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︿
原
著
論
文
﹀

﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ン
熱

菊

池

有

希

一
、
北
村
透
谷
の
死
と
バ
イ
ロ
ン
言
説
の
変
質

北
村
透
谷
が
自
宅
の
庭
で
縊
死
し
た
の
は
、
明
治
二
七
年
五
月
一
六
日
未
明
の

こ
と
で
あ
る
。
明
治
前
期
を
代
表
す
る
バ
イ
ロ
ン
熱
罹
患
者
で
あ
っ
た
透
谷
の
死

は
、
日
本
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
受
容
史
の
中
で
も
一
つ
の
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ

事
件
で
あ
っ
た
。

透
谷
が
死
ん
だ
翌
月
、
明
治
二
七
年
六
月
の
雑
誌
の
幾
つ
か
は
、
透
谷
へ
の
追
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抄

録

明
治
期
を
代
表
す
る
バ
イ
ロ
ン
受
容
者
の
北
村
透
谷
の
死
は
﹃
文
學
界
﹄
同
人
に
バ
イ
ロ
ン
熱
か
ら
脱
却
す
る
機

会
を
与
え
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
と
は
、
社
会
的
・
道
徳
的
・
宗
教
的
規
範
に
反
抗
す
る
﹁
繩
墨
打
破
﹂

の
精
神
の
謂
い
で
あ
り
、
彼
ら
は
恋
愛
問
題
を
め
ぐ
る
鬱
屈
を
各
々
抱
え
な
が
ら
、﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩
人
と
し

て
の
バ
イ
ロ
ン
に
心
酔
し
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ン
熱
は
、
透
谷
の
思
想
的
影

響
下
に
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
透
谷
の
そ
れ
に
較
べ
て
深
刻
さ
に
欠
け
、
ま
た
思
想
的
内
実
に
も
欠
け
る

も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
自
身
打
破
す
べ
き
規
範
を
明
確
に
認
識
し
得
な
い
で
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い

る
。
彼
ら
の
こ
の
甘
い
認
識
こ
そ
、
透
谷
死
後
、
自
身
の
曖
昧
な
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
を
放
棄
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
主
要
因
な
の
で
あ
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

﹃
文
學
界
﹄、
バ
イ
ロ
ン
、
バ
イ
ロ
ン
熱
、
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
、﹁
繩
墨
打
破
﹂



悼
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
バ
イ
ロ
ン
と
の
関
連
で
言
え
ば
、﹃
裏
錦
﹄
に
掲
載
さ

れ
た
機
曲
生
署
名
の
﹁
北
村
透
谷
を
吊
す
﹂
が
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
追
悼
文
は
、
透
谷
の
死
が
透
谷
の
厭
世
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
透
谷
の
厭
世
は

透
谷
の
﹁
眞
面
目
﹂
に
よ
る
も
の
だ
、
と
同
情
的
に
論
じ
た
上
で
、﹁
世
に
バ
イ
ロ

ン
の
狂
暴
を
嘲
罵
し
て
、而
し
て
彼
が
滿
身
の
赤
心
を
知
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、か
ゝ

る
人
々
に
向
ふ
て
君
の
一
生
を
説
く
と
も
、
何
の
感
ず
る
と
こ
ろ
も
な
か
る
べ

し
﹂(

)

と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
滿
身
の
赤
心
﹂
に
思
い
を
致

１

す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
に
は
透
谷
の
﹁
滿
身
の
赤
心
﹂
に
対
し
て
も
正

し
く
思
い
を
致
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
い
う
か
た
ち
で
、
バ
イ
ロ
ン
の
内
面

と
透
谷
の
そ
れ
と
を
重
ね
あ
わ
せ
て
論
じ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
引
く
。
こ
れ
は

明
ら
か
に
生
前
の
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
へ
の
偏
愛
ぶ
り
を
偲
ん
だ
言
で
あ
り
、
こ
の

文
章
の
書
き
手
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
内
面
の
誠
実
と
透
谷
の
そ
れ
と
の
双
方
に
共
感

し
つ
つ
、
そ
れ
を
貴
ぶ
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
、
論
ず
る
対
象
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
の
内
面
に
共
感
を
寄

せ
る
、
言
わ
ば
透
谷
的
な
語
り
口(

)

と
は
異
質
な
バ
イ
ロ
ン
言
説
が
、
透
谷
の
死
の

２

ま
さ
に
同
時
期
に
現
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。透

谷
の
死
と
同
年
同
月
の
﹃
早
稻
田
文
學
﹄
は
、
バ
イ
ロ
ン
関
係
の
記
事
を
二

篇
掲
載
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
鄭
澳
生
こ
と
奥
泰
資

た
い
す
け

の
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
の
傳
﹂
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
Ｋ
．
Ａ
．
署
名
の
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
を
論
ず
﹂
で
あ
る
︵
後

者
の
記
事
は
翌
月
に
も
そ
の
続
き
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︶。
こ
れ
ら
の
記
事
に
特

徴
的
で
あ
る
の
は
、
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
言
説
に
象
徴
的
に
表
れ
た
よ
う
な
、
バ
イ

ロ
ン
に
自
己
を
投
影
し
つ
つ
バ
イ
ロ
ン
に
つ
い
て
肯
定
的
に
語
る
と
い
う
か
た
ち

の
熱
っ
ぽ
い
語
り
口
が
影
を
潜
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
者

の
バ
イ
ロ
ン
伝
の
記
事
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
一
生
に
お
け
る
重
大
事
件
を
ほ
ぼ
満
遍

な
く
網
羅
し
た
、
比
較
的
長
文
の
も
の
で
あ
る
が
、
論
者
の
主
観
に
流
れ
た
よ
う

な
記
述
は
ほ
ぼ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
バ
イ
ロ
ン
伝
は
、
バ
イ
ロ
ン
自
身
の

日
記
の
記
述
や
バ
イ
ロ
ン
の
友
人
の
証
言
な
ど
を
資
料
に
基
づ
い
て
提
示
し
て
ゆ

く
と
い
う
、
極
め
て
客
観
的
な
筆
致
で
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
バ
イ
ロ
ン
の
詩

業
に
関
す
る
記
述
に
し
て
も
、
作
品
の
名
前
は
詳
し
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
作
品
世
界
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
論
及
は
な
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
バ

イ
ロ
ン
の
内
面
に
迫
っ
て
い
こ
う
と
す
る
論
者
の
意
思
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
は

な
っ
て
い
な
い
。

も
う
一
つ
の
﹃
早
稻
田
文
學
﹄
掲
載
の
バ
イ
ロ
ン
記
事
で
あ
る
、
Ｋ
．
Ａ
．
署

名
の
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
を
論
ず
﹂
も
、﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
の
傳
﹂
と
同
様
、
非
常
に
冷
静

な
筆
致
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
を
論、

ず、

﹂
と
題
さ

れ
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
の
傳
﹂
に
は
な
か
っ
た
論
者
の
主
観
的
解

釈
が
一
応
散
り
ば
め
ら
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
そ
の
解
釈
は
概
し
て
バ
イ
ロ
ン
に

対
し
て
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
論
者
は
、
バ
イ
ロ
ン
を
﹁
赤
心
あ
る
を
も
て
偉

大
也
﹂
と
言
い
つ
つ
も
、
直
後
に
﹁
然
れ
ど
も
バ
イ
ロ
ン
は
赤
心
餘
り
あ
り
て
度

量
欠
け
た
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、﹁
彼
れ
は
過
多
の
赤
心
、
過
少
の
度
量

の
人
な
り
き
﹂
と
ま
で
断
じ
て
い
る(

)

。
論
者
に
よ
れ
ば
、
バ
イ
ロ
ン
は
、
理
想
を

３

持
つ
こ
と
な
く
自
身
の
卑
小
な
自
我
に
拘
っ
た
、﹁
智
の
人
な
ら
で
情
意
の
人
﹂
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
バ
イ
ロ
ン
の
人
格
は
、
彼
自
身
の
生
活
、
事
業
、
詩
想
、
作
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詩
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
論
者
は
、
バ
イ
ロ
ン
自
身

の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
主
張
を
淡
々
と
展
開
し
て
ゆ
く
。

そ
し
て
彼
の
達
し
た
結
論
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

彼
れ
は
特
別
な
る
意
味
に
於
て
吾
人
が
貴
重
な
る
師
友
也
。
彼
れ
が
吾
人
の

師
友
た
る
は
、
其
の
厭
世
家
た
る
の
邊
に
あ
ら
ず
、
其
の
赤
心
の
偉
力
を
敎

へ
た
る
の
邊
に
あ
り
、
度
量
を
欠
け
る
赤
心
の
如
何
ば
か
り
危
險
な
る
か
を

敎
へ
た
る
の
邊
に
あ
り
、
過
去
を
忘
れ
得
ざ
る
も
の
が
強
ひ
て
こ
れ
を
忘
れ

ん
と
試
む
る
は
、
寧
ろ
之
れ
を
記
臆
し
、
以
て
戒
愼
し
、
以
て
自
省
し
、
而

し
て
猛
進
す
る
に
如
か
ざ
る
を
敎
へ
た
る
の
邊
に
あ
り
、
周
圍
の
障
害
を
打

擊
し
つ
ゝ
怒
號
し
つ
ゝ
狂
奔
す
る
は
、
遙
に
前
途
の
理
想
を
仰
望
し
て
綽
々

禹
歩
す
る
に
如
か
ら
ず
を
敎
へ
た
る
の
邊
に
あ
り
、
總
べ
て
云
へ
ば
、
一
方

に
自
省
修
練
の
必
要
を
怠
た
る
の
邊
に
あ
り
。
嗚
呼
、
此
の
點
よ
り
見
る
時

は
、
宇
宙
に
於
け
る
バ
イ
ロ
ン
卿
が
位
地
は
天
と
共
に
長
く
地
と
共
に
久
し

か
る
べ
し(

)

。
４

先
に
言
及
し
た
﹃
裏
錦
﹄
掲
載
の
機
曲
生
署
名
﹁
北
村
透
谷
を
吊
す
﹂
も
、
バ

イ
ロ
ン
の
﹁
赤
心
﹂
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿

を
論
ず
﹂
に
お
け
る
語
り
口
が
、﹁
北
村
透
谷
を
吊
す
﹂
に
お
け
る
そ
れ
と
は
全
く

逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。﹁
北
村
透
谷
を
吊
す
﹂
の
記
事
が
バ
イ

ロ
ン
の
﹁
赤
心
﹂
に
つ
い
て
、
バ
イ
ロ
ン
に
お
け
る
理
想
へ
の
意
志
の
存
在
を
証

明
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
語
っ
て
い
た
の
に
対
し
、﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
を
論
ず
﹂

の
記
事
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
赤
心
﹂
過
多
に
、﹁
度
量
﹂
の
欠
如
、﹁
理
想
﹂
の
欠

如
、﹁
自
省
修
練
﹂
の
欠
如
を
見
て
、
そ
れ
を
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
赤
心
﹂
が
、
一
方
で
は
熱
っ
ぽ
く
肯
定

さ
れ
、
一
方
で
は
冷
然
と
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
特
に
右
の

引
用
中
の
﹁
嗚
呼
、
此
の
點
よ
り
見
る
時
は
、
宇
宙
に
於
け
る
バ
イ
ロ
ン
卿
が
位

地
は
天
と
共
に
長
く
地
と
共
に
久
し
か
る
べ
し
﹂と
い
う
最
後
の
文
章
な
ど
に
は
、

論
者
の
嘲
り
の
表
情
さ
え
看
取
し
よ
う
と
す
れ
ば
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
な
り

皮
肉
な
調
子
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
バ
イ
ロ
ン
に
対
す
る
否
定
的
評
価
に
関
連
し
て
、﹁
バ
イ
ロ
ン
卿

を
論
ず
﹂
の
冒
頭
に
は
、
こ
の
論
文
の
掲
載
の
経
緯
に
つ
い
て
の
、
次
の
よ
う
な

﹁
早
稻
田
文
學
記
者
﹂
に
よ
る
但
し
書
き
が
あ
る
。

バ
イ
ロ
ン
卿
は
歐
洲
に
あ
り
て
は
已
に
過
去
の
詩
人
と
な
り
た
れ
ど
も
我
が

文
壇
に
於
て
は
未
だ
遂
に
彼
を
も
て
過
去
の
詩
人
と
見
做
す
能
は
ず
。
本
號

及
び
次
號
に
二
分
し
て
掲
ぐ
る
バ
イ
ロ
ン
論
は
社
友
Ｋ
．
Ａ
氏
の
寄
送
に
係

る
、
バ
イ
ロ
ン
が
爲
人
を
評
し
得
て
頗
る
周
細
綿
密
な
り
。
讀
者
若
し
此
の

論
の
爲
に
吾
人
が
特
に
も
の
せ
し
前
記
の
畧
傳
を
精
讀
し
扨
後
に
本
篇
を
繙

か
ば
庶
幾
く
は
得
る
と
こ
ろ
少
小
な
ら
ざ
る
べ
き
か(

)

。
５

こ
の
文
章
で
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
が
、
冒
頭
の
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
は
歐
洲
に
あ
り

て
は
已
に
過
去
の
詩
人
と
な
り
た
れ
ど
も
我
が
文
壇
に
於
て
は
未
だ
遂
に
彼
を
も

て
過
去
の
詩
人
と
見
做
す
能
は
ず
﹂
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
バ
イ
ロ
ン
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が
最
早
時
代
遅
れ
の
詩
人
で
あ
る
の
に
、
い
ま
だ
に
バ
イ
ロ
ン
を
も
て
は
や
し
て

い
る
観
の
あ
る
日
本
の
文
壇
の
現
状
に
対
し
て
、﹁
早
稻
田
文
學
記
者
﹂
が
苦
々
し

く
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、
間
接
的
な
表
現
の
う
ち
に
滲
み
出
て
い
る
よ
う
な
一
文

