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特
別
寄
稿

「
27
日
の
夜
、
私
は
今
夜
我
輩
は
狂
う
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
と
う
と

う
や
り
遂
げ
た
。
五
十
年
間
執
拗
に
持
ち
続
け

た
夢
だ
。
と
う
と
う
成
し
遂
げ
得
た
。

　

し
つ
こ
く
寝
て
も
覚
め
て
も
夢
み
続
け
る
と
、

夢
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
リ
ア
ラ
イ
ズ
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
昔
、
新
島
先
生
は
、
明
治
二
十

二
年
大
学
設
立
の
趣
意
書
を
懐
に
し
て
東
上
、

東
奔
西
走
の
余
り
、
遂
に
病
を
得
て
大
磯
湾
頭

の
逆
旅
ム
カ
デ
屋
で
翌
年
一
月
忽
焉
と
し
て
召

天
遊
ば
さ
れ
た
。

　

私
は
新
島
先
生
の
靴
の
ひ
も
を
解
く
に
も
足

ら
ぬ
器
で
は
あ
る
が
、
今
日
自
ら
の
鼻
の
穴
か

ら
イ
キ
が
出
入
り
し
て
い
る
間
に
、
桜
美
林
を

大
学
と
は
な
し
得
た
。
な
ん
と
い
う
幸
運
で
あ

ろ
う
。」2

１
．桜
美
林
学
園
の
歌
碑:

「
大
学
の
設
立
こ
そ
は
少わ
か

き
日

に
新
島
襄
に
享う
け
し
夢
か
も
」

　

１
９
７
５
年
５
月
２
日
、
当
時
同
志
社
総
長

で
あ
っ
た
住
谷
悦
治
先
生
か
ら
、
松
下
幸
之
助

氏
、
井
深
八
重
氏
、
中
村
遥
氏
と
共
に
、
桜
美

林
学
園
（
東
京
都
町
田
市
）
創
立
者
、
清
水
安

三
（
１
８
９
１
〜
１
９
８
８
）
に
名
誉
学
位
（
神

学
博
士
）
が
授
与
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
住
谷
総

長
は
「
桜
美
林
学
園
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
真
中
に

は
、『
夢
、
大
学
の
設
立
こ
そ
は
少わ

か

き
日
に
新

島
襄
に
享う

け
し
夢
か
も
』
と
刻
ん
だ
碑
が
立
っ

て
い
る
。
新
島
精
神
は
つ
い
に
東
京
に
ま
で
進

出
す
る
に
至
っ
た
」
と
言
っ
て
、
う
れ
し
涙
に

咽
び
つ
つ
」
自
分
の
事
を
紹
介
し
て
く
れ
た
、

と
清
水
は
述
壊
し
て
い
る
。1 

　

清
水
安
三
が
詠
っ
た
こ
の
句
は
１
９
６
６
年

12
月
27
日
に
、
か
ね
て
よ
り
文
部
省
に
４
年
制

大
学
設
立
申
請
を
し
て
い
た
中
で
、
そ
の
認
可

の
内
示
が
下
っ
た
日
に
詠
ん
だ
歌
と
言
わ
れ
て

い
る
。
清
水
が
73
歳
で
あ
っ
た
時
で
あ
る
。
こ

の
内
示
を
受
け
て
、
既
に
設
立
さ
れ
て
い
た
短

大
、
中
学
、
高
校
の
全
職
員
、
そ
し
て
、
全
学

生
が
喜
び
祝
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
の
清

水
の
喜
び
を
率
直
に
表
し
て
い
る
文
章
が
残
っ

て
い
る
。

と
な
る
牧
野
虎
次
先
生
で
あ
っ
た
。
牧
野
先
生

は
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
神
学
科
を
卒
業
し
、
牧
師

と
な
り
、
同
志
社
に
帰
っ
て
来
た
人
で
あ
る
が
、

当
時
、
清
水
安
三
が
洗
礼
を
受
け
た
当
日
の
礼

拝
説
教
者
で
あ
っ
た
。
清
水
自
身
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
牧
野
先
生
の
次
の
よ
う
な
礼

拝
説
教
が
「
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
」
の

で
あ
る
。：「
新
島
先
生
は
、
よ
く
こ
う
お
お
せ

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
神
は
同
志
社
の
キ
ャ
ン
パ

ス
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
石
こ
ろ
さ
え
も
、
な
お

よ
く
新
島
襄
と
は
な
し
う
る
の
で
あ
る
」
と
。6 

　

こ
れ
は
、
聖
書
の
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
３
章

８
節
に
書
か
れ
て
あ
る
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
が
人
々

に
悔
い
改
め
を
求
め
た
言
葉
を
（「
悔
い
改
め

に
ふ
さ
わ
し
い
実
を
結
べ
。『
我
々
の
父
は
ア

ブ
ラ
ハ
ム
だ
』
な
ど
と
い
う
考
え
を
起
こ
す
な
。

言
っ
て
お
く
が
、
神
は
こ
ん
な
石
こ
ろ
か
ら
で

も
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
た
ち
を
造
り
出
す
こ
と

が
お
で
き
に
な
る
。」）「
応
用
」
し
た
説
教
だ
が
、

こ
の
説
教
こ
そ
が
清
水
を
同
志
社
神
学
部
へ
進

学
さ
せ
、
ま
た
、
牧
師
へ
と
至
ら
し
め
た
と
、

言
っ
て
い
る
。

「
私
は
こ
の
牧
野
先
生
の
話
を
聞
い
て
、「
神
は

こ
の
石
こ
ろ
の
よ
う
な
劣
等
生
清
水
安
三
を
す

ら
も
、
な
お
同
志
社
の
創
立
者
新
島
襄
と
な
し

う
る
」
と
自
分
に
ア
プ
ラ
イ
し
て
考
え
た
の
で

あ
る
。

会
う
事
に
な
る
。4

清
水
は
こ
の
バ
イ
ブ
ル
ク
ラ

ス
に
欠
か
さ
ず
出
席
し
、
そ
の
間
次
第
に
教
会

に
も
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
１
９

０
８
年
９
月
「
近
江
の
大
津
教
会
」
に
お
い
て

洗
礼
を
受
け
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
る
。

　

そ
の
当
時
、
同
志
社
の
一
つ
の
基
盤
で
あ
っ

た
日
本
組
合
教
会
の
大
津
に
お
け
る
集
中
伝
道

集
会
が
行
わ
れ
、
清
水
安
三
の
洗
礼
は
そ
の
成

果
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
の
事
を
清
水

は
こ
う
述
べ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
求
道
生
活
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

へ
、集
中
伝
道
が
大
津
に
行
わ
れ
て
、牧
野
（
虎

次
）、
西
尾
（
幸
太
郎
）、
木
村
（
清
松
）
の
三

牧
師
が
予
備
的
伝
道
を
や
ら
れ
て
後
に
、堀（
貞

一
）、
長
田
（
時
行
）、
原
田
（
助
）
三
牧
師
が

地
な
ら
し
の
伝
道
を
試
み
ら
れ
、
そ
の
後
へ
宮

川
（
経
輝
）、海
老
名
（
弾
正
）、小
崎
（
弘
道
）

の
三
牧
師
が
く
つ
わ
を
並
べ
て
講
壇
に
立
っ
て
、

連
日
の
講
演
会
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

さ
す
が
の
僕
も
つ
い
に
、
洗
礼
を
受
け
て
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」5

