
批
評
・
紹
介

羽
田
博
士
史
皐
論
文
集
を
手
に
し
て
(
歴
史
編
)
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羽

田

亨

(

遺

著

)

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
東
洋
史
研
究
曾
設
行

A
5
版
本
文
七
八
四
頁

明
治
の
末
葉
か
ら
昭
和
の
初
年
に
か
け
て
の
、
わ
が
園
東
洋
史
皐
の
創
成
期

を
代
表
す
る
皐
者
を
あ
げ
る
ば
あ
い
、
そ
の
数
え
方
は
、
人
に
よ
っ
て
あ
る
い

は
異
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
ば
あ
い
で
も
、
羽
田
字
博
士
は
、

十
指
と
い
う
よ
り
も
、
片
手
で
指
折
ら
れ
る
な
か
に
入
る
ほ
ど
、
顕
著
な
存
在

で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
那
珂
遁
世
博
土
の

「
那
珂
遁
世
遺
書
」
を
始
め
と
し
て
、

白
鳥
庫
吉
博
士
に
は
「
西
域
史
研
究
」
が
あ
り
、
桑
原
隙
厳
博
士
に
は
「
東
西

交
活
史
論
叢
」
や
「
東
洋
文
明
史
論
叢
」
が
あ
り
、
藤
田
盤
八
博
士
が
「
東
西

交
渉
史
の
研
究
」
に
記
念
さ
れ
、
池
内
宏
博
土
が
「
湖
鮮
史
研
究
」
を
残
さ
れ

た
よ
う
に
、
蛍
時
の
碩
鼠
干
の
も
の
さ
れ
た
論
文
は
、
た
い
て
い
編
集
さ
れ
て
成

書
と
な
り
、
我
々
に
大
き
な
便
宜
を
奥
え
て
い
る
が
、
い
ま
羽
田
博
士
の
論
文

集
が
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
に
伍
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
こ
の
う
え
も
な
い
喜
び
で
あ
る
、
た
っ
た
一
つ
依
け
て
い
た
も
の
が
、

や
っ
と
充
た
さ
れ
た
よ
う
な
。

思
え
ば
、
私
が
羽
田
博
土
の
論
文
集
編
纂
の
計
董
を
耳
に
し
て
、
心
を
は
ず

ま
せ
た
の
は
、
数
年
前
の
こ
と
で
、
ま
だ
博
士
の
在
世
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

不
幸
に
し
て
そ
の
出
版
は
、
博
土
の
生
前
に
寅
現
せ
ず
、
こ
の
書
を
手
に
し
た

博
士
の
温
顔
に
援
す
ち
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
淋
し
い
。
さ

も
あ
ら
ば
あ
れ
、
我
々
に
と
っ
て
は
待
望
の
書
で
あ
り
、
同
時
に
、
博
士
の
象

聞
の
深
さ
と
庚
ざ
と
に
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
感
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

目
衣
を
、通
覧
し
た
だ
け
で
も
、
論
文
の
範
囲
は
、
古
く
は
西
暦
紀
元
前
後
の

大
月
氏
や
ク
シ
ァ
ナ
か
ら
、
降
れ
ば
第
十
五
・
六
世
紀
の
チ
ム
ル
や
永
繁
帝
に

ま
で
及
ん
で
い
る
。
地
域
か
ら
す
れ
ば
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
と
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に
主

結
が
置
か
れ
て
は
い
る
が
、
中
園
に
及
び
、
日
本
に
個
別
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
の
た
び
の
一
巻
は
、
序
文
に
も
警
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
博
士
の
塗
論
文
の

ほ
ぼ
牢
分
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
巻
は
、
便
宜
の
上
か
ら
歴
史
篇
と
名
付

け
ら
れ
、
下
巻
は
宗
教
言
語
篇
と
し
て
、
お
っ
か
け
上
梓
さ
れ
る
と
い
う
。

さ
て
、
本
書
の
批
評
を
依
頼
さ
れ
て
、
私
は
ハ
タ
と
山
富
惑
し
た
。
型
通
り
収

載
論
文
を
一
つ
一
つ
紹
介
す
る
に
し
て
も
、
未
設
表
で
あ
っ
た
「
唐
代
田
鶴
史

の
研
究
」
を
除
け
ば
、
す
べ
て
有
名
な
も
の
ば
か
り
。
い
ま
さ
ら
解
説
の
必
要

が
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
そ
の
後
の
斯
皐
の
設

達
に
よ
っ
て
、
今
で
は
多
少
の
補
訂
を
必
要
と
す
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
設
表
後
二
十
年
も
三
十
年
も
経
っ
て
い
る
論
考
を
と
り
あ
げ
て
、
依
陥
を

つ
つ
き
だ
し
て
自
分
の
論
議
と
封
比
し
、
非
躍
に
も
自
分
の
手
柄
顔
に
筆
を
と

る
人
た
ち
の
仲
間
に
は
、
私
は
入
り
た
く
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
、
後

で
悔
ま
沿
い
ほ
ど
、
私
の
皐
問
は
熟
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
私
は
、
け
っ
き
ょ