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
﹁
早
稻
田
文
學
記
者
﹂
に
よ
る
但
し
書
き
の
文
章
全
体

の
文
意
は
、バ
イ
ロ
ン
が
時
代
遅
れ
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
、

﹁
社
友
Ｋ
．
Ａ
氏
﹂
の
バ
イ
ロ
ン
論
を
掲
載
し
、
な
お
か
つ
そ
の
理
解
の
助
け
の
た

め
に
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
の
傳
﹂
を
掲
げ
た
、
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
の
で
あ
り
、

比
較
的
強
い
バ
イ
ロ
ン
否
定
の
意
識
を
基
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
日
本
の
文
壇
に
バ
イ
ロ
ン
熱
か
ら
の
覚
醒
を
促
し
、

新
し
い
文
学
精
神
の
芽
生
え
を
期
待
す
る
意
識
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
仄
見
え
て
く
る
の
は
、
透
谷
が
死
ん
だ
明
治
二
七
年
の
半
ば

と
い
う
時
期
、海
外
の
文
学
的
な
動
向
を
意
識
し
た
客
観
的
な
バ
イ
ロ
ン
言
説
が
、

個
人
的
な
思
い
入
れ
を
軸
と
す
る
主
観
的
な
バ
イ
ロ
ン
言
説
に
徐
々
に
取
っ
て
代

わ
ろ
う
と
し
て
い
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る(

)

。
恐
ら
く
、﹃
裏
錦
﹄
の
﹁
北

６

村
透
谷
を
吊
す
﹂
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
言
及
と
は
対
照
的
な
、﹃
早
稻
田
文
學
﹄
掲

載
の
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
の
傳
﹂
及
び
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
を
論
ず
﹂
の
冷
や
や
か
な
ま
で

に
冷
静
な
筆
致
の
登
場
は
、
バ
イ
ロ
ン
を
問
題
視
す
る
視
点
が
、
論
者
個
人
の
主

観
評
価
か
ら
文
学
史
的
位
置
づ
け
と
い
う
客
観
評
価
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を

象
徴
的
に
表
す
も
の
で
あ
っ
た(

)

。
現
に
、
そ
れ
以
降
の
バ
イ
ロ
ン
言
説
は
、
木
村

７

鷹
太
郎
ら
一
部
の
バ
イ
ロ
ン
熱
罹
患
者
に
よ
る
も
の
を
除
い
て
、
例
え
ば
、
抱
一

庵
主
人
︵
原
抱
一
庵
︶﹁
バ
イ
ロ
ン
﹂︵﹃
史
海
﹄、
明
治
二
九
年
一
月
︶、
菱
洲
生
﹁
バ

イ
ロ
ン
を
論
ず
﹂︵﹃
靑
山
評
論
﹄、
明
治
三
一
年
三
月
︶、
上
村
左
川
﹁
バ
イ
ロ
ン
﹂

︵﹃
文
藝
倶
樂
部
﹄、
明
治
三
一
年
九
月
︶、
小
日
向
定
次
郎
﹁
バ
イ
ロ
ン
を
讀
む
﹂

︵﹃
帝
國
文
學
﹄、
明
治
三
二
年
九
月
︶
、
米
田
實
﹃
バ
イ
ロ
ン
﹄︵
民
友
社
、
明
治
三

三
年
︶
な
ど
、
論
者
の
主
観
の
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
が
増
え
て
く
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る(

)

。
８

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
バ
イ
ロ
ン
評
価
を
め
ぐ
る
過
渡
期
に
お
い
て
、
全
て
の
バ

イ
ロ
ン
受
容
者
が
、
主
観
的
な
バ
イ
ロ
ン
肯
定
か
ら
客
観
的
な
バ
イ
ロ
ン
否
定
に

直
ぐ
移
行
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
然
、
中
に
は
、
バ
イ
ロ
ン
に
対
す
る

心
酔
の
度
合
い
が
強
か
っ
た
分
だ
け
、
激
し
く
葛
藤
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
々

も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
一
群
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
次
い
で

バ
イ
ロ
ン
を
愛
読
し
た
と
い
う(

)

、﹃
文
學
界
﹄に
拠
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

９

主
観
的
で
主
情
的
な
バ
イ
ロ
ン
受
容
者
の
代
表
格
で
あ
る
北
村
透
谷
を
筆
頭
に
、

明
治
前
期
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
精
神
を
牽
引
す
る
言
論
活
動
を
展
開
し
て
い
た
わ

け
だ
が
、
明
治
二
七
年
五
月
の
透
谷
の
自
死
と
い
う
事
態
に
直
面
し
、
激
し
い
衝

撃
を
受
け
る
。
そ
し
て
透
谷
の
自
死
と
透
谷
的
な
バ
イ
ロ
ン
受
容
の
あ
り
よ
う
と

の
内
的
関
係
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
問
い
、
そ
の
総
括
の
た
め
に
激
し
く
葛
藤
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
後
年
の
島
崎
藤
村
の
回
想
の
文
﹁﹁
文
學
界
﹂
の

こ
と
﹂︵﹃
市
井
に
あ
り
て
﹄
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
年
所
収
︶
な
ど
か
ら
、
お
お
よ

そ
の
と
こ
ろ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

北
村
君
を
失
つ
て
か
ら
の
私
達
は
、
次
第
に
当
時
の
バ
イ
ロ
ン
熱
か
ら
醒
め

て
、
思
ひ
〳
〵
に
新
し
い
進
路
を
執
る
や
う
に
な
つ
た
。
頑
執
と
盲
排
と
の
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弊
を
打
破
す
る
や
う
な
声
で
充
た
さ
れ
て
居
た
私
達
の
雑
誌
に
は
、
次
第
に

ダ
ン
テ
の
紹
介
が
あ
ら
は
れ
、
シ
エ
レ
エ
、
キ
イ
ツ
、
ロ
セ
ツ
チ
な
ど
の
紹

介
が
あ
ら
は
れ
る
や
う
に
な
つ
て
行
つ
た
。
激
し
い
動
揺
の
時
が
過
ぎ
て
、

青
春
に
思
ひ
を
潜
め
る
や
う
な
時
が
漸
く
そ
れ
に
代
つ
た(

)

。
10

こ
の
藤
村
の
文
章
か
ら
、﹃
文
學
界
﹄
同
人(

)

た
ち
が
透
谷
の
死
を
、﹁
当
時
の
バ

11

イ
ロ
ン
熱
﹂
か
ら
の
覚
醒
、﹁
頑
執
と
盲
排
と
の
弊
を
打
破
す
る
や
う
な
声
﹂
か
ら

の
脱
却
、﹁
激
し
い
動
揺
﹂
か
ら
の
移
行
の
契
機
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、
透
谷
自
死
の
時
期
の
﹃
裏
錦
﹄
の
記
事
と
﹃
早

稻
田
文
學
﹄
の
記
事
の
温
度
差
に
象
徴
さ
れ
る
、
過
渡
期
に
あ
る
時
代
精
神
の
深

淵
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
、
何
と
か
﹁
激
し
い
動
揺
の
時
﹂
を
や
り
過

ご
し
て﹁
青
春
に
思
ひ
を
潜
め
る
や
う
な
時
﹂に
至
ら
ん
と
苦
悩
し
た
人
々
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

﹃
文
學
界
﹄
同
人
に
お
け
る
﹁
当
時
の
バ
イ
ロ
ン
熱
﹂
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
葛
藤
は
い
か
な
る
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
の
覚
醒
は
い

か
に
し
て
可
能
︵
あ
る
い
は
不
可
能
︶
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
﹁
覚
醒
﹂
後
、

彼
ら
は
い
か
な
る﹁
新
し
い
進
路
を
執
る
や
う
に
な
つ
た
﹂の
か
︱
︱
。﹃
文
學
界
﹄

同
人
の
文
学
精
神
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
笹
渕
友
一
の
大
著
﹃﹃
文
學
界
﹄
と
そ
の

時
代
﹄︵
明
治
書
院
、
昭
和
三
五
︱
三
六
年
︶
に
お
い
て
多
方
面
か
ら
詳
細
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、︿
バ
イ
ロ
ン
熱
﹀
と
い
う
単
一
の
視
角
か
ら
そ
の
変
容
・
変

質
・
屈
折
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
試
み
は
、
管
見
で
は
こ
れ
ま
で

本
格
的
に
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
試
み
は
、
明
治
前
期
ロ
マ
ン
主
義
の

運
命
を
見
届
け
る
上
で
も
、
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
熱
・
バ
イ
ロ
ン
受

容
の
史
的
展
開
を
辿
る
上
で
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
筆
者
は
そ
れ
を
試
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、

本
稿
に
お
い
て
は
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
﹁
当
時
の
バ
イ
ロ
ン
熱
﹂
の
内
実
の
解
明

に
専
心
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
バ
イ
ロ
ン
熱
あ
る
い
は
バ
イ
ロ
ニ

ズ
ム
の
抱
え
て
い
た
問
題
点
を
剔
抉
し
、
本
稿
を
、
他
日
発
表
す
べ
き
、﹃
文
學
界
﹄

同
人
の
バ
イ
ロ
ン
熱
を
め
ぐ
る
葛
藤
の
諸
相
に
つ
い
て
の
議
論
の
た
め
の
緒
論
と

し
た
い
と
考
え
る
。

二
、
﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
バ
イ
ロ
ン
熱
の
内
実

で
は
早
速
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
﹁
当
時
の
バ
イ
ロ
ン
熱
﹂
と
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
﹃
文
學
界
﹄
同
人
に

と
っ
て
の
﹁
当
時
の
バ
イ
ロ
ン
熱
﹂
と
は
、
先
に
引
用
し
た
藤
村
の
言
葉
を
借
り

て
言
え
ば
、
バ
イ
ロ
ン
に
範
を
取
っ
た
、﹁
頑
執
と
盲
排
と
の
弊
を
打
破
す
る
﹂
精

神
の
昂
揚
の
謂
い
で
あ
る
。

﹃
文
學
界
﹄
は
、
も
と
も
と
巌
本
善
治
の
﹃
女
學
雜
誌
﹄
を
母
胎
と
し
た
雑
誌
で

あ
っ
た
が
、
創
刊
後
直
ぐ
女
學
雜
誌
社
か
ら
独
立
す
る
と
こ
ろ
か
ら
歩
み
を
始
め

て
い
る
。
こ
れ
は
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
が
巌
本
の
清
教
徒
的
倫
理
観
及
び
儒
教
的
道

徳
観
に
基
づ
く
文
学
功
利
論
の
拘
束
を
嫌
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。﹃
文
學
界
﹄
は

こ
の
後
、
精
神
の
自
由
を
重
ん
じ
つ
つ
、
文
学
・
藝
術
の
自
律
的
・
超
越
的
価
値

を
積
極
的
に
主
張
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
立
場
か
ら
の
文
学
論
・
藝
術
論
を
展
開
し
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て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
が
、
個
人
の
内

面
の
自
由
を
抑
圧
・
拘
束
す
る
既
成
の
一
般
通
念
や
社
会
道
徳
を
﹁
頑
執
と
盲
排

と
の
弊
﹂
と
見
立
て
、
そ
れ
ら
を
果
敢
に
打
ち
破
り
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る

﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
精
神
を
精
神
的
支
柱
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
要

す
る
に
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
は
、
吉
田
精
一
が
整
理
す
る
通
り
、
植
村
正
久
ら
﹃
日

本
評
論
﹄
に
拠
る
言
論
人
の
宗
教
的
見
地
か
ら
の
批
判
、
ま
た
、
德
冨
蘇
峰
ら
﹃
國

民
之
友
﹄
に
拠
る
言
論
人
の
現
世
的
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、

こ
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
ロ
マ
ン
主
義
を
旗
印
と
し
つ
つ
、
北
村
透
谷
を
中
心
に
自

ら
の
立
場
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る(

)

。
そ
し
て
彼
ら
は
そ
の
一

12

環
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
反
抗
し
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
に
も
反
逆
を
企
て
た
バ
イ
ロ

ン
に
、
自
ら
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
ロ
マ
ン
主
義
的
精
神
と
同
質
の
も
の
を
見
出
し
、

そ
れ
に
思
い
入
れ
を
逞
し
く
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
バ
イ
ロ
ン
熱
の
気
分
を
醸
成

し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
バ
イ
ロ
ン
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
自

己
の
外
部
の
論
理
︵
社
会
的
規
範
と
し
て
の
道
徳
律
、
宗
教
的
規
範
と
し
て
の
戒

律
、
政
治
的
規
範
と
し
て
の
法
律
な
ど
︶
に
対
し
自
己
の
内
部
の
論
理
を
あ
く
ま

で
押
し
立
て
て
ゆ
く
強
固
な
意
志
と
熱
い
情
念
を
持
っ
た
ロ
マ
ン
派
詩
人
の
代
表

的
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
自
身
の
ロ
マ
ン
主
義
的
精
神
の
言
わ
ば
守
護
神
的
存
在
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

バ
イ
ロ
ン
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
見
方
を
示
し
た
文
章
の
う
ち
典
型
的
な
の

が
、
馬
場
孤
蝶
の
評
論
﹁
想
海
漫
渉
﹂︵﹃
文
學
界
﹄
第
一
二
號
、
明
治
二
六
年
一

二
月
︶
で
あ
る
。
こ
の
中
で
孤
蝶
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

猛
省
せ
よ
、
今
此
世
紀
の
始
、
英
國
の
社
會
益
々
姑
息
に
流
れ
、
準
繩
に

由
て
の
み
事
を
行
ふ
悲
運
は
、
遂
に
彼
の
バ
イ
ロ
ン
、
シ
エ
レ
ー
の
徒
を
し

て
國
外
に
客
死
せ
し
め
し
に
非
ず
や
。
任
俠
前
者
の
如
き
頗
る
愛
す
べ
き
點

あ
り
。
且
其
の
天
來
の
詩
想
や
發
し
て
天
地
の
妙
音
を
和
し
、
遠
く
沙
翁

マ
ー
ロ
ー
の
氣
慨
あ
り
。
實
に
一
代
の
詞
宗
英
國
詩
伯
た
る
に
耻
ぢ
ず
。
然

も
國
人
凡
常
の
眼
光
未
だ
高
か
ら
ず
、
彼
が
傑
作
多
く
は
他
の
笑
罵
す
る
所

と
な
る
。
彼
が
父
母
の
郷
を
捨
つ
る
の
憤
慨
思
ふ
可
き
な
り
。
誰
れ
か
彼
れ

を
以
て
天
を
知
ら
ず
と
云
ふ
。
彼
其
の
ド
ン
、
ジ
ユ
ア
ン
に
於
て
斗
屑
の
輩

を
喝
し
て
曰
く
、

S
om
e
k
in
d
er
casu
ists
are
p
leased
to
say
,

In
n
am
eless
p
rin
t︱
th
at
I
h
av
e
n
o
d
ev
otion
;

B
u
t
set
th
ose
p
erson
s
d
ow
n
w
ith
m
e
to
p
ray
,

A
n
d
y
ou
sh
all
see
w
h
o
h
as
th
e
p
rop
erest
n
otion

O
h
g
ettin
g
in
to
h
eav
en
th
e
sh
ortest
w
ay
;

M
y
alters
are
th
e
m
ou
n
tain
s
an
d
th
e
ocean
,

E
arth
,
air,
stars,
︱
all
th
at
sp
rin
g
s
from
th
e
g
reat
W
h
ole,

W
h
o
h
ath
p
rod
u
ced
,
an
d
w
ill
receiv
e
th
e
sou
l.

