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は
少
な
く
な
い
。
た
し
か
に
、
筆
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
福
地
は
官
よ

り
も
民
を
重
視
し
、
新
聞
記
者
の
役
割
を
重
ん
じ
て
、
政
府
・
政
治
の
役

割
を
限
定
し
よ
う
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
福
地
が
、
の
ち
に
は
立
憲
帝
政

党
を
結
党
し
て
、
政
府
の
主
義
を
も
っ
て
そ
の
綱
領
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
な
ぜ
か
。
本
書
の
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
福
地
に
対

す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
完
全
に
覆
す
に
は
、
本
書
の
分
析
対
象

と
し
て
い
な
い
こ
う
し
た
事
象
を
も
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、

福
地
が
い
か
に
平
民
を
重
視
し
、「
言
文
一
途
」
の
重
要
性
を
説
い
た
と

し
て
も
、『
東
京
日
日
新
聞
』
の
社
説
に
は
な
か
な
か
反
映
さ
れ
ず
、
口

語
体
が
全
紙
面
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
大
正
期
を
待

た
ね
ば
な
ら
ず
、
福
地
は
同
紙
を
小
新
聞
に
改
変
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

福
地
の
言
説
が
、
ど
こ
ま
で
実
地
に
移
さ
れ
た
の
か
も
、
詳
し
く
検
証
さ

れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

福
地
は
、
き
わ
め
て
政
治
意
識
の
高
い
新
聞
記
者
で
あ
り
、
思
想
家
で

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
木
戸
と
の
関
係
に
代
表
さ
れ
る
政
治
史
の
文
脈
、

そ
し
て
、
草
創
期
か
ら
新
聞
事
業
に
携
わ
っ
て
き
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と

し
て
の
軌
跡
、
さ
ら
に
は
「
輿
論
」
や
「
国
民
」
概
念
を
論
じ
た
思
想
家

と
し
て
の
業
績
な
ど
、
多
面
的
な
評
価
が
必
要
と
な
る
。
今
後
、
筆
者
の

研
究
が
さ
ら
に
発
展
し
、
こ
う
し
た
学
問
領
域
を
超
え
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
福
地
像
が
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

�
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鉱
毒
問
題
と
明
治
知
識
人
』

（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
二
〇
年
）
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史

一

　

私
事
か
ら
は
じ
め
て
恐
縮
だ
が
、
以
前
あ
る
人
名
事
典
に
執
筆
し
た
と

き
の
こ
と
。
事
典
が
出
版
さ
れ
、
担
当
し
た
項
目
を
見
て
驚
い
た
の
は
、

書
い
た
覚
え
の
な
い
一
文
が
最
後
に
付
け
足
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
く
、「
平
成
に
入
っ
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
視
点
か
ら
見
直
し
が
進
め
ら

れ
て
い
る
」。
事
典
項
目
の
当
該
人
物
は
、
ユ
ニ
ー
ク
で
は
あ
る
が
結
局

は
秘
教
的
セ
ク
ト
主
義
に
閉
塞
し
た
と
し
か
思
え
ず
、「
エ
コ
ロ
ジ
ー
の

視
点
か
ら
」
の
再
評
価
だ
の
、
そ
の
人
物
が
残
し
た
得
体
の
し
れ
な
い
曼

陀
羅
だ
の
は
胡
散
臭
い
だ
け
だ
と
い
う
の
が
私
の
評
価
だ
っ
た
の
で
、
断

り
も
な
く
正
反
対
の
文
章
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
不
快
感
が

拭
え
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
ま
り
関
心

が
持
て
な
か
っ
た
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
先
駆
」
や
「
近
代
文
明
を
根
源
的
に

批
判
し
た
い
の
ち
の
思
想
家
」
な
ど
の
評
価
が
な
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
思
想

家
は
ま
す
ま
す
敬
し
て
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
書
が
上
梓
さ
れ
て
し
ば
ら
く
手
に
取
ら
な
か
っ
た
わ
け
も
、「
鉱
毒
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問
題
」
と
い
え
ば
田
中
正
造
で
あ
り
、
田
中
正
造
と
い
え
ば
私
に
と
っ
て

は
先
の
思
想
家
の
代
表
格
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
正
確
に
言
え

