
戦
後
に
お
け
る
保
田
與
重
郎
研
究
の
基
本
的
な
視
座
は
、
保
田
の

思
想
を
生
地
大
和
の
風
土
に
結
び
つ
け
、
疑
い
よ
う
も
な
く
切
実
な

も
の
と
し
て
当
時
の
若
者
た
ち
の
心
を
捉
え
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
は
や
く
、
橋
川
文
三
は
『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
（
昭
和
三
五

年
初
版
、
未
来
社
）
所
収
の
論
稿
「
美
意
識
と
政
治
」
の
な
か
で
、
保

田
の
「
郷
士
」
が
「
た
ま
た
ま
大
和
朝
廷
の
風
士
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
保
田
の
美
意
識
も
し
く
は
歴
史
意
識
に
対
し
て
、
決
定
的

な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
を
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
」
と
記
し
て

い
る
。
（
増
補
版
、
八
九
頁
）
こ
れ
を
保
田
評
価
の
中
核
と
し
て
全
面

は
じ
め
に

保
田
與
重
郎
の
習
作
期
Ｉ
「
上
代
袋
術
理
念
の
完
成
」
を
中
心
に
Ｉ

的
に
展
開
し
た
の
は
、
橋
川
の
著
書
が
も
た
ら
し
た
再
評
価
の
動
き

の
な
か
で
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
日
本
浪
曼
派
研
究
』
第
一
号
（
昭
和

四
一
年
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
久
保
典
夫
氏
の
「
転
向
と
日
本

浪
曼
派
Ｉ
保
田
與
重
郎
を
め
ぐ
っ
て
」
で
あ
る
。
大
久
保
氏
は
、

保
田
の
「
故
郷
」
が
日
本
古
典
の
ふ
る
さ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
た
う
え
で
、
そ
の
思
想
形
成
過
程
を
、
「
保
田
は
、
〈
西
洋
〉
を
学

ぶ
こ
と
を
や
め
て
彼
自
身
の
少
年
期
に
回
帰
し
た
と
い
え
る
の
だ
が
、

保
田
の
独
自
性
は
、
「
『
日
本
』
の
血
統
」
を
尋
ね
る
こ
と
が
自
己
の

血
統
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
そ
の
ま
ま
重
な
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
」
と
跡
づ
け
て
み
せ
た
。
（
五
九
’
六
○
頁
）

保
田
の
思
想
を
そ
の
出
自
と
関
わ
ら
せ
て
読
み
解
く
試
み
は
そ
の

（
１
）

後
の
研
究
に
お
い
て
継
承
さ
れ
、
奥
出
健
氏
の
「
保
田
与
重
郎
小
論

渡
辺
和
端
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ｌ
浪
曼
と
戦
争
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
昭
和
五
一
年
一
月
）

に
至
っ
て
、
「
少
年
期
か
ら
古
典
を
読
み
こ
な
せ
る
卓
抜
な
才
能
を

持
っ
て
い
た
」
と
い
う
神
話
的
な
観
念
へ
と
肥
大
し
て
い
く
。
保
田

の
大
和
近
辺
の
風
景
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
確
か
さ
を
指
摘
し
た
う

え
で
、
奥
出
氏
は
、
「
日
本
の
知
識
人
は
一
般
に
古
典
を
後
天
的
に

教
養
と
し
て
受
け
取
る
に
対
し
、
保
田
は
そ
の
少
年
期
の
文
化
受
容

過
程
に
於
い
て
、
古
典
を
教
養
で
は
な
く
「
ふ
る
さ
と
」
そ
の
も
の
と

し
て
受
け
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
一
八
五
頁
）

保
田
が
少
年
時
代
か
ら
古
典
に
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
評
価
は
、

保
田
を
批
判
す
る
立
場
の
人
々
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
保
田
再
評

価
へ
の
果
敢
な
批
判
者
の
一
人
で
あ
っ
た
和
泉
あ
き
氏
は
、
「
日
本

浪
曼
派
の
古
典
評
価
（
Ⅱ
）
」
（
『
文
学
的
立
場
』
昭
和
四
一
年
五
月
）
に
お

い
て
、
保
田
の
「
大
和
讃
美
」
が
「
無
媒
介
に
少
年
期
か
ら
の
延
長

線
上
に
あ
る
も
の
で
な
い
」
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
保
田
が
「
大
和
」

に
生
ま
れ
少
年
時
代
か
ら
古
典
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
を
容
認
し
、

「
全
く
お
説
え
む
き
に
彼
が
古
い
日
本
国
家
発
祥
の
地
、
大
和
の
出

身
で
あ
っ
た
の
が
、
決
定
的
に
重
要
な
偶
然
と
み
る
こ
と
な
ら
、
私

も
も
ち
ろ
ん
賛
成
で
あ
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
（
二
頁
）

（
２
）

こ
う
し
た
評
価
は
、
し
か
し
、
多
く
は
昭
和
一
○
年
代
半
ば
以
後

の
保
田
自
身
の
発
言
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
保
田

（
３
）

の
思
想
形
成
を
分
析
し
た
結
果
と
は
い
い
が
た
い
。
保
田
の
思
想
形

保
田
は
、
昭
和
五
年
二
月
発
行
の
大
阪
高
校
『
校
友
会
雑
誌
』
第

八
号
に
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
付
石
仏
の
時
代
的
意
義
」
を
掲

載
し
て
い
る
。
保
田
に
と
っ
て
、
前
年
二
月
の
同
誌
第
七
号
に
発
表

し
た
「
世
阿
弥
の
芸
術
思
想
」
に
つ
づ
く
第
二
論
文
で
あ
る
。

冒
頭
保
田
は
、
「
白
鳳
天
平
の
時
代
は
わ
が
国
の
文
学
美
術
が
比

類
な
い
高
躍
を
示
し
た
時
代
で
あ
る
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。

一
般
的
見
方
に
よ
る
と
天
平
の
彫
刻
は
白
鳳
期
の
古
拙
さ
が
円

熟
の
技
巧
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
が

そ
れ
は
果
し
て
正
し
い
見
方
で
あ
ら
う
か
。
文
学
上
に
於
て
の

実
例
は
白
鳳
に
秀
れ
て
天
平
に
劣
る
と
す
る
の
が
一
般
的
見
解

で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
佐
々
木
信
綱
博
士
は
そ

の
理
由
を
、
文
学
殊
に
詩
歌
は
人
間
の
感
情
の
直
接
表
現
で
あ

る
た
め
に
他
の
芸
術
に
先
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
ゐ

る
が
そ
れ
は
正
し
い
考
へ
方
で
あ
ら
う
か
。
之
の
疑
問
を
解
く

前
に
私
は
白
鳳
期
に
流
れ
る
理
念
・
天
平
期
に
於
け
る
理
念
に

つ
い
て
考
へ
て
お
か
う
。
そ
れ
が
又
「
天
平
期
即
完
成
期
」
と

成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
史
料
に
基
づ
き
、

（
４
）

先
行
思
想
の
影
響
を
踏
ま
え
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
士
田
杏
村
の
白
鳳
天
平
論
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は
如
何
な
る
意
味
か
の
解
義
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
『
保
田

與
重
郎
全
集
』
ｌ
以
後
『
全
集
』
’
第
四
○
巻
、
三
○
’
一
頁
）

こ
こ
に
示
さ
れ
た
、
文
学
と
美
術
の
発
達
に
見
ら
れ
る
白
鳳
と
天

平
の
ズ
レ
と
い
う
主
題
は
、
論
稿
中
に
そ
の
名
は
見
え
な
い
が
、
文

化
主
義
の
論
客
と
し
て
当
時
活
発
な
言
論
活
動
を
展
開
し
て
い
た
土

田
杏
村
が
、
「
万
葉
時
代
に
於
け
る
文
学
の
理
念
と
美
術
の
理
念
」

と
題
し
て
『
学
苑
』
昭
和
三
年
三
月
号
に
発
表
し
、
の
ち
「
万
葉
時

代
に
於
け
る
文
学
と
美
術
の
理
念
」
と
改
題
し
て
『
国
文
学
の
哲
学

的
研
究
』
第
二
巻
（
昭
和
三
年
一
○
月
）
に
収
録
し
た
論
文
に
お
い
て

提
起
し
た
も
の
と
は
っ
き
り
し
た
対
応
を
み
せ
て
い
る
。

雰
頭
士
田
は
、
「
飛
烏
奈
良
二
京
時
代
は
我
国
に
於
い
て
文
学
と

美
術
と
の
類
ひ
な
い
高
躍
期
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
以
下
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。

美
術
は
天
平
時
代
に
於
い
て
最
盛
期
に
達
し
た
が
、
文
学
は
そ

れ
よ
り
も
一
時
代
前
の
白
鳳
時
代
（
文
学
の
方
で
は
藤
原
朝
と

い
ふ
語
を
多
く
使
っ
て
ゐ
る
が
）
に
於
い
て
既
に
最
高
調
期
に

達
し
て
ゐ
た
と
通
説
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
万
葉
の

最
高
権
威
者
佐
佐
木
信
綱
博
士
は
暗
示
深
く
次
の
や
う
に
書
い

て
居
ら
れ
る
。
「
万
葉
集
を
考
へ
る
と
、
（
中
略
）
藤
原
朝
に
そ

の
全
盛
に
達
し
、
天
平
時
代
に
於
い
て
は
既
に
燗
熟
し
、
や
や

衰
退
を
示
し
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
等
に
於
い

て
は
、
天
平
時
代
に
そ
の
全
盛
に
達
し
た
。
（
中
略
）
」
（
博
士

著
『
万
葉
浪
筆
』
八
頁
）
（
中
略
）
併
し
若
し
文
学
と
美
術
と
そ

の
間
に
完
成
の
純
否
に
時
代
の
相
違
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、

我
々
は
進
ん
で
そ
の
理
由
を
探
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佐

佐
木
博
士
も
亦
右
の
観
察
の
直
ち
に
後
に
、
「
こ
れ
は
、
文
学

が
人
間
の
感
情
の
直
接
の
表
現
で
あ
っ
て
他
の
芸
術
よ
り
は
一

歩
先
立
っ
て
行
く
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
歌
に
現
は
れ
た
偉

大
な
る
完
成
が
、
や
が
て
他
の
芸
術
の
方
に
現
は
れ
て
く
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
言
っ
て
ゐ
ら
れ
る
。
博
士
の
見
方
も
勿

