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二
三

は
じ
め
に

　
「
我
等
の
一
団
と
彼
」
は
明
治
四
三
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
、

石
川
啄
木
の
最
後
の
小
説
作
品
で
あ
る
。

　

小
説
の
中
で
、「
我
等
の
一
団
」
と
は
、「
私
」（
亀
山
）、
剣
持
、
安
井
ら
の
Ｔ

新
聞
社
の
社
会
記
者
連
中
を
指
し
て
い
た
。「
我
等
の
一
団
」
は
、「
学
問
党
」
と

自
称
し
、
新
聞
社
の
現
状
を
冷
評
し
、
改
革
を
図
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
議
論
は
、
あ
く
ま
で
「
我
等
の
一
団
」
の
内
輪
に
限
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
、「
我
等
の
一
団
」
は
相
対
す
る
勢
力
と
の
交
流
が
な
く
、
た
だ
同
じ
意
見
を

持
っ
て
い
た
連
中
の
間
で
連
帯
意
識
を
強
め
て
い
た
。

　

一
方
の
「
彼
」
は
、
Ｔ
新
聞
社
の
同
僚
の
高
橋
彦
太
郎
を
指
し
て
い
る
。
高
橋

は
「
我
等
の
一
団
」
よ
り
年
長
で
、
三
一
、
二
の
年
齢
で
、「
人
が
何
か
言
ふ
と
、

結
末
に
な
つ
て
、
ひ
よ
い
と
口
を
入
れ
て
、
そ
れ
を
転
覆
か
え
し
て
了
ふ
や
う

な
、
反
対
な
批
評
を
す
る
傾
向
が
あ
つ
た
」
人
物
で
あ
る
。
高
橋
は
「
我
等
の
一

団
」
の
議
論
に
参
加
し
、
し
ば
し
ば
異
論
を
出
し
た
。
ま
た
彼
は
、
あ
る
時
は
社

会
現
象
に
つ
い
て
、
ま
た
あ
る
時
は
こ
の
社
会
に
い
る
自
分
自
身
の
こ
と
に
つ
い

て
も
批
判
し
た
。
彼
の
観
点
は
、「
私
」
の
注
意
を
惹
き
、
様
々
の
対
談
を
し
た

結
果
、「
私
」
に
深
い
印
象
を
与
え
て
い
た
。

　

本
作
は
生
前
未
発
表
で
あ
る
が
、
啄
木
小
説
の
中
で
は
比
較
的
に
高
い
評
価
を

与
え
ら
れ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
小
田
切
秀
雄
は
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い

る
。

　

社
会
の
矛
盾
と
そ
の
変
革
の
必
要
に
つ
い
て
の
鋭
い
先
駆
的
な
把
握
、
し
か

も
さ
し
あ
た
り
変
革
の
可
能
性
は
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
ず
、
か
れ
自
身
そ
の
点
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で
は
ま
っ
た
く
孤
独
無
力
で
あ
り
、
現
実
に
た
い
し
て
指
一
本
ふ
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
に
、
醒
め
た
心
は
つ
ね
に
批
判
を
し
て
や
ま
な
い
―
―
自
身
の
こ

う
い
う
心
の
働
き
方
に
疲
れ
た
孤
独
な
知
識
人
の
自
意
識
の
苦
し
み
を
描
く

に
い
た
っ
て
い
る
。⑴

　

こ
こ
で
、「
自
身
の
こ
う
い
う
心
の
働
き
方
に
疲
れ
た
孤
独
な
知
識
人
」
は
、

明
ら
か
に
作
中
人
物
の
高
橋
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。「
社
会
の
矛
盾
と
そ
の
変

革
の
必
要
に
つ
い
て
の
鋭
い
先
駆
的
な
把
握
、
し
か
も
さ
し
あ
た
り
変
革
の
可
能

性
は
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
ず
」
の
点
に
お
い
て
は
、
高
橋
と
「
我
等
の
一
団
」
と

は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
孤
独
無
力
」
を
感
じ
、
さ
ら
に
自
己
批
判
に

至
っ
た
の
は
高
橋
の
み
で
あ
り
、
そ
の
点
こ
そ
が
「
我
等
の
一
団
」
の
相
違
点
で

あ
る
。

　

ま
た
、
小
説
の
表
現
の
問
題
に
つ
い
て
、
小
田
切
は
「
啄
木
と
し
て
も
時
代
の

状
況
に
た
い
す
る
か
れ
自
身
の
鋭
い
関
係
を
、
小
説
の
な
か
に
全
面
的
に
対
象
化

し
展
開
す
る
思
考
や
方
法
を
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
を
き
わ
め
て

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
仕
方
で
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
よ
う
や
く
か

れ
の
最
後
の
小
説
「
我
等
の
一
団
と
彼
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
」⑵
と
述
べ
て
い

た
。
ま
た
、
猪
野
謙
二
も
「
我
等
の
一
団
と
彼
」
に
つ
い
て
、「
一
種
の
わ
か
り

に
く
さ
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
、「
高
橋
と
い
う
人
物
に
即
し
て
い
う

と
、
啄
木
は
ま
だ
こ
れ
を
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
と
い
う
問
題
以
前
の
所
に

立
っ
て
い
る
」⑶
と
指
摘
し
た
。
両
者
の
言
説
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
我

等
の
一
団
と
彼
」
に
「
わ
か
り
に
く
さ
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
そ
の
原
因
は
、
作
者
啄
木
の
自
意
識
問
題
に
対
す
る
態
度
が
ま
だ
混
沌
状

態
で
あ
る
も
の
の
、
創
作
の
中
で
こ
の
混
沌
状
態
を
そ
の
ま
ま
に
表
現
し
て
い
た

か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
作
品
の
中
の
「
彼
」、
つ
ま
り
高
橋
と
い
う
人
物
に
焦

点
を
あ
て
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
品
に
お
い
て
、
高
橋
は
確
か
に
中
心
人

物
に
当
た
っ
て
い
る
が
、
本
論
は
高
橋
で
は
な
く
、「
私
」
す
な
わ
ち
亀
山
の
視

点
か
ら
、
高
橋
を
「
他
者
」
の
位
置
に
つ
け
て
作
品
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

　

鶴
田
欣
也
は
『
日
本
文
学
に
お
け
る
「
他
者
」』（
平
成
六
年
、
新
曜
社
）
の
序

文
で
、「
自
己
と
他
者
の
相
対
的
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
自

己
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
、
他
者
に
対
す
る
意
識
は
な
い
。
あ
る
程
度
の
自
己

の
成
熟
が
な
け
れ
ば
、
他
者
は
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
他
者

が
論
議
さ
れ
始
め
た
の
は
、
自
己
の
成
熟
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
」⑷
と
述
べ

て
お
り
、「
他
者
」
の
あ
り
方
を
重
視
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
鶴
田

