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な
が
く
福
沢
論
吉
と
格
闘
し
て
き
た
著
者
が
、
全
力
を
こ
め
て
世
に
間
う

た
労
作
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
著
者
は
、
お
な
じ
人
物
を
対
象
と
し
て
、
　
『
福

沢
諭
吉
』
　
（
朝
日
評
伝
選
1
2
、
一
九
七
六
年
一
二
月
）
を
だ
し
た
が
、
著
者

の
論
点
は
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
作
晶
に
、
よ
り
ま
ぎ
れ
な
く
う
ち
だ
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
い
さ
さ
か
も
逃
げ
を
う
た
ず
、
一
切
の
先
行
学

説
を
き
り
つ
つ
、
お
の
れ
み
ず
か
ら
の
こ
う
だ
と
信
じ
る
福
沢
諭
吉
論
を
み

ご
と
に
提
示
し
え
た
。

　
福
沢
諭
吉
へ
の
著
者
の
視
点
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
　
「
福
沢
の
構
想
し

た
近
代
文
明
社
会
そ
の
も
の
が
問
い
な
お
さ
れ
、
克
服
す
べ
ぎ
対
象
と
な
っ

て
き
て
い
る
」
、
「
と
は
い
え
、
近
代
の
克
服
は
安
易
な
近
代
の
否
定
に
よ
っ

て
か
な
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
、
そ
こ
で
、
「
近
代
の
も
た
ら
し
た
遺
産

と
問
題
性
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
う
し
て
著
老
は
い
う
。

「
福
沢
の
生
み
だ
し
た
輝
し
い
近
代
の
部
分
で
さ
え
も
現
代
に
あ
っ
て
は
重
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し
い
姪
桔
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
、
歴
史
的
に
あ
き
ら
か
に
せ
ん

と
す
る
」
　
（
「
ま
え
が
き
」
、
傍
点
は
原
文
、
以
下
お
な
じ
）
と
。
戦
後
、
封

建
（
遺
）
制
へ
の
果
敢
な
闘
争
潜
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
福
沢
は
、
た
ぶ
ん

に
そ
の
反
措
定
と
し
て
の
、
脱
亜
論
の
主
唱
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
時
期
を

へ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
の
し
か
か
る
「
近
代
」
の
論
理
の
も
っ
と
も
包
括
的
な

体
現
者
と
し
て
、
対
象
化
さ
れ
は
じ
め
た
と
の
感
を
ふ
か
く
す
る
。

　
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
著
者
は
、
こ
の
球
差
で
意
図
し
た
こ
と
の
特
微
を

三
つ
あ
げ
る
。
第
一
は
、
　
「
福
沢
の
思
想
を
、
そ
の
形
成
過
程
か
ら
晩
年
に
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い
た
る
ま
で
追
跡
し
、
思
想
構
造
の
特
質
と
そ
の
変
化
を
全
体
的
に
と
ら
え
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よ
う
」
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
　
「
福
沢
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る

た
め
に
、
伝
統
的
諸
思
潮
や
同
時
代
の
諸
思
潮
と
の
関
連
を
重
視
し
、
な
か

で
も
日
本
民
衆
の
主
体
形
成
の
歴
史
的
特
質
と
そ
の
可
能
性
を
視
点
と
し
て

福
沢
を
照
ら
し
だ
」
そ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
第
三
は
、
　
「
福
沢
の
思
想
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を
統
一
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
そ
の
論
理
構
造
の
変
化
に
注
目
し
、
そ
の

変
化
を
そ
れ
ま
で
の
論
理
に
内
在
し
て
い
た
諸
要
因
と
そ
の
時
期
の
客
観
的

情
勢
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
彼
自
身
の
行
動
と
の
関
係
に
お
い
て
、
と
ら
え

て
い
こ
う
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
た
三
つ
の
こ
と
の
う
ち
、
第
二
の
点
は
、
著
者
が
、
福

沢
の
研
究
者
で
あ
る
と
と
も
に
民
衆
思
想
の
研
究
老
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、

必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
視
角
で
あ
る
。
と
く
に
近
年
、
急
激
に
（
と
い
っ