論
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
併
し
私
は
文
学
と
美
術
と
に
於
け
る

完
成
の
こ
の
純
否
の
時
代
相
違
を
第
一
に
厳
密
に
は
疑
問
に
し

て
ゐ
る
。
（
『
土
田
杏
村
全
集
』
第
一
二
巻
、
二
四
三
’
四
頁
）

土
田
は
、
『
万
葉
集
』
は
白
鳳
に
最
盛
期
を
迎
え
、
建
築
、
彫
刻
、

絵
画
に
お
い
て
は
天
平
が
そ
の
頂
点
を
な
す
と
い
う
学
界
の
通
説
を

紹
介
し
、
し
か
し
「
奈
良
朝
の
美
術
は
果
し
て
天
平
時
代
に
於
い
て

完
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
」
同
、
二
四
五
頁
）
と
問
題
提
起
し

て
い
る
。
保
田
の
冒
頭
の
論
述
が
、
佐
々
木
信
綱
の
発
言
を
含
め
て
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
を
士
田
論
文
に
負
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

保
田
は
、
主
題
の
提
示
に
つ
づ
い
て
、
具
体
的
に
白
鳳
と
天
平
の

比
較
論
に
入
っ
て
い
く
。

天
平
の
も
の
に
は
勿
論
白
鳳
に
劣
ら
ぬ
偉
大
な
も
の
が
あ
る
が
、

わ
た
し
共
は
そ
れ
と
同
じ
見
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
古
・

白
鳳
期
の
も
の
に
天
平
に
劣
ら
ぬ
す
ぐ
れ
た
作
品
を
見
出
す
で
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あ
ら
う
。
／
例
へ
ぱ
薬
師
寺
の
三
尊
仏
の
如
き
決
し
て
三
月
堂

の
諸
仏
に
劣
る
も
の
で
な
い
。
又
新
薬
師
寺
の
香
薬
師
立
像
の

如
き
橘
夫
人
念
持
仏
の
如
き
或
ひ
は
又
、
中
宮
寺
の
弥
勒
半
伽

像
の
如
き
は
私
一
個
か
ら
い
へ
ば
三
月
堂
の
諸
仏
よ
り
は
る
か

に
好
ま
し
い
対
象
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
決
し
て
後
者
が
前
者

マ
マ

に
劣
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
作
の
絶
体
価
値
を

云
々
す
る
よ
り
は
決
し
て
天
平
が
白
鳳
に
勝
る
と
は
い
へ
ぬ
筈

で
あ
る
。
（
三
一
頁
）

保
田
は
、
白
鳳
と
天
平
の
仏
像
を
比
較
し
た
と
き
、
芸
術
的
に
見

て
一
方
的
に
天
平
が
白
鳳
に
ま
さ
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
具
体

例
を
挙
げ
て
論
ず
る
。
こ
の
比
較
論
は
、
具
体
的
な
例
示
を
含
め
て
、

お
お
む
ね
土
田
の
論
文
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
土
田
論
文
は

こ
の
点
に
つ
い
て
、

天
平
に
は
勿
論
偉
大
な
る
作
品
の
多
く
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
同

じ
見
方
を
以
て
我
々
は
推
古
白
鳳
時
代
に
も
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
偉

大
な
る
作
品
が
あ
っ
た
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。

文
学
に
於
け
る
人
麿
に
匹
敵
す
る
も
の
に
は
薬
師
寺
の
三
尊
が

あ
る
。
こ
の
三
尊
の
芸
術
的
価
値
は
、
決
し
て
三
月
堂
諸
像
の

そ
れ
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
。
（
前
掲
、
二
四
五
頁
）

私
自
身
の
好
み
の
上
よ
り
す
れ
ば
、
薬
師
寺
三
尊
は
三
月
堂
や

戒
壇
院
の
諸
像
に
も
ま
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
併
し
も

と
よ
り
後
者
の
価
値
を
前
者
の
そ
れ
に
対
し
て
遜
色
あ
る
も
の

だ
と
は
微
塵
も
考
へ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
天
平
芸
術
に
特
に

深
い
関
心
を
持
つ
も
の
で
も
、
作
品
の
絶
対
的
な
る
芸
術
価
値

を
語
る
時
に
は
、
い
か
程
偏
執
し
た
評
価
を
以
て
も
、
天
平
は

白
鳳
に
超
え
る
と
は
言
ひ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
（
二
四
八
’
九
頁
）

と
論
じ
て
い
る
。

両
者
を
対
照
さ
せ
れ
ば
、
保
田
が
、
土
田
の
論
文
を
手
元
に
置
き

な
が
ら
原
稿
用
紙
に
向
か
っ
て
い
る
様
子
が
坊
佛
と
す
る
。
保
田
の

「
私
一
個
か
ら
い
へ
ば
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
土
田
の
「
私
自
身

の
好
み
の
上
よ
り
す
れ
ば
」
を
真
似
た
も
の
で
あ
る
。
保
田
が
、
絶

対
的
な
価
値
か
ら
し
て
白
鳳
は
天
平
に
劣
ら
な
い
と
い
う
評
価
を
土

田
に
学
ん
だ
こ
と
は
疑
い
な
い
。

次
に
保
田
は
、
推
古
、
白
鳳
、
天
平
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ

の
美
術
の
特
徴
を
詳
細
に
論
述
す
る
。
保
田
は
ま
ず
、
「
推
古
時
代

は
朝
鮮
を
へ
て
北
魏
の
手
法
を
伝
来
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
形
式
的

に
す
ぐ
れ
た
完
成
さ
へ
も
示
し
て
ゐ
る
。
ひ
た
ぶ
る
な
模
倣
時
代
の

精
神
的
産
物
で
あ
る
」
（
三
一
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
土
田
論
文

の
、

白
鳳
に
先
立
つ
推
古
時
代
は
朝
鮮
を
通
じ
て
北
魏
式
の
仏
教
美

術
を
模
倣
し
た
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
期
の
作
品
は
著
し
く
形
式

的
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
形
式
は
不
思
議
に
美
し
い
精
練
の
加

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
推
古
美
術
の
形
式
美
は
そ
れ
自
身

と
し
て
既
に
完
成
の
域
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
前
掲
、
二
五
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○
頁
）

と
い
う
記
述
に
依
拠
し
て
い
る
。
朝
鮮
を
経
由
し
た
北
魏
式
の
手
法

を
模
倣
し
形
式
美
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
、
推
古
仏
の
特
徴
に
つ
い

て
の
記
述
は
、
お
お
む
ね
共
通
し
て
い
る
。

白
鳳
期
に
な
る
と
「
今
迄
朝
鮮
を
経
由
し
て
き
た
文
化
は
直
接
支

那
よ
り
前
代
よ
り
も
旺
ん
に
伝
来
さ
れ
た
、
が
そ
れ
ら
は
精
神
を
わ

す
れ
た
外
形
の
模
倣
で
あ
っ
た
」
と
保
田
は
つ
づ
け
る
。
（
三
二
頁
）

当
代
の
特
色
は
前
代
の
形
式
の
美
を
う
け
つ
ぐ
と
同
時
に
進
歩

的
な
感
情
生
活
を
全
部
的
に
包
括
し
た
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

即
ち
形
式
上
で
は
北
魏
の
円
熟
な
形
式
を
う
け
つ
ぎ
、
そ
れ
に

唐
式
模
倣
を
加
味
し
た
、
殊
に
法
隆
寺
壁
画
の
如
き
は
ア
ジ
ア

ン
タ
の
影
響
を
さ
へ
直
接
う
け
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
／
而
し
て
こ

の
時
代
の
こ
の
意
志
的
な
制
作
活
動
が
作
っ
た
も
の
と
し
て
薬

師
三
尊
像
・
橘
夫
人
念
持
仏
等
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
温

容
で
深
蔵
で
進
歩
的
で
、
富
か
な
同
化
力
と
包
容
力
を
両
頬
に

表
現
し
て
ゐ
る
如
く
に
感
ぜ
ら
れ
る
・
香
薬
師
像
（
新
薬
師
寺
）

の
摺
の
洗
練
さ
れ
た
、
そ
れ
で
ゐ
て
雄
暉
な
曲
線
の
美
、
鼻
の

線
の
美
さ
等
は
近
代
彫
刻
家
と
同
じ
技
巧
で
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
精
神
感
情
生
活
の
表
現
に
於
て
は
ま
こ
と
に
当
代
一
流
の

代
表
物
で
あ
る
。
（
三
三
豆

こ
の
記
述
は
、
土
田
論
文
の
以
下
の
よ
う
な
部
分
を
参
照
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

白
鳳
時
代
に
這
入
っ
て
か
ら
美
術
は
直
接
に
階
唐
の
様
式
を
輸

入
し
模
倣
し
始
め
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
白
鳳
の
美
術
は
一
方
で
は

北
魏
式
の
美
し
い
形
式
を
伝
承
し
つ
つ
、
他
方
で
は
唐
の
豊
な

る
芸
術
的
文
化
的
生
活
内
容
を
包
容
し
よ
う
と
し
た
。
（
中
略
）

法
隆
寺
の
壁
画
は
唐
式
模
倣
の
色
彩
の
濃
厚
な
る
も
の
で
あ
り
、

寧
ろ
印
度
ア
ジ
ャ
ン
タ
の
窟
院
画
を
直
接
に
伝
承
し
た
観
を
呈

し
た
。
薬
師
寺
の
三
尊
は
ま
こ
と
に
完
成
せ
ら
れ
た
形
式
美
を

持
ち
、
全
像
幾
何
学
的
な
る
形
式
線
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て

ゐ
る
が
、
な
ほ
そ
の
精
神
内
容
は
推
古
よ
り
も
奔
放
複
雑
で
あ

っ
て
、
唐
式
を
余
程
多
く
発
揮
し
た
も
の
だ
と
言
へ
よ
う
。

（
中
略
）
私
は
白
鳳
の
美
術
に
就
い
て
次
の
や
う
な
二
つ
の
特
徴

を
指
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
精
練
せ
ら
れ

た
形
式
美
を
持
つ
。
（
中
略
）
第
二
に
、
そ
れ
は
誠
に
豊
か
な
る

感
情
生
活
を
持
つ
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
橘
夫
人
の
念
持
仏
は
奔