く
博
士
の
多
く
の
論
文
を
、
私
な
り
に
分
類
し
て
み
て
、
そ
の
形
を
と
り
な
が

ら
感
想
を
の
ベ
る
し
か
手
段
を
も
た
な
い
、
手
前
味
噌
の
論
議
で
博
士
の
皐
徳

を
損
ず
る
こ
と
を
、
ひ
た
す
ら
恐
れ
つ
つ
。
な
お
、

本
書
収
銀
の
論
文
に
は
い

ち
い
ち
設
表
年
代
を
註
記
し
た
。
博
士
の
撃
の
設
展
を
常
に
頭
に
霞
い
て
内
容

に
鰯
れ
る
こ
と
が
、
紹
封
に
必
要
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
ご

、
論

歪

東
洋
史
の
論
文
と
し
て
、
一
般
に
「
専
門
的
」
と
か
「
本
格
的
」
と
か
形
容

さ
れ
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
こ
の
「
本
格
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的
」
な
ど
と
い
う
形
容
ほ
ど
浅
薄
な
も
の
は
な
い
。
こ
の
種
類
の
も
の
の
な
か

に
は
、
史
料
を
た
く
ぎ
ん
並
べ
て
、
そ
れ
ら
に
物
を
い
わ
せ
る
だ
け
の
も
の
が

あ
り
、
ま
た
一
方
に
は
、
史
料
を
選
択
し
、
分
析
し
、
そ
れ
ら
を
騒
使
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
、
史
料
が
多
量
に
蒐
集
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
い
か
に

も
壮
観
で
あ
り
、
便
利
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
質
は
史
料
に
結
論
を
述
べ
さ
せ

て
し
ま
い
、
著
者
の
頭
は
た
だ
史
料
の
配
列
に
だ
け
し
か
動
い
て
い
な
い
。
こ

の
種
の
も
の
を
手
で
書
い
た
論
文
と
す
れ
ば
、
後
者
は
、
頭
で
書
い
た
論
文
と

い
え
よ
う
。
よ
く
よ
く
日
を
と
め
て
み
る
と
、
意
外
に
も
手
で
書
い
た
論
文
、

な
い
し
は
史
料
に
書
い
て
も
ら
っ
た
論
文
が
横
行
し
て
い
る
今
日
、
羽
田
博
土

の
諸
論
文
こ
そ
、
「
本
格
的
」
と
い
う
形
容
に
債
す
る
も
の
と
し
て
、
我
々
に
改

め
て
論
文
の
興
債
の
あ
り
か
た
を
教
え
て
く
れ
る
。
博
土
は
必
ず
し
も
多
作
で

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
設
表
さ
れ
る
論
文
が
、
ヒ
ッ
ト
つ
づ
き
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。

こ
の
書
を
開
く
と
、
何
よ
り
も
先
に
、
二
つ
の
重
要
な
テ

I
マ
と
、
そ
れ
を

追
求
し
た
四
つ
の
論
文
が
目
に
映
る
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
に
お
け
る
騨
惇
(
姑
赤
)

の
制
度
を
究
明
し
た
「
蒙
古
騨
傍
考
」

(
H
8
申
年
)
と
「
元
朝
騨
侍
雑
考
」
(
H
8
0

年
)
が
、
そ
の
テ
l
マ
の
一
つ
を
表
示
す
る
。
前
者
は
、
ほ
と
ん
ど
博
士
の
慮

女
作
と
い
っ
て
よ
く
、
後
者
は
そ
れ
の
徹
底
的
な
補
訂
と
見
て
よ
い
。
ぞ
れ
ら

に
は
、
騨
結
の
管
理
、
姑
官
、
姑
戸
、
ま
た
念
遜
舗
、
遜
俸
の
方
法
、
鋪
兵
な

ど
が
明
か
に
さ
れ
、
併
せ
て
符
牌
(
海
青
牌
や
金
字
国
符
)
に
つ
い
て
設
か
れ
て

い
る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
閣
と
い
う
比
類
も
稀
な
大
帝
図
の
あ
り
か
た
を
背
景
と

す
る
だ
け
に
、
細
か
な
考
詮
も
、
貨
に
い
き
い
き
と
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
テ
l
マ
は
、
ウ
ィ
グ
ル
研
究
で
あ
る
。
「
唐
代
回
鵠
史
の
研

究」

(
S
N同
年
?
)
と
「
九
姓
回
備
と
吋
O

宮
N

。ベ
C
N

と
の
関
係
を
論
ず
」

(
忌
忘
年
)
の
ニ
腐
を
主
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
博
士
の
謬
位
論
文
司
唐
代
の
国
側
に

関
す
る
研
究
」
に
お
い
て
、
第
一
篇
と
第
二
篇
と
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
と
に
後
者
は
、
そ
れ
以
前
に
東
洋
皐
報
に
設
表
さ
れ
て
、
博
士
の
皐
的
地
位

を
決
定
し
た
名
論
文
で
、
東
西
史
料
の
巧
妙
な
庭
理
と
考
詮
の
精
紋
な
貼
で
、

博
士
の
代
表
作
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
園
東
洋
史
皐
の
代
表
作
の
-
つ
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
麿
史
に
見
え
る
九
姓
回