て
い
い
と
思
う
が
）
、
「
奈
落
」
と
「
辺
境
」
へ
の
関
心
を
ふ
か
め
て
い
っ
た

著
者
が
（
「
啓
蒙
思
想
と
文
明
開
化
」
、
　
『
幾
遍
日
本
歴
史
』
1
4
「
近
代
」
1

所
収
、
　
一
九
七
五
年
）
、
そ
の
対
極
に
位
饗
す
る
と
も
思
わ
れ
る
福
沢
を
ど

う
あ
ぶ
り
だ
す
か
は
、
読
者
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
興
味
あ
る
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
第
一
の
「
思
想
構
造
」
と
第
三
の
「
論
理
購
造
」

の
ち
が
い
は
、
す
で
に
田
崎
哲
郎
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
書
評
、
『
史

学
雑
誌
』
第
八
六
編
第
工
臨
、
　
一
九
七
七
年
）
、
い
ま
一
つ
は
っ
き
り
し
な
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い
。
し
か
し
し
い
て
区
別
を
つ
け
れ
ば
、
第
一
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
お
も
に

問
題
と
さ
れ
て
き
た
啓
蒙
期
以
外
に
、
思
想
形
成
期
と
後
期
、
こ
と
に
前
老

の
究
明
を
行
な
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
第
三
の
点
は
、

福
沢
の
思
想
の
構
造
的
な
把
握
を
説
い
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
読
ん
で

み
て
の
感
想
で
は
、
思
想
形
成
期
の
究
明
は
な
か
な
か
面
白
か
っ
た
の
に
た

い
し
、
思
想
の
諸
側
面
へ
の
言
及
は
意
外
に
少
な
か
っ
た
。

　
そ
う
し
て
著
者
が
、
第
一
と
第
三
の
点
を
つ
う
じ
て
力
説
し
た
か
っ
た
の

は
、
福
沢
の
思
想
を
研
究
す
る
に
は
、
全
時
期
を
つ
う
じ
て
統
一
的
艮
構
造

的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
自
分
は
そ
れ
を
な
し
と
げ
た
（
と
い

っ
て
わ
る
け
れ
ば
、
敢
然
と
こ
こ
ろ
み
た
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
、

な
が
か
っ
た
か
れ
の
思
想
的
生
涯
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
。
そ
の
場
合

の
自
分
の
立
場
を
著
者
は
、
「
ま
え
が
き
」
と
、
そ
れ
か
ら
序
章
「
最
近
の
福

沢
諭
吉
研
究
に
つ
い
て
1
遠
山
茂
樹
・
安
川
寿
之
輔
の
成
果
を
中
心
に
一
」

で
、
研
究
上
を
整
理
す
る
か
た
ち
で
は
っ
き
り
う
ち
だ
し
て
い
る
。

　
福
沢
の
思
想
は
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
終
始
一
貫
し
て
い
た
の
か
。

前
者
と
す
れ
ば
、
か
れ
の
思
想
は
啓
蒙
期
か
ら
の
後
退
過
程
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
、
後
者
と
す
れ
ば
、
の
ち
の
国
権
論
な
い
し
露
骨
な
富
者
の
論
理
の
展

開
は
、
そ
の
本
質
顕
現
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
著
者
は
、
遠

山
茂
樹
『
福
沢
諭
吉
一
思
想
と
政
治
と
の
関
連
1
』
　
（
一
九
七
〇
年
、
東
京

大
学
出
版
会
）
を
国
老
の
、
ま
た
安
川
寿
之
世
智
日
本
近
代
教
育
の
思
想
構

造
』
　
（
一
九
七
〇
年
、
新
評
論
）
を
後
者
の
、
そ
れ
ぞ
れ
典
型
と
位
置
づ
け

て
い
る
。
そ
れ
で
は
著
者
の
立
場
は
ど
う
か
。
そ
れ
を
「
転
回
」
と
し
て
区

切
る
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
主
張
の
根
幹
が
あ
る
。
こ
う
し
て
本
書
は
、
第
一