　

清
水
が
こ
こ
で
名
前
を
あ
げ
て
い
る
人
々
は

当
時
の
同
志
社
出
身
の
牧
師
の
オ
ー
ル
ス
タ
ー

と
言
え
る
人
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で

も
、
決
定
的
に
清
水
安
三
を
導
い
た
説
教
を
し

た
と
言
わ
れ
る
の
が
、
後
の
同
志
社
11
代
総
長

２
．清
水
安
三
の
キ
リ
ス
ト
教
と

の
出
会
い

　

清
水
安
三
は
１
８
９
１
年
滋
賀
県
の
高
島
町

の
大
き
な
「
半
農
半
商
の
家
」
に
生
ま
れ
た
。

し
か
し
、
実
家
の
没
落
と
も
に
、
常
に
困
難
な

人
生
を
歩
ん
で
き
た
。
膳
所
中
学
に
入
学
し
た

も
の
の
、
貧
し
い
家
庭
環
境
な
ど
に
よ
っ
て
学

業
に
集
中
で
き
ず
、
清
水
自
身
の
言
葉
に
よ
れ

ば
、
い
つ
も
ク
ラ
ス
の
中
の
最
後
か
ら
数
え
た

方
が
早
い
順
位
だ
っ
た
と
い
う
。3

し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
清
水
に
最
初
の
転
機
が
訪
れ
た
の
が
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
（
１
８

８
０
〜
１
９
６
４
）
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
は
今
で
こ
そ
、
同
志
社
の
数
々
の

建
物
を
は
じ
め
多
く
の
名
建
築
を
の
こ
し
て
い

る
建
築
家
と
し
て
知
ら
れ
、
近
江
八
幡
の
町
に

一
大
教
育
、
社
会
福
祉
施
設
を
建
設
し
、
ま
た

第
２
次
世
界
大
戦
直
後
に
天
皇
と
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
と
の
仲
介
役
と
し
て
通
訳
を
請
け
負
っ
て
い

た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
清

水
安
三
が
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
に
出
会
っ
た
こ
の
頃
は
、

弱
冠
24
歳
の
八
幡
商
業
高
校
に
雇
わ
れ
た
英
語

教
師
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

清
水
は
半
ば
強
引
と
も
い
え
る
ヴ
ォ
ー
リ
ズ

の
課
外
授
業
・
英
語
に
よ
る
バ
イ
ブ
ル
ク
ラ
ス

に
誘
わ
れ
、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
に
初
め
て
出
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新島襄という
清水安三の夢

嶋
し ま

田
だ

 律
の り

之
ゆ き

（桜美林大学教員）

新島歌碑
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国
へ
の
宣
教
師
ホ
レ
ス
・
ぺ
ト
レ
キ
ン
が
１
８

９
９
年
の
北
清
事
変
（
義
和
団
の
乱
）
で
殉
教

し
た
事
を
記
念
す
る
た
め
に
、
イ
ェ
ー
ル
大
学

で
は
毎
年
献
金
を
募
り
中
国
伝
道
を
支
え
て
い

る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
国
際
愛

を
説
く
に
は
最
も
適
し
て
い
た
」
牧
野
先
生
の

奨
励
を
聞
い
て
、
清
水
は
「
も
う
ど
う
し
て
も

じ
っ
と
し
て
ら
れ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
そ

し
て
つ
い
に
支
那
に
行
く
こ
と
に
心
を
決
め
た

の
で
あ
る
」
と
告
白
し
て
い
る
。

４
．中
国
で
の
崇
貞
工
読
女
学
校

の
設
立

　

こ
う
し
て
中
国
へ
の
宣
教
師
と
し
て
い
く
決

意
が
固
ま
っ
て
か
ら
、
後
に
清
水
安
三
自
身
の

未
来
図
を
自
身
で
語
っ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
へ
の
出
発
の
間
際
、
宮

川
経
輝
牧
師
、
そ
し
て
高
木
貞
衛
（
日
本
最
古

の
広
告
会
社　

萬
年
社
創
業
者
）
に
連
れ
ら
れ
、

大
阪
毎
日
新
聞
、
大
阪
朝
日
新
聞
を
訪
問
し
、

中
国
伝
道
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け

た
際
の
事
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
大
阪
朝
日
新

聞
の
社
会
部
部
長
は
長
谷
川
如
是
閑
で
あ
り
、

彼
が
清
水
の
話
を
聞
き
、
清
水
が
「
ボ
ク
は
シ

ナ
へ
行
っ
て
20
歳
代
に
は
小
学
校
を
、
30
歳
代

に
は
中
学
校
を
、
40
歳
代
に
は
高
等
学
校
を
、

50
歳
代
に
は
大
学
を
立
て
る
つ
も
り
で
す
」9

と
、

「
吹
い
た
ホ
ラ
を
、
吹
い
た
と
お
り
に
書
い
て

学
生
と
し
て
の
働
き
を
行
っ
た
。

　

そ
う
し
て
、
清
水
は
大
学
を
卒
業
し
て
、
伝

道
者
と
し
て
牧
会
へ
と
出
る
時
期
が
や
っ
て
く

る
。
先
取
り
的
に
言
え
ば
、
清
水
は
い
ろ
い
ろ

な
可
能
性
の
中
か
ら
、
中
国
伝
道
へ
の
道
を
選

択
し
て
い
く
事
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
当
時
、

同
志
社
神
学
部
を
卒
業
し
牧
師
と
し
て
社
会
に

出
る
際
に
、
大
き
く
言
っ
て
二
つ
の
コ
ー
ス
が

備
え
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
は
国
内
の
教
会
へ
赴

任
す
る
こ
と
。
そ
う
し
て
、
も
う
一
つ
は
専
ら

ア
メ
リ
カ
の
有
名
大
学
の
神
学
部
へ
留
学
す
る

と
い
う
道
で
あ
る
。
清
水
は
こ
の
ど
ち
ら
も
結

局
は
選
択
せ
ず
、
中
国
へ
の
日
本
人
初
の
キ
リ

ス
ト
教
宣
教
師
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
由
は
三
つ
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
一
つ

は
、
同
志
社
の
新
島
襄
の
下
で
直
接
学
ん
だ
徳

富
蘇
峰
の
影
響
で
あ
る
。8

更
に
、
も
う
一
つ
は

日
本
の
文
化
史
に
自
ら
の
犠
牲
を
払
っ
て
貢
献

し
た
鑑
真
和
尚
と
の
出
会
い
。
清
水
は
た
ま
た

ま
訪
れ
た
奈
良
の
唐
招
提
寺
で
中
国
か
ら
来
日

し
た
鑑
真
和
尚
の
話
を
聞
い
て
、「
発
奮
せ
し

め
」
ら
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
最

後
の
一
つ
、
そ
し
て
最
大
の
理
由
と
思
わ
れ
る

の
が
、
同
志
社
生
活
最
後
の
年
の
正
月
に
「
国

際
愛
と
い
う
題
の
も
と
」
で
京
都
の
平
安
教
会

で
催
さ
れ
た
祈
祷
会
で
の
、
ま
た
し
て
も
牧
野

虎
次
先
生
の
説
教
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

牧
野
先
生
と
同
じ
く
イ
ェ
ー
ル
大
学
出
身
の
中

　
「
そ
う
だ
！
お
れ
は
た
し
か
に
石
こ
ろ
な
の

だ
。
け
れ
ど
も
、
神
も
し
用
い
た
も
う
も
の
な

ら
ば
、
お
れ
ご
と
き
者
で
も
新
島
襄
に
な
り
う

る
の
だ
。
こ
ら
あ
、
何
た
る
福
音
だ
」。
…
こ

の
時
か
ら
私
の
劣
等
感
は
あ
と
か
た
も
無
く
、

消
し
と
ん
で
し
ま
っ
た
。
し
か
も
「
わ
れ
は
一

個
の
石
こ
ろ
だ
」
と
い
う
自
覚
が
内
面
に
展
開

し
て
、つ
い
に
白
石
牧
師
の
口
ぐ
せ
だ
っ
た「
貧

乏
牧
師
」
に
自
ら
を
捧
げ
よ
う
と
い
う
決
心
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。」7