は
「
他
者
の
定
義
に
つ
い
て
稲
賀
も
小
谷
野
と
同
様
で
、
他
者
に
対
す
る
自
己
の

根
底
が
揺
ら
い
で
く
る
よ
う
な
存
在
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
実
態
は
摑

み
が
た
く
、
捕
ま
れ
て
も
変
質
し
て
し
ま
い
他
者
と
は
呼
べ
な
い
、
動
詞
的
な
運

動
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
他
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
対
象
は
す

で
に
他
者
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
」
と
い
う
説
明
を
加
え
て
い
た
。

　
「
我
等
の
一
団
と
彼
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
我
等
の
一

団
」
と
「
彼
」
と
は
対
比
的
に
二
分
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
、「
我
等
の
一
団
」
と
「
彼
」
の
関
係
は
、
鶴
田
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
常

に
変
動
し
て
い
た
。
最
初
に
高
橋
は
「
社
中
に
こ
れ
と
い
ふ
親
友
も
出
来
た
ら
し
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二
五

く
見
え
な
か
つ
た
」
人
物
で
、
偶
然
の
会
話
で
「
我
等
の
一
団
」
の
成
員
剣
持
の

注
意
を
惹
き
、
や
が
て
「
我
が
党
の
士
」
と
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
国
家
や
社

会
に
関
す
る
様
々
な
意
見
を
交
換
し
た
後
、「
我
等
の
一
団
」
と
高
橋
と
の
間
に

は
明
ら
か
に
距
離
感
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、「
人
が
何
か
言
ふ
と
、
結
末
に
な
つ

て
、
ひ
よ
い
と
口
を
入
れ
て
、
そ
れ
を
転
覆
か
え
し
て
了
ふ
や
う
な
、
反
対
な
批

評
を
す
る
傾
向
が
あ
つ
た
」
と
い
う
結
論
を
く
だ
し
た
「
我
等
の
一
団
」
は
、
ま

た
高
橋
を
他
者
と
し
て
扱
い
始
め
た
。
た
だ
し
、「
私
」
は
高
橋
の
観
点
に
興
味

を
も
ち
、
会
話
も
社
会
問
題
か
ら
自
意
識
問
題
ま
で
よ
う
や
く
深
化
し
て
い
っ

た
。
そ
こ
で
、「
私
」
は
明
ら
か
に
高
橋
の
観
点
を
受
け
入
れ
、
こ
の
「
他
者
」

で
あ
る
存
在
を
ま
た
「
自
己
」
の
一
部
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
は
、
こ
の
よ
う
な
「
自
己
」
と
「
他
者
」
の
関
係
の
一
連
の
変
化
を
把
握

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
文
学
に
お
け
る
「
他
者
」
が
「
自
己
」
の
意
識
に
投

影
す
る
過
程
、
さ
ら
に
「
自
己
」
の
再
構
築
に
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、「
我
等
の
一
団
と
彼
」
は
「
わ
か
り
に
く
い
」
小
説
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
作
中
人
物
の
自
意
識
、
さ
ら
に
作
者
の
啄
木
の
自
意
識
の
形
成

す
る
過
程
の
混
沌
状
態
を
如
実
に
記
し
、
文
学
的
価
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
再

評
価
し
て
ゆ
き
た
い
。

一
、「
私
」
と
「
我
等
の
一
団
」

　

そ
も
そ
も
「
我
が
党
」
が
結
成
さ
れ
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
そ
の
き
っ
か

け
に
つ
い
て
、
小
説
の
中
で
は
以
下
の
よ
う
に
簡
潔
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

初
め
か
ら
主
義
と
か
、
意
見
と
か
を
立
て
て
其
の
下
に
集
ま
つ
た
と
い
ふ
で

も
な
く
、
又
誰
も
そ
ん
な
も
の
を
立
て
よ
う
と
す
る
者
も
な
か
つ
た
が
、
た
だ

何
時
か
ら
と
な
く
五
、
六
人
の
不
平
連
が
お
互
ひ
に
近
づ
い
て
、
不
思
議
に
気

が
合
つ
て
、
そ
し
て
、
一
種
の
空
気
を
作
つ
て
了
つ
た
の
だ
。⑸

　

引
用
文
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
我
が
党
」
の
も
っ
と
も
重
要
な
共
通
点
は

「
不
平
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
不
平
」
を
遠
慮
な
く
話
し
あ
う
こ
と
は
、

「
我
が
党
」
の
成
員
が
最
初
に
親
し
ん
で
い
く
原
因
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

「
私
」
は
以
下
の
よ
う
に
例
を
挙
げ
て
詳
し
く
説
明
し
た
。

　

平
生
か
ら
気
の
合
は
な
い
同
僚
を
犬
だ
の
、
ば
い
菌
だ
の
、
張
子
だ
の
、

ビ
ー
ル
瓶
だ
の
と
色
々
の
綽
名
を
つ
け
て
、
糞
味
噌
に
罵
倒
す
る
。
一
人
が
小

皿
の
縁
を
箸
で
叩
き
つ
け
て
、『
一
体
社
で
は
我
々
紳
士
を
遇
す
る
の
途
を
知

ら
ん
。
あ
ん
な
品
性
の
下
劣
な
奴
等
と
一
緒
に
さ
れ
ち
や
甚
だ
困
る
。』
と
力

み
出
す
と
、
一
人
は
、
胡
坐
を
か
い
た
股
の
間
へ
手
焙
り
を
抱
へ
込
ん
で
、
そ

れ
で
も
足
ら
ず
に
ぢ
り
ぢ
り
と
に
じ
り
出
し
な
が
ら
、『
さ
う
ぢ
や
。
徒
ら
に

筆
を
弄
ん
で
食
を
偸
む
。
の
う
。
文
明
の
盗
賊
と
は
彼
奴
等
の
事
ぢ
や
。
社
会

の
毒
虫
ぢ
や
。
我
が
輩
不
敏
と
い
へ
ど
も
奴
等
よ
り
は
ま
だ
高
潔
な
心
を
有
つ

と
る
。
学
問
を
せ
な
ん
だ
者
は
真
に
為
様
が
な
い
な
あ
。』
と
酒
臭
い
息
を
吹

い
て
そ
れ
に
応
ず
る
。
―
―
そ
し
て
我
々
は
、
何
時
誰
が
言
ひ
出
し
た
と
も
な

く
、
自
分
等
の
一
団
を
学
問
党
と
呼
ん
で
ゐ
た
。⑹
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こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、「
私
」
が
「
我
が
党
」
の
一
員
と
し
て
い
な
が

ら
、「
我
が
党
」
の
こ
と
を
観
察
す
る
ば
か
り
で
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
何
も
言

