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山
本
伸
裕
、
碧
海
寿
広
編

『
清
沢
満
之
と
近
代
日
本
』

（
法
蔵
館
・
二
〇
一
六
年
）

佐 

野
　
智 

規

　

さ
ほ
ど
遠
く
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
、
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
よ
う
な
清

沢
満
之
の
肖
像
。
本
書
の
カ
バ
ー
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く

三
十
代
後
半
の
姿
な
の
だ
ろ
う
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
従
え
ば
、
清
沢
が

見
つ
め
て
い
る
の
は
一
九
〇
〇
年
頃
の
「
近
代
日
本
」、
あ
る
い
は
本
書

所
収
の
論
考
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
絶
対
無
限
者
」
を
、「
親
鸞
」
を
、
あ
る

い
は
「
学
生
」
や
「
門
弟
」
を
、
あ
る
い
は
肖
像
を
前
に
し
て
礼
拝
す
る

ひ
と
び
と
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
私
」
を
、
か
も
し
れ
な
い
。
本

書
の
趣
意
は
そ
の
題
目
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、「
第
Ⅰ
部�
清
沢
満
之
の

思
想
」
に
三
本
、「
第
Ⅱ
部�

時
代
の
中
の
清
沢
満
之
」
に
四
本
の
論
考
が

配
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
序
章
と
終
章
が
は
さ
み
込
み
、
編
者
に
よ
る
「
は
じ

め
に
」「
お
わ
り
に
」
が
付
さ
れ
、
さ
ら
に
「
付
録
」
と
し
て
「
清
沢
満

之
評
伝

─
東
本
願
寺
と
清
沢
満
之
」「
関
連
人
物
紹
介
」「
参
考
文
献
一

覧
」
が
並
ぶ
、
と
い
う
伽
藍
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

序
章
か
ら
終
章
ま
で
の
九
本
の
論
考
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
紹
介
す
る
が
、

山
本
伸
裕
に
よ
る
「
は
じ
め
に
」
及
び
付
録
「
清
沢
満
之
評
伝

─
東
本

願
寺
と
清
沢
満
之
」、
碧
海
寿
広
に
よ
る
「
お
わ
り
に
」、
名
和
達
宣
に
よ

る
「
関
連
人
物
紹
介
」
及
び
「
参
考
文
献
一
覧
」
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト

は
割
愛
す
る
。

　

序
章
・
末
木
文
美
士
「
清
沢
満
之
研
究
の
今

─
「
近
代
仏
教
」
を
超

え
ら
れ
る
か
?
」
は
、
近
年
上
梓
さ
れ
た
清
沢
研
究
の
成
果
と
課
題
を
丁

寧
に
ま
と
め
た
前
半
部
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
末
木
じ
し
ん
に
よ
る
清
沢

哲
学
試
論
が
展
開
さ
れ
る
後
半
の
二
段
構
え
に
な
っ
て
い
る
。
前
半
部
の

批
判
的
整
理
は
峻
烈
で
、
た
と
え
ば
山
本
伸
裕
の
〈
精
神
主
義
は
清
沢
思

想
に
非
ず
〉
説
に
対
し
て
は
「
成
文
」
決
定
の
方
法
的
困
難
さ
を
指
摘
す

る
の
に
加
え
、
精
神
主
義
期
を
切
り
捨
て
た
清
沢
思
想
は
ア
ク
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
を
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
問
う
。
こ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、

つ
ま
り
〈
私
た
ち
の
生
き
る
地
平
を
越
え
る
強
度
を
持
っ
た
な
に
か
〉
を

清
沢
の
う
ち
に
探
求
す
る
の
が
後
半
部
で
、
安
冨
信
哉
と
今
村
仁
司
の
論

考
を
手
が
か
り
に
末
木
は
、
後
期
清
沢
の
「
内
観
」
と
い
う
手
法
に
よ
る

「
絶
対
無
限
者
」
と
の
邂
逅
の
可
能
性
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
参
照

