
聯
渋
墨
博
士

文
學
博
士

文
學
博
士

法
學
博
士

法
學
博
士

法
娯
博
士

法
學
博
士

リ

ソ
ケ

ル
ト

の
横

位

艦

系

・

…

文
學
博
士

雑

鋸
跡

マ
ル

ク

ス
士
⊥並我
能
所

謂
過

渡

期

・

・

渋
墨
補
血

伯
林
最
近

の
生
活
費

・

・

…

法

學

士

附

録

・

・

…

本
誌
第
十

三
巻
絡
目
録

・ 、

1

稿

(㌧

K

4

刀

発

ース

一員

原

勝

郎

三

浦

周

行

儲
.麟

末

廣

重

雄

神

戸

正

雄

米

胆
庄

太
郎

ガ
リ

ム
ム

こ
と

洒

」

扉

汐

見

三

郎



探

長

補

窺

三
)

一

植

民

政

策

是

非
一

.

原

.

勝

郎

純
経

済
論

の
範

囲
を
ば
逸
す

る
け
れ

ご
、

い
ま
少

し
植

民
政
策
を
論

じ
て
見
や
う
。
東
洋

で
は
、
正
朔
を
奉

せ

し

め
る
ご
い
ふ
こ

ε
が
、昔

か
ら
し
て
歴

史

に
屡

々
見

え
る
が
、
こ
れ

は
即
ち
隷
屡

國
を

し
て
宗
主
鼠

の
暦
を
用

み

て
、
以

て
其
隷
騙

承
認

の
意
を
表

明

せ
し
む

る
の
で
あ
る

こ
ε
云

ふ
迄
も
な

い
、
抑

も
宗
主

国

の
暦

を
襲
用
す

れ

ば

ε
て
、
隷
騙

國

の
住
民

が
果
し
て
宗
圭

國

に
同
化

さ
れ
だ
氣

分
に
な

る
か
否

か
は
、
一
寸
疑
問

で
あ

る

の
み
な
ら

す
、
今
日
所
謂

国
民
化

ξ

い
ふ
如

き
方

策
が

、
東

洋

の
昔

の
爲
政
者

の
脳

中

に
あ

っ
た

か
で
ゼフ
か
も

、
亦
遽

か
に

断

じ
難

い
。
然

し
な
が
ら

宗
主

國
が
、

其
日
常

生
活

の
段

取
り

に
用

み
る
所

の
暦

法
を
、
其
附
庸
國

に
も
行

は
せ

る

こ
ε
に
す

る

ε
、
附
庸

國
の
方
で
も

宗
主

國
に
黝

し
、
自
ら
他

人
行
儀

を

薄
一
す

る
こ
ε
に
な

る
だ
ち

う
、
少

く
も
服
従

の
念
を

深
く
す

る
だ
ら
う

ε

の
期

待
は
、
昔

の
人

に
も
あ

っ
た
の
で
、
要
す

る

に
象
徴

を
提
暴
す

れ
ば

之

に
伴

ひ
精
神
的
愛
化

が
起

こ
る
ε
の
考

か
ら
、
養

し
た
も

の
ε
見
倣

し
て

よ
か
ら
う
。
西
洋

で
も

暦
法

の
精
神

的
意
義

を
全
C
認

め
ぬ

ド
二
流
ふ
で
は

な

い
。
希
臘

羅
馬
各
特
有

の
記
年
法
が
あ

り
、殊

に
そ
れ

よ
り
降

り

て
回
数

國

に
回
漱
暦

の
出
来

た
の
も
、
全
く
科
學

的
理

由

に
の
み
基

づ
く

ε
は

云

へ
ぬ
。
西

磁
羅
巴
.に
グ

レ
ゴ
リ

イ
暦

が
行

論

叢

採
長
補
短
三

)

第
+
三
巻

(第
⊥ハ
號

二
五
)
「
入
〇
七



論

叢

採
長
補
短
(二
)
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十
三
巻
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六
號

二
六
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八
O
八

は

れ
る
や
う

に
な

っ
て

か
ら
、
既

に
敷

世
紀
を
脛
來

っ
π
今
日
、

露

国
が
依
然

ご
し
て

ジ

ュ
リ

ア

ス
暦
を
採
用

し

て
居

る
な

ざ
も
、
此
方

が
星
學
的

に
正
確

だ

ざ
云

ふ
爲

め
で
は
な
く

、
・之
を
保
存

す

る
こ
ざ
に
よ

っ
て

精
瀞
的

に
も
何
物

か
保
存

さ
れ

る
だ
ら

う

ε
の
考

か
ら
來

て
居

る
も

の
で
.
換
言
す

れ
ば
暦

ε

い
ふ

象
徴

に

チ
ャ
ア

ム
が

あ

る
ε
信
ず

る

か
ら
だ
。

然

し
な

が
ら
露

西
亜

を
別
物

ざ
す

れ
ば
、
近
代

の
西

欧
羅
巴

に
は

暦

法

に
斯

く

の
如

き
重

大
な
意

義
を
附
す

る
習
慣

は
な
く
な

つ
π
。

こ
れ
は
彼
等

が
皆

同
じ
暦
法

に
よ
る
か
ら

で
、
甲

國
が
乙
國
を
併
呑

或
は
鑑
食
し
た

ε

て
、
其
併
合

さ
れ
認
食

さ
れ
た
地
方

に
元

か
ら

し
て
行

は
れ
來

つ
陀

乙
國

の
暦

法
は
、
中
風

の
暦

法

ご
全
く
同

じ

も

の
で
あ

る
か
ら
で
あ

る
、
正
朔
を
新

に
す

る
必
要

が
起

こ
ら
ぬ

か
ら

で
あ

る
.
然
ら

ば
近
世

国
家

が
新

に
領
土

を
拓

い
た
場
合

に
、
如

何
な

る
方
法

に
訴

へ
て
同
化

の
目
的
を
達

せ
む

ε
し
た

か
。

藪

に
於

て
国
語

政
策
な

る
む

・

の
が
起

こ

っ
て
來

る
。

.

