
批

評
・
紹

介
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節
子
著
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編
集
子
が
柳
田
さ
ん
の
近
著
の
批
評
と
紹
介
を
私
に
依
頼
し
て
き
た
意
を
憶

側
す
る
と
、
九
帳
面
な
柳
田
さ
ん
が
、
-
本
書
の
そ
こ
こ
こ
で
拙
稿
を
論
評
さ
れ

て
お
ら
れ
、
そ
の
反
論
の
場
を
輿
え
て
や
ろ
う
と
い
う
親
心
か
も
知
れ
ぬ
し
、

ま
た
、
柳
田
さ
ん
が
そ
の
皐
聞
の
根
底
を
形
成
さ
れ
た
時
代
の
雰
園
気
を
、
ほ

ぼ
同
時
代
を
生
き
た
私
な
ら
、
質
感
と
し
て
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
配
慮

が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
柳
田
さ
ん
の
私
へ
の
批

判
刊
の
多
く
は
的
確
で
は
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
ら
は
、
全
面
的
に
こ
ち
ら
が
誤
ま

り
を
認
め
る
と
い
っ
た
性
質
の
問
題
と
や
や
異
り
、
よ
り
康
く
、
考
え
方
や
立

脚
黙
の
相
違
と
不
可
分
な
ケ
l
ス
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
従
っ

て
、
そ
れ

ら
に
謝
す
る
私
の
見
解
は
、
然
る
べ
き
場
所
で
纏
め
て
行
な
う
べ
き
か
と
思
う

の
で
、
本
稿
で
は
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
特
に
鍋
れ
ぬ
こ
と
に
し
た
。
後
者
に

つ
い
て
言
う
と
、
貸
は
そ
こ
に
は
か
な
り
重
要
な
意
味
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
と

思
わ
れ
る
。
柳
田
さ
ん
の
諸
論
文
の
基
底
に
は
、
戦
後
の
あ
る
時
代
を
リ
ー
ド

し
た
歴
史
観
、
そ
の
時
代
の
皐
問
的
情
況
と
い
っ
た
、
そ
れ
自
陸
が
今
か
ら
見

れ
ば
歴
史
的
産
物
で
あ
る
も
の
の
影
響
が
、
色
濃
く
カ
ゲ
を
落
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
黙
に
も
留
意
し
つ
つ
、
首
り
さ
わ
り
の
な
い
紹
介

に
終
ら
ぬ
よ
う
に
心
し
て
責
め
を
塞
ぎ
た
い
。

ほ
ぼ
十
年
前
の
一

九
八
六
年
、
柳
田
さ
ん
は
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
の
集
成
と

も
い
え
る
『
宋
元
郷
村
制
の
研
究
』
を
同
じ
創
文
吐
か
ら
公
刊
さ
れ
た
。
そ
こ

で
は
、
地
主

・
佃
戸
関
係
が
基
本
的
生
産
関
係
を
な
す
と
柳
田
さ
ん
が
想
定
さ

れ
る
嘗
時
の
郷
村
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
地
主
の
支
配
下
に
組
込
ま

れ
て
い
な
い
、
康
範
な
自
作
農
に
も
目
を
繍
げ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
戸
等
制
を

通
じ
て
、
ど
の
よ
う
に
宋
朝
の
園
家
支
配
の
も
と
で
掌
握
さ
れ
て
い
た
か
と
い

う
、
い
わ
ば
縦
の
面
と
、
地
主

・
自
作
農

・
佃
戸
が
現
貧
の
生
活
を
展
開
す
る

郷
村
の
場
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
共
同
盟
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
た
か
と
い

う
横
の
面
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
丹
念
に
追
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物

で
論
じ
愛
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
ゃ
、
そ
の
後
に
震
表
さ
れ
た
論
考
な
ど
を
、
柳

田
さ
ん
は
大
祭
を
退
休
さ
れ
る
機
舎
に
、
再
度
纏
め
よ
う
と
企
図
さ
れ
、
そ
れ

が
若
干
遅
延
し
た
と
は
い
え
、
こ
こ
に
『
宋
元
社
曾
経
済
史
研
究
』
の
名
を
冠

し
、
索
引
を
含
め
て
五

O
O頁
の
大
著
と
し
て
上
梓
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

ま
こ
と
に
慶
賀
の
至
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
じ
時
代
に
関
心
を
寄
せ
る
後
皐

の
一
人
と
し
て
、
柳
田
さ
ん
の
拳
恩
を
常
時
座
右
で
受
け
ら
れ
る
有
難
さ
を
改

め
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
の
全
鐙
は
、
著
者
自
身
に
よ
っ
て
三
つ
の
篇
に
区
分
さ
れ
て
い

る
。
第

一
篇

「
宋
代
土
地
所
有
制
と
専
制
支
配
」
に
は
、

一
九
七

O
年
の
後
宇

か
ら
八

0
年
代
前
半
に
執
筆
さ
れ
た
諸
論
考
が
な
ら
ぶ
。
そ
こ
に
は
、
宋
代
の

直
接
生
産
者
の
一
つ
、
地
客
・
傭
耕
な
ど
の
性
格
の
究
明
、
そ
の
位
置
づ
け
を

め
ぐ
る
論
議
の

一
環
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
を
始
め
、
図
家

・
官
僚

・
一
商
業
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
頑
黙
を
通
し
て
、
い
わ
ば
関
接
的
に
地
主

・
佃
戸
制
の
性
格

を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
、
あ
る
い
は
都
市
の
戸
等
制
な
ど
、
全
部
で
九
篇
が
牧

録
さ
れ
て
い
る
。
績
く
第
二
篇
「
宋
元
史
諸
論
」
に
は
、
八

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
前
半
に
か
け
て
書
か
れ
た
四
つ
の
論
文
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
四
番
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自
の
コ
冗
朝
治
下
中
園
農
村
社
舎
に
お
け
る
回
民
」
を
除
く
と
、
あ
と
は
女
性

問
題
、
特
に
法
制
史
と
か
か
わ
る
、
女
子
と
財
産
に
焦
黙
を
あ
て
た
最
近
の
研

究
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
「
宋
元
史
研
究
の
動
向
」
と
題
さ
れ
た
最
後
の
第

三
篇
に
は
、
柳
田
さ
ん
が
こ
れ
ま
で
執
筆
さ
れ
た
闘
争
界
展
望
と
書
-
評
の
う
ち
、

主
要
な
も
の
が
邦
人
八
篇
、
中
園
関
係
三
篇
に
わ
け
て
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
す
べ
て
、
最
初
に
述
べ
た
柳
田
さ
ん
の
考
え
方
と
活
躍
さ
れ
て
き
た
時