と
。
實
に
然
り
、
繩
墨
の
徒
天
才
の
翔
に
伴
ふ
能
は
ず
。
彼
の
摩
天
の
翼
あ

る
者
を
見
て
、
異
類
な
り
と
罵
り
、
一
朝
蒼
空
に
遊
ぶ
に
當
つ
て
、
何
故
に

彼
等
と
共
に
地
に
在
ら
ざ
る
や
と
咎
む
。
︵
三
五
八
頁(

)

︶
13

孤
蝶
は
こ
の
評
論
に
お
い
て
、
西
洋
の
思
想
の
流
れ
を
、
旧
思
想
を
新
思
想
が
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打
破
し
て
ゆ
く
前
進
的
・
進
歩
的
な
運
動
と
捉
え
た
上
で
、
議
論
の
結
論
と
し
て
、

西
洋
と
同
様
、
明
治
日
本
に
お
い
て
も
﹁
偉
大
の
觀
念
﹂
を
有
す
る
新
思
想
が
勃

興
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、﹁
無
規
法
を
も
生
み
法
外
道
を
生
ず
る
者
、
此
れ
我
革

新
な
れ
。
此
我
革
命
な
れ
﹂︵
三
五
九
頁
︶
と
、
急
進
的
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
の
必

要
を
高
い
調
子
で
説
い
て
い
る
。
右
の
引
用
箇
所
の
バ
イ
ロ
ン
に
関
す
る
論
及

も
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
孤
蝶
に
よ
れ
ば
、
バ

イ
ロ
ン
及
び
シ
ェ
リ
ー
の
海
外
脱
出
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
既
成
の
社
会
道
徳
の
拘
束

に
よ
る
不
自
由
を
嫌
っ
た
結
果
で
あ
り
、
孤
蝶
は
そ
の
こ
と
を
、
イ
ギ
リ
ス
社
会

の
偏
狭
を
嘲
笑
し
た
バ
イ
ロ
ン
の
﹃
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
﹄
第
三
歌
第
一
〇
四
節
を

引
き
な
が
ら
論
証
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
孤
蝶
の
脳
裏
に
は
、
バ
イ
ロ
ン
が
破
婚

に
ま
つ
わ
る
醜
聞
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
か
ら
追
わ
れ
る
よ
う
に
流
浪
の
旅
に

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
や
、
バ
イ
ロ
ン
の
諸
作
︵﹃
カ
イ
ン
﹄
や
﹃
ド
ン
・

ジ
ュ
ア
ン
﹄
等
︶
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
や
社
会
道
徳
に
抵
触
す
る
と
し
て
批
判

さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
併
せ
て
想
起
さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
上
で
孤
蝶

は
、
自
分
を
非
難
す
る
形
ば
か
り
の
キ
リ
ス
ト
者
よ
り
も
表
面
上
は
ア
ン
チ
・
キ

リ
ス
ト
の
よ
う
に
見
え
る
自
分
の
方
に
こ
そ
真
の
信
仰
心
が
あ
る
の
だ
、
と
い
っ

た
内
容
の
、
バ
イ
ロ
ン
の
﹃
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
﹄
の
詩
節(

)

の
中
に
、
旧
思
想
の
﹁
準

14

繩
﹂
に
収
ま
り
き
れ
な
い
新
思
想
を
奉
じ
る
者
の
正
義
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孤
蝶
に
と
っ
て
、バ
イ
ロ
ン
を
非
難
す
る
側
の
論
理
は
、

﹁
旧
思
想
﹂
の
﹁
準
繩
﹂
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
立
し

た
バ
イ
ロ
ン
は
、﹁
新
思
想
﹂
の
側
に
立
つ
者
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
孤
蝶
自
ら
も
、
自
身
を
﹁
新
思
想
﹂
の
側
に
与
す
る
も
の
と

自
己
規
定
し
つ
つ
、﹁
旧
思
想
﹂
の
﹁
準
繩
﹂
を
打
破
す
る
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
詩
人

バ
イ
ロ
ン
に
強
く
共
感
す
る
自
身
の
内
面
、
即
ち
自
身
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
精
神

を
こ
こ
に
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
孤
蝶
の
評
論
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
戸
川
秋
骨
の
評
論
﹁
變
調
論
﹂

︵﹃
文
學
界
﹄
第
一
三
號
、
明
治
二
七
年
一
月
︶
も
、
孤
蝶
の
そ
れ
と
同
様
の
バ
イ

ロ
ン
観
及
び
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
観
を
披
瀝
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
秋
骨
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

宇
宙
万
有
に
亙
り
て
一
の
靈
氣
あ
り
、
人
間
心
裡
の
奥
深
き
處
に
一
の
精

氣
あ
り
、
彼
を
呼
ん
で
造
化
と
云
ひ
神
と
云
ひ
、
此
を
名
け
て
精
神
と
云
ふ
、

此
の
生
命
や
發
し
て
万
朶
の
櫻
と
な
り
、
凝
つ
て
不
朽
の
ポ
ー
エ
ト
リ
ー
と

な
る
、
其
の
社
會
に
顯
る
ゝ
や
革
命
と
な
り
、
個
人
に
顯
れ
て
は
バ
イ
ロ
ニ

ズ
ム
と
な
る
、︵
二
六
七
頁
︶

秋
骨
も
や
は
り
孤
蝶
と
同
様
、
歴
史
の
推
移
を
前
進
的
・
躍
動
的
な
運
動
と
捉

え
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
運
動
の
中
の
一
現
象
と
し
て
あ
る
﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂

を
、
宇
宙
に
み
な
ぎ
る
生
命
力
が
個
人
の
次
元
で
顕
在
化
し
た
も
の
と
し
て
捉
え

る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
。
秋
骨
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
生
命
力
と
は
、
即
ち
﹁
た

へ
す
這
般
の
繩
墨
と
秩
序
と
を
打
破
し
て
進
む
﹂
力
の
謂
い
で
あ
り
、﹁
バ
イ
ロ
ニ

ズ
ム
﹂
は
、﹁
這
般
の
繩
墨
と
秩
序
と
を
打
破
し
て
進
む
﹂﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
精
神

の
個
人
の
次
元
に
お
け
る
表
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た(

)

。
秋
骨
は
、
人
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間
の
歴
史
、
特
に
思
想
史
の
流
れ
を
、
安
定
的
で
穏
や
か
な
﹁
正
調
﹂
の
思
潮
と
、
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不
安
定
で
激
し
い
﹁
變
調
﹂
の
思
潮
と
が
繰
り
広
げ
る
交
替
劇
と
し
て
捉
え
、
そ

の
上
で
今
現
在
の
時
代
を
﹁
變
調
﹂
の
時
代
、
変
革
変
動
の
時
代
と
考
え
る
。
そ

し
て
秋
骨
は
﹁
西
行
の
如
き
バ
イ
ロ
ン
の
如
き
然
り
、
憐
れ
む
べ
し
法
規
の
世
は

彼
等
を
容
る
ゝ
能
は
ず
不
健
全
と
し
て
蛇
蝎
視
さ
れ
た
り
﹂︵
二
六
八
頁
︶
と
、
西

行
や
バ
イ
ロ
ン
を
﹁
變
調
﹂
の
時
代
の
先
覚
者
と
し
て
等
価
に
扱
い
つ
つ
、﹁
繩
墨
﹂

と
の
葛
藤
が
も
た
ら
す
彼
ら
の
不
遇
の
運
命
に
対
し
、
強
い
共
感
を
寄
せ
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
が
バ
イ
ロ
ン
を
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
ロ
マ
ン
派
詩

人
の
代
表
的
存
在
と
し
て
認
識
し
、
自
己
の
自
由
を
外
部
か
ら
拘
束
す
る
様
々
な

﹁
繩
墨
﹂
を
﹁
打
破
﹂
せ
ん
と
す
る
バ
イ
ロ
ン
に
思
い
入
れ
を
逞
し
く
て
い
た
こ
と

が
、
彼
ら
の
バ
イ
ロ
ン
言
説
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ
た(

)

。
だ
が
、﹁
繩
墨

16

打
破
﹂
の
身
振
り
の
他
に
も
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
バ
イ
ロ
ン
に
対
す
る
共
感
を
特

に
誘
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、

恋
愛
問
題
を
め
ぐ
る
バ
イ
ロ
ン
の
身
振
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、

恋
愛
問
題
は
、
自
己
の
自
由
と
、
そ
れ
を
阻
む
様
々
な
規
範
＝﹁
繩
墨
﹂
と
の
間
に

生
じ
る
摩
擦
が
顕
在
化
し
や
す
い
問
題
で
あ
り
、
こ
の
バ
イ
ロ
ン
の
恋
愛
問
題
に

対
す
る
﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
思
い
入
れ
も
、
恐
ら
く
は
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂

の
身
振
り
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
同
一
線
上
に
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
が
、

彼
ら
の
こ
の
思
い
入
れ
の
背
後
に
は
、
恋
愛
問
題
そ
れ
自
体
に
対
す
る
彼
ら
個
人

の
固
有
の
関
心
も
息
づ
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
島
崎
藤
村
は
、
明
治
女
学
校
の
教
師
時
代
、
教
え
子
の
佐
藤
輔
子
に

恋
愛
感
情
を
覚
え
、
そ
の
抑
圧
か
ら
く
る
苦
悩
か
ら
漂
泊
の
旅
に
出
る
の
だ
が
、

そ
の
際
彼
は
バ
イ
ロ
ン
詩
集
を
懐
に
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
﹁
か
た
つ

む
り
﹂︵
署
名
は
無
聲
、﹃
文
學
界
﹄
第
三
號
、
明
治
二
六
年
三
月
︶
と
い
う
一
文

の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
中
で
、﹁
禿
木
子
は
我
笈
中
に
バ
イ
ロ
ン
を

納
め
た
る
を
あ
や
し
み
﹂︵
第
三
號
、
七
頁
︶
云
々
と
、
自
身
の
青
春
の
彷
徨
に
﹁
バ

イ
ロ
ン
﹂
を
携
帯
し
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
藤
村
が
恋
愛
を
め
ぐ

る
自
身
の
鬱
屈
を
バ
イ
ロ
ン
の
そ
れ
に
重
ね
て
、
バ
イ
ロ
ン
詩
の
中
に
自
身
の
内

面
の
苦
悩
の
慰
め
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
藤
村
が
旅
の
荷
物
の
中
に
バ
イ
ロ
ン
を
忍
ば
せ
た
こ
と
を
目
聡
く
見
つ

け
た
﹁
禿
木
子
﹂
こ
と
平
田
禿
木
も
、
バ
イ
ロ
ン
の
中
に
恋
愛
問
題
を
め
ぐ
る
自

身
の
憂
悶
の
慰
め
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。﹃
文
學
界
﹄
第
三

號
に
は
、
藤
村
の
消
息
文
﹁
か
た
つ
む
り
﹂
と
並
ん
で
、
禿
木
の
文
章
﹁
欝
孤
洞

漫
言
﹂
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
禿
木
は
そ
の
中
の
﹁
其
四
︵
靑
年
會
月
報
五
號

參
照
︶﹂
と
い
う
一
節
に
お
い
て
、
詩
人
の
心
を
理
解
し
な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
偏

狭
を
批
判
し
つ
つ
、﹁
誰
か
バ
イ
ロ
ン
人
を
知
ら
ず
と
言
ふ
、
彼
が
慘
た
る
其
血
涙

は
之
れ
ニ
ユ
ー
ス
テ
ツ
ド
佳
人
の
爲
め
な
る
を
知
ら
ず
や
﹂︵
二
四
九
頁
︶云
々
と
、

バ
イ
ロ
ン
の
恋
愛
問
題
に
つ
い
て
や
や
感
傷
的
な
調
子
で
論
及
し
て
い
る
。
禿
木

が
こ
こ
で
、﹁
ニ
ユ
ー
ス
テ
ツ
ド
佳
人
﹂
こ
と
メ
ア
リ
ー
・
チ
ョ
ワ
ー
ス
と
い
う
一

少
女
に
失
恋
し
て
少
年
バ
イ
ロ
ン
が
流
し
た
と
い
う
﹁
慘
た
る
其
血
涙
﹂
に
思
い

入
れ
を
逞
し
く
し
て
い
る
の
は
、
当
時
彼
が
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
い
た
星
野
天
知