欧
羅
巴

諸
國

に
国
語
政

策
が
行
は
れ
た
所

以
ご
同

一
の
根
本

精

神
を
寓

す

る
も

の
は
、
東

洋

に
も

な

い
で
は
な

い
。
今

で
も
支

那

ε
日
本

ε
が
親

ま
な
け

れ
ば
な
ら

但
、
親

く
あ

る

べ
き
筈
だ

ε
云

ふ
其
理
由

ε
し

て
同
種

同
文

ぎ

い
ふ
語

が
よ
く
引

き
合

ひ
に
出

る
。
支

那
人

蓬
日
本

人

ピ
、
人
種

だ
し
て
、忘
れ

だ
け

の
接

近

が
あ

る
か
は
^
日

本
人

ε

い
ふ
も
の

・
人
種
學
的
研
究

が
未

だ
行

き
屈

か
澱
今
日

に
於

て
、
極

め
て
不

明
瞭

で
は
あ

る
が
、
然

か
し

其
相
貌

の
相
近

似
す

る
所

か
ら
判
断

し
て
、
同
種

で
は

な

い
に
し

て
も
相

距

る
こ
ご
隙
り
遠

く

は
な
く

、
欧
羅

巴

4

㍉
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人
ざ
比
較
し
て
大
に
接
近
し
た
る
も
の
だ
ご
は
、
安
全
に
云
ひ
得

る
こ
ご
で
あ
ら
う
が
ヤ
此
同
種

ご
否

ε
は
今
問

題
で
は
な
い
。
述

べ
穴

い
の
は
同
文
の
方
だ
。
同
文
ご
云

っ
た
所

で
、
支
那
語

ε
日
本
語
ご
は
實
は
論

に
な
ら
粗

樫
根
本
的
に
懸
け
離
れ
た
も
の
で
、
其
差
別
は
欧
洲
諸
國
語
の
間

の
隔
り
ょ
り
も
更

に
大
き
い
。
同
じ
だ
ざ
云
ふ

の
は
、
唯
日
本
人
が
書
き
認
め
る
時

に
、
支
那
ε
同
様
の
文
字
を
使
用
す

る
ε
云
ふ
だ
け
だ
。
そ
れ
が
即
ち
所
謂

同
文
な
の
だ
。
話
し
の
方
で
は
相
互
全
く
相
通
跡
阻
両
国
民
で
も
}
同
じ
文
字
を
使
用
し
て
居

る
ε
云
ふ
こ
ε
が

親
近
關
係
を
深
く
す

る
有
力
な
原
因
だ
ε
云
ふ
ご
ε
に
な

っ
て
居

る
の
は
、
即
ち
同
文
論
だ
。

東
洋
に
同
束
論
が
あ
る
以
よ
、
文
章

の
み
な
ら
す
、
幽言
語
を
同
じ
く
す
る
者

の
間

に
、
特
別
の
親
し
み
が
生
す

る
ε
西
洋
人
の
考

へ
る
こ
ε
が
、
吾
人
に
ε
り
て
決
し
て
突
然
な

こ
ε
で
は
な
い
,
十
七
八
世
紀
の
頃
佛
蘭
西
が

其
濁
逸

か
ら
略
取
し
た
地
方
の
人
民
を
同
化
し
ゃ
ヶ

噛
し
て
、
強
制
的
に
佛
蘭
西
語
を
用

み
し
め
た
ど
の
こ
蓬
は

今
其
詳
細
を
何
ひ
知
り
難

い
が
、
十
九
世
紀

に
な
る
ε
、
之
に
類
似
の
政
策
を
以
て
国
民
主
義
達
成
の
何
よ
り
の

妙
工
夫
ε
認
め
る
や
う
に
な

っ
た
。
英
吉
利
な
ご
も
其
植
民
地

に
宿
用
語
を
設
定
し
、
英
語
以
外
の
言
語
を
抑

へ

や
う
ε
試
た
こ
ε
も
あ
る
。
然

し
な
が
ら
此
政
策
は
南
阿
な
ご
で
不
成
績
な
ご
ε
が
明
瞭

に
な

っ
た
の
で
、
英
國

は
大
に
反
省

し
て
國
語
政
策
を
抛
棄
し
、
土
地

の
事
情

に
よ
り
英
語
の
み
ε
限
ら
ぬ
こ
ε
に
し
た
。
英
国
で
は
斯

く
早
く
見
切
り
を

つ
け
た
が
、
逞
蒔
き
に
盛

に
國
語
政
策
を
や
り
出
し
た
の
は
凋
逸

で
あ
る
。

普
魯
西
が
共
東
部
の
醤
波
蘭
地
方
に
凋
逸
語
を
強
制
し
、
波
蘭
語
を
根
絶
せ
む
ξ
す

る
に
至

っ
た
の
は
主
ε
し

・
論

叢

、
採
長
補
短
(二
)