代
を
知
る
上
で
、
極
め
て
一
意
義
深
く
、
本
書
の
償
債
を
一
段
と
高
め
て
い
る
と

私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
篇
は
、
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
相
互
に

密
接
に
繋
り
、
と
り
わ
け
第
一
一
一
篇
の
諸
論
を
媒
介
に
し
て
、
他
の
論
考
を
譲
む

と
、
柳
田
さ
ん
の
皐
聞
が
、
よ
り
身
近
か
な
血
の
遁
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
各
篇
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
若
干
の

私
見
を
書
き
連
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

第

一
篇
は
九
つ
の
論
文
か
ら
成
る
。
私
の
便
宜
に
従
い
、
時
に
順
序
を
繁
え

て
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
冒
頭
に
置
か
れ
た

「宋
代
土

地
所
有
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
型
|
|
先
進
と
透
境
|
|
」
は
、
六
十
年
代
後
牢

の
、
こ
の
論
集
で
は
最
も
古
い
時
期
の
作
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
柳
田
さ
ん
に
と

っ
て
想
い
出
深
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
宋
代
の
土
地
所
有
制
を
め
ぐ
る
周
藤

吉
之
、
宮
崎
市
定
爾
氏
の
相
封
立
し
た
見
解
を
、
地
域
差
と
い
う
親
黙
の
導
入

に
よ
り
、

二
者
揮
一
で
な
く
理
解
で
き
る
方
向
を
ま
さ
ぐ
ろ
う
と
い
う
、
そ
れ

は
一
つ
の
試
み
で
も
あ
っ
た
。
江
南
デ
ル
タ
、
す
な
わ
ち
嘗
時
の
雨
街
路
に
制
到

す
る
荊
湖
南
北
路
と
四
川
、
E
観
的
に
言
っ
て
先
進
と
透
境
、
狭
郷
と
寛
郷
の

類
型
で
揺
ら
れ
る
二
つ
の
地
域
を
劉
比
さ
せ
つ
つ
、
地
主
・
佃
戸
聞
の
身
分
隷

属
度
の
強
弱
、
直
接
耕
作
者
の
土
地
へ
の
緊
縛
度
、
さ
ら
に
頑
佃
抗
租
の
動
き

な
ど
の
差
異
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
幾
っ
か

論
評
が
あ
り
、
と
り
た
て
て
そ
れ
ら
に
つ
け
加
え
る
意
見
は
な
い
。
た
だ
「
地

域
研
究
」
と
い
う
文
字
が
、
近
来
ご
く
安
易
に
使
わ
れ
、
何
の
た
め
の
地
域
研

究
か
と
い
う
基
本
問
題
が
等
閑
に
付
さ
れ
、
個
別
細
分
の
混
鋭
を
矢
鱈
に
助
長

し
て
い
る
貼
を
改
め
て
戒
め
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。

「宋
代
の
地
客
」
と

「宋
代
の
雇
傭
人
と
奴
縛
」
と
題
し
た
第
二
、
第
三
論

文
は
、
高
橋
(
津
田
〉
芳
郎
氏
の
問
題
提
起
へ
の
批
剣
が
中
心
と
な
っ
て
い

る
。
佃
戸
を
筆
頭
に
、
僕
、
奴
な
ど
と
し
て
宋
代
の
資
料
に
現
わ
れ
る
直
接
生

産
者
は
、
基
本
的
に
は
す
べ
て
自
由
民
で
、
奴
隷
・
農
奴
と
い
っ
た
身
分
間
隷

属
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
た
と
す
る
宮
崎
市
定
、
草
野
靖
氏
ら
の
考
え
を

一
方
の
極
に
置
く
と
、
地
主

・
佃
戸
聞
に
は

「主
僕
の
分
」
で
代
表
さ
れ
る
、
身

分
は
も
と
よ
り
法
律
上
で
も
隔
差
が
存
在
し
、
嘗
時
は
中
園
に
お
け
る
奴
隷
制

か
ら
農
奴
制
へ
の
移
行

・
成
立
期
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
周
藤
吉
之
、
仁
井
田

陸
氏
ら
は
劉
極
に
位
置
し
よ
う
。
柳
田
さ
ん
は
、
基
本
的
に
は
後
者
の
立
場
に

立
ち
つ
つ
も
、
な
お
、
周
藤

・
仁
井
田
商
氏
の
論
詮
や
考
え
方
だ
け
で
は
説
明

し
蜜
せ
ぬ
部
分
が
あ
る
と
し
て
、
本
書
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、

幾
つ
か
の
副
次
的
要
素
を
通
し
て
、
基
本
的
生
産
関
係
と
そ
の
上
部
構
造
を
よ

り
遁
確
に
把
え
よ
う
と
模
索
を
績
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
私
の
自
に
は
映
る
。

こ
の
後
者
の
考
え
方
に
親
近
感
を
持
つ
研
究
者
た
ち
は
、
周
藤
氏
の
丹
念
に
蒐

集
、
渡
表
さ
れ
た
史
料
を
も
と
に
、
た
と
え
ば
直
接
生
産
者
の
、
小
作
(
佃

戸
〉
、
傭
耕
(
雇
傭
人
)
、
あ
る
い
は
奴
隷
耕
作
者
(
奴
稗
)
と
い
っ
た
範
鴎
作

り
、
乃
至
は
そ
の
生
産
鐙
系
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
く
り
返
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
中
の
論
客
高
橋
芳
郎
氏
は
、
法
的
身
分
と
い
う
切
口
を
用
意
し
て
、
こ
の

問
題
に

一
石
を
投
じ
ら
れ
た
。
氏
の
論
貼
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
①

宋
元
時
代
の
「
奴
縛
」
身
分
は
、
犯
罪
・
捕
虜
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
、

一
般
の

資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
奴
稗
は
す
べ
て
雇
傭
人
と
見
倣
せ
る
。
②
彼
ら
は
主
家
に

同
居
し
、
そ
の
家
父
長
的
家
内
奴
隷
と
い
う
べ
く
、
主
家
と
の
閲
に

「主
僕
の
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分
」
が
あ
り
、
主
家
と
典
契
・
雇
契
を
結
ぶ
良
民
で
あ
る
。
③
遜
常
の
地
主
・

佃
戸
閲
は
租
契
で
結
ば
れ
、
彼
ら
の
聞
に
は
「
主
佃
の
分
」
が
あ
る
。
ち
な
み

に
高
橋
氏
の
考
え
方
で
は
、
宋
の
文
献
に
登
場
す
る

「
地
客
」
や
「
佃
僕
」
と

呼
ば
れ
る
人
た
ち
は
、
身
分
範
騰
と
し
て
は
「
雇
傭
人
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
。
柳
田
さ
ん
の
「
雇
傭
人
」
の
論
文
は
、
高
橋
氏
の
そ
れ
に
先
立
っ
て
設

