
理
念
と
し
て
の
ア
ジ
ア

|
|
岡
倉
天
心
と
東
洋
美
術
史
の
構
想
、

東
洋
美
術
史
構
想
の
立
役
者
と
し
て
の
天
心
像
は
、
い
か
に
し
て
ア
ジ

ア
主
義
者
と
し
て
の
天
心
像
へ
と
様
変
わ
り
し
た
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
に

は
ど
の
よ
う
な
力
学
が
働
い
た
の
か
。
そ
れ
を
捜
る
た
め
に
、
最
後
に
簡

単
に
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
瀧
精
て
伊
東
忠
太
、
大
村
西
崖
、
と
い
う

天
心
の
次
世
代
に
属
す
る
三
人
の
人
物
で
あ
る
。
(
な
お
、
思
想
史
的
な

論
点
に
関
し
て
は
、
別
稿
に
譲
る
)
(
注1)。

5 

『
国
華
』
は
一
八
八
九
年
に
岡
倉
天
心
が
創
刊
し
た
美
術
雑
誌
だ
が
、

一
九
O
O
年
に
瀧
精
一

(
z
a
1
5品
切
)
は
そ
の
編
集
責
任
者
と
な
り
、

以
降
、
そ
の
死
の
年
ま
で
こ
の
雑
誌
の
舵
取
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九

一
四
年
に
東
京
帝
国
大
学
に
設
け
ら
れ
た
美
術
史
講
座
の
最
初
の
教
授
に

任
命
さ
れ
る
瀧
は
、
美
術
史
学
科
の
創
設
者
と
し
て
、
さ
ら
に
は
帝
国
学

士
院
会
員
と
し
て
、
世
俗
的
に
は
日
本
の
美
術
史
研
究
の
最
高
位
を
我
が

も
の
と
し
て
生
涯
を
終
え
る
。
そ
の
瀧
は
一
九
一
六
年
か
ら
『
国
華
』
誌

上
な
ど
を
中
心
に
、
近
年
の
ガ
ン
ダ
l

ラ
美
術
の
評
価
の
変
貌
を
取
り
上

そ
し
て
そ
の
顛
末
(
承
前
)稲

賀
繁
美

ァ
た
、

一
連
の
論
文
を
掲
載
す
る
。

と
り
わ
け
『
書
画
骨
董
雑
誌
』
大
正
六
(
巴
可
)
年
十
一
月
号
「
健
駄

羅
警
術
の
批
判
に
就
て
」
は
、
学
会
内
部
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
論

文
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
瀧
は
と
り
わ
け
「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
イ
、
ハ
ベ
ル
」

の
業
績
に
言
及
し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
か
や
う
に
欧
州
の
学
者
聞
に

は
、
健
駄
羅
萎
術
を
褒
る
方
が
甚
だ
盛
ん
で
あ
っ
た
所
が
、
近
年
に
な
っ

て
傾
向
が
少
し
く
変
わ
っ
て
来
て
、
寧
ろ
健
駄
羅
萎
術
は
印
度
に
於
け
る

最
上
の
警
術
と
は
認
め
る
事
が
出
来
な
い
。
其
の
警
術
は
之
を
審
観
す
る

と
、
案
外
に
価
値
の
な
い
者
で
、
印
度
に
は
そ
れ
以
外
の
者
で
、
そ
れ
に

勝
っ
た
立
派
な
固
有
の
喜
術
が
あ
り
と
云
ふ
説
を
為
す
学
者
が
出
て
来

た
」
(
斗ω
一
内
ニ
記
?
寸
|
∞
)
。
瀧
は
こ
の
傾
向
を
「
新
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
」

と
名
付
け
、
近
年
そ
れ
が
、
か
つ
て
支
配
的
で
あ
っ
た
グ
レ
コ
・
ロ
マ
ン

中
心
の
見
方
に
取
っ
て
替
わ
る
趨
勢
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い

る
。
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と
こ
ろ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
瀧
精
一
は
、
自
分
の
先
駆
で
あ

り
、
『
国
華
』
の
創
刊
者
で
も
あ
る
天
心
に
は
、
こ
こ
で
は
一
切
言
及
し

「理念としてのアジア：岡倉天心と東洋美術史の構想、その顛末（下）」『國文學』、第45巻10号、8月号、2000年、114-119頁.

理
念
と
し
て
の
ア
ジ
ア

|
|
岡
倉
天
心
と
東
洋
美
術
史
の
構
想
、

東
洋
美
術
史
構
想
の
立
役
者
と
し
て
の
天
心
像
は
、
い
か
に
し
て
ア
ジ

ア
主
義
者
と
し
て
の
天
心
像
へ
と
様
変
わ
り
し
た
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
に

は
ど
の
よ
う
な
力
学
が
働
い
た
の
か
。
そ
れ
を
捜
る
た
め
に
、
最
後
に
簡

単
に
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
瀧
精
一
、
伊
東
忠
太
、
大
村
西
崖
、
と
い
う

天
心
の
次
世
代
に
属
す
る
三
人
の
人
物
で
あ
る
。
(
な
お
、
思
想
史
的
な

論
点
に
関
し
て
は
、
別
稿
に
譲
る
)
(
注
l
)
。

5 

『
国
華
』
は
一
八
八
九
年
に
岡
倉
天
心
が
創
刊
し
た
美
術
雑
誌
だ
が
、

一
九

O
O年
に
瀧
精
一

(
E
a
1
5
8
)
は
そ
の
編
集
責
任
者
と
な
り
、

以
降
、
そ
の
死
の
年
ま
で
こ
の
雑
誌
の
舵
取
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九

一
四
年
に
東
京
帝
国
大
学
に
設
け
ら
れ
た
美
術
史
講
座
の
最
初
の
教
授
に

任
命
さ
れ
る
瀧
は
、
美
術
史
学
科
の
創
設
者
と
し
て
、
さ
ら
に
は
帝
国
学

士
院
会
員
と
し
て
、
世
俗
的
に
は
日
本
の
美
術
史
研
究
の
最
高
位
を
我
が

も
の
と
し
て
生
涯
を
終
え
る
。
そ
の
瀧
は
一
九
一
六
年
か
ら
『
国
華
』
誌

上
な
ど
を
中
心
に
、
近
年
の
ガ
ン
ダ

l
ラ
美
術
の
評
価
の
変
貌
を
取
り
上

そ
し
て
そ
の
顛
末
(
承
前
)

稲
賀
繁
美

ギ
ノ
与
」

、，h
v
J

，，，

一
連
の
論
文
を
掲
載
す
る
。

と
り
わ
け
『
書
画
骨
董
雑
誌
』
大
正
六

(
H
2
3
年
十
一
月
号
「
健
駄

羅
喜
術
の
批
判
に
就
て
」
は
、
学
会
内
部
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
論

文
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
瀧
は
と
り
わ
け
「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
イ
、
ハ
ベ
ル
」

の
業
績
に
言
及
し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
か
や
う
に
欧
州
の
学
者
聞
に

は
、
健
駄
羅
喜
術
を
褒
る
方
が
甚
だ
盛
ん
で
あ
っ
た
所
が
、
近
年
に
な
っ

て
傾
向
が
少
し
く
変
わ
っ
て
来
て
、
寧
ろ
健
駄
羅
萎
術
は
印
度
に
於
け
る

最
上
の
喜
術
と
は
認
め
る
事
が
出
来
な
い
。
其
の
雲
術
は
之
を
審
観
す
る

と
、
案
外
に
価
値
の
な
い
者
で
、
印
度
に
は
そ
れ
以
外
の
者
で
、
そ
れ
に

勝
っ
た
立
派
な
固
有
の
嚢
術
が
あ
り
と
云
ふ
説
を
為
す
学
者
が
出
て
来

た
」
(
斗
ω
一
巳
忌
口
一
寸
|
∞
)
。
瀧
は
こ
の
傾
向
を
「
新
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
」

と
名
付
け
、
近
年
そ
れ
が
、
か
つ
て
支
配
的
で
あ
っ
た
グ
レ
コ
・
ロ
マ
ン

中
心
の
見
方
に
取
っ
て
替
わ
る
趨
勢
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い

ス
v

。
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と
こ
ろ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
瀧
精
一
は
、
自
分
の
先
駆
で
あ

り
、
『
国
華
』
の
創
刊
者
で
も
あ
る
天
心
に
は
、
こ
こ
で
は
一
切
言
及
し



て
い
な
い
。
こ
れ
に
先
立
ち
一
九
一
六
年
に
『
国
華
』
に
発
表
し
た
も
う

ひ
と
つ
の
論
文
、
「
印
度
萎
術
の
東
亜
に
及
ぼ
せ
る
影
響
に
就
て
」
で
は
、

瀧
は
天
心
に
一
言
触
れ
、
「
岡
倉
氏
の
無
謀
な
る
主
張
に
は
耳
を
傾
く
る

の
要
な
け
れ
ど
も
、
氏
の
著
書
が
東
洋
主
義
の
主
張
を
な
す
も
の
と
し
て

有
力
と
認
め
ら
れ
た
る
も
の
な
る
故
に
黙
過
し
が
た
し
と
云
へ
り
」

(
吋ω
E
E
H
G
一
ω
に
)
と
の
評
価
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
、
既
に
引

用
し
た
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ス
ミ
ス
の
文
言
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
瀧
は
ス
ミ

ス
の
権
威
を
嵩
に
き
て
、
先
輩
た
る
天
心
の
信
頼
性
を
庇
め
る
手
段
に
利

用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
瀧
が
東
京
帝
国
大
学
美
術
史
講
座
教
授
に
就
任
す
る
一
年
前
の
一

九
二
ニ
年
に
、
天
心
は
病
没
し
て
い
た
。
そ
の
直
後
の
『
国
華
』
は
、
当

然
そ
の
創
刊
者
の
追
悼
記
事
を
掲載
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
実
際
に
は
雑

録
欄
に
、
次
の
よ
う
な
日
本
美
術
院
誹
詩
、
と
い
っ
て
よ
い
文
章
が
、
無

署
名
で
掲
載
さ
れ
た
。
(
本
論
冒
頭
で
も
触
れ
た
)
「
二
十
世
紀
初
頭
の
仏

蘭
西
に
起
っ
た
後
印
象
派
」
の
「
革
命
的
思
想
」
に
言
及
し
た
こ
の
雑
録

は
、
そ
れ
に
続
け
て
、
日
本
に
お
け
る
同
類
の
事
件
と
し
て
、
日
本
美
術

院
に
言
及
す
る
。
「
憶
ふ
に
美
術
院
の
出
来
た
当
時
、
こ
の
派
に
よ
っ
て

試
み
ら
れ
た
新
運
動
は
可
な
り
の
広
大
な
波
動
を
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
世
間
か
ら
は
践
膿
体
と
い
ふ
噸
笑
的
名
称
を
以
て
迎
へ
ら
れ
た
。
其
の