第
+
三
巻

〔第
六
號

二
七
)

八
〇
九

」
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て
ヰ

ル

ヘ
ル

ム
二
世

の
懐
柔
策
抛
棄

以
後
の

こ
ご
で

あ
る
が
。

其
西
境

な

る
ア

ル
サ

ス
・
ロ
ル

レ
呵
ソ
に

於

て
佛

語
を
排

し
て
凋
逸

語
を

の
み
流
通

さ
せ
や
う

ご
の
運

動
も
略
ぼ
同

じ
頃

か
ら
嘱
烈

に
な

っ
た
。
市

し
て
此
凋
逸

の

国
語
歌
集

は
他
国
に
其
類
を
見

隠
程

組
織

の
立

つ
た

も

の
で
あ

っ
た
。

言
語
學

の
爽
靭
地

ご
云

っ
て
も
不
可

な
き

凋
逸

に
斯

か
る
政
策

の
行

は
れ

る
ご
い
ふ
の
は
不
思
議

で
な
く

、
濁
逸

で
は
言
語

ε

い
ふ
も

の
が
民
族

の
作

り
上

げ
る
最
も
神
聖
な
も

の
で
、
言
語

ε
民
族

ε
は
瞠

る

べ
か
ら
ざ

る
關
係

を
有
す

る
の
み
な
ら
季
、
言
語

は
血
族
關

係
よ

り
も
更

に
有
力

な
連
鎖

で
.
假
合
本

來
別
個
の

人
種

に
属
す

る
民
族

で
も
、
共

通

の
言
語
を
話
す
時

に
は

、

同
血
族

の
者

よ
り
も
同
心

一
禮

の
観

念

を
有
す

る
や

う

に
な
る
ε
考

へ
た
、

從

っ
て
階
分

ε
煩
瑣
な
規

則
を
設
け

波
蘭
地

方
及

び

ア

ル
サ

ス
・
ロ
ル
レ
イ
ソ
に
濁
逸

語
を

強
制

し
た
。
佛
蘭
西

人

で
も
波

蘭
人

で
も
其
本

来

の
言
語
を

忘
れ

て
濁
逸

語
を
日
常
語

ご
し
て
操

る
や
う

に
な

れ

ば
、
そ
れ
で
以

て
清

和
迄
が
濁
逸
人

に
な
り
、
同
化
作
用

が

藪

に
完

成
す

る
も

の
だ
ε
考

へ
た
。

日
本

が
皇

濟
を
領
有

し
朝
鮮

を
併
合
す

る
や
う

に
な

っ
て
か
ら

、
同
化
政

策

の
中

の
重

な

る
も

の
ご

て
試

ら

れ
た
の
も
、
正

に
此

濁
逸

の
國
語
政
策

ご
類
似

し
た

も

の
で
あ

っ
た
。
皇

溌

は
領
有
後
暫

く
騒
齪

で
、
数
年

の
間

は
中

々
國
語
政
策
こ

こ
ろ
で
は
な

か

っ
た
け

れ
ご
、
朝
鮮
…で
は
併
合
後

早
速

に
此
國

語
政
策

に

ε
り

か

》
.っ
π
。

若

し

こ
れ
が
濁
逸

の
模
倣

で
あ

る
ε
す

れ
ば
、
・
果

し

て
彼

の
長
を
執

っ
た
も

の
で

め
ら
う

か
、
我

短

が
之
に
よ

っ

補

は
れ

π
で
あ
ら
う

か
。
、

㌃

＼

.



成
る
論
者
は
言
語
を
極
め
て
輕
く
視
て
、
本
来
言
語
`
い
ふ
も
の
は
意
を
通
す
る
手
段

ε
し
て
永

い
間
に
必
要

に
鷹
じ
て
自
然
ε
複
雑
に
し
π
も
の
に
過
ぎ
源
か
ら
、
之
を
国
民

の
精
油
を
二
め
セ

一
個
の
美
術
品
ご
見
る
べ
き

で
は
な

い
己
云
っ
て
居
る
。
然
し
な
が
ら
斯
く
出
張
上
が
る
間

に
國
民
精
神
が
何
等
の
影
響
を
も
及
ば
さ
な
か
つ

π
ぎ
考

へ
る
の
も
無
理
で
、
大
艦
に
於
て
國
語
は
國
民
精
油
ε
淺

か
ら
源
關
係
を
持

つ
ε
見
る
方

が
穏
當
で
あ
ら

う
。

さ
り
な
が
ら
國
民
精
肺
ε
い
ふ
も
の
は
随
分
曖
昧
で
も
あ
り
叉
複
雑
で
も
あ
る
。
其
国
民
精
神
の
全
部
が
國

語
に
宿
る
ε
考

へ
る
の
も
亦
受
取
り
難

い
こ
ご
だ
。
又

「
方
に
於
て
言
語
は
国
民
精
神
の
結
晶
に
過
ぎ
楓
ど
考

へ

る
こ
だ
も
出
來
な

い
。
此
の
如
く
国
語
即
國
民
精
.押
に
あ
ら
ざ
る
以
上
、
之
を
新
領
土
の
人
民
に
強
制
し
だ
ε
て

豫
期
の
如
き
効
果
が
學
が
.る
や
否
や
は
問
題
で
あ
.る
。
.、
一
方

に
於
て
は
国
民
精
神
の

一
面
の
み
が
強
く
表
現
さ
れ
.