及
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
」
は
た
だ
「
我
が
党
」
の
発
言

や
行
動
を
記
し
、
自
分
な
り
の
意
見
、
感
想
な
ど
は
一
切
表
し
て
い
な
い
。

 

「
私
」
は
、「
我
が
党
」
の
成
員
と
同
じ
よ
う
な
趣
旨
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
も
の
の
、「
我
が
党
」
の
主
張
を
賛
成
、
支
持
す
る
こ
と
が
ど
こ
で
も
見
え
な

い
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
態
度
は
、
ま
る
で
「
我
が
党
」
を
「
他
者
」
と
し
て

扱
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

引
用
の
部
分
に
よ
れ
ば
、「
我
が
党
」
は
、
気
の
合
わ
な
い
同
僚
を
容
赦
な
く

罵
倒
し
た
一
方
、
自
分
た
ち
の
こ
と
を
「
高
潔
な
心
を
有
つ
と
る
」
と
か
、
高
く

評
価
し
た
。「
我
が
党
」
は
自
分
等
の
一
団
を
「
学
問
党
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、

他
の
同
僚
と
区
別
し
た
と
こ
ろ
は
学
問
や
知
識
で
は
な
く
、
品
性
、
つ
ま
り
心
の

「
高
潔
」
さ
で
あ
る
。「
私
」
も
後
に
登
場
し
た
高
橋
も
、
明
ら
か
に
「
我
等
の
一

団
」
か
ら
距
離
を
と
っ
た
が
、
品
性
が
「
我
等
の
一
団
」
に
認
め
ら
れ
て
い
た
に

違
い
な
い
。
そ
し
て
、「
私
」
が
「
我
等
の
一
団
」
に
接
近
す
る
理
由
は
、
同
僚

に
対
す
る
不
平
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
な
品
性
を
持
っ
て
い

る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
我
等
の
一
団
」
の
も
う
一
つ
の
側
面
に
つ
い
て
、「
私
」
は
次
の
よ
う
に
叙
述

し
た
。

　

命
令
が
出
る
と
何
処
へ
で
も
早
速
飛
び
出
し
て
い
つ
た
。
悪
い
顔
を
す
る
者

も
な
け
れ
ば
、
怠
け
る
者
も
な
か
つ
た
。
他
の
同
僚
に
対
し
て
も
同
じ
で
、
殊

更
に
軽
蔑
す
る
す
る
の
口
を
利
か
ぬ
の
と
い
ふ
こ
と
は
し
な
い
。（
中
略
）
反

対
派
と
言
つ
た
と
こ
ろ
で
、
何
も
先
方
が
此
方
に
対
抗
す
る
党
派
を
結
ん
で
ゐ

た
と
い
ふ
で
も
な
い
。
言
は
ば
、
我
々
の
方
で
勝
手
に
敵
に
し
て
ゐ
た
だ
け
の

話
だ
。
自
分
等
が
自
分
等
の
意
見
を
行
ふ
地
位
に
ゐ
な
い
と
い
ふ
外
に
は
、
社

に
対
し
て
だ
つ
て
別
に
対
し
た
不
平
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
も
な
い
の
だ
か

ら
。⑺

　
「
私
」
が
「
我
等
の
一
団
」
の
表
裏
が
矛
盾
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
「
私
」
が
「
我
等
の
一
団
」
か
ら
距
離
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
我
等
の
一
団
」
は
自
分
ら
の
「
高
潔
」
さ
を
標
榜
す

る
一
方
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
大
し
た
不
満
も
な
く
、
切
実
な
理
想
も
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、「
私
」
は
「
我
等
の
一
団
」
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
も
、
皮
肉
的

に
提
示
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
は
「
我
等
の
一
団
」

に
参
加
し
、
親
し
ん
で
も
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
近
代
の
自
己
発
見
と
他
者
の
関

係
で
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

柄
谷
行
人
に
よ
れ
ば
、「
明
治
国
家
が
「
近
代
国
家
」
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の

は
、
や
っ
と
明
治
二
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。「
近
代
国
家
」
は
、
中
心

化
に
よ
る
同
質
化
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
体
制
の
側
か
ら

形
成
さ
れ
た
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
と
同
じ
時
期
に
、
い
わ
ば
反
体
制
の
側
か
ら

「
主
体
」
あ
る
い
は
「
内
面
」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
相
互
浸

透
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
」。⑻
「
我
等
の
一
団
」
は
あ
き
ら
か
に
「
反
体

制
」
の
「
党
派
」
で
あ
る
が
、
一
方
、「
我
等
の
一
団
」
の
内
部
で
は
ま
た
同
質
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二
七

化
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
「
同
質
化
」
現
象
は
「
我
等
の
一
団
」
が
「
体
制
」

に
対
抗
す
る
一
方
、「
体
制
」
に
浸
透
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、「
私
」
の
存
在
は
、「
我
等
の
一
団
」
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
る
一
方

で
、「
我
等
の
一
団
」
に
反
発
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
私
」
が
自
我

の
内
面
を
探
し
て
い
る
過
程
で
の
表
現
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、 「
彼
」
の
登
場
と
主
体
視
点
の
転
換

　

作
中
に
高
橋
が
登
場
し
て
か
ら
、「
私
」
は
個
人
と
し
て
意
見
を
表
明
す
る
こ

と
が
し
ば
ら
く
な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
高
橋
は
「
私
」
の
代
わ
り
に
、「
我
等

の
一
団
」
と
対
立
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
「
彼
」
で
あ
る
高
橋
と
「
我
等
の
一
団
」
の
対
立
関
係
は
、
逢
坂
と
い
う
同
僚

を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
始
ま
る
。「
我
等
の
一
団
」
は
、
逢
坂
と
い
う
同
僚
を
穢
い

も
の
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
高
橋
は
か
え
っ
て
、「
逢
坂
に
や

あ
れ
で
な
か
な
か
可
愛
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

高
橋
は
逢
坂
が
無
邪
気
な
人
間
だ
と
認
め
、「
我
々
が
其
の
同
じ
心
を
逢
坂
の
や

う
に
十
分
、
若
し
く
は
、
十
分
以
上
に
発
表
す
る
こ
と
を
敢
え
て
し
な
い
」
と
指

摘
し
た
。

　

こ
の
高
橋
の
意
見
に
対
し
、
異
議
を
申
し
立
て
た
者
が
二
人
い
る
。
ま
ず
は
剣

持
で
あ
る
。

　
「
君
は
無
邪
気
、
無
邪
気
つ
て
言
ふ
が
、
君
の
言
ふ
の
は
畢
竟
教
養
の
問
題

な
ん
ぢ
や
。」
剣
持
は
し
た
り
顔
に
な
つ
て
言
つ
た
。「
さ
う
ぢ
や
な
い
か
？
教

養
と
人
格
の
問
題
よ
。
其
処
が
学
問
党
と
非
学
問
党
の
別
れ
る
処
な
ん
ぢ

や
。」⑼

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
剣
持
が
指
摘
し
た
対
立
関
係
は
自
分
自
身