失
敗
の
迩
は
明
白
で
あ
る
」
云
々
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
美
術
院
は
、
東
京
美
術
学
校
を
追
わ
れ
た
天

心
を
慕
っ
た
、
横
山
大
観
、
下
村
観
山
、
菱
田
春
草
ら
が
集
っ
て
な
っ
た

私
立
の
機
関
で
あ
り
、
時
豚
臨
体
と
い
う
新
画
風
の
提
唱
者
も
、
ほ
か
な
ら

ぬ
天
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
日
本
画
の
革
命
」
が
、
こ
の
記
事
で
は
西
洋

画
と
の
「
奇
怪
な
る
握
手
」
と
評
さ
れ
、
そ
れ
は
「
つ
い
に
何
等
の
結
果

理念としてのアジア一一岡倉天心と東洋美術史の構想、そしてその顛末

を
も
賓
さ
な
ん
だ
」
の
み
な
ら
ず
、
「
日
本
画
は
滅
び
た
、
同
時
に
洋
画

も
滅
び
た
」
と
酷
評
さ
れ
る
。
か
か
る
実
験
が
「
惜
し
い
失
敗
」
に
終
わ

っ
た
の
も
「
当
然
で
あ
る
」
と
の
見
解
で
、
こ
の
記
事
は
締
め
く
く
ら
れ

て
い
る
(
円
。
窓Q
E

ロ
・
Z
吋
-
N
H
ω一
戸
印
l
m
)。

こ
の
中
傷
記
事
の
掲
載
は
当
然
、
編
集
長
、
瀧
精
一
の
認
可
な
く
し
て

は
不
可
能
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
瀧
自
身
が
こ
の
「
怪
文
書
」
を
執
筆
し

た
疑
い
も
濃
厚
と
な
る

(
ω巳
O
H
S

∞
)
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ

は
、
『
国
華
』
が
そ
の
紙
面
を
使
っ
て
、
創
刊
者
た
る
岡
倉
天
心
を
公
の

場
所
で
否
認
し
よ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
意
図
的
な
振
る
舞
い
に
出
た
こ

と
を
、
は
っ
き
り
公
言
し
た
も
の
、
と
い
っ
て
構
わ
な
い
。
そ
れ
に
追
い

打
ち
を
か
け
た
の
が
、
ガ
ン
ダl
ラ
に
関
す
る
瀧
の
署
名
記
事
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
美
術
史
家
と
し
て
の
岡
倉
天
心
の
信
憲
性
そ
の
も
の
を
、
学
問

の
名
に
よ
っ
て
掘
り
崩
す
意
図
が
、
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
こ
ろ

か
ら
雑
誌
『
国
華
』
そ
の
も
の
も
、
徐
々
に
同
時
代
の
美
術
界
の
事
件
か

ら
は
関
心
を
薄
め
て
ゆ
き
、
次
第
に
美
術
作
品
鑑
定
の
た
め
の
最
も
権
威

あ
る
学
術
的
研
究
誌
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
て
ゆ
く
。
い
さ
さ
か
生
腫
い

話
だ
が
、
日
本
に
お
け
る
美
術
史
学
の
確
立
は
、
い
わ
ば
岡
倉
天
心
の
死

後
の
失
権
と
軌
を
一
に
し
て
進
行
し
て
い
っ
た
。

次
ぎ
に
建
築
史
へ
と
視
点
を
移
す
。
伊
東
忠
太
(
居
。
吋
1
1
5
E
)は
、

日
本
に
お
け
る
建
築
史
研
究
の
草
分
け
と
い
っ
て
よ
く
、
東
京
帝
国
大
学

の
工
学
部
建
築
学
科
の
創
立
期
の
ひ
と
り
、
そ
し
て
日
本
建
築
学
会
の
創

設
者
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
。
そ
の
伊
東
忠
太
は
、
一
九
O
O
年
の
パ
リ
万

国
博
覧
会
に
際
し
て
、
円
尽
き
3
h
な
門
町
立
与
h
h
Q
』U
S

の
執
筆
に
参
画

す
る
。
E

・
ト
ロ
ン
ク
ワ
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
出
版
さ
れ
た
同
書

は
、
日
本
が
公
式
に
編
纂
し
た
最
初
の
『
日
本
美
術
史
』
。
総
責
任
者
は
、

て
い
な
い
。
こ
れ
に
先
立
ち
一
九
一
六
年
に
『
国
華
』
に
発
表
し
た
も
う

ひ
と
つ
の
論
文
、
「
印
度
喜
術
の
東
亜
に
及
ぼ
せ
る
影
響
に
就
て
」
で
は
、

瀧
は
天
心
に
一
言
触
れ
、
「
岡
倉
氏
の
無
謀
な
る
主
張
に
は
耳
を
傾
く
る

の
要
な
け
れ
ど
も
、
氏
の
著
書
が
東
洋
主
義
の
主
張
を
な
す
も
の
と
し
て

有
力
と
認
め
ら
れ
た
る
も
の
な
る
故
に
黙
過
し
が
た
し
と
云
へ
り
」

(吋
m
w
E
H
記
∞
一

ω
に
)
と
の
評
価
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
、
既
に
引

用
し
た
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ス
ミ
ス
の
文
言
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
瀧
は
ス
ミ

ス
の
権
威
を
嵩
に
き
て
、
先
輩
た
る
天
心
の
信
頼
性
を
庭
め
る
手
段
に
利

用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
瀧
が
東
京
帝
国
大
学
美
術
史
講
座
教
授
に
就
任
す
る
一
年
前
の
一

九
二
ニ
年
に
、
天
心
は
病
没
し
て
い
た
。
そ
の
直
後
の
『
国
華
』
は
、
当

然
そ
の
創
刊
者
の
追
悼
記
事
を
掲
載
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
実
際
に
は
雑

録
欄
に
、
次
の
よ
う
な
日
本
美
術
院
誹
詩
、
と
い
っ
て
よ
い
文
章
が
、
無

署
名
で
掲
載
さ
れ
た
。
(
本
論
冒
頭
で
も
触
れ
た
)
「
二
十
世
紀
初
頭
の
仏

蘭
西
に
起
っ
た
後
印
象
派
」
の
「
革
命
的
思
想
」
に
言
及
し
た
こ
の
雑
録

は
、
そ
れ
に
続
け
て
、
日
本
に
お
け
る
同
類
の
事
件
と
し
て
、
日
本
美
術

院
に
言
及
す
る
。
「
憶
ふ
に
美
術
院
の
出
来
た
当
時
、
こ
の
派
に
よ
っ
て

試
み
ら
れ
た
新
運
動
は
可
な
り
の
広
大
な
波
動
を
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
世
間
か
ら
は
践
牒
体
と
い
ふ
噺
笑
的
名
称
を
以
て
迎
へ
ら
れ
た
。
其
の

失
敗
の
迩
は
明
白
で
あ
る
」
云
々
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
美
術
院
は
、
東
京
美
術
学
校
を
追
わ
れ
た
天

心
を
慕
っ
た
、
横
山
大
観
、
下
村
観
山
、
菱
田
春
草
ら
が
集
っ
て
な
っ
た

私
立
の
機
関
で
あ
り
、
時
豚
臨
体
と
い
う
新
画
風
の
提
唱
者
も
、
ほ
か
な
ら

ぬ
天
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
日
本
画
の
革
命
」
が
、
こ
の
記
事
で
は
西
洋

画
と
の
「
奇
怪
な
る
握
手
」
と
評
さ
れ
、
そ
れ
は
「
つ
い
に
何
等
の
結
果

理念としてのアジア一一岡倉天心と東洋美術史の構想、そしてその顛末

を
も
賓
さ
な
ん
だ
」
の
み
な
ら
ず
、
「
日
本
画
は
滅
び
た
、
同
時
に
洋
画

も
滅
び
た
」
と
酷
評
さ
れ
る
。
か
か
る
実
験
が
「
惜
し
い
失
敗
」
に
終
わ

っ
た
の
も
「
当
然
で
あ
る
」
と
の
見
解
で
、
こ
の
記
事
は
締
め
く
く
ら
れ

て
い
る
(
肉
。
零
Q
5
5・
Z円
-
N
H
ω

一
戸
印
l
m
)
。

こ
の
中
傷
記
事
の
掲
載
は
当
然
、
編
集
長
、
瀧
精
一
の
認
可
な
く
し
て

は
不
可
能
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
瀧
自
身
が
こ
の
「
怪
文
書
」
を
執
筆
し

た
疑
い
も
濃
厚
と
な
る

(ω
巳
0
5
c∞
)
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ

は
、
『
国
華
』
が
そ
の
紙
面
を
使
っ
て
、
創
刊
者
た
る
岡
倉
天
心
を
公
の

場
所
で
否
認
し
よ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
意
図
的
な
振
る
舞
い
に
出
た
こ

と
を
、
は
っ
き
り
公
言
し
た
も
の
、
と
い
っ
て
構
わ
な
い
。
そ
れ
に
追
い

打
ち
を
か
け
た
の
が
、
ガ
ン
ダ

l
ラ
に
関
す
る
瀧
の
署
名
記
事
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
美
術
史
家
と
し
て
の
岡
倉
天
心
の
信
猿
性
そ
の
も
の
を
、
学
問

の
名
に
よ
っ
て
掘
り
崩
す
意
図
が
、
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
こ
ろ

か
ら
雑
誌
『
国
華
』
そ
の
も
の
も
、
徐
々
に
同
時
代
の
美
術
界
の
事
件
か

ら
は
関
心
を
薄
め
て
ゆ
き
、
次
第
に
美
術
作
品
鑑
定
の
た
め
の
最
も
権
威

あ
る
学
術
的
研
究
誌
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
て
ゆ
く
。
い
さ
さ
か
生
腫
い