表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
の
ち
改
訂
を
加
え
ら
れ
、

「
地
客
」
の
論
考
と
合
わ
せ

て
高
橋
氏
へ
の
批
剣
の
型
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
要
船
舶
を
こ
れ
も
列
記
し
よ

う
。
①
「
地
客
」
史
料
の
分
析
で
は
、
そ
れ
を
主
家
と
典
契
・
雇
契
に
よ
っ
て

結
ば
れ
た
「
雇
傭
人
」
身
分
の
範
鴎
で
把
え
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
②
「
主
僕

の
分
」
と
「
主
佃
の
分
」
は
必
ず
し
も
明
確
に
匡
分
で
き
な
い
。
③
一
口
に
雇

傭
人
と
い
っ
て
も
園
家
か
ら
「
客
戸
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
乾
食
盤
銭
や
身
丁

銭
な
ど
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
傭
耕
や
傭
客
な
ど
は
、
多
く
地
主
と
租
佃
契
約
を

結
ん
で
い
た

可
能
性
が
あ
り
、
彼
ら
と
、
家
内
労
働
者
的
、
主
従
同
居
の
偉

使

・
人
力
・
女
使
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

高
橋
氏
が
提
起
さ
れ
た
「
奴
縛
」
と
「
雇
傭
人
」
の
法
的
身
分
規
定
の
考
え

方
は
、
傾
聴
す
べ
き
内
容
を
含
む
と
私
も
思
う
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
氏
が
展

開
す
る
議
論
を
、
雨
宋
三
百
年
の
歴
史
事
寅
と
整
合
さ
せ
る
局
面
に
な
る
と
多

く
の
疑
問
が
生
じ
る
。
柳
田
さ
ん
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
主
僕
の
分
」
「
主
佃

の
分
」
「
傘
卑
の
分
」
そ
し
て
「
主
奴
の
分
」
と
い
っ
た
用
語
の
取
扱
い
や
意

味
の
と
り
方
一
つ
に
し
て
も
、
か
な
り
強
引
な
解
穫
が
目
に
つ
く
の
は
否
め
ま

い
。
こ
こ
で
爾
氏
が
扱
っ
て
お
ら
れ
る
宋
代
の
雇
傭
人
の
問
題
、
と
く
に
そ
の

法
的
身
分
、
法
制
的
位
置
は
、
今
後
さ
ら
に
、
地
主
・
佃
戸
制
を
は
な
れ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
精
密
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
と

り
わ
け
、
『
唐
律
』
で
明
確
に
段
階
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
奴
稗
(
賎
)
、
部
曲
(
半

賎
〉
、
良
民
の
身
分
規
定
を
、
立
前
と
現
実
の
南
面
か
ら
跡
づ
け
つ
つ
、
そ
れ

ら
が
宋
代
に
至
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
化
し
た
か
を
、
少
し
農
い
視
野
に
立
っ
て

追
求
し
て
み
た
い
誘
惑
に
私
も
駈
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
柳
田
さ
ん
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
宋
王
朝
の
人
民
支
配
は
、
従
来

の
個
別
人
身
的
な
丁
の
支
配
か
ら
、
新
し
く
戸
の
支
配
へ
と
獲
化
し
、
そ
れ
が

具
観
的
に
は
戸
等
制
の
形
態
で
質
現
し
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
柳
田
さ
ん
の

場
合
、
そ
れ
は
、
明
清
時
代
の
展
開
も
親
野
に
い
れ
た
、
嘗
中
国
理
解
の
重
要

な
柱
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
別
の
理
論
鐙
系
を
持
つ
島
居
一
康
氏
な
ど
は

そ
れ
に
謝
し
て
批
判
的
見
解
を
開
陳
し
て
お
ら
れ
、
確
た
る
理
論
鐙
系
の
飲
落

し
て
い
る
私
と
て
、
別
の
立
場
か
ら
必
ず
し
も
賛
意
を
表
し
が
た
い
。
そ
れ
は

さ
て
措
き
、
前
著
の
一
章
「
宋
元
王
朝
の
郷
村
支
配
僅
制
」
で
は
、
こ
の
戸
等

制
が
論
議
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
た
。
本
書
第
一
篇
の
最
後
に
お
か
れ
た

「
宋
代
都
市
の
戸
等
制
」
は
、
そ
の
補
読
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

農
村
と
同
じ
く
、
都
市
居
住
者
〈
坊
郭
戸
〉
に
も
十
等
の
戸
等
制
が
し
か
れ
、

そ
れ
は
彼
ら
に
多
様
な
諸
負
捲
を
課
す
る
媒
睦
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
、

改
め
て
宋
代
の
戸
等
制
が
都
市
・
農
村
を
併
せ
て
統
一
的
に
人
民
を
掌
握
支
配

し
よ
う
と
す
る
陸
制
だ
っ
た
と
の
主
張
が
く
り
返
さ
れ
る
。
宋
代
都
市
の
戸
等

制
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
史
料
の
制
約
か
ら
、
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
で
な
く
、

こ
の
論
文
で
も
、
特
に
目
新
し
い
護
見
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
こ
こ

で
翠
げ
ら
れ
て
い
る
、
北
宋
中
期
以
降
、
戸
等
決
定
の
基
準
と
な
る
、
家
業
銭

や
物
力
の
内
容
の
出
変
遷
と
そ
の
背
景
や
、
あ
る
い
は
地
域
別
の
差
異
な
ど
に
つ

い
て
は
、
今
後
そ
こ
か
ら
重
要
な
事
柄
が
描
き
出
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
家
業
と
物
力
の
問
題
は
第
四
論
文
の
「
宋
代
農
家
経
営
と
管
運
」
と
も

無
関
係
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
宋
代
の
中
小
自
作
農
や
佃
戸
ら
が
、
ひ
た
す

ら
土
地
に
し
が
み
つ
い
て
生
き
て
い
る
と
い
っ
た
想
定
は
事
寅
に
反
し
、
と
く
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に
下
等
零
細
農
民
層
は
土
地
だ
け
で
は
再
生
産
が
成
り
た
た
ず
、
管
運
H
H
一商業

が
不
可
紋
な
要
素
と
し
て
取
込
ま
れ
て
い
た
。
た
だ
そ
れ
は
徐
剰
生
産
物
の
一
商

品
化
、
農
村

一
般
の
富
裕
化
と
い
う
方
向
で
は
理
解
で
き
ず
、
却
っ
て
そ
れ
を

生
む
農
村
の
貧
富
の
矛
盾
を
抜
大
し
た
と
述
べ
ら
れ
、
地
主

・
佃
戸
関
係
、

就

中
雨
者
間
の
隷
属
・
被
隷
属
の
関
係
は
、
土
地
所
有
関
係
以
外
に
、
こ
う
し
た

一商
業
を
通
し
て
矛
盾
が
造
成
、
促
進
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。