章
「
福
沢
諭
告
の
少
年
時
代
」
、
第
二
章
「
福
沢
論
戦
の
青
年
時
代
」
と
い

う
、
思
想
形
成
期
を
あ
つ
か
っ
た
二
章
に
つ
づ
き
、
第
三
章
「
日
本
啓
蒙
主

義
の
展
開
－
福
沢
に
お
け
る
第
一
の
転
回
t
」
、
第
四
章
「
日
本
啓
蒙
主
義

の
凋
落
－
福
沢
に
お
け
る
第
二
の
転
回
1
」
、
第
五
章
「
福
沢
に
お
け
る
第

三
の
転
回
」
と
、
三
つ
の
「
転
回
」
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
「
転
回
」
と

は
論
理
の
変
化
を
と
も
な
う
の
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
か
曖
昧
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
福
沢
は
国
家
独
立
・
寓
国

強
兵
の
（
大
本
願
）
に
お
い
て
は
終
生
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

ゆ
え
に
そ
の
論
理
構
造
は
質
的
な
変
化
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
。
そ

の
よ
う
に
変
化
説
と
一
貫
説
を
統
一
・
止
揚
し
つ
つ
福
沢
を
と
ら
え
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
に
、
本
書
聖
堂
の
視
点
が
あ
る
。
今
後
の
福
沢
研
究
で
う
け
つ

ぐ
べ
き
視
点
で
あ
ろ
う
。2

　
福
沢
の
少
年
時
代
・
青
年
時
代
を
あ
つ
か
っ
た
第
一
二
一
章
で
、
著
者
は

重
大
な
問
題
提
起
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
時
代
こ
と
に
少
年
期

の
福
沢
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
を
ふ
く
め
て
、
ほ
と
ん
ど
『
福
崎
自
伝
』

の
祖
述
の
域
を
で
な
か
っ
た
。
著
者
も
基
本
材
料
を
『
福
翁
自
伝
恥
に
よ
り

な
が
ら
、
そ
の
批
判
的
検
討
あ
る
い
は
そ
の
読
み
か
え
を
つ
う
じ
て
、
べ
つ

の
福
沢
像
を
提
出
し
た
。
そ
の
見
解
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
年
少
期
の

福
沢
の
基
本
的
な
志
向
を
、
反
封
建
な
い
し
封
建
か
ら
の
脱
走
と
い
う
従
来

の
評
価
に
か
え
て
、
立
身
出
世
主
義
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
『
福
翁
自
伝
』
に
は
、
少
年
の
論
吉
が
身
分
制
の
た
め
に
ど
ん
な
に
屈
辱

感
に
さ
い
な
ま
れ
た
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
集
積
が
、
　
「
門
閥
制
度
は
親
の
敵
」
と
い
う
有
名
な
感
懐

に
集
約
さ
れ
る
。
だ
が
、
拙
老
は
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
関
難
し
た
あ
げ

く
、
　
「
そ
れ
ら
不
平
不
満
が
つ
ね
に
自
分
よ
り
上
位
の
存
在
に
向
け
ら
れ
て
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い
て
、
百
姓
・
町
人
な
ど
民
衆
と
の
関
連
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
事
例
は
一
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っ
も
な
い
」
、
「
福
沢
の
不
平
不
満
が
身
分
制
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
も
の

か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
」
と
し
（
以
上
二
二
ペ
ー
ジ
）
、
ま
た
迷
信
の
打
破

な
ど
の
合
理
的
精
神
の
成
長
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
も
、
　
「
つ
ね
に

自
ら
の
優
越
と
他
者
へ
の
蔑
視
を
伴
っ
て
い
」
た
と
す
る
（
二
七
ペ
ー
ジ
）
。

そ
こ
か
ら
洋
学
修
業
の
た
め
の
中
津
脱
出
（
腿
長
崎
遊
学
）
も
、
　
「
立
身
出

世
の
好
機
」
と
意
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
断
じ
、
そ
の
後
の
大
阪
で
の
修
業
、