話
だ
が
、
日
本
に
お
け
る
美
術
史
学
の
確
立
は
、
い
わ
ば
岡
倉
天
心
の
死

後
の
失
権
と
軌
を
一
に
し
て
進
行
し
て
い
っ
た
。

次
ぎ
に
建
築
史
へ
と
視
点
を
移
す
。
伊
東
忠
太
(
区
白
吋

1
5
2
)
は、

日
本
に
お
け
る
建
築
史
研
究
の
草
分
け
と
い
っ
て
よ
く
、
東
京
帝
国
大
学

の
工
学
部
建
築
学
科
の
創
立
期
の
ひ
と
り
、
そ
し
て
日
本
建
築
学
会
の
創

設
者
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
。
そ
の
伊
東
忠
太
は
、
一
九

O
O年
の
パ
リ
万

国
博
覧
会
に
際
し
て
、

h
J
恩
師
芝
、
ぬ
円
借
門
町
立
与
h
h
b
k
u
g
の
執
筆
に
参
画

す
る
。

E
・
ト
ロ
ン
ク
ワ
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
出
版
さ
れ
た
同
書

は
、
日
本
が
公
式
に
編
纂
し
た
最
初
の
『
日
本
美
術
史
』
。
総
責
任
者
は
、



博
覧
会
臨
時
事
務
局
事
務
官
長
、
林
忠
正
(
H∞
印ω
1
5
c
m
)、序
文
は
帝

・

議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
輩
へ
の
礼
は
失
し
な
い

室
博
物
館
館
長
、
九
鬼
隆
一
(
円
∞
印N
l
S
臼
)
の
執
筆
で
あ
り
、
岡
倉
覚
配
慮
を
し
な
が
ら
も
、
伊
東
忠
太
が
自
分
と
天
心
と
の
差
を
そ
れ
と
な
く

三
も
、
東
京
美
術
学
校
校
長
辞
任
事
件
と
の
関
連
で
職
責
を
離
れ
る
ま
で
陥
何
日
日
比
田
区
日
出
足
利
割
引
引
引

は
、
実
質
上
の
編
集
責
任
者
だ
っ
た
。
伊
東
は
こ
の
出
版
の
建
築
部
門
の
ち
の
一
九
一
六
年
、
前
述
の
仏
文
『
日
本
美
術
史
』
は
『
稿
本
日
本
帝
国

担
当
執
筆
者
と
し
て
、
天
心
に
協
力
し
て
い
た
(
注
2
)。
美
術
略
史
』
と
し
て
、
は
じ
め
て
日
本
語
で
一
般
に
公
刊
さ
れ
る
。
原
則

伊
東
は
学
部
卒
業
論
文
以
来
、
法
隆
寺
の
エ
ン
タ
シ
ス
や
建
築
様
式
と
し
て
も
と
も
と
の
日
本
語
原
稿
を
大
き
く
改
め
た
様
子
は
な
い
が
、
ひ

に
、
希
蝋
の
影
響
を
想
定
す
る
一
群
の
人
々
の
ひ
と
り
と
し
て
記
憶
さ
れ
と
っ
た
い
へ
ん
目
に
つ
く
改
編
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
日

て
い
る
。
一
九
O
二
年
に
は
中
国
東
北
部
に
旅
行
し
て
、
雲
商
の
石
窟
を
本
語
版
で
は
、
伊
東
の
責
任
執
筆
に
な
る
建
築
の
部
が
、
そ
れ
以
外
の
第

調
査
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
が
ガ
ン
ダ
l

ラ
に
影
響
を
与
一
部
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
別
個
だ
て
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一

え
、
そ
れ
が
東
漸
し
て
北
貌
様
式
の
仏
像
を
介
し
て
(
朝
鮮
半
島
経
緯
九

O
O
年
の
出
版
に
あ
っ
て
は
、
建
築
も
、
同
時
代
の
そ
れ
以
外
の
美

で
)
、
つ
い
に
は
日
本
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
、
と
の
認
識
を
新
た
に
し
術
・
装
飾
工
事
の
分
野
の
最
後
に
、
時
代
ご
と
に
分
け
て
配
列
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
経
路
は
、
当
時
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
唱
え
て
い
た
、
長
安
経
由
の
日
た
。
時
代
区
分
を
初
め
て
日
本
美
術
史
の
記
述
に
組
み
入
れ
た
の
は
天
心

本
東
漸
説
と
は
対
立
す
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
い
わ
ば
フ
ェ
ノ
ロ
サ
経
由
の
俗
流
へ

1

ゲ
ル
主
義
的
な
「
時
代
精

そ
の
伊
東
忠
太
は
、
天
心
の
肝
入
り
も
あ
っ
て
一
九
O
二
年
に
は
カ
ル
神
」
の
図
式
、
個
々
の
時
代
の
有
機
的
な
関
連
と
性
格
づ
け
と
が
、
こ
の

カ
ッ
タ
を
訪
ね
、
タ
ゴ
1

ル
兄
弟
と
も
接
触
し
て
い
る
が
、
天
心
に
つ
い
公
式
『
日
本
美
術
史
』
で
も
重
視
さ
れ
て
い
た
(
円
吉
S
E
E
5
3
[
畔
己
)
。

て
は
、
「
予
の
見
た
る
岡
倉
覚
三
氏
」
に
、
こ
ん
な
感
想
が
散
り
ば
め
ら
と
こ
ろ
が
、
伊
東
は
そ
う
し
た
天
心
の
構
想
に
は
っ
き
り
と
反
旗
を
翻

れ
て
い
る
。
「
氏
自
ら
も
世
間
も
氏
を
以
て
学
者
と
は
認
め
な
か
っ
た
様
し
、
建
築
史
を
ほ
か
の
分
野
か
ら
独
立
さ
せ
、
同
時
代
的
な
関
連
の
替
わ

で
あ
る
が
、
学
問
の
頗
る
該
博
で
あ
り
、
識
見
に
至
て
は
実
に
高
逼
で
あ
り
に
、
建
築
独
自
の
発
達
段
階
と
い
う
、
時
間
軸
に
沿
っ
た
縦
の
流
れ
を

っ
た
。
(
中
略
)
但
材
料
の
組
織
が
未
だ
科
学
的
に
整
て
居
ら
ぬ
様
に
思
優
先
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
に
至
る
ま
で
、
欧
米
諸
外
国
で
は
美
術

は
れ
る
が
、
勿
論
こ
れ
は
追
ひ
追
ひ
大
成
せ
ら
れ
る
成
案
が
有
た
の
で
あ
史
と
建
築
史
と
は
隣
接
し
た
学
科
で
あ
る
の
に
、
日
本
で
は
、
両
者
は
出

ら
う
。
(
中
略
)
要
す
る
に
氏
の
学
問
は
所
謂
学
究
的
で
は
な
い
。
微
に
発
点
か
ら
文
学
部
美
術
史
学
科
と
工
学
部
建
築
学
科
と
に
分
離
し
て
い

亙
り
、
細
部
に
入
り
考
証
三
昧
に
憂
身
を
婁
す
る
流
で
は
無
い
。
只
紛
々
る
。
そ
の
分
離
を
、
日
本
に
お
け
る
準
公
式
の
美
術
史
記
述
に
お
い
て
も

た
る
事
物
を
総
合
し
て
大
綱
を
組
織
す
る
と
云
ふ
造
り
方
で
あ
る
」
云
々
認
知
さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
建
築
史
の
分
離
・
独
立
宣
言
が
、
こ
こ
で

2
0
巴
ロ
コ
J

伊
東
に
よ
っ
て
、
明
確
に
自
分
の
名
前
を
刻
み
こ
む
形
で
な
さ
れ
た
、
と

n

東
忠
太
自
身
が
、
は
た
し
て
「
学
究
的
」
と
認
め
得
る
か
否
か
は
、
見
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。

po 

博
覧
会
臨
時
事
務
局
事
務
官
長
、
林
忠
正

(H
∞印
ω
1
5
0
5
、
序
文
は
帝
・
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
輩
へ
の
礼
は
失
し
な
い

室
博
物
館
館
長
、
九
鬼
隆
一
(
日
∞
印
N
1
5
ω
H
)

の
執
筆
で
あ
り
、
岡
倉
覚
配
慮
を
し
な
が
ら
も
、
伊
東
忠
太
が
自
分
と
天
心
と
の
差
を
そ
れ
と
な
く

三
も
、
東
京
美
術
学
校
校
長
辞
任
事
件
と
の
関
連
で
職
責
を
離
れ
る
ま
で
旬
月
以

w
h陪
惇
は
h
h引
制
割
引
引
引

は
、
実
質
上
の
編
集
責
任
者
だ
っ
た
。
伊
東
は
こ
の
出
版
の
建
築
部
門
の
ち
の
一
九
一
六
年
、
前
述
の
仏
文
『
日
本
美
術
史
』
は
『
稿
本
日
本
帝
国

担
当
執
筆
者
と
し
て
、
天
心
に
協
力
し
て
い
た
(
注
2
)
。

美

術

略

史

』

と

し

て

、

は

じ

め

て

日

本

語

で

一

般

に

公

刊

さ

れ

る

。

原

則

伊
東
は
学
部
卒
業
論
文
以
来
、
法
隆
寺
の
エ
ン
タ
シ
ス
や
建
築
様
式
と
し
て
も
と
も
と
の
日
本
語
原
稿
を
大
き
く
改
め
た
様
子
は
な
い
が
、
ひ

に
、
希
蹴
の
影
響
を
想
定
す
る
一
群
の
人
々
の
ひ
と
り
と
し
て
記
憶
さ
れ
と
っ
た
い
へ
ん
目
に
つ
く
改
編
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
日

て
い
る
。
一
九

O
二
年
に
は
中
国
東
北
部
に
旅
行
し
て
、
雲
闘
の
石
窟
を
本
語
版
で
は
、
伊
東
の
責
任
執
筆
に
な
る
建
築
の
部
が
、
そ
れ
以
外
の
第

調
査
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
が
ガ
ン
ダ

l
ラ
に
影
響
を
与
一
部
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
別
個
だ
て
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一

え
、
そ
れ
が
東
漸
し
て
北
貌
様
式
の
仏
像
を
介
し
て
(
朝
鮮
半
島
経
緯
九

O
O年
の
出
版
に
あ
っ
て
は
、
建
築
も
、
同
時
代
の
そ
れ
以
外
の
美

で
)
、
つ
い
に
は
日
本
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
、
と
の
認
識
を
新
た
に
し
術
・
装
飾
工
事
の
分
野
の
最
後
に
、
時
代
ご
と
に
分
け
て
配
列
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
経
路
は
、
当
時
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
唱
え
て
い
た
、
長
安
経
由
の
日
た
。
時
代
区
分
を
初
め
て
日
本
美
術
史
の
記
述
に
組
み
入
れ
た
の
は
天
心

本

東

漸

説

と

は

対

立

す

る

も

の

だ

っ

た

。

だ

が

、

い

わ

ば

フ

ェ

ノ

ロ

サ

経

由

の

俗

流

へ

!