鶴
を
突
阪
碑
文
が
傍
え
る
、
吋

O
G
5
0
2
N
(西
方
史
料
の

Z
2
Nベ
ZN)
に
擬

す
る
設
を
排
し
て
、
む
し
ろ
九
姓
鍛
勅
こ
そ
吋

2
5
0
2
N
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、

と
す
る
主
張
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
く
て
明
か
に
さ
れ
た
九
姓
銭
勤
と
九
姓
回

鵠
と
の
関
係
は
、
た
だ
ウ
ィ
グ
ル
史
上
だ
け
で
な
く
、
康
く
北
方
遊
牧
民
の
園

家
組
織
の
問
題
に
も
大
き
な
貢
献
を
い
た
し
、
ま
た
、
織
勃
を
、
H
，Z

『
r
の
隷
字

と
し
、
震
乾
・
烏
絶
を
。
ベ

ZN
の
認
と
す
る
今
日
の
遁
設
も
、
こ
の
一
筋
か
ら

出
渡
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
大
論
設
を
仮
生
さ
せ
た
博
士
の
「
唐
代
回
鵠
史

の
研
究
」
は
、
ど
う
い
う
事
情
か
、
四
十
年
近
く
も
博
士
の
倭
底
に
秘
め
ら
れ

て
い
て
、
こ
の
た
び
始
め
て
活
字
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ゥ
ィ
グ

ル
の
興
亡
を
、
年
代
を
追
っ
て
詳
考
し
た
も
の
で
、
博
士
の
克
明
さ
を
見
せ
て

い
る
。
『
此
の
一
篇
致
究
す
る
所
の
結
果
に
し
て
幸
に
大
過
無
ぎ
を
得
ば
、
如

何
に
爾
唐
蓄
の
回
鳴
に
関
す
る
記
載
の
不
備
に
し
て
、
而
し
て
叉
誤
謬
を
有
す

る
も
の
多
き
か
を
知
る
に
足
る
ベ
し
』

(
N
8
1
N
2
頁
)
と
い
う
博
士
の
言
が
、

ぜ

こ
の
論
文
の
目
的
と
債
値
と
を
よ
〈
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
博
士
は
『
包

5
・

5
口
碑
文
の
一
示
す
所
に
従
へ
ば
、
磨
延
援
は
大
な
る
征
織
を
了
る
毎
に
、
殆
ど

常
と
し
て
其
の
功
を
石
に
鞠
し
て
後
昆
に
侍
ヘ
た
る
を
知
る
、
此
の
事
は
濁
り

此
の
可
汗
の
時
の
み
に
非
ず
し
て
、
保
義
可
汗
の
紀
功
碑
の
関
白
円
白
回
目

K
8・

2
ロ
に
存
す
る
に
鑑
み
、
叉
突
獄
可
汗
の
紀
功
碑
の
諸
方
に
存
す
る
例
よ
り
考

ふ
る
も
、
必
ず
歴
代
の
可
汗
の
聞
に
行
は
れ
た
る
常
例
な
り
し
な
る
べ
し
、
今

よ
り
後
斯
る
史
料
が
漸
衣
設
見
せ
ら
れ
、
漢
史
に
よ
り
て
滋
に
論
述
を
試
み
た
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る
所
を
補
正
し
得
る
日
の
近
か
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
て
、
此
の
稿
を
了
ら
ん
と

す』

(
N
ご
頁
)
と
結
ん
で
い
る
が
、
こ
の
希
望
を
着
々
と
成
果
に
移
さ
れ
た
の

が
、
賓
に
博
士
の
後
半
世
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
博

士
の
論
文
目
録
を
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。

ウ
ィ
グ
ル
に
関
す
る
二
つ
の
雄
篇
に
み
な
ぎ
る
博
士
の
漢
文
史
料
の
騒
使
は
、

わ
が
園
東
洋
史
皐
の
最
長
所
を
最
高
の
水
準
に
お
い
て
示
さ
れ
た
も
の
と
い
え

る
が
、
そ
の
鋭
い
史
料
批
判
は
、
疑
惑
に
と
む
大
月
氏
に
剥
し
て
も
向
け
ら
れ
、

劃
期
的
な
成
果
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
大
月
氏
及
び
貴
霜
に
就
い
て
」

(
5
8

年
)
が
そ
れ
。
前
漢
の
初
世
に
旬
奴
に
這
わ
れ
て
河
西
か
ら
西
方
に
移
動
し
た

月
民
と
、
西
暦
第
一
世
紀
に
ア
ム
河
か
ら
ガ
ン
ダ
l
一7
に
進
出
し
て
、
有
名
な

カ
ニ
シ
ュ
カ
王
を
出
し
た
ク

シ
ァ
ナ
(
貴
霜
)
と
を
同
視
す
る
在
来
の
通
設
は
、

漢
史
の
編
者
の
修
飾
に
基
く
曲
筆
を
鵜
呑
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
快

に
論
断
し
た
も
の
。
た
と
え
そ
の
ヒ

γ
ト
は
桑
原
博
士
あ
た
り
に
求
め
ら
れ
た

と
は
い
え
、
ま
た
、
た
と
え
西
方
史
料
の
同
庇
げ
田
口
を
亀
蕊
に
あ
て
る
考
え

に
は
異
論
が
出
る
可
能
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
ま
こ
と
に
み
ご
と
担
考
査
で
、