農
民
の
副
業
間
借
運
と
次
元
は
異
る
が
、
同
じ
時
代
の
支
配
階
級
で
あ
る
士

大
夫
官
僚
と
営
利
の
問
題
が
、
第
七
論
文
「
宋
代
官
僚
と
一
商
業
行
筋
」
で
濁
立
し

て
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
士
大
夫
の
倫
理
的
立
前
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
が
直

接
営
利
事
業
に
走
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
現
寅
に
は
そ
れ
は
日
常

・

普
週
化
し
て
い
た
。
柳
田
さ
ん
は
宋
の
集
権
問
官
僚
に
内
在
す
る
問
題
と
し
て

土
大
夫
の
営
利
を
追
求
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
宰
相
や
三
司
周
迭
の

高
官
を
始
め
と
し
て
、
官
僚
た
ち
の
図
都
開
封
で
の
倉
庫
業
ゃ
、
由
良
撲
酒
場
な

ど
の
官
件
費
事
業
、
あ
る
い
は
一一
商
税
菟
除
の
特
擦
を
利
用
し
た
一商
業
行
信
用
な
ど
の

質
例
を
列
摩
さ
れ
た
の
ち
、
彼
ら
の
職
権
を
利
用
し
た
商
阪
管
利
は
日
常
化
し

て
お
り
、
罪
の
意
識
は
蒋
く
、

そ
れ
を
禁
止
す
る
法
規
は
事
賃
上
空
文
化
し
て

い
た
と
指
摘
す
る
。
か
か
る
省
利
活
動
の
中
心
は
遠
隔
地
一商
業
で
、
大
量
の
物

資
の
移
動
が
集
権
的
宋
朝
園
家
の
手
に
基
本
的
に
鐘
ら
れ
た
紋
況
で
は
、
官
僚

の
商
業
行
震
は
そ
れ
に
寄
生
し
て
営
ま
れ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
二
つ

の
論
文
で
提
示
さ
れ
て
い
る
事
寅
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
ま
た
目
新
し
い
と
は
言

え
ぬ
。
問
題
は
や
は
り
そ
の
位
置
づ
け
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
封
建
杜
舎
と
は
大

き
く
濯
い
、
官
僚
・
地
主

・
商
人
、
換
言
す
れ
ば
政
治
・
土
地
・
商
業
が
三
位

一
種
化
し
た
宋
以
後
の
中
園
祉
舎
に
お
い
て
、
三
者
が
時
代
に
よ

っ
て
如
何
な

る
性
格
の
位
相
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
ら
の
絡
み
合
い
が
、
他
の
歴
史
世
界
と
異

る
ど
の
よ
う
な
特
色
を
生
み
出
し
て
い
る
か
が
、
よ
り
剣
り
易
い
言
葉
で
説
明

さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
ま
た
柳
田
さ
ん
の
出
さ
れ
た
問
題
を
踏
み
肇

と
し
て
、

今
後
こ
う
し
た
研
究
を
展
開
し
て
ゆ
く
者
の
心
す
べ
き
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

第
五
論
文
の
「
宋
代
地
主
制
と
公
権
力
」

で
も
、
柳
田
さ
ん
は
、
地
主
・
佃

戸
の
内
部
だ
け
に
視
野
を
限
る
こ
と
を
や
め
て
、
王
朝
の
公
権
力
と
い
う
要
素

の
導
入
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
宮
戸

・
形
勢
戸
(
大
土
地
所
有

者
)
へ
の
園
家
の
土
地
規
制
た
る
限
田
法
、
「
刻
佃
」
す
な
わ
ち
小
作
権
の
と

り
あ
げ
に
際
す
る
公
擦
の
役
割
を
は
じ
め
、
従
来
し
ば
し
ば
論
議
を
招
い
た
地

主
・
佃
戸
聞
の
隷
属
性
を
め
ぐ
る
問
題
も
、
現
黙
を
獲
え
れ
ば
、
雨
者
へ
の
公

権
力
の
介
入
と
い
う
事
賓
が
垣
閲
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
注
目
す
べ
き
護
言
が
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
一
言
で
い
え
ば
、
耕
作
者
獲
得
を
め
ぐ
る
図
家
と
大

土
地
所
有
者
の
争
い
で
あ
り
、
公
権
力
は
地
主
が
佃
戸
を
自
由
に
支
配
せ
ぬ
た

め
の
働
き
か
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
頑
佃
抗
租
に
し
て
も
、
そ
の
多
く

の
史
料
は
強
墜
の
主
鐙
が
公
権
力
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
抗
租
運
動
は
地
主
よ

り
官
府
を
相
手
に
闘
わ
れ
た
。
結
局
は
、
地
主
側
に
も
公
権
力
の
踏
込
み
を
許

し
、
権
力
に
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
は
佃
戸
を
支
配
し
得
な
い
弱
貼
を
内
在
さ

せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
柳
田
さ
ん
は
自
問
し
て
お
ら
れ
る
。
公
権
力
の
介

入
乃
至
は
援
助
な
し
に
は
自
立
し
得
な
い
地
主
・
佃
戸
制
と
い
う
の
は
、
で
は

普
遍
的
な
設
展
段
階
設
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
性
格
を
持
つ
も
の
な
の
か
。

そ
し
て
そ
れ
が
宋
代
の
基
本
的
な
生
産
関
係
と
し
て
上
部
構
造
を
規
定
す
る
と

な
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
具
盤
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
ど
う
頭
の
中
で
組
立
て
れ
ば
よ

い
の
か
。
商
業
に
せ
よ
公
権
力
に
せ
よ
、
史
料
に
即
し
た
柳
田
さ
ん
の
説
明
は

い
ち
お
う
剣
る
が
、
そ
れ
が
地
主
・
佃
戸
制
と
ど
う
い
う
風
に
内
部
で
必
然
的

に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
、
必
要
・
十
分
傑
件
が
私
に
は
、
主
だ
よ

く
見
え
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
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王
朝
権
力
と
官
僚
形
勢
戸
な
ど
大
土
地
所
有
者
の
利
害
が
一
種
化
し
得
な
い

具
鐙
例
と
し
て
、
官
田
を
材
料
に
そ
れ
を
検
討
し
た
第
六
論
文
「
宋
代
の
官
固

と
形
勢
戸
」
に
は
、
今
後
論
議
の
出
設
黙
と
な
る
べ
き
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
従
来
の
論
者
た
ち
は
、
「
劉
佃
」
す
な
わ
ち
小
作
権
の
強
制
的
と
り