と
逢
坂
で
は
な
く
、「
学
問
党
」
と
「
非
学
問
党
」
と
の
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
彼
の
発
言
は
、
学
問
党
に
つ
い
て
は
無
批
判
に
肯
定
し
な
が
ら
、
一
方
、

非
学
問
党
に
つ
い
て
は
頭
か
ら
批
判
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
高
橋
は
、
学
問

党
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、
学
問
党
の
こ
と
も
容
赦
な
く
以
下
の
よ
う
に
批
判
し

た
。

　
「
す
る
と
、
何
か
？
人
格
と
い
ふ
言
葉
は
余
り
抽
象
的
な
言
葉
だ
か
ら
、
暫

く
預
か
る
と
し
て
、
教
養
と
い
ふ
こ
と
は
だ
ね
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
教
養
が
あ

る
と
い
ふ
こ
と
と
、
自
己
を
欺
く
―
―
少
く
と
も
、
自
己
を
韜
晦
す
る
と
い
ふ

こ
と
と
同
じ
か
？
」⑽

　

高
橋
は
ま
ず
、「
我
々
自
身
を
省
る
が
可
い
」
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
こ
で
批

判
し
た
対
象
は
自
分
も
含
め
た
「
学
問
党
」
全
員
に
違
い
な
い
。
両
者
の
観
点
は

対
照
的
で
あ
る
が
、
出
発
点
は
同
じ
く
、「
学
問
党
」
と
い
う
団
体
で
あ
る
。
逢

坂
の
た
め
に
弁
解
す
る
の
で
は
な
く
、
高
橋
は
批
判
の
対
象
を
変
え
る
。
議
論
の

中
心
と
す
る
「
教
養
」
は
、
明
治
時
代
の
近
代
教
育
制
度
の
形
成
と
と
も
に
用
い

ら
れ
始
め
た
言
葉
で
あ
る
。
当
時
、「
教
養
の
人
」
と
し
て
の
代
表
人
物
の
一
人
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愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
文
化
創
造
研
究
科
紀
要　

第
十
一
号

二
八

は
、
東
京
帝
国
大
学
講
師
の
ラ
フ
ャ
エ
ル
・
ケ
ー
ベ
ル
で
あ
る
。
彼
は
哲
学
概

論
、
美
学
、
古
典
語
を
教
え
、
受
講
者
に
教
養
に
関
す
る
影
響
を
与
え
て
い
た
。

ケ
ー
ベ
ル
に
対
す
る
評
価
に
よ
っ
て
、「
教
養
の
人
」
が
ど
の
よ
う
な
人
間
像
で

あ
る
か
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
な
お
、「
教
養
と
人
格
」
が
「
学
問
党
と

非
学
問
党
の
別
れ
る
処
」
で
あ
る
と
い
う
剣
持
の
主
張
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
高

橋
の
主
張
を
そ
れ
ぞ
れ
見
直
し
て
お
き
た
い
。　

　

次
に
意
見
を
申
し
立
て
た
安
井
は
、「
逢
坂
の
奴
の
性
質
が
無
邪
気
で
あ
る
に

し
ろ
、
な
い
に
し
ろ
、
兎
に
角
奴
の
一
挙
一
動
に
表
れ
と
る
と
こ
ろ
が
、
我
々
の

気
に
食
わ
ん
。
頭
の
先
か
ら
足
の
先
ま
で
気
に
食
わ
ん
。
気
に
食
わ
ん
か
ら
気
に

食
わ
ん
と
い
ふ
に
、
何
の
不
思
議
も
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
？
」⑾
と
言
い
、
善
悪
で

は
な
く
、
好
悪
の
角
度
か
ら
逢
坂
を
攻
撃
す
る
合
理
性
を
主
張
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
高
橋
は
ま
ず
、「
我
々
」
が
感
情
を
発
露
さ
せ
る
こ
と
を
重
要

視
す
る
も
の
の
、
逢
坂
の
よ
う
に
正
直
に
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
を
指
摘

し
た
。
さ
ら
に
、
高
橋
は
、
も
し
「
我
々
」
が
逢
坂
を
否
定
す
れ
ば
、
感
情
を
正

直
に
発
表
す
る
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。

　

高
橋
の
論
調
に
説
得
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
別
に
し
て
、
彼
の
視
点
が
「
我
等

の
一
団
」
の
ほ
か
の
成
員
と
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
剣
持
や

安
井
は
総
じ
て
い
え
ば
、
他
者
と
し
て
の
逢
坂
を
攻
撃
し
た
時
に
、「
我
々
」
自

身
を
省
み
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
我
々
」
自
身
を
相
対
化
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
他
者
の
角
度
か
ら
問
題
を
見
る
意
識
も
も
っ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
彼

ら
は
敵
に
し
た
対
象
を
攻
撃
す
る
ば
か
り
で
、
自
分
自
身
が
主
張
し
た
も
の
（
例

え
ば
、
教
養
ま
た
は
感
情
を
正
直
に
発
表
す
る
こ
と
）
を
貫
い
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
高
橋
も
常
に
「
我
々
」
を
用
い
て
は
い
る
が
、「
我
々
」
を
主
体

に
し
な
が
ら
、
常
に
「
我
々
」
を
相
対
化
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
両
者
は
大
い
に
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

三
、 「
我
等
の
一
団
と
彼
」
か
ら
「
私
と
彼
」
へ

　

物
語
の
後
半
は
、
つ
い
に
「
私
」
と
彼
（
高
橋
）
と
の
間
の
齟
齬
を
描
き
始
め

た
。

　

ま
ず
は
、
高
橋
が
「
私
」
の
住
所
を
訪
ね
て
き
た
の
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

「
私
」
が
高
橋
の
人
生
観
を
い
っ
そ
う
了
解
し
、
感
心
し
た
場
面
で
あ
る
。

　

高
橋
は
平
生
の
利
己
的
な
立
場
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
何
う
と
言
つ
て
、
僕
だ
つ
て
さ
う
確
か
な
見
込
が
つ
い
て
る
ん
ぢ
や
な
い