嘗
て
歴
史
教
科
書
な
ど
に
の
さ
ば
っ
た
『
大
月
氏
の
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
』
と
い
う

表
現
を
完
全
に
抹
殺
し
た
名
作
と
し
て
、
前
記
の
九
姓
回
鶴
論
に
衣
ぐ
博
士
の

代
表
作
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
月
民
族
の
西
走
後
千
三
百
年
、
中
園
に

お
け
る
遼
園
の
滅
亡
に
際
し
、
同
じ
く
西
に
走
っ
た
耶
律
大
石
の
一
黛
に
つ
い

て
「
西
遼
建
園
の
始
末
及
び
其
の
年
紀
」
(
忌
忘
年
)
を
検
討
さ
れ
た
一
篇
も
、

皐
界
に
多
大
な
影
響
を
輿
え
た
も
の
で
あ
る
。

会

乙

考

設

い
ま
ま
で
は
、
い
わ
ゆ
る
専
門
家
向
の
も
の
を
拾
っ
て
き
た
が
、
こ
ん
ど
は
、

一
般
向
の
テ
1
7
を
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
質
詮
的
に
解
明
し
た
も
の
を
一
括
し

て
み
よ
う
。
こ
の
種
の
論
支
は
、
ま
さ
し
く
技
術
と
理
論
と
の
交
錯
で
、
そ
の

ど
ち
ら
に
も
備
し
な
い
だ
け
に
、
諌
ん
で
面
白
い
が
、
執
筆
は
ま
こ
と
に
む
づ

か
し
い
と
さ
れ
る
。
羽
田
博
土
が
こ
の
分
野
で
も
い
く
つ
か
の
傑
作
を
残
さ
れ

た
こ
と
は

J

そ
れ
こ
そ
博
士
の
暴
究
と
し
て
の
興
債
に
ふ
れ
る
大
き
な
謹
撲
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
元
朝
秘
史
に
見
ゆ
る
蒙
古
の
文
化
」
(
忌
当
年
)
は
、
博
士

の
皐
位
論
文
の
副
論
文
と
な
っ
た
も
の
で
、
後
進
的
な
モ

γ
ゴ
ル
部
族
が
、
強

大
な
園
を
替
む
と
、
前
代
か
ら
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
存
在
し
た
ト
ル
コ
族
の
文
化
を

継
承
し
た
こ
と
を
、
数
例
を
以
て
詮
明
し
、
元
朝
秘
史
に
見
え
る
蒙
古
の
制
度

文
物
を
す
べ
て

モ
ン
ゴ
ル
固
有
と
す
る
考
え
を
是
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

論
考
と
好
一
針
な
も
の
は
「
元
朝
の
漢
文
明
に
射
す
る
態
度
」

(HS∞
年
)
で
、

モ
ン
ゴ

ル
族
の
シ
ナ
統
治
に
あ
た
っ
て
、
彼
ら
は
シ
ナ
文
明
に
濁
し
て
敢
え
て

こ
れ
を
隼
重
し
模
倣
す
る
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
詮
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
大
き
な
波
紋
を
な
げ
た
一
篇
は
「
漠
北
の
地
と
康
園
人
」

(SNω
年
)
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
漠
北
の
突
阪
が
そ
の
圏
内
に
滞
留
し
て
い
た
康
園
人
(
ソ

グ
ド
人
)
に
政
を
委
ね
た
り
、
康
園
人
が
突
阪
の
諸
部
を
糾
合
し
て
唐
に
反
抗

し
た
り
(
六
胡
州
の
叛
)
、
多
く
の
ソ
グ
ド
人
の
マ
ニ
僧
が
ウ
ィ
グ
ル
園
に
滞
在

し
て
い
た
事
質
な
ど
を
指
摘
し
て
、
漠
北
と
ソ
グ
ド
地
方
と
の
深
い
関
係
を
読

き
、
爾
者
の
交
渉
が
突
限
時
代
以
前
に
も
遡
っ
て
考
え
ら
れ
る
と
し
、
後
代
の

モ
ン
ゴ
ル
帝
閣
の
文
化
も
こ
の
よ
う
な
傍
統
を
承
け
て
い
る
と
主
張
し
た
も
の
。

博
士
の
鋭
い
眼
力
を
最
も
よ
く
示
し
た
珠
玉
の
短
篇
で
あ
る
。
な
お
、
博
士
の

敦
埠
莫
高
窟
に
闘
す
る
二
つ
の
論
文
「
敦
爆
の
千
俳
洞
に
つ
い
て
」

(
5
8年
)

と
「
敦
燈
千
併
洞
の
営
造
に
就
き
て
」
(
H
由
N
u
-
-
年
)
も
こ
こ
に
附
加
さ
せ
て
い
た

だ
こ
う
。
博
土
は
こ
の
ニ
篇
に
よ
っ
て
、
こ
の
有
名
な
窟
院
の
創
建
年
代
に
劃

し
て
二
つ
の
設
を
示
さ
れ
た
。
一
は
大
周
李
君
修
功
徳
記
の
碑
面
が
停
え
る
前

秦
の
建
元
二
年

(ω8〉
'
U
・
)
設
、
他
は
ベ
リ
オ
蒐
集
の
漢
文
書
の
一
つ
か
ら
推

算
さ
れ
る
呂
田
の
永
和
九
年
(ω
包
〉
・
0
・
)
設
で
あ
る
。
今
日
で
は
中
共
の
宣
俸
が
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効
い
て
、
誰
知
ら
ぬ
人
も
な
い
敦
建
千
併
洞
も
、
三
十
年
前
に
は
そ
の
由
来
す