の
妹
勇
子
と
の
関
係
の
こ
と
が
彼
の
念
頭
に
あ
り
、
自
身
が
内
に
抱
え
る
恋
愛
を

め
ぐ
る
葛
藤
の
苦
し
み
を
バ
イ
ロ
ン
の
名
の
も
と
に
擁
護
し
た
い
と
い
う
意
識
が

働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る(

)

。
17
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さ
ら
に
、
そ
の
勇
子
の
兄
の
星
野
天
知
も
、
恋
愛
問
題
で
苦
悩
し
て
い
た
点
で

同
様
で
あ
っ
た
。
天
知
の
評
論
﹁
骨
堂
に
有
限
を
觀
ず
﹂︵﹃
文
學
界
﹄
第
六
號
、

明
治
二
六
年
六
月
︶
は
、
恋
情
や
肉
欲
と
い
っ
た
、﹁
有
限
﹂
な
る
も
の
に
向
か
う

心
情
の
儚
さ
と
哀
し
み
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
、﹁
野

花
一
輪
の
姿
も
な
ほ
摘
む
に
餘
る
ラ
イ
ン
河
の
草
の
露
、
舊
都
荒
原
の
枯
草
も
な

ほ
憤
る
に
足
る
シ
ベ
ル
灣
の
露
の
雨
、バ
イ
ロ
ン
が
戀
の
情
け
の
悶
え
に
非
ず
や
﹂

︵
二
一
六
︱
二
一
七
頁
︶
と
い
う
、
バ
イ
ロ
ン
の
名
に
言
及
し
た
一
文
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
天
知
が
こ
こ
で
﹁
バ
イ
ロ
ン
が
戀
の
情
け
の
悶
え
﹂
に
思
い
を

馳
せ
つ
つ
念
頭
に
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、﹁
ラ
イ
ン
河
の
草
の
露
﹂
云
々
と
い

う
言
葉
か
ら
、
一
つ
は
恐
ら
く
﹃
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
﹄
第
三
歌
中

の
ラ
イ
ン
河
を
歌
っ
た
詩
節
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
ラ
イ
ン
河
の
歌
と

は
、
破
婚
の
醜
聞
の
後
、
自
己
追
放
の
旅
に
出
て
祖
国
イ
ギ
リ
ス
を
後
に
し
た
バ

イ
ロ
ン
が
、
遠
い
異
郷
の
地
で
自
身
の
想
い
人
で
あ
る
異
母
姉
の
オ
ー
ガ
ス
タ
を

想
っ
て
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が(

)

、
当
時
の
天
知
も
や
は

18

り
、
明
治
女
学
校
の
女
生
徒
松
井
ま
ん
と
の
許
さ
れ
ざ
る
恋
愛
に
悩
ん
で
い
た(

)

。
19

こ
う
し
て
考
え
る
と
、
天
知
の
こ
の
バ
イ
ロ
ン
言
及
に
も
、
異
母
姉
へ
の
許
さ
れ

ぬ
恋
愛
感
情
を
歌
っ
た
バ
イ
ロ
ン
の
詩
節
に
教
え
子
に
恋
し
た
自
身
の
や
る
せ
な

い
思
い
を
仮
託
せ
ん
と
す
る
天
知
の
心
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。他

に
も
、
例
え
ば
戸
川
秋
骨
の
﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
の
感
染
﹂
は
、
笹
渕
友
一
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
明
治
二
七
年
頃
の
彼
の
恋
愛
問
題
を
そ
の
背
景
に
持
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
し(

)

、
ま
た
馬
場
孤
蝶
も
、
友
人
た
ち
の
恋
愛
問
題
、
あ
る
い
は
自

20

身
の
恋
愛
問
題
に
思
い
を
致
し
な
が
ら(

)

、
恋
愛
問
題
に
悩
ん
で
バ
イ
ロ
ン
に
慰
め

21

を
見
出
す
青
年
像
を
、
小
説
﹁
み
を
つ
く
し
﹂
︵﹃
文
學
界
﹄
第
二
二
︱
二
四
號
、

明
治
二
七
年
一
〇
︱
一
二
月
︶
に
お
い
て
、﹁
一
も
戀
、
二
も
戀
、
只
世
の
中
は
何

事
も
皆
戀
な
ら
ぬ
は
な
し
と
思
ひ
、
此
れ
ま
で
は
面
白
い
と
思
ふ
た
審
美
學
の
書

籍
な
ど
は
、
何
に
か
物
足
ら
ぬ
や
う
に
て
、
讀
み
か
け
て
未
だ
一
二
枚
に
も
な
ら

ぬ
に
、
卷
を
と
ぢ
て
投
げ
出
し
、
と
か
く
手
に
觸
る
ゝ
は
バ
イ
ロ
ン
の
詩
集
、
エ

ル
テ
ル
が
愁
な
ど
な
り
﹂︵
三
三
二
頁
︶
と
い
う
か
た
ち
で
描
き
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
バ
イ
ロ
ン
熱
の
内
実
の
最
大
公
約
数
は
、﹁
繩

墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
へ
の
激
し
い
共
感
と
い
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
バ
イ
ロ
ン
を
、﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩

人
と
し
て
見
定
め
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
恋
愛
問
題
を
め
ぐ
る
様
々
な
鬱
屈
を
背

景
に
、
バ
イ
ロ
ン
に
対
し
て
思
い
入
れ
を
逞
し
く
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

三
、
﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ン
熱

で
は
、﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩
人
と
い
う
バ
イ
ロ
ン
像
を
、
彼
ら
﹃
文
學
界
﹄

同
人
の
脳
裏
に
刻
み
込
ん
だ
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
同
時

代
の
バ
イ
ロ
ン
言
説
の
み
な
ら
ず
、
各
種
の
バ
イ
ロ
ン
伝
や
バ
イ
ロ
ン
詩
に
直
接

触
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
バ
イ
ロ
ン
像
も
そ
う
い
っ
た
知
的
教
養
・
情
報
か
ら
織
り

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
が
、
彼
ら
の
脳
裏
に
﹁
繩
墨
打
破
﹂

の
恋
愛
詩
人
と
い
う
バ
イ
ロ
ン
像
を
強
烈
に
刻
み
込
ん
だ
の
は
、
や
は
り
北
村
透
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谷
の
評
論
﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂︵﹃
女
學
雜
誌
﹄、
明
治
二
五
年
二
月
︶
で
あ
っ
た

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
透
谷
の
﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
と
い
う
評
論
は
、
透
谷
が
西
洋
の
詩
人
、

特
に
バ
イ
ロ
ン
に
お
け
る
恋
愛
と
結
婚
の
相
克
の
問
題
を
考
究
す
る
中
で
、﹁
實

世
界
﹂
の
不
自
由
と
﹁
想
世
界
﹂
の
自
由
と
の
間
で
厭
世
感
情
を
募
ら
せ
て
ゆ
く

﹁
厭
世
詩
家
﹂
と
い
う
人
間
像
を
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
詩
人

の
自
我
と
︵
結
婚
に
象
徴
さ
れ
る
︶
社
会
的
な
﹁
繩
墨
﹂
と
の
間
の
葛
藤
の
問
題

と
恋
愛
問
題
と
が
交
わ
る
地
点
に
、﹁
厭
世
詩
家
﹂
の
典
型
的
存
在
と
し
て
の
バ
イ

ロ
ン
像
を
描
き
出
し
た
評
論
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た(

)

。
こ
の
意
味
で
言
う
と
、

22

﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
に
お
い
て
描
き
出
さ
れ
た
、
厭
世
的
自
我
詩
人
と
し
て
の
バ

イ
ロ
ン
像
は
、
透
谷
の
弟
分
で
あ
る
﹃
文
學
界
﹄
同
人
た
ち
が
思
い
描
い
た
、﹁
繩

墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
と
、
か
な
り
重
な
り
合
う
部
分
を

持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
バ
イ
ロ
ン
像
は
、
透
谷

の
そ
れ
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
、
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
像
と
彼
ら
﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
そ
れ
と
の
間
に
は
微

妙
な
差
異
が
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
差
異
は
、
透
谷
の

﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
と
、
主
題
と
内
容
の
上
で
そ
の
影
響
の
特
に
著
し
い
と
言
え

る
星
野
天
知
の
﹁
業
平
朝
臣
東
下
り
の
姿
﹂︵﹃
文
學
界
﹄
第
二
四
號
、
明
治
二
七

年
一
二
月
︶
と
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
浮
き
彫
り
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

天
知
の
﹁
業
平
朝
臣
東
下
り
の
姿
﹂
と
い
う
評
論
は
、
題
に
あ
る
通
り
、﹃
伊
勢

物
語
﹄
を
題
材
と
し
な
が
ら
在
原
業
平
の
﹁
東
下
り
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
た

文
章
で
あ
る
。
こ
の
評
論
に
お
い
て
、
天
知
は
言
う
。
在
原
業
平
が
東
国
に
下
っ

た
の
は
、
彼
が
﹁
沒
し
難
き
悲
み
と
消
し
難
き
憤
り
﹂
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
業
平
は
政
界
に
お
い
て
十
分
に
出
世
で
き
な
か
っ
た
せ
い
で
、﹁
實
世
界
﹂
の

﹁
情
熱
あ
る
憤
慨
の
敗
將
﹂
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、﹁
大
魔
﹂
の
化
身
で

あ
る
﹁
女
子
﹂
と
の
恋
を
不
断
に
追
い
求
め
な
が
ら
、﹁
想
世
界
﹂
の
中
に
自
ら
の

生
き
る
べ
き
場
所
を
探
し
求
め
、
結
果
彼
は
あ
て
ど
な
く
漂
泊
す
る
﹁
多
感
多
情

の
詩
人
﹂
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︱
︱
。
こ
こ
で
﹁
實
世
界
﹂
及
び
﹁
想
世
界
﹂
と

い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
評
論
は
、

透
谷
の
﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
に
多
分
に
影
響
さ
れ
た
文
章
で
あ
り
、
そ
の
論
旨

も
﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
に
非
常
に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る(

)

。
透
谷
は

23

バ
イ
ロ
ン
を
主
な
素
材
と
し
て
﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
を
書
い
た
わ
け
だ
が
、
天

知
は
日
本
の
﹁
厭
世
詩
家
﹂
で
あ
る
在
原
業
平
を
素
材
と
し
て
﹁
業
平
朝
臣
東
下

り
の
姿
﹂
を
書
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
天
知
の
こ
の
論
は
、
言
う
な
れ
ば
在

原
業
平
論
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
天
知
流
の
︿
厭
世
詩
家
と
女
性
﹀
論
と
言
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
天
知
の
﹁
業
平
朝
臣
東
下
り
の
姿
﹂
に
対
す
る
透
谷
の
﹁
厭
世
詩
家

と
女
性
﹂
の
影
響
の
大
き
さ
は
、
天
知
の
論
の
中
の
バ
イ
ロ
ン
言
及
の
多
さ
と
い

う
か
た
ち
で
も
顕
在
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
に

お
い
て
透
谷
は
、
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
を
議
論
の
中
に
散
り
ば
め
、
そ
こ
か
ら
﹁
厭

世
詩
家
﹂
の
人
間
像
を
抽
象
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
天
知
は
、
透
谷
に
よ
っ
て

用
意
さ
れ
た
﹁
厭
世
詩
家
﹂
像
の
鋳
型
に
業
平
を
当
て
嵌
め
る
こ
と
で
、﹁
厭
世
詩

家
﹂
と
し
て
の
業
平
像
を
描
き
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
、
天
知
は
、
透
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谷
の
手
に
な
る
﹁
厭
世
詩
家
﹂
像
の
鋳
型
の
上
に
落
ち
て
い
る
バ
イ
ロ
ン
の
色
濃

い
影
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
バ
イ
ロ
ン
と
業
平
の
共

通
性
や
類
似
性
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
透
谷
の
手
に
な
る
﹁
厭
世
詩
家
﹂
像
の
鋳

型
に
業
平
を
当
て
嵌
め
や
す
く
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
天
知

は
、﹁
厭
世
詩
家
﹂
像
の
母
胎
と
も
言
う
べ
き
バ
イ
ロ
ン
に
業
平
を
近
づ
け
て
解
釈

す
る
こ
と
で
、
バ
イ
ロ
ン
化
さ
せ
た
業
平
像
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。具

体
的
に
指
摘
し
て
い
こ
う
。
例
え
ば
、
天
知
は
、
業
平
が
﹁
沒
し
難
き
悲
み

と
消
し
難
き
憤
り
﹂
を
抱
い
て
放
浪
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、﹁
朝
臣
は
ま
こ
と
に
バ

イ
ロ
ニ
ズ
ム
の
人
な
り
﹂︵
第
二
四
號
、
二
頁
︶
と
断
言
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
て

い
る
。
ま
た
、
二
條
后
に
禁
断
の
愛
を
寄
せ
る
業
平
に
つ
い
て
、﹁
バ
イ
ロ
ン
が
メ

レ
ー
シ
ヤ
ヲ
ス
を
見
た
る
時
の
心
を
以
て
朝
臣
は
二
條
の
后
を
觀
給
ひ
し
な
り
﹂

︵
同
前
、
三
頁
︶
と
書
き
、
恋
愛
問
題
を
め
ぐ
る
業
平
と
バ
イ
ロ
ン
の
内
面
の
あ
り

よ
う
を
同
一
視
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
﹁
バ
イ
ロ
ン
が
メ
レ
ー

シ
ヤ
ヲ
ス
を
見
た
る
時
の
心
﹂
云
々
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
先
の
禿
木
の
﹁
欝
孤

