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長
尾
宗
典
著

『〈
憧
憬
〉
の
明
治
精
神
史

─
高
山
樗
牛
・
姉
崎
嘲
風
の
時
代
』

（
二
〇
一
六
年
・
ぺ
り
か
ん
社
）

尾 

原
　
宏 

之

　

あ
る
思
想
家
に
密
着
し
、
徹
底
的
に
全
容
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
タ
イ

プ
の
研
究
は
、
今
日
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
荻
生
徂
徠
や
福
澤
諭
吉
の

よ
う
な
著
名
思
想
家
に
つ
い
て
の
研
究
業
績
は
汗
牛
充
棟
の
よ
う
で
あ
り
、

新
し
い
視
点
は
簡
単
に
見
つ
か
り
そ
う
に
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
手
垢

の
つ
い
て
い
な
い
人
物
を
選
べ
ば
、
や
は
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ

け
の
こ
と
は
あ
る
と
い
う
寂
し
い
結
論
に
終
わ
り
が
ち
で
あ
る
。
昨
今
の

近
現
代
日
本
思
想
に
関
す
る
議
論
は
、
さ
な
が
ら
新
機
軸
の
打
ち
出
し
競

争
の
よ
う
に
も
見
え
、
昔
な
が
ら
の
研
究
が
恋
し
く
な
る
時
も
あ
る
。

　

本
書
は
、
高
山
樗
牛
と
姉
崎
嘲
風
と
い
う
分
厚
い
研
究
蓄
積
の
あ
る
思

想
家
に
正
面
か
ら
挑
み
、
着
実
な
方
法
で
新
た
な
視
圏
を
切
り
開
い
た
力

作
で
あ
る
。
著
者
の
長
尾
宗
典
は
日
本
近
代
思
想
史
・
メ
デ
ィ
ア
史
・
図

書
館
史
の
研
究
者
で
、
本
書
は
二
〇
一
五
年
に
筑
波
大
学
よ
り
博
士
（
文

学
）
を
授
与
さ
れ
た
学
位
論
文
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
本
書
の

概
要
を
紙
幅
の
許
す
限
り
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

序
章
で
は
、
本
書
の
問
題
意
識
・
課
題
・
方
法
が
語
ら
れ
る
。
明
治
二

〇
年
代
後
半
は
、
憲
法
制
定
や
議
会
開
設
な
ど
近
代
国
家
の
「
ハ
ー
ド

面
」
の
整
備
が
一
段
落
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
代
わ
っ
て
登
場
し
た
の
が
、

言
語
・
宗
教
・
伝
統
・
美
術
な
ど
「
ソ
フ
ト
面
」
で
の
精
神
的
価
値
の
確

立
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
樗
牛
と
嘲
風
の
活
動
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
期

に
「
文
学
美
術
あ
る
い
は
宗
教
の
次
元
で
「
国
民
」
の
内
実
を
探
求
し
た

文
化
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
つ
の
型
」
で
あ
り
、
そ
の
思
想
は
大
正

の
「
文
化
主
義
」
や
昭
和
の
日
本
浪
漫
派
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

本
書
の
課
題
は
、
樗
牛
と
嘲
風
の
思
考
様
式
と
、
時
代
状
況
に
対
す

る
主
張
と
の
対
応
関
係
を
描
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
思
考
様
式
が
、

樗
牛
と
嘲
風
が
二
人
で
編
み
出
し
た
造
語
〈
憧
憬
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

〈
憧
憬
〉
と
は
「
設
定
さ
れ
た
理
想
に
美
を
見
出
し
、
現
実
に
処
し
て
い

く
方
法
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
精
神
」
で
あ
り
、
直
接
的
に
理
想
状
態
を

目
指
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
理
想
を
〈
憧
憬
〉
し
、
現
実
を
生
き
る

自
己
の
精
神
生
活
を
豊
か
に
し
、
人
格
を
修
養
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　

