
来
な
か
っ
た
た
め
、
国
家
権
力
よ
り
見
放
さ
れ
、
次

第
に
朝
鮮
漁
民
の
反
撃
を
受
け
、
敗
退
脱
藩
し
て
行

く
一
逮
の
過
程
で
あ
る
と
燧
義
旗
来
よ
5
。
そ
れ
に

対
し
て
い
わ
ゆ
る
自
由
発
展
時
代
と
は
こ
趨
漁
時
代

以
来
漁
鷺
流
に
答
生
し
、
莫
大
な
中
闇
利
潤
を
吸
収

し
て
資
・
本
を
蓄
積
し
た
鮮
魚
運
搬
業
者
、
及
び
魚
問

屋
よ
り
成
る
寮
生
商
業
資
本
、
な
ら
び
に
漁
民
層
の

分
解
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
部
冨
漁
履
が
、
大
型
動
力

漁
船
を
建
造
し
て
資
本
主
義
漁
業
へ
の
道
を
歩
み
、

つ
い
に
は
大
洋
漁
業
（
林
兼
）
、
日
本
・
水
産
の
よ
う

な
漁
…
業
独
占
資
甲
本
を
成
長
せ
し
め
た
時
代
と
理
解
さ

れ
る
か
ら
、
第
一
次
大
戦
を
境
と
し
て
一
一
つ
の
時
代

に
区
分
す
る
方
が
、
捜
術
実
的
に
も
、
更
に
広
い
観

点
か
ら
し
て
も
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
弓
な
問
題
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
前
人

未
踏
の
分
野
を
開
叛
さ
れ
、
極
め
て
豊
冨
な
契
証
的

資
料
を
蒐
集
整
理
さ
れ
た
功
績
は
い
さ
さ
か
屯
滋
じ

る
も
の
で
は
な
い
。
或
は
資
料
中
に
聴
取
調
査
に
基

く
屯
の
が
多
い
た
め
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
疑
を
い

だ
く
入
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
元
来
漁
業
関
係

に
は
薫
辛
輿
醤
が
極
め
て
少
い
上
に
、
最
近
颪
年
に

も
足
ら
ぬ
時
代
の
欝
来
事
で
あ
る
か
ら
、
聴
敢
り
に

よ
る
資
麟
も
岡
時
代
史
料
に
近
い
史
料
的
価
値
を
膚

霧

す
る
筈
で
あ
る
。
た
だ
史
料
の
処
理
に
お
い
て
い
さ

さ
か
羅
列
酌
に
過
ぎ
、
内
面
的
連
関
性
に
乏
し
い
う

ら
み
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
忠
実
に
資
料
が
採
録

さ
れ
て
い
る
と
云
え
よ
・
う
。
な
お
附
録
と
し
て
収
め

ら
れ
て
い
る
「
朝
鮮
主
要
移
住
漁
村
年
表
」
及
び
「
各

府
県
水
産
試
験
場
の
鮮
海
漁
業
開
発
試
験
一
覧
」
等

も
極
め
て
費
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轡

言
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
思
い
つ
く
ま
ま
に
冒
葉
を
連
ね
た
た
め
或
は