さ
。
技
師
が
橋
の
架
け
替
え
の
設
計
を
立
て
る
や
う
に
は
ね
。
―
―
然
し
考
へ

て
見
た
ま
へ
。
利
己
と
い
ふ
立
場
は
実
に
苦
し
い
立
場
だ
よ
。
こ
れ
と
意
識
す

る
以
上
は
こ
ん
な
苦
し
い
立
場
は
無
い
ね
。
さ
う
だ
ら
う
？
つ
ま
り
自
分
以
外

の
一
切
を
敵
と
す
る
立
場
だ
も
の
ね
。
だ
か
ら
、
周
囲
の
人
間
の
す
る
事
、
言

ふ
事
は
、
み
ん
な
自
分
に
影
響
す
る
。
善
に
し
ろ
、
悪
に
し
ろ
必
ず
直
接
に
影

響
す
る
よ
。
先
方
が
其
の
積
り
で
な
く
つ
て
も
此
方
の
立
場
が
そ
れ
だ
か
ら

ね
。
そ
し
て
し
よ
つ
ち
ゆ
う
気
の
安
ま
る
時
が
無
い
ん
だ
。
ま
あ
見
給
へ
。
利

己
的
感
情
の
盛
ん
な
者
に
限
つ
て
、
周
囲
の
景
気
が
自
分
に
都
合
が
可
く
な
る

と
直
ぐ
思
ひ
上
が
る
。
そ
れ
と
反
対
に
、
少
し
で
も
自
分
を
侵
す
や
う
な
、
気
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二
九

に
食
は
ん
こ
と
が
有
る
と
、
急
に
気
が
滅
入
つ
て
下
ら
な
い
憂
さ
晴
ら
し
で
も

や
つ
て
み
た
く
な
る
ん
だ
ね
。
そ
ん
な
時
は
随
分
向
う
見
ず
な
事
も
す
る
ん
だ

よ
。
―
―
そ
れ
や
世
の
中
に
は
さ
う
い
ふ
人
間
は
沢
山
有
る
が
ね
。
有
る
に
は

有
る
け
れ
ど
も
、
大
抵
の
人
は
そ
れ
と
意
識
し
て
ゐ
な
い
ん
だ
ね
。
其
時
、
其

時
の
勝
手
な
弁
解
で
自
分
を
欺
い
て
る
ん
だ
ね
。」⑿

　

こ
こ
で
、
高
橋
は
明
ら
か
に
利
己
者
の
苦
し
み
を
感
じ
ら
れ
る
自
分
と
、
そ
れ

と
意
識
し
て
い
な
い
「
大
抵
の
人
」
と
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
同
時
に
自
分
の
孤

独
さ
を
表
明
し
て
い
る
。

　

彼
の
孤
独
に
つ
い
て
、
小
田
切
秀
雄
が
「
孤
独
な
知
識
人
の
自
意
識
の
苦
し

み
」
と
評
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
彼
の
孤
独
感
の
形
成
は
、
高
橋
の
自
分
以
外
の
人
、
つ
ま

り
「
他
者
」
に
対
す
る
把
握
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
他
者
」
と
は

何
者
だ
ろ
う
か
。
高
橋
は
孤
独
な
自
意
識
を
形
成
す
る
前
提
と
し
て
、
彼
は
ま
ず

自
分
に
相
対
し
て
い
る
「
他
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼

が
意
識
し
て
い
る
「
他
者
」
の
範
囲
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
高
橋
の
「
他
者
」
像
は
、
主
に

「
我
等
の
一
団
」
か
ら
出
来
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
高
橋
の
よ
う
な
人
間
が
、

ど
う
し
て
「
我
等
の
一
団
」
に
参
加
す
る
の
か
に
つ
い
て
、「
私
」
は
、「
探
検
家

が
未
知
の
世
界
を
探
察
す
る
興
味
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し
た
。
ほ
か
の
成
員
が

共
通
認
識
を
求
め
る
た
め
に
、
同
じ
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
人
に
接
近
す
る

こ
と
と
違
っ
て
、
高
橋
が
「
我
等
の
一
団
」
に
参
加
す
る
動
機
は
「
他
者
」
と
自

分
の
相
違
点
を
探
す
た
め
で
あ
る
。
こ
の
「
他
者
」
像
を
先
に
立
て
る
こ
と
で
、

高
橋
は
つ
い
に
自
意
識
を
発
見
し
た
。

　
「
私
」
の
回
想
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
高
橋
と
の
対
談
が
あ
る
。

　
（
高
）「
僕
等
は
ま
だ
、
ま
だ
修
行
が
足
ら
ん
ね
。
僕
は
時
々
さ
う
思
ふ
。」

（
私
）「
修
行
？
」

（
高
）「
僕
は
今
ま
で
そ
れ
を
、
つ
ま
り
僕
等
の
理
解
は
ま
だ
、
ま
だ
足
ら
ん
所

為
だ
と
思
っ
て
ゐ
た
。
常
に
鋭
い
理
解
さ
へ
持
つ
て
ゐ
れ
ば
、
現
在
の

此
の
時
代
の
ヂ
レ
ン
マ
か
ら
脱
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
つ
て
ゐ
た
。

然
し
さ
う
ぢ
や
な
い
ね
。
そ
れ
も
大
い
に
有
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ば
か

り
ぢ
や
な
い
ね
。
我
々
に
は
利
己
的
感
情
が
余
り
に
多
量
に
有
る
。」

（
私
）「
然
し
そ
れ
は
何
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
ぢ
や
な
い
か
？
我
々
の
罪
ぢ

や
な
い
、
時
代
の
病
気
だ
も
の
。」

（
高
）「
時
代
の
病
気
を
共
有
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
於

い
て
我
々
の
誇
り
と
す
べ
き
事
ぢ
や
な
い
ね
。
僕
が
今
の
文
学
者
の

「
近
代
人
」
が
る
の
を
嫌
ひ
な
の
も
其
処
だ
。」

（
私
）「
勿
論
さ
。
―
―
僕
の
言
つ
た
の
は
さ
う
い
ふ
意
味
ぢ
や
な
い
。
何
う
か

し
た
く
つ
て
も
何
う
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
ふ
だ
け
だ
。」

（
高
）「
出
来
な
い
と
君
は
思
ふ
か
ね
？
」

（
私
）「
出
来
な
い
ぢ
や
な
い
か
。
我
々
が
此
の
我
々
の
時
代
か
ら
超
越
し
な
い

限
り
は
。
―
―
時
代
を
超
逸
す
る
と
い
ふ
の
は
、
樗
牛
が
墓
の
中
へ
持

つ
て
行
つ
た
夢
だ
よ
。」
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（
高
）「
さ
う
だ
。
あ
れ
は
悲
し
い
夢
だ
ね
。
―
―
然
し
僕
は
君
の
や
う
に
全
く

絶
望
し
て
は
ゐ
な
い
ね
。」⒀

　

こ
の
対
談
が
示
す
よ
う
に
、「
私
」
と
高
橋
と
の
間
の
主
な
分
岐
は
、
時
代
か

ら
超
逸
で
き
る
か
ど
う
か
に
対
す
る
意
見
に
あ
る
。「
私
」
は
「
我
々
」
が
「
我
々

の
時
代
」
か
ら
超
逸
で
き
な
い
の
で
、
時
代
の
病
気
を
共
有
し
て
い
る
の
は
我
々

の
罪
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
高
橋
は
「
我
々
」
が
時
代
か

ら
超
逸
で
き
る
の
で
、
超
逸
で
き
な
い
の
は
「
僕
等
」
の
修
行
が
足
り
な
い
か
ら

だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
分
岐
を
一
層
解
釈
し
て
み
れ
ば
、「
私
」
と
高
橋
は