第
一
章
「
明
治
期
に
お
け
る
「
美
術
」
の
語
り
方
と
「
美
学
」
の
誕

生
」
で
は
、
樗
牛
と
嘲
風
の
登
場
を
用
意
し
た
、
明
治
初
期
か
ら
の
「
美

術
」
概
念
の
変
容
、「
美
学
」
と
い
う
方
法
の
定
着
、「
批
評
」
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
の
成
立
、
そ
し
て
読
者
層
の
基
盤
と
な
る
「
誌
友
交
際
」
が
論
じ

ら
れ
る
。「
誌
友
交
際
」
と
は
、
明
治
二
〇
年
代
に
登
場
し
た
、
印
刷
物

の
寄
贈
交
換
や
匿
名
に
よ
る
相
互
の
論
説
批
判
な
ど
を
媒
介
と
す
る
、
書

き
手
と
読
み
手
が
混
然
と
し
た
非
対
面
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
各
地
で
校
友
会
雑
誌
や
同
人
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
、

中
央
の
文
芸
雑
誌
は
読
者
の
投
稿
や
投
書
を
さ
か
ん
に
取
り
上
げ
た
。
表
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213　書　評

現
欲
求
を
刺
激
さ
れ
た
青
少
年
同
士
の
「
誌
友
交
際
」
は
、
文
章
の
練
磨

と
相
互
批
評
に
よ
る
内
面
の
充
足
を
も
た
ら
し
、「
文
学
青
年
」
を
生
む

母
体
と
な
っ
た
。
樗
牛
と
嘲
風
は
、
こ
の
世
界
か
ら
出
発
し
た
最
初
の
世

代
の
人
物
で
あ
る
。

　

第
二
章
「
高
山
樗
牛
・
姉
崎
嘲
風
に
お
け
る
ド
イ
ツ
哲
学
の
受
容
」
で

は
、
高
等
中
学
校
、
帝
国
大
学
に
お
け
る
樗
牛
と
嘲
風
の
思
想
形
成
が
検

討
さ
れ
る
。
長
尾
は
、
二
人
が
帝
国
大
学
文
科
大
学
で
受
講
し
た
井
上
哲

次
郎
と
ケ
ー
ベ
ル
の
講
義
を
詳
細
に
分
析
し
、
こ
れ
ら
の
講
義
を
中
心
と

し
た
ド
イ
ツ
哲
学
の
受
容
が
、
樗
牛
の
「
美
学
」
と
嘲
風
の
「
宗
教
学
」

そ
し
て
言
論
活
動
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

本
書
の
課
題
に
即
し
て
重
要
な
の
は
、〈
憧
憬
〉
と
い
う
思
考
様
式
も

ま
た
、
井
上
や
ケ
ー
ベ
ル
の
講
義
を
通
し
て
「
発
見
」
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
樗
牛
は
井
上
の
講
義
で
学
ん
だ
「
現
象
即
実
在
」
論
や
「
経
験
的
に

把
握
さ
れ
う
る
現
実
の
な
か
に
、
実
在
た
る
理
想
の
一
端
を
見
出
し
、
理

想
の
実
現
に
向
け
て
邁
進
し
て
い
こ
う
と
す
る
き
わ
め
て
漸
進
主
義
的
な

立
場
」
に
よ
っ
て
、〈
憧
憬
〉
と
い
う
「
新
し
い
思
考
様
式
」
を
発
見
し

た
。
嘲
風
は
、
ケ
ー
ベ
ル
講
義
を
契
機
に
学
ん
だ
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
、

絶
対
者
を
把
握
す
る
根
源
的
な
力
と
し
て
〈
憧
憬
〉
を
位
置
づ
け
た
。

　

第
三
章
「
日
清
戦
後
に
お
け
る
〈
憧
憬
〉
の
萌
芽
」
は
、
明
治
二
九
年

に
大
学
を
卒
業
し
た
樗
牛
と
嘲
風
の
言
論
活
動
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