ば
先
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
研
究
や
評
価
が
さ
れ
が
ち
な
思
想
家
だ
か
ら

だ
。
し
か
し
鉱
毒
問
題
と
「
と
」
で
結
ば
れ
て
い
る
の
が
「
明
治
知
識

人
」
で
あ
る
点
が
気
に
な
り
、
大
き
な
書
店
で
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
み
る

と
、「
序
章
」
に
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。「
こ
れ
ま
で
の
田
中
正
造
研
究
に

は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
正
造
の
思
想
を
「
現
代
的
な
思

想
」
と
し
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
正
造
の
思
想
を
彼
の
時

代
の
文
脈
に
置
き
直
す
作
業
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
」（
三
頁
）
と
。
続

い
て
足
尾
鉱
毒
事
件
＝
田
中
正
造
と
い
う
問
題
設
定
は
「
視
野
が
狭
す

ぎ
」、
田
中
が
祀
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
し
て
い
る
。
序
章
を
読
み
終

え
た
と
き
に
は
、
手
に
す
る
前
の
先
入
見
は
霧
消
し
て
い
た
。

二

　

さ
て
、
本
書
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

　

序　

章　

本
書
の
視
点

　

第
一
章　

田
中
正
造
の
虚
像
と
実
像

　

第
二
章　

田
中
正
造
の
思
想
世
界

─
特
に
儒
学
と
の
関
連
に
つ
い
て

　

第
三
章　
「
情
」
と
「
智
」
の
相
剋

─
勝
海
舟
と
福
沢
諭
吉

　

第
四
章　
「
社
会
」
と
「
国
家
」
の
は
ざ
ま
で

─
島
田
三
郎
と
陸
羯
南

　

第
五
章　
「
近
代
」
へ
の
反
逆

─
内
村
鑑
三
と
幸
徳
秋
水

　

終　

章　
「
近
代
」
の
問
題
と
明
治
知
識
人

　

序
章
で
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
が
当
時
の
歴
史
的
文
脈

を
無
視
し
て
お
り
、
田
中
正
造
の
思
想
を
あ
ま
り
に
現
代
的
な
も
の
と
し

て
「
超
歴
史
的
」
に
評
価
し
過
ぎ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
研
究
者
た
ち
は

歴
史
的
文
脈
の
な
か
に
田
中
や
そ
の
思
想
を
置
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

の
で
は
な
く
、
自
ら
が
生
き
る
「
時
代
風
潮
を
投
影
し
」、
結
果
的
に
田

中
を
「
神
格
化
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
指
摘
し
た
上
で
、
本
書
の

課
題
を
、
田
中
の
「
人
間
像
と
思
想
像
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
」
と
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
鉱
毒
事
件
へ
の
対
応
が
ど
の
よ
う
な

「
知
的
背
景
」
よ
り
生
じ
て
い
る
の
か
を
比
較
・
分
析
す
る
こ
と
と
の
ふ

た
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
、
明
治
知
識
人
が
ど

の
よ
う
に
「
近
代
」
を
受
容
し
、
ま
た
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
解

明
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

取
り
上
げ
ら
れ
る
知
識
人
は
、
田
中
正
造
以
外
に
、
勝
海
舟
、
福
沢
諭

吉
、
島
田
三
郎
、
陸
羯
南
、
内
村
鑑
三
、
幸
徳
秋
水
の
六
名
で
あ
る
。
彼

ら
は
す
べ
て
、「
近
代
化
」「
文
明
化
」
を
い
か
に
し
て
達
成
す
る
か
と
い

う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
点
で
共
通
す
る
と
さ
れ
、「
世
代
順
に
、「
天

保
の
老
人
」、「
中
間
世
代
」、「
明
治
の
青
年
」
と
い
う
三
つ
の
組
に
分
け

た
上
で
、
二
人
一
組
の
形
で
」
検
討
さ
れ
て
い
く
。

　

本
書
の
原
型
と
な
っ
た
博
士
論
文
で
は
「
田
中
正
造
研
究
」
と
「
明
治

知
識
人
研
究
」
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
本
書
で
は
そ
の

よ
う
な
明
確
な
区
分
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
右
に
挙
げ
た
章
立
て
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
・
二
章
が
田
中
正
造
に
つ
い
て
、
第
三
～
五
章
が
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明
治
知
識
人
に
つ
い
て
と
な
っ
て
お
り
、
分
量
的
に
は
後
者
が
前
者
の
二