放
自
在
な
構
想
を
持
っ
て
、
生
活
は
形
式
の
外
に
溢
れ
出
さ
う

と
し
て
ゐ
る
。
（
前
掲
、
二
五
○
’
一
頁
）

白
鳳
に
入
っ
て
、
中
国
大
陸
か
ら
直
接
影
響
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
指
摘
、
「
唐
式
模
倣
」
と
い
う
用
語
が
共
通
し
て
お
り
、

そ
の
具
体
例
と
し
て
法
隆
寺
の
壁
画
を
挙
げ
、
そ
れ
が
ア
ジ
ャ
ン
タ

窟
院
の
影
響
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
の
も
共
通
す
る
。
ま
た
、

白
鳳
が
推
古
の
「
形
式
美
」
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
豊
か
な
「
感
情
生

活
」
を
「
包
容
」
し
た
と
い
う
指
摘
が
共
通
す
る
。
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次
に
保
田
は
、
「
芸
術
的
な
活
動
と
か
創
造
に
於
て
は
常
に
構
成

的
と
修
飾
的
と
の
二
方
面
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
と
、
新
た
な
方
向

か
ら
白
鳳
と
天
平
の
比
較
と
い
う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。

構
成
的
と
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
へ
ば
そ
れ
は
装
飾
的
な
る

も
の
、
外
観
的
少
技
巧
に
専
心
す
る
の
に
対
し
て
全
体
的
で
あ

る
こ
と
、
構
成
的
文
化
に
於
て
は
部
分
は
一
の
精
神
を
あ
ら
は

保
田
は
、
ま
た
、
こ
の
個
所
で
、
「
け
だ
し
歴
史
上
の
理
念
と
称

す
る
が
如
き
も
の
は
き
は
め
て
定
め
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は

そ
れ
自
体
が
過
去
か
ら
未
来
へ
の
連
続
で
あ
る
た
め
一
つ
の
時
代
が

一
理
念
を
完
成
す
る
こ
と
は
又
一
つ
の
新
し
い
理
念
の
形
成
で
あ

る
」
（
三
二
頁
）
と
、
歴
史
に
お
け
る
「
理
念
の
完
成
」
と
い
う
概
念

に
つ
い
て
一
般
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
土
田
論
文
に
お

け
る
、

元
来
か
う
し
た
歴
史
的
理
念
に
就
い
て
は
完
成
の
標
準
を
取
り

に
く
い
。
歴
史
は
永
遠
の
未
来
に
向
っ
て
新
を
創
造
す
る
連
続

の
進
み
で
あ
る
か
ら
、
一
の
時
代
は
過
去
の
理
念
を
実
現
し
つ

つ
既
に
そ
れ
と
は
違
っ
た
別
の
理
念
を
展
望
し
始
め
て
ゐ
る
。

（
前
掲
、
二
四
九
頁
）

と
い
う
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

二
「
構
成
的
」
と
「
装
飾
的
」

す
形
式
と
し
て
の
み
役
立
つ
の
で
あ
る
が
、
装
飾
的
の
方
で
は

形
式
が
そ
れ
自
身
の
存
在
で
あ
る
。
構
成
的
の
方
は
意
志
的
で

理
想
的
で
あ
る
が
装
飾
的
の
方
は
遊
戯
的
で
快
楽
的
で
あ
る
。

又
構
成
文
化
の
方
は
古
く
用
ひ
ら
れ
た
意
味
で
唯
心
的
で
装
飾

的
文
化
の
方
は
唯
物
的
で
あ
る
。
（
三
三
’
四
頁
）

保
田
は
、
「
構
成
的
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
推
古
か
ら
白

鳳
へ
の
展
開
に
お
い
て
一
つ
の
理
念
が
完
成
し
、
天
平
は
む
し
ろ
「
装

飾
的
」
へ
の
傾
向
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
示
唆
す
る
。

こ
こ
で
保
田
が
提
起
し
た
「
構
成
的
と
装
飾
的
」
と
い
う
図
式
は
、

「
文
化
史
に
於
け
る
構
成
的
と
装
飾
的
」
と
題
し
て
『
教
育
学
術
界
』

昭
和
三
年
六
月
号
に
発
表
さ
れ
、
の
ち
「
装
飾
芸
術
の
理
想
と
天
平

文
化
」
と
改
題
し
て
『
国
文
学
の
哲
学
的
研
究
』
第
二
巻
に
収
録
さ

れ
た
、
土
田
杏
村
の
別
の
論
文
よ
り
借
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
土
田
は
、
天
平
美
術
の
評
価
と
い
う
視
点
か
ら
、

「
我
々
は
今
後
或
る
時
代
の
文
化
の
意
義
を
観
察
す
る
時
に
、
そ
れ

は
構
成
的
で
あ
っ
た
か
或
は
装
飾
的
で
あ
っ
た
か
と
考
へ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
正
し
い
視
角
を
失
は
な
い
で
ゐ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
」
と

提
起
し
、
「
構
成
的
と
装
飾
的
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
一
「
構

成
的
文
化
は
そ
の
認
識
も
亦
構
成
的
で
あ
る
が
、
装
飾
的
文
化
は
そ

の
認
識
が
模
写
的
で
あ
る
」
、
二
「
構
成
的
文
化
は
そ
の
時
代
文
化

の
全
体
的
統
一
に
着
眼
す
る
し
、
装
飾
的
文
化
は
そ
れ
の
部
分
の
み

に
着
眼
す
る
も
の
で
あ
る
」
、
三
「
構
成
的
文
化
の
目
標
は
、
語
の
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正
し
い
意
味
に
於
い
て
価
値
的
で
あ
る
が
、
装
飾
的
文
化
の
目
標
は
、

快
楽
的
で
あ
る
」
、
四
「
構
成
的
文
化
は
何
等
か
の
点
で
意
志
的
で

あ
る
が
、
装
飾
的
文
化
は
意
志
を
欠
い
て
ゐ
る
」
、
五
「
構
成
的
文

化
は
残
る
と
こ
ろ
な
く
全
体
の
理
想
に
参
画
す
る
が
、
装
飾
的
文
化

は
到
る
と
こ
ろ
余
剰
的
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
（
『
土
田
杏
村

全
集
』
第
一
二
巻
、
二
八
三
’
七
頁
）
保
田
は
、
こ
の
土
田
の
規
定
を
ア

レ
ン
ジ
し
た
う
え
で
、
最
後
に
「
唯
心
的
」
「
唯
物
的
」
と
い
う
通

俗
的
な
観
念
を
付
け
加
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
も
保
田
は

全
面
的
に
土
田
に
依
拠
し
て
い
る
。

「
以
上
の
前
提
の
も
と
に
私
は
今
天
平
期
の
特
徴
た
る
理
念
に
つ

い
て
考
へ
て
み
よ
う
」
と
保
田
は
論
を
続
け
る
。

そ
の
特
徴
の
第
一
は
写
実
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
東

大
寺
戒
壇
院
の
四
天
王
像
、
同
法
華
堂
諸
仏
の
線
、
表
情
の
写

実
の
こ
ま
や
か
さ
を
仔
細
に
み
る
べ
き
で
あ
る
。
／
第
二
に
は

表
現
表
情
の
近
代
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
新
薬
師
寺
の
十
二

神
将
の
表
情
を
見
た
ま
へ
、
殊
に
珊
底
羅
大
将
・
摩
虎
羅
大
将

等
の
表
情
は
近
代
彫
刻
家
の
手
に
な
る
近
代
人
の
悩
み
を
現
す

も
の
と
し
て
も
う
け
と
り
か
ね
ぬ
様
な
も
の
を
持
つ
で
は
な
い

か
。
さ
ら
に
有
名
な
法
華
堂
の
日
光
月
光
の
二
菩
薩
像
を
と
っ

て
み
る
の
も
よ
い
。
ま
た
私
は
興
福
寺
の
阿
修
羅
像
を
見
る
時

端
と
し
て
近
代
明
智
の
象
徴
に
あ
ふ
か
の
如
き
感
を
受
け
る
の

で
あ
る
。
（
中
略
）
／
第
三
に
装
飾
的
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
装

飾
的
は
構
成
的
を
破
ら
ざ
る
位
に
特
徴
あ
る
も
の
で
あ
る
。

（
三
四
’
五
頁
）

こ
こ
で
保
田
は
、
再
び
士
田
の
論
文
「
万
葉
時
代
に
於
け
る
文
学

と
美
術
の
理
念
」
に
も
ど
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
土
田
は
、
「
私
は

天
平
の
美
術
に
就
い
て
次
の
や
う
な
三
つ
の
特
徴
を
数
へ
る
こ
と
が

出
来
る
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

第
一
に
、
そ
れ
は
写
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
三
月
堂
や
戒
壇

院
の
諸
像
を
見
て
知
ら
れ
る
や
う
に
、
そ
こ
に
は
既
に
白
鳳
期

の
幾
何
学
的
な
形
式
線
が
消
失
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
代
り
に
写

実
的
な
、
不
合
理
的
な
線
が
創
造
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
第
二
に
、
そ
れ
は
著
し
く
知
的
で
あ
り
、
近
代
的
で
あ

る
。
（
中
略
）
三
月
堂
の
所
謂
日
光
仏
月
光
仏
、
戒
壇
院
の
四
天

王
の
表
情
を
も
う
一
度
仔
細
に
見
つ
め
る
が
よ
い
。
そ
れ
は
何

と
い
ふ
明
る
い
近
代
人
の
知
的
の
表
情
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
。

（
中
略
）
奈
良
朝
時
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
知
的
欲
求
の
如

何
に
熾
烈
な
も
の
で
あ
つ
た
か
を
も
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
中
略
）
第
三
に
、
そ
れ
は
内
に
国
家
的
道
義
的
精
神
を
含
む
も

の
で
あ
っ
た
。
（
前
掲
、
二
五
二
’
三
頁
）

保
田
は
、
土
田
の
挙
げ
た
特
徴
の
う
ち
、
第
三
の
国
家
的
精
神
を

除
外
し
、
そ
の
代
わ
り
に
第
二
の
特
徴
の
う
ち
「
知
的
」
を
「
近
代

的
」
か
ら
切
り
離
し
、
土
田
の
論
文
「
装
飾
芸
術
の
理
想
と
天
平
文

化
」
を
参
照
し
つ
つ
、
「
装
飾
的
」
と
い
う
第
三
の
特
徴
と
し
て
独
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立
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
保
田
の
「
持
つ
で
は
な
い
か
」
「
み
る

の
も
よ
い
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
は
、
土
田
の
「
見
つ
め
る
が
よ
い
」