博
文
館
に
入
り
、
雑
誌
『
太
陽
』
に
場
所
を
得
た
樗
牛
は
、
同
時
期
に
勃

興
し
た
思
想
運
動
「
日
本
主
義
」
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
。
樗
牛
の
「
日
本
主

義
」
の
特
色
は
、
論
者
に
よ
っ
て
違
う
「
日
本
主
義
」
と
い
う
概
念
の
理

論
化
を
目
指
し
た
こ
と
、「
日
本
主
義
」
の
立
場
か
ら
文
学
や
美
術
を
批

評
し
た
こ
と
で
あ
る
。
樗
牛
の
「
日
本
主
義
」
は
、「
民
衆
最
大
の
幸
福
」

を
保
障
す
る
「
国
家
」
の
完
全
な
発
達
の
た
め
に
「
国
民
的
特
性
」
に
基

づ
い
た
道
徳
の
確
立
を
目
指
す
思
想
で
、
批
評
で
も
道
徳
は
文
学
や
美
術

よ
り
優
位
に
置
か
れ
た
。
と
こ
ろ
が
樗
牛
は
、
徐
々
に
「
日
本
主
義
」
か

ら
離
れ
て
い
く
。
批
評
で
「
日
本
主
義
」
を
押
し
出
せ
ば
押
し
出
す
ほ
ど
、

歴
史
的
に
も
同
時
代
的
に
も
美
術
や
文
学
を
解
釈
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
、
基
礎
理
論
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
研
究
上
の

主
著
『
近
世
美
学
』
で
美
的
価
値
の
自
律
性
を
認
め
る
に
至
っ
た
こ
と
、

道
徳
の
限
界
を
指
摘
し
て
「
美
」
を
感
受
す
る
「
感
情
」
に
注
目
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
。
一
方
、
嘲
風
は
大
学
院
に
進

学
し
て
研
究
を
続
け
、『
宗
教
学
概
論
』
に
代
表
さ
れ
る
近
代
日
本
宗
教

学
の
構
築
や
、
宗
教
関
係
者
の
連
絡
組
織
、
宗
教
家
懇
談
会
の
活
動
な
ど

に
打
ち
込
ん
で
い
く
。
日
本
人
の
国
民
性
を
「
現
世
的
」
だ
と
し
、
国
民

道
徳
か
ら
宗
教
を
退
け
た
樗
牛
と
違
い
、
嘲
風
は
日
本
人
の
国
民
性
に
異

な
る
教
義
体
系
の
宗
教
を
受
け
入
れ
る
「
包
括
融
合
」
を
見
て
い
た
。

　

第
四
章
「
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
〈
憧
憬
〉
の
精
神
」
は
、
明
治
三
三

〜
三
四
年
ご
ろ
に
起
こ
っ
た
樗
牛
の
思
想
の
変
容
を
丹
念
に
追
っ
た
章
で

あ
る
。
日
清
戦
争
後
の
条
約
改
正
に
よ
っ
て
、
日
本
が
「
文
明
国
」
の
仲

間
入
り
を
果
た
し
た
と
い
う
意
識
が
国
内
に
生
ま
れ
る
と
同
時
に
、
北
清

事
変
に
お
け
る
露
仏
両
国
兵
の
残
虐
行
為
、
足
尾
鉱
毒
事
件
や
労
働
問

題
の
発
生
な
ど
、「
文
明
」
の
負
の
側
面
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
樗
牛
の
論
説
に
も
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。「
日
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本
主
義
」
を
掲
げ
て
宗
教
を
否
定
し
て
い
た
は
ず
が
、
科
学
や
哲
学
で
は

「
理
窟
」
を
教
え
ら
れ
て
も
「
価
値
」
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

て
、「
理
外
の
信
仰
」
宗
教
の
意
義
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
時
期
の
樗
牛
の
思
想
で
重
要
な
の
が
、「
文
明
批
評
」
の
試
み
と