洞
漫
言
﹂
に
つ
い
て
の
議
論
の
と
こ
ろ
で
も
論
及
し
た
、
メ
ア
リ
ー
・
チ
ョ
ワ
ー

ス
と
い
う
一
少
女
に
対
す
る
少
年
バ
イ
ロ
ン
の
幼
い
恋
の
こ
と
を
恐
ら
く
は
指
し

て
お
り
、
天
知
は
、
業
平
の
二
條
后
へ
の
恋
を
バ
イ
ロ
ン
の
メ
ア
リ
ー
・
チ
ョ
ワ
ー

ス
へ
の
恋
に
擬
え
る
こ
と
で
、
業
平
に
﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂
の
影
を
読
み
入
れ
よ

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
知
は
、﹁
素
よ
り
朝
臣
に
バ
イ
ロ
ン
程

の
酸マ

マ

烈
崇
峻
な
る
思
想
の
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
之
れ
に
凄
篇
ハ
ロ
ル
ド
の
あ
る

な
し
と
雖
ど
も
其
東
下
り
に
一
ふ
し
を
讀
み
來
れ
ば
、
旅
情
物
に
觸
れ
事
に
激
し

て
溢
れ
出
る
所
異
音
お
の
づ
か
ら
心
絃
に
響
く
も
の
あ
る
に
似
た
り
﹂︵
同
前
、
四

頁
︶
と
も
書
き
、﹃
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
﹄
の
詩
人
バ
イ
ロ
ン
と
﹃
伊

勢
物
語
﹄
の
歌
人
業
平
と
を
並
べ
て
論
じ
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
。
天
知
に

よ
れ
ば
、
両
者
の
間
に
は
﹁
酸
烈
崇
峻
な
る
思
想
﹂
の
有
無
と
い
う
差
異
が
確
か

に
あ
る
も
の
の
、
共
通
項
と
し
て
﹁
旅
情
物
に
觸
れ
事
に
激
し
て
溢
れ
出
る
所
﹂

が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
同
じ
精
神
性
が
バ
イ
ロ
ン
と
業
平
に
お
い
て

各
々
の
か
た
ち
で
表
れ
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、︵
同
じ
音
素
が
環
境

に
応
じ
て
異
な
っ
た
音
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
︶﹁
異
音
﹂
と
い
う
言

葉
で
天
知
は
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
業
平
と
バ
イ
ロ
ン
と

の
間
に
同
一
性
や
類
似
性
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
天
知
の
論
述
の
仕
方
か
ら
は
、

業
平
の
人
間
像
を
透
谷
の
手
に
な
る
バ
イ
ロ
ン
的
な
﹁
厭
世
詩
家
﹂
像
に
や
や
強

引
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
天
知
の
意
図
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
天
知
の
意
図
に
も
拘
ら
ず
、
業
平
を
バ
イ
ロ
ン
的
な
﹁
厭

世
詩
家
﹂
と
し
て
描
き
出
す
と
い
う
試
み
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
成
功
し
は
し
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
透
谷
及
び
天
知
双
方
の
議
論
に
お
い
て
参
照
枠
と
し

て
機
能
し
て
い
る
︿
バ
イ
ロ
ン
的
な
る
も
の
﹀
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
透
谷
と
天

知
の
間
で
微
妙
に
ず
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
は

天
知
の
︿
バ
イ
ロ
ン
的
な
る
も
の
﹀
へ
の
理
解
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
天
知
の

考
え
る
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

暗
夜
巉
々
た
る
危
巖
に
立
て
百
千
の
魔
鬼
を
喚
降
し
、
叱
咤
號
令
こ
れ
を
驅

り
之
れ
を
鞭
ち
、
心
の
趣
く
ま
ゝ
氣
の
走
る
ま
ゝ
、
氣
焰
万
丈
の
炎
と
成
り
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て
、
直
往
一
氣
、
直
ち
に
大
魔
を
捉
ら
へ
ん
と
す
る
も
の
、
之
れ
バ
イ
ロ
ニ

ズ
ム
の
光
景
に
非
ず
や
、
大
魔
必
竟
宇
宙
の
絶
美
、
絶
美
必
竟
宇
宙
の
大
魔
、

一
た
び
此
大
魔
に
魅
せ
ら
る
ゝ
も
の
氣
魂
天
地
に
蝕
入

く

ひ

い

り
て
何
も
の
を
か
捉

へ
ず
ん
ば
止
ま
ざ
ら
ん
と
す
、
已
に
此
境
に
到
る
、
眼
顆
た
ゞ
一
物
を
存
し

て
勇
往
直
行
せ
ん
こ
と
を
欲
す
、
人
間
何
が
爲
め
に
世
に
出
し
や
、
人
間
何

を
爲
さ
ん
と
て
世
に
存
す
る
や
、
這
般
の
問
題
は
此
境
に
立
つ
者
の
問
ふ
所

に
非
ず
、唯
一
物
を
捉
へ
ざ
る
を
得
ざ
る
が
爲
め
に
出
で
、唯
一
事
を
爲
さ
ゞ

る
を
得
ざ
る
が
故
に
存
す
る
の
み
、
之
れ
が
爲
め
に
は
百
事
を
も
犠
牲
と
し

て
、
裸
躰
の
﹃
人
間
﹄
と
成
り
て
勇
鬪
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
、
此
際
極
め
て

悲
慘
に
し
て
何
物
に
か
執
着
せ
ず
ん
ば
止
ま
ず
。︵
同
前
、
二
頁
︶

こ
の
引
用
箇
所
の
後
半
の
﹁︵
⋮
⋮
︶
唯
一
物
を
捉
へ
ざ
る
を
得
ざ
る
が
爲
め
に

出
で
、
唯
一
事
を
爲
さ
ゞ
る
を
得
ざ
る
が
故
に
存
す
る
の
み
、
之
れ
が
爲
め
に
は

百
事
を
も
犠
牲
と
し
て
、
裸
躰
の
﹃
人
間
﹄
と
成
り
て
勇
鬪
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
﹂

と
い
う
一
文
か
ら
、
天
知
が
︿
バ
イ
ロ
ン
的
な
る
も
の
﹀
即
ち
﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂

を
、
自
身
の
欲
す
る
と
こ
ろ
の
実
現
の
た
め
に
は
そ
れ
を
阻
害
す
る
全
て
の
も
の

を
排
撃
し
て
ゆ
く
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
精
神
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂
の
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い
る﹁
暗
夜
巉
々
た
る
危
巖
に
立
て
百
千
の
魔
鬼
を
喚
降
し
﹂

云
々
の
記
述
に
特
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
類
似
性
か
ら
、

﹃
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
﹄
第
一
幕
第
一
場
や
第
二
幕
第
二
場
に
お
い
て
、
ア
ル
プ
ス
の
高

峰
を
舞
台
に
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
が
様
々
な
精
霊
を
呼
び
寄
せ
る
場
面
に
拠
る
も
の
と

推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
天
知
は
、﹃
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
﹄
に
表
現
さ
れ
て

い
る
が
如
き
、
形
而
上
的
な
何
も
の
か
を
希
求
し
、
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に

激
し
く
悲
憤
慷
慨
し
て
宇
宙
大
の
負
の
感
情
を
爆
発
さ
せ
る
バ
イ
ロ
ニ
ッ
ク
・

ヒ
ー
ロ
ー
の
、
や
や
大
袈
裟
な
言
動
の
イ
メ
ー
ジ
の
こ
と
を
、﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る(

)

。
24

こ
の
よ
う
な
天
知
の
﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂
理
解
は
、︿
バ
イ
ロ
ン
的
な
る
も
の
﹀

を
自
己
の
内
面
の
あ
り
よ
う
・
自
我
の
あ
り
よ
う
を
重
ん
じ
る
精
神
的
態
度
と
認

識
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、議
論
全
体
の
枠
組
み
を
天
知
に
提
供
し
た
透
谷
の﹁
厭

世
詩
家
と
女
性
﹂
に
お
け
る
そ
れ
と
類
を
同
じ
く
す
る
も
の
だ
と
一
応
言
っ
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
透
谷
の
﹁
厭
世
詩
家
﹂
像
、
ひ
い
て
は
透

谷
の
厭
世
的
自
我
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
が
、
や
や
も
す
る
と
厭
世
か
ら
絶

望
、
絶
望
か
ら
死
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
危
う
さ
を
孕
ん
だ
深
刻
な
暗
鬱
さ
に
彩
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
知
の
バ
イ
ロ
ン
像
及
び
﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂
理

解
に
は
、
そ
の
よ
う
な
虚
無
に
落
ち
込
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
深
刻
さ
、
暗
鬱
さ
が
あ

ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
、と
い
う
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
知
流
の
﹁
バ

イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂
観
に
基
づ
く
バ
イ
ロ
ン
像
は
、
透
谷
が
バ
イ
ロ
ン
の
実
生
活
上
の

悲
劇
の
中
か
ら
抉
り
出
し
た
よ
う
な
、﹁
女
性
﹂︵
及
び
そ
れ
が
象
徴
す
る
﹁
實
世

界
﹂︶
と
の
葛
藤
に
よ
っ
て
厭
世
の
極
み
に
ま
で
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
と
い

う
﹁
厭
世
詩
家
﹂
の
悲
劇
的
な
宿
命
の
重
さ
を
殆
ど
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く(

)

、
25

逆
に
、
表
現
が
大
仰
で
あ
る
分
陳
腐
に
流
れ
、
却
っ
て
そ
れ
が
一
種
の
軽
さ
さ
え

生
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

透
谷
の
論
と
天
知
の
論
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
透
谷
が
、﹁
厭
世
詩
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家
﹂
の
厭
世
感
情
の
深
ま
り
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
結
婚
と
い
う
出
口
無
し
の
不

自
由
の
問
題
を
見
据
え
て
い
た
の
に
対
し
、
一
方
の
天
知
は
、
業
平
を
予
め
﹁
破

婚
の
身
﹂
と
し
た
上
で
、
業
平
に
﹁
悲
憤
突
貫
の
厭
世
旅
行
﹂
と
い
う
、
不
自
由

か
ら
の
脱
出
口
を
用
意
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
透
谷
は
、﹁
想
世
界
﹂
か

ら
﹁
實
世
界
﹂
へ
と
転
落
し
た
﹁
厭
世
詩
家
﹂
が
結
婚
生
活
に
お
け
る
様
々
な
﹁
繩

墨
﹂
と
葛
藤
す
る
中
で
厭
世
感
情
を
深
化
さ
せ
て
ゆ
く
内
面
の
論
理
を
解
析
す
る

こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
天
知
は
そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
﹁
實
世
界
﹂

か
ら
﹁
想
世
界
﹂
へ
と
赴
き
、
結
局
結
婚
生
活
に
お
け
る
﹁
繩
墨
﹂
と
は
無
縁
の

存
在
、
即
ち
﹁
破
婚
の
身
﹂
に
な
り
終
わ
っ
た
業
平
の
感
傷
を
描
き
出
す
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
自
身
の
議
論
の
眼
目
を
置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
知
の
議
論
に
お

い
て
は
、﹁
繩
墨
﹂
が
も
た
ら
す
不
自
由
の
問
題
は
実
質
的
に
は
論
題
に
な
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
天
知
が
、
業
平
の
人
間
像
を
、
自
身
の
理
解
し
た
﹁
バ
イ
ロ
ニ

ズ
ム
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
参
照
枠
と
し
つ
つ
バ
イ
ロ
ン
に
連
な
る
よ
う
な
﹁
繩
墨
打

破
﹂
の
恋
愛
歌
人
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
の
業
平
が
打
破
せ
ん
と

し
て
い
た
﹁
繩
墨
﹂
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
曖
昧
な
認
識
し
か

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
透
谷
と
天
知
の
間
の
、﹁
繩
墨
﹂
が
も
た
ら
す
不
自
由
に
対
す
る
問
題
意
識
の

落
差
・
温
度
差
は
、
早
婚
の
た
め
早
く
か
ら
結
婚
生
活
の
も
た
ら
す
様
々
な
﹁
繩

墨
﹂
の
不
自
由
の
問
題
に
逢
着
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
透
谷
と
、
当
時
未
婚
で
外

部
の
﹁
繩
墨
﹂
の
問
題
よ
り
恋
愛
の
苦
悩
と
い
う
自
身
の
内
面
の
問
題
の
方
に
よ

り
多
く
拘
泥
す
る
こ
と
で
き
た
天
知
と
の
間
の
人
生
経
験
の
差
に
起
因
す
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る(

)

。
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こ
の
よ
う
に
、
天
知
は
透
谷
に
比
べ
﹁
繩
墨
﹂
の
問
題
に
対
す
る
実
感
が
薄
く
、

そ
の
よ
う
な
天
知
の
実
感
の
薄
さ
が
業
平
に
お
け
る
打
破
す
べ
き
﹁
繩
墨
﹂
の
イ

メ
ー
ジ
の
曖
昧
さ
と
し
て
表
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ

た
が
、
恐
ら
く
こ
の
実
感
の
薄
さ
は
、
自
身
が
立
論
の
た
め
に
参
照
枠
と
し
た
、

﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
そ
れ
自
体
の
曖
昧
さ
に
も
及

ん
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
曖
昧
さ
が
、
あ
の
大
仰
な
﹁
バ

イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
表
出
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。﹁
業
平
朝
臣
東
下
り
の
姿
﹂
に
お
け
る
断
片
的
な
バ
イ
ロ
ン
言
及
か
ら

見
え
て
く
る
バ
イ
ロ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
応
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩
人
と
呼

べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
打
破
す
べ
き
﹁
繩
墨
﹂
が
ほ
と
ん
ど
具

体
性
を
帯
び
て
い
な
い
と
い
う
あ
や
し
い
人
間
像
で
あ
り
、
茫
漠
と
し
た
外
部
世

界
に
お
の
れ
の
厭
世
感
情
を
絶
叫
す
る
﹁
狂
詩
人
﹂
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

四
、
日
清
戦
争
と
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ン
熱

実
は
、
こ
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
に
お
い
て
﹁
打

破
﹂
す
べ
き
﹁
繩
墨
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
ひ
と
り

天
知
に
の
み
当
て
は
ま
る
問
題
で
は
な
く
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
に
等
し
く
共
通
す
る

