内
村
宗）

9
（

　

注
視
す
べ
き
は
天
来
が
『
遺
墨
帖
』
の
出
版
に
よ
り
、「
他
日
」「
必
」
ず
「
内

村
宗
」
が
「
興
」
る
こ
と
を
念
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
長
谷
川
は
こ
の
詩
を
『
黙

庵
詩
鈔
』
の
序
で
紹
介
し
、「
他
日
必
ず
興
ら
ん
エ
ク
レ
シ
ヤ
即
ち
真
の
無
教
会
、

と
解
し
ま
し
た）

10
（

」と
敷
衍
し
て
い
る
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
二
人
は
同
書
に
よ
っ
て
、

内
村
の
志
を
継
ぐ
群
れ
が
「
興
」
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
こ
の
こ
と
ゆ
え
に
彼
ら
の
意
図
を
、
内
村
に
連
な
る
「
教
派
」
の
形
成

に
見
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
と
い
う
の
も
『
黙
庵
詩
鈔
』
に
お
け
る
天
来
の
序
文

が
「
昭
和
十
六
年
六
月
一
日　

世
界
大
戦
の
酣
な
る
時
記
之）

11
（

」
と
閉
じ
ら
れ
、
ま

た
長
谷
川
の
手
に
な
る
『
解
説
』
の
「
編
者
曰
ふ
」
の
欄
に
「
世
界
は
今
や
未
曾

有
の
動
乱
に
陥
り
如
何
と
も
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
に
至
つ
た
。
想
う
て
痛
歎
に
堪

へ
な
い）

12
（

」
と
の
一
節
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、二
人
の
眼
は
明
ら
か
に
、狭
義
の
「
キ

リ
ス
ト
教
界
」
を
超
え
、
戦
争
へ
と
ひ
た
走
る
同
時
代
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

　

然
ら
ば
天
来
と
長
谷
川
は
、
内
村
に
呼
応
し
て
起
つ
「
真
実
な
る
平
信
徒
」
に

い
か
な
る
思
い
を
寄
せ
た
の
か
。
ま
ず
注
視
し
た
い
の
は
、
長
谷
川
が
『
解
説
』

の
「
編
者
曰
ふ
」
末
尾
に
お
い
て
、「
世
界
大
戦
」
の
原
因
を
こ
う
説
い
て
い
る

点
で
あ
る
。
い
わ
く
「
私
は
世
界
に
散
在
す
る
基
督
者
と
称
す
る
者
が
其
責
任
の

一
半
を
負
担
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
ゝ
と
思
ふ
。
何
故
か
、
そ
れ
は
彼
等
の
大
半
は

口
に
基
督
を
唱
へ
な
が
ら
信
仰
的
に
無
力
に
し
て
卑
怯
未
練
な
る
が
故
に
、
そ
の

為
す
べ
き
こ
と
を
知
り
、
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
感
じ
な
が
ら
態
度
を
不
鮮
明
に

し
て
、
神
様
へ
の
義
務
を
怠
り
平
素
利
己
的
な
実
生
活
を
な
し
居
る
結
果
招
来
せ

し
も
の
と
思
ふ）

13
（

」
と
。

　

こ
こ
で
長
谷
川
が
「
世
界
大
戦
」
勃
発
の
「
責
任
の
一
半
」
を
「
基
督
者
」
に

求
め
て
い
る
事
実
に
注
意
を
促
し
た
い
。
す
な
わ
ち
彼
は
「
世
界
大
戦
」
の
進
展

如
何
を
「
基
督
者
」
の
あ
り
方
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
こ
の
理

解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
長
谷
川
に
お
い
て
「
真
実
な
る
平
信
徒
」
が
起
つ
こ
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（4）

晩年の住谷天来

と
は
、
眼
下
の
「
世
界
大
戦
」
を
押
し
と
ど
め
る
試
み
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
か
つ
『
遺
墨
帖
』
の
公
刊
は
、
そ
の
た
め
の
第
一
歩
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

関
連
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
内
村
が
日
露
戦
争
開
戦
後
に
提
示
し
た
、
次
の
よ
う

な
主
張
も
想
起
し
た
い
。

　

平
和
を
薦
め
る
の
時
期
は
未
だ
当
分
来
た
ら
ず
、
去
れ
ば
と
て
戦
争
を

止
め
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
、
そ
れ
な
ら
ば
私
共
平
和
主
義
者
は
今
は
呆

然
と
し
て
手
を
束
ね
て
居
る
乎
と
い
ふ
に
決
し
て
爾
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

…
平
和
主
義
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
戦
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
計
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
…
非
戦
は
僅
か
に
其
消
極
的
一
面
で
あ
り
ま
す
、
平
和
主
義

の
積
極
的
半
面
は
殖
産
で
あ
り
ま
す
、
家
庭
の
幸
福
、
山
林
の
栽
培
、
鳥

類
の
保
護
、
河
川
の
利
用
、
土
壌
の
増
肥
等
、
其
他
、
総
て
平
民
の
生
涯

を
幸
福
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す）
14
（

。

　

こ
れ
ら
の
主
張
は
、「
山
林
」
や
「
土
壌
」
そ
し
て
「
平
民
の
生
涯
」
へ
の
目

配
り
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
等
に
範
を
と
る
平
和
な
農
業
国
へ
の
志

向
、
す
な
わ
ち
軍
事
力
に
糊
塗
さ
れ
た
大
国
主
義
路
線
の
対
極
を
な
す
、
信
仰
に

基
い
た
小
国
主
義
の
構
想
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
国
家
を
担

い
得
る
「
平
民
」
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
、
内
村
が
併
せ
て
問
い
か
け
た
も
の
こ

そ
が
、
た
と
え
ば
『
後
世
へ
の
最
大
遺
物
』
で
あ
り
、『
デ
ン
マ
ル
ク
国
の
話
』

の
世
界
で
あ
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
天
来
と
長
谷
川
の
脳
裏
に
は
如
上
の
国
家
の
姿
が
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
今
に
も
「
世
界
大
戦
」
に
加
担
せ
ん
と
す
る
祖
国
を
前
に
、
彼
ら
は
内
村
の
思

い
描
く
小
国
家
の
担
い
手
と
な
る
「
真
実
な
る
平
信
徒
」
を
興
す
こ
と
、
具
体
的

に
は
「
家
庭
の
幸
福
、
山
林
の
栽
培
、
鳥
類
の
保
護
、
河
川
の
利
用
、
土
壌
の
増

肥
等
」
に
尽
力
す
る
「
平
信
徒
」
の
群
れ
が
起
つ
こ
と
を
祈
念
し
た
。
換
言
す
れ

ば
「
平
民
」
が
「
日
用
の
糧
と
し
、戒
め
と
し
、力
と
し
、慰
め
」
と
し
得
る
「
簡

単
」
か
つ
「
深
遠
」
な
る
言
葉
を
、『
遺
墨
帖
』
を
通
じ
て
届
け
る
こ
と
で
、「
世

界
大
戦
の
酣
な
る
時
」、内
村
流
の
平
和
国
家
を
担
い
得
る
「
真
実
な
る
平
信
徒
」

を
起
た
せ
よ
う
と
し
た
。

　

こ
う
し
た
読
み
は
故
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
長
谷
川
は
『
解
説
』
の

中
の
一
文
「
私
の
願
ひ
」
を
次
の
よ
う
に
閉
じ
て
い
た
。
い
わ
く
「
丁
抹
国
は
ド

イ
ツ
に
占
領
さ
れ
居
り
な
が
ら
、
今
度
勃
発
し
た
ソ
独
の
戦
争
に
対
し
、
昨
日
非

交
戦
国
の
宣
言
を
な
し
態
度
を
闡
明
し
た
と
ラ
ジ
オ
は
報
じ
て
ゐ
る
。
さ
す
が
は

デ
ン
マ
ー
ク
だ
、
偉
い
！
。
想
へ
ば
今
日
は
先
生
の
御
命
日
で
あ
る
。
昭
和
十
六

年
六
月
二
十
八
日）

15
（

」
と
。
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
遺
墨
帖
』
を
編
ん
だ

当
時
の
長
谷
川
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
戦
争
に
か
か
わ
ら
な
い
平
和
な
小
国
家
と
し

て
、
そ
れ
も
明
ら
か
に
内
村
と
の
関
連
で
意
識
し
て
い
た
。
加
え
て
天
来
が
そ
の

若
き
日
に
、
内
村
の
『
興
国
史
談
』
―
国
家
を
興
す
の
は
軍
事
力
で
な
く
、
国
民

の
道
義
力
に
よ
る
と
主
張
―
の
校
正
を
な
し）

16
（

、
国
家
を
国
家
た
ら
し
む
世
界
を
内

村
に
学
ん
で
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
ふ
ま
え
る
と
、

天
来
と
長
谷
川
に
お
け
る
「
内
村
宗
」
の
構
想
は
、
内
村
が
説
く
デ
ン
マ
ー
ク
流

の
小
国
家
建
設
へ
の
試
み
と
し
て
、「
酣
な
る
」「
世
界
大
戦
」
へ
の
抵
抗
と
念
じ
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ら
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る）