自
己
否
定
に
つ
い
て
反
対
の
見
方
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
」
は
「
我
々
」

が
共
有
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
「
時
代
の
病
気
」
が
存
在
し
て
い
る
上
で
、
自

分
自
身
が
無
力
で
、
且
つ
無
責
任
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
私
」

は
「
我
等
」
に
融
合
し
、
自
分
自
身
に
対
す
る
批
判
を
互
い
に
共
有
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
合
理
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
高
橋
は
反
対
の
主
張
を
も
っ

て
い
る
。
彼
は
共
有
し
て
い
る
「
時
代
の
病
気
」
を
認
め
て
い
る
が
、
自
分
自
身

が
時
代
の
潮
流
に
従
う
こ
と
に
悔
し
さ
を
感
じ
た
。
彼
は
時
代
を
超
逸
で
き
な
い

の
が
修
行
の
不
足
か
ら
だ
と
意
識
し
、
自
己
否
定
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、「
私
」
は
「
我
々
」
の
中
で
、
共
通
の
素
質
を
見
つ
け
る
こ
と
で
、

自
意
識
を
安
定
化
さ
せ
た
。
し
か
し
、
高
橋
は
い
ま
だ
共
通
の
も
の
を
超
越
し
よ

う
と
す
る
理
想
を
持
ち
、
自
己
否
定
を
し
な
が
ら
新
た
な
自
意
識
を
探
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
高
橋
は
「
時
代
の
病
気
」
の
存
在
を
認
め
て
い
る
一
方
、

「
修
行
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
超
逸
」
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
「
今

の
文
学
者
」
の
中
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
「
今
の
文
学
者
の
「
近
代
人
」
が
る
」

の
が
嫌
い
だ
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
が
彼
の
孤
独
感
の
形
成
の
由
来
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
し
か
し
、
彼
は
明
ら
か
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
後
に
、
彼
が
仕
事
を
休

ん
で
活
動
写
真
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が
ば
れ
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
時
代
を
超

越
す
る
「
修
行
」
に
反
す
る
行
動
を
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
高

橋
の
孤
独
は
精
神
上
に
留
ま
り
、
実
践
の
面
に
影
響
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
注
意
点
と
し
て
、
高
橋
は
修
行
が
足
り
な
い
こ
と
を
語
る
際
に
、

「
僕
等
の
修
行
ま
だ
、
ま
だ
修
行
が
足
ら
ん
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
、「
時
代
の
病

気
」
を
語
る
際
に
「
我
々
の
誇
り
と
す
べ
き
事
ぢ
や
な
い
」
と
言
っ
た
。「
僕
等
」

と
い
う
代
名
詞
は
こ
の
文
脈
の
下
で
明
ら
か
に
「
私
」
と
高
橋
自
身
の
二
人
を
指

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
我
々
」
は
、
そ
の
時
代
の
人
、
少
な
く
と
も
そ
の

時
代
の
文
学
者
を
指
す
の
に
違
い
な
い
。
高
橋
が
「
僕
は
ま
だ
、
ま
だ
修
行
が
た

ら
ん
」
で
も
な
く
、「
我
々
は
ま
だ
、
ま
だ
修
行
が
足
ら
ん
」
で
も
な
く
、「
僕

等
」
を
用
い
た
理
由
に
つ
い
て
、
二
つ
の
可
能
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
高
橋
が

「
私
」
が
彼
自
身
と
同
じ
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
と
想
定
し
、
あ
る
い
は

「
私
」
と
彼
と
の
間
に
様
々
な
共
通
点
を
見
つ
け
、
同
じ
よ
う
に
「
常
に
鋭
い
理

解
」
を
持
っ
て
い
る
人
と
想
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
高
橋
が
「
私
」

に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
孤
独
さ
を
あ
る
程
度
で
抑
え
て
い
た

の
で
、「
私
」
と
一
緒
に
「
修
行
」
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
兎
に
角
、
高

橋
に
と
っ
て
、「
僕
等
」（「
私
」
と
彼
自
身
）
は
「
我
々
」
と
違
う
枠
に
属
し
て
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い
る
。
高
橋
は
、「
我
々
」
の
中
で
自
己
否
定
し
つ
つ
あ
り
、
孤
独
と
感
じ
て
い

る
が
、「
私
」
と
彼
の
関
係
の
中
で
ど
の
よ
う
に
自
意
識
を
探
し
て
い
る
の
か
。

　

た
だ
し
、「
私
」
の
視
角
か
ら
見
れ
ば
、「
私
」
と
高
橋
は
決
し
て
同
種
類
の
人

で
は
な
い
。

　

高
橋
は
実
践
の
意
識
が
な
く
、「
結
論
だ
け
は
有
る
」
人
間
で
、
社
会
的
な
現

実
に
対
し
て
常
に
傍
観
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。「
時
代
に
絶
望
し
な
い
」
と

い
う
も
の
の
、「
斯
く
せ
ね
ば
な
ら
ん
と
言
ふ
の
で
は
な
く
、
斯
く
成
ら
ね
ば
な

ら
ん
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
私
」
は
、「
言
つ
た
こ
と
は
直
ぐ
実

行
し
た
が
る
」
人
だ
と
高
橋
に
指
摘
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
高
橋
が
空
想
派
に
近

く
、「
私
」
が
実
践
派
に
近
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

対
談
の
中
で
、「
私
」
は
以
下
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
君
の
言
ふ
こ
と
は
実
に
面
白
い
よ
。
―
―
然
し
僕
に
は
、
何
う
も
矢
つ
張

り
た
だ
面
白
い
と
い
ふ
だ
け
だ
ね
。
第
一
、
今
の
日
本
が
君
の
話
の
や
う
に
、

さ
う
進
歩
し
て
る
か
知
ら
―
―
若
し
そ
れ
が
進
歩
と
い
ふ
な
ら
だ
ね
。
そ
れ
に

何
だ
、
そ
れ
あ
道
徳
に
し
ろ
、
何
に
し
ろ
、
す
べ
て
の
事
が
時
代
と
共
に
変
つ

て
は
行
く
け
れ
ど
も
、
そ
の
変
り
方
が
、
君
の
言
ふ
や
う
な
明
瞭
な
変
り
方
だ

と
は
僕
は
思
は
ん
ね
。
我
々
が
変
つ
た
と
気
の
付
く
時
は
、
も
う
君
代
り
の
も

の
が
出
来
て
る
時
ぢ
や
な
い
か
？
そ
し
て
其
の
新
旧
二
つ
を
比
較
し
て
、
我
々

が
変
つ
た
と
気
が
付
く
の
ぢ
や
な
い
の
か
？
」⒁

　