ゲ

ル

主

義

的

な

「

時

代

精

そ
の
伊
東
忠
太
は
、
天
心
の
肝
入
り
も
あ
っ
て
一
九

O
二
年
に
は
カ
ル
神
」
の
図
式
、
個
々
の
時
代
の
有
機
的
な
関
連
と
性
格
づ
け
と
が
、
こ
の

カ
ッ
タ
を
訪
ね
、
タ
ゴ

l
ル
兄
弟
と
も
接
触
し
て
い
る
が
、
天
心
に
つ
い
公
式
『
日
本
美
術
史
』
で
も
重
視
さ
れ
て
い
た
(
百
ロ
g
E
E
5
3
[畔
己
)
。

て
は
、
「
予
の
見
た
る
岡
倉
覚
三
氏
」
に
、
こ
ん
な
感
想
が
散
り
ば
め
ら
と
こ
ろ
が
、
伊
東
は
そ
う
し
た
天
心
の
構
想
に
は
っ
き
り
と
反
旗
を
翻

れ
て
い
る
。
「
氏
自
ら
も
世
間
も
氏
を
以
て
学
者
と
は
認
め
な
か
っ
た
様
し
、
建
築
史
を
ほ
か
の
分
野
か
ら
独
立
さ
せ
、
同
時
代
的
な
関
連
の
替
わ

で
あ
る
が
、
学
問
の
頗
る
該
博
で
あ
り
、
識
見
に
至
て
は
実
に
高
逼
で
あ
り
に
、
建
築
独
自
の
発
達
段
階
と
い
う
、
時
間
軸
に
沿
っ
た
縦
の
流
れ
を

っ
た
。
(
中
略
)
但
材
料
の
組
織
が
未
だ
科
学
的
に
整
て
居
ら
ぬ
様
に
思
優
先
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
に
至
る
ま
で
、
欧
米
諸
外
国
で
は
美
術

は
れ
る
が
、
勿
論
こ
れ
は
追
ひ
追
ひ
大
成
せ
ら
れ
る
成
案
が
有
た
の
で
あ
史
と
建
築
史
と
は
隣
接
し
た
学
科
で
あ
る
の
に
、
日
本
で
は
、
両
者
は
出

ら
う
。
(
中
略
)
要
す
る
に
氏
の
学
問
は
所
謂
学
究
的
で
は
な
い
。
微
に
発
点
か
ら
文
学
部
美
術
史
学
科
と
工
学
部
建
築
学
科
と
に
分
離
し
て
い

亙
り
、
細
部
に
入
り
考
証
三
昧
に
憂
身
を
婁
す
る
流
で
は
無
い
。
只
紛
々
る
。
そ
の
分
離
を
、
日
本
に
お
け
る
準
公
式
の
美
術
史
記
述
に
お
い
て
も

た
る
事
物
を
総
合
し
て
大
綱
を
組
織
す
る
と
云
ふ
造
り
方
で
あ
る
」
云
々
認
知
さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
建
築
史
の
分
離
・
独
立
宣
言
が
、
こ
こ
で

(ロ
0
5ロ)。
J

伊
東
に
よ
っ
て
、
明
確
に
自
分
の
名
前
を
刻
み
こ
む
形
で
な
さ
れ
た
、
と

n
伊
東
忠
太
自
身
が
、
は
た
し
て
「
学
究
的
」
と
認
め
得
る
か
否
か
は
、
見
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。

po 



最
後
に
東
洋
美
術
史
の
分
野
に
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
当
然
言
及
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
大
村
西
崖

(
H∞∞
∞l
H
U
N吋
)
。
か
つ
て
は
天
心

の
忠
実
な
部
下
で
あ
っ
た
西
崖
は
、
福
地
復
一

(
H∞
∞N
1
5
0
也
)
ら
の
画

策
に
よ
る
東
京
美
術
学
校
か
ら
の
天
心
追
放
ご
八
九
八
)
で
は
福
地
陣

営
に
就
い
て
、
美
術
学
校
に
残
る
(
ペ
o
島
区
内
H
5
2

一
H
U
E
)。
そ
の
生

徒
監
な
ど
も
歴
任
す
る
西
崖
は
、
一
八
九
九
年
か
ら
一
九
O
八
年
に
お
よ

ぶ
『
審
美
大
観
』
全
二
十
巻
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
の
に
続
い
て
、
一
九

O

八
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
は
、
今
度
は
お
な
じ
審
美
書
院
刊
行
の
『
東

洋
美
術
大
観
』
十
五
巻
の
編
纂
主
幹
を
勤
め
上
げ
る
。
膨
大
な
数
の
コ
ロ

タ
イ
プ
版
白
黒
写
真
に
、
木
版
多
色
刷
り
に
よ
る
高
品
質
の
図
版
を
添
え

た
、
文
字
通
り
記
念
碑
的
な
規
模
の
出
版
は
、
日
本
に
お
け
る
東
洋
美
術

研
究
の
水
準
を
誇
示
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
東
洋
美
術
史
研
究
に
お
い
て

扱
う
べ
き
作
品
の
大
要
を
決
定
し
た
限
り
で
、
今
日
に
至
る
影
響
力
を
発

揮
し
て
い
る

(
E
c
g
r包
O
H
S
∞
)
。

ま
た
東
洋
学
者
と
し
て
も
、
大
村
西
崖
の
名
声
は
ほ
と
ん
ど
伝
説
的
と

い
っ
て
よ
い
。
『
支
那
美
術
彫
塑
編
」
(
H
2印
)
は
古
典
と
し
て
今
に
名
を

残
す
。
瀧
精
一
の
嫉
妬
ゆ
え
か
、
博
士
号
授
与
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ

た
、
と
の
風
説
を
矢
代
幸
雄
は
伝
え
る
が
(
ペ
g
E
5
5
2
)
、
こ
の
一

件
に
か
え
っ
て
発
奮
し
た
も
の
か
、
西
崖
は
つ
い
で
五
巻
か
ら
な
る
『
密

教
発
達
志
』
(
5
5
)を
中
文
で
執
筆
し
、
学
士
院
貨
を
授
与
さ
れ
る
。

晩
年
の
『
東
洋
美
術
史
』
(
S
N印
)
は
、
「
東
洋
」
と
い
っ
て
も
中
国
に
比

重
が
傾
く
が
、
『
中
国
美
術
小
史
』
『
文
人
画
の
復
興
』
な
ど
は
中
文
訳
も

出
版
さ
れ
、
中
国
本
土
の
学
者
か
ら
も
引
用
さ
れ
て
、
西
崖
自
身
、
面
白

を
施
し
た
と
い
う
。
そ
の
著
述
は
体
裁
を
変
え
て
、
戦
後
に
至
る
ま
で
、

も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
教
科
書
、
参
考
書
と
し
て
の
評
価
を
失
わ
ず
、
版

理念としてのアジア一一岡倉天心と東洋美術史の構想、そしてその顛末

を
重
ね
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
と
作
品
情
報
の
集
積
と
管
理
に
関
し
て
い

え
ば
、
大
村
西
崖
の
生
涯
を
か
け
た
業
績
|
|
そ
し
て
そ
れ
に
代
表
さ
れ

る
戦
前
期
の
学
的
進
歩
ー
ー
が
、
先
駆
者
、
天
心
の
仕
事
を
ま
っ
た
く
時

代
遅
れ
の
も
の
へ
と
押
し
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
否
定
し
が
た
い

(
同
町E
5
5
ω
ω
)。

6 

天
心
に
続
く
世
代
の
出
現
と
と
も
に
、
東
洋
美
術
史
と
い
う
枠
組
み
は

学
問
分
野
と
し
て
認
知
さ
れ
、
天
心
の
業
績
は
、
い
わ
ば
体
よ
く
や
っ
か

い
ば
ら
い
さ
れ
る
有
り
様
と
な
っ
た
。
グl
ハ
H

タ
ク
ル
タ
が
イ
ン
ド
、

べ
ン
ガ
ル
の
文
脈
で
適
切
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
ス
ワ
デ
シ
運
動
は
ハ

ヴ
ェ
ル
や
そ
の
同
世
代
に
、
な
に
が
し
か
の
力
と
反
響
と
を
与
え
た
が
、

そ
れ
ら
は
美
術
史
と
い
う
学
問
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
お
い
て
は
、
も
は
や
わ

ず
か
な
科
学
的
有
効
性
を
発
揮
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
」
(
の
吾
ω
・

叫
d
m
r
R
g
z
u
N

一
広
ω
)。
こ
の
指
摘
は
、
当
の
ス
ワ
デ
シ
運
動
と
も
係

り
の
あ
っ
た
、
日
本
の
岡
倉
天
心
に
も
ま
た
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
は
グ

l

ハ
H

タ
ク
ル
タ
は
指
摘
し
て
い
な
い
こ
と
だ

が
、
日
本
に
お
け
る
東
洋
美
術
研
究
で
は
、
大
村
西
崖
か
ら
瀧
精
一
に
い

た
る
世
代
が
、
イ
ン
ド
美
術
研
究
に
お
け
る
ア
ナ
ン
ダ
・
ク
l

マ
ラ
ス
ワ

l

ミ

l

に
代
表
さ
れ
る
学
究
た
ち
と
類
比
で
き
る
よ
う
な
役
割
を
担
っ

た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ス
ワ
デ
シ
国
民
運
動
の
退
潮
と
と
も
に
、
ク
ー

マ
ラ
ス
ワ

l

ミ

l

は
理
想
主
義
的
・
観
念
論
的
な
イ
ン
ド
美
術
本
質
論
か

ら
は
徐
々
に
離
れ
る
。
天
心
の
死
後
三
年
を
経
た
一
九
一
六
年
、
ボ
ス
ト

ン
美
術
館
に
設
け
ら
れ
た
東
洋
部
イ
ン
ド
部
門
の
責
任
者
に
着
任
し
て
以

来
、
北
米
に
移
住
し
た
クl
マ
ラ
ス
ワ

l

ミ

l

は
、
そ
の
後
半
生
を
、
イ

最
後
に
東
洋
美
術
史
の
分
野
に
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
当
然
言
及
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
大
村
西
崖