る
こ
ε
に
な
る
か
も
知
れ
諏
の
.み
な
ら
ず
、
他
方
に
於
て
は
国
民
精
神

ε
濱
交
渉
な
特
電
し
て
は
之
ε
反
動
な

る

傾
向
の
影
響
が
生
ぜ
澱
ε
も
限
ら
ぬ
。
加
之
概
し
て
は
国
語
の
普
及
は
國
民
精
棘
の
普
及

に
利
益
が
あ
ら
う
け
れ

ご
之
を
強
制
す
る
窪
い
ふ
こ
ε
に
よ
っ
て
却
り
て
反
撥

一6
を
挑
畿
し
同
化
作
用
を
妨
げ
る
こ
芒
が
な

い
で

も

な

い
。
も

つ
ご
精
密
に
云

へ
ば
、
国
語
の
強
制
は
或

る
度
ま
で
必
要
で
も
あ
り
叉
利
益
で
も
あ
ら
う
け
れ
ざ
、其
手

加

減
が
頗

る
む

つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
云

へ
ば
植
民
地
に
住
す

る
者
は
本
鬮
の
國
語
を
習
得
す

る
こ
`
を
以
て
利
益

ご
す

る
.
故
に
干
渉
を
加

へ
す
放
任
し
て
置
い
て
も
、
植
艮
地

に
は
本
國
語
が
行
は
る

べ
き
筈
だ
。
さ
れ
ば
英
国
に
封
し
て
兎
角

に
反
感
を

論

叢

採
長
補
短
三
)

第
+
三
巻

(第
六
親

二
九
)

八
=

㌧

ρ

,

、
」.
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持

ち
把

が
る
南
阿

分
プ

ー
ア
入
で
も
、
其
大
多
数
は

英
語
を
自
由

に
操

る
。
若

し
放

任

し
π
ら
本
圃
語

が
植

民
地

に
行

は
れ

戯
ε
す

る
な
ら

ば
,
そ
れ
は
本

國

に
於

て

別

に
重
大
な
政
策
又
ば
女

明
上

の
散
黙
が
存
す

る
も
の
ε
し

て
反
省
す

べ
き
で
あ

っ
て
、
而
し
て
此
峡
瓢

は
国
語

の
強
制

に
よ
り
て
の
み
補

は

る

べ
き
筋

の
も

の
で
は
な

い
。

さ
れ
ば
本

国

々
語

の
強
制
は
、

つ
ま
b

は
強
制

せ
す

ε
も
普
及
す

べ
き
筈

の
國

語
を

、
不
必
要

に
強
制
す

る
ご
云

ふ

こ
ご
に
な

る
。
強
制
す

れ
ば
せ

澱
よ
り
も

よ
り
廣

く
國
語

が
普
及
す

る
だ
ら

う
。
け

れ
こ
も
此

傳
播

ε
共

に
強

制
す

る
ご

い
ふ
黙

で
、
假
令

そ
れ
が
植
民
地
住

民
の

利
益

に
な

る

こ
ざ
で
あ

る
に
し
て
も
、
強
制
す

る
の
は
、
多

少

の
不

雫
を
惹
起

こ
す
を

免
れ
沁

`
い
ふ
こ
ε
は
、

強
制
看

の
　覚
悟

せ
ね
ば

な
ら

ぬ

こ
ε
だ
。
畢

竟
す

る
に
国
語

傳

播

の
範

團
を
大

に
振
張
す

る
の
を
断
念
す

る

か
、

植
民
地

の
住
民

の
不
卒

を
賭
す

る
か
、

二
者
其

一
を
揮

ぶ
こ
.

ξ
に
な

る
の
で
あ

る
。
市

し

て
国
語
を

普
及

さ
す

こ

ε
に
よ

っ
て
國
風
構

祠
が
果

し

て
こ
れ
だ
け
普
及
す

べ
き
か

に
考

へ
到

ら
ば

、
此

問
題

の
解

答

さ
ま
で
」む

つ
か
し

く

は
あ

る
ま

い
。

,

斯
く

云

へ
ば

ε
て
予

は
毫
避
や

朝
鮮

の
土
著

人
に

日
本
語

の
普

及
を
必
要

ε
せ
n
の
で
は
な

い
。
此
等
土
著

人

に
日
本

語
を
奨
顕
す

る
こ
ξ
が
急

務

だ

ε
考

へ
る
。

奨
櫛

の
み

郁

ら

す

成

る
程
度
ま

で
は
強
制

も
反
射

で
は
な

い
。
然

か
し
強
制

に
も
實

は
程
度

が
あ

る
。凋
逸

が

曾

て
波
蘭

地
方
や

ア

ル
ナ
ス
・
ロ
ル
レ
イ

ン
で
や

っ
た
や
う
な

強
制

は
過
度

で
あ
る
。
凋

逸

は
國
語
政
策

で
遂

に
敷

果

を
擧

げ

る
を
得

な
か

っ
た
。

國
語
政
策

に
よ

っ
た

ε
云

ふ

こ
ε
は
凋
逸

の
長
所

で
は
な

い
。

之
に
模
倣

し

て
も

我
短

を
補

ふ
ご
ε
が
出
来

漁
。

國
語
政
策

の
熱
心

な

る
支

持



し

.

