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私
事
か
ら
は
じ
め
る
の
は
恐
縮
だ
が
、
筆
者

（
高
嶋
）
は
数
年
前
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
中
、
週
一

回
、
本
書
の
著
者
エ
マ
・
チ
ン
ホ
ワ
・
ト
ン
（
都

出
汐
）
と
語
学
交
換
を
し
て
い
た
。
彼
女
は
自
ら

O
o
ざ
鉱
銑
日
驚
く
鉱
≦
葺
ぎ
σ
q
を
研
究
し
て
い
る

と
い
い
、
日
本
語
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
明
治
期
の

台
湾
紀
行
文
を
選
ん
で
き
た
。
そ
の
と
き
は
、
台

湾
（
に
関
す
る
）
文
学
の
研
究
者
だ
と
思
っ
て
い

た
の
だ
が
、
本
書
を
読
ん
で
、
…
…
つ
の
誤
解
を
し

て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
ひ
と
つ
は
O
o
｝
9

巳
蹴
の
主
体
が
日
本
で
は
な
く
清
朝
で
あ
る
こ
と
、

も
う
ひ
と
つ
は
彼
女
が
と
り
く
ん
で
い
た
の
が
文

学
研
究
で
は
な
く
歴
史
で
あ
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

清
朝
の
台
湾
領
有
を
植
民
地
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
に

疑
問
を
感
じ
る
方
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

こ
そ
が
本
書
の
核
心
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
内

容
を
お
お
ま
か
に
説
明
し
、
最
後
に
本
書
の
位
置

づ
け
を
少
し
述
べ
て
み
た
い
。

　
本
書
の
主
題
は
、
旅
行
記
、
絵
画
、
地
図
な
ど

を
通
し
て
、
～
七
世
紀
に
台
湾
が
清
朝
に
併
合
さ

れ
て
か
ら
一
九
世
紀
末
に
日
本
へ
割
譲
さ
れ
る
ま

で
の
間
に
お
け
る
、
清
朝
エ
リ
ー
ト
の
台
湾
イ

メ
ー
ジ
の
変
容
を
描
く
こ
と
に
あ
る
。
台
湾
の
領

有
は
中
国
と
い
う
領
域
の
再
概
念
化
を
引
き
起
こ

し
た
が
、
そ
れ
を
分
析
す
る
の
に
使
わ
れ
た
概
念

が
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
H
ヨ
p
σ
q
ぎ
①
住
σ
q
Φ
o
・

σq

�
?
団
（
想
像
の
地
理
）
で
あ
る
。
想
像
の
地

理
と
は
文
化
的
構
築
物
と
し
て
の
地
理
、
あ
る
い

は
文
字
、
絵
画
、
伝
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ

て
構
築
さ
れ
た
空
間
認
識
の
こ
と
で
あ
る
。
「
中

国
」
の
外
部
に
あ
っ
た
台
湾
は
、
一
九
世
紀
末
に

は
「
中
国
」
と
い
う
領
域
の
中
に
し
っ
か
り
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
い
換
え
る
な

ら
ば
、
清
朝
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
、
台
湾
は
彼
ら

の
土
地
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
土
地
へ
と
転
換
し
た
の

で
あ
る
。

　
明
の
遺
臣
と
の
抗
争
の
な
か
で
、
偶
然
清
朝
の

版
図
に
入
っ
た
台
湾
は
、
康
煕
帝
の
表
現
を
借
り

る
な
ら
「
弾
丸
の
地
（
餌
ぴ
p
＝
o
団
ヨ
巳
）
に
す

ぎ
ず
、
そ
れ
を
得
て
も
益
す
る
も
の
は
な
く
、
得

ら
れ
な
く
と
も
失
う
も
の
は
な
い
」
、
不
毛
な
野

蛮
人
の
土
地
で
あ
っ
た
。
知
識
人
た
ち
は
台
湾
原

住
民
を
歴
史
的
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
表
象
し
た
。

よ
り
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
彼
ら
は
時
代
遅
れ

の
多
々
で
あ
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

過
去
を
理
想
化
し
現
在
を
堕
落
と
み
る
者
は
彼
ら

に
聖
人
の
世
の
名
残
り
を
見
出
し
（
原
始
主
義
の

レ
ト
リ
ッ
ク
）
、
逆
の
見
方
を
す
る
者
に
と
っ
て

彼
ら
は
禽
獣
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（
欠
如

態
の
レ
ト
リ
ッ
ク
）
。
共
時
性
を
否
定
す
る
点
で

西
洋
の
植
民
地
言
説
と
軌
を
一
に
し
な
が
ら
も
、

文
化
的
差
異
は
単
な
る
歴
史
段
階
の
違
い
で
あ
り
、

中
国
に
同
化
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
点
で
、

西
洋
の
そ
れ
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
ま

た
彼
ら
の
植
民
地
良
説
は
、
人
種
主
義
的
番
説
と

民
族
主
義
的
言
説
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
は
原
住
民
は
「
中
国
人
」
と
異
な
る
人
種

（「

ﾙ
類
」
）
で
、
中
国
に
同
化
不
能
と
み
な
し
、

後
者
は
両
者
の
差
異
は
文
化
的
差
異
で
あ
り
、
儒

教
教
育
に
よ
っ
て
同
化
可
能
と
み
な
す
。
清
朝
エ

リ
ー
ト
の
認
識
は
人
種
主
義
か
ら
民
族
主
義
へ
と

シ
フ
ト
し
て
い
く
が
、
清
朝
の
統
治
理
念
は
常
に

溶
き
ω
h
o
§
蝉
け
δ
舞
｝
冨
ヨ
、
す
な
わ
ち
後
者
の
立
場

で
あ
っ
た
。
清
朝
は
原
住
民
を
生
番
と
話
説
に
分

類
し
た
が
、
そ
れ
は
文
献
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
納
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介紹