「
美
的
生
活
」
論
で
あ
る
。「
文
明
批
評
」
と
は
「
人
々
の
生
を
取
り
巻
く

社
会
状
況
へ
の
批
判
」
で
あ
り
、
偉
大
な
「
文
明
批
評
家
」
と
し
て
ニ
ー

チ
ェ
が
示
さ
れ
る
。
樗
牛
が
目
指
し
た
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
イ
プ
セ
ン
の

よ
う
に
時
代
の
精
神
を
作
り
出
す
「
主
観
主
義
」「
個
人
主
義
」
に
立
脚

し
た
「
文
明
批
評
」
で
あ
っ
た
。
明
治
三
四
年
ご
ろ
、
樗
牛
は
武
士
道
の

強
調
な
ど
の
道
徳
的
言
説
が
猖
獗
を
き
わ
め
る
言
論
状
況
に
不
満
を
抱
き
、

「
文
明
批
評
家
」
と
し
て
の
文
学
者
が
創
出
す
べ
き
価
値
を
模
索
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
答
え
が
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
論
説
「
美
的
生
活
を

論
ず
」
で
あ
る
。
人
生
の
目
的
を
「
幸
福
」
＝「
本
能
の
満
足
」
と
定
め

る
樗
牛
は
、「
本
能
」
を
満
足
さ
せ
る
実
践
と
し
て
「
美
的
生
活
」
を
唱

え
、
そ
の
価
値
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
た
。
樗
牛
の
「
美
的
生
活
」
論
は
、

原
理
論
と
し
て
の
「
美
学
」
と
時
代
認
識
と
し
て
の
「
文
明
批
判
」
の
精

神
が
結
合
し
て
生
ま
れ
た
「
日
本
主
義
」
に
代
わ
る
新
し
い
主
義
の
提
示

で
あ
っ
た
。

　

ま
た
長
尾
は
、
埼
玉
の
忍
町
で
県
立
中
学
の
卒
業
生
と
在
校
生
に
よ
っ

て
刊
行
さ
れ
た
『
鴛
鴦
文
学
』
の
詳
細
な
検
討
を
通
し
て
、
地
方
青
年
の

同
人
に
「
文
明
」
へ
の
懐
疑
と
文
学
熱
が
伝
播
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
な
か
で
樗
牛
の
言
論
が
「
文
明
」
に
対
峙
す
る
「
文
学
者
」
の
仕
事

と
し
て
共
感
を
得
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

第
五
章
「
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
〈
憧
憬
〉
の
ゆ
く
え
」
で
は
、
明
治

三
五
年
に
病
没
す
る
樗
牛
最
晩
年
の
思
想
と
、
日
露
戦
争
前
後
の
嘲
風
の

思
想
が
論
じ
ら
れ
る
。
樗
牛
は
田
中
智
学
の
影
響
で
日
蓮
に
傾
倒
し
、
そ

の
研
究
に
打
ち
込
ん
だ
。
樗
牛
に
と
っ
て
の
日
蓮
と
は
、
苦
難
に
耐
え

て
み
ず
か
ら
の
信
仰
を
貫
き
通
し
た
「
美
的
生
活
」
の
体
現
者
で
あ
り
、

〈
憧
憬
〉
の
対
象
と
し
て
の
「
天
才
」
で
あ
る
。「
偉
大
な
人
格
を
〈
憧

憬
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
理
想
の
世
界
を
設
定
し
、
現
実
を
批

判
し
つ
つ
、
国
家
を
も
相
対
化
し
て
、
精
神
的
文
明
の
内
実
を
豊
か
に
し

て
い
く
道
」
を
探
っ
た
樗
牛
の
思
想
活
動
の
到
達
点
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
明
治
三
三
年
か
ら
洋
行
し
て
い
た
嘲
風
は
、
日
本
に
い
る
最
晩

年
の
樗
牛
と
書
簡
を
や
り
と
り
し
、
そ
れ
ら
を
『
太
陽
』
に
掲
載
し
て
い

た
。
嘲
風
は
現
今
日
本
の
道
徳
や
学
術
に
対
し
て
「
反
抗
的
革
新
的
精

神
」
で
臨
む
使
命
と
、
自
己
の
「
ロ
マ
ン
チ
ク
の
傾
向
」
を
有
す
る
「
個

人
主
義
」「
主
観
主
義
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
樗
牛
の
没
後
、
明
治