著
者
の
真
意
を
誤
解
し
、
著
者
に
対
し
て
礼
を
失
し

た
点
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
奪
わ
れ
る
。
こ
こ

に
改
め
て
潔
く
御
わ
び
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
全
本

漁
業
史
の
一
環
と
し
て
の
鮮
海
漁
業
史
が
、
こ
の
労

作
の
出
現
を
契
機
と
し
て
薪
た
な
展
開
の
時
期
に
達

し
た
こ
と
を
確
信
し
、
そ
の
将
来
に
大
き
な
期
待
を

か
け
5
る
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
そ
え
て
お
き
た

い
。
　
（
朝
水
ム
獄
昭
知
響
二
十
九
年
五
月
刊
四
　
四
九
山
ハ
百
ハ

英
文
レ
ジ
ュ
メ
一
閥
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
河
野
遍
縛
一

西
岡
虎
之
助
著

罧
薙
生
活
史
の
研
究

　
文
七
作
最
を
そ
の
時
代
の
社
会
生
活
と
と
も
に
正

し
く
理
解
す
る
と
い
5
こ
と
は
、
文
掌
研
究
者
に
と

っ
て
も
歴
史
家
に
と
っ
て
亀
、
文
学
史
を
研
究
す
る

場
合
の
中
心
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
問

題
を
、
著
者
が
、
歴
愛
家
と
し
て
、
属
・
本
畜
典
文
学

と
霞
本
史
へ
の
限
り
な
い
愛
情
を
こ
め
て
、
追
究
さ

れ
た
諸
労
作
を
収
め
た
竜
の
で
あ
る
。

　
表
題
か
ら
重
5
か
が
え
る
よ
5
に
、
文
学
作
品
を

通
じ
て
時
代
の
生
活
を
み
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
生

活
が
交
掌
を
生
み
だ
し
て
ゆ
く
事
情
を
探
究
す
る
の

が
黍
書
の
方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
署
者
が
永
年
と

っ
て
こ
ら
れ
た
態
慶
で
あ
り
、
さ
き
に
そ
の
業
績
の

一
部
は
『
民
衆
生
活
史
研
究
』
（
昭
和
二
三
年
。
福
樽
露
店
）

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
わ
れ
わ
れ
に
亀
親
し
い
竜
の

に
な
っ
て
い
る
。
こ
ん
ど
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
左

の
よ
・
う
に
、
著
者
が
こ
こ
二
三
十
年
来
逐
次
発
表
さ

れ
た
も
の
に
新
た
な
二
三
篇
を
加
え
た
十
三
の
論
交

と
短
篇
十
五
と
で
あ
り
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
あ

ら
ゆ
る
時
代
に
お
た
る
。

④
歴
曳
に
お
け
る
貴
族
的
要
素
と
民
衆
的
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
鴎
八
）