あ
げ
を
、
宋
代
佃
戸
の
歴
史
的
位
置
づ
け
の
一
指
標
と
し
て
議
論
を
重
ね
て
き

た
。
し
か
し
、
公
権
力
と
大
土
地
所
有
者
の
聞
の
ズ
レ
に
注
目
さ
れ
た
柳
田
さ

ん
は
、
劃
佃
の
史
料
が
官
固
に
集
中
し
て
い
る
黙
の
再
検
討
を
通
し
て
新
し
い

考
え
方
を
提
示
さ
れ
る
。
南
宋
に
入
っ
て
多
く
出
現
す
る
、
営
団
、
沙
回
、
産
場
、

あ
る
い
は
泉
田
な
ど
の
官
回
の
承
佃
者
を
、
柳
田
さ
ん
は
第
一
次
的
に
は
官
戸
・

形
勢
戸
と
さ
れ
る
。
彼
ら
の
官
田
に
射
す
る
慶
大
な
包
占
や
小
作
料
の
不
排
い

を
解
決
す
る
た
め
に
、
そ
の
承
佃
権
を
別
の
者
に
移
譲
す
る
行
震
が
「
刻
佃
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
刻
佃
権
の
行
使
者
は
官
で
、
被
動
佃
者
は
形

勢
戸
な
ど
の
豪
民
層
、
そ
し
て
劃
佃
に
よ
っ
て
次
に
官
田
の
承
佃
者
と
な
る
の

は
耕
作
農
民
と
い
う
パ
タ
ー
ン
と
な
り
、
要
す
る
に
官
回
刻
佃
の
多
く
は
、
王

朝
権
力
の
形
勢
戸
居
へ
の
支
配
権
の
行
使
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
着
く
。
同
じ
刻

佃
と
い
っ
て
も
、
形
勢
戸
に
桝
到
す
る
刻
佃
と
、
直
接
生
産
者
で
あ
る
佃
戸
に
封

す
る
そ
れ
と
は
同
一
に
論
じ
ら
れ
ぬ
こ
と
は
柳
田
さ
ん
が
仰
言
る
通
り
だ
ろ

う
。
宋
代
の
官
田
を
封
象
と
し
た
研
究
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
私
に
は
柳
田
さ
ん

の
こ
の
論
文
が
最
も
理
解
し
や
す
く
、
か
つ
将
来
へ
の
基
礎
と
な
る
内
容
を
持

っ
と
思
う
。
第
一
篇
で
残
っ
た
第
十
論
文
の
「
宋
代
の
豚
尉
」
は
、
専
制
支
配

と
人
民
の
接
黙
に
あ
っ
て
捕
盗
を
職
掌
と
す
る
豚
尉
が
、
宋
代
で
は
園
田
の
開

掘
や
西
湖
の
管
理
、
あ
る
い
は
土
地
関
係
の
裁
判
な
ど
に
そ
の
関
輿
を
旗
げ
て

い
た
事
質
を
指
摘
し
た
小
論
で
あ
る
。

「
宋
元
史
諸
論
」
と
し
て
第
二
篇
に
ま
と
め
ら
れ
た
四
つ
の
論
文
の
う
ち
、

最
後
の
「
元
朝
治
下
中
園
農
村
社
舎
に
お
け
る
回
民
」
が
『
元
典
章
』
に
見
え

る
一
踊
建
で
の
資
料
を
手
掛
り
に
、
農
村
内
で
漢
民
族
と
日
常
的
に
接
し
て
い
る

回
数
徒
が
、
ど
の
よ
う
な
生
活
と
感
情
を
も
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
か
を
探
ろ
う

と
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
一
篇
で
あ
る
の
を
除
き
、
他
は
、
女
子
の
相
績
、
財
産
穏

を
扱
っ
た
興
味
深
い
内
容
を
持
つ
。

南
宋
の
剣
語
集
『
清
明
集
』
に
は
、
女
子
が
男
子
の
半
分
の
財
産
を
取
得
で
き

る
規
定
を
始
め
、
戸
紹
財
産
の
女
子
承
分
の
詳
細
か
つ
明
確
な
法
規
が
存
在
す

る
。
そ
の
解
簿
、
位
置
づ
け
を
め
ぐ
り
、
仁
井
田
陸
、
滋
賀
秀
三
雨
氏
の
見
解

が
封
立
し
て
い
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
柳
田
さ
ん
は

「
南
宋
期
家
産

分
割
に
お
け
る
女
承
分
に
つ
い
て
」
で
、
関
連
史
料
を
逐
一
検
討
さ
れ
つ
つ
、

滋
賀
氏
の
い
う
、
女
子
分
法
は
「
慣
習
か
ら
遊
離
し
た
存
在
で
し
か
な
く
」
、
奮

中
国
を
貫
く
、
男
系
の
承
縫
と
祭
柁
義
務
の
基
本
的
原
理
か
ら
し
て
、
そ
れ
に

消
極
的
意
義
し
か
っ
け
ら
れ
ぬ
考
え
方
に
不
満
を
表
明
さ
れ
る
。
女
子
承
分
に

つ
い
て
の
宋
代
の
法
規
定
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
伴
い
は
す
る
が
、

「
一
定

の
女
子
財
産
権
と
し
て
積
極
的
に
理
解
し
た
い
」
と
柳
田
氏
は
述
べ
ら
れ
、
そ

れ
が
明
清
時
代
下
降
の
方
向
を
辿
る
の
は
、

「朱
子
皐
の
数
化
の
過
程
で
、
法

的
に
相
封
的
に
低
下
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
推
測
を
下
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
問
題
が
宋
に
績
く
元
代
で
、
ど
の
よ
う
に
繁
化
し
た
か
を
『
元
典
章

』
を
中
心
に
跡
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
「
元
代
女
子
の
財
産
縫
承
」
で
あ
る
。
元

代
の
女
子
の
財
産
縫
承
は
、
基
本
的
に
宋
代
を
縫
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
未

成
年
女
子
が
潜
在
的
に
戸
を
縫
承
す
る
事
例
な
ど
か
ら
、
元
朝
に
と
っ
て
は
、

中
図
的
な
縫
承
の
観
念
よ
り
は
、
賞
差
戸
の
披
大

・
確
保
の
方
が
重
要
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
推
定
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
蛇
足
か
も
知
れ
ぬ