３
．同
志
社
時
代

　

同
志
社
大
学
へ
の
進
学
は
、
し
か
し
、
清
水

安
三
に
と
っ
て
は
大
変
困
難
を
伴
う
選
択
で
あ

っ
た
。
一
つ
に
そ
れ
は
、
経
済
的
な
問
題
で
あ

る
。
既
に
没
落
し
た
貧
し
い
農
家
と
な
っ
て
い

た
清
水
の
生
家
か
ら
、
彼
は
経
済
的
支
援
を
期

待
で
き
る
べ
く
も
無
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
入
学

前
か
ら
既
に
働
き
な
が
ら
学
業
を
得
る
事
は
彼

に
と
っ
て
は
前
提
で
あ
っ
た
。
牛
乳
、
新
聞
配

達
か
ら
人
力
車
の
人
足
、
そ
し
て
、
家
庭
教
師

を
続
け
た
。
し
か
し
、
２
年
生
の
夏
休
み
以
降

は
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
か
ら
の
経
済
的
支
援
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ

ー
リ
ズ
は
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
と
称
し
て
、

琵
琶
湖
湖
畔
の
町
々
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
集
会

を
清
水
に
任
せ
、
金
曜
日
の
夜
か
ら
日
曜
日
の

夜
遅
く
ま
で
各
地
の
集
会
、
教
会
で
清
水
は
神

県
の
野
尻
湖
の
湖
畔
で
例
に
よ
っ
て
、
中
国
の

崇
貞
学
園
の
女
子
学
生
が
作
っ
た
製
品
を
ず
ら

り
と
並
べ
て
売
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
目
の
前
に

偶
然
、
当
地
に
来
ら
れ
て
い
た
大
工
原
総
長
が

立
っ
て
お
り
、
そ
の
現
場
を
見
ら
れ
た
か
ら
だ

と
、
清
水
は
言
っ
て
い
る
。10

清
水
は
大
工
原
総

長
か
ら
の
辞
職
勧
告
に
対
し
て
、
そ
の
場
で
即

刻
辞
表
を
提
出
し
て
同
志
社
を
去
る
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
際
の
事
を
次
の
よ
う
に
清
水
は
思
い

出
し
て
い
る
。

「
総
長
室
を
出

た
私
は
、
同
志

社
の
鉄
門
を
出

て
今
出
川
御
門

か
ら
御
苑
内
に

入
っ
た
。
私
は

そ
の
門
を
叩
き
、

同
志
社
が
私
を

育
て
上
げ
た
こ

と
を
名
誉
と
す

る
時
が
来
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ

ま
で
は
決
し
て

こ
の
門
を
再
び

く
ぐ
る
ま
い
と
、

心
中
固
く
誓
っ

た
の
で
あ
っ

血
を
注
ぎ
、
こ
れ
以
降
第
２
次
世
界
大
戦
で
日

本
が
敗
戦
し
、
中
国
政
府
に
こ
の
学
校
が
没
収

さ
れ
る
ま
で
、
中
国
に
留
ま
る
事
に
な
る
。
し

か
し
、
そ
の
間
二
度
、
清
水
は
中
国
を
離
れ
て

い
る
。
一
つ
は
、
１
９
２
４
年
〜
１
９
２
６
年

ま
で
、
実
業
家
大
原
孫
三
郎
（
現
ク
ラ
レ
の
２

代
目
社
長
）
の
援
助
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
・
オ

ハ
イ
オ
州
に
あ
り
、
同
志
社
と
同
じ
キ
リ
ス
ト

教
組
合
教
会
系
の
大
学
・
オ
ベ
リ
ン
大
学
へ
の

留
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
１
９
２

８
年
〜
１
９
３
２
年
ま
で
の
同
志
社
大
学
神
学

科
で
の
講
師
を
務
め
た
時
代
で
あ
る
。
後
者
は
、

も
っ
ぱ
ら
、
崇
貞
学
園
が
経
済
的
な
危
機
に
陥

っ
た
こ
と
が
原
因
で
、
清
水
は
何
と
か
学
園
の

運
営
資
金
を
ね
ん
出
す
る
た
め
に
、
日
本
で
募

金
活
動
、
或
い
は
、
崇
貞
学
園
の
女
子
学
生
が

作
っ
た
刺
繍
の
日
本
で
の
販
売
、
ま
た
、
同
志

社
で
講
師
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
資
金
活
動
が
、
清
水
に
と
っ
て
「
厄
」
と
な

っ
た
。

　

当
時
、
42
歳
と
な
っ
て
い
た
清
水
安
三
は
あ

る
時
、
急
に
、
当
時
、
同
志
社
総
長
で
あ
っ
た

大
工
原
銀
太
郎
先
生
（
１
９
２
９
年
〜
１
９
３

５
年
ま
で
総
長
）
か
ら
総
長
室
に
呼
び
出
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、「
君
は
商
売
人
で
あ
っ
て
教
育

家
に
適
し
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
、
同
志
社
を

辞
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
、
１
９
３
１
年
の
夏
、
清
水
安
三
が
長
野

く
れ
」
て
、
大
阪
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
と

言
っ
て
い
る
。

　

１
９
１
７
年
６
月
、
清
水
安
三
は
中
国
の
奉

天
（
瀋
陽
）
に
到
着
し
、
そ
の
後
、
１
９
１
９

年
に
北
京
へ
移
っ
た
。
そ
の
間
、
同
志
社
女
学

校
出
身
で
、
デ
ン
ト
ン
女
史
の
影
響
で
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
と
な
っ
た
横
田
美
穂
（
１
８
９
５
〜
１

９
３
３
）
と
出
会
い
、
結
婚
し
て
い
る
。
し
か

し
、
中
国
で
の
暮
ら
し
は
困
難
極
ま
る
も
の
で
、

更
に
加
え
て
、
同
年
１
９
１
９
年
に
中
国
北
部

に
大
干
ば
つ
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
世

界
中
か
ら
支
援
活
動
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
、

清
水
も
北
京
周
辺
の
主
に
農
家
の
子
供
た
ち
を

救
う
た
め
の
災
童
収
容
所
を
、
献
金
を
募
る
事

に
よ
っ
て
建
設
し
、
７
９
９
人
も
の
貧
し
い
家

庭
の
子
供
た
ち
を
収
容
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

干
ば
つ
が
収
ま
っ
た
１
９
２
１
年
、
こ
の
収
容

施
設
と
そ
の
際
得
た
資
金
を
用
い
て
、
貧
困
家

庭
の
女
子
の
た
め
の
読
み
書
き
、
そ
し
て
、
裁

縫
の
技
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
「
崇
貞

工
読
女
学
校
」
を
設
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
創

立
当
初
60
人
足
ら
ず
の
学
校
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
徐
々
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
掲
げ
ら
れ
た
建
学
の
精
神
が
「
学
而
事
人