②
貴
族
社
会
の
生
成
と
崩
壊
（
一
九
五
一
）

③
万
葉
集
時
代
の
社
会
経
済
（
一
九
三
導

一
〇
三

（613）



轡

評

④
臼
寵
交
学
作
者
の
境
遇
（
一
九
餌
ご

⑤
物
語
風
史
学
の
展
露
（
一
九
三
八
）

⑤
大
鏡
の
著
作
年
代
と
そ
の
著
者
（
一
九
二
七
）

⑦
平
家
物
語
の
愛
実
と
創
作
二
九
五
三
）

③
中
世
紀
行
方
人
夢
ナ
仙
㎜
畔
鋤
曜
（
一
九
二
六
）

⑨
中
世
説
話
丈
学
に
お
け
る
村
落
生
活
（
一
九
五
一
）

⑩
没
落
階
級
か
ら
み
た
戦
国
社
会
の
展
開
（
一
九
蔵
三
）

⑳
近
世
田
舎
人
の
文
筆
的
感
覚
（
一
九
三
七
）

＠
近
世
大
庄
騒
福
蜜
大
夫
次
の
生
活
（
一
九
五
三
）

⑬
歌
謡
か
ら
み
た
近
世
の
農
村
経
済
（
一
九
期
七
）

⑭
国
文
掌
そ
の
折
り
お
り
（
随
想
．
短
篇
捻
ど
＋
五
）

　
斧
論
文
は
、
ほ
と
ん
ど
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る

も
の
な
の
で
、
一
つ
一
つ
の
内
容
紹
介
は
こ
こ
で
は

さ
し
ひ
か
え
た
い
と
思
5
。
そ
れ
で
以
下
、
全
体
と

し
て
の
本
書
の
特
色
と
、
私
の
つ
た
な
い
感
想
と
を

記
す
な
か
で
、
内
容
に
も
ふ
れ
て
ゆ
ぎ
た
い
。

　
太
星
目
を
読
ん
で
誰
し
も
が
感
ず
る
こ
と
の
第
一

は
、
薯
者
の
、
畏
衆
の
生
活
に
舛
す
る
潔
い
愛
情
で

あ
ろ
う
雨
こ
れ
は
さ
き
の
『
民
衆
生
活
史
研
究
』
に

お
い
て
も
示
さ
れ
た
著
者
の
一
貫
し
た
僑
念
に
も
と

っ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
亀
ま
ず
巻
頭
に
お
い

て
古
代
、
封
建
、
近
代
各
時
代
の
文
学
作
品
の
な
か

か
ら
典
型
繭
な
「
墨
黒
的
要
素
と
民
衆
的
要
素
し
を

と
り
出
し
、
　
「
そ
の
本
質
上
の
差
異
は
民
衆
生
活
に

お
け
る
生
産
的
な
勤
労
性
と
、
貴
族
生
活
に
お
け
る

消
費
帥
な
遊
戯
性
と
に
帰
塁
さ
せ
得
る
で
あ
ろ
5
」

と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
過
去
の
い
ず
れ
の
時
代
に
も

「
支
配
階
級
と
し
て
の
貴
族
と
、
被
交
配
階
級
と
し

て
の
畏
衆
と
が
常
に
厳
存
し
て
い
た
」
と
い
・
う
「
階

級
社
会
」
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
費
族
、
富
者
に
貢

す
る
は
げ
し
い
憎
し
み
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が

（
以
上
第
①
論
力
◇
、
し
か
し
著
者
は
た
だ
単
純
な

抽
象
的
な
〃
社
会
の
矛
盾
”
を
強
調
さ
れ
る
の
で
は

な
い
。
総
じ
て
著
者
は
、
一
部
の
読
者
に
は
お
そ
ら

く
物
足
り
な
く
愚
わ
れ
る
ほ
ど
、
理
論
や
搾
取
や
権

力
に
つ
い
て
〃
分
折
”
を
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
著
者

の
真
面
饅
は
、
そ
の
晟
衆
へ
の
愛
惰
を
、
文
学
作
品

の
一
字
一
句
に
生
活
を
言
い
と
る
態
度
で
示
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
5
。
著
者
は
つ
と
め
て
原

文
の
昧
を
生
か
そ
ろ
と
し
て
、
一
見
片
々
た
る
語
句

さ
え
も
懸
念
に
引
用
さ
れ
る
。
た
め
に
、
引
第
が
か

な
り
煩
雑
で
冗
長
な
嫌
い
が
あ
り
、
些
か
読
み
づ
ら

い
憾
み
が
な
い
で
は
な
い
が
、
し
か
も
そ
れ
を
敢
て

さ
れ
の
櫨
、
一
語
翼
々
の
衷
現
の
背
景
と
な
っ
て
い

る
微
妙
で
複
雑
な
社
会
関
係
を
、
抽
象
的
な
概
念
に

局
隈
し
て
表
現
す
る
の
で
な
く
形
体
的
に
そ
の
ま
ま

一
〇
悶

の
形
で
伝
え
た
い
之
い
5
念
願
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
民
衆
へ
の
愛
摺
は
ま
た
、
取
材
の
撰
択
、
問
題
の

藩
瞑
の
な
か
に
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
叢
記
文
学

作
者
の
境
遇
を
説
い
て
「
娘
を
宮
仕
に
だ
さ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
夫
な
き
の
ち
の
経
済