ら
考
え
る
人
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
中
共
で
は
現
在
前
説
そ
こ
と
新
ら
し

く
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
紀
年
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
後
説
を
容

れ
る
品
跡
地
が
あ
る
こ
と
も
、
我
々
は
銘
記
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
三
)
註
解

新
史
料
の
債
値
づ
け
に
つ
い
て
、
博
士
が
甚
だ
し
く
長
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
ま
こ
と
に
有
名
で
あ
る
。
今
世
紀
に
入
っ
て
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
や
ト
ル
キ
ス

タ
ン
の
現
地
-
調
査
が
念
速
に
進
行
し
て
、
綴
?
と
紹
介
さ
れ
た
碑
銘
、
文
書
、

古
寓
本
な
ど
に
つ
い
て
、
漢
籍
に
謝
す
る
該
博
な
知
識
と
盟
富
な
語
率
力
と
を

利
用
し
て
、
こ
れ
ら
を
徹
底
的
に
追
求
さ
れ
た
黙
は
、
他
の
何
人
の
迫
随
を
も

許
さ
ず
、
ま
さ
に
博
士
の
濁
澄
場
の
観
が
あ
っ
た
。
前
述
の
「
元
朝
騨
停
雑
考
」

は
永
祭
大
典
の
姑
赤
門
の
解
説
を
粂
ね
、
ま
た
い
ま
紹
介
し
た
千
俳
洞
に
関
す

る
二
篇
も
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
敦
建
の
町
の
東
南
二
十
五
キ
ロ
の
岩
壁
に
穿

た
れ
た
莫
高
窟
の
解
説
と
も
い
え
る
。
「
四
誇
館
則
解
題
」
(
忌
均
年
)
も
、
新

史
料
を
見
ぬ
く
博
士
の
眼
光
を
遺
憾
な
く
侮
え
て
い
る
。
博
士
が
ベ
リ
オ
民
と

共
編
さ
れ
た
「
敦
爆
遺
書
」
の
別
加
活
字
本

(SN由
年
)
に
、
収
載
の
新
史
料

を
一
々
解
題
さ
れ
た
部
分
が
、
幸
に
も
本
書
に
再
録
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
、

後
漢
乾
筋
二
年
撰
述
の
沙
州
地
志
残
巻
以
下
九
種
の
珍
史
料
が
刻
明
に
設
か
れ

て
い
る
。
「
唐
光
啓
元
年
書
潟
沙
州
伊
州
地
志
残
巻
に
就
い
て
」

(
5
8
年
)
お

よ
び
「
慈
超
往
五
天
竺
図
体
、
逆
録
」
(
H
E
H

年
)
は
、
同
じ
く
敦
煙
文
書
の
う
ち

最
も
重
要
な
も
の
を
取
扱
っ
て
い
る
。
前
者
に
は
、
註
解
と
し
て
、
唐
代
の
都

善
や
且
末
に
闘
し
、
ま
た
伊
州
の
石
高
年
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
興
味
あ
る
龍

族
に
つ
い
て
の
博
士
の
見
解
が
示
さ
れ
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
獄
立
の
論
考
を
成

立
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
古
寓
本
の
解
讃
に
立
脚
し
た
一
つ
の
論
考

集
と
見
ら
れ
よ
う
。
ま
た
後
者
つ
ま
り
懇
超
停
は
、
羅
振
玉
氏
の
・札
記
に
よ
っ

て
早
く
世
に
紹
介
さ
れ
、
藤
田
盟
八
博
士
の
名
著
「
慧
超
往
五
天
竺
園
停
築
罪
」

を
生
ん
だ
も
の
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
名
高
い
。
た
だ
羅
氏
が
原
本
を
筆
録
す

る
際
に
、
自
身
で
原
本
を
吟
味
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
筆
生
に
よ
る
謀
議
が

少
な
か
ら
ず
存
す
る
。
今
で
は
上
述
の
ベ
リ
オ
・
羽
田
爾
博
士
の
「
敦
爆
遺
書
」

の
な
か
に
潟
県
版
で
掲
げ
て
あ
る
か
ら
、
背
の
よ
う
な
誤
り
は
犯
さ
な
い
で
す

む
。
そ
れ
に
し
て
も
原
本
に
は
唐
代
の
慣
用
文
字
や
草
体
の
略
字
な
ど
が
多
い

の
で
、
解
説
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
尉
で
、
博
士
が
改
め
て
全
文

を
活
字
に
直
さ
れ
た
勢
は
、
感
謝
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
博
士
は
新
出
史
料
に
封
し
不
断
の
細
心
な
注
意
を
怠
ら
な
か