し
つ
つ
彫
琢
す
る
。
内
観
に
は
前
期
清
沢
の
宗
教
哲
学
的
・
理
性
的
「
無

限
」
論
と
は
方
法
論
上
の
断
絶
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
万
人
に
開
か
れ
た
思

惟
実
践
の
様
式
を
提
唱
し
た
点
に
、
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
意
義
を
認
め
得

る
と
末
木
は
主
張
す
る
。

　

第
Ⅰ
部
第
一
章
・
氣
多
雅
子
「
清
沢
満
之
の
宗
教
哲
学

─
自
力
門
・

他
力
門
の
概
念
を
手
引
き
に
」
は
、『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
と
「
他
力
門
哲

学
骸
骨
試
稿
」
の
精
読
に
よ
っ
て
、
宗
教
哲
学
へ
の
寄
与
を
論
じ
る
。
氣

多
の
方
法
は
洗
練
さ
れ
て
い
て
、
ひ
と
と
し
て
の
清
沢
を
で
は
な
く
、
そ

の
テ
ク
ス
ト
の
み
を
徹
底
的
に
読
み
抜
き
、
清
沢
が
い
か
に
し
て
自
ら
の
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概
念
と
語
彙
の
体
系
を
、
西
洋
哲
学
に
由
来
す
る
そ
れ
か
ら
仏
教
の
そ
れ

へ
と
移
行
し
た
か
、
そ
し
て
こ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
哲
学
一

般
か
ら
宗
教
の
問
い
へ
、
さ
ら
に
宗
教
一
般
か
ら
他
力
門
の
思
索
へ
と
移

行
し
得
た
の
か
、
を
問
題
に
す
る
。
清
沢
の
無
限
論
の
展
開

─
信
仰
に

よ
っ
て
接
近
す
べ
き
無
限
か
ら
、
信
仰
へ
と
ひ
と
び
と
を
誘
引
す
る
無
限

へ

─
は
、〈
哲
学
す
る
こ
と
の
土
着
化
〉
の
シ
ー
ン
で
も
あ
る
。
氣
多

に
よ
れ
ば
、
清
沢
は
「
自
力
門
／
他
力
門
」
と
い
う
特
殊
仏
教
的
な
概
念

に
よ
っ
て
、
哲
学
的
思
惟
の
二
つ
の
相
異
な
る
様
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。

「
他
力
門
哲
学
」
な
る
否
定
性
を
う
ち
に
含
ん
だ
思
惟
の
様
態
に
お
い
て
、

「
主
伴
互
具
」「
因
果
の
理
法
」
は
能
動
的
実
践
の
可
能
性
を
開
く
方
途
と

な
る
、
と
。

　

第
Ⅰ
部
第
二
章
・
西
本
祐
攝
「
親
鸞
と
清
沢
満
之
」
は
、
清
沢
の
親
鸞

受
容
、
特
に
『
歎
異
抄
』『
教
行
信
証
』
理
解
を
論
じ
る
。
清
沢
は
そ
れ

ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
抜
き
書
き
を
作
成
し
た
も
の
の
、
ま
と
ま
っ
た
解

釈
は
残
さ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
行
論
上
の
困
難
に
対
し
て
西

本
は
、
抜
き
書
き
に
伏
在
す
る
思
索
を
再
構
成
す
る
と
い
う
方
法
を
採
る
。

「
勧
信
誡
疑
」
を
『
歎
異
抄
』
の
主
題
で
あ
る
と
す
る
深
励
『
歎
異
鈔
講

義
』
が
当
時
の
標
準
的
な
理
解
だ
と
す
れ
ば
、
清
沢
は
こ
れ
と
は
異
な

り
、「
善
悪
」
の
最
終
的
な
規
範
と
し
て
の
「
唯
信
」、「
善
悪
」
に
対
し

て
唯
一
可
能
な
立
場
と
し
て
の
「
信
」
を
読
み
取
っ
た
、
と
西
本
は
推
論

す
る
。
つ
ぎ
に
『
教
行
信
証
』
受
容
に
つ
い
て
一
八
九
四
年
以
降
に
書
か

れ
た
「
在
床
懺
悔
録
」
を
分
析
し
、
清
沢
は
『
浄
土
三
部
経
』・『
教
行
信

証
』
の
概
念
構
成
に
、『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
有
限
無
限
論
と
主
伴
互
具