江
戸
で
の
開
塾
、
幕
臣
へ
の
登
用
、
二
度
に
わ
た
る
洋
行
を
そ
の
路
線
上
に

位
置
づ
け
、
か
の
有
名
な
『
長
州
再
征
に
関
す
る
建
白
霞
』
に
、
幕
府
へ
の

自
己
の
売
り
込
み
に
胚
胎
す
る
露
骨
な
「
マ
イ
ト
・
イ
ズ
・
ラ
イ
ト
の
論

理
」
を
み
（
七
二
ペ
ー
ジ
）
、
『
西
洋
事
情
（
初
篇
）
』
も
、
幕
府
の
意
図
に

そ
っ
た
西
洋
文
明
の
紹
介
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
『
自
伝
』
の
矛
盾
を
つ
き
、
後
年
か
ら
の
心
理
の
投
影
を
読
み
と
り
、
結

果
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
福
沢
像
を
く
つ
が
え
す
著
者
の
手
法
は
、
み
ご
と
と

い
う
ほ
か
は
な
い
。
た
だ
、
ほ
と
ん
ど
『
自
伝
』
に
よ
っ
て
い
る
だ
け
に
、

中
津
藩
の
知
的
状
況
や
政
治
状
況
へ
の
も
っ
と
く
わ
し
い
観
察
や
、
幕
末
の

蘭
学
一
般
へ
の
よ
り
ひ
ろ
い
眼
な
ど
が
、
今
後
、
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
う
い
う
立
場
か
ら
の
福
沢
の
と
ら
え
か
え
し
を
、
読
む
も
の
の
心
に

あ
ら
た
め
て
か
き
た
て
ず
に
は
お
か
な
い
ほ
ど
、
こ
の
把
握
は
問
題
提
起
的

で
も
あ
る
。
　
「
封
建
秩
序
か
ら
の
脱
走
」
と
と
ら
え
て
き
た
わ
た
く
し
な
ど
、

本
書
で
正
面
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
一
人
だ
が
、
強
烈
な
打
繋
を
う
け
た
と

い
う
想
い
に
と
ら
え
ら
れ
た
。
こ
の
点
は
ふ
か
く
心
に
と
ど
め
お
き
、
つ
ぎ

に
福
沢
を
論
じ
る
機
会
に
」
自
分
の
考
え
を
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
た
い
と
思

」
つ
。

　
た
だ
わ
た
く
し
と
し
て
は
、
著
老
の
論
旨
の
展
開
に
数
多
く
示
唆
さ
れ
な

が
ら
も
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
点
を
一
言
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
著
者
が
、

福
沢
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
た
め
の
基
本
的
な
視
角
を
、
　
「
民
衆
」
に
お

い
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
諭
吉
少
年
は
、

幕
末
段
階
の
日
本
民
衆
が
歴
史
的
に
き
ず
い
て
き
た
様
々
の
日
常
的
合
理
性

か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び
と
り
な
が
ら
も
、
実
は
そ
こ
か
ら
昆
衆
の
生
命
力

・
創
造
力
を
感
得
す
る
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
合
理
的
実
験
的
精
神
を

楯
と
し
て
逆
に
民
衆
を
蔑
視
す
る
傾
向
を
も
っ
た
」
（
三
三
ペ
ー
ジ
）
。
限
定
．

な
し
に
「
民
衆
を
蔑
視
」
と
く
く
っ
て
し
ま
う
し
か
た
に
も
疑
問
な
き
を
え

な
い
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
お
く
と
し
て
、
一
下
級
武
士
の
息
子
で
あ
る
福

沢
に
、
こ
の
よ
う
に
い
き
な
り
「
民
衆
」
を
も
っ
て
く
る
こ
と
は
、
対
象
と

す
る
人
物
へ
の
超
越
的
な
批
判
に
な
り
や
す
い
。
む
し
ろ
か
れ
を
理
解
す
る

う
え
に
ま
ず
肝
要
な
の
は
（
こ
と
に
思
想
形
成
期
を
あ
つ
か
う
に
あ
た
っ
て

は
）
、
オ
ー
ソ
ド
ク
ス
な
武
士
像
か
ら
、
そ
の
人
物
が
ど
れ
だ
け
あ
ゆ
ん
だ

か
あ
る
い
は
あ
ゆ
ま
な
か
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き

そ
の
人
物
の
倫
理
観
や
つ
く
り
だ
し
て
ゆ
く
文
体
ま
で
ふ
く
め
て
、
そ
の
意

識
の
全
体
像
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
民
衆
」
の
論
理
と
そ

の
人
物
の
そ
れ
と
を
つ
き
あ
わ
せ
る
の
は
、
そ
の
う
え
で
の
作
業
と
な
る
べ

き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
第
二
は
、
こ
の
よ
う
に
福
沢
の
少
・
青
年
期
を
「
立
身
出
世
志
向
」
一
色