っ
た
の
で
、
こ
の
分
野
で
い
く
た
の
貢
献
を
致
さ
れ
た
が
、
と
く
に
大
き
く
と

り
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
質
に
李
柏
文
書
の
意
義
づ
け
で
あ
る
。
な

に
し
ろ
こ
の
文
書
は
、
日
本
の
探
検
脇
陣
が
褒
見
し
将
来
し
、
そ
し
て
現
に
日
本

に
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
日
本
の
皐
者
に
は
い
っ
そ

う
の
責
任
が
あ
る
。
し
か
も
、
漢
菅
の
木
簡
を
除
け
ば
、
文
書
と
し
て
最
も
早

期
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
皐
者
の
漢
文
史
料
の
分
析
力
が
大
き
く
物
を
言
う
し

ろ
も
の
で
あ
る
。
博
士
は
、
こ
の
文
書
を
書
き
残
し
た
李
柏
の
名
を
菅
書
張
駿

俸
に
見
出
し
、
同
書
の
正
局
者
俸
や
石
勃
載
記
、
ま
た
十
六
園
春
秋
な
ど
を
参
照

し
て
、
こ
の
文
書
が
前
涼
の
西
域
長
史
李
柏
に
よ
っ
て
威
和
三

t
五
年
(ωN
∞l

ωω
。
年
)
頃
に
、
ロ
プ
ノ
l
ル
北
岸
の
海
頭
(
古
の
横
倒
)
で
書
か
れ
た
と
断
定

さ
れ
た
と
'
き
、
灰
関
す
る
に
、
机
前
で
快
哉
を
叫
ば
れ
た
と
い
う
。
ま
こ
と
に

頭
の
下
る
挿
話
で
あ
る
。
こ
の
記
念
す
べ
き
報
告
こ
そ
「
大
谷
伯
爵
所
取
新
彊

史
料
解
説
」
(
巴
口
年
)
の
一
篇
。
こ
れ
は
、
解
読
と
い
う
、
な
ま
ぬ
る
い
題

名
が
附
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
ま
さ
し
く
巌
正
な
一
個
の
率
術
論
文
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
れ
を
註
解
の
分
野
で
紹
介
す
る
私
の
方
が
、
明
か
に
誤
り
な
の
で

あ
る
が
、
題
名
に
従
っ
て
、
こ
の
部
類
に
入
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
艇
で
は
、
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恐
ら
く
下
巻
に
収
載
さ
れ
る
で
あ
ろ
ラ
「
唐
故
三
十
姓
可
汗
貴
女
阿
那
氏
之
墓

首脳」
(
H
2

ω

年
)
と
肩
を
並
べ
て
、
博
士
の
新
史
料
の
庭
理
に
つ
い
て
の
比
類

な
い
手
腕
を
最
も
よ
く
表
明
す
る
傑
作
に
推
し
た
い
。
私
事
に
亙
っ
て
恐
縮
だ

が
、
私
は
「
古
代
天
山
の
歴
史
地
理
準
的
研
究
」
を
著
作
し
た
と
き
、
博
士
の

李
柏
文
書
の
取
扱
い
に
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
。
私
は
こ
の
文
書

の
書
か
れ
た
日
附
を
成
和
三
年
五
月
七
日
と
論
定
し
た
が
、
も
し
こ
の
推
考
が

誤
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
博
土
の
謬
恩
で
あ
る
。

(
四
)
綜
論

こ
の
た
び
の
論
文
集
に
は
、
博
士
が
折
に
ふ
れ
て
も
の
さ
れ
た
概
論
も
の
が
、

た
く
さ
ん
収
め
て
あ
っ
て
、
寅
に
楽
し
い
。
「
北
方
亜
細

E
に
於
け
る
遊
牧
民

の
祉
禽
的
生
活
」
(
H
C
H
∞
年
)
は
、
キ
ル
ギ
ス
遊
牧
民
の
ば
あ
い
を
例
に
と
っ

て
、
遊
牧
民
の
祉
曾
的
集
圏
組
織
と
そ
の
集
圏
の
統
率
者
(
玄
)
の
地
位
を
解
設

し
、
そ
の
歴
史
性
を
古
史
に
見
え
る
康
居
、
烏
孫
、

販
曜
、
回
鶴
等
々
に
つ
い

て
透
明
さ
れ
た
も
の
で
、
遊
牧
民
の
祉
舎
に
燭
れ
た
も
の
と
し
て
、
お
そ
ら
く

日
本
最
古
の
論
設
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
遊
牧
民
が
、

中
闘
を
統
治
し
た
ば

あ
い
に
、
彼
ら
は
、
そ
の
固
有
の
文
明
を
守
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
結
局
は
漢
文

明
に
同
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
た
だ
モ
ン
ゴ
ル
帝
図
の
ば
あ
い
だ
け

は、

漢
文
明
に
同
化
せ
ず
、
か
え
っ
て
漢
人
を
或
程
度
モ
ソ
ゴ
ル
化
し
た
。
こ

れ
は
博
士
の
持
論
で
あ
っ
て
、
さ
き
に

「
元
朝
の
漢
文
明
に
劃
す
る
態
度
」
で

紹
介
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
問
題
を
ふ
り
か
ざ
し
て
遊
牧
民
と
漢
文
明
と
の
交