問
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
平
田
禿
木
は
﹁
欝
孤
洞
漫
言
﹂
に
お
い
て
、
詩
人
を

様
々
な
﹁
繩
墨
﹂
で
拘
束
し
よ
う
と
す
る
﹁
小
見
地
の
徒
﹂
に
対
し
、﹁
憫
れ
む
べ
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き
か
な
小
見
地
の
徒
、
西
行
あ
ら
ば
汝
を
笑
は
む
、
芭
蕉
あ
ら
ば
一
顧
も
せ
ま
じ
、

バ
イ
ロ
ン
あ
ら
ば
靈
刀
一
閃
、
詩
神
の
前
に
汝
が
肺
腑
の
汚
血
を
流
さ
む
﹂︵
二
四

九
頁
︶
云
々
と
書
き
、﹁
繩
墨
﹂
を
﹁
靈
刀
﹂
で
一
刀
両
断
す
る
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の

バ
イ
ロ
ン
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、﹁
詩
神
﹂
の
名
の
下
に
バ
イ

ロ
ン
の
﹁
靈
刀
一
閃
﹂
と
い
う
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
大
仰
な
身
振
り
が
肯
定
さ
れ
て

い
る
の
み
で
、﹁
靈
刀
一
閃
﹂
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
る
﹁
繩
墨
﹂
は
、
た
だ
単
に
、
詩

人
の
特
異
性
を
理
解
し
な
い
世
俗
の
論
理
一
般
や
倫
理
一
般
と
し
て
漠
然
と
意
識

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
戸
川
秋
骨
も
﹁
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
﹂︵﹃
文

學
界
﹄
第
五
號
、
明
治
二
六
年
五
月
︶
に
お
い
て
、﹁
パ
ウ
ロ
も
狂
せ
り
ス
ピ
ノ
ザ

も
狂
せ
り
太
白
も
狂
せ
り
バ
イ
ロ
ン
も
狂
せ
り
、
彼
等
果
し
て
狂
ひ
し
か
世
狂
へ

る
か
、
彼
等
は
到
底
一
代
の
大
人
な
り
、
神
な
ら
ぬ
俳
人
何
ぞ
獨
り
狂
せ
ざ
ら
ん

や
﹂︵
二
六
六
頁
︶
と
、
世
の
縛
り
か
ら
外
れ
た
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
偉
人
の
一
人
と

し
て
バ
イ
ロ
ン
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂

の
身
振
り
と
し
て
の
﹁
狂
﹂
が
、
古
今
東
西
の
宗
教
者
や
哲
学
者
や
詩
人
の
﹁
狂
﹂

と
漫
然
と
並
列
さ
れ
る
中
で
、
そ
の
具
体
的
な
意
味
内
容
を
ぼ
か
さ
れ
、
結
果
と

し
て
バ
イ
ロ
ン
に
と
っ
て
の
﹁
繩
墨
﹂
の
内
実
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る(

)

。
さ
ら
に
、
馬
場
孤
蝶
も
、﹁
想
海
漫
渉
﹂
に
お
い
て
﹁
猛
省
せ

27

よ
、
今
此
世
紀
の
始
、
英
國
の
社
會
益
々
姑
息
に
流
れ
、
準
繩
に
由
て
の
み
事
を

行
ふ
悲
運
は
、
遂
に
彼
の
バ
イ
ロ
ン
、
シ
エ
レ
ー
の
徒
を
し
て
國
外
に
客
死
せ
し

め
し
に
非
ず
や
﹂
と
述
べ
、
詩
人
の
詩
想
の
自
由
な
展
開
を
阻
む
﹁
益
々
姑
息
に

流
れ
、
準
繩
に
由
て
の
み
事
を
行
ふ
﹂﹁
英
國
の
社
會
﹂
と
詩
人
と
の
間
の
葛
藤
を

問
題
視
し
て
は
い
る
が
、
バ
イ
ロ
ン
が
﹁
英
國
の
社
會
﹂
の
何
を
打
破
す
べ
き
﹁
繩

墨
﹂
と
捉
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
な
い
た
め
、﹁
繩
墨
﹂

の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
に
示
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
島
崎
藤
村
に
し
て
も
、﹁
こ

と
し
の
秋
﹂︵﹃
文
學
界
﹄
第
二
二
號
、
明
治
二
七
年
一
〇
月
︶
の
中
で
﹁
バ
イ
ロ

ン
い
た
ず
ら
に
世
を
憤
る
と
見
る
は
非
な
り
﹂︵
第
二
二
號
、
一
八
頁
︶
と
書
き
、

﹁
繩
墨
﹂
と
し
て
の
﹁
世
﹂
と
バ
イ
ロ
ン
と
の
間
の
摩
擦
の
問
題
を
見
据
え
て
は
い

る
が
、
何
故
バ
イ
ロ
ン
が
﹁
世
を
憤
る
﹂
に
至
り
、﹁
世
﹂
の
何
に
憤
っ
て
い
た
の

か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
十
分
に
自
身
の
言
葉
で
説
明
し
切
れ
て
い
な
い
。
そ
し

て
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
身
振
り
を
表
現
す
る
に
当
た
っ
て
は
、﹁
バ
イ
ロ

ン
は
自
然
と
名
の
つ
い
た
る
天
馬
の
伯
樂

う
ま
か
た

か
。
非

あ
ら
む

か
﹂︵
同
前
、
一
九
頁
︶
と
い
っ

た
大
仰
な
表
現
で
逃
げ
て
し
ま
っ
て
い
る(

)

。
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こ
の
よ
う
に
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
た
ち
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
身
振

り
に
感
情
移
入
を
逞
し
く
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
繩
墨
﹂
の
側
か
ら
は

理
解
さ
れ
ざ
る
、
自
身
の
恋
愛
問
題
を
中
心
と
す
る
鬱
屈
し
た
思
い
を
慰
め
る
と

い
う
こ
と
を
し
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
思
い
描
い
て
い
た
﹁
繩
墨
打

破
﹂
の
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
の
内
実
が
、
そ
の
感
情
移
入
の
激
し
さ
の
割

に
極
め
て
茫
洋
と
し
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
彼
ら
の
バ
イ

ロ
ン
言
説
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
﹃
文
學
界
﹄
同
人
が
自
分
た
ち
の
精
神
の
拠
り
所

の
一
つ
と
目
し
て
い
た
バ
イ
ロ
ン
に
対
し
て
さ
え
明
確
な
像
を
描
け
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
事
態
は
、
彼
ら
自
身
が
自
分
た
ち
の
拠
っ
て
立
つ
べ
き
価
値
基
準
、
彼

ら
自
身
の
︿
繩
墨
﹀
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
切
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
に
、﹃
日
本
評
論
﹄
に
拠
る
キ
リ
ス
ト
者
の
言
論
人
や
﹃
國

民
之
友
﹄
に
拠
る
民
友
社
系
の
啓
蒙
的
知
識
人
ら
か
ら
の
﹁
高
踏
派
﹂
批
判
を
許
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す
大
き
な
原
因
が
あ
っ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
彼
ら
が
思
い
描
い
て
い
た
バ
イ

ロ
ン
像
は
、﹁
繩
墨
﹂
の
輪
郭
が
曖
昧
な
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
恋
愛
詩
人
と
い
う
、
い

か
に
も
間
が
抜
け
た
人
間
像
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
バ
イ
ロ
ン
観
に
象

徴
さ
れ
て
い
る
彼
ら
の
甘
い
認
識
に
こ
そ
、
宗
教
的
な
﹁
繩
墨
﹂
や
社
会
的
な
﹁
繩

墨
﹂
を
重
視
す
る
他
派
か
ら
の
批
判
が
向
け
ら
れ
る
隙
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る(

)

。
29

明
治
二
七
年
は
、
文
学
史
的
に
は
透
谷
が
自
殺
し
た
年
で
あ
っ
た
が
、
社
会
的
・

政
治
的
に
は
何
と
言
っ
て
も
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
東
学
党
の
乱︵
甲
午
農
民
戦
争
︶

を
契
機
と
し
て
起
こ
っ
た
日
清
戦
争
の
年
で
あ
る
。
明
治
二
七
年
八
月
、
乱
の
鎮

圧
の
た
め
に
半
島
に
出
兵
し
た
日
本
軍
と
清
軍
は
本
格
的
に
戦
闘
を
開
始
、
そ
し

て
、
翌
年
四
月
の
下
関
条
約
の
締
結
ま
で
の
期
間
、
日
本
は
明
治
維
新
以
降
、
初

め
て
の
大
規
模
な
対
外
戦
争
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
日
清
戦
争
の

勝
利
の
後
も
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
権
益
の
拡
大
を
恐
れ
た
ロ
シ
ア
、
フ
ラ

ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
三
国
干
渉
、
そ
れ
に
よ
る
遼
東
半
島
の
還
付
と
い
っ
た
出

来
事
が
あ
り
、
国
際
環
境
に
お
け
る
緊
張
に
伴
っ
て
国
内
的
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
気
運
が
高
ま
る
と
い
う
時
代
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
一
九
世
紀
末
の
我
が

国
の
置
か
れ
た
国
内
的
・
対
外
的
状
況
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
気
運
の
高
ま
り
と
い
う
か
た
ち
で
、
社
会

規
範
＝﹁
繩
墨
﹂
と
し
て
の
国
家
が
時
代
精
神
の
前
面
に
迫
り
出
し
て
く
る
中
、
例

え
ば
、﹃
文
學
界
﹄同
人
と
思
想
的
に
一
面
鋭
く
対
立
し
て
い
た
德
冨
蘇
峰
な
ど
は
、

﹃
大
日
本
膨
張
論
﹄︵
明
治
二
七
年
︶
を
物
し
、
時
代
思
潮
に
棹
さ
し
て
ゆ
く
と
い

う
旋
回
を
遂
げ
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
で
は
一
方
の
﹃
文
學
界
﹄
同
人
た
ち
の
方

は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
彼
ら
は
﹁
繩
墨
﹂
と
対
峙
す
る
個
人
的
自
我
の
緊
張
、
内

面
の
自
由
を
掲
げ
つ
つ
、
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
身
振
り
に
思
い
入
れ
を

逞
し
く
す
る
と
い
う
か
た
ち
の
、
言
う
な
れ
ば
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ン
熱
に

浮
か
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
日
清
戦
争
を
機
に
本
格
的
に
姿
を
現
し
つ

つ
あ
っ
た
国
家
と
い
う
﹁
繩
墨
﹂
に
対
し
、
彼
ら
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ニ

ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て

触
れ
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
一
等
有
効
な
材
料
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、

戸
川
秋
骨
が
﹃
文
學
界
﹄
の
最
終
号
に
寄
せ
た
﹁
塵
窓
餘
談
﹂
︵﹃
文
學
界
﹄
第
五

八
號
、
明
治
三
一
年
一
月
︶
と
い
う
文
章
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
中
で
秋
骨
は
、

﹁
今
日
わ
が
國
に
改
革
し
破
壞
す
べ
き
程
の
價
あ
る
も
の
果
し
て
固
立
せ
る
か
﹂

云
々
と
、
打
破
す
べ
き
﹁
繩
墨
﹂
の
不
在
を
主
張
し
つ
つ
、﹁
む
し
ろ
其
の
主
唱
者

自
か
ら
改
め
破
る
を
良
し
と
せ
ず
や
﹂
云
々
と
、
真
に
打
破
す
べ
き
は
﹁
繩
墨
﹂

で
は
な
く
自
分
自
身
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
評
論

全
体
を
次
の
よ
う
な
文
章
で
締
め
括
っ
て
い
る
。

吾
が
國
の
現
在
に
主
義
な
く
、
思
想
の
破
る
べ
き
な
し
。
強
い
て
求
む
れ
ば

一
つ
あ
り
。
わ
が
國
躰
な
り
。
上
下
幾
千
年
わ
が
民
心
を
繫
ぎ
、
わ
が
國
權

を
維
持
せ
し
も
の
は
、國
躰
崇
拜
の
觀
念
な
り
。
こ
れ
を
倒
さ
ん
は
や
が
て
、

日
本
國
を
倒
さ
ん
事
と
な
る
べ
し
。
左
れ
ど
こ
の
觀
念
の
時
々
濫
用
さ
れ

て
、
發
達
進
歩
の
妨
を
な
し
ゝ
事
少
な
か
ら
ず
。
其
の
業
の
正
非
は
暫
ら
く

説
か
ず
、
其
の
想
の
可
否
も
言
は
ず
。
試
み
に
問
ふ
。
い
で
此
の
國
躰
崇
拜
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の
觀
念
を
破
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
あ
る
か
。
先
づ
こ
れ
を
理
に
求
め
、
情
に

訴
へ
て
且
つ
意
を
以
て
こ
れ
を
遂
げ
ん
と
す
る
も
の
は
、
盛
な
る
か
な
。
よ

し
敵
と
雖
も
其
の
勇
と
氣
と
信
と
に
對
し
て
は
感
ず
べ
し
。
賣
國
奴
の
名
さ

へ
甘
ん
じ
て
受
け
ん
人
、
或
は
試
む
る
を
得
ん
か
。
左
れ
ど
こ
は
假
定
な
り

空
想
な
り
。
今
は
さ
す
が
に
破
壞
す
べ
き
も
の
な
し
。
時
運
は
夫
れ
程
に
低

落
せ
り
。
吾
れ
人
ま
た
何
を
か
力
む
べ
き
、
や
む
な
く
ば
理
想
の
世
界
に
遊

び
、
は
た
力
行
の
世
界
に
歸
ら
ん
か
な
。︵
二
九
九
頁
︶

こ
こ
で
秋
骨
は
、
打
破
す
べ
き
﹁
繩
墨
﹂
な
し
、
と
言
い
な
が
ら
、
ふ
と
思
い

出
し
た
よ
う
に
、
一
つ
の
例
外
と
し
て
、﹁
國
躰
﹂
あ
る
い
は
﹁
國
躰
崇
拜
の
觀
念
﹂

を
、
打
破
す
べ
き
﹁
繩
墨
﹂
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
日
清
戦
争
以
降
、
時
代
精
神