「
持
つ
も
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

土
田
の
論
文
「
万
葉
時
代
に
於
け
る
文
学
と
美
術
の
理
念
」
は
、

さ
き
の
引
用
に
つ
づ
い
て
、
「
天
平
の
理
念
が
白
鳳
の
理
念
を
完
成

せ
し
め
た
と
す
る
見
方
は
、
必
ず
し
も
厳
密
に
正
し
い
も
の
で
は
な

い
と
し
て
も
」
、
「
国
家
的
道
義
的
精
神
」
が
推
古
白
鳳
以
来
の
「
仏

教
美
術
」
に
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
外
来
文
化
」
へ
の
「
知

的
要
求
」
に
お
い
て
も
「
天
平
美
術
は
白
鳳
美
術
以
上
に
進
ん
だ
も

の
を
持
っ
て
ゐ
る
」
、
さ
ら
に

写
実
的
の
精
神
が
天
平
に
於
い
て
極
度
に
発
揮
せ
ら
れ
た
と
す

れ
ば
、
天
平
は
白
鳳
の
理
念
を
完
成
せ
し
め
た
と
す
る
見
方
は

一
層
正
し
い
も
の
に
な
ら
う
。
殊
に
こ
の
写
実
的
精
神
は
、
天

平
か
ら
弘
仁
に
至
る
に
随
っ
て
次
第
に
失
は
れ
、
弘
仁
は
再
び

別
の
形
式
美
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
写
実
的
精
神
は
ひ

と
ま
づ
天
平
に
於
い
て
完
結
し
た
の
だ
。
（
同
、
二
五
四
’
五
頁
）

と
論
じ
、
さ
き
に
挙
げ
た
天
平
文
化
の
三
つ
の
特
徴
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
作
品
の
優
劣
は
別
に
し
て
、
最
終
的
に
天
平
は
白
鳳
を
完

成
さ
せ
た
と
い
え
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

さ
ら
に
士
田
は
、
論
文
後
半
で
、
『
万
葉
集
』
の
作
品
を
取
り
あ
げ
、

人
麿
に
「
唐
文
学
の
影
響
」
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
、
文
学
と

美
術
の
発
展
に
お
け
る
天
平
と
白
鳳
の
ズ
レ
と
い
う
論
文
冒
頭
の
提

起
に
対
し
て
一
応
の
決
着
を
つ
け
て
い
る
。

し
か
る
に
保
田
は
、
土
田
と
同
じ
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、

土
田
の
別
の
論
文
を
接
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
の
提
起
と
は

別
の
と
こ
ろ
へ
論
を
導
い
て
い
る
。
保
田
は
、
天
平
文
化
の
否
定
的

な
側
面
を
強
調
す
る
た
め
に
、
土
田
の
二
つ
の
論
文
を
窓
意
的
に
切

り
張
り
す
る
の
で
あ
る
。

土
田
の
「
万
葉
時
代
に
於
け
る
文
学
と
美
術
の
理
念
」
は
、
天
平

美
術
の
「
知
的
」
性
格
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
装
飾
芸
術
の
理
想
と
天
平
文
化
」
に
な
る
と
、

土
田
の
天
平
文
化
に
対
す
る
評
価
は
否
定
に
傾
い
て
い
る
。
士
田
は
、

天
平
文
化
を
担
う
階
層
に
つ
い
て
、

快
楽
的
生
活
を
営
む
こ
と
の
出
来
る
階
級
は
、
全
体
社
会
の
生

活
に
取
っ
て
一
の
余
剰
で
あ
り
、
そ
れ
の
存
在
は
寧
ろ
全
体
社

会
の
価
値
的
に
進
む
生
活
を
妨
害
す
る
で
あ
ら
う
。
社
会
の
こ

の
部
分
は
意
志
力
を
欠
い
て
文
化
的
方
向
の
な
い
感
情
ｌ
感

傷
の
中
に
耽
溺
し
て
ゐ
る
。
（
前
掲
、
二
八
八
頁
）

と
指
弾
し
、
さ
ら
に
、

こ
の
時
代
の
生
活
は
、
盛
唐
の
文
物
を
輸
入
し
て
貴
族
と
さ
う

で
な
い
も
の
と
の
間
に
享
受
す
る
物
質
生
活
の
著
し
い
相
違
を

生
ぜ
し
め
、
貴
族
の
生
活
は
次
第
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
的
な

る
特
徴
を
帯
び
た
の
で
あ
る
。
随
っ
て
卓
越
し
た
仏
像
に
も
装

飾
的
な
要
素
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
三
月
堂
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本
尊
の
宝
冠
で
あ
る
。
（
中
略
）
薬
師
寺
の
本
尊
脇
侍
か
ら
三
月

堂
の
本
尊
に
移
る
問
に
、
換
言
す
れ
ば
白
鳳
時
代
か
ら
天
平
時

代
へ
移
る
問
に
、
時
代
精
神
に
こ
の
重
大
な
る
変
化
が
現
は
れ

て
ゐ
る
こ
と
を
我
々
は
看
過
す
る
訳
に
い
く
ま
い
。
同
、
二
九

八
’
九
頁
）

（
５
）

と
批
判
し
て
い
る
。

保
田
は
、
「
装
飾
的
」
と
い
う
天
平
仏
の
第
三
の
特
徴
に
つ
い
て

解
説
し
た
部
分
で
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

さ
う
い
ふ
場
合
の
代
表
作
と
し
て
私
は
華
原
聲
の
精
妙
を
あ
げ

た
い
の
で
あ
る
が
寺
伝
を
尊
重
し
て
日
本
で
制
作
さ
れ
た
東
大

寺
銅
灯
籠
を
あ
げ
て
お
か
う
。
し
か
し
法
華
寺
の
天
蓋
に
於
て

な
ほ
構
成
的
力
強
さ
を
誇
る
天
平
の
文
化
も
法
華
堂
本
尊
宝
冠

に
於
て
は
す
で
に
装
飾
文
化
の
弊
で
あ
る
徒
ら
な
複
雑
と
軽
早

な
技
巧
万
能
と
に
堕
し
て
一
時
代
を
へ
て
続
く
藤
原
時
代
を
暗

示
す
る
か
の
如
く
思
は
る
、
の
で
あ
る
。
／
之
を
考
へ
綜
合
す

る
時
前
時
代
迄
の
盲
拝
時
代
に
あ
ら
は
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
風
な
貴
族
趣
味
が
明
か
に
当
代
に
於
て
観
取

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
三
五
頁
）

保
田
の
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
風
な
貴
族
趣
味
」
と
い
う
指
摘
が
、

土
田
の
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
的
な
る
特
徴
」
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
具
体
例
は
異
な
る
も
の
の
、
仏
像
の
「
宝
冠
」

に
関
し
て
天
平
文
化
の
装
飾
性
を
あ
げ
つ
ら
う
点
で
両
者
は
共
通
し

て
い
る
。

土
田
は
、
さ
き
の
引
用
に
続
い
て
、

結
論
的
に
言
へ
ば
、
天
平
時
代
の
装
飾
美
術
は
単
に
構
成
的
で

は
な
く
て
既
に
装
飾
的
な
る
と
こ
ろ
へ
そ
の
歩
を
進
め
た
も
の

で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
天
平
文
化
は
白
鳳
文
化
の
熟
し
過
ぎ
た
も

の
で
あ
る
。
天
平
に
比
較
す
れ
ば
白
鳳
は
、
そ
の
文
化
の
諸
相

に
於
い
て
も
っ
と
構
成
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
薬
師
寺
の
三

尊
が
美
し
い
の
は
、
そ
れ
が
形
式
的
で
あ
り
構
成
的
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
（
前
掲
、
三
○
一
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
る
よ
う
に
、
保
田
の
議
論
は
次
の

よ
う
に
続
く
。

天
平
時
代
に
入
る
と
宛
然
と
し
て
創
作
を
リ
ー
ド
す
る
理
念
が

推
進
力
を
失
ひ
固
定
し
た
の
で
あ
る
。
前
代
に
華
々
し
く
展
開

し
た
精
神
生
活
の
広
大
奔
放
な
理
念
は
政
治
的
倦
怠
と
共
に
概

念
化
し
固
定
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
を
第
二
と
し
抹

消
技
巧
に
表
面
装
飾
へ
と
走
っ
た
。
（
三
六
頁
）

土
田
の
議
論
に
お
い
て
、
「
装
飾
的
」
か
ら
導
か
れ
た
「
余
剰
的
」

と
い
う
概
念
が
、
天
平
文
化
の
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
的
な
る
特
徴
」

の
分
析
に
内
在
的
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
保
田
は
、

「
政
治
的
倦
怠
」
と
い
う
外
在
的
な
要
素
を
無
媒
介
に
挿
入
す
る
。

保
田
は
、
土
田
の
「
万
葉
時
代
に
於
け
る
文
学
と
美
術
の
理
念
」
の
、

天
平
は
白
鳳
の
完
成
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
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そ
れ
は
技
巧
主
義
へ
の
過
程
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
装
飾
芸
術

へ
の
道
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
推
古
以

来
の
流
れ
の
必
然
的
帰
納
で
あ
る
た
め
此
の
点
に
於
て
天
平
彫

刻
が
完
成
を
な
し
た
も
の
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
作
品
の
秀

麗
の
問
題
に
於
て
餅
な
い
の
で
あ
る
。
（
三
七
豆

と
、
そ
こ
に
土
田
の
「
装
飾
芸
術
の
理
想
と
天
平
文
化
」
の
論
旨
を

性
急
に
結
び
つ
け
、
天
平
批
判
と
い
う
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
。

こ
の
結
論
は
、
土
田
の
二
つ
の
論
文
を
保
田
な
り
に
咀
噌
し
た
結
果

と
も
い
え
よ
う
が
、
む
し
ろ
、
全
体
の
文
脈
を
無
視
し
て
都
合
の
い

い
部
分
を
切
り
張
り
し
、
一
つ
の
図
式
に
ま
と
め
上
げ
た
と
い
う
感

が
強
い
。

論
文
の
末
尾
で
保
田
は
、
聖
徳
太
子
と
聖
武
天
皇
に
言
及
し
、

「
当
時
代
の
人
民
の
労
役
納
税
の
如
何
に
莫
大
で
あ
っ
た
か
は
後
孝

謙
天
皇
の
時
廃
立
を
計
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
奈
良
麻
呂
が
東
大