が
、
こ
の
論
文
の
第
二
章
で
引
用
さ
れ
て
い
る
『
元
典
章
』
の
讃
み
方
が
気
に

な
る
。
そ
れ
は
官
が
戸
紹
と
な
っ
た
土
地
を
管
理
下
に
置
き
、
租
佃
さ
せ
る
こ

と
を
述
べ
る
筒
庭
で
、
「
官
居
周
知
在
毎
年
依
理
租
賃
」
と
あ
る
原
文
を
「
官
潟
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め
に
知
す
」
と
切
り
、
「
知
す
」
に
つ
い
て
別
注
で
設
明
を
加
え
て
お
ら
れ
る

部
分
で
あ
る
。
宋
元
時
代
の
抽
出
つ
か
の
用
例
か
ら
み
て
、
こ
こ
は
「
知
在
」
と

績
け
て
讃
む
方
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

い
ま
一
つ
の
「
宋
代
の
女
戸
」
は
私
個
人
に
と
っ
て
も
興
味
の
あ
る
主
題
で

あ
る
。
麿
か
ら
一
冗
に
亙
る
文
献
に
散
見
す
る
「
女
戸
」
は
、
最
初
主
客
を
分
た
ず

と
稽
せ
ら
れ
る
段
階
か
ら
、
女
第
に
主
戸
と
し
て
雨
税
負
捻
者
と
な
り
戸
等
制

に
組
込
ま
れ
る
。
ま
た
王
安
石
募
役
法
時
代
に
は
、
半
額
の
助
役
銭
負
鎗
者
と

し
て
し
ば
し
ば
登
場
し
、
南
宋
に
は
有
力
者
の
記
名
挟
戸
の
方
便
に
利
用
さ
れ

る
な
ど
、
い
わ
ば
黙
と
し
て
の
史
料
は
散
見
す
る
が
、
そ
れ
ら
を
綜
合
し
た
明
確

な
像
は
ま
だ
で
き
て
は
い
な
い
。
柳
田
さ
ん
の
こ
の
研
究
は
、
制
度
的
考
詮
と

同
時
に
、
女
子
の
財
産
権
の
成
立
と
絡
め
て
論
じ
ら
れ
た
所
に
特
色
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
女
戸
と
し
て
立
戸
す
る
僚
件
は
土
地
所
有
に
あ
り
、
女
子
が
経
済

的
主
陸
と
し
て
の
女
戸
を
立
て
得
た
背
景
ゃ
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
寡
萎
に
限
ら

な
か
っ
た
黙
な
ど
を
勘
案
し
、
そ
れ
ら
と
宋
代
の
女
承
分
を
つ
な
ぎ
、
寡
婦
以

外
に
離
婚
に
よ
っ
て
男
の
財
産
を
受
取
っ
た
女
、
女
子
分
法
で
父
か
ら
財
を
貰

っ
た
在
室
女
も
女
戸
を
立
て
得
た
と
論
を
展
開
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
女
子
の
財

産
権
を
基
礎
に
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
政
府
は
女
戸
を
主
戸
と
し
て
戸
等
制
に

含
め
、
爾
税
な
ど
の
課
税
を
行
っ
た
と
い
う
結
論
に
な
る
。
私
は
こ
の
柳
田
さ

ん
の
考
え
方
に
は
賛
意
を
表
し
か
ね
る
。
少
く
と
も
宋
初
の
差
役
法
時
代
は
、

女
戸
は
単
丁
戸
と
と
も
に
役
法
の
除
外
枠
と
さ
れ
、
主
戸
で
は
あ
っ
た
ろ
う

が
、
お
お
む
ね
貧
窮
と
い
う
の
が
通
念
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
岡
山
寧
四
年
、
蘇

紙
が
前
向
言
書
の
中
で
、
「
女
戸
と
単
了
は
蓋
し
天
民
の
窮
す
る
者
な
り
」
と
書

い
て
い
る
の
は
、
蛍
時
の

一
般
的
感
覚
を
そ
れ
ほ
ど
歪
め
た
表
現
と
は
受
取
れ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
役
法
が
絡
む
と
、
有
力
戸
が
い
ろ
い
ろ
な
形
の
女
戸
を
人

盛
岡
的
に
創
り
出
し
、
そ
れ
ら
が
助
役
銭
の
劉
象
と
な
る
と
、
戸
等
が
問
題
に
な

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
所
へ
現
代
的
な
意
味
を
感
じ
さ
せ
る
女
性
の
財

産
権
と
い
っ
た
概
念
を
導
入
す
る
と
、
と
か
く
歴
史
事
賓
と
異
る
議
論
に
走
る

恐
れ
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

柳
閉
さ
ん
の
お
叱
り
を
蒙
る
こ
と
か
承
知
で
あ
え
て
言
え
ば
、
女
承
分
に
つ

い
て
、
私
は
や
は
り
滋
賀
氏
の
言
わ
れ
る
男
系
血
族
中
心
の
家
族
制
度
と
縫

承

・
承
分
が
、
原
理
、
い
い
か
え
れ
ば
立
前
と
し
て
厳
存
す
る
こ
と
を
前
提
に
す

べ
き
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
の
原
理
に
は
中
園
社
曾
の
歴
史
的
展
開
、
多
様

化
と
複
雑
化
に
伴
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
枚
患
に
暇
の
な
い
ほ
ど
矛
盾
が
生
じ
る
。

従
っ
て
現
質
に
針
態
す
る
諸
政
策
|
|
た
と
え
ば
女
承
分
で
劉
克
妊
の
引
用
す

る
「
法
」

l
ー
が
、
可
能
な
限
り
理
念
を
修
正
す
る
方
向
で
出
さ
れ
る
。
だ
が
、

必
ず
し
も
そ
れ
は
理
念
の
獲
化
を
意
味
し
な
い
。
理
念
を
時
に
臨
応
じ
て
、
白
星
一
帝一

が
「
救
」
の
形
式
で
現
貧
法
規
的
に
解
穫
し
、
言
葉
は
悪
い
が
便
宜
的
に
順
隠

さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
立
前
を
費
え
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

戸
紹
の
家
に
在
室
の
女
が
残
り
、
嫁
し
た
女
子
が
そ
の
時
々
の
現
質
的
僚
件
に

も
と
づ
い
て
財
産
を
自
分
名
義
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
宋
代
の
先
進
地
域
で
は

別
に
珍
ら
し
く
は
な
く
、
そ
れ
を
唐
の
「
律
」
の
立
場
か
ら
縛
っ
て
い
て
は
、

行
政
は
身
動
き
が
で
き
な
く
な
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
戸
紹
が
生
じ
た
か
ら
と