に
ぬ
り
つ
ぶ
す
と
き
、
幕
府
の
倒
壊
か
ら
「
平
艮
」
と
し
て
の
自
立
へ
の
行

程
は
、
ど
う
解
釈
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
、

究
極
の
と
こ
ろ
著
訳
書
出
版
に
よ
る
「
生
計
上
の
見
通
し
の
自
信
」
に
も
と

め
て
い
る
が
（
八
八
ペ
ー
ジ
）
、
こ
の
評
価
は
、
か
れ
の
決
意
を
あ
ま
り
に

個
人
的
事
情
に
局
限
す
る
も
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
武
士
意
識
↓
官

尊
意
識
の
さ
か
ん
な
な
か
で
、
し
か
も
「
出
仕
」
し
な
い
こ
と
が
異
心
を
い
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だ
く
と
も
臆
測
さ
れ
か
ね
な
い
な
か
で
、
あ
え
て
平
民
と
し
て
生
き
よ
う
と

す
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
〃
経
世
の
志
〃
な
く
し
て
は
か
な
わ
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
と
、
慶
慈
義
塾
に
お
け
る
人
材
養
成
と
は
も
と
よ
り
相
か
か
わ

っ
て
い
た
。
著
者
も
引
い
て
い
る
が
、
　
「
慶
応
義
塾
新
樹
」
で
、
　
「
日
本
国

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

中
の
入
、
商
工
産
土
の
差
別
な
く
」
と
い
う
よ
う
な
発
想
は
、
現
状
へ
の
よ

ほ
ど
透
徹
し
た
認
識
が
な
け
れ
ば
す
ら
っ
と
で
て
こ
な
い
。

3

　
つ
づ
く
第
三
・
第
四
章
と
終
章
は
、
思
想
家
と
し
て
の
福
沢
諭
吉
の
論
理

を
あ
と
づ
け
た
章
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
著
者
は
、
種
々
の
論
点
を
だ
し
つ

つ
、
全
体
と
し
て
、
歴
史
の
な
か
に
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
ほ
ど
み
ご
と
に
、

か
つ
精
密
に
福
沢
を
位
置
づ
け
た
。

　
著
者
の
そ
う
し
た
革
威
は
、
福
沢
の
思
想
過
程
を
、
｝
八
七
四
年
お
よ
び

一
八
九
一
年
で
き
っ
た
と
こ
ろ
に
も
つ
と
も
よ
く
示
さ
れ
る
。
ま
ず
著
者
は
、

一
七
編
よ
り
成
り
一
八
七
二
年
二
月
か
ら
七
六
年
十
一
月
に
か
け
て
刊
行
さ

れ
た
『
学
問
の
す
謹
め
』
を
分
析
し
て
（
一
〇
五
ペ
ー
ジ
に
著
者
は
、
こ
の

書
物
の
初
編
を
「
七
二
年
十
一
月
頃
に
草
さ
れ
、
十
二
月
に
刊
行
を
決
意
」

と
し
て
い
る
が
、
な
に
か
の
鋤
ち
が
い
と
思
わ
れ
る
）
、
そ
の
論
旨
が
、
一

八
七
四
年
一
月
の
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
を
も
っ
て
、
変
化
を
み
せ
は
じ
め

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
　
つ
ま
り
七
三
年
成
稿
の
第
五
編
ま
で
は
、
　
「
天
賦

人
権
論
を
原
理
と
し
て
、
一
貫
し
て
『
人
は
同
等
』
　
『
困
は
同
等
』
を
強
調

し
、
一
身
独
立
・
一
国
独
立
を
よ
び
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
建
白
直
後