寺
造
営
の
事
を
あ
げ
た
の
で
も
知
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
指
摘
し
た
う

え
で
、

そ
れ
と
共
に
仏
像
は
Ｉ
そ
れ
ら
へ
の
対
策
と
し
て
も
厳
容
な

国
家
思
念
を
注
入
さ
れ
た
。
（
中
略
）
す
で
に
天
平
末
期
の
唐
招

提
寺
の
諸
仏
、
聖
林
寺
の
十
一
面
観
音
に
到
達
す
る
な
ら
ば
私

共
は
そ
の
観
念
化
さ
れ
た
美
と
厳
容
に
し
て
一
歩
も
よ
せ
つ
け

な
い
国
家
観
念
の
強
さ
等
よ
り
い
ち
じ
る
し
く
芸
術
感
情
の
幻

滅
せ
さ
せ
ら
れ
る
の
を
自
覚
す
る
。
（
三
七
’
八
頁
）

『
コ
ギ
ト
』
発
刊
を
翌
月
に
控
え
た
昭
和
七
年
二
月
、
大
阪
高
校

短
歌
会
誌
『
舷
火
』
に
寄
稿
し
た
追
悼
文
「
佐
々
木
恒
情
先
生
の
こ

と
」
で
、
保
田
は
、
先
生
に
「
最
後
に
あ
っ
た
の
は
昭
和
六
年
の
夏

と
、
天
平
仏
に
現
れ
た
国
家
観
念
の
強
大
さ
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
土
田
が
「
万
葉
時
代
に
於
け
る
文
学
と
美
術
の
理
念
」
で
挙
げ

た
天
平
美
術
の
三
つ
の
特
徴
の
う
ち
、
さ
き
に
保
田
が
除
外
し
た
国

家
的
精
神
に
関
す
る
、

天
平
時
代
自
身
の
中
で
も
三
月
堂
と
唐
招
提
寺
と
の
間
に
既
に

著
し
い
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
唐
招
提
寺
諸
像
に
比
較

す
れ
ば
三
月
堂
諸
像
は
な
ほ
ず
つ
と
情
感
的
で
あ
り
、
白
鳳
の

特
色
を
持
つ
。
唐
招
提
寺
の
諸
像
は
、
既
に
余
り
に
国
家
的
道

義
的
で
あ
っ
て
、
芸
術
的
の
情
感
に
乏
し
い
。
私
は
そ
の
諸
像

に
何
と
な
く
親
し
み
難
い
も
の
を
持
つ
。
（
前
掲
、
二
五
三
頁
）

と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
唐
招
提
寺
の
諸
仏
に
関
連

し
て
、
国
家
観
念
の
大
き
さ
が
芸
術
感
情
を
い
ち
じ
る
し
く
妨
げ
、

親
し
み
よ
り
も
圧
迫
を
感
じ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
保
田
は
土
田

を
参
照
し
て
い
る
。
土
田
に
お
い
て
天
平
文
化
を
構
成
す
る
も
の
と

し
て
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
た
要
素
の
一
つ
を
切
り
離
し
、
保
田
は
、

自
ら
の
論
文
の
末
尾
に
、
箇
条
書
き
的
に
付
け
加
え
る
の
で
あ
る
。

三
「
白
鳳
天
平
の
精
神
」
へ
の
展
開
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体
で
、
七
月
の
上
旬
だ
っ
た
と
思
ふ
」
と
記
し
、
そ
の
時
の
会
話
に

触
れ
「
先
生
は
私
が
以
前
に
校
友
会
の
雑
誌
へ
書
い
た
論
文
の
こ
と

を
話
し
初
め
ら
れ
た
。
私
は
冷
汗
を
感
じ
っ
、
、
や
は
り
大
体
昔
の

ま
、
の
主
張
を
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
習

作
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
で
あ
る
。

上
代
芸
術
の
制
作
は
理
念
的
に
は
白
鳳
で
完
成
し
て
ゐ
る
が
、

天
平
が
そ
れ
を
動
か
ら
静
に
移
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
あ
る
意

味
で
進
歩
的
要
素
が
な
く
な
っ
た
が
作
品
技
巧
の
完
成
と
い
へ

る
。
し
か
し
理
念
の
完
成
は
済
ん
で
ゐ
た
と
い
ふ
様
な
こ
と
を

技
巧
と
か
作
品
の
精
神
に
わ
た
っ
て
例
証
し
な
が
ら
上
気
し
て

語
っ
た
様
に
思
ふ
。
（
『
全
集
』
第
四
○
巻
、
一
五
三
’
四
頁
）

保
田
は
、
こ
こ
で
、
か
な
り
正
確
に
自
分
の
論
文
の
内
容
を
要
約

し
て
い
る
。
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
土
田
杏
村
の

二
つ
の
論
文
を
切
り
張
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
展
開
さ
れ

た
白
鳳
や
天
平
の
仏
像
に
つ
い
て
の
鑑
賞
も
、
ほ
と
ん
ど
が
土
田
の

論
文
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
保
田
は
そ
れ
に
、
い
く
つ
か
の
具

体
例
を
付
け
加
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
保
田
は
、
こ
の
時
点

で
早
く
も
、
そ
れ
が
自
分
自
身
の
独
創
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。
た
だ
、
「
冷
汗
を
感
じ
っ
、
」
と
い
う
あ
た
り
に
は
、
多
少

の
後
ろ
め
た
さ
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
時
の
会
話
に
つ
い
て
、
保
田
は
『
コ
ギ
ト
』
昭
和
八
年
五
月

号
所
載
の
「
蝸
居
の
草
房
か
ら
」
で
再
び
取
り
上
げ
、

天
平
は
春
の
時
代
と
称
さ
れ
る
の
は
先
生
の
お
口
ぐ
せ
で
あ
っ

た
。
年
少
の
無
鉄
砲
さ
か
ら
先
生
を
ま
へ
に
し
て
、
天
平
と
白

鳳
と
を
比
較
し
た
り
、
石
仏
の
時
代
的
意
義
を
の
べ
た
こ
と
を

回
顧
す
る
と
、
恩
師
の
温
顔
に
接
す
る
如
き
微
笑
し
さ
を
止
め

得
ぬ
。
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
七
五
頁
）

（
６
）

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
前
半
部
分
は
、
天
平
と
白
鳳
の

比
較
論
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。

推
古
・
白
鳳
・
天
平
・
弘
仁
（
貞
観
）
と
並
べ
る
と
僕
の
最
も

価
値
高
く
見
る
の
は
白
鳳
期
の
作
品
に
多
い
。
そ
し
て
愛
惜
に

た
へ
い
も
の
は
推
古
仏
に
あ
る
。
天
平
は
た
し
か
に
上
代
芸
術

の
理
念
の
完
成
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
完
成
の
た
め
勢

ひ
堕
落
の
傾
向
も
見
え
る
。
天
平
末
期
の
情
勢
は
ま
さ
に
構
成

よ
り
も
修
飾
に
向
っ
て
ゐ
る
の
を
知
る
。
（
中
略
）
か
、
る
傾
向

を
ま
づ
考
へ
る
こ
と
か
ら
、
僕
ら
は
三
月
堂
本
尊
を
、
わ
け
て

も
そ
の
宝
冠
の
意
義
を
正
し
く
評
価
し
得
る
。
「
天
平
期
即
完

成
期
」
と
い
ふ
の
が
つ
ま
り
美
術
史
的
常
識
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）

し
か
し
そ
れ
が
決
し
て
芸
術
的
評
価
の
場
合
の
問
題
と
は
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
他
の
芸
文
の
世
界
を
見
る
な
ら
、
た
と
へ
ば
唯

一
の
万
葉
集
の
中
心
は
天
平
で
な
く
白
鳳
に
あ
る
。
（
中
略
）
僕

に
と
っ
て
顕
著
な
事
実
は
構
成
的
な
方
向
を
と
っ
た
理
念
は
推

古
白
鳳
に
於
て
頂
上
に
達
し
、
天
平
は
そ
こ
か
ら
む
し
ろ
修
飾

主
義
へ
の
方
向
を
と
っ
た
と
考
へ
た
い
。
（
中
略
）
つ
ま
り
天
平
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期
の
特
色
は
一
言
す
れ
ば
推
古
白
鳳
の
充
実
感
が
分
散
し
た
こ

と
に
あ
る
。
こ
れ
は
部
分
が
部
分
と
し
て
遊
離
し
た
天
平
期
の

遊
戯
的
修
飾
的
芸
術
世
界
観
で
あ
る
。
（
二
七
二
’
三
頁
）

「
天
平
期
即
完
成
期
」
と
い
う
常
識
へ
の
疑
念
、
文
学
と
美
術
の

発
展
に
お
け
る
白
鳳
と
天
平
の
乖
離
の
指
摘
、
「
構
成
的
」
と
「
修

飾
的
」
と
い
う
図
式
に
よ
る
位
置
づ
け
と
た
ど
っ
て
く
る
と
、
保
田

が
こ
こ
で
、
正
確
に
習
作
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
を
な
ぞ
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

保
田
は
、
つ
づ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
白
鳳
と
天
平
の
比

較
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
に
例
示
さ
れ
た
諸
仏
は
、
「
上
代
芸

術
理
念
の
完
成
」
で
挙
げ
ら
れ
た
も
の
と
完
全
に
一
致
す
る
。
推
古

仏
の
特
徴
を
「
信
仰
的
（
狂
信
的
）
神
秘
主
義
」
と
規
定
し
、
白
鳳

に
至
る
と
そ
れ
に
「
親
し
み
」
が
加
わ
り
、
天
平
に
お
い
て
国
家
観

念
に
由
来
す
る
厳
め
し
さ
が
備
わ
る
と
い
う
全
体
の
流
れ
に
つ
い
て

の
叙
述
も
、
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
保
田
は
、
天
平
仏
の
特
色
と
し
て
、
第
一
「
写
実
的
」
、

第
二
「
近
代
的
」
、
第
三
「
貴
族
的
」
「
遊
戯
的
」
「
修
飾
的
」
の
三

つ
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
に
お

い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
と
く
に
、
第
三

の
特
徴
に
関
し
て
、

事
例
を
あ
げ
る
と
華
原
馨
の
精
密
さ
を
と
り
た
い
が
、
寺
伝
を

尊
重
し
て
、
代
り
に
東
大
寺
銅
灯
籠
で
も
あ
げ
よ
う
。
法
華
寺

の
天
蓋
で
な
ほ
構
成
を
力
強
く
主
張
す
る
天
平
彫
刻
も
、
本
尊

宝
冠
で
は
す
で
に
装
飾
芸
術
の
弊
で
あ
る
徒
ら
な
複
雑
と
軽
率

な
技
巧
万
能
に
堕
し
て
ゐ
る
。
（
二
七
四
’
五
頁
）

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
さ
き
に
引
い
た
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」