者
は
或
は
予

の
論
を
評
し
て
、
適
度

の
強
制
に
反
封
せ
躍
上
は
五
十
歩
百
歩
で
、
要
す
る
に
程
度
論
だ
ε
笑
ふ
か

　

も
知
れ
億
.が
、
給
し
て
政
策
に
は
程
度
帥
手
加
減

が
最
も
火
皿
だ
。
五
十
歩

の
場
合
に
有
益
で
も
百
歩
に
な
る
ご

有
害

に
な
る
こ
ご
も
あ
る
。
政
策
を
諭
せ
む
ε
す

る
者
は
程
度
論
を
軽
視
す

べ
き
で
な

い
。

.

國
語
政
策
ご
共
に
論
ぜ
ざ
る

ぺ
か
ら
ざ

る
は
所
謂
共
學
躇
躇

の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
果
し
て
外
國
の
模
倣
で

あ
る
か
否
か
予
は
詳
に
し
な
い
が
、
國
語
を
普
及
さ
せ
や
う
ご

い
ふ
精
神
か
ら
割
り
出
せ
ば
、
思
想
交
換

の
手
段

た
る
言
語
の
み
を
共
通
に
し
た
所
で
、
植
民
地

の
住
民
ビ
内
地
人
ε
の
交
通
を
親
密
に
せ
ね
ば
、
こ
れ
佛
を
邉

っ

て
魂
を
入
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
荷
も
國
語
政
策
を
執
る
以
上
當
然
共
學
の
制
を
布
く

べ
き
で
、
内
地
人

の
児
童
ご
植
民
地
住
民

の
児
童
ご
幼
少
の
折
か
ち
知
り
合
は
し
む
る
の
は
、
同
化
の
最
良
法
で
あ
る
。
勿
論
此
共

學
に
よ
っ
て
迷
惑
す
る
内
地
人
も
あ
る
だ
ら
う
七
、
又
共
學
を
難
布
く
思
は
濾
植
民
地
住
民
為
あ
ら
う
が
、
内
地

人
の
方
は
植
民
地
に
生
活
す

る
以
上
已
む
を
得
濾
こ
ε
Σ
し
て
辛
抱
す
る
が
よ
か
ら
う
。
辛
抱
の
出
家
隠
者
は
其

子
弟
を
内
地
に
送
還
し
て
激
育
を
受
け
さ
す
が
よ
か
ら
う
。
或
は
聯
合
し
て
私
立
學
校
を
作
る
も
よ
か
ら
う
。
植

民
地

に
於
け
る
内
地
人
は
現
に
今
公
立
學
校
を
維
持
し

つ
Σ
あ
る
、
其
上

に
私
立
學
校
を
維
持
す

る
こ
ε
が
無
理

だ
ビ
云
ふ
か
も
知
れ
組
が
、
予

は
内
地

に
於
て
す
ら
普
通
敏
育
國
庫
支
辨
論
が
起

こ
っ
て
居

る
今
日
、
値
域
地

の

普
通
敏
育
を
何
故

に
内
地
人
間

の
公
立
ε
し
て
居

る
か
を
怪
む
も
の
で
あ
る
。
植
民
地

の
普
通
激
育

こ
そ
総
督
府

論

叢

採
長
補
短
(二
)
.

第
十
三
巻

(第
六
號

三
こ

入
=
二

「
9

」

,
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叢

採
長
補
短
(二
)

第
+
三
巻

(第
夫
號

三
二
)
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八
一
四

の
豫
算
で
や
り
、
而
し
て
共
學
制
を
採
用
す

べ
き
で
あ
る
。
共
學
制
を
許

さ
諏
以
北
は
穂
督
府
の
豫
算
を
以
て
普

・過
激
育
費
を
支
辨
す
る
に
無
理
が
め
る
。
共
學
制
を
執
り
さ

へ
す
れ
ば
公
立
の
必
要
も
な
く
な

る
。
予
は
今
春
朝

鮮
を
旅
行
し
、
僻
邑
に
住
す
る
牧
人
少
き
内
地
人
が
幼
き
子
弟

に
普
通
激
育
を
授
け
る
爲
め
、
遠
隔
の
距
離

に
め

る
比
較
的
大
な
る
都
市
、
換
言
す
れ
ば
公
立
小
學
を
維
持
し
得
る
程
多
数
の
内
地
人
の
住
居
す
る
町
ま
で
児
童
を

逡
り
て
彼
等

に
寄
宿
生
活
を
な

さ
し
め
、
其
費
用

の
多

い
の
に
當
惑

し
つ
＼
あ
っ
九
の
を
屡

々
目
撃
し
た
。
.

共
學
制

の
利
益
は
、
軍
に
公
立
を
官
立
に
し
得

る
ε
云
ふ
の
み
で
な

い
。
國
語
の
普
及
に
も
最
も
便
利
だ
。
A
-

迄
の
制
度
で
は
植
民
地
土
箸
入
の
子
弟
を
特
別
の
畢
校

に
牧
容
し
、
其
特
別
の
學
校

で
国
語
を
強
制
し
や
う
ご
す

る
、
其
所
に
人
な
る
無
理
が
行

は
れ
π
の
だ
。
共
學
に
し
だ
ε
て
強
制
的
気

分
が
全
く
無
く
な
る
ε
云
ふ
で
は
な

い
が
、
然
か
し
此
氣
分
が
現
在
の
制
度
よ
り
も
大
に
和
ら
ぐ

こ
ε
は
明
瞭
だ
。
簡
単
な
話
が
今
の
制
度
の
乱

N
に
し

.