論
を
接
合
し
た
安
心
論
を
展
開
し
た
、
と
見
る
。
ま
た
解
釈
内
容
如
何
に

か
か
わ
ら
ず
、『
教
行
信
証
』
を
解
釈
す
る
こ
と
じ
た
い
が
、
当
時
の
宗

内
に
お
い
て
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
実
践
で
あ
っ
た
と
も
西
本
は
指
摘
す

る
。

　

第
Ⅰ
部
第
三
章
・
春
近
敬
「
教
育
者
と
し
て
の
清
沢
満
之
」
は
、
観
照

的
で
観
念
的
な
イ
ン
テ
リ
と
し
て
の
清
沢
で
は
な
く
、
実
践
的
で
コ
ミ
ュ

ニ
カ
テ
ィ
ブ
な
清
沢
を
描
き
出
す
。
清
沢
は
「
坊
主
の
立
場
」
か
ら
、
教

育
の
目
的
を
知
識
や
道
徳
の
獲
得
に
で
は
な
く
精
神
的
救
済
に
お
き
、
そ

の
根
本
と
し
て
「
注
入
的
教
育
」「
開
発
的
教
育
」
い
ず
れ
と
も
異
な
る

「
因
縁
果
の
理
法
」
を
採
る
の
だ
と
い
う
。「
因
縁
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
清

沢
実
践
は
、
教
え
る
者
か
ら
教
え
ら
れ
る
者
へ
の
一
方
的
な
関
係
性
を
断

念
し
、
互
い
に
「
相
感
ず
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
清

沢
が
重
視
し
た
方
法
が
「
問
答
」
で
、
権
威
的
態
度
や
「
自
暴
自
棄
」
に

な
ら
ず
、
互
い
に
自
ら
を
、
無
限
に
発
達
可
能
な
も
の
だ
と
信
じ
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
も
過
度
に
リ
ベ
ラ
ル
な
も
の
に
見
え

る
清
沢
教
育
論
の
根
本
に
は
「
坊
主
の
立
場
」
な
る
矜
恃
が
あ
っ
た
、
と

い
う
点
が
本
稿
の
妙
味
だ
ろ
う
。
過
剰
な
競
争
と
業
績
主
義
と
に
疲
弊
す

る
研
究
者
業
界
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
清
沢
の
態
度
を
と
き
ど
き
は

思
い
起
こ
し
た
い
。

　

第
Ⅱ
部
第
一
章
・
星
野
靖
二
「
清
沢
満
之
の
「
信
」

─
同
時
代
的
視

点
か
ら
」
は
、
宗
教
の
核
心
を
信
仰
に
求
め
る
観
念
の
歴
史
的
生
産
過
程

を
、
清
沢
や
同
時
代
の
仏
教
者
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
を
手
掛
か
り
に
辿
る
。

星
野
は
大
内
青
巒
と
境
野
黄
洋
を
引
証
し
、
一
九
〇
〇
年
前
後
に
仏
教
者
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に
よ
る
「
信
仰
」
な
る
も
の
の
扱
い
方
が
転
回
し
た
、
と
主
張
す
る
。
転

回
以
前
に
お
い
て
仏
教
の
使
命
は
社
会
と
の
連
携
に
あ
る
と
さ
れ
、「
信
」

は
愚
民
の
「
盲
信
」
と
地
続
き
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

転
回
後
、
仏
教
の
本
旨
は
信
仰
の
深
化
に
あ
る
と
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
星
野
は
こ
の
転
回
に
、
清
沢
た
ち
が
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
た
、