て
、
全
部
が
全
部
園
が
財
産
を
波
枚
す
る
と
い
っ
た
杓
子
定
規
さ
は
、
決
し

て
「
人
情
」
に
適
合
し
な
い
だ
ろ
う
。
宋
代
の
女
子
の
承
分
問
題
は
た
と
え
て

言
え
ば
、
最
近
の
「
祉
曾
主
義
市
場
経
済
」
の
そ
れ
に
似
て
、
本
来
の
理
念
か

ら
は
布
離
し
て
い
て
も
、
現
寅
と
理
念
の
調
和
の
た
め
に
は
必
要
な
手
段
だ
っ

た
。
従
っ
て
そ
れ
は
次
の
時
代
、
よ
り
康
範
で
高
次
な
理
念
の
綜
合
的
修
正
が

行
わ
れ
る
と
、
そ
の
姿
を
消
し
て
ゆ
く
こ
と
も
嘗
然
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

最
初
に
も
鰯
れ
た
が
、
本
書
全
鐙
の
四
割
ほ
ど
は
、
十
一
篇
に
の
ぼ
る
拳
界

展
望
と
書
評
を
集
め
た
、
第
三
篇
「
宋
元
史
研
究
の
動
向
」
で
占
め
ら
れ
て
い
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る
。
柳
田
さ
ん
が
「
或
る
意
味
で
は
、
論
文
執
筆
よ
り
は
は
る
か
に
緊
張
感
を

味
わ
い
、
身
構
え
て
書
い
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
」
と
告
白
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
内
容
的
に
も
論
文
と
く
ら
べ
て
軽
い
も
の
で
は
な
く
、
繰
返
し
に
な
る
け

れ
ど
も
、
柳
田
さ
ん
の
皐
聞
の
骨
子
を
理
解
す
る
上
で
も
、
ま
た
本
書
の
と
く

に
第
一
篇
の
諸
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
貼
か
ら
も
、
極
め
て
重
要
な
役

割
を
捻
っ
て
い
る
。
少
し
歓
談
め
く
が
、
最
近
の
若
い
研
究
者
の
書
評
を
諌
ん

で
い
る
と
、
と
か
く
自
己
中
心
的
で
、
相
手
を
傘
重
す
る
気
持
が
少
く
、
そ
れ

で
い
て
別
に
目
新
し
く
な
い
自
分
の
主
張
だ
け
を
攻
撃
的
に
列
べ
て
い
る
も
の

が
目
立
つ
。
柳
田
さ
ん
が
書
評
を
書
か
れ
る
時
の
姿
勢
を
、
老
婆
心
な
が
ら
若

い
か
た
が
た
に
是
非
皐
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
。

十
一
篇
の
文
章
の
う
ち
、
初
め
に
置
か
れ
た
「
宮
崎
史
皐
と
近
世
論
」
と
、

草
野
靖
氏
の
皐
設
を
取
扱
っ
た
「
宋
代
佃
戸
制
の
再
検
討
|
|
最
近
の
草
野
靖

氏
の
見
解
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
、
「
草
野
靖
著
『
中
園
の
地
主
経
済
|
|
分
種

制
』
」
が
ま
ず
目
を
ひ
く
。
前
二
者
が
、
柳
田
さ
ん
と
事
聞
の
流
れ
の
近
い
、

か
つ
て
「
歴
研
一
仮
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
る
雑
誌

に
設
表
さ
れ
た
事
賓
が
物
語
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
車
に
柳
田
さ
ん
一
人
の
意
見

を
超
え
て
、
志
を
同
じ
く
す
る
研
究
者
の
空
気
を
も
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
反
映

し
て
い
る
と
私
に
は
讃
み
と
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
動
向
は
、
人
民
共
和

園
の
成
立
・
愛
展
と
同
時
並
行
し
て
、
強
い
影
響
力
を
多
く
の
若
い
中
園
史
皐

者
に
輿
え
た
唯
物
史
観
の
設
展
段
階
設
が
漸
く
沈
潜
に
向
い
、
大
皐
紛
争
や
文

化
大
革
命
を
へ
た
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
駄
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
宮

崎
先
生
の
東
洋
的
近
世
論
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
柳
田
さ
ん
の
批
剣
は
、
一

字
一
句
に
紳
経
が
使
わ
れ
、
そ
れ
が
讃
む
方
に
痛
い
程
停
わ
る
の
だ
が
、
長
年

先
生
に
親
笑
し
て
来
た
私
に
は
、
批
剣
が
必
ず
し
も
生
産
的
な
も
の
と
は
思
わ

れ
ぬ
し
、
話
し
が
結
局
こ
う
い
う
形
で
は
噛
み
合
わ
な
い
だ
ろ
う
と
し
か
言
い

ょ
う
が
な
い
。

一
九
九
一
年
十
二
月
に
『
画
書
』
に
書
か
れ
た
柳
田
さ
ん
の
短

文
「
宮
崎
さ
ん
の
し
ご
と
」
を
見
る
と
、
そ
の
こ
と
は
柳
田
さ
ん
自
身
も
よ
く

剣
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
印
象
を
強
く
す
る
。
宮
崎
先
生
の
大
作

「
中
関
」
と
い
う
給
か
ら
、
。
近
世
。
と
い
う
一
部
分
だ
け
抜
き
と
り
、
別
の

「
生
産
関
係
」
と
い
う
織
と
比
較
す
る
こ
と
は
所
詮
徒
勢
で
、
そ
の
逆
も
ま
た

岡
県
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
較
べ
る
と
、
草
野
氏
へ
の
批
判
は
、
著
書
の
中

の
史
料
を
中
心
に
具
鐙
的
に
剣
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
進
に
理
解
し
や

す
い
。
「
唯
物
史
観
が
お
嫌
い
」
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
る
私
も
、
こ
れ

ま
た
ホ
ボ
同
世
代
の
草
野
氏
が
主
張
さ
れ
る
、
「
中
園
史
の
員
の
理
解
の
た
め

に
は
、
借
物
の
範
障
問
を
捨
て
て
、
自
前
の
も
の
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う

気
持
だ
け
は
強
く
抱
い
て
い
る
。
草
野
氏
が
、
そ
の
寅
践
と
し
て
、
宋
代
以
後

の
地
主
経
営
を
陸
系
的
に
理
解
す
る
た
め
血
の
に
じ
む
努
力
を
績
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
は
深
い
敬
意
を
表
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
こ
に
は
、
柳
田
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
史
料
の
讃
み
方
と
解
穫
に
首

を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
部
分
や
、
客
戸
の
定
義
な
ど
に
見
ら
れ
る
強
引
き
が

少
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
私
も
同
感
で
あ
る
。
今
後
、
こ
う
し
た
方
面