三
六
年
に
帰
国
し
た
嘲
風
は
、
日
露
戦
争
前
後
に
あ
ら
わ
れ
る
、
人
生
の

懐
疑
に
陥
っ
た
「
煩
悶
青
年
」
を
擁
護
す
る
論
説
を
発
表
す
る
。

　

嘲
風
の
思
想
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、『
時
代
思
潮
』
時
代
で
あ

る
。
第
二
次
旅
順
攻
撃
の
こ
ろ
か
ら
、
国
家
に
対
す
る
個
人
の
自
己
犠
牲

の
価
値
を
強
調
し
始
め
る
。
宗
教
論
に
お
い
て
も
、
主
観
的
な
「
小
我
」

か
ら
客
観
的
な
「
大
我
」
へ
と
重
点
を
移
し
、「
愛
の
団
結
に
服
従
す
る

我
」
の
意
義
が
説
か
れ
る
。
国
家
に
接
近
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
嘲
風

だ
が
、
普
遍
的
な
理
想
と
特
殊
の
現
実
を
絶
え
ず
往
復
す
る
〈
憧
憬
〉
に

よ
っ
て
、
素
朴
な
国
家
主
義
に
陥
ら
ず
、
あ
く
ま
で
人
類
の
精
神
的
発
展
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に
寄
与
す
る
態
度
は
貫
い
た
。
し
か
し
、
支
持
基
盤
で
あ
っ
た
青
少
年
の

「
誌
友
交
際
」
の
世
界
に
浸
透
す
る
「
自
然
主
義
」
を
覆
す
だ
け
の
新
し

い
「
理
想
」
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
青
少
年
た
ち
は
嘲
風
か
ら
離

れ
て
い
く
。
終
章
で
は
、
そ
の
後
国
家
に
い
っ
そ
う
接
近
し
て
い
く
嘲
風

と
、
当
局
の
取
締
強
化
に
よ
っ
て
地
方
の
同
人
雑
誌
を
中
心
と
す
る
「
誌

友
交
際
」
の
世
界
が
閉
塞
し
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
る
。

　

本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
の
厳
格
な
史
料
の
取
扱
と
分
析
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
初
出
誌
の
記
事
を
博
捜
し
、
書
簡
な
ど
の
未
公
刊
史
料
を
発

掘
す
る
だ
け
で
な
く
、
従
来
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
講
義
録
な
ど
の
図

書
資
料
、
地
方
の
同
人
誌
な
ら
び
に
そ
の
関
係
者
の
日
記
ま
で
網
羅
的
に

収
集
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
史
料
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
、
ケ
ー

ベ
ル
講
義
の
史
料
批
判
と
分
析
、「
日
本
美
術
史
未
定
稿
」
構
成
の
検
証
、

樗
牛
の
ニ
ー
チ
ェ
受
容
の
再
検
討
、「
美
的
生
活
」
論
に
対
す
る
サ
ン
タ

ヤ
ー
ナ
の
影
響
の
測
定
、「
誌
友
交
際
」
の
実
証
的
研
究
な
ど
は
、
本
書

の
核
心
部
で
あ
る
。
樗
牛
は
「
思
想
的
振
幅
の
大
き
い
、
一
貫
性
の
な
い

思
想
家
」
と
し
て
描
か
れ
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
実
態
が
よ
く
わ
か
ら
な
い

ま
ま
そ
の
影
響
の
大
き
さ
が
自
明
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
本
書
は
、

本
人
な
ら
び
に
周
辺
の
史
料
を
徹
底
的
に
掘
り
起
こ
し
、
新
し
い
視
圏
を

切
り
開
い
た
上
で
そ
の
実
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
全
集
の
み
に
依
拠