と
推
定
す
る
。
で
は
清
沢
信
仰
論
の
同
時
代
的
特
徴
と
は
何
か
。
井
上
円

了
や
大
内
青
巒
が
哲
学
的
言
辞
に
よ
る
仏
教
の
弁
証
を
試
み
た
の
に
対

し
、
中
西
牛
郎
と
清
沢
は
、
仏
教
が
含
み
も
つ
あ
る
種
の
超
越
性
を
擁
護

し
て
い
る
。
星
野
は
古
河
老
川
の
批
評
を
引
き
つ
つ
、
清
沢
は
主
観
的
・

実
存
的
な
「
信
」
を
、
新
た
な
「
独
断
」
と
し
て
選
択
し
た
、
と
評
価
す

る
。
清
沢
信
仰
論
は
、「
学
問
的
」
宗
教
批
判
に
抗
し
得
る
も
の
だ
っ
た

が
、
し
か
し
脱
呪
術
化
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
た
「
信
」
が
前
提
さ
れ
て
い
た

可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
、
と
も
星
野
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
第
二
章
・
長
谷
川
徹
「
明
治
文
学
界
の
思
想
的
交
響
圏

─

満
之
・
漱
石
・
子
規
の
近
代
」
は
、
清
沢
と
夏
目
漱
石
の
間
接
的
な
影

響
関
係
を
記
述
的
に
論
証
す
る
。「
交
響
圏
／
交
響
性
」
と
い
う
概
念
と

「
浩
々
洞
門
人
」「
漱
石
門
下
生
」
と
い
う
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
、

長
谷
川
は
多
層
多
重
な
関
係
性
の
網
の
目
、
い
わ
ば
縁
を
描
き
出
し
て
ゆ

く
。
し
か
し
こ
の
作
業
が
精
緻
を
極
め
る
ほ
ど
、
決
し
て
出
会
う
こ
と
の

な
か
っ
た
清
沢
と
漱
石
が
な
ぜ
に
「
自
己
省
察
」
な
る
自
己
統
治
の
技
術

を
得
た
の
か
、
と
い
う
同
時
性
の
謎
が
逆
照
射
さ
れ
る
。
そ
れ
は
半
ば
宗

教
の
事
業
に
属
す
る
謎
だ
が
、
し
か
し
本
論
考
の
思
惑
に
よ
れ
ば
、
関
係

性
の
網
の
目
を
詳
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
は
ず
の
謎
な
の

だ
。
一
九
〇
三
年
、
漱
石
が
藤
村
操
の
自
殺
に
狼
狽
し
て
い
た
頃
、
清
沢

は
「
我
信
念
」
に
「
私
は
宗
教
に
よ
り
て
此
苦
み
を
脱
し
、
今
に
自
殺
の

必
要
を
感
じ
ま
せ
ぬ
」
と
記
し
た

─
と
い
う
く
だ
り
に
私
は
強
く
印
象

づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
年
表
と
、
必
要
に
応
じ
て
の
コ
メ
ン
ト
、
と
い

う
挑
戦
的
な
叙
述
方
法
を
本
論
考
が
選
択
し
た
こ
と
に
よ
る
必
然
的
な
効

果
な
の
だ
ろ
う
。

　

第
Ⅱ
部
第
三
章
・
福
島
栄
寿
「
甦
る
清
沢
満
之
」
は
、
清
沢
イ
メ
ー
ジ

再
生
産
の
歴
史
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
そ
の
物
質
的
側
面
に
注
目
し
て
考
察

し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
書
の
企
図
に
対
す
る
強
烈
な
唯
物
論
的
批
判
に
な

る
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
福
島
は
「
実
像
」
研
究
の
困
難
さ
を
気
遣

い
つ
つ
も
、
イ
メ
ー
ジ
生
産
の
研
究
が
〈
実
像
と
虚
像
〉
と
い
う
不
毛
な

二
元
論
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
声
高
に
主
張

し
は
し
な
い
。
福
島
は
①
筆
名
か
ら
の
「
故
」
表
記
の
脱
落
、
②
肖
像
の

頒
布
と
そ
れ
へ
の
礼
拝
、
③
忌
日
の
追
悼
会
と
年
忌
講
演
会
、
そ
の
儀
礼

と
講
演
内
容
、
④
伝
記
の
登
場
と
そ
の
定
型
化
、
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ

で
生
産
さ
れ
た
清
沢
イ
メ
ー
ジ
は
、
戦
後
出
版
さ
れ
た
西
村
見
暁
『
清
沢

満
之
先
生
』
と
吉
田
久
一
『
清
沢
満
之
』
の
基
礎
と
な
る
。
で
は
こ
の
イ

メ
ー
ジ
生
産
過
程
に
清
沢
が
一
切
関
わ
っ
て
い
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う

で
は
な
い

─
と
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
本
論
考
の
眼
目
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
〈
汚
染
さ
れ
ざ
る
純
粋
な
清
沢
〉
を
抽
出
す
る
こ
と
の
原
理
的
な
困
難

さ
が
、
清
沢
じ
し
ん
の
方
法
論
的
態
度
に
由
来
す
る
こ
と
を
、
福
島
は
論

証
し
て
い
る
の
だ
。

　

第
Ⅱ
部
第
四
章
の
ジ
ェ
フ
・
シ
ュ
ロ
ー
ダ
ー
著
／
碧
海
寿
広
訳
「
仏
教
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思
想
の
政
治
学

─
金
子
大
榮
の
異
安
心
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
金
子

が
大
谷
大
学
を
辞
職
す
る
に
至
っ
た
一
九
二
八
年
の
「
異
安
心
事
件
」
を

辿
る
。
本
論
考
は
思
想
史
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
二
元
論
の
真
宗
版
、
す

な
わ
ち
〈
清
沢
に
連
な
る
リ
ベ
ラ
ル
な
学
風
の
近
代
主
義
者
た
ち
〉
対

〈
宗
内
の
有
力
者
で
な
に
ご
と
に
も
権
威
性
を
重
視
す
る
伝
統
主
義
者
た

ち
〉
と
い
う
構
図
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、
し
か
し
同
時
に
、
単
線
的
な
二

元
論
的
物
語
の
外
部
を
指
し
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
対
立
の
位
相

を
叙
述
す
る
た
び
に
シ
ュ
ロ
ー
ダ
ー
は
、
こ
の
二
元
論
的
構
図
に
う
ま
く

収
ま
ら
な
い
ひ
と
び
と
を
登
場
さ
せ
る
か
ら
だ
。
本
論
考
は
①
知
の
政
治
、

②
制
度
の
政
治
、
③
国
家
の
政
治
、
と
三
つ
の
位
相
を
転
位
し
て
い
く
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
①
内
観
を
論
理
内
在
的
に
批
判
す
る
多
田
鼎
、
②
金
子
に
つ

い
て
の
侍
董
寮
の
裁
定
を
、
法
主
へ
提
出
す
る
こ
と
に
逡
巡
す
る
教
学
部

長
、
③
あ
る
種
の
原
理
主
義
的
立
場
に
よ
っ
て
、
異
安
心
裁
定
制
度
を
擁

護
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
社
崇
敬
を
含
む
他
宗
教
及
び
精
神
的
風
潮
ま

で
も
排
撃
す
べ
し
と
唱
え
る
下
間
空
教

─
と
い
っ
た
魅
力
的
な
ひ
と
び

と
が
、
二
元
論
的
構
図
に
異
議
を
唱
え
る
。
そ
し
て
何
に
も
ま
し
て
こ
の

構
図
の
奇
妙
さ
を
証
す
る
の
は
、
金
子
そ
の
ひ
と
だ
ろ
う
。
戦
中
期
に
復

職
し
た
金
子
と
曽
我
量
深
は
、
か
つ
て
自
ら
を
放
逐
し
た
侍
董
寮
に
入
り
、

教
学
の
権
威
者
と
な
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
。

　

終
章
・
安
冨
信
哉
「
現
代
思
想
と
し
て
の
清
沢
満
之

─
そ
の
カ
レ
イ

ド
ス
コ
ー
プ
の
一
視
角
か
ら
」
は
、
序
章
と
同
じ
く
清
沢
の
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
を
論
ず
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
お
い
て
現
代
と
清
沢
を
媒

介
す
る
不
可
欠
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
安
冨
と
い
う
実
存
で
あ
る
。