の
『
第
六
編
』
か
ら
は
一
身
独
立
・
一
国
独
立
の
テ
ー
マ
は
依
然
変
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
　
『
国
法
の
貴
き
』
　
『
国
民
の
職
分
』
と
い
う
論
点
の
方
に
ア
ク

セ
ン
ト
が
か
か
っ
て
く
る
」
と
す
る
（
一
七
三
ペ
ー
ジ
）
。
そ
う
し
て
そ
れ

を
「
啓
蒙
主
義
の
凋
落
」
の
は
じ
ま
り
と
し
、
そ
の
「
凋
落
」
は
、
一
八
八

一
年
の
『
時
事
小
言
』
に
い
た
っ
て
完
結
す
る
と
い
う
。
幕
臣
福
沢
か
ら
啓

蒙
福
沢
へ
の
「
転
回
」
が
第
一
の
転
回
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
著
者
は
、
こ

れ
を
第
二
の
転
回
と
す
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
一
八
九
一
年
の
「
貧
富
論
」

が
第
三
の
転
回
を
な
し
、
そ
の
背
景
に
は
、
一
八
九
〇
年
の
日
本
資
本
主
義

最
初
の
恐
慌
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
著
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

を
、
啓
蒙
期
・
士
族
期
・
大
資
本
期
と
よ
ぶ
。

　
福
沢
の
思
想
を
ど
こ
で
区
切
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度
も
問
題
と
さ
れ
て

き
た
。
そ
う
し
て
そ
の
焦
点
は
、
一
八
七
四
～
七
五
年
こ
ろ
か
ら
八
一
年
こ

ろ
ま
で
、
と
く
に
『
時
事
小
言
』
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か

で
著
者
は
、
一
八
七
四
年
と
九
一
年
を
は
っ
き
り
と
提
示
し
、
し
か
も
そ
う

い
う
転
回
の
契
機
と
し
て
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
と
恐
慌
を
あ
げ
て
い
る
。

と
と
も
に
、
福
沢
の
依
拠
す
べ
き
と
考
え
た
階
層
を
も
明
示
し
た
。
著
者
の

い
う
「
啓
蒙
」
が
一
応
、
全
国
民
を
対
象
に
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
、
全
的
民
期
・
士
族
中
産
階
級
期
・
大
資
二
期
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
同
時
に
そ
の
時
期
区
分
は
、
民
権
運
動
・
労
働
運
動
と
い
う
ふ
う
に
お

こ
っ
て
く
る
べ
き
運
動
に
た
い
す
る
福
沢
の
基
本
的
な
態
度
を
も
暗
示
す
る
。

だ
が
そ
の
と
き
、
一
八
七
五
年
の
『
文
明
論
之
概
略
』
を
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
著
者
の
い
う
第
二
の
転
園
に
つ
い
て
は
、

薯
老
ほ
ど
明
確
に
で
は
な
く
と
も
諸
人
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、

第
三
の
転
回
は
著
者
の
識
見
で
あ
り
、
福
沢
研
究
に
つ
い
て
の
共
有
財
産
に

な
る
べ
き
見
解
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
福
沢
の
資
本
家
的
立
場
、
そ
の
労

働
者
観
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
家
永
三
郎
を
は
じ
め
と
し
て
論
及
さ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
を
、
多
く
で
る
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
れ
を
著
者
の
論
点
の
第
一
の
特
徴
と
す
れ
ば
、
第
二
の
特
徴
は
、
第
一
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評書

・
二
章
に
つ
づ
き
福
沢
の
思
想
を
徹
頭
徹
尾
、
　
「
民
衆
」
か
ら
き
っ
た
こ
と

に
あ
ろ
う
。
第
一
・
二
章
と
異
な
り
、
こ
こ
で
は
福
沢
は
一
個
の
思
想
家
と

し
て
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
き
り
か
た
は
、
さ
き
の
場
合
よ
り

は
は
る
か
に
説
得
性
に
富
ん
で
い
る
。
そ
の
場
合
、
啓
蒙
期
に
あ
っ
て
は
著

者
は
、
ま
ず
、
対
比
の
基
準
と
し
て
「
伝
統
思
想
」
を
も
っ
て
く
る
。
こ
れ

ま
で
日
本
の
啓
蒙
思
想
を
み
る
に
あ
た
っ
て
は
、
し
ば
し
ぼ
西
洋
の
一
八
世

紀
啓
蒙
思
想
が
評
価
の
軸
と
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
逆
に
、
日
本
の
土
壌