状
態
の
く
る
し
さ
か
ら
で
あ
っ
た
」
ど
い
う
貴
族
議

会
の
矛
盾
を
み
、
そ
の
矛
偏
を
身
に
負
っ
て
霞
製
す

る
女
性
の
心
情
を
追
究
し
て
、
王
朝
文
学
の
土
台
を

み
て
ゆ
く
と
き
④
、
そ
こ
に
は
費
族
を
単
に
支
配
階

級
と
し
て
一
括
す
る
よ
5
な
粗
雑
さ
は
微
塵
も
な

い
。
大
鏡
の
著
者
を
藤
原
僑
能
と
し
（
著
作
年
代
を

万
寿
二
年
と
す
る
と
き
も
、
技
術
的
な
実
証
の
手
続

き
だ
け
で
な
く
信
能
と
異
説
兄
二
三
と
の
複
雑
な
関

係
が
大
鏡
の
文
学
的
性
能
と
と
も
に
顧
露
さ
れ
て
い

る
⑥
。
後
宇
多
法
皇
の
高
野
山
参
詣
を
叙
し
た
「
仙

躁
鋤
」
を
扱
5
場
合
⑨
屯
同
様
で
あ
る
。
だ
が
薯
者

の
こ
の
態
度
は
、
属
衆
の
生
活
を
扱
う
と
き
片
そ
う

鮮
か
に
な
っ
て
く
る
。

　
中
世
の
村
落
生
活
を
扱
っ
た
⑨
の
論
文
で
は
、
神

仏
に
支
配
さ
れ
狐
や
狸
や
鼠
に
も
し
て
や
ら
れ
る
村

の
生
活
を
そ
の
素
暦
な
雰
雲
気
の
ま
ま
．
に
再
現
す

る
。
し
か
も
ま
た
、
そ
う
し
た
拘
策
さ
れ
た
生
澹
の

根
源
と
し
て
封
建
的
専
制
支
配
者
の
惨
虐
を
は
っ
き

（61tl）



り
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
す
る
農
民
の
機

智
と
腕
力
に
よ
る
抵
抗
を
竜
見
落
さ
ず
結
局
説
話
文

掌
か
ら
生
活
の
本
質
的
な
も
の
を
引
繊
す
こ
と
に
よ

っ
て
全
体
と
し
て
説
話
文
学
の
成
立
基
盤
を
説
明
す

る
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
る
。
近
世
大
庄
屋
福
地
大

夫
次
の
生
活
と
題
す
る
論
丈
⑫
で
は
、
翼
翼
の
小
説

に
取
材
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
荒
唐
無
稽
の

つ
く
り
話
で
な
か
っ
た
こ
と
を
も
明
か
に
す
る
と

と
竜
に
、
幕
藩
偉
欄
下
の
申
間
層
と
し
て
の
冨
農
の

遊
閑
生
活
と
没
落
の
運
命
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で
著
者
は
寄
生
地
主
制
や
豪
農
マ
ニ
ュ
に
つ
い

て
は
一
行
の
分
折
も
加
え
て
い
な
い
が
、
し
か
し
冨

に
対
す
る
投
機
的
な
位
置
の
本
質
之
権
力
の
性
絡
に

つ
い
て
は
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
署
者
の
態
度
か
ら
し
て
、
つ

ぎ
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
作
品
の
丈
学
年
価
値
に

つ
い
て
の
著
者
の
す
ぐ
れ
た
藩
眼
に
注
意
さ
れ
る
。

も
と
よ
り
著
者
は
、
あ
く
ま
で
も
、
“
歴
史
家
と
し

て
の
限
度
”
を
守
っ
て
、
正
面
か
ら
は
一
行
の
文
境

論
竜
の
べ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
作
晶
だ
け
の
観

賞
と
い
、
う
「
観
念
の
世
界
を
、
ほ
ん
と
う
の
面
白
さ

に
ま
で
引
き
上
げ
」
よ
う
と
し
て
「
歴
史
一
環
境
、

境
遇
と
の
契
．
禽
ず
る
と
こ
ろ
」
を
追
究
し
レ
《
う
と
さ

欝

評

れ
た
（
は
し
が
き
）
結
果
は
、
既
成
の
文
学
史
の
評
懐

に
と
ら
わ
れ
な
い
「
ほ
ん
と
5
の
面
白
さ
」
を
も
つ

作
品
を
ひ
ろ
い
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
多
聞

は
、
貴
族
だ
け
し
か
丈
字
を
し
ら
ず
、
著
名
な
も
の

し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
古
代
の
作
晶
に
さ
え
も
、
前

述
の
よ
5
に
生
活
と
結
び
つ
い
た
「
価
値
」
を
見
出

さ
れ
た
こ
と
に
5
か
が
わ
れ
る
が
（
①
の
下
記
交
掌

の
成
立
事
糟
、
⑥
の
大
鏡
著
作
の
動
機
な
ど
）
封
建

時
代
の
屯
の
で
は
最
も
は
っ
き
り
と
そ
れ
が
示
さ
れ

る
（
⑧
以
下
）
。
読
者
は
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
中

世
、
近
世
文
学
と
し
て
著
名
な
作
晶
の
名
は
ほ
と
ん

ど
見
出
さ
ず
、
反
対
に
〃
史
料
紹
介
”
か
と
思
わ
れ

る
ほ
ど
の
〃
雑
書
”
を
知
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
歴
史
家
と
し
て
の
著
者
の
一
つ
の
配
慮
で
も
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
著
者
は
た
ん
に
生
活
実
の
資
料
を