倍
強
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
、
先
行
研
究
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、「
よ
り
客
観

的
な
正
造
像
を
構
築
」
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
先
行
研
究
の
問
題
点
に

つ
い
て
は
、
序
章
よ
り
さ
ら
に
踏
み
込
み
、
田
中
と
同
時
代
の
思
潮
と
の

つ
な
が
り
や
、
他
の
思
想
家
と
の
比
較
検
討
の
不
足
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
歴
史
自
体
」
や
田
中
の
思
想
自
体
が
解
明
す
べ
き
課
題
と
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
研
究
者
の
田
中
に
対
す
る
「
共
鳴
」「
感
情
移
入
」
か
ら

す
る
「
拡
大
解
釈
」
が
横
行
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
著
者
は
こ
れ
ま
で

の
「
正
造
像
」
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
と
し
、「
よ
り
客
観
的
な
正
造

像
を
構
築
す
る
た
め
」
同
時
代
人
の
田
中
正
造
評
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て

田
中
自
身
の
自
己
認
識
も
検
討
す
る
。
そ
う
し
た
作
業
に
よ
り
浮
か
び
上

が
る
の
は
、「
精
神
家
」
で
あ
り
「
行
動
家
」
と
し
て
の
田
中
像
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

　

第
二
章
は
、
儒
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
田
中
の
思
想
世
界
に
迫
ろ
う

と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
「
無
学
」
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り
と
す

る
。
田
中
は
自
ら
の
「
無
学
」
を
強
調
し
な
が
ら
、「
学
者
」
を
批
判
し

（「
知
識
ノ
奴
隷
」）、
社
会
実
践
を
通
じ
て
「
真
の
知
識
」
に
到
達
し
獲
得

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。

　

明
治
知
識
人
の
鉱
毒
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り

「
明
治
後
半
期
の
思
想
地
図
を
描
き
出
す
」
試
み
は
、
勝
海
舟
と
福
沢
諭

吉
を
取
り
扱
う
第
三
章
よ
り
始
ま
る
。
勝
は
政
治
を
い
か
に
う
ま
く
運
営

し
て
い
く
か
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
世
態
人
情
に
通
じ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鉱
毒
問
題
に
つ
い
て
も
「
人
心
の
安
定
」
と
い
う

観
点
か
ら
考
え
て
お
り
、
放
置
す
れ
ば
不
満
が
爆
発
し
て
「
民
心
遂
に
離

散
」
し
て
し
ま
う
と
警
戒
し
た
と
い
う
。「
適
切
な
状
況
判
断
に
基
づ
い

て
」「
情
緒
的
な
人
間
・
社
会
関
係
を
維
持
す
る
」
こ
と
が
肝
要
だ
と
す

る
の
で
あ
る
。
一
方
福
沢
は
、
政
治
に
お
い
て
は
「
人
情
」
と
い
っ
た

「
非
合
理
的
な
要
素
を
で
き
る
限
り
排
除
す
べ
き
」
と
し
、「
鉱
毒
問
題
を

「
智
」
の
立
場
か
ら
捉
え
」
た
。「
誠
」
と
い
う
道
徳
的
要
素
を
重
く
見
た

た
勝
と
、「
惑
溺
」
を
克
服
す
る
た
め
に
「
疑
」
を
必
要
と
し
た
福
沢
と

い
う
対
照
的
な
ふ
た
り
は
、
社
会
秩
序
の
形
成
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

勝
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
解
消
を
通
じ
て
の
秩
序
形
成
を
考
え
た
の
に
対
し
て
、

福
沢
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
「
積
極
的
に
転
換
す
る
こ
と
」
で
秩
序
を
形
成
し

よ
う
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
、
一
八
五
〇
年
代
生
ま
れ
の
島
田
三
郎
と
陸
羯
南
と
が
対

比
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
両
者
は
「
文
明
開
化
の
時
代
に
自
己
を
形
成
し
」、