17
（

。
こ
の
意
味
で
天
来
は
長
谷
川
が
描

写
す
る
と
お
り
、
晩
年
に
至
っ
て
な
お
非
戦
・
平
和
へ
の
志
を
枉
げ
ず
「
悲
痛
の

一
切
を
棚
に
あ
げ
て
、
断
々
乎
と
し
て
西
に
東
に
福
音
の
雄
叫
び
を
挙
げ
て
居
」

た
と
言
っ
て
よ
い
。

﹇
３　
「
鈍ド
ン
キ
ホ
ー
テ

機
甫
」
の
信
仰
―
「
悲
痛
」
を
担
い
つ
つ
﹈

　

こ
こ
に
お
い
て
、
な
ぜ
天
来
は
「
悲
痛
」
に
圧
し
潰
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ

の
若
き
日
と
同
様
に
、
非
戦
・
平
和
の
志
を
屹
立
さ
せ
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の

か
が
、あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、初
め
に
注
目
し
た
い
の
は
、

天
来
が
信
仰
の
〈
生
〉
と
い
う
も
の
を
、
元
来
「
悲
痛
」
と
不
可
分
な
も
の
と
自

負
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
『
黙
庵
詩
鈔
』
に
て
、
天
来
は
自

ら
を
「
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
（
鈍
機
甫
）」
に
な
ぞ
ら
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　

鈍ド
ン
キ
ホ
ー
テ

機
甫
と
な
る
と
、
馬
鹿
と
気
違
に
「
シ
ン
ニ
ユ
ウ
」
を
か
け
た
程
の

人
物
だ
が
、
そ
れ
は
外
見
上
の
事
で
、
彼
の
本
領
は
不
断
の
奉
仕
と
真
理

に
対
す
る
絶
対
の
信
仰
で
あ
る
。
そ
し
て
其
理
想
に
対
し
て
渾
身
の
熱
誠

を
捧
げ
る
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
窮
乏
に
甘
ん
じ
て
愛
と
正
義
と
を
実
現
す
る

手
段
と
な
る
な
ら
其
最
も
重
大
視
す
る
生
命
す
ら
も
潔
よ
く
擲
つ
こ
と
を

覚
悟
し
て
を
つ
た
。
其
単
純
な
る
心
状
は
途
轍
も
な
い
喜
劇
を
ば
到
る
処

に
演
じ
て
を
る
が
、
理
想
そ
の
者
は
聊
か
も
汚
さ
れ
な
い
。
彼
は
但
だ
世

界
の
人
類
に
敵
対
す
る
力
―
魔
法
使
や
巨
人
達
―
言
ひ
換
れ
ば
迫
害
者
と

争
闘
す
る
為
め
に
生
き
て
ゐ
た
。
…
…
其
精
神
は
実
に
偉
い
。「
単
々
た
る

工
夫
鈍
機
甫
」
と
私
が
讃
嘆
し
て
措
く
能
は
ざ
る
処
は
其
処
に
あ
る
。
私

の
一
代
も
要
す
る
に
此
お
仲
間
で
あ
る）
18
（

。

　
「
鈍
機
甫
」
の
「
お
仲
間
」
を
自
称
す
る
天
来
の
脳
裏
に
は
、
雑
誌
『
聖
化
』

廃
刊
の
顛
末
も
浮
か
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
聖
化
』
は
広
告
料
だ
け
で
も
月

七
十
円
程
度
を
も
た
ら
し
て
い
た
だ
け
に）

19
（

、
発
行
を
「
潔
よ
く
擲
つ
こ
と
」
は
、

既
に
牧
師
も
辞
任
し
て
い
た
老
い
の
身
に
は
痛
手
の
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
天
来

は
、
そ
の
「
廃
刊
之
辞
」
で
吐
露
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
に
屈
し
言
論
の
矛

を
収
め
て
ま
で
雑
誌
を
続
け
る
途
を
選
ば
な
か
っ
た
。「
真
理
に
対
す
る
絶
対
の

信
仰
」と「
其
理
想
に
対
し
て
渾
身
の
熱
誠
を
捧
げ
る
」こ
と
に
賭
け
た
天
来
は
、

雑
誌
を
「
潔
よ
く
擲
つ
こ
と
」、す
な
わ
ち
少
な
か
ら
ぬ
収
入
源
を
「
潔
よ
く
擲
」

ち
、「
窮
乏
」
に
甘
ん
じ
る
こ
と
を
決
め
た
の
だ
っ
た
。

　

と
は
い
え
「
鈍
機
甫
」
を
自
任
す
る
、そ
の
醒
め
た
視
線
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

天
来
は
み
ず
か
ら
の
境
遇
を
決
し
て
「
悲
観
」
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
人

が
「
真
理
に
対
す
る
絶
対
の
信
仰
」
を
生
き
、「
理
想
に
対
し
て
渾
身
の
熱
誠
を

捧
げ
る
」
な
ら
ば
、「
窮
乏
」
や
「
迫
害
」、
果
て
は
「
其
最
も
重
大
視
す
る
生
命

す
ら
も
潔
よ
く
擲
つ
こ
と
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
は
必
然
と
考
え
て
い
た
。
換

言
す
れ
ば
天
来
は
キ
リ
ス
ト
者
の
足
取
り
を
、
傍
目
に
は
「
鈍
機
甫
」
た
ら
ざ
る

を
得
な
い
も
の
と
自
負
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

そ
の
逆
説
的
な
ま
な
ざ
し
は
、
み
ず
か
ら
の
意
志
に
反
し
て
降
り
か
か
る
「
悲

痛
」
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
こ
れ
も
長
谷
川
が
書
い
て
い
た
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晩年の住谷天来

よ
う
に
、天
来
は
昭
和
十
二
年
七
月
、齢
七
十
に
な
ら
ん
と
し
て
一
人
息
子
を
喪
っ

て
い
た
。
天
来
の
深
い
哀
し
み
は
、
翌
八
月
の
『
聖
化
』
に
掲
げ
た
漢
詩
「
喪
レ

子
有
レ

感
」
に
て
、「
老
泣
無
レ

声
涙
沾
レ

衣）
20
（

」
そ
し
て
「
父
ハ 

曰
フ

　

子
ヨ　

汝

何
ゾ　

逝
ク　

早）
21
（

　
」
キ
ヤ

と
、抑
え
き
れ
な
い
「
涙
」
を
吐
露
す
る
な
か
に
明
ら
か
だ
っ
た
。

　

し
か
し
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
は
、「
山
上
八
福
誰
能
ク

 

兼
ン
ヤ

　
　

却
テ

 

謝
ス

 

逆
境

到
ニ
古
希）

22
（

一
」と
続
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
来
が
「
幸
い
」
を
問
い
か
け
る
イ

エ
ス
の
言
葉
と
向
か
い
合
い
、
以
て
「
日
暮
祈
レ
神
期
ス二
完
人）

23
（

一
」
と
、
人
生
の
完

成
を
祈
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
転
調
」
は
、
天
来
が
降
り
か
か
っ
た
「
悲

痛
」
の
只
中
で
、
神
へ
の
懐
疑
や
反
抗
に
陥
ら
ず
、
む
し
ろ
「
逆
境
」
を
す
す
ん

で
負
い
遂
げ
る
途
を
選
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
眼
前
の
「
悲

痛
」
を
見
つ
め
る
な
か
で
、
そ
れ
を
イ
エ
ス
の
「
山
上
八
福
」
を
思
い
知
る
た
め

の
試
練
、
か
く
し
て
「
完
人
」
に
近
づ
く
た
め
に
不
可
欠
な
経
験
と
し
て
諾
っ
た

の
だ
っ
た
。

　

如
上
の
姿
勢
は
右
の
漢
詩
に
と
ど
ま
ら
ず
、
続
く
九
月
の
『
聖
化
』
で
も
次
の

よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
。い
わ
く
、「
人
に
善
を
為
し
て
其
人
か
ら
悪
し
く
思
は
れ
、

又
悪
し
く
曰
は
る
ゝ
事
…
…
斯
く
為
さ
れ
て
こ
そ
我
ら
は
始
め
て
基
徳
（
キ
リ
ス

ト　

※
筆
者
註
）
の
心
が
解
る
の
で
あ
る
。
人
に
善
を
為
し
て
其
人
か
ら
悪
し
く

思
は
れ
、
尚
其
上
に
其
人
か
ら
虐
待
ら
れ
て
、
而
し
て
心
に
之
を
喜
び
、
而
し
て

其
人
を
赦
し
、
更
に
其
人
の
為
に
善
を
行
ん
と
欲
す
る
に
至
つ
て
我
ら
の
品
性
は

稍
や
完
成
さ
れ
た
と
曰
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
忍
耐
と
練
達
と
修
業
と
が
此
処
ま
で