（
が
く
じ
じ
じ
ん
）」（
学
ん
で
人
に
仕
え
る
）

で
あ
り
、
こ
れ
は
現
在
の
桜
美
林
学
園
に
お
い

て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
崇
貞
学
園
」
に
清
水
安
三
夫
妻
は
心

美穂夫人 安三 郁子夫人
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た
。」

５
．戦
後　

桜
美
林
学
園
の
創
立

　

そ
の
後
、
清
水
は
崇
貞
学
園
の
運
営
資
金
の

目
途
も
た
ち
、
中
国
へ
再
び
帰
っ
て
い
く
。
し

か
し
、
そ
の
間
、
妻
・
美
穂
は
１
９
３
３
年
に

亡
く
な
り
、
ま
た
、
日
本
は
戦
争
へ
の
道
を
加

速
し
、
中
国
で
の
状
況
は
悪
化
し
て
い
く
。
清

水
は
そ
の
中
で
も
、
戦
争
を
阻
止
す
る
た
め
に

い
く
つ
か
の
大
き
な
働
き
を
し
、
ま
た
、
崇
貞

学
園
の
創
立
者
と
し
て
「
北
京
の
聖
者
」
と
呼

ば
れ
る
ほ
ど
、
知
名
度
が
上
が
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
１
９
３
６
年
に
は
教
育
家
で
、
男

女
共
学
論
者
と
し
て
日
本
で
す
で
に
有
名
で
あ

っ
た
小
泉
郁
子
と
再
婚
し
、
崇
貞
学
園
は
更
に

質
も
量
も
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
１
９
４
５
年
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
、

中
国
政
府
は
崇
貞
学
園
を
接
収
し
、
清
水
夫
妻

の
私
有
財
産
も
没
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
清
水
は

郁
子
と
共
に
翌
年
１
９
４
６
年
に
日
本
に
ほ
ぼ

無
一
文
で
帰
国
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
清
水
安
三
に
ま
た
し
て
も
奇
跡

が
起
こ
る
。
職
を
得
る
た
め
に
上
京
し
て
い
た

清
水
は
東
京
神
田
の
路
上
で
偶
然
、
賀
川
豊
彦

に
邂
逅
す
る
の
で
あ
っ
た
。
賀
川
豊
彦
は
戦
前

か
ら
す
で
に
日
本
を
越
え
て
世
界
に
名
前
が
知

れ
渡
っ
て
い
た
牧
師
・
社
会
運
動
家
で
あ
り
、

進
駐
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
軍
と
も
太
い
パ
イ
プ

を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
賀
川
に
清
水
は
路
上
で

偶
然
出
会
い
、
そ
れ
ま
で
の
中
国
で
の
働
き
を

話
す
。
そ
し
て
、
清
水
は
こ
れ
か
ら
「
農
村
に

入
り
」「
農
村
に
学
校
と
教
会
を
建
て
た
い
」

と
賀
川
に
話
し
た
。
す
る
と
、
賀
川
は
「
よ
か

ろ
う
。
僕
の
オ
フ
ィ
ス
ま
で
来
給
え
」
と
誘
い
、

そ
こ
で
、
賀
川
が
そ
の
当
時
ま
か
さ
れ
て
い
た

軍
用
地
を
指
し
て
、「
僕
は
君
に
大
き
い
建
物

を
紹
介
す
る
。
そ
れ
は
学
校
に
あ
つ
ら
え
向
き

の
建
物
だ
。
行
っ
て
見
た
ま
え
」
と
言
っ
て
、

土
地
と
建
物
を
紹
介
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

土
地
と
建
物
が
、
現
在
の
桜
美
林
学
園
の
ス
タ

ー
ト
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
Ｊ
Ｒ
横
浜

線
の
淵
野
辺
駅
の
北
側
に
あ
っ
た
一
面
の
桑
畑

に
囲
ま
れ
た
地
に
、
旧
日
本
軍
の
造
兵
厰
が
あ

っ
た
。
そ
れ
を
清
水
は
譲
り
受
け
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
敗
戦
後
１
年
の
１
９
４
６
年
の
事

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
桜
美
林
学
園
は
出
発
し
、

現
在
で
は
、
幼
稚
園
、
中
学
校
、
高
校
、
そ
し

て
大
学
へ
と
発
展
し
、
園
児
、
生
徒
、
学
生
の

総
数
は
１
１
０
０
０
人
ほ
ど
と
な
っ
て
い
る
。

結　

清
水
安
三
の
夢
と
し
て
の

新
島
襄

　

清
水
安
三
は
行
動
の
人
で
あ
る
、
と
誰
も
が

認
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
清
水
の
行
動
を
生
み

出
し
た
の
は
「
夢
」
で
あ
っ
た
。
夢
を
持
つ
こ

と
を
、
清
水
は
最
初
に
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
に
学
ん
だ

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
夢
の
具
体
的
な

内
容
を
清
水
は
新
島
襄
に
学
ん
だ
と
言
え
る
。

新
島
か
ら
学
ん
だ
清
水
の
夢
は
、
ひ
と
こ
と
で

言
え
ば
教
育
・
学
校
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
清

水
が
桜
美
林
学
園
創
立
後
も
、
学
園
に
問
題
が

起
こ
り
自
分
で
解
決
で
き
な
い
時
、
し
ば
し
ば
、

京
都
に
ま
で
帰
り
、
若
王
子
の
新
島
の
墓
の
前

で
祈
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
伺
え
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
夢
は
、
現
在
桜
美
林
学
園
の
創
立
の
理
念

と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
基
づ
い
た
国
際

人
の
育
成
」
と
宣
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分

か
る
。
こ
の
理
念
を
清
水
は
、
国
禁
を
犯
し
て

ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
新
島
襄
の
国
際
感
覚
と
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
に
深
く
学
び
と
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

　

田
舎
の
「
石
こ
ろ
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
清
水

は
、
新
島
襄
・
同
志
社
を
通
し
て
、
彼
自
身
が

キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
基
づ
く
真
の
国
際
人
に
ま

で
育
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

彼
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
国
家
問
題
に
超
越

せ
し
は
耶
蘇
」
で
あ
る
、
と
い
う
新
島
か
ら
学

ん
だ
確
信
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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崇貞学園時代

終戦直後の学園予定地の前で
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弘
道
が
徳
富
と
と
も
に
、
神
奈
川
県
大
磯
の
百

足
屋
の
一
室
で
、
新
島
の
死
の
床
に
は
べ
っ
て

い
た
。
ド
ラ
マ
の
中
で
金
森
通
倫
（
演
じ
た
俳

優
は
柄
本
時
生
）
に
は
特
別
な
役
割
は
与
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
金
森
を
私
が
改
め
て

取
上
げ
る
理
由
は
、
彼
の
信
仰
の
変
化
が
特
別

に
興
味
を
引
く
か
ら
で
あ
る
。
金
森
は
ロ
ー
マ

字
で
サ
イ
ン
す
る
と
き
に
は Paul M

. 
K

anam
ori 

と
書
い
た
。
彼
が
パ
ウ
ロ
と
い
う

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ネ
ー
ム
を
名
乗
る
の
は
、
熊

本
洋
学
校
時
代
に
ジ
ェ
イ
ン
ズ
か
ら
使
徒
パ
ウ

ロ
の
話
を
聞
い
て
感
激
し
、
私
は
パ
ウ
ロ
の
よ

う
な
生
き
方
を
し
ま
す
、
と
そ
の
場
で
宣
言
し

た
か
ら
だ
っ
た
と
い
う
。

　