「
新
式
教
育
を
受
け
」
る
と
と
も
に
「
漢
学
を
学
ん
」
で
い
る
。
陸
が
西

洋
文
明
を
「
抵
抗
を
通
じ
て
」
受
容
し
つ
つ
日
本
の
伝
統
を
重
ん
じ
た
の

に
対
し
、
島
田
は
西
洋
志
向
が
強
く
、
西
洋
思
想
を
「
伝
統
思
想
と
関
連

づ
け
て
日
本
に
導
入
し
よ
う
と
」
し
た
点
で
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
鉱

毒
問
題
に
つ
い
て
は
、
島
田
は
当
初
「
中
立
」
的
立
場
で
あ
っ
た
の
が
、

政
府
の
消
極
的
で
う
わ
べ
だ
け
の
対
応
を
問
題
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
前
提
と
し
て
、「
貧
富
ノ
間
」
の
「
一
大
戦
争
」
を
食
い
止
め
ね
ば

な
ら
な
い
と
す
る
「
社
会
改
良
主
義
」
が
あ
っ
た
。
陸
も
政
府
の
「
西
洋

主
義
」
路
線
が
格
差
を
拡
大
さ
せ
「
社
会
の
分
裂
、
道
徳
の
堕
落
」
を
招
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来
し
て
い
る
と
し
、
鉱
毒
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
諸
問
題
は
「
国
家
的
社

会
主
義
」
に
よ
っ
て
し
か
解
決
さ
れ
得
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　

最
後
の
組
み
合
わ
せ
は
第
五
章
の
内
村
鑑
三
と
幸
徳
秋
水
で
あ
る
。
内

村
は
「
日
本
的
伝
統
を
受
け
継
」
い
だ
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
幸
徳
は

「
儒
教
倫
理
に
根
ざ
し
た
」
社
会
主
義
者
と
し
て
対
比
さ
れ
る
。
内
村
は

鉱
毒
問
題
は
「
拝
金
主
義
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
人
為
的
災
害
」

で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
根
底
か
ら
解
決
す
る
に
は
人
心
の
改
良
が
必
要
だ

と
す
る
。
社
会
が
腐
敗
し
「
亡
国
」
状
態
に
陥
っ
て
い
る
要
因
を
内
村
は

「
道
徳
の
堕
落
と
宗
教
心
の
不
在
」
に
求
め
る
の
に
対
し
、
幸
徳
は
社
会

制
度
の
問
題
と
捉
え
、
制
度
の
改
革
を
訴
え
る
。
ま
た
制
度
だ
け
で
な
く

制
度
を
支
え
る
人
々
の
「
公
徳
心
」
の
改
革
も
唱
え
て
い
る
。
個
人
主
義

の
弊
害
が
制
度
や
道
徳
に
も
及
ん
で
い
る
た
め
、
生
産
手
段
の
共
有
や
公

徳
心
の
涵
養
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
を
唱
導
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

　

本
書
の
評
価
で
き
る
点
は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
繰
り
返

し
て
き
た
よ
う
に
田
中
正
造
の
脱
「
神
格
化
」
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

近
年
に
お
い
て
も
田
中
に
つ
い
て
「
二
一
世
紀
の
思
想
家
」、「「
い
の
ち
」、

「
自
然
」、「
公
共
」、「
共
生
」
な
ど
の
先
駆
的
な
思
想
」
な
ど
と
す
る
研

究
が
後
を
絶
た
な
い
。
本
書
は
そ
う
し
た
研
究
動
向
を
慎
重
に
批
判
し
、

田
中
の
思
想
を
当
時
の
文
脈
に
お
い
て
「
実
像
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
第
二
章
で
の
、
田
中
の
な
か
で
儒
学
思
想
が
ど
の

よ
う
に
血
肉
化
し
て
い
る
の
か
を
丁
寧
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
は
多
く
を

教
え
ら
れ
た
。

　

第
二
に
、
鉱
毒
問
題
に
つ
い
て
、
報
道
分
析
で
も
な
く
思
想
家
の
個
々

の
言
説
や
思
想
の
検
討
で
も
な
く
、
知
識
人
た
ち
の
言
説
を
並
べ
て
比
較

し
分
析
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
際
、「
日
本
近
代
化
の
最
初
の
「
破