達
し
な
け
れ
ば
到
底
満
足
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
ぞ
我
々
の
幸
福
観
で
あ

る）
24
（

」
と
。

　

例
に
出
さ
れ
た
「
人
に
善
を
為
し
て
其
人
か
ら
悪
し
く
思
は
れ
、
尚
其
上
に
其

人
か
ら
虐
待
ら
れ
」
る
こ
と
、
そ
れ
が
天
来
の
い
か
な
る
経
験
に
基
く
も
の
か
は

わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
天
来
は
、
そ
う
し
た
事
態
に
反
発
・
反
論

す
る
こ
と
な
く
、「
斯
く
為
さ
れ
て
こ
そ
我
ら
は
始
め
て
基
徳
の
心
が
解
る
の
で

あ
る
」
と
事
態
を
受
け
容
れ
て
、
み
ず
か
ら
の
「
品
性
」
を
「
完
成
」
に
近
付
け

る
た
め
の
一
契
機
と
位
置
づ
け
た
の
だ
っ
た
。

　

か
く
し
て
天
来
は
、
陥
っ
た
「
逆
境
」
や
強
い
ら
れ
た
「
悲
痛
」
を
不
如
意
と

し
て
抗
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
信
仰
の
眼
で
見
す
え
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
身
に

引
き
受
け
て
歩
も
う
と
し
た
。
そ
の
志
向
は
老
い
ゆ
え
の
無
力
感
や
諦
め
に
根
ざ

す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
遺
著
『
黙
庵
詩
鈔
』
が
「
待
望
の
信
仰
」
を
問
い
か
け

る
イ
ザ
ヤ
書
三
十
三
章
か
ら
の
引
用
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に）

25
（

、
た
と
え

「
外
見
上
」
は
「
窮
乏
」「
悲
痛
」
に
終
始
し
た
と
し
て
も
、「
真
理
」
と
「
理
想
」

に
「
熱
誠
を
捧
げ
」
た
そ
の
人
生
は
、
究
極
的
に
は
報
わ
れ
る
と
の
確
信
に
促
さ

れ
て
あ
っ
た
。﹇

４　

天
来
を
め
ぐ
る
友
情
の
磁
場
﹈

　

と
は
い
え
天
来
が
「
悲
痛
の
一
切
を
棚
に
あ
げ
て
、
断
々
乎
と
し
て
西
に
東
に

福
音
の
雄
叫
び
を
挙
げ
」
得
た
要
因
を
、
そ
の
「
個
人
的
信
念
」
に
の
み
帰
す
る

こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
看
取
す
べ
き
は
晩
年
の
天
来
を
支
え
、
そ
の
志
を
鼓
舞
せ

し
め
た
具
体
的
な
〈
場
〉
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
不
可
欠
な
一
角
を
な
し
た
人
物

と
し
て
、
初
め
に
指
を
屈
す
べ
き
は
天
来
の
妻
・
朝
江
で
あ
っ
た
。
朝
江
は
長
ら
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く
病
床
に
あ
っ
た
が
、
一
人
息
子
の
夭
折
を
経
て
草
さ
れ
た
一
文
「
愛
着
は
唯
主

に
」
に
は
、「
悲
痛
」
を
め
ぐ
り
天
来
と
通
じ
あ
う
世
界
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ

て
い
た
。

　

可
愛
い
幼
な
児
を
先
立
た
せ
た
り
、
杖
と
頼
む
息
子
を
失
つ
た
り
、
或

は
再
起
不
可
能
の
失
敗
な
ど
種
々
深
酷
な
傷
手
を
受
け
る
が
人
生
で
す
。

…
…
し
か
し
茲
に
如
何
な
る
事
情
の
許
に
あ
る
人
に
対
し
て
も
救
主
で
あ

る
、
神
の
み
子
イ
エ
ス
様
が
弟
子
に
仰
せ
ら
れ
た
御
詞
を
考
へ
さ
せ
ら
れ

ま
す
。「
我
れ
よ
り
も
父
母
を
慈
し
む
者
は
我
に
協か

な

は
マ

ざ
る
者
也
、
我
よ
り

も
息
子
娘
を
慈い

つ
く

し
む
者
は
我
に
協
は
ざ
る
者
也
」
馬
太
十

の
卅
一

と
マ

…
…
是
は
甚
だ
無

理
な
要
求
を
せ
ら
れ
る
様
に
思
は
れ
ま
す
。
し
か
し
神
の
独
り
子
で
あ
る

イ
エ
ス
様
は
…
…
真
の
救
主
で
御
座
い
ま
す
。
だ
か
ら
彼
に
従
ひ
た
い
人

に
対
し
て
絶
対
の
愛
を
要
求
せ
ら
れ
る
事
は
当
然
の
事
で
、
又
其
要
求
に

応
じ
て
第
一
の
愛
を
献
げ
て
、
彼
に
心
か
ら
従
ひ
ゆ
く
時
に
、
無
く
て
は

ら
な
ぬ
者
は
す
べ
て
恵
ま
れ
、
此
世
で
失
つ
た
者
も
来
世
で
再
び
与
へ
ら

れ
る
希
望
を
恵
ま
れ
、
日
々
を
感
謝
で
過
し
、
永
遠
の
生
命
を
確
実
に
与

へ
ら
れ
天
国
の
祝
福
を
仄
な
が
ら
味
ふ
こ
と
を
許
さ
れ
ま
す
。
…
…
実
に

主
イ
エ
ス
様
は
奪
ふ
よ
り
は
更
に
大
に
与
へ
給
ふ
御
方
故
、
甚
し
い
無
理

と
思
は
れ
る
要
求
を
な
さ
れ
る
の
は
無
限
に
祝
福
し
た
い
御
聖
旨
と
信
じ

ま
す）

26
（

。

　
「
杖
と
頼
む
息
子
を
失
つ
た
り
」
と
の
一
語
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
朝
江
は
こ

こ
で
、
明
ら
か
に
息
子
と
の
死
別
を
想
い
つ
つ
筆
を
執
っ
て
い
た
。「
深
酷
な
傷

手
を
受
け
」
た
の
は
何
よ
り
彼
女
自
身
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
朝
江
も
天
来
同

様
に
、「
涙
」
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、「
傷
手
」
を
あ
く
ま
で
凝
視
す
る

な
か
で
、前
途
の
光
明
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
朝
江
は
眼
前
の「
悲
痛
」

を
「
我
よ
り
も
息
子
娘
を
慈い
つ
く

し
む
者
は
我
に
協
は
ざ
る
者
也
」
と
の
言
葉
に
重
ね

て
問
う
こ
と
に
よ
り
、
涙
の
果
て
に
備
え
ら
れ
て
あ
る
、
超
越
的
な
「
祝
福
」
に

眼
を
啓
か
れ
て
い
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、「
甚
し
い
無
理
と
思
は
れ
る
要
求
を
な

さ
れ
る
の
は
無
限
に
祝
福
し
た
い
御
聖
旨
と
信
じ
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
強
い

ら
れ
た
「
傷
手
」
を
、
神
か
ら
の
「
選
び
」
の
証
し
と
受
け
と
め
る
に
至
っ
て
い

た
。
そ
の
ま
な
ざ
し
は
、
自
ら
も
ま
た
「
深
酷
な
傷
手
」
を
負
っ
て
い
た
夫
・
天

来
に
、
慰
め
と
励
ま
し
を
感
じ
さ
せ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
意
味
で
朝
江
は
、
一

人
息
子
を
失
う
と
い
う
「
逆
境
」
の
只
中
で
、天
来
の
再
起
を
促
し
た
第
一
の
「
援

け
手
」
と
し
て
あ
っ
た
。

　

志
を
共
に
す
る
同
信
の
友
た
ち
の
支
え
も
大
き
か
っ
た
。
た
と
え
ば
個
人
伝
道

誌
『
宗
教
』
誌
上
に
て
、
た
び
重
な
る
記
事
の
削
除
や
罰
金
に
も
怯
ま
ず
に
、
時

代
批
判
を
繰
り
返
し
た
同
志
社
卒
の
牧
師
・
二
瓶
要
蔵
は）

27
（

、
か
ね
て
よ
り
天
来
の

教
会
を
援
け）

28
（

、『
聖
化
』
が
潰
え
る
と
「
そ
の
筋
の
圧
迫
に
よ
り
て
廃
刊
の
や
む

な
き
に
至
つ
た
と
。
実
に
惜
し
い
事
で
あ
る
。
…
…
そ
の
廃
刊
の
辞
は
中
々
振
つ

て
居
る）

29
（

」
と
天
来
の
奮
闘
を
讃
え
て
い
た
。
ま
た
天
来
同
様
、
戦
時
下
、「
愛
と

正
義
と
を
実
現
す
る
」
た
め
職
や
収
入
を
「
潔
く
擲
」
た
し
め
ら
れ
た
矢
内
原
忠

雄
は）

30
（

、「『
聖
化
』
の
廃
刊
は
妥
協
に
よ
る
続
刊
よ
り
も
、
真
理
の
為
に
大
な
る
証

明
を
為
し
た）

31
（

」
と
連
帯
の
意
を
示
し
、
昭
和
十
六
年
五
月
に
は
天
来
の
も
と
自
ら
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足
を
運
ん
で
も
い
た）