金
森
は
た
し
か
に
宣
教
者
と
し
て
日
本
の
各

地
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
に
伝
道
し
て
ま
わ
っ

た
。
し
か
し
人
間
と
し
て
の
金
森
は
き
わ
め
て

ペ
テ
ロ
的
な
人
物
だ
っ
た
と
私
は
思
う
。
彼
は

衝
動
的
に
行
動
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
金
森
を

よ
く
知
る
友
人
で
、
新
島
襄
の
死
後
、
第
２
代

目
の
同
志
社
社
長
を
務
め
た
小
崎
弘
道
は
、
こ

の
よ
う
に
金
森
を
評
し
た
。「
金
森
の
如
く
極

端
に
馳
せ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
金
森
は
何
時

も
極
端
よ
り
極
端
に
馳
せ
る
人
で
、
信
仰
と
云

　
『
同
志
社
時
報
』
の
読
者
の
中
に
は
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
が
終
わ
っ
て
、

一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
て
い
る
人
は
少
な
く
な

い
で
あ
ろ
う
。
明
治
９
年
、
す
な
わ
ち
同
志
社

英
学
校
が
開
校
し
た
翌
年
に
、
九
州
は
熊
本
か

ら
、
熊
本
洋
学
校
で
ア
メ
リ
カ
人
教
師
ジ
ェ
イ

ン
ズ
の
薫
陶
を
受
け
た
若
者
た
ち
が
三
々
五
々
、

同
志
社
英
学
校
に
入
学
し
て
き
た
。
そ
の
数
は

三
十
数
名
に
の
ぼ
る
。
彼
ら
は
同
志
社
の
宣
教

師
た
ち
か
ら
「
熊
本
バ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
た
。

彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
若
者
で
、
独
立

不
羈
の
見
本
の
よ
う
な
連
中
だ
っ
た
。
彼
ら
は

学
問
の
面
で
互
い
に
競
争
し
た
だ
け
で
な
く
、

先
生
で
あ
る
新
島
や
デ
イ
ヴ
ィ
ス
を
質
問
攻
め

に
し
て
困
ら
せ
た
。
宣
教
師
ラ
ー
ネ
ッ
ド
は
熊

本
バ
ン
ド
を
同
志
社
の
源
流
の
一
つ
と
位
置
付

け
て
い
る
が
、
私
は
今
で
も
熊
本
バ
ン
ド
は
、

同
志
社
の
活
力
の
源
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿

は
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
、
金
森
通
倫
（
み
ち

と
も
）
に
つ
い
て
の
試
論
で
あ
る
。

　
「
八
重
の
桜
」
で
は
熊
本
バ
ン
ド
の
う
ち
、

伊
勢
時
雄
と
徳
富
猪
一
郎
が
脚
光
を
浴
び
た
と

い
え
よ
う
。
伊
勢
は
、
山
本
覚
馬
の
娘
み
ね
と

結
婚
す
る
。
徳
富
は
新
島
襄
と
八
重
に
と
っ
て

特
別
に
重
要
な
存
在
だ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
小
崎

金
森
は
９
人
目
に
署
名
し
て
い
る
。

　

熊
本
バ
ン
ド
の
決
意
を
表
明
し
た
、
有
名
な

「
奉
教
趣
意
書
」
の
現
物
は
同
志
社
に
保
存
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
金
森
は
晩
年
に
書
い
た
回

顧
録
の
中
で
こ
の
趣
意
書
に
対
し
て
厳
し
く
批

判
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
を
引

く
。
金
森
の
言
葉
を
引
用
す
る
。「
奉
教
主
意

書
﹇
マ
マ
﹈
を
読
ん
だ
ら
誰
で
も
奇
異
の
感
を

起
す
だ
ろ
う
。
是
が
…
三
十
五
名
の
青
年
共
が

基
督
教
を
信
ず
る
主
意
書
だ
ろ
う
か
。
此
の
主

意
書
中
に
は
神
、
基
督
、
救
、
贖
罪
、
罪
、
悔

改
、
天
国
、
地
獄
、
霊
魂
、
未
来
な
ど
云
う
言

は
一
つ
も
見
え
な
い
。
そ
の
代
り
に
皇
国
と
か
、

報
国
の
志
と
か
、
人
民
の
蒙
昧
を
開
く
と
か
云

う
や
う
な
政
治
的
文
字
が
現
は
れ
て
居
る
。
唯

一
ツ
宗
教
じ
み
た
言
は『
上
帝
の
譴
罰
を
蒙
る
』

云
々
。
是
は
併
し
基
督
教
よ
り
来
た
と
云
う
よ

り
寧
ろ
儒
教
よ
り
来
た
と
云
う
べ
き
だ
。
所
謂

天
罰
だ
。
…
基
督
教
の
本
筋
の
魂
の
救
か
ら
入

っ
た
も
の
が
こ
ん
な
主
意
書
を
見
た
ら
、
是
は

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
と
云
う
だ
ろ
う
。
又

実
に
そ
う
で
あ
る
。
全
く
本
筋
か
ら
横
道
に
外

れ
て
居
る
。
名
称
か
ら
が
基
督
教
と
云
は
ず
西

教
と
云
っ
て
居
る
。
若
し
本
筋
の
信
仰
で
書
く

の
な
ら
『
我
々
近
頃
基
督
教
を
学
び
、
深
く
己

洋
学
校
は
Ｌ
．
Ｌ
．
ジ
ェ
イ
ン
ズ
と
い
う
ア
メ

リ
カ
の
陸
軍
砲
兵
大
尉
が
英
語
で
す
べ
て
の
科

目
を
教
え
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ン
ズ
は
通
訳
を
置

か
ず
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ
ソ
ッ
ド
で
英
語
を
教

え
た
。
ジ
ェ
イ
ン
ズ
は
徹
底
し
た
開
発
主
義
と

競
争
主
義
を
実
践
し
た
の
で
、
洋
学
校
の
秀
才

た
ち
は
し
の
ぎ
を
削
っ
て
勉
学
に
励
ん
だ
。
学

期
末
に
は
科
目
ご
と
に
試
験
の
成
績
が
地
元
の

新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
上
位
４
人
は
い
つ
も
き

ま
っ
て
、
宮
川
経
輝
、
海
老
名
喜
三
郎
、
市
原

盛
宏
、
金
森
通
倫
が
占
め
た
と
い
う
。

　

生
徒
が
英
語
に
習
熟
し
た
頃
ジ
ェ
イ
ン
ズ
は
、

土
曜
日
に
聖
書
を
読
む
の
で
、
興
味
の
あ
る
生

徒
は
彼
の
自
宅
に
来
る
よ
う
に
と
誘
っ
た
。
何

人
か
の
生
徒
が
英
語
の
聖
書
に
強
く
惹
き
つ
け

ら
れ
た
。
当
時
は
ま
だ
聖
書
の
邦
訳
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
す
っ
か
り
別
の
世
界
だ
っ
た
。
ジ