こ
こ
で
、「
私
」
が
繰
り
返
し
て
強
調
し
た
の
は
、「
気
が
付
く
」
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
理
論
上
に
存
在
し
て
い
る
変
化
よ
り
、
実
際
に
感
じ
ら

れ
る
変
化
の
方
を
重
要
視
す
る
。
つ
ま
り
、
私
は
自
分
自
身
が
確
実
に
経
験
し
た

こ
と
を
信
じ
て
お
り
、
高
橋
の
思
想
に
興
味
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
自
分
の
経
験

と
違
っ
て
い
る
こ
と
が
納
得
で
き
な
い
。

　
「
私
」
は
「
大
き
い
夢
」
を
も
っ
て
い
る
、「
極
め
て
利
己
的
な
怠
け
者
」
と
自

称
し
た
高
橋
の
生
き
方
を
決
し
て
賛
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
時
代

の
犠
牲
」
と
し
て
の
人
生
に
極
力
反
抗
す
る
高
橋
の
精
神
は
「
私
」
を
感
動
さ

せ
、
さ
ら
に
自
分
の
父
に
関
す
る
記
憶
を
喚
起
さ
せ
た
。

　
　
「
僕
は
た
だ
僕
の
祖
先
の
血
を
引
い
て
、
僕
の
両
親
に
よ
つ
て
生
れ
て
、
そ

し
て
、
次
の
時
代
の
犠
牲
と
し
て
暫
ら
く
の
間
生
き
て
ゐ
る
だ
け
の
話
だ
。
僕

の
一
生
は
犠
牲
だ
。
僕
は
そ
れ
が
厭
だ
。
僕
は
僕
の
運
命
に
極
力
反
抗
し
て

る
。
僕
は
誰
よ
り
も
平
凡
に
暮
ら
し
て
、
誰
よ
り
も
平
凡
に
死
ん
で
や
ら
う
と

思
つ
て
る
。」

　

聞
き
な
が
ら
私
は
、
不
思
議
に
も
、
死
ん
だ
私
の
父
を
思
い
浮
か
べ
て
ゐ

た
。
父
は
明
治
十
―
二
十
年
代
に
於
い
て
、
私
の
郷
里
で
の
所
謂
先
覚
者
の
一

人
で
あ
つ
た
。
自
由
党
に
属
し
て
、
幾
年
と
な
く
政
治
運
動
に
憂
身
を
窶
し
た

挙
句
、
や
う
や
う
代
議
士
に
当
選
し
た
は
可
か
つ
た
が
、
最
初
の
議
会
の
会
期

半
ば
に
盲
腸
炎
に
罹
つ
て
、
閉
院
式
の
行
は
れ
た
日
に
は
も
う
墓
の
中
に
あ
つ

た
。
そ
れ
は
私
の
ま
だ
幼
い
頃
の
事
で
あ
る
。
父
が
死
ぬ
と
、
五
、
六
万
は
有

つ
た
ら
し
い
財
産
が
何
時
の
間
に
か
無
く
な
つ
て
ゐ
て
、
私
の
手
に
残
つ
た
の

は
、
一
部
と
の
外
に
は
何
も
無
か
つ
た
。
―
―
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次
の
時
代
の
犠
牲
！
私
は
父
の
一
生
を
、
一
人
の
人
間
の
一
生
と
し
て
眺
め

た
や
う
な
気
が
し
た
。
父
の
理
想
―
―
結
局
は
父
を
殺
し
た
。
そ
し
て
其
の
結

論
は
、
子
た
る
私
の
幸
福
と
は
何
の
関
係
も
無
か
つ
た
。
―
― 

⒂

　

高
橋
の
言
説
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
時
代
の
犠
牲
」
を
拒
否
す
る
た
め
に
、
平
凡

の
人
生
を
送
ろ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
が
「
極
め
て
利
己
的
な
怠
け
者
」
に
な

る
こ
と
は
、
犠
牲
と
し
て
の
人
生
に
対
す
る
消
極
的
な
抵
抗
で
あ
る
。
こ
こ
の

「
犠
牲
」
は
ま
ず
、
祖
先
や
両
親
か
ら
相
継
い
だ
も
の
と
さ
れ
、
他
人
の
期
待
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
は

「
誰
よ
り
も
平
凡
に
暮
ら
し
て
、
誰
よ
り
も
平
凡
に
死
」
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
犠
牲
」
は
平
凡
の
反
対
で
、「
理
想
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
以
上
の
二
つ
の
性
質
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
高
橋
が
語
っ
た
「
犠
牲
」
は
、

他
人
に
期
待
さ
れ
て
い
る
理
想
的
な
も
の
の
た
め
に
送
る
人
生
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
私
」
は
明
ら
か
に
高
橋
の
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。「
私
」

は
亡
父
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
父
の
一
生
が
高
橋
の
言
っ
た
よ
う
に
無
駄
な
犠
牲

に
過
ぎ
な
い
と
意
識
し
た
。
こ
の
対
話
は
、「
私
」
に
深
い
影
響
を
与
え
た
。
小

説
の
結
末
ま
で
、「
私
」
は
再
び
「
大
き
い
夢
」
に
関
す
る
こ
と
を
言
及
す
る
こ

と
が
な
く
、
代
わ
り
に
身
の
回
り
の
人
間
の
現
状
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

際
に
、「
私
」
は
高
橋
の
残
酷
さ
を
発
見
し
、
反
感
を
生
じ
た
。

　
　

眼
は
ひ
た
と
対
手
の
顔
に
注
ぎ
な
が
ら
、
心
で
は
、
健
康
な
高
橋
と
死
に
か

か
つ
て
ゐ
る
肺
病
患
者
の
話
し
て
ゐ
る
様
を
思
つ
て
ゐ
た
。
額
に
脂
汗
を
滲
ま

せ
て
、
咳
入
る
度
に
頬
を
赤
く
し
な
が
ら
、
激
し
た
調
子
で
話
し
て
ゐ
る
病
人

の
衰
へ
た
顔
が
、
ま
ざ
ま
ざ
し
く
見
え
る
様
だ
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
じ
ろ

じ
ろ
眺
め
な
が
ら
ふ
ん
ふ
ん
と
言
つ
て
寝
転
ん
で
ゐ
る
高
橋
が
何
が
な
し
に

残
酷
な
男
の
や
う
に
思
は
れ
た
。⒃

　