大
谷
大
学
・
松
原
祐
善
ゼ
ミ
の
先
輩
か
ら
受
け
た
「
自
己
を
問
え
」「
自

己
を
通
し
て
も
の
を
い
え
」
と
い
う
思
索
と
発
話
の
作
法
は
、
安
冨
の
採

る
方
法
で
あ
り
、
ま
た
清
沢
の
問
い
、「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
で
も
あ
る
。

安
冨
は
清
沢
の
実
践
の
核
心
に
「
個
」
を
看
取
す
る
が
、
そ
れ
は
近
代
市

民
社
会
に
適
合
的
な
「
個
」
と
は
異
な
る
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
弱
さ
に
よ

っ
て
、
悪
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
原
理
的
に
は
分
割
線
や
境

界
や
を
持
た
な
い
共
同
的
主
体
を
指
し
示
す
ら
し
い
。
本
論
考
は
、
直
観

に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
た
清
沢
像
を
基
礎
に
テ
ク
ス
ト
を
読
解
す
る
手
法

の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
読
解
の
一
つ
一
つ
が
、
安
冨
と
い

う
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
媒
介
に
よ
る
吟
味
を
経
た
の
ち
提
起
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
清
沢
の
方
法
に
叶
う
も
の
だ
ろ
う
。

　

本
書
を
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
み
る
と
、
論
考
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
論
者
の

意
図
に
か
か
わ
ら
ず
何
ら
か
の
仕
方
で
、
清
沢
の
思
想
的
実
践
に
拘
束
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
分
析
対
象
と
の
対
話
、
な
ど
と
い
う
な
ま
や

さ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
清
沢
の
方
法
す
な
わ
ち
〈「
安
心
」
の

た
め
の
諸
実
践
の
原
理
〉
の
誘
引
力
に
、
必
死
で
抗
っ
て
い
る
よ
う
に
も

感
じ
ら
れ
る
。
清
沢
と
い
う
「
無
限
」
へ
の
対
向
の
あ
り
方
が
、
否
応
な

く
問
わ
れ
る
の
だ
。
こ
の
抗
い
の
跡
こ
そ
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
が
選
択
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
、
論
述
の
〈
方
法
〉
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
清
沢
の
方
法
が
清
沢
研
究
に
与
え
る
困
難
さ
を
、
さ
し
あ
た
り

二
つ
に
分
け
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
ひ
と
つ
め
は
〈
共
同
的
な
主
体
の
あ

り
方
〉、
ふ
た
つ
め
は
〈
観
念
の
実
践
性
〉
と
仮
に
名
付
け
て
お
く
。

　

ま
ず
〈
共
同
的
な
主
体
の
あ
り
方
〉
に
つ
い
て
。
思
想
史
研
究
に
と
っ
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て
扱
い
や
す
い
対
象
は
、
明
瞭
な
個
体
性
を
備
え
た
、
首
尾
一
貫
し
た
主

体
、
た
と
え
ば
知
識
人
で
あ
る
。
対
し
て
愚
民
や
付
和
雷
同
の
衆
な
ど
の

思
想
を
論
じ
る
こ
と
は
、
技
術
的
に
多
く
の
困
難
を
伴
う
。「
思
想
史
が

「
エ
リ
ー
ト
」
史
で
あ
る
こ
と
を
過
剰
に
恐
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う

河
野
有
理
の
決
意
は
、
こ
の
困
難
さ
に
対
す
る
一
つ
の
身
構
え
な
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
本
書
の
諸
論
考
が
示
唆
す
る
の
は
、
ど
う
や
ら
清
沢
は
少
な

く
と
も
、
明
瞭
な
個
体
性
を
否
定
し
棄
脱
し
て
い
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ

と
だ
。
一
方
向
的
な
知
の
相
承
で
は
な
く
双
方
向
的
で
対
等
な
知
の
交
換

こ
そ
清
沢
教
育
論
の
本
旨
で
あ
る
と
説
く
春
近
、
瀟
洒
な
文
体
に
出
来
事

の
ト
ポ
ス
を
重
視
し
た
年
表
と
い
う
叙
法
で
「
交
響
圏
」
を
描
き
出
す
長

谷
川
、
清
沢
じ
し
ん
の
実
践
が
清
沢
死
後
の
イ
メ
ー
ジ
の
生
産
過
程
に
寄

与
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
福
島
、
そ
し
て
清
沢
の
実
践
し
た
「
個
」
を
自