32
（

。

　

か
く
し
て
長
谷
川
を
は
じ
め
と
す
る
同
信
の
友
人
が
、
年
老
い
た
天
来
を
物
心

両
面
で
励
ま
し
て
い
た
こ
と
は
、『
聖
化
』廃
刊
か
ら
間
も
な
い
昭
和
十
四
年
八
月
、

天
来
が
知
人
に
あ
て
て
こ
う
述
べ
る
な
か
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
。
い
わ
く
、「
御

承
知
の
通
り
重
態
の
病
人
（
後
妻
朝
江
）
は
あ
り
、
老
体
に
て
一
定
の
収
入
と
て

は
な
く
、
孤
独
と
貧
窮
と
の
屯
底
に
あ
り
困
り
抜
い
て
居
り
ま
し
た
処
が
、
天
は

私
を
（
不
徳
な
る
私
）
を
恵
ん
で
、
不
測
も
聖
化
の
廃
刊
と
共
に
天
下
の
具
眼
の

人
々
か
ら
翕
然
と
し
て
同
情
と
哀
惜
と
激
励
の
手
紙
に
添
へ
て
沢
山
の
金
品
を
送

ら
れ
…
…
そ
れ
が
為
め
に
、
一
脉
の
血
路
を
開
い
て
、
生
活
費
も
滞
在
費
も
治
療

代
も
何
の
心
配
な
く
悠
々
と
閑
日
月
を
送
り
乍
ら
老
さ
き
短
き
身
を
安
ら
か
に
憩

は
せ
居
候）

33
（

」
と
。
こ
こ
に
活
写
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
天
来
は
そ
の
「
個
人
的
信

念
」
の
み
な
ら
ず
、
彼
を
と
り
ま
く
友
情
の
交
流
圏
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ

の
「
孤
独
と
貧
窮
」
を
生
き
抜
い
た
の
だ
っ
た
。

　

地
縁
を
越
え
て
築
か
れ
た
読
者
の
群
れ
も
、
牧
す
べ
き
教
会
を
失
っ
た
天
来
の

志
を
鼓
舞
す
る
も
の
だ
っ
た
。
特
に
埼
玉
県
秩
父
地
方
に
は
、
昭
和
に
入
り
天
来

を
慕
う
若
い
支
持
者
の
群
れ
が
起
ち
あ
が
っ
て
お
り
、
晩
年
の
天
来
を
問
う
上
で

無
視
し
得
な
い
存
在
感
を
見
せ
て
い
た
。
交
わ
り
の
端
緒
は
『
聖
化
』
投
稿
欄
の

「
常
連
」、
柿
原
善
三
・
誠
一
郎
兄
弟
に
よ
り
創
ら
れ）

34
（

、
天
来
は
こ
の
柿
原
兄
弟
の

招
き
に
よ
っ
て
、昭
和
八
年
九
月
、初
め
て
秩
父
を
訪
れ
て
い
た
。
こ
の
時
「
三
十

前
後
の
青
年）

35
（

」
が
「
三
十
余
名）

36
（

」
も
柿
原
善
三
邸
に
集
ま
り
、「
此
青
年
達
の
熱

心
さ
と
篤
実
さ）

37
（

」
に
触
れ
た
天
来
は
驚
き
を
見
せ
て
い
た
。
彼
ら
の
多
く
は
か
ね

て
内
村
鑑
三
の
著
作
に
親
し
み
、
う
ち
「
十
二
三
人）

38
（

」
は
『
内
村
全
集
』
を
「
買

求
め
て）

39
（

」
も
い
た
。
天
来
い
わ
く
「
一
見
旧
の
如
き
親
し
み
を
感
じ
た）

40
（

」
と
。

　

以
後
、天
来
は
秩
父
の
青
年
達
と
の
交
わ
り
を
続
け
、柿
原
善
三
の
結
婚
を
司
っ

た
ほ
か）

41
（

、
兄
弟
の
妹
・
輝
を
小
諸
在
住
で
内
村
と
も
親
し
か
っ
た
小
山
英
助
の
息

子
・
源
吾
と
引
き
合
わ
せ
、
そ
の
縁
組
に
尽
力
も
し
た）

42
（

。
年
老
い
た
天
来
と
秩
父

の
若
き
キ
リ
ス
ト
者
と
の
絆
の
深
さ
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
昭
和

初
期
の
秩
父
に
お
い
て
、
天
来
を
慕
う
人
々
が
か
く
も
現
れ
出
で
た
の
か
。

　

こ
の
点
、
ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
秩
父
の
キ
リ
ス
ト
者
に
は
、
元
来
、
内
村

お
よ
び
彼
に
連
な
る
人
々
の
著
作
や
伝
道
誌
を
購
読
し
た
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
大
正
八
年
、
妻
ハ
ル
と
共
に
洗
礼
を
受
け
、
東
洋
宣
教

会
秩
父
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会）

43
（

の
中
核
会
員
と
な
っ
た
、
三
十
を
出
た
ば
か
り
の
薬
局

店
主
・
新
井
正
三
は
そ
の
一
人
で
あ
る）

44
（

。
当
時
秩
父
で
は
、
街
の
主
要
産
業
た
る

銘
仙
業
界
の
主
導
権
を
め
ぐ
り
、
長
ら
く
業
界
に
君
臨
し
た
買
継
商
の
大
森
・
柿

原
両
商
店
と
、
中
小
企
業
に
成
長
し
大
正
六
年
「
秩
父
正
絹
革
進マ

マ

会
」
を
結
成
し

た
有
力
機
業
家
達
と
が
争
い
を
繰
り
広
げ
て
い
た）

45
（

。
そ
れ
は
秩
父
を
牽
引
す
る
業

界
の
刷
新
を
目
指
す
も
の
だ
け
に
、
関
係
者
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、
街
全
体
を
揺
り

動
か
す
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

か
よ
う
な
気
風
に
連
動
し
、
新
た
な
時
代
に
相
応
し
い
、
新
し
い
生
き
方
へ
の

希
求
を
募
ら
せ
る
者
が
輩
出
す
る
の
は
必
然
だ
っ
た
。
新
井
が
上
京
し
た
折
、
大

手
町
衛
生
会
講
堂
で
の
内
村
の
講
演
に
赴
い
た
の
は
如
上
の
息
吹
に
促
さ
れ
て
の

こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
時
新
井
は
「
こ
の
人
の
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
、
私
も
信

ず
る
こ
と
が
で
き
る）

46
（

」
と
胸
奥
を
吐
露
し
、
帰
途
、
手
に
入
る
だ
け
の
内
村
の
著

書
を
包
み
秩
父
に
戻
っ
た
と
い
う
。
大
正
十
五
年
、
秩
父
セ
メ
ン
ト
設
立
か
ら
三
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年
を
経
た
春
に
は
、
新
井
の
招
き
で
畔
上
賢
造
が
秩
父
を
訪
ね
、
朝
・
夕
に
講
演

し
た
が
、こ
の
時
も
延
べ
七
〇
名
が
集
ま
っ
た）

47
（

。
彼
ら
の
多
く
は『
聖
書
之
研
究
』

を
と
お
し
、
寄
稿
者
た
る
天
来
の
存
在
と
そ
の
思
想
を
知

し
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。

　

一
方
、
昭
和
八
年
、
天
来
の
周
り
に
集
う
た
青
年
ら
は
ど
う
か
。
そ
れ
は
上
記

と
重
な
り
つ
つ
も
、
そ
の
「
熱
心
さ
と
篤
実
さ
」
は
、
大
正
期
の
秩
父
を
覆
っ
た

「
革
進
」
機
運
と
対
極
の
、〈
不
安
〉
に
彩
ら
れ
て
も
い
た
。
顧
み
て
世
界
恐
慌
に

連
動
し
た
昭
和
恐
慌
は
、
秩
父
に
も
波
及
し
て
、
昭
和
四
年
六
月
に
は
約
三
割
の

織
物
業
者
が
休
業
に
追
い
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
昭
和
六
年
十
一
月
、
業
界
の
実
力

者
・
大
森
商
店
が
、
翌
七
年
六
月
に
は
業
界
二
位
の
柿
原
商
店
が
、
そ
れ
ぞ
れ
機

関
銀
行
の
休
業
共
々
破
産
に
陥
っ
た）

48
（

。

　