税
の
有
無
で
は
な
く
、
文
化
受
容
、
政
治
的
服
従

な
ど
複
数
の
要
素
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
流
動
的

な
指
標
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
類
は
「
番
界
」
が
画

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
山
／
平
地
と
い
う
空
間

的
領
域
と
し
て
視
覚
化
さ
れ
た
。
「
帰
化
生
番
」

な
る
呼
称
は
、
生
番
／
熟
番
が
す
で
に
服
従
の
有

無
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。　

恐
る
べ
き
荒
野
と
し
て
の
台
湾
イ
メ
ー
ジ
は
、

一
八
世
紀
の
あ
い
だ
に
、
豊
か
で
恵
み
深
い
土
地

へ
と
変
化
し
た
。
台
湾
の
豊
か
な
植
生
は
、
カ
オ

ス
で
は
な
く
潜
在
的
生
産
力
の
証
と
な
っ
た
。
清

朝
の
政
策
も
隔
離
か
ら
積
極
的
な
植
民
地
化
へ
と

変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
契
機
の
ひ
と
つ
は
条

約
港
開
港
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
経
済
的
変
化

で
あ
っ
た
。
台
湾
は
帝
国
主
義
列
強
の
荒
誕
の
的

と
な
り
、
清
朝
は
「
開
山
品
番
」
に
よ
っ
て
台
湾

を
フ
ォ
ー
マ
ル
な
統
治
体
系
に
組
み
込
も
う
と
し

た
。
そ
れ
は
台
湾
の
土
地
と
原
住
民
を
「
中
国
」

化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
省
へ
の
格
上
げ
を
行
い
、

台
湾
に
中
国
の
主
権
を
行
使
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
過
程
で
入
種
的
言
説
が
台
頭
し
、
半

人
半
獣
の
生
番
を
力
に
よ
っ
て
手
な
ず
け
ね
ば
な

ら
な
い
と
す
る
、
い
わ
ば
言
説
の
軍
事
化
と
い
う

状
況
が
生
ま
れ
た
。
清
朝
は
原
住
民
を
強
制
的
に

中
国
の
臣
民
に
変
え
る
施
策
を
と
り
、
番
と
民
と

い
う
対
立
項
が
崩
れ
、
「
番
謡
（
。
。
p
＜
餌
σ
q
Φ
。
。
¢
ぴ
－

寄
9
）
」
と
い
う
概
念
が
生
み
出
さ
れ
た
。

　
台
湾
で
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
の
発
展
が
阻

害
さ
れ
て
い
る
の
は
、
台
湾
が
い
つ
脱
植
民
地
化

し
た
か
に
関
す
る
合
意
が
な
い
た
め
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
清
朝
の
帝
国
主
義
の
存
在
を
認
識
で
き
な

い
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
清
朝
の
帝
国
主
義
の

存
在
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
は
じ
め
て
中
国
と
台
湾

の
「
再
統
一
」
な
る
考
え
が
浮
か
び
上
が
る
。
中

華
人
民
共
和
国
で
は
、
帝
国
主
義
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
に
限
定
し
、
清
朝
の
そ
れ
は
統
一
、
団
結
と
い

う
表
現
で
表
現
さ
れ
て
き
た
。
清
朝
の
拡
張
主
義

を
帝
国
主
義
と
み
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
見
方
を

脱
自
然
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に
、
西

洋
難
植
民
者
／
非
西
洋
難
被
植
民
者
と
い
う
二
分

法
を
不
安
定
に
し
、
植
民
地
主
義
研
究
に
は
ら
ま

れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
聾
心
主
義
に
挑
戦
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
他
に
も
図
像
学
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、

考
証
学
な
ど
論
及
す
べ
き
点
は
多
い
が
、
紙
幅
の

関
係
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
清
朝
の
帝
国
性
を
問
題
化
し
た
本
書
は
、
満
洲

王
朝
と
し
て
の
清
朝
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
「
新

し
い
清
史
」
の
流
れ
に
属
す
る
。
日
本
の
読
者
に

と
っ
て
、
著
者
が
と
り
あ
げ
た
帝
国
論
は
あ
ま
り

に
欧
米
中
心
主
義
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本

で
は
、
地
域
的
に
も
歴
史
的
に
も
欧
米
に
偏
ら
な

い
帝
国
論
の
蓄
積
が
あ
る
。
な
ら
ば
、
植
民
地
主

義
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
依
然
と
し
て
欧
米

諸
国
に
よ
る
支
配
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
土
地
は
そ
れ
を
も
っ
と
も
有
効
に
利
用

で
き
る
も
の
の
手
に
帰
す
べ
き
だ
と
い
う
藍
鼎
元

の
考
え
（
九
六
頁
）
は
、
「
そ
も
そ
も
土
地
は
天

与
の
贈
に
し
て
、
国
籍
の
区
別
を
問
は
ず
、
人
種

の
差
別
を
論
ぜ
ず
、
人
類
の
為
に
最
も
よ
く
利
用

す
る
者
に
帰
す
」
と
い
う
新
渡
戸
稲
造
の
言
葉
と

奇
し
く
も
一
致
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
偶
然
と
い
う

よ
り
は
、
日
本
の
台
湾
支
配
と
清
朝
の
そ
れ
と
の

間
に
本
質
的
な
違
い
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ

う
。
「
植
民
地
主
義
扁
と
い
う
言
葉
に
ま
と
わ
り

つ
い
た
種
々
の
呪
縛
を
排
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
れ
は
歴
史
研
究
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
有
効
な
概

念
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
高
嶋
　
航
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
助
教
授
）
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