の
前
面
に
姿
を
現
し
て
き
た
﹁
國
躰
﹂
あ
る
い
は
国
家
に
対
し
、
こ
れ
こ
そ
未
だ

倒
さ
れ
ざ
る
唯
一
の
﹁
繩
墨
﹂
で
あ
る
か
ら
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
精
神
を
も
っ
て
こ

れ
を
打
倒
す
べ
し
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
だ
が
秋
骨
は
、
こ
う
主
張
し
た
直
後
、

や
や
慌
て
た
よ
う
に
﹁
其
の
業
の
正
非
は
暫
ら
く
説
か
ず
、
其
の
想
の
可
否
も
言

は
ず
。
試
み
に
問
ふ
﹂
と
留
保
を
つ
け
、﹁
左
れ
ど
こ
は
假
定
な
り
空
想
な
り
﹂
と

述
べ
て
、
前
言
を
撤
回
す
る
よ
う
な
素
振
り
を
見
せ
る
。
秋
骨
は
、﹁
國
躰
﹂
に
対

し
て
﹁
賣
國
奴
﹂
の
汚
名
を
着
る
こ
と
さ
え
厭
わ
ず
に
﹁
繩
墨
打
破
﹂
の
精
神
で

戦
い
を
挑
む
人
の
﹁
勇
と
氣
と
信
﹂
を
称
揚
し
な
が
ら
も
、
自
分
が
当
事
者
と
し

て
そ
れ
を
す
る
気
な
ど
は
毛
頭
な
く
、
自
分
は
﹁
や
む
な
く
ば
理
想
の
世
界
に
遊

び
、
は
た
力
行
の
世
界
に
歸
ら
ん
か
な
﹂
な
ど
と
嘯
い
て
、
逃
げ
を
打
つ
の
で
あ

る
。
恐
ら
く
秋
骨
が
打
破
す
べ
き
﹁
繩
墨
﹂
と
し
て
﹁
國
躰
﹂
に
論
及
し
た
時
、

秋
骨
の
中
で
、﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ン
熱
の
燃
え
滓
が
時
代
状
況
と
の
摩
擦
の

中
で
一
瞬
燃
え
上
が
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
す
ぐ
そ
の
火
は
か
き
消

さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

奇
し
く
も
、
こ
の
評
論
は
﹃
文
學
界
﹄
の
最
終
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
わ
け
だ
が
、﹃
文
學
界
﹄
に
お
け
る
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
の
、
時
勢

に
対
す
る
無
力
を
さ
ら
け
出
し
た
か
の
よ
う
な
秋
骨
の
こ
の
評
論
は
、﹃
文
學
界
﹄

同
人
の
﹁
繩
墨
打
破
﹂
的
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
が
完
全
に
昔
日
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と

を
象
徴
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
七
年
五
月
、

﹃
文
學
界
﹄
に
対
す
る
批
判
派
と
の
論
戦
の
矢
面
に
立
っ
て
戦
っ
て
い
た
透
谷
が

死
に
、
盾
を
な
く
し
た
彼
ら
は
、
以
降
、
素
手
で
直
接
批
判
に
立
ち
向
か
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
同
時
に
国
際
環
境
に
お
け
る
政
治
的
・
社
会

的
緊
張
に
よ
る
時
代
状
況
・
時
代
思
潮
か
ら
の
圧
力
を
も
受
け
、
自
身
の
そ
れ
ま

で
の
バ
イ
ロ
ン
熱
に
浮
か
れ
た
気
分
を
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
い
局
面
に
立
た
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
た
ち
の
輪
郭
の
定
か
な
ら

ぬ
バ
イ
ロ
ン
像
及
び
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
観
に
象
徴
さ
れ
て
い
た
、
自
身
の
思
想
の
空

疎
さ
を
自
認
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、﹁
次
第
に
当
時
の
バ
イ
ロ
ン
熱
か
ら

醒
め
て
、
思
ひ
〳
〵
に
新
し
い
進
路
を
執
る
や
う
に
な
﹂
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
わ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
﹁
頑
執
と
盲
排
と
の
弊
を
打
破
す
る
や

う
な
声
で
充
た
さ
れ
て
居
た
﹂﹃
文
學
界
﹄
に
も
﹁
次
第
に
ダ
ン
テ
の
紹
介
が
あ
ら

は
れ
、
シ
エ
レ
エ
、
キ
イ
ツ
、
ロ
セ
ツ
チ
な
ど
の
紹
介
が
あ
ら
は
れ
る
や
う
に
な

つ
て
行
﹂
き
、﹁
激
し
い
動
揺
の
時
が
過
ぎ
て
、
青
春
に
思
ひ
を
潜
め
る
や
う
な
時

が
漸
く
そ
れ
に
代
﹂
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
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で
あ
る
。

註︵

︶
機
曲
生
﹁
北
村
透
谷
を
吊
す
﹂︵﹃
裏
錦
﹄
第
二
巻
第
二
〇
號
、
明
治
二
七
年

１

六
月
︶、
二
七
頁
。

︵

︶
明
治
前
半
期
ま
で
の
バ
イ
ロ
ン
の
内
面
に
共
感
を
寄
せ
る
バ
イ
ロ
ン
言
説

２

の
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
明
治
前
半
期
に
お
け
る
厭
世
的
バ
イ
ロ
ン
熱

の
内
攻
過
程
︱
︱
北
村
透
谷
﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
ま
で
﹂︵﹃
緑
聖
文
化
﹄

第
一
一
号
、
平
成
二
五
年
三
月
︶、
一
三
︱
四
〇
頁
参
照
。

︵

︶
Ｋ
．
Ａ
．﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
を
論
ず
﹂︵﹃
早
稻
田
文
學
﹄
第
六
四
號
、
明
治
二

３

七
年
五
月
︶、
八
九
〇
頁
。

︵

︶
同
論
文
、﹃
早
稻
田
文
學
﹄
第
六
五
號
、
明
治
二
七
年
六
月
、
九
四
四
︱
九
四

４

五
頁
。

︵

︶﹃
早
稻
田
文
學
﹄
第
六
四
號
、
八
八
九
︱
八
九
〇
頁
。

５
︵

︶
薬
師
川
虹
一
も
、
明
治
二
七
年
五
・
六
月
の
﹃
早
稻
田
文
學
﹄
に
掲
載
さ
れ

６

た
バ
イ
ロ
ン
記
事
二
篇
に
、﹁
当
時
と
し
て
は
極
め
て
冷
め
た
姿
勢
﹂
の
﹁
本

格
的
な
バ
イ
ロ
ン
研
究
﹂
の
登
場
を
見
て
い
る
が
、﹁
や
は
り
当
時
の
バ
イ

ロ
ン
受
容
の
主
流
は
バ
イ
ロ
ン
そ
の
人
に
対
す
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
心
酔

ぶ
り
に
あ
っ
た
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
点
で
筆
者
の
見
解
と
は
異
な
る
。

薬
師
川
﹁
日
本
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
受
容
の
概
観
﹂︵﹃
英
詩
評
論
﹄
第
五
号
、

昭
和
六
三
年
六
月
︶、
八
六
頁
参
照
。

︵

︶
日
夏
耿
之
介
は
﹁
本
邦
に
於
け
る
バ
イ
ロ
ン
熱
﹂︵﹃
英
語
と
英
文
學
﹄、
昭

７

和
四
年
七
月
︶
の
中
で
、﹃
早
稲
田
文
學
﹄
掲
載
の
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
を
論
ず
﹂

の
記
事
に
対
し
て
、﹁
文
學
史
的
省
察
も
傳
記
的
詮
索
も
な
い
當
年
の
常
識

文
學
論
の
一
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
、
論
じ
る
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
完
全
否

定
の
評
価
を
下
し
て
い
る
が
︵﹃
日
夏
耿
之
介
全
集
﹄
第
七
卷
︵
河
出
書
房

新
社
、
昭
和
四
九
年
︶、
三
五
九
頁
︶、
筆
者
は
寧
ろ
、
バ
イ
ロ
ン
の
伝
記
を

熱
の
な
い
調
子
で
紹
介
し
つ
つ
、
バ
イ
ロ
ン
の
文
学
を
浅
薄
な
も
の
と
し

て
文
学
史
的
観
点
か
ら
否
定
評
価
を
下
す
と
い
う
、﹁
當
年
の
常
識
文
學
論
﹂

が
、﹃
早
稲
田
文
學
﹄
掲
載
の
バ
イ
ロ
ン
記
事
二
篇
︵﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
の
傳
﹂

及
び
﹁
バ
イ
ロ
ン
卿
を
論
ず
﹂︶
と
い
う
か
た
ち
で
登
場
し
て
き
た
こ
と
の

史
的
意
味
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
佐
渡
谷
重
信
も
、
こ
の
時
期

に
﹁
バ
イ
ロ
ン
批
判
の
声
が
生
れ
た
﹂
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
佐
渡
谷
﹁
近

代
日
本
と
バ
イ
ロ
ン
﹂︿
バ
イ
ロ
ン
の
世
界
︱
︱
生
誕
二
〇
〇
年
特
集
﹀︵﹃
英

語
青
年
﹄
第
一
三
四
巻
第
一
号
、
昭
和
六
三
年
四
月
︶、
七
頁
。

︵

︶
こ
の
意
味
で
、
佐
渡
谷
重
信
が
、﹁
明
治

年
代
に
入
り
、
ま
す
ま
す
バ
イ

８

30

ロ
ン
熱
は
高
ま
り
﹂
云
々
と
し
た
り
、﹁
明
治

年
代
は
依
然
と
し
て
ウ
ェ

30

ル
テ
ル
熱
、
カ
ー
ラ
イ
ル
熱
、
バ
イ
ロ
ン
熱
と
い
う
三
大
熱
病
が
流
行
し
﹂

云
々
と
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
佐
渡
谷
﹁
ジ
ョ
ー

ジ
・
Ｇ
・
バ
イ
ロ
ン
と
明
治
期
の
翻
訳
﹂︵﹃
西
南
学
院
大
学
英
語
英
文
学
論

集
﹄
第
二
八
巻
第
三
号
、
昭
和
六
三
年
三
月
︶、
三
三
頁
。

︵

︶
矢
野
峰
人
﹃﹃
文
學
界
﹄
と
西
洋
文
学
﹄、︿
新
訂
版
﹀︵
学
友
社
、
昭
和
四
五

９

年
︶、
五
七
頁
参
照
。
ま
た
、
藤
村
自
身
が
亀
井
勝
一
郎
に
語
っ
た
言
葉
の

中
に
﹁
私
ど
も
の
や
つ
た
﹃
文
學
界
﹄
で
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
い
へ
ば
主
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に
イ
ギ
リ
ス
浪
曼
派
、
バ
イ
ロ
ン
な
ど
を
讀
ん
だ
も
の
で
す
﹂
と
い
う
言
葉

が
あ
り
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
に
と
っ
て
バ
イ
ロ
ン
が
特
に
愛
読
し
た
﹁
イ
ギ

リ
ス
浪
曼
派
﹂
の
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
亀
井
﹃
島
崎
藤
村
論
﹄

︵
新
潮
文
庫
、
昭
和
三
一
年
︶、
二
六
四
頁
。

︵

︶﹃
藤
村
全
集
﹄
第
一
三
巻
︵
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
二
年
︶、
一
〇
六
頁
。

10
︵

︶﹃
文
學
界
﹄
同
人
に
つ
い
て
は
誰
を
同
人
と
数
え
る
か
に
つ
い
て
諸
説
あ
る

11

が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、﹁
同
人
規
定
が
曖
昧
で
あ
つ
た
こ
と
を
認
め
る
と

す
れ
ば
、
同
人
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
は
雑
誌
や
他
の
同
人
と
の
親
疎
関

係
、
同
人
と
し
て
異
論
の
な
い
天
知
、
禿
木
、
藤
村
、
秋
骨
の
大
多
数
が
こ

れ
を
同
人
と
認
め
る
か
ど
う
か
に
よ
つ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う

笹
渕
友
一
の
見
解
に
賛
同
し
、
藤
村
の
認
識
を
踏
ま
え
た
笹
渕
の
見
解
︵
最

初
の
同
人
は
星
野
兄
弟
、
禿
木
、
秋
骨
、
透
谷
と
藤
村
の
六
人
で
、
後
に
孤

蝶
、
上
田
敏
が
﹁
仲
間
入
り
﹂
し
た
と
す
る
見
解
︶
を
踏
襲
す
る
。
笹
渕
﹃﹁
文

學
界
﹂
と
そ
の
時
代
﹄
上
巻
︵
明
治
書
院
、
昭
和
三
四
年
︶、
三
︱
九
頁
。

︵

︶
吉
田
精
一
﹃
浪
漫
主
義
研
究
﹄︿
吉
田
精
一
著
作
集
第
九
巻
﹀︵
桜
楓
社
、
昭

12

和
五
五
年
︶、
一
一
一
頁
。

︵

︶﹃
文
學
界
﹄
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
笹
渕
友
一
編
﹃
女
學
雜
誌
・
文
學
界

13

集
﹄︿
明
治
文
學
全
集
三
二
﹀︵
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
八
年
︶
に
拠
り
、
以
下

本
文
中
に
頁
番
号
の
み
を
略
記
す
る
。
ル
ビ
、
傍
点
、
圏
点
そ
の
他
は
必
要

な
場
合
の
み
記
す
。
な
お
、﹃
女
學
雜
誌
・
文
學
界
集
﹄
に
未
収
録
の
文
章

の
引
用
は
初
出
に
拠
り
、
本
文
中
に
巻
号
及
び
頁
番
号
を
記
す
。

︵

︶
引
用
箇
所
の
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。﹁
あ
る
ご
親
切
な
決
疑
論
者
は
、