そ
れ
は
当
時
「
五
大
銘
仙
産
地
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
秩
父
に
深
刻
な
打
撃
を
も

た
ら
し
た）

49
（

。
か
よ
う
な
情
況
下
、
秩
父
に
お
け
る
「
三
十
前
後
の
青
年
」
が
、
若

き
職
業
人
あ
る
い
は
家
庭
人
と
し
て
、
そ
の
生
活
の
場
を
日
本
の
針
路
に
重
ね
て

憂
い
、
人
生
へ
の
自
問
に
導
か
れ
た
の
は
故
な
し
と
し
な
い
。
こ
の
点
、『
聖
化
』

に
は
天
来
訳
の
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
や
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
作
品
ほ
か
、
時
代
人
心
を
問

い
、
戦
争
へ
と
ひ
た
走
る
祖
国
を
批
判
す
る
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、

『
聖
書
之
研
究
』
無
き
後
の
秩
父
の
読
者
の
渇
き
に
対
し
、
強
い
訴
求
力
を
持
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

か
く
し
て
昭
和
期
の
秩
父
に
、『
聖
化
』
を
ひ
も
と
き
天
来
を
慕
う
「
三
十
前

後
の
青
年
」
ら
が
輩
出
し
た
。
年
老
い
た
天
来
は
彼
ら
と
交
わ
る
な
か
で
、
己
を

見
つ
め
る
若
者
た
ち
の
求
道
的
な
視
線
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
経

験
は
、
暗
さ
を
増
す
世
相
の
中
で
、
次
代
を
担
う
「
真
実
な
る
平
信
徒
」
の
発
見

と
し
て
天
来
に
頼
も
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
共
に
、
粛
然
た
る
責
任
感
を
も
余
儀

な
く
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
か
の
内
村
が
「
一
高
不
敬
事
件
」
直
前
に
、

み
ず
か
ら
を
慕
う
十
数
名
の
学
生
を
想
起
し
て
、「
彼
ら
の
前
で
神
を
否
ん
で
は

な
ら
ぬ）

50
（

」
と
の
決
心
に
至
っ
た
構
図
さ
な
が
ら
に
、天
来
を
し
て
老
い
や
「
窮
乏
」

を
言
い
訳
に
せ
ず
、「
悲
痛
の
一
切
を
棚
に
あ
げ
て
、
断
々
乎
と
し
て
西
に
東
に

福
音
の
雄
叫
び
を
挙
げ
」
続
け
る
こ
と
を
強
く
促
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
促

し
は
、「
激
励
の
手
紙
に
添
へ
て
沢
山
の
金
品
を
送
」
っ
た
「
具
眼
の
人
々
」
を

は
じ
め
、
長
谷
川
ら
支
援
者
へ
の
感
謝
を
か
み
し
め
る
ほ
ど
に
募
る
も
の
で
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
も
天
来
の
果
敢
な
言
動
は
、
そ
の
背
後
に
存
在
す

る
具
体
的
な
〈
場
〉
と
か
か
わ
ら
せ
て
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。﹇

５　

お
わ
り
に
﹈

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
な
ぜ
老
牧
師
・
住
谷
天
来
は
、「
逆
境
」
に
幾
度
も
直
面

さ
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
悲
痛
」
に
圧
し
ひ
し
が
れ
る
こ
と
な
く
、
そ

の
最
期
ま
で
非
戦
・
平
和
の
志
を
屹
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
問
う
て
き

た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
基
底
に
は
、
信
仰
の
〈
生
〉
を
「
悲
痛
」
や
「
逆

境
」
と
不
可
分
な
歩
み
と
自
任
す
る
天
来
の
信
仰
理
解
が
あ
っ
た
。
し
か
し
併
せ

て
注
意
す
べ
き
は
、
天
来
は
「
個
人
」
と
し
て
「
福
音
の
雄
叫
び
を
挙
げ
」
た
と

い
う
よ
り
も
、
そ
の
背
後
に
は
同
信
の
友
か
ら
な
る
群
れ
が
あ
り
、
彼
ら
に
支
え
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ら
れ
た
天
来
の
「
雄
叫
び
」
は
、
同
志
た
ち
へ
の
誠
実
な
応
答
と
し
て
あ
っ
た
と

も
考
え
得
る
点
で
あ
る
。

　

天
来
が
こ
の
構
造
を
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
秩

父
の
若
き
キ
リ
ス
ト
者
へ
の
尽
力
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
同
志
の
群
れ
に
授
け
ら

れ
て
い
た
天
来
は
、
み
ず
か
ら
友
情
の
交
流
圏
を
創
り
、
そ
れ
を
生
き
る
人
で
も

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
天
来
は
大
正
九
年
以
来
、
当
時
無
牧
で
あ
っ
た
桐
生
教
会
に

月
二
度
ず
つ
出
張
し
、
夜
の
説
教
を
受
け
持
っ
た
ほ
か
、
足
利
教
会
に
も
繰
り
返

し
出
向
い
て
い
た）

51
（

。
逆
に
天
来
の
甘
楽
教
会
へ
は
、
佐
野
教
会
の
牧
師
で
、
田
中

正
造
と
も
縁
の
深
い
永
島
与
八
が
応
援
に
訪
れ）

52
（

、『
聖
化
』
に
も
寄
稿
し
て
い
た

が）
53
（

、
天
来
も
永
島
の
志
に
応
え
、
永
島
晩
年
の
著
書
『
鉱
毒
事
件
の
真
相
と
田
中

正
造
翁
』
に
は
序
を
送
っ
て
も
い
た）

54
（

。
同
じ
上
州
で
非
戦
・
平
和
を
説
き
続
け
た

安
中
教
会
の
牧
師
・
柏
木
義
円
の
こ
と
も
応
援
し
、
個
人
で
『
上
毛
教
界
月
報
』

の
複
数
購
読
を
続
け
た
ほ
か）

55
（

、
二
瓶
要
蔵
の
『
宗
教
』
に
も
眼
を
通
し
、
そ
の
果

敢
な
時
代
批
判
に
は
積
極
的
に
賛
意
を
表
し
て
い
た）

56
（

。
天
来
の
こ
う
し
た〈
日
常
〉

の
重
な
り
が
、
そ
の
晩
年
の
交
誼
を
招
来
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
来
を
中
心
と
す
る
交
わ
り
の
存
在
は
、
天
来
の
非
戦
・
平

和
の
主
張
の
基
盤
と
し
て
、
そ
の
信
仰
に
勝
る
と
も
劣
ら
ず
に
重
視
さ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
天
来
の
〈
生
〉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
翻
っ
て
現
代
、「
生
産
手
段
か

ら
も
共
同
体
か
ら
も
た
ん
に
疎
外
さ
れ
、『
マ
ス
』
と
し
て
原
子
化
さ
れ
た
個
人

は
し
ば
し
ば
容
易
に
『
国
家
』
に
よ
っ
て
操
作
の
対
象
と
な
る）

57
（

」
と
も
評
さ
れ
る

情
況
下
、
個
人
は
い
か
に
し
て
〈
自
由
〉
を
主
体
的
に
生
き
得
る
か
と
い
う
課
題

を
問
う
上
で
も
、
多
大
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る）

58
（

。

註（
1
） 

天
来
に
お
け
る
非
戦
・
平
和
の
言
論
と
、「
言
論
抑
圧
」を
受
け
て
後
の〈
生
〉

の
あ
り
よ
う
を
、
そ
の
信
仰
と
か
か
わ
ら
せ
て
内
在
的
に
分
析
し
た
論
考

と
し
て
、
拙
稿
「『
言
論
抑
圧
』
と
キ
リ
ス
ト
者
―
南
原
・
矢
内
原
が
敬
愛

し
た
牧
師
・
住
谷
天
来
を
め
ぐ
っ
て
」（
南
原
繁
研
究
会
編
『
南
原
繁
と
戦

争
―
歴
史
か
ら
の
教
訓
』、
横
浜
大
気
堂
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。
な
お

天
来
の
伝
記
的
な
事
実
に
関
し
て
は
、「
年
表
・
住
谷
天
来
」（
住
谷
一
彦

他
『
住
谷
天
来
と
住
谷
悦
治
―
非
戦
論
・
平
和
論
』、
み
や
ま
文
庫
、
平
成

九
年
、
一
八
六
〜
一
八
九
頁
）
に
よ
っ
た
。

（
2
） 

長
谷
川
周
治
に
関
し
て
は
、
武
藤
陽
一
「
長
谷
川
周
治
（
一
八
八
四
―

一
九
五
六
）
―
平
和
に
生
き
た
前
垂
れ
が
け
の
武
士
」（
無
教
会
史
研
究
会

編
『
内
村
鑑
三
の
系
譜　

無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
生
き
た
人
々
』、
新

地
書
房
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

（
3
） 

長
谷
川
『
黙
庵
詩
鈔
』、
序
、
平
和
舎
、
昭
和
十
六
年
、
六
頁
。
本
書
は
天

来
の
遺
著
で
あ
り
、
長
谷
川
の
興
し
た
出
版
社
「
平
和
舎
」
か
ら
昭
和

十
六
年
十
月
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。『
遺
墨
帖
』
と
も
ど
も
「
非
売
品
」
と