ら
の
実
存
に
お
い
て
再
演
す
る
安
冨
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
そ
れ
ぞ
れ
に
工

夫
さ
れ
た
方
法
で
〈
共
同
的
な
主
体
の
あ
り
方
〉
を
説
明
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
主
体
の
あ
り
方
を
実
践
し
得
た
の
は
本

書
に
登
場
す
る
ひ
と
び
と
の
み
だ
、
と
清
沢
鑚
仰
論
的
に
考
え
る
必
要
は

全
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
歴
史
的
条
件
、
す
な
わ
ち
本
書
の
タ
イ

ト
ル
に
言
う
「
近
代
日
本
」
に
お
い
て
、
複
数
の
起
源
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ

れ
に
特
異
な
歴
史
的
振
る
舞
い
を
な
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
お
き
、〈
観
念
の
実
践
性
〉
に
つ
い
て
触
れ
た

い
。
清
沢
の
思
想
形
成
が
そ
の
実
践
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
高
度
に
観
念
的
な
そ
の
思
想
内
容
じ
た
い

が
、
ひ
と
び
と
に
不
断
の
実
践
を
要
求
す
る
能
動
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
、
多
く
の
論
考
が
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
特
徴
は
同
時
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
論
考
に
あ
る
種
の
緊
張
を
も
た
ら
す
。
と
い
う
の
は
清
沢
に
つ

い
て
述
べ
る
論
考
そ
の
も
の
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
と
文
上
の
清
沢
に
常
に
問
わ
れ
る
の
だ
か
ら
。
精
神
主
義
期
の
「
成

文
」
を
も
含
め
た
清
沢
の
総
体
か
ら
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
引
き
出
そ
う

と
す
る
末
木
、
他
力
門
哲
学
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
は
「
主

伴
互
具
」「
因
果
の
理
法
」
が
ひ
と
び
と
の
自
己
変
革
の
媒
介
へ
と
変
容

す
る
こ
と
を
説
く
氣
多
、『
教
行
信
証
』
を
独
自
に
解
釈
す
る
こ
と
が
当

時
の
宗
門
に
お
い
て
は
タ
ブ
ー
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
西
本
、

「
宗
教
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
信
仰
」
に
求
め
つ
つ
、
同
時
に
あ

る
べ
き
「
信
仰
」
を
も
措
定
せ
ん
と
す
る
清
沢
の
言
説
を
注
意
深
く
取
り

上
げ
る
星
野
、
伝
統
主
義
者
た
ち
と
対
立
し
つ
つ
、
し
か
し
か
れ
ら
清
沢

門
下
生
た
ち
も
ま
た
権
威
へ
と
頽
落
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
シ
ュ
ロ
ー

ダ
ー
、
そ
し
て
清
沢
の
方
法
を
再
演
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を
彫
琢
す
る
安
冨
。
い
っ
け
ん
観
念
的
な
清
沢
の
思
想
的
実
践

の
み
な
ら
ず
、
清
沢
研
究
も
ま
た
、
現
代
世
界
に
お
い
て
芳
醇
な
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
を
、
本
書
は
十
分
に
示
し
得
て
い
る
。
し
か
し

こ
こ
で
も
ふ
た
た
び
鑚
仰
論
の
誘
惑
に
抗
し
て
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
な

観
念
論
の
系
譜
を
複
線
化
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
歴
史
的
機
能
に
つ
い
て
吟

味
す
る
余
地
が
、
本
書
の
外
側
に
残
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
清
沢

と
そ
の
仲
間
た
ち
、
真
宗
大
谷
派
、
近
代
仏
教
、
近
代
日
本
等
々
の
個
別

性
と
境
界
と
を
越
え
て
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
本
書
で
末
木
が
そ
の
問
題
設
定
を
評
価
し
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て
い
た
近
藤
俊
太
郎
と
、
そ
も
そ
も
本
書
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
て
い
な
い