に
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
思
想
を
軸
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
伝

統
思
想
」
が
、
士
人
の
教
養
の
中
核
を
な
し
て
き
た
儒
教
思
想
で
な
く
、
い

わ
ゆ
る
民
衆
思
想
罰
「
通
俗
道
徳
」
で
あ
る
こ
と
は
、
著
者
の
立
場
に
て
ら

し
て
論
を
ま
た
な
い
。
そ
の
結
果
、
著
者
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
す
る
。

「
天
賦
人
権
論
の
功
利
的
人
間
観
に
も
と
つ
く
人
欲
解
放
の
主
張
は
通
俗
道

徳
に
お
け
る
禁
欲
主
義
の
対
極
に
あ
り
、
そ
の
個
人
主
義
的
な
自
由
自
主
の

主
張
は
家
族
や
村
落
の
共
同
体
を
基
体
と
し
た
『
自
由
自
在
』
の
獲
得
の
志

向
と
の
間
に
千
丈
の
深
淵
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
　
（
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
こ

れ
は
必
ず
し
も
福
沢
を
対
象
と
し
て
の
言
で
な
い
が
、
か
れ
を
も
念
頭
に
お

い
て
の
総
括
と
み
ら
れ
る
。
一
六
一
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

　
こ
の
評
価
は
、
啓
蒙
思
想
が
啓
蒙
の
対
象
と
し
た
層
の
う
ち
に
、
す
で
に

よ
り
根
源
的
な
変
革
構
想
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
を
啓
蒙
思
想
が
看

取
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
民
衆
」
の
が
わ
か
ら
み
て
啓
蒙
思
想

を
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
日
本
思
想
史
に
あ
た
ら
し
い
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
を
ひ
ら
こ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
著
者
は
、
「
民
衆
」

と
い
う
こ
と
ば
で
事
実
上
、
文
明
へ
の
反
乱
の
衝
迫
を
も
つ
「
底
辺
民
衆
」

を
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
想
定
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
時
期
の
歴
史
段
階
か
ら

み
て
「
政
治
主
体
」
と
し
て
の
登
場
が
ま
ず
可
能
だ
っ
た
の
は
、
「
豪
農
層
」

で
あ
り
、
か
れ
ら
の
覚
醒
に
福
沢
の
論
理
が
は
た
ら
い
た
こ
と
は
、
も
っ
と

強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
も
な
い
と
、
著
者
み
ず
か
ら
も
い
う
と
お

り
（
一
六
一
ペ
ー
ジ
）
、
福
沢
へ
の
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
に
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
。
と
と
も
に
、
か
れ
ら
の
も
っ
た
反
封
建
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
過
小
評

価
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
福
沢
は
、
他
の
同
時
代
人
に

は
ほ
と
ん
ど
類
例
を
み
い
だ
し
が
た
い
ほ
ど
、
民
衆
の
も
っ
て
い
た
事
大
主

義
そ
の
他
精
神
的
な
障
壁
を
、
歯
切
れ
の
よ
い
口
調
で
う
ち
く
だ
こ
う
と
し

た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
、
　
「
平
等
」
よ
り
は
二
身
独
立
」
を

優
先
さ
せ
た
言
説
と
み
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
裁
断
し

て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
毒
言
の
日
本
の
、
ひ
い
て
は
現
代
日
本
の
、
か
か
え

て
い
る
思
想
的
課
題
の
困
難
さ
を
、
故
意
に
近
代
否
定
の
方
向
に
単
純
化
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

　
こ
の
労
作
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
福
沢
の
全
貌
を
と
ら
え
よ
う

と
し
て
い
る
だ
け
に
、
最
後
に
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の

第
一
は
、
二
項
の
主
要
な
関
心
が
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
政
治
思
想
に
向
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
倫
理
思
想
の
面
あ
る
い
は
丸
山
真
男
が