(H
∞∞∞
l
H
U
N
寸
)
。
か
つ
て
は
天
心

の
忠
実
な
部
下
で
あ
っ
た
西
崖
は
、
福
地
復
一

(
H

∞∞

N
1
5
3
)
ら
の
画

策
に
よ
る
東
京
美
術
学
校
か
ら
の
天
心
追
放
ご
八
九
八
)
で
は
福
地
陣

営
に
就
い
て
、
美
術
学
校
に
残
る
(
ペ

g
E含一

5
2
一HU
宏
)
。
そ
の
生

徒
監
な
ど
も
歴
任
す
る
西
崖
は
、
一
八
九
九
年
か
ら
一
九

O
八
年
に
お
よ

ぶ
『
審
美
大
観
』
全
二
十
巻
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
の
に
続
い
て
、
一
九

O

八
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
は
、
今
度
は
お
な
じ
審
美
書
院
刊
行
の
『
東

洋
美
術
大
観
』
十
五
巻
の
編
纂
主
幹
を
勤
め
上
げ
る
。
膨
大
な
数
の
コ
ロ

タ
イ
プ
版
白
黒
写
真
に
、
木
版
多
色
刷
り
に
よ
る
高
品
質
の
図
版
を
添
え

た
、
文
字
通
り
記
念
碑
的
な
規
模
の
出
版
は
、
日
本
に
お
け
る
東
洋
美
術

研
究
の
水
準
を
誇
示
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
東
洋
美
術
史
研
究
に
お
い
て

扱
う
べ
き
作
品
の
大
要
を
決
定
し
た
限
り
で
、
今
日
に
至
る
影
響
力
を
発

揮
し
て
い
る
(
富
三
巴
S
己
O
H
匂∞∞)。

ま
た
東
洋
学
者
と
し
て
も
、
大
村
西
崖
の
名
声
は
ほ
と
ん
ど
伝
説
的
と

い
っ
て
よ
い
。
『
支
那
美
術
彫
塑
編
』

(
H
U
E
)
は
古
典
と
し
て
今
に
名
を

残
す
。
瀧
精
一
の
嫉
妬
ゆ
え
か
、
博
士
号
授
与
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ

た
、
と
の
風
説
を
矢
代
幸
雄
は
伝
え
る
が
(
ペ

g
E
5
5
2
)
、
こ
の
一

件
に
か
え
っ
て
発
奮
し
た
も
の
か
、
西
崖
は
つ
い
で
五
巻
か
ら
な
る
『
密

教
発
達
志
』

(
5
5
)
を
中
文
で
執
筆
し
、
学
士
院
賞
を
授
与
さ
れ
る
。

晩
年
の
『
東
洋
美
術
史
』

(5N日
)
は
、
「
東
洋
」
と
い
っ
て
も
中
国
に
比

重
が
傾
く
が
、
『
中
国
美
術
小
史
』
『
文
人
画
の
復
興
』
な
ど
は
中
文
訳
も

出
版
さ
れ
、
中
国
本
土
の
学
者
か
ら
も
引
用
さ
れ
て
、
西
崖
自
身
、
面
白

を
施
し
た
と
い
う
。
そ
の
著
述
は
体
裁
を
変
え
て
、
戦
後
に
至
る
ま
で
、

も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
教
科
書
、
参
考
書
と
し
て
の
評
価
を
失
わ
ず
、
版

理念としてのアジア一一岡倉天心と東洋美術史の構想、そしてその顛末

を
重
ね
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
と
作
品
情
報
の
集
積
と
管
理
に
関
し
て
い

え
ば
、
大
村
西
崖
の
生
涯
を
か
け
た
業
績
|
|
そ
し
て
そ
れ
に
代
表
さ
れ

る
戦
前
期
の
学
的
進
歩
ー
ー
が
、
先
駆
者
、
天
心
の
仕
事
を
ま
っ
た
く
時

代
遅
れ
の
も
の
へ
と
押
し
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
否
定
し
が
た
い

(
同
町

E吋
0
5
ω
ω
)
。
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天
心
に
続
く
世
代
の
出
現
と
と
も
に
、
東
洋
美
術
史
と
い
う
枠
組
み
は

学
問
分
野
と
し
て
認
知
さ
れ
、
天
心
の
業
績
は
、
い
わ
ば
体
よ
く
や
っ
か

い
ば
ら
い
さ
れ
る
有
り
様
と
な
っ
た
。
グ

l
ハ
H

タ
ク
ル
タ
が
イ
ン
ド
、

ベ
ン
ガ
ル
の
文
脈
で
適
切
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
ス
ワ
デ
シ
運
動
は
ハ

ヴ
ェ
ル
や
そ
の
同
世
代
に
、
な
に
が
し
か
の
力
と
反
響
と
を
与
え
た
が
、

そ
れ
ら
は
美
術
史
と
い
う
学
問
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
お
い
て
は
、
も
は
や
わ

ず
か
な
科
学
的
有
効
性
を
発
揮
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
」
(
の
吾
m
ヤ

吋
y
m
-
2
2
ω
Z
U
N
一
広
ω)
。
こ
の
指
摘
は
、
当
の
ス
ワ
デ
シ
運
動
と
も
係

り
の
あ
っ
た
、
日
本
の
岡
倉
天
心
に
も
ま
た
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
は
グ

l
ハ
H

タ
ク
ル
タ
は
指
摘
し
て
い
な
い
こ
と
だ

が
、
日
本
に
お
け
る
東
洋
美
術
研
究
で
は
、
大
村
西
崖
か
ら
瀧
精
一
に
い

た
る
世
代
が
、
イ
ン
ド
美
術
研
究
に
お
け
る
ア
ナ
ン
ダ
・
ク

l
マ
ラ
ス
ワ

i
ミ
l
に
代
表
さ
れ
る
学
究
た
ち
と
類
比
で
き
る
よ
う
な
役
割
を
担
っ

た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ス
ワ
デ
シ
国
民
運
動
の
退
潮
と
と
も
に
、
ク
ー

マ
ラ
ス
ワ

i
ミ
l
は
理
想
主
義
的
・
観
念
論
的
な
イ
ン
ド
美
術
本
質
論
か

ら
は
徐
々
に
離
れ
る
。
天
心
の
死
後
三
年
を
経
た
一
九
一
六
年
、
ボ
ス
ト

ン
美
術
館
に
設
け
ら
れ
た
東
洋
部
イ
ン
ド
部
門
の
責
任
者
に
着
任
し
て
以

来
、
北
米
に
移
住
し
た
ク

l
マ
ラ
ス
ワ

l
ミ
l
は
、
そ
の
後
半
生
を
、
イ
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ン
ド
美
術
史
に
関
す
る
膨
大
な
作
品
目
録
の
編
纂
や
、
詳
細
な
研
究
蓄
の

執
筆
に
捧
げ
る
G

ク

l

マ
ラ
ス
ワ
!
ミ
ー
か
ら
そ
の
著
作
を
贈
ら
れ
た
岡

倉
天
心
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
の
面
会
を
所
望
し
た
書
簡
一
通
の
ほ
か
は
、
現

在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
両
者
の
交
流
に
つ
い
て
の
資
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な

い
様
様
で
あ
る
。
だ
が
、
ク
l

マ
ラ
ス
ワ

l

ミ

l

の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
赴

任
の
裏
に
、
天
心
の
遺
志
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
的
外
れ
な
推
測
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
大
著
『
イ
ン
ド
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
警
術
史
』
(
戸

U
M寸
)
を
は

じ
め
と
す
る
ク

l

マ
ラ
ス
ワ

l
ミ

l

の
著
述
は
、
イ
ン
ド
で
著
作
集
と
し

て
出
版
さ
れ
、
そ
の
幾
つ
か
は
、
現
在
な
お
北
米
の
大
学
の
美
術
史
や
宗

教
学
講
座
で
、
必
読
の
入
門
書
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。

翻
っ
て
、
岡
倉
天
心
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
美
術
院
は
近

年
、
設
立
百
周
年
を
祝
い
、
膨
大
な
『
日
本
美
術
院
百
年
史
』
を
発
刊
し

た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
美
術
史
研
究
の
専
門
家
の
世
界
で
は
、
天
心
の

名
前
に
言
及
の
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
稀
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
田

中
日
佐
夫
氏
は
、
学
問
分
野
と
し
て
の
美
術
史
学
を
批
判
的
に
評
定
し
た

発
表

(
H，

M
H
3
5
5
S
)
で
、
日
本
の
美
術
史
学
が
、
天
心
の
志
の
う

ち
、
ふ
た
つ
の
点
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
、
美
術
史
学
が
文
化
財
指
定
の
科
学
的
鑑
定
や
、
財
産
目
録

編
纂
に
自
己
目
的
を
設
定
し
た
結
果
、
作
品
研
究
が
個
別
的
と
な
り
、
作

品
創
造
や
作
品
受
容
の
社
会
的
環
境
、
歴
史
的
環
境
へ
の
考
慮
が
疎
か
に

さ
れ
て
き
た
こ
と
。
ふ
た
つ
め
に
、
科
学
的
な
調
査
機
材
の
活
用
が
、
研

究
助
成
金
獲
得
上
の
有
利
さ
な
ど
も
あ
っ
て
奨
励
さ
れ
た
た
め
か
、
エ
ッ

ク
ス
線
分
析
、
紫
外
線
・
赤
外
線
写
真
撮
影
、
さ
ら
に
は
三
次
元
立
体
解

析
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
な
ど
と
い
っ
た
技
術
偏
重
が

急
速
に
進
み
、
そ
の
陰
で
、
警
術
受
容
、
警
術
鑑
賞
の
心
理
的
側
面
、
す な

わ
ち
作
品
に
(
超
)
歴
史
的
な
生
命
を
与
え
る
条
件
へ
の
配
慮
と
い
つ

ぶ
た
面
が
軽
視
さ
れ
た
こ
と
。

こ
の
第
二
の
点
に
関
し
て
は
、
田
中
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
心
理
学
の

学
祖
で
も
あ
る
松
本
亦
太
郎
の
方
法
論
を
喚
起
し
て
い
る
が
、
思
え
ば
こ

の
側
面
こ
そ
、
天
心
が
『
茶
の
本
』
を
通
じ
て
英
文
で
詳
細
に
説
明
を
試

み
た
、
東
洋
塾
術
の
賞
翫
の
本
質
で
は
な
か
っ
た
か
。
果
た
し
て
博
物
館

や
美
術
館
の
無
機
質
の
陳
列
ケ
l

ス
の
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
側
に
、
作
品
を

手
に
触
れ
得
ぬ
存
在
と
し
て
隔
離
す
る
こ
と
が
、
作
品
鑑
賞
の
王
道
な
の

か
。
天
心
の
晩
年
以
降
、
こ
の
疑
問
に
答
え
た
の
は
、
鈍
翁
こ
と
益
田
孝

(
戸
∞
品
∞
1
5
ω
∞
)
は
じ
め
、
幾
多
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
、