に
お
け
る
「
装
飾
的
」
に
つ
い
て
解
説
し
た
部
分
と
、
一
部
の
字
句

の
修
正
を
除
い
て
完
全
に
一
致
す
る
。
保
田
は
「
蝸
居
の
草
房
か
ら
」

の
執
筆
に
際
し
て
こ
の
習
作
を
手
元
に
置
い
て
参
照
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

保
田
は
「
蝸
居
の
草
房
か
ら
」
に
お
い
て
、
「
年
少
の
無
鉄
砲
さ
」

を
自
ら
語
り
な
が
ら
、
習
作
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
の
論
旨
を

そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
い
る
。
保
田
は
、
そ
れ
ら
の
論
点
の
多
く
が

土
田
杏
村
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
。
「
装
飾
的
」
と
い
う
土
田
に
由
来
す
る
名
辞
を
避
け
、

「
修
飾
的
」
と
い
う
、
適
切
と
は
思
え
な
い
言
葉
に
置
き
換
え
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
微
妙
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
蝸
居
の
草
房
か
ら
」
は
、
保
田
が
、
将
来
の
方
向
性
を
、
高
校

時
代
に
執
筆
し
た
習
作
の
テ
ー
マ
を
再
び
取
り
上
げ
新
た
に
展
開
す

（
７
）

る
と
い
う
か
た
ち
で
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
新

し
い
方
向
性
は
、
「
当
麻
曼
茶
羅
」
（
『
コ
ギ
ト
』
昭
和
八
年
二
月
）
を

経
て
、
『
新
潮
』
昭
和
一
二
年
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
の
ち
『
戴
冠

詩
人
の
御
一
人
者
』
（
昭
和
一
三
年
九
月
）
に
収
録
さ
れ
た
「
白
鳳
天

平
の
精
神
」
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
。
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冒
頭
、
保
田
は
、
天
平
文
化
を
論
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
「
当
麻
曼

茶
羅
」
に
触
れ
、
さ
ら
に
「
私
が
筆
を
と
っ
て
白
鳳
天
平
の
芸
苑
の

遺
品
を
語
る
の
は
こ
れ
が
最
初
で
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
『
全

集
』
第
五
巻
、
八
五
頁
）
こ
れ
は
、
習
作
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」

を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

白
鳳
天
平
を
比
較
す
る
こ
と
は
普
通
に
、
一
つ
の
興
味
と
さ
れ

て
ゐ
た
。
白
鳳
の
詩
歌
に
対
す
る
天
平
の
美
術
、
こ
れ
が
一
般

に
並
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
し
か
し
こ
の
通
説
を
、
私

は
久
し
く
疑
ひ
つ
づ
け
て
き
た
。
（
中
略
）
あ
る
ひ
は
説
を
な
し

て
、
ま
づ
詩
歌
が
先
駆
し
て
、
そ
の
の
ち
諸
他
の
芸
術
が
興
起

す
る
と
語
っ
た
人
も
あ
っ
た
が
、
白
鳳
の
精
神
は
す
で
に
法
隆

寺
の
壁
画
に
於
て
、
薬
師
寺
の
諸
仏
に
於
て
早
く
絶
後
の
完
成

を
さ
れ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
白
鳳
の
諸
仏
の
和
や
か
な
世
界
は
、

む
し
ろ
天
平
に
於
て
冷
然
と
ひ
や
や
か
に
な
っ
た
感
じ
で
あ
る
。

こ
の
冷
や
か
な
と
き
、
天
平
が
終
る
日
で
あ
る
。
時
代
は
頽
廃

し
た
、
芸
術
は
い
よ
い
よ
厳
粛
に
儀
軌
的
に
、
そ
し
て
ひ
そ
か

な
冷
た
さ
に
似
た
も
の
が
、
早
く
も
三
月
堂
諸
仏
に
さ
へ
心
な

し
か
現
れ
始
め
た
と
思
へ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
天
平
の
諸
仏

の
厳
粛
な
冷
や
か
さ
は
、
唐
招
提
寺
の
諸
仏
に
於
て
い
よ
い
よ

深
め
ら
れ
た
。
（
八
六
’
九
頁
）

こ
こ
に
論
じ
ら
れ
た
内
容
は
、
白
鳳
の
文
学
と
天
平
の
美
術
を
並

べ
て
称
賛
す
る
通
説
へ
の
疑
問
、
時
代
精
神
が
文
学
に
現
れ
美
術
へ

移
行
す
る
と
い
う
説
の
存
在
、
白
鳳
の
精
神
は
一
つ
の
完
成
を
示
す

こ
と
、
白
鳳
か
ら
天
平
へ
の
展
開
は
一
種
の
頽
廃
で
あ
る
こ
と
な
ど
、

い
ず
れ
も
習
作
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
ず
れ
も
保
田
が
習
作
執
筆
に
さ
い
し
て
参
照
し
た
土
田

杏
村
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
前

年
二
月
に
『
英
雄
と
詩
人
』
『
日
本
の
橋
』
の
二
冊
を
出
版
し
批

評
界
に
す
で
に
独
自
の
地
歩
を
築
い
て
い
た
保
田
は
、
こ
の
こ
と
を

ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
私
は
久
し
く
疑
ひ
つ

づ
け
て
き
た
」
と
い
う
言
い
方
の
う
ち
に
は
、
土
田
と
い
う
先
行
思

想
家
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
へ
の
負
い
目
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な

（
８
）

い
○

保
田
の
土
田
受
容
に
関
連
し
て
、
最
後
に
、
保
田
に
対
す
る
和
辻

哲
郎
の
影
響
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
土
田
が
そ
し
て
保
田

が
通
説
と
し
て
問
題
に
し
た
天
平
期
即
完
成
期
と
い
う
観
念
は
、
和

辻
哲
郎
の
『
古
寺
巡
礼
』
（
大
正
八
年
初
版
、
大
正
一
三
年
再
版
）
が
流

布
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
士
田
の
日
本
古
代
芸
術
研
究

は
、
白
鳳
と
天
平
を
一
括
し
て
絶
賛
す
る
和
辻
哲
郎
の
『
古
寺
巡
礼
』

へ
の
批
判
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
た
。
保
田
が
土
田
の
議
論
に
惹
き

つ
け
ら
れ
た
の
も
、
そ
れ
ま
で
に
深
い
影
響
を
受
け
た
和
辻
か
ら
脱

却
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
背
景
に
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

保
田
が
和
辻
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
、
常
に
批
判
的
な
言
辞
が

（
９
）

つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
保
田
が
中
学
時
代
か
ら
、
和
辻
の

保田與重郎の習作期'ﾗﾌ



保
田
の
習
作
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
は
、
土
田
杏
村
の
二
つ

の
論
文
を
任
意
に
切
り
張
り
し
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
も
保
田
は
、
そ
こ
で
展
開
し
た
議
論
を
昭
和
八
年
に
再
び
取
り
上

げ
、
昭
和
一
二
年
に
至
っ
て
、
そ
れ
を
中
核
的
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作

品
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
の
展
開
過
程
を
ど
の
よ
う

に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

先
行
思
想
家
の
影
響
を
受
け
つ
つ
自
ら
の
思
想
を
形
成
す
る
こ
と

は
、
い
ず
れ
の
思
想
家
に
お
い
て
も
共
通
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
と

『
古
寺
巡
礼
』
を
愛
読
し
、
深
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
疑
い
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
和
辻
の
展
開
す
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
を
と
お
し
て

ギ
リ
シ
ャ
文
化
が
日
本
に
到
来
し
た
と
い
う
〈
健
陀
羅
幻
想
〉
は
、

（
叩
）

昭
和
一
○
年
代
の
初
め
ま
で
長
く
保
田
の
う
ち
に
残
存
し
た
。
和
辻

の
影
響
は
習
作
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
に
も
そ
の
跡
を
止
め
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
法
隆
寺
の
壁
画
に
ア
ジ
ャ
ン
タ
屈
院
の
影
響
を

指
摘
し
た
の
は
和
辻
の
方
が
早
い
。
ま
た
、
天
平
仏
に
お
け
る
写
実

（
皿
）

的
傾
向
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
も
和
辻
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
保
田
の
日
本
古
美
術
に
つ
い
て
の
鑑
賞
や
評

価
が
、
和
辻
哲
郎
や
土
田
杏
村
を
始
め
と
す
る
多
く
の
先
行
思
想
家

に
学
び
養
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

に
高
校
時
代
と
い
う
思
想
形
成
期
に
執
筆
さ
れ
た
習
作
に
お
い
て
、

先
行
思
想
家
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
思
想
家
と
し
て
の
自
己
確
立
の
後
に
お
い
て
、
過

去
に
受
け
た
他
人
の
見
解
を
自
分
の
も
の
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
、

必
ず
し
も
一
般
的
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
も
、
「
上
代
芸
術
理
念
の
完
成
」
か
ら
「
白
鳳
天
平
の
精
神
」

へ
至
る
発
展
過
程
は
、
保
田
に
お
い
て
決
し
て
特
別
の
例
で
は
な
か

っ
た
。
「
日
本
の
橋
」
（
『
文
学
界
』
昭
和
二
年
一
○
月
）
が
、
浜
田
青

陵
の
『
橋
と
塔
』
に
想
を
得
て
執
筆
さ
れ
た
習
作
「
裁
断
橋
擬
宝
珠

銘
の
こ
と
」
（
『
妓
火
』
昭
和
五
年
四
月
）
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
戴
冠
詩
人
の
御
一
人
者
」

（
『
コ
ギ
ト
』
昭
和
二
年
七
’
八
月
）
は
、
土
田
杏
村
、
野
呂
栄
太
郎
、

中
野
重
治
な
ど
、
多
く
の
思
想
家
の
業
績
を
参
照
し
な
が
ら
執
筆
さ

（
吃
）

れ
た
習
作
「
「
好
去
好
来
の
歌
」
に
於
け
る
言
霊
に
つ
い
て
の
考
察
」

（
『
思
想
』
昭
和
五
年
八
月
）
の
延
長
線
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
土
田
杏
村
の
芭
蕉
論
を
中
核
に
し
つ
つ
、
芥
川
龍
之
介
や