ェ
イ
ン
ズ
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
に
か
ぶ
れ
て
い

た
金
森
は
、
宗
教
も
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト

教
こ
そ
が
文
明
の
基
礎
で
あ
る
と
確
信
し
た
。

ジ
ェ
イ
ン
ズ
の
影
響
を
受
け
て
キ
リ
ス
ト
教
を

奉
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
生
徒
た
ち
は
、
１
８
７

６
年
１
月
30
日
に
花
岡
山
に
登
り
、「
奉
教
趣

意
書
」
に
署
名
し
た
。
35
人
が
署
名
し
て
お
り
、

へ
ば
飽
く
迄
信
仰
を
高
調
し
、
自
由
と
云
へ
ば

飽
く
迄
自
由
を
遂
行
し
た
。
キ
リ
ス
ト
の
神
聖
、

奇
蹟
は
勿
論
、
終
に
は
神
の
存
在
を
も
霊
魂
の

不
滅
を
も
否
定
せ
ね
ば
止
ま
な
い
如
き
勢
で
あ

っ
た
。」（
小
崎
弘
道
編
著
『
日
本
組
合
基
督
教

史
（
未
定
稿
）』
１
９
２
４
）

　

金
森
通
倫
（
１
８
５
６
―
１
９
４
５
）
は
肥

後
国
（
熊
本
県
）
玉
名
郡
小
天
（
お
あ
ま
）
村

の
村
長
の
役
宅
に
生
ま
れ
た
。
祖
父
は
郷
士
で

総
庄
屋
だ
っ
た
。
肥
後
国
の
水
俣
に
生
ま
れ
た

徳
富
猪
一
郎
の
家
も
同
じ
く
一
領
一
匹
の
郷
士

で
、
総
庄
屋
で
あ
っ
た
。
金
森
家
と
徳
富
家
は

似
通
っ
た
境
遇
で
あ
る
が
、
金
森
が
士
族
の
意

識
を
持
つ
の
に
対
し
、
徳
富
は
む
し
ろ
士
族
に

対
す
る
反
感
を
抱
き
つ
つ
育
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

金
森
に
は
五
歳
年
上
の
兄
が
い
た
。
父
が
比
較

的
早
く
死
ん
だ
の
で
、
こ
の
兄
が
金
森
家
を
継

い
だ
。
金
森
の
回
顧
録
に
こ
の
兄
は
殆
ど
登
場

し
な
い
。
金
森
が
熊
本
洋
学
校
で
耶
蘇
に
な
っ

た
と
聞
い
た
兄
は
、
通
倫
を
何
と
か
引
き
戻
そ

う
と
し
た
あ
げ
く
、
信
念
を
曲
げ
な
い
彼
を
迫

害
し
た
。
し
か
し
金
森
は
屈
し
な
か
っ
た
。
戸

主
で
あ
る
兄
は
、
弟
を
金
森
家
か
ら
追
放
し
た
。

　

金
森
は
１
８
７
２
年
、
15
歳
の
と
き
に
熊
本

洋
学
校
に
第
２
期
生
と
し
て
入
学
し
た
。
熊
本

特 別 寄 稿

金森通倫についての
試論

北
き た

垣
が き

 宗
む ね

治
は る

（同志社大学名誉教授）
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特
別
寄
稿

の
罪
を
悔
い
、
十
字
架
の
救
の
広
大
無
辺
な
る

を
悟
り
、
是
に
よ
り
て
未
来
に
於
け
る
永
遠
の

幸
福
を
忻
（
よ
ろ
こ
）
ぶ
。
然
れ
共
同
朋
未
だ

此
の
救
を
知
ら
ず
。
こ
の
魂
将
に
永
遠
に
滅
び

ん
と
す
。
吾
輩
是
を
見
る
に
忍
び
ず
。
挺
身
以

て
之
を
救
は
ん
と
欲
す
』
云
々
と
で
も
書
く
べ

き
だ
ろ
う
。」（『
金
森
通
倫
回
顧
録
』﹇
私
家
版
﹈、

43
―
44
頁
）

　

こ
の
回
顧
録
は
金
森
が
喜
寿
を
迎
え
、
公
的

な
生
活
か
ら
引
退
し
た
後
に
書
い
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
彼
の
信
仰
は
筋
金
入
り
の
福
音
主
義

で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
本
筋
」
の
キ
リ
ス
ト

教
だ
と
確
信
し
て
い
た
。
そ
の
立
場
か
ら
す
る

と
、「
奉
教
趣
意
書
」
は
ま
る
で
話
に
な
ら
な

い
文
書
な
の
で
あ
る
。
金
森
の
批
判
は
そ
の
ま

ま
、
金
森
の
自
由
主
義
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
批
判

で
あ
り
、
同
時
に
痛
烈
な
自
己
批
判
で
も
あ
る
。

　

同
志
社
英
学
校
は
１
８
７
９
年
に
15
人
の
第

１
回
卒
業
生
を
出
し
た
。
15
人
と
も
熊
本
バ
ン

ド
で
あ
る
。
卒
業
生
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
か
英

語
で
短
い
演
説
を
し
た
。
金
森
の
演
説
は
「
耶

蘇
教
ハ
社
会
ノ
精
神
」
と
い
う
題
で
、
い
か
に

も
金
森
ら
し
い
主
題
で
あ
る
。
卒
業
後
た
だ
ち

に
、
新
島
校
長
や
デ
イ
ヴ
ィ
ス
教
師
の
大
き
な

期
待
を
担
っ
て
伝
道
の
地
に
赴
き
、
め
ざ
ま
し

い
働
き
を
開
始
し
た
３
人
が
い
た
。
新
島
襄
の

父
祖
の
地
で
あ
る
、
上
州
安
中
へ
行
っ
た
海
老

名
喜
三
郎
、
四
国
の
今
治
に
行
っ
た
伊
勢
時
雄
、

岡
山
に
行
っ
た
金
森
通
倫
で
あ
る
。
こ
の
３
人

よ
り
も
少
し
遅
れ
て
伝
道
に
入
っ
た
の
は
東
京

の
小
崎
弘
道
と
大
阪
の
宮
川
経
輝
で
あ
る
。
こ

れ
ら
５
人
が
日
本
に
お
け
る
組
合
教
会
を
ス
タ

ー
ト
さ
せ
た
と
い
え
る
。
伝
道
戦
線
か
ら
最
初

に
身
を
引
い
た
の
は
金
森
と
伊
勢
（
や
が
て
横

井
と
い
う
旧
姓
に
復
帰
す
る
）
だ
っ
た
。
小
崎

と
海
老
名
（
喜
三
郎
か
ら
弾
正
と
い
う
古
風
な

名
前
に
改
名
す
る
）
と
宮
川
は
最
後
ま
で
伝
道

戦
線
に
ふ
み
留
ま
っ
た
。
こ
の
３
人
は
世
に
い

う
「
日
本
組
合
教
会
の
三
元
老
」
で
あ
る
。

　

話
を
急
ぎ
過
ぎ
た
の
で
、
戻
さ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
金
森
は
１
８
８
６
年
に
新
島
か
ら
強

く
要
請
さ
れ
て
同
志
社
に
戻
り
、
１
８
９
０
年

ま
で
の
４
年
間
、
同
志
社
の
神
学
の
教
師
だ
っ

た
。
し
か
し
岡
山
教
会
を
離
れ
る
こ
と
は
大
変

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
彼
は
非
常
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
以
て
神
学
の
研
究
に
没
頭
し
た
。
当
時
教
室