さ
れ
、
有
志
に
無
償
で
頒
布
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
内
容
等
に
関
し
て
は

（
1
）
の
拙
稿
の
う
ち
「
3　
〈
抵
抗
〉
と
し
て
の
『
黙
』」
を
参
照
。

（
4
） 『
遺
墨
帖
』
と
『
解
説
』
も
長
谷
川
が
家
業
の
ゴ
ム
工
場
と
は
別
に
興
し
た

出
版
社
「
平
和
舎
」
か
ら
昭
和
十
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
。
平
和
舎
な
ら
び

に
長
谷
川
が
出
版
に
賭
け
た
思
い
に
関
し
て
は
、（
2
）の
武
藤
論
文
を
参
照
。

（
5
） 

長
谷
川
『
遺
墨
帖
』、
序
（
頁
数
の
記
載
な
し
）。
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（
6
） 

同
『
解
説
』、「
編
者
曰
ふ
」
八
。

（
7
） 

同
『
黙
庵
詩
鈔
』、
序
、
八
頁
。

（
8
） 
同
『
遺
墨
帖
』、
序
。

（
9
） 
同
『
黙
庵
詩
鈔
』、
序
、
九
頁
。
こ
の
詩
は
天
来
の
作
で
あ
る
。

（
10
） 

同
。

（
11
） 

天
来
『
黙
庵
詩
鈔
』
序
文
、
三
頁
。

（
12
） 

長
谷
川
『
解
説
』、「
編
者
曰
ふ
」
一
〇
。

（
13
） 

同
。

（
14
） 

内
村
鑑
三
「
戦
時
に
於
け
る
非
戦
主
義
者
の
態
度
」、『
聖
書
之
研
究
』

五
一
号
、明
治
三
十
七
年
四
月
、『
内
村
鑑
三
全
集
』
第
十
二
巻
、岩
波
書
店
、

一
九
八
一
年
、
一
五
二
頁
、
一
五
五
頁
。
な
お
内
村
の
小
国
主
義
に
つ
い

て
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
松
沢
弘
陽
「
近
代
日
本
と
内
村
鑑
三
」

（『
日
本
の
名
著
38　

内
村
鑑
三
』、中
央
公
論
社
、昭
和
四
十
六
年
）を
参
照
。

（
15
） 

長
谷
川
「
私
の
願
ひ
」、『
解
説
』、
二
五
一
頁
。

（
16
） 

内
村
『
興
国
史
談
』
自
序
、
警
醒
社
書
店
、
明
治
三
十
三
年
、『
内
村
鑑
三

全
集
』
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
四
四
三
頁
。

（
17
） 

な
お
『
遺
墨
帖
』
の
出
版
に
は
、
内
村
に
長
年
仕
え
た
藤
沢
音
吉
を
支
援

す
る
意
味
も
あ
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て

は
（
2
）
武
藤
論
文
の
指
摘
（
二
八
一
頁
）
を
参
照
。
ま
た
当
時
の
藤
沢

が
置
か
れ
て
い
た
込
み
入
っ
た
状
況
に
関
し
て
は
、
政
池
仁
「
弱
者
の
友　

長
谷
川
周
治
氏
を
憶
う
」（『
聖
書
の
日
本
』
二
四
六
号
、
聖
書
の
日
本
社
、

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
、
一
三
頁
）
が
、
そ
の
内
情
な
ら
び
に
藤
沢
を
援

け
た
長
谷
川
の
秘
め
た
る
友
情
を
活
写
し
て
い
る
。

（
18
） 

天
来
『
黙
庵
詩
鈔
』、
六
〇
〜
六
一
頁
。

（
19
） 

手
島
仁
「
解
説
」、
前
掲
『
住
谷
天
来
と
住
谷
悦
治
』、
一
五
七
頁
。
本
稿

は
『
聖
化
』
掲
載
の
広
告
に
つ
い
て
、
そ
の
依
頼
主
を
分
析
し
た
興
味
深

い
論
考
で
あ
る
。

（
20
） 

天
来
「
喪
レ
子
有
レ
感
」、『
聖
化
』
一
二
八
号
、
昭
和
十
二
年
八
月
五
日
号
、

復
刻
版
『
聖
化
』
下
、
不
二
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
二
八
一
頁
（
以
下
、
上
・

下
の
別
と
復
刻
版
頁
数
の
み
）。

（
21
） 

同
。

（
22
） 

同
。

（
23
） 

同
。

（
24
） 

天
来
「
夏
雲
秋
風
」、『
聖
化
』
一
二
九
号
、
昭
和
十
二
年
九
月
五
日
号
、
下
・

二
八
四
頁
。

（
25
） 

天
来
に
お
け
る
終
末
論
的
祈
り
を
帯
び
た
「
待
望
の
信
仰
」
に
関
し
て
は

（
1
）
の
拙
稿
「
4　
〈
待
望
〉
の
信
仰
と
そ
の
射
程
」
を
参
照
。

（
26
） 

住
谷
朝
江
「
愛
着
は
唯
主
に
」、『
聖
化
』
一
二
九
号
、
下
・
二
八
七
号
。

（
27
） 

二
瓶
要
蔵
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
二
瓶
要
蔵
論
序
説
―
新
渡
戸
門
下
・
矢

内
原
忠
雄
と
河
井
道
の
『
同
志
』
と
し
て
」（『
新
渡
戸
稲
造
の
世
界
』

二
五
号
、
一
般
財
団
法
人
新
渡
戸
基
金
、
二
〇
一
六
年
九
月
）
を
参
照
。

（
28
） 
二
瓶
の
個
人
伝
道
誌
『
宗
教
』
一
〇
七
号
（
昭
和
七
年
五
月
）
に
掲
載
さ

れ
た
公
開
の
日
記
「
我
が
家
の
日
記
」
三
月
二
十
二
日
の
記
載
に
は
、「
朝

早
く
起
き
て
七
時
半
住
谷
牧
師
御
夫
婦
に
送
ら
れ
て
富
岡
よ
り
帰
途
に
つ

― 148 ―



（12）

晩年の住谷天来

い
た
が
、
飽
く
ま
で
親
切
に
優
待
し
て
下
さ
れ
て
実
に
辱
け
な
し
」（
同
、

二
八
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
天
来
も
『
聖
化
』
六
五
号
（
昭
和
七
年
五
月
五

日
号
）
に
「
基
督
教
の
婦
人
観
」
と
題
す
る
二
瓶
の
「
講
話
」
筆
記
を
載

せ
（
上
・
三
八
七
頁
）、
そ
れ
が
同
年
三
月
二
十
一
日
に
甘
楽
教
会
で
な
さ

れ
た
二
瓶
の
講
話
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
（
同
）。

（
29
） 

二
瓶
「
我
が
家
の
日
記
」、『
宗
教
』
一
九
三
号
、
昭
和
十
四
年
七
月
、

一
六
頁
。

（
30
） 「
擲
職
」
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
矢
内
原
を
め
ぐ
る
状
況
に
関
し
て
は
、
拙
著

『
三
谷
隆
正
の
研
究
―
信
仰
・
国
家
・
歴
史
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、

一
七
三
〜
一
七
五
頁
）
を
参
照
。

（
31
） 

矢
内
原
忠
雄
「『
聖
化
』
を
悼
む
」、『
嘉
信
』
二
巻
七
号
、昭
和
十
四
年
七
月
、

『
嘉
信
Ⅲ
』、
み
す
ず
書
房
、
昭
和
四
十
二
年
、
三
四
二
頁
。

（
32
） 『
矢
内
原
忠
雄
全
集
』二
九
巻（
岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
）巻
末
所
載
の「
年

譜
」昭
和
十
六
年
五
月
の
欄
に「
一
二
〜
一
四
、住
谷
天
来
を
高
崎
に
訪
問
」

と
あ
る
。
時
期
的
に
『
黙
庵
詩
鈔
』
出
版
に
向
け
て
の
、
あ
る
い
は
『
遺

墨
帖
』
関
連
で
の
相
談
が
目
的
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
手
紙
で

済
ま
せ
ず
直
接
会
う
こ
と
で
、
老
天
来
を
慰
め
、
励
ま
す
意
味
も
込
め
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
33
） 