紹
介
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
　
「
中
世
説
話
文
学
に

お
け
る
村
落
生
活
し
⑨
で
は
、
　
『
竹
隻
物
語
』
　
『
あ

だ
物
語
』
『
う
つ
つ
物
語
』
な
ど
説
話
文
学
と
し
て

決
し
て
著
名
で
な
い
竜
の
を
生
活
史
料
と
し
て
つ
か

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
っ
て
そ
れ
ら
に
説
話
の
「
ほ

ん
と
5
の
面
角
さ
」
を
見
出
し
て
い
る
。
あ
る
い
は

ま
た
戦
国
時
代
に
「
い
ま
の
世
に
、
お
ち
ぢ
る
ら
く

書
」
を
集
め
て
編
纂
し
た
と
い
ろ
『
金
言
和
歌
集
』

に
よ
っ
て
、
投
落
階
級
か
ら
産
み
出
さ
れ
る
文
学
の

三
瀬
を
提
示
し
て
い
る
⑧
。
　
（
だ
が
し
か
し
、
著
者

は
あ
く
ま
で
歴
史
家
と
し
て
の
線
を
こ
え
ず
、
そ
こ

に
み
ら
れ
る
形
式
性
、
野
欄
性
あ
る
い
は
皮
肉
な
ど

に
つ
い
て
概
念
的
に
説
明
し
よ
5
と
は
し
な
い
。
）

ま
た
『
凶
歳
街
人
一
生
』
と
題
す
る
近
世
臨
舎
人
の

歌
集
を
紹
介
し
て
そ
こ
に
町
人
文
学
に
み
ら
れ
な
い

独
持
の
「
生
気
」
を
見
出
し
、
そ
の
「
生
気
は
…
…

技
巧
的
表
現
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
内
容
が
現

実
の
生
活
を
強
く
反
映
し
て
田
舎
・
農
民
の
体
臭
を

｛強

ｭ
雛
散
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
」
求
む
べ
き
だ
と
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翰

き
、
　
「
田
舎
、
農
畏
文
学
の
強
靱
性
」
を
「
文
芸
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