渉
を
概
観
し
た
の
が
「
支
那
の
北
族
諸
朝
と
漢
文
明
」
(
同
由
民
年
)
と
題
す
る
す

ぐ
れ
た
一
文
。
さ
ら
に
「
漢
民
族
の
同
化
カ
設
に
就
い
て
」
(
同由主
年
)
は
、
同

じ
問
題
を
シ
ナ
側
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
北
方
か
ら
西
方
に
限
を

移
す
と
、
そ
こ
に
は
、
本
書
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
「
西
域
文
明
史
概
論
L

と

「
西
域
文
化
史
」
の
二
名
著
が
大
き
く
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
本

書
の
中
に
も
そ
れ
ら
と
深
い
関
連
を
も
つ
も
の
が
あ
る
の
を
見
お
と
し
て
は
な

る
ま
い
。
「
級
近
に
於
け
る
東
洋
史
皐
の
進
歩
」

(S
H∞
年
)
は
、
ツ
ナ
の
歴
代

正
史
の
西
域
侍
し
か
材
料
に
し
な
か
っ
た
従
来
の
西
域
史
に
謝
し
て
、
古
代
語

の
後
見
、
古
代
西
域
諸
閣
の
人
種
問
題
、
新
史
料
と
し
て
の
宗
教
経
典
の
設
見
、

ソ
グ
ド
文
化
の
東
方
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
ウ
ィ
グ
ル
文
化
、
な
ど
の
新
ら
し
い

問
題
を
提
供
さ
れ
た
意
欲
的
な
作
で
あ
る
。
ま
た

「
亀
蕊
・
子
閣
の
研
究
」

(
H
U
H
叶
年
)
は
、
亀
滋
語
に
関
す
る
シ
ル
ワ

γ
・
レ
グ
ィ
氏
の
研
究
弘
明
文
、
お

よ
び
子
閲
語
に
謝
す
る
ス
テ
ン
・
コ
ノ
ウ
氏
の
そ
れ
を
並
べ
て
と
り
あ
げ
、
と

も
に
亀
滋

・
子
闘
の
歴
史
的
解
明
に
大
き
く
役
立
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
患
な
る
論
文
紹
介
で
は
な
H
。
亀
葱

・
子
聞
と
い

う
西
域
の
代
表
的
二
大
圏
を
掲
げ
て
、
西
域
史
に
再
吟
味
を
求
め
た
紹
介
風
の

概
論
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
博
士
の
庚
い
観
野
は
、
博
土
の
筆
を
た
だ
モ
ン
ゴ

リ
ア
や
ト
ル
キ

ス
タ
ン
に
の
み
局
限
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
。
シ
ナ
史
の
ピ
ー
ク
と
思
わ
れ
る
惰

唐
栄
元
の
時
代
に
つ
い
て
、
一
家
言
を
堂
々
と
述
ベ
て
あ
る
の
を
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
。
「
惰
麿
時
代
の
文
化

L
(5
8
年
)
と
「
栄
元
時
代
総
説」

(5
8
年
)

と
が
そ
れ
で
、
た
く
み
な
叙
述
に
魅
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
透
徹
し
た
史
観
が

く
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
博
士
の
史
限
は
、
大
陸
文
明
の
足
跡
を
這
っ

て
日
本
に
渡
り
、
日
本
が
大
陸
文
明
を
受
容
し
た
重
要
な

一
期
に
つ
い
て
「
飛

鳥
奈
良
時
代
の
文
化
綜
読
」
(
呂
田
年
)
を
生
ん
だ
。
そ
の
う
え
「
日
本
文
化

設
達
史
上
に
於
け
る
外
園
文
化
の
影
響
」
(
忌
勾
年
)
を
大
観
し
て
、
日
本
の

歴
史
が
皐
な
る
一
個
の
地
方
史
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
ア
ジ
ア
大
陸
と
の
関

連
に
お
い
て
、
世
界
史
的
意
味
を
も
っ
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
灰
め
か
し

て
い
'る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
東
洋
史
皐
者
か
ら
い
え
ば
、
営
然
の
締
結
で
、

今
日
で
は
日
本
史
の
皐
者
の
聞
に
も
よ
う
や
く
向
調
の
気
配
が
感
ぜ
ら
れ
て
き
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た
。
博
士
の
製
聞
が
こ
の
よ
う
な
形
に
の
び
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
傘
い
。

概
論
と
い
う
も
の
は
、
た
い
へ
ん
な
曲
者
で
あ
る
。
た
と
え
同
一
テ
l
マ
を

扱
っ
て
も
、
必
ず
し
も
同
一
な
結
論
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
史
号
本
然
の
面

目
が
あ
る
。
誰
が
書
い
て
も
同
じ
に
見
え
る
の
は
、
教
科
書
と
そ
の
参
考
書
だ

け
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
「
概
訟
を
書
く
」
の
を
軽
蔑
す
る
人
が
あ
る
。

こ
の
輩
は
、
史
民
干
の
面
目
を
知
ら
ず
、
概
設
は
ハ
サ
ミ
と
ノ
リ
と
で
作
る
も
の

と
思
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
人
の
ア
イ
デ
ア
、
ま
た
苦
心
し
て
立
論