で
金
森
か
ら
ロ
マ
書
の
講
義
を
受
け
た
高
橋
卯

三
郎
の
証
言
が
あ
る
。「
氏
の
研
究
法
は
た
だ

ダ
ラ
ダ
ラ
と
自
分
が
講
義
さ
る
る
に
あ
ら
ず
。

一
節
を
説
け
ば
、
必
ず
諸
生
を
し
て
十
分
、
そ

れ
に
対
す
る
意
見
、
質
問
を
提
出
せ
し
め
、
何

処
ま
で
も
疑
惑
を
解
か
ざ
れ
ば
止
ま
ざ
る
の
方

徒
を
取
ら
れ
た
り
。
…
而
し
て
氏
が
明
晰
清
快

な
る
頭
脳
よ
り
縦
横
に
弁
証
さ
る
る
信
仰
論
は

一
々
予
等
の
懐
疑
を
開
か
ざ
る
は
な
く
、
神
学

上
、
諸
種
の
問
題
を
含
め
る
一
篇
の
羅
馬
書
は

金
森
氏
の
見
事
な
る
答
弁
に
よ
り
て
、
所
謂
快

刀
乱
麻
を
断
つ
如
く
、
予
輩
の
前
に
解
せ
ら
れ

ざ
る
処
な
か
り
き
」（『
熊
本
バ
ン
ド
研
究
』、

３
２
５
頁
）。
高
橋
は
金
森
の
説
教
を
も
同
様

に
礼
賛
し
て
い
る
。

　

当
時
新
島
は
同
志
社
を
大
学
に
す
る
運
動
で
、

東
奔
西
走
の
毎
日
だ
っ
た
。
金
森
は
新
島
を
助

け
る
こ
と
を
自
分
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
、
た

だ
ち
に
書
斎
の
人
か
ら
行
動
の
人
に
な
っ
た
。

新
島
を
助
け
て
大
学
設
立
運
動
に
も
力
を
尽
く

し
、
東
京
に
出
張
し
て
森
有
礼
文
部
大
臣
に
会

っ
た
り
し
て
い
る
。
１
８
８
８
年
に
は
「
社
長

代
理
」
に
任
命
さ
れ
、
同
志
社
を
動
か
す
立
場

に
立
っ
た
。
彼
は
同
志
社
教
会
の
牧
師
で
も
あ

っ
た
。
す
べ
て
が
金
森
を
中
心
に
動
い
て
い
る

感
が
あ
り
、
い
わ
れ
の
な
い
誹
謗
中
傷
を
受
け

る
に
至
っ
た
。
新
島
は
そ
の
こ
と
を
気
の
毒
に

思
い
、「
社
長
代
理
」
か
ら
解
放
し
た
が
、
新

し
い
役
目
は
神
学
校
、
普
通
学
校
、
予
備
校
の

校
長
だ
っ
た
。
彼
は
教
師
と
し
て
教
室
で
教
え

な
が
ら
、
夜
間
に
は
寮
内
を
ま
わ
っ
て
室
内
の

点
検
ま
で
し
て
い
る
。
彼
に
対
す
る
新
島
の
信

頼
は
き
わ
め
て
篤
か
っ
た
。

　

新
島
は
１
８
９
０
年
１
月
に
療
養
先
の
大
磯

で
亡
く
な
る
。
亡
く
な
る
２
日
前
に
八
重
夫
人

と
小
崎
と
徳
富
が
立
会
い
、
２
時
間
に
亘
る
遺

言
を
徳
富
が
筆
記
し
た
。
そ
の
中
に
金
森
に
つ

い
て
の
項
目
が
あ
っ
た
。

金
森
通
倫
「
氏
」
を
以
て
余
の
後
任
と
「
な
」

す
差
支
ナ
シ
、
氏
は
事
務
ニ
幹
練
し
才
鋒
当
ル

可
ラ
サ
ル
ノ
勢
ア
リ
然
れ
と
も
其
の
教
育
家
と

し
て
人
を
順
育
し
之
を
誘
掖
す
る
の
徳
ニ
欠
け

或
は
小
刀
細
工
ニ
陥
ル
の
弊
ナ
シ
ト
セ
ス　

是

れ
余
の
窃
か
に
遺
憾
と
す
る
所
ナ
リ　
（『
新
島

襄
全
集
』
第
４
巻
４
０
３
頁
）

そ
の
内
容
を
金
森
が
何
時
、
誰
か
ら
聞
い
て
知

っ
た
の
か
は
謎
で
あ
る
。
新
島
の
後
継
者
は
ほ

ぼ
一
致
し
て
金
森
が
就
任
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
金
森
は
動
か
な
か
っ
た
。

彼
は
新
島
の
葬
儀
で
説
教
す
べ
き
立
場
に
あ
っ

た
が
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
葬
儀
で
何
の
役
割

も
果
た
さ
ず
、
末
席
に
座
っ
て
い
た
。
新
島
の

遺
言
が
金
森
に
対
す
る
と
ど
め
の
一
撃
と
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
本
井
康
博
氏
は
、
新
島
の
晩

年
を
悩
ま
せ
た
教
会
合
同
問
題
が
遠
因
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
見
解
を
出
さ
れ
た
。

（『
同
志
社
山
脈
』
41
頁
）
金
森
自
身
は
自
伝
の

中
で
こ
う
書
い
て
い
る
。「
先
生
の
遺
言
に
私

を
後
継
云
々
と
す
る
の
は
、
先
生
と
し
て
は
義

理
に
も
、
さ
う
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
心
持

か
ら
で
あ
ら
う
。
無
論
又
先
生
か
ら
私
が
命
ぜ

ら
れ
て
も
受
け
ぬ
こ
と
は
前
に
も
申
し
た
約
束

で
承
知
し
て
居
ら
れ
る
の
で
、
如
何
に
も
煮
え

切
ら
ぬ
こ
と
を
云
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
。」（『
金
森
通
倫
回
顧
録
』
96
頁
）

　

金
森
の
言
葉
は
負
け
惜
し
み
で
あ
ろ
う
か
？

「
教
育
家
と
し
て
…
徳
に
欠
け
」
は
確
か
に
厳

し
い
批
判
で
あ
る
が
、
金
森
は
こ
の
批
判
に
は

一
言
も
答
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
の
そ

れ
か
ら
の
人
生
を
見
て
下
さ
い
、
と
い
う
の
が

彼
の
本
音
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
金
森
は

新
島
を
一
切
批
判
し
な
か
っ
た
（
の
ち
に
小
崎

が
教
会
合
同
問
題
で
、
新
島
を
手
厳
し
く
批
判

し
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
）。
要
す
る
に

金
森
は
す
ぐ
に
辞
表
を
出
し
て
同
志
社
を
去
り
、

そ
れ
ま
で
小
崎
が
牧
師
を
し
て
い
た
番
町
教
会

の
牧
師
を
引
受
け
た
。
彼
は
同
志
社
と
の
縁
を

す
っ
か
り
切
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
宗
教
家
の

偽
善
を
口
を
極
め
て
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の

宗
教
家
は
彼
の
多
く
の
友
人
ば
か
り
か
、
彼
自

身
を
も
含
む
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
人
間
と

し
て
の
金
森
に
神
秘
な
深
淵
を
感
じ
る
の
は
、

特
に
新
島
の
死
後
、
金
森
が
同
志
社
を
あ
っ
さ

り
と
見
棄
て
た
こ
と
で
あ
る
。

　