価
敏
」
と
別
に
指
摘
す
る
あ
た
り
は
⑪
、
町
人
文
学

だ
け
に
終
盤
し
が
ち
な
近
…
笹
交
掌
史
家
へ
の
頂
門
の

一
如
と
い
5
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
全
体
に
み
ら
れ

る
著
者
の
す
ぐ
れ
た
齎
眼
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な

昆
衆
の
勤
労
性
、
生
産
性
が
5
み
織
す
丈
学
の
「
爾

白
さ
」
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
翼
に
「
歌
謡
か
ら

み
た
近
世
の
農
村
経
幽
し
⑱
に
お
い
て
屯
端
的
に
示

さ
れ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
米
の
経
済
か
ら
銭
・
金

の
経
済
へ
と
変
化
す
る
に
つ
れ
て
の
農
昆
の
悲
喜
交

々
の
生
活
、
し
か
も
「
楽
し
み
は
ど
こ
に
も
あ
る
し

と
し
て
そ
の
な
か
か
ら
愉
し
い
歌
謡
を
つ
く
り
土
げ

一
〇
五



欝

評

る
の
を
み
、
「
ひ
い
て
は
そ
れ
が
生
趨
性
を
お
び
て
偏

と
・
う
け
、
　
「
こ
こ
で
馬
女
性
が
仕
事
の
は
か
を
ゆ
か

す
」
と
搬
摘
す
る
の
を
忘
れ
な
い
。
そ
れ
は
か
の

〃
死
な
ぬ
様
に
生
き
ぬ
様
に
”
で
知
ら
れ
た
幕
藩
体

…
㈱
下
の
農
民
生
活
を
、
余
り
に
牧
歌
的
に
え
が
い
て

い
る
よ
う
に
勇
み
え
る
。
し
か
し
著
者
は
、
苛
酷
な

収
奮
を
充
分
知
る
が
故
に
こ
そ
、
勤
労
的
、
生
産

酌
昆
衆
の
み
が
も
っ
か
の
不
屈
の
楽
天
牲
を
見
逃
さ

ず
、
そ
こ
に
歌
謡
の
「
ほ
ん
と
5
の
面
白
さ
」
を
見

爾
す
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
5
に
し
て
塞
書
は
、
著
者
が
意
図
さ
れ
た

丈
学
と
生
活
と
の
契
合
点
を
充
分
と
ら
え
て
い
る
と

い
え
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
こ
こ
で
私
な
り
に
コ
三

の
問
題
を
つ
け
掬
え
て
み
た
い
と
恩
5
。

　
そ
の
第
一
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
著
藩
の
方

法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
、
生
活
か
ら
山
八
三
が

生
ま
れ
る
以
上
交
学
は
生
活
の
な
か
で
理
解
す
べ
き

だ
（
は
し
が
き
）
と
い
う
正
当
な
主
張
か
ら
、
そ
の
方

法
と
し
て
丈
学
議
長
か
ら
生
活
的
叙
述
部
分
を
ひ
き

出
す
と
い
う
や
り
方
を
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
多

く
の
場
合
正
当
で
あ
り
、
時
に
極
め
て
威
功
的
で
さ

え
あ
る
（
⑨
⑬
聡
ど
）
。
だ
が
こ
れ
が
常
に
必
ず
し
も

正
し
い
方
法
で
あ
る
か
ど
う
は
問
題
だ
と
行
う
。
な

ぜ
な
ら
、
一
般
的
に
み
て
、
作
品
ば
す
で
に
当
時
の

筆
者
の
主
観
的
所
巌
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
艘
述
部
分

を
客
観
的
丹
砂
と
し
て
生
か
し
た
り
あ
る
い
は
客
観

的
意
義
を
附
与
し
た
り
鐵
来
る
の
は
、
ひ
と
え
に
著

者
西
岡
氏
の
溺
の
上
扇
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
そ
れ
は
つ
い
に
は
「
研
究
方
法
」
で
は
な
く
単
な

る
「
表
現
手
段
」
た
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
集

笑
本
書
を
支
え
て
い
る
最
も
大
切
な
屯
の
は
、
先
述

の
ご
と
く
評
者
の
民
衆
生
活
へ
の
愛
情
と
文
学
作
晶

へ
の
す
ぐ
れ
た
象
眼
、
そ
れ
に
歴
史
家
と
し
て
の
豊

冨
な
掌
識
な
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、
本
書
の
価
値

、
を
些
か
亀
・
損
う
屯
の
で
な
く
、
殊
更
に
あ
げ
つ
ら
・
り

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
5
し
た

　
「
方
法
」
の
結
果
、
大
切
な
こ
と
は
、
著
者
が
、
作

晶
を
分
解
し
て
部
分
を
引
癒
す
だ
け
で
作
言
全
体
の

文
学
的
性
格
そ
の
も
の
に
表
現
目
さ
れ
た
生
活
に
つ
い

て
全
然
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
た
と
え

ば
、
説
話
丈
学
を
あ
っ
か
わ
れ
な
が
ら
、
説
話
を
生

活
の
糧
と
し
た
村
落
の
審
精
に
つ
い
て
は
全
然
ふ
れ

る
こ
と
な
く
⑩
、
　
「
近
世
田
舎
人
の
丈
学
的
感
覚
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
サ
ヅ
キ