谷
川
徹
三
な
ど
の
論
文
を
組
み
合
わ
せ
て
制
作
さ
れ
た
習
作
「
芭
蕉

樵
俎
」
か
ら
「
芭
蕉
」
（
『
コ
ギ
ト
』
昭
和
一
○
年
二
月
）
へ
と
い
う
軌

跡
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
際
保
田
は
、
習
作
「
裁
断
橋
擬
宝
珠
銘
の
こ
と
」
で
明
記
さ

れ
て
い
た
浜
田
の
名
前
が
「
日
本
の
橋
」
で
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
過
去
に
影
響
を
受
け
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た
先
行
思
想
家
に
対
し
て
最
終
的
に
は
沈
黙
す
る
。
『
芭
蕉
』
（
昭
和

一
八
年
）
で
は
、
か
っ
て
深
い
影
響
を
受
け
た
芥
川
龍
之
介
と
小
宮

（
週
）

豐
隆
の
二
人
を
、
逆
に
名
指
し
で
激
し
く
批
判
す
る
に
至
る
。

保
田
の
思
想
は
、
先
行
思
想
家
か
ら
学
ん
だ
ア
イ
デ
ィ
ア
を
尖
鋭

化
し
、
そ
れ
を
華
麗
な
文
体
の
う
ち
に
包
み
込
む
と
こ
ろ
に
成
立
し

た
。
保
田
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
文
体
に
こ
そ
お
の
れ
の
独
自
性
が

あ
る
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
高
校
時
代

の
習
作
を
手
元
に
広
げ
つ
つ
、
し
か
も
、
そ
の
時
受
け
た
先
行
思
想

家
の
影
響
に
口
を
つ
ぐ
み
な
が
ら
、
新
し
い
評
論
の
筆
を
執
る
保
田

の
姿
に
は
、
な
に
か
傷
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
華
麗
な
文
体
の
そ
の

奥
に
、
黒
々
と
し
た
保
田
の
、
心
の
空
虚
が
見
え
て
く
る
。
保
田
は
昭

和
一
○
年
代
半
ば
に
至
っ
て
、
古
代
文
化
の
聖
地
大
和
に
生
ま
れ
た

こ
と
を
自
ら
の
思
想
的
な
根
拠
と
す
る
立
場
を
選
択
す
る
。
そ
こ
に

は
、
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
の
出
自
へ
の
自
負
と
誇
り
も
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
自
ら
の
内
面
に
確
実
な
も
の
は
何

も
存
在
し
な
い
と
い
う
不
安
と
焦
燥
が
作
用
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
空
虚
を
う
ず
め
る
た
め
に
保
田
は
、
こ
と
さ
ら
に
自
ら
の
出
自

に
す
が
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
後
烏
羽
院
の
「
至
尊
調
」
へ
の
接

近
も
、
ま
た
、
そ
れ
と
別
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
内
面
に
わ
だ
か
ま
る
黒
々
と
し
た
空
虚
を
発
見
す
る
と
き
、

保
田
與
重
郎
を
昭
和
思
想
史
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
手
が
か
り
が
見

え
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
、
大
都
市
を
中
心
と
し
て
前
期
的
な
か
た
ち
で
成
立
し
た
大
衆
社

会
状
況
の
た
だ
な
か
で
思
想
を
形
成
し
た
若
者
な
ら
だ
れ
で
も
捉
え

ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
空
虚
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
保
田
の
思
想
が

当
時
の
青
年
た
ち
の
心
を
捉
え
た
の
は
、
ま
さ
し
く
、
時
代
の
基
底

に
わ
だ
か
ま
る
そ
う
し
た
空
虚
が
相
触
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
橋
川
文
三
が
、
当
時
の
保
田
評
価
と
自
ら
の
「
体
験
」
と

の
乖
離
か
ら
出
発
し
て
日
本
浪
曼
派
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
と

の
「
等
価
性
」
へ
と
到
達
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
進
む
こ
と
の
で

（
Ｍ
）

き
な
か
っ
た
、
保
田
與
重
郎
の
昭
和
思
想
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
と

い
う
課
題
を
さ
ら
に
押
し
進
め
て
い
く
鍵
は
、
こ
の
あ
た
り
に
潜
ん

で
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

註
（
１
）
「
保
田
が
古
典
を
愛
調
し
つ
つ
大
和
の
地
で
育
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
培
わ
れ
た
心
情
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
」
（
白
石
喜
彦
「
初
期
保
田
与
重
郎
の
文
学
軌
跡
」
『
国
語
と
国

文
学
』
昭
和
五
二
年
六
月
、
三
五
頁
）
「
保
田
の
文
学
原
質
」
は
「
少

年
の
頃
よ
り
古
典
に
親
し
ん
で
き
て
」
「
古
典
が
血
肉
と
化
し
て
い

る
ご
と
き
資
質
で
あ
る
。
」
（
同
「
「
日
本
の
橋
」
ノ
ー
ト
」
『
国
語
と

国
文
学
』
昭
和
五
三
年
九
月
、
五
二
’
三
頁
）
「
故
郷
喪
失
の
時
代

の
さ
な
か
で
、
わ
が
生
国
は
日
本
の
故
郷
と
い
」
う
「
保
田
の
出
現

は
、
一
種
の
奇
蹟
に
も
似
た
ま
ば
ゆ
さ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
」
（
野
島
秀

勝
「
日
本
浪
曼
派
と
古
典
ｌ
転
向
と
デ
カ
ダ
ン
ス
」
『
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
四
年
一
月
、
八
一
’
二
頁
）
な
ど
。
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（
２
）
保
田
の
思
想
を
故
郷
大
和
の
風
土
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
傾

向
は
、
保
田
没
後
の
再
評
価
の
動
き
の
な
か
で
、
さ
ら
に
拡
大
再
生

産
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
い
わ
ば
日
本
の
も
っ
と
も
古
い

土
地
に
生
れ
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
伝
統
を
内
覚
し
て
い
る
と
い
う
」

「
こ
の
出
自
へ
の
自
負
こ
そ
」
「
保
田
の
思
想
の
モ
ー
タ
ー
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
」
（
饗
庭
孝
男
「
擬
制
と
し
て
の
神
話
ｌ
保
田
與
重

郎
の
聖
域
と
「
長
谷
寺
上
『
文
学
界
』
平
成
五
年
二
月
、
二
○
八

’
九
頁
）
「
こ
の
よ
う
な
士
地
に
生
れ
て
し
ま
っ
た
保
田
の
幸
運
と
、

限
り
な
い
不
運
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
」
（
福
田
和
也
「
保
田

與
重
郎
と
昭
和
の
御
代
１
１
解
体
と
超
越
に
つ
い
て
の
試
論
２
」

『
文
学
界
』
平
成
七
年
三
月
、
二
四
一
頁
）
な
ど
・
井
上
義
夫
氏
は
「
保

田
與
重
郎
の
現
在
」
（
『
新
潮
』
平
成
七
年
八
月
）
で
、
保
田
の
「
生

家
」
と
「
付
近
の
景
観
」
と
の
関
連
で
、
保
田
の
高
校
時
代
の
論
稿

に
ふ
れ
て
、
「
方
尊
寺
、
宇
陀
路
、
巨
勢
山
、
春
日
地
獄
谷
、
栄
山
寺
、

海
住
山
寺
、
野
中
寺
、
二
上
山
等
々
と
、
目
ま
ぐ
る
し
い
足
跡
を
辿

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
う
い
ふ
馳
駆
の
合
間
に
、
推
古
・
白
鳳
期
の

仏
像
と
新
薬
師
寺
の
十
二
神
将
ら
天
平
期
の
彫
像
の
特
質
を
較
べ
、

『
懐
風
藻
』
を
論
じ
、
憶
良
の
歌
の
言
霊
を
考
察
し
、
芭
蕉
に
関
す

あ
し
う
ら

る
本
格
的
論
を
な
し
た
。
蹄
に
密
着
し
た
大
和
の
士
と
、
眼
裏
に
こ

び
り
つ
い
た
飛
鳥
・
奈
良
の
仏
像
の
視
線
と
、
古
代
・
近
世
の
文
芸

の
息
づ
か
ひ
を
一
身
に
帯
び
た
與
重
郎
」
と
記
し
て
い
る
。
（
二
六

一
頁
）
し
か
し
、
井
上
氏
が
「
芭
蕉
に
関
す
る
本
格
的
論
」
と
呼
ん

で
い
る
「
芭
蕉
樵
俎
」
が
、
多
く
の
思
想
家
の
圧
倒
的
な
影
響
の
も

と
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
そ
し
て
、
白
鳳
・
天
平
仏

に
つ
い
て
本
稿
が
解
明
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
保
田
の
思
想
と
風
土

の
関
係
を
直
ち
に
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
拙
稿
「
保
田
與
重
郎

の
習
作
「
芭
蕉
樵
俎
」
ｌ
模
倣
と
引
用
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
」
（
『
愛
知
教

育
大
学
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
』
平
成
一
○
年
三
月
）
参
照
。

（
３
）
た
と
え
ば
岡
保
生
氏
は
「
保
田
与
重
郎
の
古
典
解
釈
に
つ
い
て
」

（
『
批
評
』
昭
和
四
○
年
四
月
）
で
、
「
保
田
の
院
に
対
す
る
共
感
の

根
抵
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
彼
自
身
の
少
年
の
日
以
来
の
「
増
鏡
」

の
耽
読
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
一
二
七
頁
）
こ

れ
は
、
保
田
が
、
「
物
語
と
歌
」
（
『
後
鳥
羽
院
』
昭
和
一
四
年
一
○
月
）

で
「
私
は
年
少
に
し
て
増
鏡
を
よ
み
、
そ
こ
に
あ
る
詩
を
感
じ
て
子

供
心
に
の
び
／
～
と
し
た
慨
嘆
に
ふ
け
っ
た
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、

二
九
頁
）
と
語
っ
て
い
る
の
を
根
拠
と
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
つ
づ
け
て
保
田
が
「
そ
の
感
動
は
、
地
の
文
か
ら
来
る
の

で
な
く
、
す
べ
て
秀
れ
た
院
の
御
製
の
力
で
あ
る
」
（
三
三
頁
）
と

述
べ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
そ
の
感
慨
は
『
後
烏
羽
院
』
執
筆
に
際