.て
は
國
語
政
策
を
行
ふ
に
す
ら
不
都
合
で
、
國
語
を
激

へ
る
に
し
て
も
掻
く

ア
ッ
サ
り
ご
や
る
外
は
な
《
な

る
の

で
あ
る
。

昨
今
新
聞
は
共
學
制
が
植
民
地
激
育

の
理
想
蓬
認
め
ら
れ
た
こ
ε
を
傳

へ
て
居
る
が
、
予
は
理
想
的
制
度
ど
し

て
實
行
を
將
來
に
期
す
る
こ
ご
を
せ
牽
に
、
即
座

に
断
行
し
た
ら
よ
か
ら
う
ε
思
ふ
。
然
し
な
が
ら
植
民
地

の
事

情
に
は
予
輩
の
詳
に
せ
の
こ
ε
も
多

か
ら
う
。
萬
已
む
を
得
ぬ
.事
情

か
ら
し
て
普
通
激
育
を
共
學
制
に
よ
ら
し
め

難

い
ε
す

れ
ば
、
中
等
教
育
を
ば
是
非
こ
も
共
學

に
改
め
た

い
。
中
等
漱
育
を
共
學
制

に
し
た
ご
て
同
化

の
敷

は

年

'

.

,



普
通
激
育
に
於
け
る
よ
り
も
薄

い
の
は
明
で
あ
る
け
れ
ご
、
其
代
は
り
に
行

ひ
易

い
。
普
通
激
育
の
場
合
に
子
弟

の
爲
に
躊
躇
す
る
父
兄
も
中
等
教
育
な
ら
ば
左
ま
で
躊
躇

し
な

い
。
而
し
て
中
等
漱
育
を
共
學
制

に
す

る
の
は
普

通
敏
育
に
も
及
ぼ
す
段
階

に
な
る
。
現
行
の
制
度
の
如
一
植
民
地

で
共
學
を
躊
躇
し
て
居

っ
て
も
、
植
民
地
土
箸

入

の
父
兄
が
其
子
弟
を
内
地
に
逡
一
る
有
様
で
は
、
現
行
制
度
の
難
有
味
も
な

い
澤
だ
。
共
學
を
植
民
地
で
や
ら

せ
る
ε
害
が
多
く
、
内
地

で
は
{舌
が
な

い
ご

一
概
に
は
云

へ
ぬ
。

.

植
民
地
土
悪
人
が
共
學
を
鳳
ふ
ご

ε
も
、
こ
れ
亦
有
り
得
璽

い
こ
ざ
で
な

い
。
然
し
な
が
ら
絶
謝
的
に
此
嫌
厭
を

矯
め
る
こ
ε
が
出
家
澱
ご
あ
っ
て
は
、
植
銑
地
激
育
こ
こ
ろ
て
は
な

い
、
値
域
地
の
統
治
そ
の
も
の
が
問
題
に
な

る
。
文
學
校
の
種
類
に
よ
り
て
は
内
地
人
に
私
立
學
校
を
許
す
や
う
に
土
蕃
入
に
私
立
學
校
の
設
立
を
許
し
て
も

よ
か
ら
う
。
弁
理
に
私
立
學
校
は
全
く
禁
せ
ら
れ
て
は
居
ら
漁
。
今
少
し
許
可
の
範

囲
を
櫨
げ

る
こ
ご
も
不
可
能

で
は
あ
る
ま
い
。

予
は
前
號
に
も
論
じ
た
如
く
に
植
民
地

の
統

一
に
於
て
財
政
の
凋
立
が
第

一
義
で
な
い
ご
思
ふ
。
本
圃
か
ら
幾

ら
か
助
勢
金
が
植
民
地

へ
速
く
ら
れ
る
方
が
順

冨
だ
ご
思
ふ
。
殊
に
植
茂
地
敏
育
費
の
如

き
、
道
理
か
ら
し
て
鍋

へ
ば
、
本
國
で
手
傳
を
し
て
然
る
べ
き
だ
こ
考

へ
る
。
無
い
袖
は
振
ら
れ
す
財
政
上
不
可
能
だ
ε
す
る
な
ら
、
必

し
も
所
謂
國
庫
の
金
を
内
地
か
ら
逡
く
ら
な
く
ε
も
よ
い
。
先
づ
総
督
府

の
豫
算
か
ら
支
出
す

べ
き
虻
。
普
通
漱
育

費
は
内
地
で
す
ら
国
庫
支
辨
論
が
盛
で
あ
る
。
植
跳
地
で
公
費

に
よ
る
こ
ε
は
や
め
る
が
よ
い
。
公
費
に
よ
る
間
は

植
民
地

の
財
政
猫
立
も
あ

っ
た
も
の
で
な
い
。
な
ほ
此
植
民
地
敏
胃
　貰
に
っ
き
て
は
内
地
有
志
者

の
出
金
す

る
こ

論
.
叢

採
長
補
短
(二
》
.

第
十
三
巻

(第
六
號

三
三
)

八
一
五

駈
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叢
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短
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號
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八
一
ゐハ

.