と
題
さ
れ
な
が
ら
「
問
騒
の
蔵
に
打
入
見
れ
ば
白
摘

の
米
の
高
直
に
行
当
り
つ
つ
」
と
い
・
つ
よ
う
な
歌
を

一
〇
六

作
る
複
雑
な
生
活
感
構
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
な
い

⑪
。
近
世
大
庄
屋
福
密
大
夫
次
⑫
に
つ
い
て
も
、
一

般
に
こ
の
よ
う
な
長
者
伝
説
が
生
ま
れ
る
基
盤
の
考

慮
が
欠
け
た
た
め
に
、
素
材
の
実
在
性
に
つ
い
て
の

妥
当
さ
を
馬
馨
の
視
角
の
枠
内
で
紹
介
し
た
に
と
ど

ま
り
、
大
庄
屋
の
下
の
農
畏
の
感
情
を
ほ
と
ん
ど
打

出
す
こ
と
が
鐵
来
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か

も
こ
5
い
っ
た
作
贔
の
文
学
的
性
格
に
つ
い
て
は
、

著
者
が
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と

で
は
む
ろ
ん
な
く
、
先
迷
の
よ
う
に
自
身
充
分
感
じ

と
っ
て
お
ら
れ
な
が
ら
も
そ
ら
い
う
評
価
を
さ
け
て

お
ら
れ
る
よ
5
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
5
な
評
価

は
決
し
て
「
文
御
家
の
学
問
領
域
を
お
か
す
」
（
は
し

が
き
）
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
5
い
っ
た
点
を
克
服
す
る
た
め
に
も
も

》
つ
一
つ
つ
け
加
え
た
い
事
は
、
署
者
の
「
民
衆
」
と

コ
賞
族
」
と
い
う
と
ら
え
方
に
示
さ
れ
た
没
法
則
的

な
階
級
の
説
明
で
あ
る
。
私
は
各
時
代
を
通
じ
て

「
貴
族
的
要
素
と
晟
衆
的
要
町
謹
を
み
よ
う
と
す
る

態
慶
①
に
問
題
が
あ
る
と
い
5
の
で
は
な
い
b
そ
う

で
は
な
く
、
い
つ
の
場
舎
に
も
単
な
る
支
配
者
、
被

支
配
者
と
い
う
枠
で
み
る
な
ら
、
同
じ
く
支
配
関
係

で
も
各
時
代
に
よ
り
質
的
に
異
る
点
が
見
落
さ
れ
、

（616）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
や

従
っ
て
右
に
の
べ
た
文
掌
的
性
撫
丁
…
つ
ま
り
形

ン
ル
　
　
ペ
ケ
ぞ
ゐ

態
・
様
式
・
形
象
な
ど
一
－
の
時
代
曲
特
殊
権
の
問

題
に
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
ρ
文

掌
酌
性
絡
…
の
聞
題
は
文
学
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
歴
史
家
が
精
確
な

準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
・
あ
る
。

　
以
上
、
は
な
は
だ
主
観
的
な
形
で
紹
介
と
批
判
を

の
べ
た
た
め
、
著
者
お
よ
び
読
者
に
対
し
ず
い
ぶ
ん

御
迷
惑
を
か
け
た
か
と
思
う
。
殊
に
、
幾
年
も
前
に

轡
か
れ
た
も
の
を
と
り
上
げ
て
、
今
日
の
角
度
か
ら

か
れ
こ
れ
こ
れ
勝
手
な
注
文
を
つ
け
た
の
は
た
し
か

に
云
い
す
ぎ
で
あ
る
が
、
し
か
し
卒
直
に
い
っ
て
本

書
が
今
日
の
間
接
一
意
識
か
ら
亀
あ
ま
り
に
生
き
生
き

と
し
た
内
容
を
も
つ
て
い
る
の
で
、
敢
て
非
糺
を
か

え
り
み
ず
後
学
の
一
人
と
し
て
自
己
の
う
け
と
り
方

を
の
べ
た
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
点
著
者
の
御
寛
恕
を

「
ね
が
う
こ
と
に
し
最
後
に
日
蚕
久
学
の
伝
統
を
民
衆

の
生
活
と
と
も
に
理
解
し
よ
5
と
さ
れ
る
古
典
文
掌

研
究
者
と
、
文
掌
史
に
接
近
し
よ
う
と
さ
れ
る
歴
史

家
に
、
特
に
本
書
の
一
読
を
お
す
す
め
し
て
、
つ
た

な
い
書
評
を
お
え
た
い
と
お
も
5
。
　
（
本
丈
三
九
〇

頁
図
版
一
山
ハ
㎏
貴
、
磁
器
コ
ご
○
頁
、
等
価
点
ハ
八
O
m
肖
、

幽
翠
出
版
会
発
行
）
　
　
　
－
－
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黒
田
俊
雄
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ド
イ
ツ
現
代
史