し
て
大
き
な
影
響
を
受
け
た
、
折
口
信
夫
の
「
女
房
文
学
か
ら
隠
者

文
学
へ
後
期
王
朝
文
学
史
」
に
お
け
る
、
「
増
鏡
「
新
島
守
り
」
の
条

で
は
、
声
の
よ
い
教
師
の
え
ろ
き
ゆ
う
し
よ
ん
な
ど
を
聴
か
せ
ら
れ

る
と
、
今
も
、
中
学
生
な
ど
は
、
し
ん
み
り
と
鼻
を
つ
ま
ら
せ
る
。

あ
の
文
章
で
、
一
番
若
い
胸
を
う
つ
の
は
、
地
の
文
で
は
な
い
。
や

は
り
院
の
御
製
で
あ
る
」
（
『
古
代
研
究
（
国
文
学
篇
）
』
昭
和
四
年
四

月
、
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻
、
二
八
三
頁
）
と
い
う
記
述
か
ら

発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
桶
谷
秀
昭
氏
は
、

『
昭
和
精
神
史
』
（
平
成
四
年
、
文
芸
春
秋
社
）
で
、
「
富
士
谷
御
杖

と
い
ふ
江
戸
化
政
期
の
国
学
者
を
い
つ
知
っ
た
の
か
つ
ま
び
ら
か
に

し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
祖
父
の
蔵
書
で
、
鹿
持
雅
澄
の
場
合
と
お
な

じ
や
う
に
、
そ
の
『
古
事
記
灯
』
や
『
万
葉
集
灯
』
を
は
や
く
か
ら

よ
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
」
（
文
庫
版
、
二
一
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
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こ
れ
は
橋
川
文
三
の
「
恐
ら
く
ま
た
幼
少
時
代
か
ら
家
蔵
の
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ィ
に
育
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
古
典
へ
の
愛
着
」
（
「
日
本
ロ
マ
ン
派

の
諸
問
題
ｌ
そ
の
精
神
史
と
精
神
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」
『
思
想
』

昭
和
三
三
年
四
月
、
三
一
頁
）
と
い
う
発
言
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
保
田
の
富
士
谷
御
杖
理
解
が
土
田
杏
村
を
経
由
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
奥
山
文
幸
氏
が
「
橋
と
言
霊
ｌ
保
田
與
重
郎

「
日
本
の
橋
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
文
学
』
平
成
四
年
六
月
）
に
お

い
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
鹿
持
雅
澄
の
『
万
葉
集
古
義
』
を

「
円
本
」
で
読
ん
だ
こ
と
は
、
保
田
自
身
『
日
本
浪
曼
派
の
時
代
』

（
昭
和
四
四
年
）
で
「
「
円
本
」
の
出
現
は
、
私
ら
の
年
ご
ろ
の
も
の

に
と
っ
て
は
、
非
常
な
恩
恵
だ
っ
た
。
（
中
略
）
「
万
葉
集
古
義
」
の
円

本
が
出
た
こ
と
は
、
殊
に
嬉
し
か
っ
た
」
（
『
全
集
』
第
三
六
巻
、
七

七
頁
）
と
証
言
し
て
い
る
。
保
田
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
国
書
刊

行
会
が
明
治
三
一
年
七
月
に
刊
行
し
た
『
万
葉
集
古
義
』
全
九
巻
を
、

明
治
四
五
年
か
ら
大
正
二
年
に
か
け
て
予
約
出
版
と
し
て
再
刊
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
正
二
年
に
四
版
を
出
す
な
ど
広
く
流
布

し
た
。

（
４
）
岩
本
真
一
氏
の
「
保
田
與
重
郎
に
お
け
る
「
浪
曼
主
義
」
の
形
成

ｌ
「
逃
避
」
か
ら
「
反
抗
」
へ
の
転
回
」
（
『
史
境
』
平
成
八
年
三
月
）

は
、
大
阪
高
校
時
代
の
保
田
に
つ
い
て
考
察
し
た
労
作
で
あ
る
が
、

先
行
思
想
に
対
す
る
配
慮
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
。

（
５
）
土
田
の
論
文
に
見
ら
れ
る
天
平
文
化
の
背
景
を
な
す
階
級
対
立

へ
の
激
し
い
批
判
は
、
保
田
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
学
ぶ
一
つ
の
導
入

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
半
年
後
の
「
「
好
去
好
来
の
歌
」
に
於
け

る
言
霊
に
つ
い
て
の
考
察
」
で
は
「
装
飾
的
芸
術
の
発
生
の
為
に
は

必
然
的
に
背
後
の
生
産
関
係
の
高
昇
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
推
古
の
、
例
へ
ぱ
法
輪
寺
の
秀
れ
た
虚
空
蔵
菩
薩
は
決
し
て
天
平

に
出
現
し
な
か
っ
た
し
、
天
平
の
三
月
堂
の
宝
冠
の
彫
刻
芸
術
も
推

古
に
考
へ
ら
れ
な
い
」
（
『
全
集
』
第
四
○
巻
、
七
二
頁
）
と
、
土
田

論
文
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
脈
で
参
照
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
佐
々
木
恒
情
が
『
奈
良
文
化
』
大
正
一
三
年
二
月
号
に
佐
々

木
青
葉
村
の
筆
名
で
発
表
し
た
「
古
代
仏
像
と
寧
楽
平
安
両
様
式
の

表
現
」
に
自
著
『
南
都
と
西
京
』
（
大
正
九
年
）
か
ら
の
引
用
と
し

て
「
南
都
は
秋
よ
り
も
春
の
気
分
を
現
は
し
た
都
で
あ
る
」
と
い
う

記
述
が
見
え
る
。
（
九
頁
）

（
７
）
拙
稿
「
保
田
與
重
郎
「
当
麻
曼
茶
羅
」
ｌ
初
期
文
芸
評
論
の
到

達
点
」
（
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
（
人
文
・
社
会
科
学
）
』
平
成
一

一
年
三
月
）
参
照
。

（
８
）
土
田
杏
村
は
、
昭
和
九
年
四
月
二
五
日
に
逝
去
し
た
。
享
年
四
四

歳
で
あ
っ
た
。

（
９
）
保
田
の
和
辻
へ
の
言
及
は
多
い
。
こ
こ
で
は
「
亀
井
勝
一
郎
に

答
ふ
Ｉ
伝
統
と
個
性
」
（
『
新
潮
』
昭
和
二
五
年
四
月
）
を
引
用
す

る
。
和
辻
の
『
古
寺
巡
礼
』
は
「
中
学
校
の
を
は
り
頃
、
高
等
学
校

の
生
徒
の
時
代
の
わ
が
愛
読
書
の
一
つ
だ
っ
た
。
そ
し
て
小
生
は
こ

の
種
の
芸
術
的
妄
想
か
ら
、
ど
う
い
ふ
形
で
脱
却
す
る
か
を
考
へ

た
・
」
（
『
全
集
』
第
二
四
巻
、
四
三
頁
）

（
帥
）
拙
稿
「
保
田
與
重
郎
の
初
期
思
想
ｌ
「
問
答
師
の
憂
篭
」
に
お

け
る
狡
知
」
（
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
（
人
文
・
社
会
科
学
）
』
平

成
九
年
三
月
）
、
拙
稿
「
和
辻
哲
郎
の
構
想
ｌ
世
界
の
な
か
の
日
本
」

（
『
日
本
思
想
史
そ
の
普
遍
と
特
殊
』
平
成
九
年
七
月
、
ぺ
り
か
ん
社
）

参
照
。

（
Ⅱ
）
法
隆
寺
の
壁
画
と
ア
ジ
ャ
ン
タ
壁
画
と
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
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〔
付
記
〕
引
用
文
中
、
新
字
体
の
あ
る
漢
字
は
、
固
有
名
以
外
す
べ
て

そ
れ
に
改
め
た
。

（
Ⅲ
）
『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
論
稿
「
日

本
ロ
マ
ン
派
の
諸
問
題
ｌ
ｌ
そ
の
精
神
史
と
精
神
構
造
を
め
ぐ
っ

て
」
（
前
掲
）
で
、
橋
川
文
三
は
こ
の
点
を
執
勧
に
追
求
し
な
が
ら
、

結
局
、
丸
山
真
男
や
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
引
き
、
ロ
マ
ン
主
義

一
般
へ
と
論
を
収
束
さ
せ
て
い
る
。

（
型
小
宮
の
影
響
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
「
芭
蕉
の
不
易
流
行
に
就
い

て
」
ｌ
保
田
與
重
郎
の
『
全
集
』
未
収
録
作
品
」
（
『
文
芸
研
究
』

和
辻
の
『
古
寺
巡
礼
』
（
大
正
一
三
年
版
）
三
二
’
二
頁
参
照
。

天
平
仏
の
写
実
的
傾
向
に
つ
い
て
は
、
「
四
天
王
は
僕
の
注
意
を
強

く
捕
へ
た
。
特
に
そ
の
写
実
と
類
型
化
と
の
優
れ
た
成
功
は
、
さ
ま

ざ
ま
の
暗
示
を
与
へ
て
呉
れ
た
。
例
へ
ば
あ
の
西
北
隅
に
立
っ
て
ゐ

る
天
王
の
眉
を
ひ
そ
め
た
顔
の
如
き
、
極
め
て
微
細
な
点
ま
で
注
意

の
届
い
た
写
実
で
、
し
か
も
白
熱
し
た
意
力
の
緊
張
が
最
も
純
粋
な

形
に
現
は
さ
れ
て
ゐ
る
・
」
（
五
三
頁
）
「
僕
は
聖
林
寺
観
音
の
写
実

的
根
拠
の
こ
と
を
云
っ
た
。
写
実
は
あ
ら
ゆ
る
造
型
美
術
の
地
盤
と

し
て
動
か
し
難
い
と
思
ふ
・
」
（
七
七
頁
）
な
ど
。

（
皿
）
拙
稿
「
保
田
與
重
郎
と
マ
ル
ク
ス
主
義
ｌ
習
作
「
好
去
好
来

の
歌
」
論
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
平
成
一
二

の
歌
」
論
を
め
ぐ
っ
て
」
（

年
三
月
発
表
予
定
）
参
照
。

平
成
九
年
九
月
）
参
照
。

（
愛
知
教
育
大
学
教
授
）
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