小
説
前
半
の
「
私
」
は
「
我
等
の
一
団
」
が
逢
坂
を
攻
撃
し
た
時
に
無
関
心
な

態
度
を
と
っ
て
い
た
が
、
後
半
の
「
私
」
は
病
人
の
松
永
に
同
情
し
、
高
橋
の
異

常
な
親
切
を
残
酷
な
行
為
と
し
、
高
橋
に
反
感
を
持
ち
始
め
た
。
こ
の
よ
う
な
変

化
は
、「
私
」
が
高
橋
の
影
響
を
受
け
、「
我
等
の
一
団
」
の
集
団
的
な
意
識
か
ら

脱
出
し
、
個
人
の
感
受
性
を
重
視
し
始
め
た
結
果
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、「
我
等
の
一
団
」
の
集
団
意
識
を
も
っ
て
い
た
「
私
」
は
高
橋
を
他
者
視

し
な
が
ら
、
自
ら
の
意
識
も
同
時
に
再
構
築
し
、「
時
代
の
知
識
人
」
で
は
な
く
、

独
特
な
「
私
」
の
立
場
を
形
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
と
め

　

本
論
で
は
、「
我
等
の
一
団
と
彼
」
に
お
け
る
「
我
等
の
一
団
」、「
私
」、「
彼
」

と
の
間
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
自
他
関
係
を
捉
え
、
他
者
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
意
識
を
発
見
し
、
ま
た
自
意
識
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。

　

小
説
の
タ
イ
ト
ル
「
我
等
の
一
団
と
彼
」
に
お
い
て
は
、「
私
」
と
い
う
存
在

が
「
我
等
の
一
団
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、「
私
」
は
、
高
橋
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「
我
等
の
一
団
と
彼
」
に
お
け
る
「
他
者
」
の
考
察
（
張　

済
人
）

三
三

が
登
場
す
る
前
に
は
、「
我
等
の
一
団
」
と
対
し
、
傍
観
的
な
態
度
を
と
っ
た
。

高
橋
が
登
場
し
た
後
、
暫
く
「
私
」
は
「
我
等
の
一
団
」
と
同
じ
立
場
に
な
っ

た
。
高
橋
に
親
し
く
な
っ
た
後
、「
私
」
の
立
場
は
ま
た
変
わ
り
、
独
立
し
た
個

体
と
な
っ
た
。

　

こ
の
一
連
の
変
化
は
、
作
者
啄
木
に
よ
る
自
意
識
の
表
現
が
揺
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
高
橋
は
「
我
等
の
一
団
」
の
成
員
で
あ
る
が
、
そ
の
立
ち
位
置

は
周
縁
的
で
、
他
の
成
員
が
同
質
性
を
求
め
る
の
と
違
っ
て
、「
我
等
の
一
団
」

を
相
対
化
し
、
自
意
識
の
独
自
性
を
探
求
し
て
い
る
。「
私
」
は
高
橋
を
他
者
視

す
る
際
に
、
自
分
の
立
場
を
「
我
等
の
一
団
」
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
、

結
局
「
私
」
は
高
橋
の
影
響
を
受
け
、
独
立
な
意
識
を
形
成
さ
せ
た
。「
私
」
も

高
橋
も
、「
我
等
の
一
団
」
を
肯
定
で
も
な
く
否
定
で
も
な
く
、
不
即
不
離
の
態

度
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
私
」
と
高
橋
の
関
係
も
同
じ
く
、
対
立
と
統
一
の

間
に
揺
れ
て
い
る
。

 

「
我
等
の
一
団
と
彼
」
で
は
、
啄
木
が
登
場
人
物
を
自
律
し
た
主
体
で
は
な
く
、

関
係
性
の
中
で
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

作
中
人
物
の
視
点
も
立
場
も
不
穏
状
態
と
な
り
、
読
者
に
捉
え
に
く
く
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
も
し
各
人
物
を
特
定
の
関
係
の
中
で
位
置
づ
け
、「
他
者
」
の
影
響

を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
そ
の
人
物
の
不
穏
な
自
意
識
を
絶
え
ざ
る
変
化
の
中
で
把

握
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
、「
私
」
は
最
初
、「
我
等
の
一
団
」

の
一
員
と
し
て
、
共
有
し
て
い
る
立
場
か
ら
、
高
橋
を
他
者
視
し
た
。
次
に
、
高

橋
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
彼
が
「
時
代
の
病
気
」
に
一
人
で
抵
抗
す
る

孤
独
感
を
理
解
し
た
。
そ
し
て
、「
私
」
は
、「
我
等
の
一
団
」
の
よ
う
な
時
代
の

知
識
人
と
の
距
離
感
を
意
識
し
、
自
分
な
り
の
理
想
を
持
つ
こ
と
が
可
能
だ
と

知
っ
た
。
さ
ら
に
、
高
橋
は
時
代
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
自

分
が
「
極
め
て
利
己
的
な
怠
け
者
」
と
し
て
生
涯
を
送
る
理
由
を
解
釈
し
た
。

「
私
」
は
本
来
、「
言
つ
た
こ
と
は
直
ぐ
実
行
し
た
が
る
」
が
、
高
橋
の
思
想
の
影

響
を
受
け
、
父
の
積
極
的
な
活
動
が
結
局
無
駄
な
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
け

た
。
結
末
に
お
い
て
は
、
自
分
自
身
も
大
き
い
夢
を
諦
め
、
平
凡
な
生
活
に
没
頭

し
た
。

　
「
私
」
に
と
っ
て
、「
他
者
」
は
最
初
に
、
表
題
で
「
彼
」
と
呼
ば
れ
る
高
橋
を

指
し
て
い
る
が
、
最
後
「
我
等
の
一
団
」
に
な
っ
た
。
こ
の
変
化
は
、「
私
」
が

時
代
の
知
識
人
に
共
有
さ
れ
て
い
る
自
意
識
を
拒
否
し
、
独
自
の
自
意
識
を
遂
に

見
つ
け
る
に
至
っ
た
過
程
を
反
映
し
て
い
る
。

　

実
際
に
お
い
て
、
明
治
文
壇
で
は
、
独
自
の
自
意
識
を
持
つ
文
学
作
品
が
高
く

評
価
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
評
価
基
準
自
身
の
成
立
は
、
共
有
し
て
い
る
価
値

観
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
基
準
で
、「
独
自
の
自
意
識
を
持
つ
」

と
評
判
さ
れ
た
作
品
は
、
そ
の
時
代
に
共
通
し
て
い
る
認
識
を
反
映
し
て
い
る
。

逆
に
、
文
壇
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
が
、
そ
の
時
代
に
認
め
ら
れ
な
い
個
性

を
持
つ
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
研
究
は
、
石
川
啄
木
の
小
説

を
例
に
し
て
、
当
時
に
お
い
て
失
敗
作
と
見
ら
れ
た
作
品
に
よ
っ
て
反
映
さ
れ
た

評
価
基
準
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
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