ε
最
も
切
望

に
堪

へ
な

い
こ
ε
だ
。
若

し
柱

芯
家

が
め

つ
て
植

艮
地

に
大
學

で
も
建

設
し
た
な
ら

ば
、
植
民
地

の

同
化

に
貢
献
す

る
所

決

し
て
少

小
で
は
あ

る
ま

い
ε
信
ず

る
。

・

『

植
民
地
漱
育
に
就
き
て
ま
だ

=
　ロ
し
セ

い
こ
ε
が
あ
る
。
そ
れ
は
敷
有
す

べ
き
學
科
の
種
目
に
關
す

亀
こ
ε
だ
。

従
来
の
や
り
方
に
よ
る
ε
政
治
歴
史
法
律
等
に
關
し
た
智
識
を
奨
倒
す

る
ε
、
政
治
運
動
が
盛

に
な
り
統
治

に
骨

が
折
れ
る
。
そ
れ
よ
り
は
此
等
の
學
科
を
後

へ
廻
は
し
て
實
業
教
育
を
奨
顕
す
れ
ば
、
土
署
民
の
懊
が
暖

に
な

っ

て
、物
質
的
満
足
を
得
、所
謂
衣
食
足

っ
て
禮
節
を
知
り
、
不
逞
の
徒
が
少
く
な
る
だ
ら
う

ご
、
い
ふ
考
で
あ

っ
た

や
う
だ
。
實
業
激
育
大
に
奨
脚
す

べ
し
、
植
民
地
住
民
に
物
質
的
満
足
を
與

ふ
る
こ
`
大
に
可
な
り
で
、
経
済
的

植
民
政
策
の
目
的
は
之

に
よ
b
て
大
に
達
成
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
物
質
的
満
足
は
必
し
も
精
醜
的

満
足
を
件
は
な

い
、
禁
ぜ
ら
れ
て
居
る
果
物
が
あ
る
ε
な
れ
ば
、
そ
れ
が
特
別

に
美
味

番
う
に
.考

へ
ら
れ
て
、
是

非

に
そ
れ
を
味

っ
て
見
た
く
な
る
の
は
人
情
だ
。
學
校
で
授
け
漁
.ピ
な
れ
ば
家
庭
で
講
書
に
よ
っ
て
之
を
知
ら
う

ε
す

る
。學
校
で
敏

へ
な
け
れ
ば
知
識
が
傳
播

せ
.ぬ
オ
思
ふ
の
は
大
き
な
間
違
で
あ
る
。
植
民
地
の
土
著
長
中
衣
食

の
足
り
π
る
人
々
が
如
何
な

る
知
識
を
得
む
ε
渇
望

し
て
居
る
か
は
、
彼
等
の
内
地

に
,遊
學
し
て
如
何
な
る
専
門

學
を
修

め
つ
Σ
あ
る
か
を
調

べ
て
見
れ
ば
直
ぐ
に
分
か
る
。
抑

へ
き
れ
漁
彼
等
の
好
個
を
植
民
地

の
み
で
抑

へ
や

う
ご
し
た
所
で
、
そ
れ
こ
そ
不
平
の
種
を
蒔
く
の
み
で
何
の
や
く
に
も
立

つ
も

の
で
は
な

い

學
問
の
種
類
に
よ
り
で
政
治
的
危
険
の
差
等
を
附
す
る
程
甚
し

い
謬
見
は
な
い
。
學
説
ε
い
ふ
も
の
は
之
を
極

、

「



,

留

端

ま
で
押

し

つ
め
る
℃
大
抵
危
険

を
包
藏
す

る
も

の
で
、
恰
も
如
何

に
衛

生
的
な
食
物

で
も

過
食
す

れ
ば
胃
腸

を

害
す

る

こ
・し
、
不
消
化
物

を
少
量

に
擾
馭
す

る
よ

り
甚

し

い
ε
回

し
課
だ
。
此

の
和

ぎ
は
學

説

ε
い
ふ
も

の
は

い

つ
れ
も

い
つ
で
も
貴
行

し
得

る
も
の

だ
こ
云
ふ
迷

妄

に
基

づ

い
て
居

る
も

の
で
、
學
者

が
比

熱

に
於

て
誤

る
の
み

な
ら
す

、
實
際

家
も
亦
往

々
に
し
て
同
様

の
誤

に
陥

っ
て
居

る
。

事
政
治

に
關
す

る
方

面

に
於

て
殊

に
其

然

る
を
.