し
た
近
現
代
思
想
史
研
究
を
厳
し
く
批
判
す
る
長
尾
の
提
言
は
、
耳
の
痛

い
話
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
史
料
の
発
掘
と
読
解
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
基
礎
の
上
に
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
思
想
に
内
在
し

た
考
察
も
、
本
書
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
日
本
主
義
」

か
ら
「
美
的
生
活
」
論
に
至
る
過
程
の
分
析
で
は
、「
日
本
主
義
」
的
な

批
評
の
論
理
が
内
破
し
て
い
く
様
子
を
説
得
的
に
描
い
て
お
り
、
本
書
に

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
最
大
の
問
題
と
な
る
の
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
〈
憧
憬
〉

と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
終
章
に
お
い
て
長
尾
は
「〈
憧
憬
〉
と
い
う
思

考
様
式
」
の
特
徴
の
第
一
を
「
思
想
活
動
の
中
心
と
な
る
理
想
と
現
実
を

め
ぐ
る
解
釈
に
お
い
て
、
現
実
を
顧
み
ず
に
理
想
を
振
り
か
ざ
す
の
で
な

く
、
ま
た
理
想
を
排
し
て
現
実
に
拘
泥
す
る
こ
と
も
な
く
、
両
者
の
中
間

に
あ
っ
て
、
理
想
の
実
現
の
不
可
能
性
を
認
め
な
が
ら
、
理
想
の
実
現
に

向
け
て
現
実
を
漸
進
的
に
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
」
と
定
義
す

る
。
本
書
の
〈
憧
憬
〉
に
つ
い
て
の
議
論
を
ま
ず
印
象
レ
ベ
ル
で
総
括
す

る
な
ら
ば
、
樗
牛
と
嘲
風
の
伝
記
的
事
実
に
つ
い
て
、「
日
本
主
義
」
に

つ
い
て
、「
美
的
生
活
」
論
に
つ
い
て
、
ま
た
「
誌
友
交
際
」
に
つ
い
て

積
み
重
ね
ら
れ
た
研
究
の
密
度
が
濃
け
れ
ば
濃
い
ほ
ど
、〈
憧
憬
〉
の
概

念
の
曖
昧
さ
が
目
立
つ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
長
尾
は
、
論
を
運
ぶ
過
程

の
随
所
で
樗
牛
と
嘲
風
の
言
説
を
〈
憧
憬
〉
の
観
点
か
ら
位
置
づ
け
な
お

し
て
い
る
が
、
腑
に
落
ち
る
部
分
が
ほ
と
ん
ど
と
は
い
え
、
や
や
牽
強
付

会
気
味
に
感
じ
ら
れ
る
箇
所
も
あ
っ
た
。
本
書
を
通
読
し
て
〈
憧
憬
〉
そ

れ
自
体
の
概
念
史
を
追
う
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。「〈
憧
憬
〉
と
い
う
新

し
い
思
考
様
式
」「〈
憧
憬
〉
す
る
立
場
」「〈
憧
憬
〉
の
発
想
」「〈
憧
憬
〉

の
思
惟
」「〈
憧
憬
〉
の
態
度
」
と
幅
の
あ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
表
現
さ
れ
て
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い
る
が
、
嘲
風
が
い
う
よ
う
に
〈
憧
憬
〉
が
「
こ
の
時
代
の
心
持
ち
」
つ

ま
り
心
情
や
態
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
洗
練
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も

「
方
法
」
と
し
て
発
展
し
て
い
く
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

　

樗
牛
と
嘲
風
の
〈
憧
憬
〉
が
当
人
の
思
想
を
規
定
し
、
青
少
年
に
影
響

を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
長
尾
は
「
芸
術
・
宗
教
へ
の
〈
憧

憬
〉
と
「
我
」
の
自
覚
、
こ
れ
が
高
山
・
姉
崎
の
思
想
活
動
が
青
年
層
に

与
え
た
最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
総
括
し
た
。
教
養
主
義
、
文
化
主
義