れ
目
」
と
し
て
の
足
尾
鉱
毒
事
件
」
を
手
が
か
り
に
、
彼
ら
の
政
治
観
や

秩
序
観
な
ど
に
踏
み
込
ん
で
い
き
、
知
識
人
た
ち
が
「
近
代
」
を
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
惹
き

つ
け
ら
れ
る
も
の
を
感
じ
た
。
こ
れ
は
「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
て
い
る
、

「
前
近
代
」
的
な
農
村
に
生
ま
れ
、「
中
国
の
急
速
な
経
済
発
展
」
の
な
か

で
「
近
代
化
が
も
た
ら
す
巨
大
な
歴
史
的
変
化
を
目
睹
」
し
た
と
い
う
、

ま
さ
に
〈
恰
も
一
身
に
し
て
二
生
を
経
〉
て
い
る
著
者
自
身
の
切
実
な
問

題
意
識
に
因
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

四

　

最
後
に
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
や
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
少

し
記
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
勝
海
舟
や
福
沢
諭
吉
を
は
じ
め
と
す
る
六
名
の
知
識
人
た
ち
が

世
代
順
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
分
析
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
同

世
代
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
果
た
し
て
妥
当
か
と
い

う
疑
問
で
あ
る
。
さ
き
に
も
見
た
よ
う
に
、
勝
海
舟
と
福
沢
諭
吉
は
「
天

保
の
老
人
」、
島
田
三
郎
と
陸
羯
南
は
「
中
間
世
代
」、
内
村
鑑
三
と
幸
徳

秋
水
は
「
明
治
の
青
年
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
近
代
日
本
に
お
い
て
、
は

じ
め
て
「
青
年
論
」
と
「
世
代
論
」
と
が
登
場
し
た
の
は
明
治
二
〇
年
代
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で
あ
」
り
（
岡
和
田
常
忠
）、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
徳
富
蘇
峰
が
自
ら
や

青
年
た
ち
を
新
時
代
の
担
い
手
で
あ
る
と
宣
言
す
る
た
め
、「
天
保
の
老

人
」
と
「
明
治
の
青
年
」
と
い
う
世
代
概
念
を
提
示
し
た
。
そ
の
た
め
通

説
的
に
は
「
明
治
の
青
年
」
は
徳
富
蘇
峰
（
一
八
六
三
年
生
）
を
は
じ
め
、

三
宅
雪
嶺
（
一
八
六
〇
年
生
）、
山
路
愛
山
（
一
八
六
五
年
生
）
と
い
っ
た

一
八
六
〇
年
前
後
に
誕
生
し
た
世
代
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、

一
八
七
〇
年
前
後
の
明
治
生
ま
れ
の
青
年
は
そ
の
次
の
世
代
と
さ
れ
て
い

る
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
知
識
人
で
は
、
幸
徳
秋
水
（
一
八
七

一
年
生
）
は
い
わ
ゆ
る
「
明
治
の
青
年
」
に
は
入
れ
に
く
く
、
む
し
ろ

「
中
間
世
代
」
と
さ
れ
て
い
る
陸
羯
南
（
一
八
五
七
年
生
）
の
方
が
適
当
な

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勝
と
福
沢
、
島
田
と
陸
、
内
村
と
幸
徳
と
い
う
組
合

せ
と
対
比
自
体
は
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
天
保
の
老
人
」「
中
間
世

代
」「
明
治
の
青
年
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
世
代
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
松
沢
弘
陽
氏
の
明
治
社
会
主
義
の
前

世
代
・
中
心
世
代
・
後
世
代
の
区
分
や
、
飯
田
泰
三
氏
の
明
治
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
先
駆
世
代
・
明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
中
心
世
代
・
大
正
知
識
人
前

世
代
・
大
正
知
識
人
中
心
世
代
、
の
よ
う
に
新
た
な
世
代
区
分
を
創
出
す

る
な
り
、
本
書
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
天
保
の
老
人
」
世
代
や
「
明
治
の
青

年
」
世
代
に
つ
い
て
説
明
す
る
な
り
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

次
に
、
評
者
は
島
田
三
郎
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
る
と
こ
ろ
が
な
か

っ
た
た
め
、
本
書
で
の
分
析
に
は
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
少
し

気
に
な
っ
た
点
と
し
て
は
、
島
田
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
鉱
毒
問
題
へ
の