が
興
味
深
い
清
沢
論
を
提
供
し
て
い
る
繁
田
真
爾
、
こ
の
二
人
の
論
争
的

な
清
沢
研
究
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
本
書
の
成
果
と
課
題
が
よ
り
明
瞭
に

な
る
か
と
思
う
。

　

近
藤
は
、
清
沢
と
精
神
主
義
運
動
の
見
か
け
の
超
越
性
に
惑
わ
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
そ
の
歴
史
性
す
な
わ
ち
清
沢
た
ち
の
生
き
た
歴
史
的
現
在
に

と
っ
て
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
、
徹
底
し
て
問
う
。
こ
の
作
業
は
清
沢

た
ち
に
対
す
る
仮
借
な
い
批
判
と
し
て
表
れ
る
が
、
し
か
し
清
沢
じ
し
ん

を
「
無
限
」
に
で
は
な
く
「
有
限
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
書
き
直
す
近

藤
説
は
、
清
沢
の
方
法
に
忠
実
に
従
っ
て
、
清
沢
た
ち
に
向
き
合
う
作
業

だ
と
も
言
え
る

─
こ
の
よ
う
な
理
解
は
近
藤
の
好
む
と
こ
ろ
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
。
さ
て
、
清
沢
た
ち
に
と
っ
て
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も

の
の
最
終
審
級
と
は
何
か
。
近
藤
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
天
皇
制
国
家
で
あ

る
。
清
沢
た
ち
の
思
想
的
実
践
は
、
現
実
の
全
面
肯
定
す
な
わ
ち
天
皇
制

国
家
へ
の
自
発
的
隷
従
へ
と
帰
結
す
る
、
と
い
う
の
が
近
藤
説
の
要
点
で

あ
る
。

　

対
し
て
繁
田
が
清
沢
の
実
存
の
奥
底
に
見
出
す
の
は
「
挫
折
」
で
あ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
は
、
清
沢
的
な
主
体
の
あ
り
方
も
、
個
体
と
し
て
の
主
体

形
成
の
挫
折
の
反
復
と
い
う
否
定
性
あ
る
い
は
「
悪
」
を
含
み
も
っ
た
も

の
、
と
な
る
。
有
限
と
無
限
、
そ
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
挫
折
し
、
そ
の

間
を
絶
え
ず
往
還
す
る
運
動
性
を
繁
田
は
「
部
分
否
定
」
と
名
付
け
、
ま

た
近
代
日
本
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
運
動
の
登
場
を
「
清
沢

的
契モ

メ
機ン

ト
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
横
断
的
に
把
握
し
、
清
沢
た
ち
の
問

う
た
「
安
心
」
と
、
国
家
が
問
い
続
け
る
「
統
治
」
と
を
統
合
的
に
考
察

す
る
。
完
全
円
満
な
る
安
心
も
完
全
円
満
な
る
（
?
）
統
治
も
つ
ね
に
挫

折
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
不
可
能
性
を
特
定
の
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て

凝
視
し
た
の
が
清
沢
で
あ
り
、「
異
端
的
教
誨
師
」
た
ち
だ
っ
た

─
と

考
え
る
の
が
繁
田
説
で
あ
る
。

　

近
藤
と
繁
田
は
、
清
沢
と
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
に
即
し
つ

つ
、
そ
の
歴
史
的
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
再
考
し
て
い
る
。
本
書
の
論
者

た
ち
は
、
か
れ
ら
の
論
争
に
ど
の
よ
う
に
介
入
す
る
の
か
、
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
か
。
清
沢
に
つ
い
て
学
び
、
そ
し
て
清
沢
を
主
人
公
の
ひ
と
り
と

し
て
語
り
だ
す
仏
教
史
を
学
び
捨
て
、
近
代
仏
教
史
研
究
か
ら
近
代
日
本

研
究
、
そ
し
て
近
代
世
界
の
研
究
へ
と
位
相
を
ず
ら
し
て
ゆ
く
た
め
に
、

本
書
の
成
果
と
課
題
は
よ
い
導
き
手
と
な
る
だ
ろ
う
。
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