　
「
現
代
史
の
研
究
上
で
私
の
一
番
解
き
に
く
い
問

題
は
、
客
観
的
な
実
証
的
研
究
と
云
う
こ
と
で
は
な

く
、
そ
れ
を
宿
命
論
に
、
陥
ら
ぬ
よ
5
に
叙
述
す
る

こ
と
で
す
」
…
…
こ
れ
は
村
瀬
教
擾
が
、
こ
こ
に
紹

介
す
る
蓑
磐
の
発
刊
に
当
っ
て
、
私
に
議
せ
ら
れ
た

雷
葉
で
あ
る
。
今
日
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
鉱
ズ
ム
に
対
す

る
批
判
が
、
漸
く
多
く
の
研
究
者
の
閾
心
に
上
り
、

夫
々
の
立
場
か
ら
、
論
争
を
も
交
え
て
、
重
要
な
問

題
が
提
畠
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
す
べ

て
の
現
代
史
研
究
に
と
っ
て
共
通
す
る
園
難
は
、
眼

前
に
展
開
さ
れ
る
同
時
代
の
譜
事
件
が
、
余
り
に
も

面
々
し
く
我
々
の
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
た
め

に
、
却
っ
て
近
視
限
的
な
、
冷
静
さ
を
欠
く
判
断
に

陥
り
ゃ
す
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
現
象
を
如

何
に
整
序
し
解
釈
し
過
表
の
流
れ
の
中
に
統
一
的
に

編
み
込
ん
で
行
く
か
と
い
5
こ
と
は
、
歴
史
学
者
に

要
請
さ
れ
て
い
る
使
命
で
あ
ろ
弓
。
そ
れ
は
歴
史
的

発
展
全
体
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヅ
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
こ
と
は
更
め

て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
が
國
の
西

洋
史
孕
界
に
お
い
て
、
ド
ィ
ッ
藩
命
と
ワ
ィ
畔
ー
ル

共
繍
捌
を
中
心
と
す
る
研
究
に
、
常
に
先
達
の
位
置

に
立
っ
て
来
ら
れ
た
教
授
が
、
前
述
の
言
葉
を
漏
ら

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
長
い
研
鎖
の
果
に
到
達
さ

れ
た
心
境
を
披
渥
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
深
い
感
銘

を
覚
び
醒
ま
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
現
代
史
の
解
開
は
、
現

在
な
お
根
本
的
な
費
料
が
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
5

な
状
態
で
あ
り
、
本
門
約
な
立
論
は
、
実
は
今
か
ら

漸
…
く
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教

授
の
こ
の
薯
書
に
、
た
だ
全
癒
的
に
完
威
さ
れ
た
成

果
の
み
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
却
っ
て
教
授
の
真
意

を
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

む
し
ろ
我
々
は
、
肩
書
の
申
に
、
ド
イ
ツ
現
代
史
に

含
ま
れ
て
い
る
重
要
な
問
題
点
と
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
現
段
階
…
に
お
け
る
諸
外
国
の
研
究
水
準
を
汲
み
取

る
こ
と
に
霊
点
を
響
き
、
後
学
の
我
々
が
そ
れ
を
踏

み
台
に
し
て
よ
り
多
く
の
も
の
を
積
み
重
ね
る
糧
と

す
る
心
構
え
で
、
本
書
に
毒
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ

る
よ
5
に
思
う
。
こ
の
よ
う
な
態
度
で
通
読
す
る
な

ら
、
本
書
は
誠
に
貴
重
な
教
示
を
我
々
に
提
供
し
て

い
る
。
殊
に
欧
米
学
界
の
鋤
向
は
、
極
く
最
近
の
も

の
に
至
る
ま
で
、
殆
ん
ど
見
落
さ
れ
る
こ
と
な
く
紹

一
〇
七
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