近
代
日
本
の
茶
人
た
ち
だ
っ
た
(
注
3
)。
だ
が
、
今
日
の
日
本
の
大
学

の
、
美
学
教
室
は
い
ざ
知
ら
ず
、
美
術
史
教
室
で
、
『
茶
の
本
』
が
作
品

分
析
・
鑑
賞
の
教
科
書
に
指
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
話
は
、
寡
聞
に

L

て
聞
か
な
い
(
実
例
が
あ
れ
ば
、
是
非
と
も
ご
報
告
を
拝
聴
し
た
い
)
。

n
6
 

7 

本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
オ
ン
(
戸
∞
∞Hl

z
お
)
か
ら
、
ひ
と
つ
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
一
節
を
引
用
を
し
て

お
き
た
い
。
『
形
の
生
命
』
(
H
U
ω
品
)
ほ
か
で
有
名
な
フ
ォ
シ
オ
ン
は
、
両

大
戦
聞
に
、
パ
リ
・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
美
術
史
講
座
を
主
催
し
、
世
界

的
権
威
の
名
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
た
美
術
史
家
だ
。
そ
の
か
れ
が
、
一
九

二
五
年
に
自
著
『
北
驚
』
(
初
版S
E
)
の
第
二
版
に
添
え
た
、
序
文
の

一
節
で
あ
る
。
『
北
極
刷
』
は
、
十
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
趣
味
に

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
便
乗
し
て
、
北
驚
を
も
っ
て
、
日
本
美
術
は
お
ろ
か
、

東
洋
美
術
の
最
高
位
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
書
物
だ
っ
た
。
二0
年
代

ン
ド
美
術
史
に
関
す
る
膨
大
な
作
品
目
録
の
編
纂
や
、
詳
細
な
研
究
蓄
の

執
筆
に
捧
げ
る

G

ク
l
マ
ラ
ス
ワ
|
ミ
ー
か
ら
そ
の
著
作
を
贈
ら
れ
た
岡

倉
天
心
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
の
面
会
を
所
望
し
た
書
簡
一
通
の
ほ
か
は
、
現

在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
両
者
の
交
流
に
つ
い
て
の
資
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な

い
模
様
で
あ
る
。
だ
が
、
ク

l
マ
ラ
ス
ワ

l
ミ
!
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
赴

任
の
裏
に
、
天
心
の
遺
志
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
的
外
れ
な
推
測
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
大
著
『
イ
ン
ド
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
塾
術
史
』

(
S
N斗
)
を
は

じ
め
と
す
る
ク

l
マ
ラ
ス
ワ

l
ミ
l
の
著
述
は
、
イ
ン
ド
で
著
作
集
と
し

て
出
版
さ
れ
、
そ
の
幾
つ
か
は
、
現
在
な
お
北
米
の
大
学
の
美
術
史
や
宗

教
学
講
座
で
、
必
読
の
入
門
書
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。

翻
っ
て
、
岡
倉
天
心
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
美
術
院
は
近

年
、
設
立
百
周
年
を
祝
い
、
膨
大
な
『
日
本
美
術
院
百
年
史
』
を
発
刊
し

た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
美
術
史
研
究
の
専
門
家
の
世
界
で
は
、
天
心
の

名
前
に
言
及
の
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
稀
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
田

中
日
佐
夫
氏
は
、
学
問
分
野
と
し
て
の
美
術
史
学
を
批
判
的
に
評
定
し
た

発
表
(
吋
m
w
g
E
H
U
U
N
)

で
、
日
本
の
美
術
史
学
が
、
天
心
の
志
の
う

ち
、
ふ
た
つ
の
点
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
、
美
術
史
学
が
文
化
財
指
定
の
科
学
的
鑑
定
や
、
財
産
目
録

編
纂
に
自
己
目
的
を
設
定
し
た
結
果
、
作
品
研
究
が
個
別
的
と
な
り
、
作

品
創
造
や
作
品
受
容
の
社
会
的
環
境
、
歴
史
的
環
境
へ
の
考
慮
が
疎
か
に

さ
れ
て
き
た
こ
と
。
ふ
た
つ
め
に
、
科
学
的
な
調
査
機
材
の
活
用
が
、
研

究
助
成
金
獲
得
上
の
有
利
さ
な
ど
も
あ
っ
て
奨
励
さ
れ
た
た
め
か
、
エ
ッ

ク
ス
線
分
析
、
紫
外
線
・
赤
外
線
写
真
撮
影
、
さ
ら
に
は
三
次
元
立
体
解

析
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
な
ど
と
い
っ
た
技
術
偏
重
が

急
速
に
進
み
、
そ
の
陰
で
、
警
術
受
容
、
警
術
鑑
賞
の
心
理
的
側
面
、
す

な
わ
ち
作
品
に
(
超
)
歴
史
的
な
生
命
を
与
え
る
条
件
へ
の
配
慮
と
い
っ

ゴ
た
面
が
軽
視
さ
れ
た
こ
と
。

こ
の
第
二
の
点
に
関
し
て
は
、
田
中
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
心
理
学
の

学
祖
で
も
あ
る
松
本
亦
太
郎
の
方
法
論
を
喚
起
し
て
い
る
が
、
思
え
ば
こ

の
側
面
こ
そ
、
天
心
が
『
茶
の
本
』
を
通
じ
て
英
文
で
詳
細
に
説
明
を
試

み
た
、
東
洋
琴
術
の
賞
翫
の
本
質
で
は
な
か
っ
た
か
。
果
た
し
て
博
物
館

や
美
術
館
の
無
機
質
の
陳
列
ケ

l
ス
の
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
側
に
、
作
品
を

手
に
触
れ
得
ぬ
存
在
と
し
て
隔
離
す
る
こ
と
が
、
作
品
鑑
賞
の
王
道
な
の

か
。
天
心
の
晩
年
以
降
、
こ
の
疑
問
に
答
え
た
の
は
、
鈍
翁
こ
と
益
田
孝

(
戸
∞
品
∞
1
5
ω
∞
)
は
じ
め
、
幾
多
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
、

近
代
日
本
の
茶
人
た
ち
だ
っ
た
(
注
3
)
。
だ
が
、
今
日
の
日
本
の
大
学

の
、
美
学
教
室
は
い
ざ
知
ら
ず
、
美
術
史
教
室
で
、
『
茶
の
本
』
が
作
品

分
析
・
鑑
賞
の
教
科
書
に
指
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
話
は
、
寡
聞
に

し
て
聞
か
な
い
(
実
例
が
あ
れ
ば
、
是
非
と
も
ご
報
告
を
拝
聴
し
た
い
)
。
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本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
オ
ン
(
戸
∞
∞
H
I
-

-
u
お
)
か
ら
、
ひ
と
つ
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
一
節
を
引
用
を
し
て

お
き
た
い
。
『
形
の
生
命
』

(
H
U
ω

品
)
ほ
か
で
有
名
な
フ
ォ
シ
オ
ン
は
、
両

大
戦
聞
に
、
パ
リ
・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
美
術
史
講
座
を
主
催
し
、
世
界

的
権
威
の
名
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
た
美
術
史
家
だ
。
そ
の
か
れ
が
、
一
九

二
五
年
に
自
著
『
北
青
』
(
初
版

S
E
)
の
第
二
版
に
添
え
た
、
序
文
の

一
節
で
あ
る
。
『
北
驚
』
は
、
十
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
趣
味
に

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
便
乗
し
て
、
北
驚
を
も
っ
て
、
日
本
美
術
は
お
ろ
か
、

東
洋
美
術
の
最
高
位
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
書
物
だ
っ
た
。
二

0
年
代



中
頃
の
今
に
し
て
み
れ
ば
、
い
さ
さ
か
な
ら
ず
軽
率
と
の
詩
り
を
免
れ
ぬ

こ
の
か
つ
て
の
自
分
の
判
断
。
そ
れ
を
、
日
本
や
(
ザ
イ
ド
リ
ッ
ツ
ら
)

欧
米
の
学
者
た
ち
か
ら
の
反
論
に
対
抗
し
て
、
あ
え
て
正
当
化
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
ん
な
立
場
に
、
あ
る
い
は
フ
ォ
シ
オ
ン
は
立
た
さ
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
極
め
て
政
治
的
と
い
っ
て
も
よ
い
下

心
が
、
こ
の
フ
ォ
シ
オ
ン
の
序
文
の
裏
に
は
匂
っ
て
も
く
る
(
注
4
)。

「
ア
ジ
ア
中
の
哲
学
者
た
ち
、
詩
人
た
ち
、
警
術
家
た
ち
の
作
品
か
ら
、

日
本
人
オ
カ
ク
ラ
は
、
お
そ
ら
く
は
架
空
の
も
の
だ
が
、
構
造
と
し
て
天

才
的
な
、
ひ
と
つ
の
連
続
性

(
5
0
8
コ
江
口
三
広
・3
5
・m
門
3
2
2
Z
P

B
ω
2
m
m
E
m
-
8
5
5
0
ω
門2
2

ロ
円
。
)
を
扶
り
だ
し
た
。
そ
れ
は
共
通
の

遺
産
、
有
機
的
な
思
考
の
連
続
性
と
い
う
べ
く
、
自
ら
の
美
徳
を
し
っ
か

り
と
保
持
し
、
常
に
緊
張
し
た
[
ア
ジ
ア
]
人
種
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ

た
、
あ
の
ひ
と
つ
の
大
陸
の
愛
国
心
と
い
う
べ
き
も
の
だ
」

Q
R
{
=
oロ

H
U
N印
一
口
{
)
。

「
お
そ
ら
く
は
架
空
の
も
の
だ
が
、
構
造
と
し
て
天
才
的
」
な
、
と
ブ

ォ
シ
オ
ン
が
評
す
る
「
ア
ジ
ア
は
ひ
と
つ
」
と
い
う
理
念
、
あ
る
い
は
理

想
。
そ
こ
に
は
、
天
心
・
岡
倉
党
三
の
思
索
者
、
見
者
(
〈
0
3
2
門
)
と

し
て
の
射
程
の
ほ
ど
と
と
も
に

、

そ
の
か
れ
が
、
没
後
、
東
洋
美
術
史
研

究
と
い
う
、
か
れ
自
身
が
そ
の
礎
を
築
い
た
は
ず
の
領
域
か
ら
、
な
か
ば

意
図
的
に
排
斥
さ
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
が
、
見
事
に
言
い
当
て
ら
れ
て
い