昭
和
十
四
年
八
月
二
日　

平
田
吾
郎
宛
書
簡
（
萩
原
進
「
住
谷
天
来
―
い

ま
一
人
の
内
村
鑑
三
と
も
い
う
べ
き
人
の
生
涯
」、
相
葉
伸
編
『
近
世
群
馬

の
人
々
』、
み
や
ま
文
庫
、
昭
和
三
十
八
年
、
一
七
〇
〜
一
七
一
頁
）。

（
34
） 『
聖
化　

解
説
・
総
目
次
・
索
引
』（
不
二
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
と
、

『
聖
化
』
に
柿
原
善
三
は
十
編
、
誠
一
郎
は
十
八
編
、
詩
歌
を
中
心
に
投
稿

し
て
い
る
。
な
お
柿
原
兄
弟
の
生
家
は
、
秩
父
銘
仙
や
上
武
鉄
道
（
後
の

秩
父
鉄
道
）
に
重
き
を
な
し
た
柿
原
本
家
の
親
戚
で
あ
る
。
柿
原
本
家
は

秩
父
事
件
の
際
、「
富
豪
」
ゆ
え
困
民
党
軍
に
資
金
提
供
を
迫
ら
れ
た
が
、

こ
の
と
き
困
民
党
軍
と
対
応
し
た
柿
原
小
三
郎
は
誠
一
郎
の
祖
父
で
あ
っ

た
（
小
山
源
吾
ご
子
息
・
宥
一
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。
父
母
と
も
に
早
世

し
た
が
、
誠
一
郎
は
姉
の
嫁
ぎ
先
に
兄
・
善
三
共
々
下
宿
し
て
中
学
か
ら

青
山
学
院
に
通
学
し
た
。
し
か
し
卒
業
前
に
結
核
を
病
み
、
茅
ヶ
崎
は
南

湖
院
に
て
療
養
後
、
秩
父
に
帰
郷
し
た
。
静
養
中
に
音
楽
に
親
し
み
音
楽

評
論
を
志
し
た
が
、
聴
覚
を
失
う
と
い
う
苦
難
を
強
い
ら
れ
た
。
こ
の
経

験
が
彼
を
し
て
中
学
時
代
に
出
会
っ
た
聖
書
を
主
体
的
に
ひ
も
と
か
せ
た

と
思
わ
れ
る
（
小
山
源
吾
記
「
畧
歴
」、『
柿
原
誠
一
郎
文
集
』、柿
原
善
三
、

非
売
品
、
昭
和
十
八
年
）。

 

　

兄
・
善
三
は
昭
和
二
年
、
誠
一
郎
が
十
七
歳
の
折
に
秩
父
教
会
で
奥
国

二
牧
師
よ
り
受
洗
し
て
い
る
が
（「
受
洗
者
名
簿
」、
記
念
誌
編
集
委
員
会

編
『
秩
父
教
会
の
あ
ゆ
み　

創
立
八
十
周
年
記
念
に
よ
せ
て
』、
日
本
基
督

教
団
秩
父
教
会
、
一
九
八
八
年
、
二
〇
〇
頁
）、
誠
一
郎
の
名
は
、
以
後
も

受
洗
者
名
簿
に
な
い
。
思
う
に
結
核
を
病
み
聴
覚
を
も
失
っ
た
誠
一
郎
は

礼
拝
に
出
席
す
る
よ
り
も
、
内
村
鑑
三
の
『
聖
書
之
研
究
』
誌
を
は
じ
め

と
す
る
伝
道
誌
に
慰
め
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
来
も
耳
が
不
自
由
で

あ
っ
た
の
で
、
相
対
し
た
若
き
誠
一
郎
の
苦
し
み
に
胸
を
突
か
れ
た
は
ず

で
あ
る
。
誠
一
郎
の
死
の
翌
年
、
彼
を
記
念
し
て
『
柿
原
誠
一
郎
文
集
』
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が
編
ま
れ
た
が
こ
の
出
版
は
天
来
の
手
に
な
る
も
の
で
、
巻
末
に
は
誠
一

郎
を
悼
む
漢
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
兄
・
善
三
い
わ
く
天
来
は
誠
一
郎

を
「
愛
児
の
如
く
最
後
ま
で
労
つ
」
た
と
（『
柿
原
誠
一
郎
文
集
』、
柿
原

善
三
、
非
売
品
、
昭
和
十
八
年
、
一
七
七
頁
）。

（
35
） 

天
来
「
東
漂
西
泊
」、『
聖
化
』
八
三
号
、
昭
和
八
年
十
一
月
五
日
号
、
上
・

六
四
号
。
な
お
『
黙
庵
詩
鈔
』
に
も
、「
歳
晩
即
興
」
の
詩
が
あ
り

（
一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
）、「
歳
晩
自
二
武
州
秩
父
一
帰
途
、
読
二
黙
示
録
於
汽

車
中
一
。
有
レ
感
」
と
の
付
言
が
あ
る
。
天
来
と
秩
父
の
か
か
わ
り
の
深
さ

を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
36
） 

同
。

（
37
） 

同
。

（
38
） 

同
。

（
39
） 

同
。

（
40
） 

同
。

（
41
） 

小
山
宥
一
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
42
） 

同
。
な
お
小
山
源
吾
は
当
時
、
父
・
英
助
（
英
助
に
関
し
て
は
『
と
も
に

こ
そ
あ
わ
め　

小
山
英
助
・
み
ね
じ　

小
山
周
次
・
喜
代
記
念
集
』

﹇
一
九
七
四
年
、
私
家
版
﹈
を
参
照
）
と
親
交
の
あ
っ
た
天
来
ら
の
紹
介
に

よ
り
、
富
岡
と
安
中
の
中
間
に
あ
る
小
野
村
の
松
井
十
蔵
宅
で
一
年
間
農

業
実
習
を
し
て
い
た
（
松
井
家
に
関
し
て
は
松
井
七
郎
『
安
中
教
会
初
期

農
村
信
徒
の
生
活
』﹇
第
三
書
館
、
一
九
八
一
年
﹈
を
参
照
）。
松
井
家
の

農
家
の
経
営
は
、
畑
作
・
養
蚕
及
び
乳
牛
四
頭
の
酪
農
で
、
朝
四
時
か
ら

の
搾
乳
・
牛
乳
配
達
、
朝
食
の
後
は
終
日
野
良
仕
事
の
重
労
働
が
日
課
で

あ
っ
た
が
、
日
曜
は
休
み
と
な
り
、
源
吾
は
牛
乳
配
達
に
も
行
っ
た
甘
楽

教
会
、
ま
た
時
に
は
柏
木
義
円
の
安
中
教
会
に
も
出
席
し
て
い
た
と
い
う

（
小
山
宥
一
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
片
野
真
佐
子
「
非
戦
の
思
想
と
そ
の
継

承 

柏
木
義
円
関
係
資
料
（
未
公
刊
）
の
周
辺
」﹇『
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題

研
究
』
四
五
巻
、
同
志
社
大
学
、
一
九
九
六
年
十
二
月
、
一
四
七
〜

一
五
一
頁
﹈
に
も
、
当
時
の
小
山
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
）。
源
吾
は
戦

後
、
松
田
智
雄
ら
と
と
も
に
、
農
村
・
農
業
の
刷
新
に
力
を
尽
く
し
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
（
戦
後
の
働
き
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
松
田
智
雄
の

思
想
―
歴
史
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」﹇
拙
著
『
近
代
日
本
精
神
史
の

位
相
―
キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
る
思
索
と
経
験
』、
聖
学
院
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
四
年
﹈
を
参
照
）。

（
43
） 「
民
衆
キ
リ
ス
ト
教
」
と
も
称
す
べ
き
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
の
信
仰
と
そ
の
信

徒
像
に
つ
い
て
、
池
上
良
正
『
近
代
日
本
の
民
衆
キ
リ
ス
ト
教
―
初
期
ホ
ー

リ
ネ
ス
の
宗
教
学
的
研
究
』（
東
北
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

秩
父
の
キ
リ
ス
ト
者
に
内
村
の
著
作
に
親
し
ん
だ
者
が
少
な
く
な
い
点
に

関
し
て
は
、
再
臨
運
動
を
め
ぐ
り
、
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
の
指
導
者
・
中
田

重
治
と
内
村
に
交
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
44
） 

新
井
達
太
「
父
か
ら
の
贈
物
」、『
三
軒
茶
屋　

教
会
通
』
三
九
号
、
日
本

キ
リ
ス
ト
教
団
三
軒
茶
屋
教
会
、
二
〇
一
〇
年
七
月
、
二
〜
三
頁
。
正
三

ご
子
息
の
達
太
氏
に
は
、
秩
父
キ
リ
ス
ト
教
史
に
つ
い
て
、
こ
の
他
に
も

懇
切
な
る
ご
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
。
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（
45
） 