金
森
は
約
20
年
間
に
わ
た
っ
て
実
業
界
で
働

い
た
末
、
愛
す
る
妻
、
小
寿
の
死
に
会
い
、
こ

れ
が
契
機
と
な
っ
て
福
音
信
仰
に
復
帰
し
、
や

が
て
独
立
伝
道
者
と
し
て
驚
異
的
な
伝
道
活
動

を
す
る
よ
う
に
な
る
。
金
森
は
自
分
が
牧
す
る

教
会
を
持
た
な
か
っ
た
。
日
本
人
６
千
万
人
の

魂
の
救
い
が
目
標
だ
っ
た
。
千
人
を
収
容
で
き

る
大
会
堂
を
使
い
、
あ
る
い
は
劇
場
を
借
り
て
、

１
回
に
つ
き
３
時
間
の
説
教
を
し
た
。
拡
声
器

の
な
い
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
大
声
を
張
り
上
げ

て
の
演
説
的
な
説
教
だ
っ
た
。
彼
は
い
つ
も

「
神
」「
罪
」「
救
い
」
と
い
う
順
序
で
（
そ
れ

は
彼
の
岡
山
時
代
の
著
作
『
キ
リ
ス
ト
教
三
綱

領
』
が
基
に
な
っ
て
い
る
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
項

目
に
つ
い
て
１
時
間
ず
つ
割
当
て
、
３
時
間
の

説
教
を
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
説
教
を
毎
晩
繰

り
返
し
た
が
、
毎
晩
の
よ
う
に
、
会
場
は
大
入

り
満
員
だ
っ
た
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
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も
、
熊
本
洋
学
校
と
同
志
社
英
学
校
で
鍛
え
た

英
語
を
駆
使
し
、
日
本
語
の
場
合
と
同
じ
伝
道

ス
タ
イ
ル
を
継
続
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
た
ち
は
彼
の
こ
と
を
「
日
本
の
ム
ー
デ

ィ
ー
」
と
呼
ん
だ
。

　

ム
ー
デ
ィ
ー
（D

w
ight Lym

an M
oody, 

１
８
３
７
―
９
９
）
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
彼

は
新
島
と
の
接
点
が
あ
る
。
彼
は
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
ノ
ー
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
出
身
の
大
衆
伝

道
者
で
、
サ
ン
キ
ー
（I. D

. Sankey
）
と
い

う
歌
手
と
組
ん
で
広
く
伝
道
し
て
ま
わ
り
、
新

島
も
彼
を
尊
敬
し
て
い
た
。
第
二
次
の
ア
メ
リ

カ
滞
在
中
に
新
島
は
同
志
社
の
卒
業
生
で
熊
本

バ
ン
ド
の
一
人
で
あ
る
蔵
原
惟
郭（
く
ら
は
ら
・

こ
れ
ひ
ろ
）
か
ら
頼
ま
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
学

校
に
蔵
原
を
入
れ
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
の
一

つ
が
ノ
ー
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
、
ム
ー
デ
ィ
ー
の

学
校
（M

ount H
erm

on B
oys’ School

）
だ

っ
た
。
蔵
原
が
そ
の
学
校
に
入
学
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
す
る
と
、
交
渉
は
不
調
に
終
わ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
１
８
８
５
年
10
月
、
ム
ー

デ
ィ
ー
は
ボ
ス
ト
ン
の
ト
レ
モ
ン
ト
会
堂
を
満

員
に
し
て
伝
道
集
会
を
開
い
て
い
た
。
ハ
ー
デ

ィ
ー
家
に
滞
在
し
て
い
た
新
島
は
、
ハ
ー
デ
ィ

ー
家
か
ら
は
ボ
ス
ト
ン
・
コ
モ
ン
を
横
切
る
だ

け
の
と
こ
ろ
に
あ
る
ト
レ
モ
ン
ト
会
堂
に
出
掛

け
た
。
新
島
を
見
つ
け
た
ム
ー
デ
ィ
ー
は
聴
衆

に
向
っ
て
、
新
島
さ
ん
の
た
め
に
祈
り
ま
し
ょ

う
、
と
呼
び
掛
け
た
。
す
る
と
新
島
は
、「
私

の
た
め
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
３
千
７
０
０
万

人
の
た
め
に
も
祈
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
答
え
た

と
い
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ど
う
い
う
わ
け

か
、
新
島
全
集
第
８
巻
の
詳
年
譜
に
記
録
さ
れ

て
い
な
い
。
日
本
で
金
森
が
「
日
本
の
ム
ー
デ

ィ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
の
を
私
は
聞
い
た
こ
と
が

な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
私
た
ち
が
ム
ー
デ
ィ
ー

の
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
新
島
は

雑
記
帳
の
中
に
、
ム
ー
デ
ィ
ー
に
お
け
る
愛
の

８
通
り
の
解
釈
を
書
き
と
め
て
い
る
。（『
新
島

襄
全
集
』
第
７
巻
２
８
７
頁
）

　

同
志
社
は
開
学
以
来
沢
山
の
牧
師
を
輩
出
し

て
き
た
が
、
金
森
の
よ
う
な
特
定
の
教
会
に
属

さ
な
い
で
大
挙
伝
道
し
た
人
は
外
に
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
小
崎
弘
道
は
霊
南
坂
教
会
、

宮
川
経
輝
は
大
阪
教
会
、
海
老
名
弾
正
は
（
弓

町
）
本
郷
教
会
を
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
地
と
し
た
。

３
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
の
あ
る
、
偉
大
な
牧

師
で
あ
っ
た
。
し
か
し
金
森
は
彼
ら
の
よ
う
な
、

自
分
の
教
会
を
持
た
ず
、
ひ
た
す
ら
す
べ
て
の

人
の
魂
の
救
済
を
願
っ
た
。

　

私
は
最
近
、
自
分
の
所
属
す
る
日
本
英
学
史

学
会
で
、「
金
森
の
英
文
の
手
紙
と
自
伝
」
と

い
う
主
題
で
発
表
し
た
。
発
表
後
、
私
よ
り
も

１
歳
年
長
の
Ｔ
教
授
が
質
問
し
た
。「
金
森
に

つ
い
て
の
ご
発
表
を
興
味
深
く
う
か
が
い
ま
し

た
が
、
伝
道
者
と
し
て
彼
が
活
躍
し
て
い
た
時

代
は
、
日
本
が
日
増
し
に
右
傾
化
、
軍
国
主
義

化
し
て
行
っ
た
時
代
で
し
た
。
金
森
は
そ
の
こ

と
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
発
言
し
た
の
で
す

か
？
」
ま
こ
と
に
厳
し
い
、
そ
し
て
重
要
な
質

問
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
金
森
は
ほ
と
ん
ど

発
言
し
て
い
な
い
。
福
音
主
義
者
は
無
限
に
、

個
人
の
魂
の
救
い
の
た
め
に
、
聖
書
に
基
く
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
投
げ
つ
け
る
。
し
か
し
旧
約
の
預

言
者
た
ち
が
果
し
た
よ
う
な
、
集
団
の
罪
、
国

家
の
犯
罪
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
な
い
に
等

し
い
。
キ
リ
ス
ト
者
は
「
見
張
り
」
の
役
割
を

も
は
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
金
森

は
半
面
教
師
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
結
論
で

あ
る
。