な
ど
大
正
期
の
思
想
に
つ
な
が
る
要
素
で
あ
り
、
今
日
の
芸
術
受
容
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
側
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
偉
人
や
天
才
の
業

績
」
へ
の
着
目
と
い
う
〈
憧
憬
〉
の
第
二
の
特
徴
、「
実
践
よ
り
も
観
照

を
重
視
す
る
立
場
」
と
、「
天
才
」
の
「
精
神
」
を
呼
吸
す
る
こ
と
の
重

視
と
い
う
第
三
の
特
徴
を
想
起
し
た
時
、
説
得
力
が
あ
る
。

　

だ
が
、〈
憧
憬
〉
が
「
新
し
い
思
考
様
式
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
一

考
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。「
理
想
」
を
「
理
想
」
と
し
て
仰
ぎ
つ

つ
、
か
つ
「
現
実
」
に
の
み
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
物
事
を
漸
進
的
に
発

展
さ
せ
る
態
度
が
〈
憧
憬
〉
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
治
期

に
限
っ
て
み
て
も
そ
れ
に
該
当
す
る
著
作
は
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、
長
尾
も
触
れ
て
い
る
樗
牛
た
ち
よ
り
は
る
か
に
年
長
の
福
澤
諭

吉
が
『
時
事
小
言
』
の
冒
頭
で
「
天
然
の
自
由
民
権
論
は
正
道
に
し
て
人

為
の
国
権
論
は
権
道
な
り
」
と
い
っ
た
時
、
そ
こ
に
は
理
想
の
世
界
と
立

ち
向
か
う
べ
き
現
実
の
国
際
社
会
の
両
極
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
樗
牛
が
失
敗
し
た
第
一
高
等
中
学
校
の
入
試
に
合
格

し
、
の
ち
に
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
社
会
主
義
者
堺
利
彦
は
、
日
露
戦
争

と
前
後
し
て
理
想
社
会
の
人
間
像
を
構
想
し
つ
つ
も
、
現
実
に
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
チ
マ
チ
マ
し
た
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
同
時
代
の
「
理

想
」
と
「
現
実
」
を
め
ぐ
る
思
想
と
比
較
し
た
場
合
に
〈
憧
憬
〉
は
ど
の

よ
う
な
地
位
を
主
張
で
き
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
が

必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
な
い
も
の
ね
だ
り
に
な
る
が
、
日

露
戦
争
後
の
嘲
風
の
思
想
に
つ
い
て
の
分
析
が
樗
牛
の
も
の
に
比
し
て
密

度
が
落
ち
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
長
尾
は
嘲
風
の
戦
争
論
や
満
韓
経
営

論
に
つ
い
て
「
姉
崎
の
内
面
に
お
い
て
は
、
勝
利
へ
の
希
望
は
表
面
的
な

も
の
で
あ
り
、
戦
争
以
上
に
日
本
人
の
精
神
的
基
礎
を
確
立
す
る
こ
と
が

よ
り
重
視
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
評
価
し
、
そ
の
領
土
拡
張
論
批

判
、「
富
国
強
兵
」
批
判
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
や
「
理
想
」

に
寄
り
す
ぎ
た
評
価
の
よ
う
に
見
え
る
。
終
章
の
最
後
に
予
告
さ
れ
て
い

る
大
正
期
以
後
の
嘲
風
に
つ
い
て
の
検
証
が
終
わ
り
、
思
想
の
全
体
像
を

見
渡
す
な
か
で
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
、
待
つ
こ
と
に
し
た
い
。

　

本
書
は
、
思
想
史
研
究
が
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
な
か
で
、
緻

密
な
史
料
の
収
集
と
読
解
に
よ
る
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
大
き
な

「
精
神
史
」
の
流
れ
を
描
こ
う
と
し
た
労
作
で
あ
る
。
本
書
を
読
む
近
現

代
思
想
史
の
研
究
者
は
、
み
ず
か
ら
の
研
究
に
役
立
つ
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
、
随
所
か
ら
受
け
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

�

（
甲
南
大
学
准
教
授
）
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