見

る
の
で
、
政

治
的
不
孝

が
政

治
激
育

の
如
何

に

の
み

よ
る

ご
考

へ
た
ら
、

そ
れ

こ
そ
甚
し

き
見
當

蓮
ひ

ε
云
は

ざ

る
を
得

な

い
。
政
治

ε
云

ふ
も

の
は
専

門

に
政

治
的

激
育

を
受
け

な
く

ε
も
、
常
識

さ

へ
腰

達
し
居
れ

ば
大
艦

分

か
る
も

の
だ
。

從
ひ

て
政

治

上
の
不
孝

は
人

々

の
職

業
如
何

に
よ

り

て
差
等

の
あ
る
も

の
で
は
な

い
。

不
卒

の

あ
ま
り

に
鞍
す

る
運
動

は
政

治
漱
育

を
施

さ
す

ε
も
根
治

し
得

る
も

の
で
な
く

、
寧

ろ
歌
治

激
育

に
よ

っ
て
其
葱

を
輝

い
て
や

る
方

が
よ

い
。

學
問

の
中

に
政
治

的

不
孝

養
成
學

ぎ

い
ふ
も

の
が
あ

る
や

う

に
考

へ
る
の
は
、
臆

病

な
爲
政
者

の
す

る

こ
`
で
あ

る
。
昔

し
反
動
主
義

で
有

名
な

メ
ソ
一7
ル

ニ
ヒ
ε

い
ふ
政

治
家

は
、
人
民

の
政
治
的

欲
望

を
抑

へ
や
う

ε
し
て
梵

語
を
漿
脚

し
た

ε

い

ふ
話

だ
が
、

そ
れ

で
す
ら

遂

に
は
革
命

の
爲

に
没
落

せ
ざ

る
を

得

な

か

つ
陀
。
過
去

に
於

け

る
有

名
な

る
政

治
家
、
風
雲

を
ま

き
起

こ
し
π
主

な

る
人

々
の
中
で
専
門

に
政
治
的
學

科

を
履
修

し
な

か

つ
π
も

の

》
頗

る
多

い
な

ご
も

参
考

に
値

す

る
。
植
底
地
敏
育

を
全
然
や
ら

澱
ざ

い
ふ
な
ら
ば
.

～格
別

で
あ
る
が
、
そ

ん
な

こ

ご
は
今

日
出
家

ぬ
以

上

、
授
く

べ
き
知
識

の
種
一類
な
ご
を
制
限

せ

強
が

よ

い
、
一内
地

ε
差

別
を

な

さ
す

し
て

あ
た
り
ま

へ
に
す

る
が
よ

い
。
實
業

激
育

に
の
み
偏

重
す

る

の
は
最

も
有
害

に
し
て
且
危

険

で
あ
る
。

論

鯉

採
長
補
短
〔二
)

「
.

第
十
三
巻

(第
六
號

三
五
)

八
一
七

、
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〆

論

叢

採
長
補
短
(
二
)

儀
躍
十
「一二
巻

(鶴

山ハ
號
.

一二
山ハ
)

八

一
八

敏
育
の
み
に
限

っ
た
こ
だ
で
は
な

い
。
内
地

ε
植
民
地
ε
は
風
土
気
候
人
情
に
.も
そ
れ
く

相
違
が
あ
る
か
ら

植
民

地
に
於
げ

る
施
設

も
内

地

ご
同
様

に
行

か
組

こ
蓬
勿
論

で
あ

る
け
れ

ご
、
成

る

べ
く
内
地

ざ
同
様

に
な

る
の

が
理

想
で
め

る
以
上
、
事
情

已
む
を
得

鳳
も
の

に
限

り
差
別

を
設

く

べ
き

で
、
成

る

べ
く
差

別
す

る

こ
ご
を
本
義

ご
.

す

べ
き
で
は
な

い
、
ド

秀
ラ
を
本
義

に
し
た
所

で

差
別

を
無

く
す

る
こ
ご
が
出
來

諏
ε
云

へ
ば
、

そ
れ
ま
で

の
こ

ε
で

め
る
け

れ
ご

、
根
本

の
.恥
得
に

よ

っ
て
政

策

の
精
.神

に
大

な
違

ひ

が
出
來

る
。
予

は
差
別

の
存
す

る

の
を
非

難
す

る
の
で
な

い
。
故
意

柴
差
別
を
設

け
む

ε
す

る
精

神
が
よ
ろ

し
く
な

い
ε
云

ふ
の
で
、
從

っ
て
植
民

地

の
事

情

を
も
顧
慮

せ
す
、

一
も

二
も
な
く
内
地

同
様

に

や
ら

う

こ

い
ふ
の
は
勿
論
賛
成

の
出
来

濾
こ

で
あ

る
。

さ
れ
ば

ご
て
反
蜀

に
内
地

に
て
や
り
得

粗
施

設
を
植

民
地

で
や

っ
て
得
意

に
な

る
こ
ご
も
や

め

る
が

よ

い
ご
思

ふ
。

風
土

の
關
係

か
ら
植
民
地

に
於
て

の
み
可
能

で
、
内
地

で
は

不
可

能
な
も

の
な

ら
致

し
方
も
な

い
が

噛
費

用

の
黙

の
み

か
略

し
て
内

地
で

は
困
難

で

め
る
ε
こ
ろ
の
施

設

を
、
豫
算

が
大
ま

か
で
あ
る
.だ

い
ふ
を
利
用

し
て
植

民
地

に
行

ひ
、
内
地

で
す
ら
出
來

ぬ
こ
ε
を
や

っ
た
ε
誇

る
風
が
あ

る
が
、

こ
れ
は
甚
宜
く

な

い
。
植
民
地

に
於

て
は
威
嚴

を
示
す
爲

に
宏

壮
な
建
物

の
若

干
が
必
要

で
あ
ら

う
が
、
結

構

に
は
相
違

な

い
け

紅
ざ
替
八津
…過

ぎ
る
施

設
も
多
く

見
受

け
ら

れ

る
、
簡

単
な
話

が
藁

北

ε
東

京
ご
比

較

し
て
見

れ
ば
直

に
分

か
る

こ
ε
だ
。
本
圃

の
植
民
地

に
謝
す

る
態

度
は
自

然

に
從

ふ
が

は

い
の
で
、
餓
り

に
他

所

行

き
の
見

榮
を

張

る
に
は
當

ら
ぬ

。
内

に
は
粥

ば
が
与
暖
り

て
居

な
が
ら

外

に
於

て
の
み
美
食
し

て
見

せ
π
所

で
眞

相
は

い

つ
ま

で
も
露

は

れ
す

に
す

む
も

の
で
な

い
。
〔未
完
)
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