田
中
均
「
昭
和
恐
慌
下
の
秩
父
織
物
業
―
工
業
組
合
の
成
立
と
産
地
再
編

成
」、『
地
理
学
評
論
』
六
〇
巻
四
号
、日
本
地
理
学
会
、一
九
八
七
年
四
月
、

二
一
九
頁
。

（
46
） 
前
掲
新
井
「
父
か
ら
の
贈
物
」、
二
頁
。

（
47
） 

畔
上
賢
造
「
秩
父
の
春
を
尋マ
マ

ね
て
」、『
聖
書
之
研
究
』
三
一
〇
号
、
大
正

十
五
年
五
月
、『
畔
上
賢
造
著
作
集
』
十
巻
、
畔
上
賢
造
著
作
集
刊
行
会
、

昭
和
十
六
年
、
四
一
三
頁
。

（
48
） 

前
掲
田
中
「
昭
和
恐
慌
下
の
秩
父
織
物
業
」、
二
二
三
頁
。

（
49
） 

先
行
き
へ
の
不
安
と
そ
れ
ゆ
え
の
自
棄
的
傾
向
の
表
れ
だ
ろ
う
、
金
銭

が
ら
み
の
犯
罪
は
昭
和
初
頭
か
ら
増
え
続
け
て
い
た
。
昭
和
七
年
度
お

よ
び
同
八
年
度
の
『
埼
玉
県
統
計
書
』（
以
下
、
⑦
、
⑧
と
略
記
）
に
よ

る
と
秩
父
に
お
け
る
同
年
の
窃
盗
は
八
一
一
件
で
前
年
比
約
二
倍
弱
、

詐
欺
・
恐
喝
は
前
年
か
ら
一
五
〇
件
以
上
の
増
加
、
賭
博
に
至
っ
て
は

五
三
件
で
前
年
比
四
倍
を
超
え
た
。
秩
父
の
「
カ
フ
ェ
ー
バ
ー
」
も
昭

和
八
年
に
は
前
年
よ
り
十
四
軒
増
え
て
三
十
九
軒
に
、「
女
給
」
の
数
は

五
十
七
名
か
ら
九
十
九
名
に
急
増
し
て
い
る
事
実
も
暗
示
的
で
あ
る（
⑦

四
八
六
、五
〇
四
頁
。
⑧
五
〇
五
、五
二
二
頁
）。

（
50
） 

政
池
仁
『
内
村
鑑
三
伝
』、
教
文
館
、
一
九
七
七
年
、
一
八
四
頁
。

（
51
） 「
教
会
日
誌
」、『
甘
楽
教
会
一
〇
〇
年
史
』、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
甘
楽
教

会
百
年
史
、一
九
八
四
年
、二
三
一
、二
四
九
頁
ほ
か
。「
日
誌
」
を
読
む
と
、

安
中
教
会
、
沼
田
教
会
な
ど
県
内
各
地
に
足
を
運
ん
で
い
る
の
が
う
か
が

え
る
。
そ
の
精
力
的
な
応
援
ぶ
り
は「
座
談
会　

執
筆
を
終
え
て
」の
中
で
、

天
来
を
評
し
、「
か
な
り
広
範
囲
で
文
芸
講
演
会
な
ど
出
か
け
て
お
ら
れ
ま

す
ね
（
同
、
四
四
三
頁
）」、「
動
き
方
は
精
力
的
で
、
朝
は
原
市
、
夜
は
桐

生
へ
と
い
っ
た
形
で
す
。
こ
れ
だ
け
動
い
て
い
る
と
、
逆
に
自
分
の
教
会

で
ど
う
い
う
動
き
が
で
き
る
の
か
な
と
、
僕
は
不
安
に
感
じ
た
（
同
、

四
四
五
頁
）」
と
顧
み
ら
れ
も
し
た
。

（
52
） 

前
掲
「
教
会
日
誌
」、
二
五
一
頁
。

（
53
） 

前
掲
『
聖
化　

解
説
・
総
目
次
・
索
引
』
に
よ
る
と
、
永
島
の
寄
稿
は
三

編
確
認
で
き
る
。

（
54
） 

永
島
與
八
『
鉱
毒
事
件
の
真
相
と
田
中
正
造
翁
』、独
立
堂
、昭
和
十
三
年
。

序
文
を
寄
せ
た
の
は
天
来
ほ
か
、
安
部
磯
雄
、
柏
木
義
円
、
木
下
尚
江
な

ど
で
あ
る
。
な
お
永
島
は
天
来
の
告
別
式
を
執
り
行
い
も
し
た
（
萩
原
俊

彦
「
住
谷
天
来
略
歴
」、
同
『
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
研
究
』、
耕
文
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
四
六
四
頁
）。
両
者
の
友
情
の
深
さ
を
示
す
逸
話
で
あ
る
。

（
55
） 

大
濱
徹
也
「『
上
毛
教
界
月
報
』
考
―
購
読
者
と
財
政
を
め
ぐ
っ
て
」、『
木

代
修
一
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
1　

知
識
人
社
会
と
そ
の
周
囲
』、雄
山
閣
、

昭
和
五
十
年
、
二
六
二
頁
。

（
56
） 

二
瓶
「
我
が
家
の
日
記
」（『
宗
教
』
一
八
四
号
、
昭
和
十
三
年
十
月
）
の

九
月
一
日
の
記
載
に
は
、「
住
谷
兄
よ
り
八
月
号
の
『
我
が
国
将
来
の
宗
教
』

な
る
文
章
に
対
し
て
賛
詞
あ
り
。
感
謝
な
り
」（
同
、
二
〇
頁
）
と
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
の
論
考
ほ
か
八
月
号
掲
載
の
二
編
に
よ
り
、『
宗
教
』
九
月
号

は
発
売
禁
止
（
九
月
三
〇
日
。
同
、
二
三
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
天
来
は

か
く
も
鋭
い
時
代
批
判
と
か
よ
う
な
文
章
を
載
せ
た
二
瓶
に
エ
ー
ル
を
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送
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
57
） 

三
宅
芳
夫
「『
近
代
』
か
ら
『
現
代
』
へ
―
丸
山
真
男
と
松
下
圭
一
」、『
岩

波
講
座　

近
代
日
本
の
文
化
史
10　

問
わ
れ
る
歴
史
と
主
体
』、岩
波
書
店
、

二
〇
〇
三
年
、
一
一
九
頁
。

（
58
） 

こ
の
問
題
を
「
誓
約
集
団
」
な
い
し
「
エ
ク
レ
シ
ア
・
ミ
リ
タ
ン
ス
」
と

い
う
言
葉
に
託
し
て
問
い
か
け
た
一
人
が
藤
田
若
雄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
藤
田
と
そ
の
主
張
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
藤
田

の
教
え
を
生
き
た
一
人
の
職
業
人
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
に
注
意

を
促
し
た
い
。
い
わ
く
「『
エ
ク
レ
シ
ア
・
ミ
リ
タ
ン
ス
』
と
い
う
概
念
が

目
指
し
た
も
の
は
、
…
…
世
俗
の
働
き
に
お
け
る
自
己
実
現
に
代
わ
っ
て
、

も
っ
と
す
ば
ら
し
い
自
己
実
現
の
道
が
あ
る
よ
、
と
指
し
示
し
、
か
つ
、

傷
つ
い
た
も
の
に
対
し
て
は
、
慰
め
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
概
念
が
現
実
に
実
現
す
る
ほ
ど
に
成
功
は
し
な

か
っ
た
と
思
う
し
、
今
後
も
そ
の
よ
う
な
実
態
を
作
る
こ
と
は
ま
ず
不
可

能
だ
と
思
い
ま
す
（
わ
た
し
の
体
験
か
ら
は
、
窮
状
に
あ
る
と
き
に
理
解

と
慰
め
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
職
場
の
仲
間
で
あ
っ
て
、『
エ
ク
レ
シ
ア
・

ミ
リ
タ
ン
ス
』
の
仲
間
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
別
途
に
考
察
の
余

地
の
あ
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
）」（
筒
井
哲
郎
「
抵
抗
者
の
生
涯
モ
デ

ル
」、
阿
部
健
他
編
著
『
職
業
・
思
想
・
運
動　

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
挑
戦
』、

三
一
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
七
頁
）
と
。
本
稿
は
こ
の
指
摘
に
触
れ
て
、

感
じ
・
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
、
敷
衍
し
つ
つ
形
に
し
た
も
の
と
言
っ

て
も
よ
い
。
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 Tenrai Sumiya in Later Years: 

An Essay on the World that Supported his Will 

 Susumu MURAMATSU 

 Abstract 

 　 Tenrai Sumiya was a pastor who preached anti-war beliefs and pacifism.  The purpose of this 

paper is to clarify the reasons for his persistent stance against war and for peace, despite his dif-

ficulties and sorrows.  In examining these reasons, the first thing to note is the paradoxical na-

ture of his faith.  The second thing to note and explore is the existence of the network that sup-

ported him.  These two things suggest how liberty and justice may be established and 

maintained in in postmodern times. 

 Key words: pacifism, peace, modern Japanese history, Christianity, liberty, justice 
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