る
。
ひ
と
つ
の
制
度
が
制
度
と
し
て
自
律
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
創
出
の

責
任
者
を
抹
消
す
る
必
袈
が
あ
る
。
そ
の
不
可
欠
の
「
見
え
ざ
る
媒
介

者
」
(
N
M
o
r
5
2…
Z
ω
・
切
0
5
三
一2
5
2

一
戸
∞
)
こ
そ
、
歴
史
が
天

心
に
与
え
た
役
割
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
ひ
と
つ
の
ア
ジ
ア
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
架
空
」
の
合
言
葉
に
よ
っ

理念としてのアジア一一一岡倉天心と東洋美術史の構想、そしてその顛末

て
、
天
心
は
強
引
に
も
、
東
洋
美
術
史
研
究
と
い
う
領
分
を
。
担
造
。

し
、
そ
の
発
端
を
こ
じ
あ
げ
た
。
だ
が
「
東
洋
美
術
」
な
る
空
虚
に
し
て

虚
構
の
観
念
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
は
(
実
際
に
そ
の
研
究
に
従
事
す
る
専

門
家
集
団
や
博
物
館
の
「
東
洋
部
」
な
る
分
類
範
隠
と
し
て
て
も
は
や

抹
消
で
き
ず
、
取
り
返
し
も
つ
か
ぬ
実
体
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た

(
注5
)。
そ
う
し
た
罪
深
い
「
創
出
」
の
罪
を
な
す
り
付
け
る
に
最
適
な

存
在
こ
そ
が
、
天
心
だ
っ
た
。
あ
た
か
も
そ
の
創
出
者
の
影
が
、
こ
の
先

幽
霊
の
よ
う
に
舞
い
戻
り
は
し
な
い
か
、
と
恐
れ
る
が
ご
と
く
、
日
本
に

お
け
る
東
洋
美
術
史
研
究
は
、
大
村
西
崖
か
ら
瀧
精
一
の
時
代
に
、
天
心

と
い
う
名
前
を
、
い
わ
ば
象
徴
的
な
次
元
で
抹
殺
し
た
。
か
れ
は
、
そ
の

い
か
に
も
「
架
空
」
で
し
か
な
い
、
「
東
洋
美
術
史
」
創
出
と
い
う
〈
物

語
り
〉
の
痕
跡
を
抹
消
す
る
た
め
に
、
選
ば
れ
た
犠
牲
と
し
て
、
自
ら
消

し
去
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
天
心
は
学
者
に
あ
ら
ず
、
と
の
判
定
は
、

日
本
の
「
東
洋
美
術
史
学
」
に
よ
る
「
父
殺
し
」
の
儀
式
だ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
天
心
の
英
文
著
作
が
三
巻
の
「
全
集
」
と
し
て
聖
文
閣

よ
り
版
行
さ
れ
る
の
は
、
よ
う
や
く
昭
和
十

l

十
一

(
H
U
ω
印
l
m
)
年
の

こ
と
。
つ
ま
り
現
実
的
に
は
、
『
東
洋
の
理
想
』
を
は
じ
め
と
す
る
天
心

の
英
文
著
作
が
、
二
十
世
紀
初
頭
の
同
時
代
の
日
本
人
読
者
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
実
態
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

の
日
取
初
の
日
本
で
の
全
集
が
刊
行
さ
れ
た
と
き
、
時
代
は
す
で
に
二
・
二

六
事
件

(
H
S
a
)を招
く
軍
国
主
義
の
世
の
中
と
な
っ
て
い
た
。
天
心
生

前
未
刊
の
原
稿
「
我
ら
は
ひ
と
つ
」
が
、
『
東
洋
の
覚
醒
』
と
し
て
翻
訳

出
版
さ
れ
る
の
は
一
九
三
八
年
。
そ
の
二
年
後
に
は
「
皇
紀
二
千
六
百

年
」
が
華
々
し
く
祝
賀
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
ア
ジ
ア
主
義
者
と
し
て
の
天

心
像
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

中
頃
の
今
に
し
て
み
れ
ば
、
い
さ
さ
か
な
ら
ず
軽
率
と
の
誘
り
を
免
れ
ぬ

こ
の
か
つ
て
の
自
分
の
判
断
。
そ
れ
を
、
日
本
や
(
ザ
イ
ド
リ
ッ
ツ
ら
)

欧
米
の
学
者
た
ち
か
ら
の
反
論
に
対
抗
し
て
、
あ
え
て
正
当
化
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
ん
な
立
場
に
、
あ
る
い
は
フ
ォ
シ
オ
ン
は
立
た
さ
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
極
め
て
政
治
的
と
い
っ
て
も
よ
い
下

心
が
、
こ
の
フ
ォ
シ
オ
ン
の
序
文
の
裏
に
は
匂
っ
て
も
く
る
(
注
4
)
。

「
ア
ジ
ア
中
の
哲
学
者
た
ち
、
詩
人
た
ち
、
警
術
家
た
ち
の
作
品
か
ら
、

日
本
人
オ
カ
ク
ラ
は
、
お
そ
ら
く
は
架
空
の
も
の
だ
が
、
構
造
と
し
て
天

才
的
な
、
ひ
と
つ
の
連
続
性
(
戸
5
0
8己
吉
三
広
・
克
己
・
宍
3

2

n

円一2
・

5ω
町
四
郎

E
m
-
8
5
5
0
ω

門

2
2
2
0
)
を
扶
り
だ
し
た
。
そ
れ
は
共
通
の

遺
産
、
有
機
的
な
思
考
の
連
続
性
と
い
う
べ
く
、
自
ら
の
美
徳
を
し
っ
か

り
と
保
持
し
、
常
に
緊
張
し
た
[
ア
ジ
ア
]
人
種
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ

た
、
あ
の
ひ
と
つ
の
大
陸
の
愛
国
心
と
い
う
べ
き
も
の
だ
」

Q
R三
0
2

H
U
N
印一口{)。

「
お
そ
ら
く
は
架
空
の
も
の
だ
が
、
構
造
と
し
て
天
才
的
」
な
、
と
フ

オ
シ
オ
ン
が
評
す
る
「
ア
ジ
ア
は
ひ
と
つ
」
と
い
う
理
念
、
あ
る
い
は
理

惣
。
そ
こ
に
は
、
天
心
・
岡
倉
党
三
の
思
索
者
、
見
者
(
く
0
3
2
5

と

し
て
の
射
程
の
ほ
ど
と
と
も
に
、
そ
の
か
れ
が
、
没
後
、
東
洋
美
術
史
研

究
と
い
う
、
か
れ
自
身
が
そ
の
磁
を
築
い
た
は
ず
の
領
域
か
ら
、
な
か
ば

意
図
的
に
排
斥
さ
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
が
、
見
事
に
言
い
当
て
ら
れ
て
い

る
。
ひ
と
つ
の
制
度
が
制
度
と
し
て
自
律
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
創
出
の

責
任
者
を
抹
消
す
る
必
袈
が
あ
る
。
そ
の
不
可
欠
の
「
見
え
ざ
る
媒
介

者
」
(
げ
M
o
r
5
2
一
円
∞
印
・
回
0
2
ペ
ハ
一
万
戸
ニ
包
∞
一
戸
∞
)
こ
そ
、
歴
史
が
天

心
に
与
え
た
役
割
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
ひ
と
つ
の
ア
ジ
ア
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
加
木
空
」
の
ム
旦
=
口
業
に
よ
っ

理念としてのアジア一一岡倉天心と東洋美術史の構想、そしてその顛末

て
、
天
心
は
強
引
に
も
、
東
洋
美
術
史
研
究
と
い
う
領
分
を
。
担
造
。

し
、
そ
の
発
端
を
こ
じ
あ
げ
た
。
だ
が
「
東
洋
美
術
」
な
る
空
虚
に
し
て

虚
構
の
観
念
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
は
(
実
際
に
そ
の
研
究
に
従
事
す
る
専

門
家
集
団
や
博
物
館
の
「
東
洋
部
」
な
る
分
類
範
隠
と
し
て
て
も
は
や

抹
消
で
き
ず
、
取
り
返
し
も
つ
か
ぬ
実
体
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た

(注
5
)
。
そ
う
し
た
罪
深
い
「
創
出
」
の
罪
を
な
す
り
付
け
る
に
最
適
な

存
在
こ
そ
が
、
天
心
だ
っ
た
。
あ
た
か
も
そ
の
創
出
者
の
影
が
、
こ
の
先

幽
霊
の
よ
う
に
舞
い
戻
り
は
し
な
い
か
、
と
恐
れ
る
が
ご
と
く
、
日
本
に

お
け
る
東
洋
美
術
史
研
究
は
、
大
村
西
崖
か
ら
瀧
精
一
の
時
代
に
、
天
心

と
い
う
名
前
を
、
い
わ
ば
象
徴
的
な
次
元
で
抹
殺
し
た
。
か
れ
は
、
そ
の

い
か
に
も
「
架
空
」
で
し
か
な
い
、
「
東
洋
美
術
史
」
創
出
と
い
う
〈
物

語
り
〉
の
痕
跡
を
抹
消
す
る
た
め
に
、
選
ば
れ
た
犠
牲
と
し
て
、
自
ら
消

し
去
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
天
心
は
学
者
に
あ
ら
ず
、
と
の
判
定
は
、

日
本
の
「
東
洋
美
術
史
学
」
に
よ
る
「
父
殺
し
」
の
儀
式
だ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
天
心
の
英
文
著
作
が
三
巻
の
「
全
集
」
と
し
て
聖
文
閣

よ
り
版
行
さ
れ
る
の
は
、
よ
う
や
く
昭
和
十
l
十
一

(
H
U
ω

印
l
m
)
年
の

こ
と
。
つ
ま
り
現
実
的
に
は
、
『
東
洋
の
理
想
』
を
は
じ
め
と
す
る
天
心

の
英
文
著
作
が
、
二
十
世
紀
初
頭
の
同
時
代
の
日
本
人
読
者
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
実
態
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

の
日
取
初
の
日
本
で
の
全
集
が
刊
行
さ
れ
た
と
き
、
時
代
は
す
で
に
二
・
二

六
事
件
(
巴
ω
岱
)
を
招
く
軍
国
主
義
の
世
の
中
と
な
っ
て
い
た
。
天
心
生

前
未
刊
の
原
稿
「
我
ら
は
ひ
と
つ
」
が
、
「
東
洋
の
覚
醒
』
と
し
て
翻
訳

出
版
さ
れ
る
の
は
一
九
三
八
年
。
そ
の
二
年
後
に
は
「
皇
紀
二
千
六
百

年
」
が
華
々
し
く
祝
賀
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
ア
ジ
ア
主
義
者
と
し
て
の
天