強
調
し
た
価
値
観
の
転
回
の
面
は
、
正
面
き
っ
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
な

い
。
ふ
れ
ら
れ
て
も
、
た
と
え
ば
、
　
「
合
理
精
神
を
私
的
領
域
で
発
揮
す
る

狭
小
な
世
界
の
主
人
公
」
と
い
う
ふ
う
に
　
（
一
三
九
一
四
〇
ペ
ー
ジ
）
、
政

治
よ
り
も
劣
位
の
境
域
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
福
沢
が
好
ん
で
非
政
治

的
領
域
に
発
言
し
た
の
は
、
政
治
か
ら
の
逃
避
と
い
う
一
面
も
た
し
か
に
あ

っ
た
。
し
か
し
よ
り
基
本
的
に
は
、
政
治
の
み
が
一
元
的
な
価
値
で
あ
る
よ

う
な
固
定
観
念
を
く
つ
が
え
そ
う
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
は
、

福
沢
の
国
際
観
こ
と
に
ア
ジ
ア
認
識
を
大
幅
に
捨
象
し
た
こ
と
で
あ
る
。
だ

が
こ
の
聞
題
は
、
幕
末
に
〃
文
明
”
に
め
ざ
め
て
以
来
、
か
れ
の
思
索
を
一

143 （317）



貫
し
て
と
ら
え
て
き
た
要
素
で
あ
っ
て
、
そ
れ
へ
の
論
及
な
く
し
て
は
、
か

れ
の
思
想
を
具
体
的
状
況
の
も
と
で
把
握
し
た
と
は
い
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
A
5
判
　
二
八
一
頁
　
一
九
七
六
年
二
月
東
京
実
学
出
版
会
　
ご
七
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
早
稲
田
大
学
教
授
　
逗
子

国
ユ
O
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d
O
娼
同
昌
曽
N
鉱
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§
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§
偽
§
§
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§
§

　
強
。
。
隷
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ド
N
N
◎
○
○
よ
N
O
O
9

恥
味
ミ
ら
ミ
や
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G
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Q
う
◎
ら
ミ
隷
G
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ミ
ミ
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防
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ミ
融
◎
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§
魅
鳶
塁
・
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江
　
川

温

　
一
一
、
＝
一
世
紀
の
カ
ペ
ー
朝
は
歴
史
研
究
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
き
わ
め

て
地
味
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
諸
王
は
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
を

中
心
と
し
た
国
王
直
轄
支
配
圏
（
カ
ペ
i
家
領
邦
）
の
拡
大
と
安
定
化
、
直

轄
領
の
経
営
改
善
等
の
地
道
な
努
力
を
重
ね
つ
つ
、
全
王
国
に
対
す
る
封
建

的
宗
主
権
の
主
張
を
維
持
し
て
二
一
一
世
紀
の
飛
躍
に
備
え
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
基
本
的
諸
政
策
は
既
に
リ
ュ
シ
ェ
ー
ル
、
フ
ォ
ー
テ
ィ
エ
、
パ
コ
ー
等
に

よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
る
に
こ
の
時
期
の
統

治
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
多
く
の
こ
と
が
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
に
ル
マ
リ
ニ
エ
は
『
カ
ペ
ー
朝
初
期
の
国
王
統
治
』
密
偽
。
等

ミ
ミ
ミ
§
§
肺
唖
遷
ミ
§
ミ
憾
§
ミ
鳶
誘
W
ミ
愚
恥
“
愚
ミ
§
防
（
℃
C
◎
圃
－
』
嵐
O
◎
◎
）
を

著
し
、
国
王
文
書
の
文
書
学
的
検
討
を
通
じ
て
一
一
世
紀
の
王
政
の
実
質
を

明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
国
王
の
中
央
行
政
の
一
一
世
紀
に
お

け
る
変
動
が
あ
る
程
度
明
確
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
一
世
紀
を
通
じ
て
国

王
文
書
副
署
人
は
司
教
及
び
領
邦
君
主
、
フ
ラ
ソ
キ
ア
の
伯
と
い
っ
た
高
級

貴
族
層
か
ら
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
地
域
の
城
主
、
騎
土