14

私
に
信
仰
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
／
無
署
名
の
出
版
物
で
喋
々
す
る
の

が
お
好
き
な
よ
う
だ
。
／
し
か
し
、
そ
の
人
た
ち
を
私
と
共
に
祈
ら
せ
て

み
よ
。
／
す
る
と
、
あ
な
た
は
誰
が
最
短
の
道
の
り
で
天
国
に
行
く
の
に

／
最
も
適
切
な
見
解
の
持
ち
主
で
あ
る
か
き
っ
と
お
分
か
り
に
な
る
だ
ろ

う
。
／
私
の
祭
壇
は
山
々
で
あ
り
、
大
洋
で
あ
り
、
／
大
地
で
あ
り
、
大
気

で
あ
り
、
星
々
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
／
あ
の
魂
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
い
つ

か
受
け
取
っ
て
く
れ
る
大
い
な
る
﹁
全
体
﹂
か
ら
生
ま
れ
で
る
全
て
の
も
の

な
の
だ
。﹂︵
拙
訳
︶

︵

︶
秋
骨
は
、﹁
近
世
の
思
潮
を
論
ず
﹂︵
戸
川
明
三
署
名
、﹃
帝
國
文
學
﹄、
明
治

15

二
九
年
一
月
︶
に
お
い
て
も
、﹁
佛
國
革
命
に
前
後
し
て
英
の
突
進
的
詩
人

が
、
當
時
の
抑
壓
制
度
に
滿
足
せ
ず
し
て
、
或
は
宗
敎
的
に
或
は
社
會
的
に

切マ
マ

り
に
當
り
當
時
に
反
抗
せ
し
は
、
其
の
行
爲
に
於
て
見
る
べ
く
其
の
製

作
に
於
て
見
る
べ
し
、
バ
イ
ロ
ン
の
﹁
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
﹂
に
は
其
の
不
滿
の

聲
を
聞
く
べ
く
、
シ
ェ
レ
ー
の
﹁
ブマ
マ

ロ
メ
シ
ア
ス
﹂
に
は
其
の
反
抗
の
氣
焰

を
覗
ふ
べ
し
﹂
云
々
と
書
い
て
お
り
、
こ
こ
で
も
バ
イ
ロ
ン
を
﹁
繩
墨
打
破
﹂

の
詩
人
と
し
て
見
る
見
方
を
披
露
し
て
い
る
。

︵

︶
笹
渕
友
一
は
、
直
接
的
に
は
バ
イ
ロ
ン
に
論
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、﹁
繩

16

墨
打
破
﹂
的
な
﹁﹁
文
学
界
﹂
初
期
の
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
現
は
れ
﹂
と

し
て
、
星
野
天
知
の
﹁
狂
僧
、
志
道
軒
﹂︵﹃
文
學
界
﹄
第
五
號
、
明
治
二
六

年
五
月
︶
を
挙
げ
て
い
る
。
笹
渕
に
よ
れ
ば
、﹁
天
知
の
志
道
軒
論
は
社
会

の
﹁
偽
善
偽
徳
﹂
を
悪
み
、﹁
縄
墨
を
ず
た
〳
〵
に
引
切
﹂
つ
た
、
い
は
ば
バ

イ
ロ
ン
的
志
道
軒
論
﹂
で
あ
る
。
笹
渕
前
掲
書
︵
上
︶、
四
八
五
頁
参
照
。
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︵

︶
平
田
禿
木
の
星
野
勇
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
笹
渕
前
掲
書
︵
上
︶、
五

17

四
六
頁
参
照
。
ま
た
、
笹
渕
に
よ
れ
ば
、
禿
木
の
恋
愛
は
、
彼
が
一
高
入
学

の
頃
︵
明
治
二
三
年
頃
︶
よ
り
始
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
同
時
期
、
禿

木
は
学
校
の
図
書
館
で
バ
イ
ロ
ン
の
﹃
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
﹄

を
読
み
耽
っ
て
い
た
。
同
書
、
同
頁
参
照
。

︵

︶
田
吹
長
彦
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
夢
紀
行
︱
︱
詩
人
バ
イ
ロ
ン
の
旅
︿
ベ
ル
ギ
ー
・

18

ラ
イ
ン
河
・
ス
イ
ス
編
﹀﹄︵
丸
善
出
版
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
平
成
一
八
年
︶、

一
八
〇
︱
一
八
七
頁
参
照
。

︵

︶
星
野
天
知
の
松
井
ま
ん
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
笹
渕
前
掲
書
︵
上
︶、
四

19

五
八
︱
四
五
九
頁
参
照
。

︵

︶
同
書
、
五
一
三
頁
参
照
。
ま
た
、
笹
渕
は
、
秋
骨
の
﹁
變
調
論
﹂
へ
の
透
谷

20

の
﹁
内
部
生
命
論
﹂﹁
萬
物
の
聲
と
詩
人
﹂
の
影
響
を
指
摘
し
、﹁﹁
文
学
界
﹂

同
人
の
中
で
も
最
も
バ
イ
ロ
ン
的
で
あ
つ
た
透
谷
を
通
じ
て
秋
骨
の
中
に

も
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
へ
の
共
感
が
起
つ
た
﹂
と
も
論
じ
て
い
る
。
同
書
、
五
一

四
頁
。

︵

︶﹁
み
を
つ
く
し
﹂
の
作
中
人
物
の
恋
愛
が
、﹁
主
と
し
て
孤
蝶
自
身
の
恋
愛
体

21

験
を
踏
ま
へ
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
七
一
九
頁
参
照
。

た
だ
し
笹
渕
は
、
孤
蝶
が
﹁﹁
バ
イ
ロ
ン
の
詩
集
、
エ
ル
テ
ル
が
愁
な
ど
﹂
に

感
化
さ
れ
た
広
田
︵﹁
み
を
つ
く
し
﹂
の
男
主
人
公
、
筆
者
注
︶
の
情
緒
に
対

し
て
屢
々
冷
い
批
判
を
加
へ
て
ゐ
る
﹂
の
を
、﹁
色
情
の
肯
定
﹂
と
い
う
立

場
か
ら
の
﹁
孤
蝶
自
身
の
恋
愛
に
対
す
る
自
己
批
判
或
は
自
己
主
張
と
い

ふ
べ
き
も
の
﹂
と
捉
え
て
い
る
。
同
書
、
七
二
〇
頁
参
照
。

︵

︶﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
を
一
種
の
バ
イ
ロ
ン
論
と
見
る
見
方
に
つ
い
て
は
、

22

前
掲
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。

︵

︶
十
川
信
介
は
、﹁
実
社
会
に
お
け
る
結
婚
よ
り
も
﹁
霊
界
の
結
婚
﹂
を
重
ん

23

じ
る
天
知
の
恋
愛
観
﹂
を
表
現
し
た
﹁
草
庵
の
澁
茶
﹂︵﹃
白
表
女
學
雜
誌
﹄

第
三
三
九
號
、
明
治
二
六
年
二
月
︶
も
、﹁
透
谷
の
﹁
厭
世
詩
家
と
女
性
﹂
に

通
じ
﹂
る
評
論
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
十
川
﹁﹁
不
健
全
﹂
な
文
学
Ⅰ
﹂［﹃﹁
ド

ラ
マ
﹂・﹁
他
界
﹂
︱
︱
明
治
二
十
年
代
の
文
学
状
況
﹄︵
筑
摩
書
房
、
昭
和
六

二
年
︶、
一
九
八
︱
一
九
九
頁
参
照
］。

︵

︶
笹
渕
友
一
も
、
天
知
の
﹁
業
平
朝
臣
東
下
り
の
姿
﹂
に
触
れ
て
、
天
知
が
﹁
業

24

平
の
悲
憤
と
情
熱
と
を
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
的
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
と
見
る
の
は
一

つ
の
思
ひ
つ
き
で
あ
り
、
文
学
史
観
の
ア
ク
セ
サ
リ
で
あ
る
﹂
と
述
べ
、
天

知
の
業
平
的
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
に
、
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
の

影
を
見
て
い
る
。
笹
渕
前
掲
書
︵
上
︶、
四
八
四
頁
。

︵

︶
こ
の
﹁
重
さ
﹂
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。

25
︵

︶
勝
本
清
一
郎
は
、
透
谷
の
恋
愛
観
と
他
の
﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
そ
れ
と
の
落

26

差
に
触
れ
て
、
前
者
の
そ
れ
が
非
童
貞
の
精
神
主
義
的
恋
愛
観
で
あ
る
の

に
対
し
、
後
者
の
そ
れ
は
童
貞
の
初
心
な
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ

た
、
と
説
明
し
て
い
る
。
勝
本
﹃
近
代
文
学
ノ
ー
ト
２
﹄︵
み
す
ず
書
房
、
昭

和
五
四
年
︶、
一
二
〇
頁
。

︵

︶
笹
渕
友
一
は
、
秋
骨
の
バ
イ
ロ
ン
及
び
シ
ェ
リ
ー
に
対
す
る
感
銘
を
、﹁
彼

27

が
キ
リ
ス
ト
教
の
雰
囲
気
の
中
で
育
ち
、
そ
の
感
化
を
受
け
て
ゐ
た
だ
け

に
却
つ
て
彼
自
身
の
中
に
所
謂
縄
墨
打
破
の
情
熱
が
喚
び
さ
ま
さ
れ
た
﹂
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結
果
と
捉
え
て
い
る
。
だ
が
、
笹
渕
自
身
、﹁
そ
れ
は
秋
骨
の
精
神
的
傾
向

の
一
面
に
と
ど
ま
る
﹂
と
留
保
を
つ
け
て
い
る
通
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
秋
骨

に
と
っ
て
打
破
す
べ
き
﹁
縄
墨
﹂
の
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
笹
渕
前
掲
書
︵
上
︶、
五
〇
二
頁
参
照
。
な
お
、
笹
渕
は
、
秋
骨
が

﹁
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
の
感
化
﹂
と
﹁
宗
教
に
対
す
る
懐
疑
﹂
を
、
創
作
﹁
迷
夢
﹂

︵﹃
文
學
界
﹄
第
二
〇
號
、
明
治
二
七
年
八
月
︶
の
中
に
結
晶
さ
せ
て
い
る
と

論
じ
、﹁
超
俗
主
義
と
現
実
主
義
の
間
で
、
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
の
嵐
に
揉
ま
れ

て
ゐ
る
の
が
当
時
の
秋
骨
で
あ
つ
た
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
同
書
、
五
一

七
︱
五
一
九
頁
参
照
。

︵

︶
こ
の
こ
と
は
、
藤
村
の
即
興
詩
﹁
六
子
に
寄
す
る
の
詩
﹂
の
中
の
﹁
バ
イ
ロ

28

ン
を
あ
は
れ
み
て
戸
川
棲
月
に
寄
す
﹂
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
笹
渕
友
一
は
、
こ
の
短
詩
に
、﹁
世
俗
に
対
す
る
反
逆
或
は
世
俗

か
ら
の
超
越
、
激
し
い
感
情
の
動
揺
、
ま
す
ら
を
ぶ
り
、
世
界
観
的
苦
悩
の

翳
と
い
つ
た
﹂﹁
一
口
に
い
へ
ば
バ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
﹂
の
気
分
が
横
溢
し
て
い

る
が
、
そ
れ
が
た
だ
単
に
﹁
情
熱
的
ポ
ー
ズ
を
示
す
語
句
﹂
で
散
漫
に
表
現

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、﹁
文
学
精
神
の
問
題
と
し
て
明
確
に
把
握
さ
れ

て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
﹂
い
、
と
論
じ
て
い
る
。
同
書
、
九
五
一
︱
九
五
二
頁

参
照
。

︵

︶
十
川
信
介
は
、﹃
文
學
界
﹄
同
人
の
﹁
實
﹂
軽
視
の
姿
勢
を
﹁
不
健
全
﹂
と
見

29

な
す
徳
冨
蘇
峰
や
山
路
愛
山
の
批
判
に
論
及
し
つ
つ
、
透
谷
を
除
く
﹃
文
學

界
﹄
同
人
の
世
間
一
般
に
対
す
る
否
定
の
姿
勢
の
弱
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
も
、
透
谷
を
除
く
﹃
文
學
界
﹄
同
人
に
お
け
る
﹁
繩
墨
﹂
に
対
す

る
意
識
の
曖
昧
さ
の
表
れ
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
十
川
前

掲
書
、
一
九
七
︱
二
〇
二
頁
参
照
。

※
紙
幅
の
都
合
上
、
参
考
文
献
リ
ス
ト
は
註
記
で
代
え
さ
せ
て
頂
く
。
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Rebellious Byronism among the Members of Bungakukai

Yu̅ki KIKUCHI

Abstract

In May 1894, To̅koku Kitamura, representative of the Byromaniacs in the Meiji period, commit-

ted suicide, which gave younger members of the literary magazine Bungakukai an opportunity to

liberate themselves from Byromania or Byronism. For these younger members, Byronism meant

a rebellious spirit against social, moral and religious norms, modeled after various exaggerated anti

-social or anti-Christian images extracted from Byron and Byronic heroes. Whilst the younger

Bungakukai members’ enthusiasm for Byron was formed under the influence of To̅koku’s Byron-

ism, the former was less serious and thoughtful than the latter. Arguably, it derived from the fact

that these younger literati were too inexperienced and innocent to be able to discern norms to

challenge and break down, while To̅koku came to realize the restraints of social norms through his

bitter married life. Their naïve lack of awareness of norms to challenge is the reason why they

could not help giving up their own vague Byronism after To̅koku’s death.

Key words; Bungakukai, Byron, Byromania, Byronism, A Rebellious Spirit

聖学院大学論叢 第 26 巻 第１号 2013 年

― 252 ―（21）

人文学部・日本文化学科 論文受理日 2013 年７月２日