心
像
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

n
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*
本
稿
は
、
一
九
九
九
年
三
月
ボ
ス
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
、
全
米
ア
ジ

ア
研
究
協
会
(
〉
〉
ω
)
年
次
総
会
、
「
岡
倉
天
心
の
再
検
討
」
部
会
で

発
表
し
た
英
語
論
文
、
お
よ
び
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
か
ら
、
改
め
て
日

本
語
に
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
現
が
い
さ
さ
か
こ
ち
た
く
、
翻
訳

詞
を
免
れ
て
い
な
い
こ
と
を
お
詫
び
す
る
。

注
1

天
心
の
思
想
面
の
再
検
討
と
し
て
は
、
ω
E
m
o
g
{
F
m
m
m
H

=
o
w
m
凶
}
2
』
円
ω
同
何
回
一
S
N
O
W
ω
z
g
g
-
牲
の
】
0
2
円
ロ
ミ
庁
O

けF
O
冨
O
門
F
2
・

F
0
0
門
ご
ロ
日
ロ
庄
内
凶
・
=
『
東
洋
の
覚
醒
』
と
し
て
一
九
三
八
年
に
出
版
さ

れ
た
原
稿
を
、
一
九
O
二
年
の
カ
ル
カ
ッ
タ
に
お
け
る
当
時
の
執
筆

状
況
と
の
関
連
で
分
析
し
た
。
な
お
こ
の
論
文
は
、
一
九
九
八
年
一

一
一
月
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
で
開
催
さ

れ
た
、
「
岡
倉
天
心
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
の
発
表
原
稿
で
あ
る
。

お
招
き
い
た
、
だ
い
た
司
店
己
Z
o
z
z
-
P
門
教
授
に
謝
意
を
表
す
。
ま

た
そ
の
日
本
語
訳
は
、
平
川
祐
弘
(
編
)
『
異
国
へ
の
憧
憶
と
祖
国
へ

の
回
帰
』
、
明
治
書
院
に
て
近
刊
の
予
定
。

注
2

一
九
O
O
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
の
『
日
本
美
術
史
』
に
関
し

て
は
、
(
円
ロ
ω
m
m
w
Z
S
)
。
ま
た
同
書
に
関
し
て
は
、
小
路
田
泰
直

『
日
本
史
の
思
想
』
(
同
o
-
x
ω
5
2
)
、
馬
淵
明
子
(
吋
Z
E
の
司
H
S
U
)

な
ど
の
論
文
が
あ
る
。
小
路
田
泰
直
論
文
に
は
、
編
集
責
任
が
岡
倉

天
心
か
ら
福
地
復
一
に
移
っ
た
と
こ
ろ
で
、
天
心
の
汎
ア
ジ
ア
主
義

的
歴
史
観
が
、
水
戸
学
風
の
国
粋
主
義
的
史
観
へ
と
変
更
さ
れ
た
、

と
の
魅
力
的
な
仮
説
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
さ
ら
に
十

年
後
の
検
定
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
南
北
朝
正
閏
論
争
を
逆
投
影
し

て
い
る
部
分
が
あ
り
、
同
書
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
l

ナ
ン
ダ
と
天
心
の
思

想
の
比
較
と
も
ど
も
、
仮
説
と
し
て
お
も
し
ろ
い
が
、
立
証
に
は
な

お
手
続
き
の
う
え
で
飛
躍
が
多
い
。
ま
た
馬
測
論
文
に
対
す
る
著
者

の
異
論
と
見
解
は
、
「
『
今
、
日
本
の
美
術
史
学
を
ふ
り
か
え
る
』
を

聴
い
て
い
『
あ
い
だ
開
立
S
』
お
号
(
美
術
と
美
術
館
の
あ
い
だ
を

考
え
る
会
、
巴
∞
∞
)
、
「
官
製
『
日
本
帝
国
美
術
史
』
の
誕
生
」
『
図

書
新
聞
』
一
九
九
八
年
三
月
十
四
日
付
、
ほ
か
。

注
3

近
代
日
本
に
お
け
る
産
業
資
本
と
連
動
し
た
茶
人
の
喜
術
収
集

に
関
し
て
は
、
一(
円
円
高
官
一M
O
O
D
)
。
益
田
孝
を
中
心
と
し
て
近
代
日
本

茶
人
の
美
術
収
集
を
論
じ
た
英
文
の
著
述
と
し
て
は
、
の
}
同
町
民
門
戸
ゅ

の
C
5
・
h
M
A
M
J
S
、
お
お
民
営
h
p
s
H

ミ
~
』
h
a
ミ
九
円
N
M
J
h
N
F
g
h
R
h
s
m
凡
忌
ぬ

ミ
N
.
g
凡
(
リ
守
之
内
、
司
ユ
ロ
の
ぬ
門
O
ロ
己
口
一
〈
2
2
守
司
5
8
・
思
匂
ω
・

注
4
フ
ォ
シ
オ
ン
に
至
る
フ
ラ
ン
ス
で
の
北
驚
評
価
の
変
貌
に
関

し
て
は
、
ω
立
問
。
百
円
円
E
m
m
y
E

叶
F
O
冨

m
w
E
m
o
h出
o
k
g
巴
正

月
o
u
E
巳
一
。
ロ
宮
司
B
R
o
w
-
-
M
J
M

芯
M
2
E
唱
え
宮
町
内
喝
、

S
S

ミ
ミ
周
忌
S
ミ

n
o
s
\
貯
晴
、
s
n
R

。
σ
5
0
・
z
m
戸
間
ω
ロ
0
・
5
匂
∞
・
そ
の
邦
訳
は
『
〉
ユ

司
0
2
5
N
H
』
(
京
都
一
醍
醐
書
房
、
第
二
号
、
近
刊
)
。

注
5

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
東
洋
部
の
確
立
と
岡
倉
天
心
と
の
か
か
わ
り

に
つ
い
て
は
、
展
覧
会
図
録
『
岡
倉
天
心
と
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
』
名

古
屋
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
一
九
九
九
。
と
り
わ
け
〉
ロ
ロ
o
Z
2
E
E
C
E

冨
2
8
w
h
a
p
-
O
B
O
江
口
問
〉
己
F
g
z
江
守
一

O
一
s
-
2
3
関
川
己
主
N
O
ω
ロ
門
戸

匹
。
宮
司
2
2
ω
(
V
o
-
-
R
Z
O
D
O
同
吾

σ

冨
5
2
5
0
同
3
5
g
〉
ユ
タ

回
O
ω
け
O
R
-
-℃匂
-
H
ω
∞
l
H
m
0
・

*
本
稿
は
、
一
九
九
九
年
三
月
ボ
ス
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
、
全
米
ア
ジ

ア
研
究
協
会
(
〉
〉
ω
)
年
次
総
会
、
「
岡
倉
天
心
の
再
検
討
」
部
会
で

発
表
し
た
英
語
論
文
、
お
よ
び
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
か
ら
、
改
め
て
日

本
語
に
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
現
が
い
さ
さ
か
こ
ち
た
く
、
翻
訳

調
を
免
れ
て
い
な
い
こ
と
を
お
詫
び
す
る
。

注

l

天
心
の
思
想
面
の
再
検
討
と
し
て
は
、
ω
E
m
σ
日
一
宮
山
宮

=
o
w
m戸
}
2
5
同
何
回
一
E
N
D
-
ω
Z
o
ω
E
一
岡
町
』
O
C
円
ロ
ミ
g
F
ω
冨
。
匹
。
円
-

F
O
O
門
ご
ロ
円
ロ
色
ω
・
=
『
東
洋
の
覚
醒
」
と
し
て
一
九
三
八
年
に
出
版
さ

れ
た
原
稿
を
、
一
九

O
二
年
の
カ
ル
カ
ッ
タ
に
お
け
る
当
時
の
執
筆

状
況
と
の
関
連
で
分
析
し
た
。
な
お
こ
の
論
文
は
、
一
九
九
八
年
一

一
一
月
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
で
開
催
さ

れ
た
、
「
岡
倉
天
心
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
の
発
表
原
稿
で
あ
る
。

お
招
き
い
た
だ
い
た
司
円
a
z
o
z
y
巳
な
門
教
授
に
謝
意
を
表
す
。
ま

た
そ
の
日
本
語
訳
は
、
平
川
祐
弘
(
編
)
「
異
国
へ
の
憧
僚
と
祖
国
へ

の
回
帰
』
、
明
治
書
院
に
て
近
刊
の
予
定
。

注
2

一
九

O
O年
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
の
『
日
本
美
術
史
』
に
関
し

て
は
、
(
円
円
高
岡
ω
巴
ミ
)
。
ま
た
同
書
に
関
し
て
は
、
小
路
田
泰
直

『
日
本
史
の
思
想
』
(
同
£
一
E
5
2
)
、
馬
測
明
子
(
叶
Z
同
将
司
H
S
U
)

な
ど
の
論
文
が
あ
る
。
小
路
田
泰
直
論
文
に
は
、
編
集
責
任
が
岡
倉

天
心
か
ら
福
地
復
一
に
移
っ
た
と
こ
ろ
で
、
天
心
の
汎
ア
ジ
ア
主
義

的
歴
史
観
が
、
水
戸
学
風
の
国
粋
主
義
的
史
観
へ
と
変
更
さ
れ
た
、

と
の
魅
力
的
な
仮
説
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
さ
ら
に
十

年
後
の
検
定
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
南
北
朝
正
閏
論
争
を
逆
投
影
し

て
い
る
部
分
が
あ
り
、
同
書
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ

l
ナ
ン
ダ
と
天
心
の
思

想
の
比
較
と
も
ど
も
、
仮
説
と
し
て
お
も
し
ろ
い
が
、
立
証
に
は
な

お
手
続
き
の
う
え
で
飛
躍
が
多
い
。
ま
た
馬
淵
論
文
に
対
す
る
著
者

の
異
論
と
見
解
は
、
「
『今
、
日
本
の
美
術
史
学
を
ふ
り
か
え
る
』
を

聴
い
て
〕

『あ
い
だ

F
2
3』
お
号
(
美
術
と
美
術
館
の
あ
い
だ
を

考
え
る
会
、
H
S
∞
)
、
「
官
製
『
日
本
帝
国
美
術
史
』
の
誕
生
」
『
図

書
新
聞
」
一
九
九
八
年
三
月
十
四
日
付
、
ほ
か
。
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