し
た
成
果
を
無
断
で
借
用
し
て
卒
気
で
い
る
人
も
、
こ
の
で
あ
い
で
、
理
論
の

良
債
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
さ
な
問
題
を
コ
ツ
コ
ツ
と
解
い
て
い
る

だ
け
が
、
東
洋
史
事
徒
の
使
命
で
は
あ
る
ま
い
。
技
術
だ
け
で
は
専
門
家
と
し

て
不
適
格
で
あ
ろ
う
。
特
殊
は
、
常
に
全
体
の
上
に
の
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ

り、
，
問
題
に
は
、
た
だ
形
の
上
の
解
決
だ
け
で
な
く
、
必
ず
そ
の
意
義
づ
け
が

要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
公
式
主
義
の
理
論
の
か
ら
ま
わ
り
が
血
に
も
肉
に

も
な
ら
な
い
と
同
様
に
、
誰
で
も
書
け
る
概
読
や
誰
が
奮
い
て
も
同
じ
な
概
論

な
ど
は
、
印
刷
用
紙
の
無
駄
で
あ
る
。
ど
ん
な
小
さ
な
分
野
で
も
、
常
に
康
い

視
野
の
も
と
に
研
究
し
て
い
る
人
に
は
、
い
つ
か
は
人
を
肯
か
せ
る
理
論
が
で

き
、
そ
う
い
う
人
が
書
い
た
概
論
こ
そ
、
ど
ん
な
専
門
家
が
讃
ん
で
も
啓
鼓
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
羽
田
博
士
の
概
論
は
、
ま
さ
に
そ
れ

で
あ
る
。
こ
と
に
、
博
土
は
中
閣
の
周
遊
に
明
る
い
人
で
、
中
園
史
(
シ
ナ
史
)

に
も
は
っ
き
り
し
た
見
透
し
を
も
っ
て
い
た
人
で
あ
る
。
シ
ナ
史
寓
能
の
考
え

で
東
洋
史
を
扱
う
時
代
が
、
と
う
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
今
日
、
博
士
が
残
さ
れ

た
綜
論
類
の
も
つ
役
割
は
、
意
外
に
も
大
き
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、
本
書
の
論
文
配
列
は
、
と
う
い
う
意
図
で
行
わ
れ
た
の
か
、
私
に
は

さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
貼
は
下
巻
の
上
梓
を
ま
っ
て
、
よ
く
考
え
て
み
.

た

い

と

思

っ

て

い

る

。

(

松

回

J

害
時
男
)

古

殿

帝

代

園

貝

塚

茂

樹

編

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
み
す
ず
書
房
設
行

B
6

三
七

六

京

文

献

目

録

一

四

頁

潟
県
三
二
一
具

一
九
五
五
年
に
賞
作
資
は
『
甲
骨
製
五
十
年
』
を
書
き
、
胡
厚
宣
は
『
段
施
設

掘
』
を
書
い
て
半
世
紀
に
わ
た
る
放
虚
研
究
の
あ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
た
び
『
甲
骨
皐
と
殿
雄
設
掘
の
概
説
』
で
あ
る
こ
の
書
が
、
貝
塚
茂
樹

編
、
大
島
利
一
、
伊
藤
道
治
、
内
臨
時
戊
申
、
白
川
静
、
樋
口
隆
康
の
五
氏
の
共

同
述
作
と
し
て
『
そ
れ
ぞ
れ
得
意
の
部
門
に
つ
い
て
、
年
来
の
溜
蓄
を
傾
け
』

て
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
書
は
昨
年
末
以
来
、
す
で
に
貧
慾
な
こ

の
閣
の
積
書
界
に
、
あ
ま
ね
く
好
-評
を
も
っ
て
迎
え
ら
札
、
密
林
は
ほ
ぼ
そ
の

目
的
を
達
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
書
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
い
さ

さ
か
今
さ
ら
め
く
こ
と
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
巌
密
な
意
味
で

の
率
術
書
で
は
な
い
。
人
類
の
文
明
と
歴
史
の
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
企
劃
の
一
環

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
著
者
た
ち
が
珠
恕
さ
れ
る
讃
者
の
説
得
の
た

め
に
、
自
在
に
空
想
を
め
ぐ
ら
し
、
或
は
奔
放
に
筆
を
走
ら
せ
て
い
る
こ
と
の

あ
る
こ
と
も
、
こ
の
書
の
目
的
と
性
質
か
ら
は
む
し
ろ
蛍
然
の
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
た
だ
一
一
一
の
燃
で
は
そ
の
空
想
は
徐
り
に
飛
躍
し
す
ぎ
た
こ
と
も

あ
る
よ
う
だ
。

け
れ
ど
私
ど
も
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
の
は
、
大
部
分
の
著
者
が
貝
塚
氏
を

中
心
と
す
る
甲
骨
皐
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
ど
も
に

と
っ
て
は
全
く
難
解
の
も
の
で
し
か
な
い
甲
骨
文
字
を
、
自
在
に
解
讃
し
、
駆

使
し
て
い
る
こ
の
人
々
が
、
こ
ぞ
っ
て
著
者
と
な
っ
た
と
い
う
例
は
ま
だ
な
い
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