の
研
究
に
忘
さ
れ
る
若
い
方
々
は
、
短
兵
急
に
、
史
料
を
自
分
に
ひ
き
寄
せ
て

解
蝿
押
す
る
こ
と
に
行
き
過
ぎ
な
い
よ
う
、
柳
田
さ
ん
の
批
剣
を
十
分
に
阻
鴨
し

て
、
草
野
氏
の
出
さ
れ
て
い
る
問
題
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
行
っ
て
い
た
だ
き
た
く

思
う
。書

評
の
中
で
私
が
個
人
的
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
柳
田
さ
ん
の
師
で
あ
る

周
藤
吉
之
氏
の
『
唐
宋
祉
舎
経
済
史
研
究
』
の
評
で
あ
る
。
流
石
に
書
き
に
く

そ
う
で
、
全
鐙
が
周
藤
氏
を
中
心
に
据
え
た
、
嘗
時
の
社
曾
経
済
史
の
問
題
黙

の
羅
列
と
い
う
恰
好
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
評
が
出
た
の
は
一
九
六
七
年
、

そ
れ
か
ら
三
十
年
を
経
た
現
在
、
こ
こ
で
取
上
ら
れ
た
問
題
黙
の
多
く
は
依
然
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未
解
決
の
ま
ま
で
、
「
周
藤
氏
の

E
大
な
研
究
の
鐙
系
の
ど
こ
へ
で
も
ぶ
つ
か

っ
て
み
る
こ
と
な
し
に
、
宋
代
史
、
さ
ら
に
は
中
園
位
禽
経
済
史
の
研
究
は
先

に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
柳
田
さ
ん
の
言
葉
は
い
ま
も
生
き
て
い
る
。

そ
れ
を
曲
り
な
り
に
も
試
み
て
お
ら
れ
る
の
は
、
柳
田
さ
ん
か
ら
殿
し
く
批
判

さ
れ
て
い
る
草
野
氏
く
ら
い
と
い
う
の
も
皮
肉
な
話
し
で
あ
る
。

以
上
四
篇
に
績
き
、
吉
岡
義
信
若
『
宋
代
黄
河
史
研
究
』
、
中
園
史
研
究
舎

編
『
中
園
史
像
の
再
構
成
園
家
と
農
民
』
、
谷
川
道
雄
事
官
『
中
圏
中
世
祉
舎

と
共
同
箆
』
、
愛
宕
松
男
著
『
東
洋
史
同
学
論
集
』
第
四
巻
元
朝
史
の
四
篇
の

書
評
が
な
ら
ぶ
。
そ
れ
ぞ
れ
に
啓
援
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
最
後
の
愛
宕

氏
へ
の
書
評
は
柳
田
さ
ん
の
別
の
側
面
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
感
じ
で
あ
る
。
唯

物
史
観
の
金
縛
り
か
ら
離
れ
た
柳
田
さ
ん
の
史
料
解
穫
は
、
の
び
の
び
と
し
て

説
得
力
が
あ
り
、
ま
さ
に
「
ワ
ザ
あ
り

一
本
」
と
叫
び
た
く
な
る
。

第
三
筋
の
最
後
で
は
、
「
一
九
五

0
年
代
の
中
園
に
お
け
る
宋
代
土
地
制
度

研
究
|
|
華
山
「
関
手
宋
代
的
客
戸
問
題
」
を
中
心
と
し
て
|
|
」
、
「
一
九

七
0
年
代
の
中
園
に
お
け
る
王
安
石
評
債
を
め
ぐ
っ
て
」
、
「
一
九
七

0
年
代

の
中
園
に
お
け
る
宋
代
農
民
戟
学
研
究
||
方
臓
起
義
を
中
心
と
し
て
|
|
」

の
三
篇
の
動
向
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
興
味
、
深
く
、
か
つ
重
要
な
テ

ー
マ
で
あ
り
、
我
々
が
中
園
の
研
究
を
参
照
す
る
時
の
役
に
立
つ
道
案
-
円
で
あ

る
こ
と
は
疑
が
な
い
。
た
だ
、
同
じ
唯
物
史
観
の
次
元
に
立
つ
柳
田
さ
ん
も
、

そ
の
時
々
の
政
治
が
微
妙
に
絡
む
中
園
の
皐
者
た
ち
の
論
文
を
扱
う
の
に
些
か

難
溢
し
て
お
ら
れ
る
綾
子
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
彼
我
の
皐
界
と
拳
問
の
違
い

を
我
々
に
無
言
の
う
ち
に
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
ろ
う
。

物
議
を
砲
す
こ
と
を
承
知
で
言
う
と
、
私
は
個
人
的
に
宮
崎
先
生
は
逼
史

的
、
綜
合
的
で
、
周
藤
吉
之
氏
は
断
代
的
、
個
別
的
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

ま
た
柳
田
さ
ん
と
か
か
わ
り
深
い
仁
井
回
陸
氏
は
、
時
代
累
積
的
、
特
殊
的
と

勝
手
に
範
岡
崎
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
か
た
が
た
の
皐
問
内
容
の
債
値
づ
け

と
は
棄
も
関
係
な
い
こ
と
は
断
わ
る
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
分
類
に
唯
物
史

観
(
的
)
か
否
か
と
い
う
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
、
全
く
這
っ
た
要
素
が
重
な
り

合
う
。
宮
崎
先
生
の
祭
恩
を
直
接
受
け
綴
け
て
来
た
私
と
、
周
藤

・
仁
井
田
氏

に
私
淑
さ
れ
て
来
た
柳
田
さ
ん
と
で
は
、
世
界
観
、
歴
史
や
中
園
へ
の
考
え
方

が
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
嘗
り
前
で
、
強
い
て
い
つ
も
同
じ
土

俵
で
皐
術
的
論
議
を
闘
わ
せ
な
く
て
も
一
向
に
構
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
現
に

こ
の
批
評

・
紹
介
で
も
柳
田
さ
ん
の
側
か
ら
見
れ
ば
「
慮
外
者
」
的
援
言
で
大

半
が
う
ず
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
c

た
だ
、
戟
後
、
柳
田
さ
ん
も
そ
の
有
力

な

一
人
で
あ
る
、
周
藤
吉
之
氏
を
中
心
と
し
た
宋
代
土
地
制
度
史
の
寅
鐙
研
究

が
、
か
つ
て
な
く
細
密
に
推
進
さ
れ
、
極
め
て
大
き
な
成
果
を
穆
げ
た
こ
と
は

何
人
も
否
定
で
き
ま
い
。
問
題
は
そ
の
成
果
の
ど
の
部
分
を
抽
出
し
、
中
園
史

全
鐙
の
中
に
、
借
物
で
な
い
研
究
者
本
人
の
考
え
方
で
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
は

仲
間
う
ち
の
む
づ
か
し
い
用
語
を
や
め
、
誰
に
で
も
剣
る
言
葉
で
そ
れ
ら
を
説

明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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