対
応
の
関
係
で
あ
る
。
も
う
少
し
広
げ
て
い
え
ば
、
島
田
の
信
仰
と
社
会

問
題
・
政
治
活
動
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
は
島
田
の
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
に
つ
い
て
、
一
五
九
～
一
六
〇
頁
な
ど
で
触
れ
て
は
い
る
も

の
の
あ
ま
り
重
視
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
著
者
は
島
田
の
信
仰
が

「
内
村
鑑
三
の
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
っ
た
」
と
し
て
お
り
、
島
田
は
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
は
あ
る
が
彼
の
信
仰
は
社
会
問
題
へ
の
対
応
や
政
治
活
動
と

は
さ
ほ
ど
深
い
つ
な
が
り
は
な
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
内
村
の
信
仰
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
か
な
り
異
質
な

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
島
田
の
信
仰
と
彼
の
政
治
思
想

や
社
会
思
想
と
の
つ
な
が
り
が
薄
い
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
に
思
う
。
も

う
少
し
島
田
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
政
治
活
動
や
社
会
問
題
へ
の
関
わ
り
、

さ
ら
に
は
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
る
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ

わ
せ
て
、
西
洋
派
知
識
人
で
あ
る
島
田
が
「
儒
学
的
な
言
葉
を
多
く
用
い

て
い
る
」
点
は
「
語
彙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
の
儒
学
」（
河
野
有
理
）

の
例
と
し
て
面
白
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

内
村
鑑
三
に
つ
い
て
は
、
彼
が
鉱
毒
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
関
わ
り
始

め
た
時
期
と
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
変
化
が
現
れ
始
め
る
時
期
と
は

ほ
ぼ
重
な
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
内
外
で
の
社
会
の
改
革

の
動
き
へ
の
期
待
と
そ
れ
に
対
す
る
失
望
が
、
楽
観
的
な
進
歩
主
義
か
ら

の
変
化
を
促
す
こ
と
が
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鉱
毒
問
題
と
内
村
の
思
想
と
の
関
わ
り
は
、
よ
り
動

的
な
も
の
と
し
て
描
き
出
せ
る
よ
う
に
思
え
た
。

　

よ
り
広
が
り
や
深
み
を
持
た
せ
る
こ
と
は
可
能
と
感
じ
ら
れ
た
が
、
そ

れ
は
本
書
が
今
後
の
田
中
正
造
や
鉱
毒
問
題
の
思
想
史
的
研
究
の
う
え
で
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必
読
と
な
る
非
常
な
労
作
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
書
か
ら
示
唆
を

受
け
、
さ
ら
に
深
め
て
い
く
べ
き
問
い
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
も
思
う
。

�

（
滋
賀
文
教
短
期
大
学
教
授
）

今
高
義
也
著

『
内
村
鑑
三
の
世
界
像
─
伝
統
・
信
仰
・
詩
歌
』

（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
二
〇
年
）

長
野
　
美
香

一
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
独
自
性

　

内
村
鑑
三
と
い
う
巨
大
に
過
ぎ
て
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
人
物
の
全
体

像
を
摑
も
う
と
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
難
儀
な
営
み
で
あ
る
。
巨
人
の
ど

こ
に
取
り
つ
こ
う
と
す
る
か
に
よ
っ
て
見
え
方
も
異
な
っ
て
く
る
が
、
そ

れ
ら
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
と
、
ま
た
像
が
ぼ
や
け
て
き
て
焦
点
が
定
ま

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
、
内
村
と
い
う
人
物
に
は
あ
る
。

結
局
は
ぼ
や
け
て
い
る
部
分
を
地
道
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
埋
め
る
べ
く
な
に

か
手
段
を
探
し
て
い
く
し
か
、
内
村
に
近
づ
く
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
、
こ
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
営
み
に
、
わ
け
て
も
地
道
で
堅

実
な
方
法
で
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
内
村
の
蔵
書
に

残
さ
れ
た
内
村
自
身
の
書
入
れ
か
ら
、
内
村
の
信
仰
上
の
重
要
事
や
伝
統

思
想
と
の
関
わ
り
を
探
り
、
そ
れ
が
従
来
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
合
致
す

る
か
否
か
を
確
認
す
る
方
法
で
あ
る
。

　

自
分
自
身
の
こ
と
を
省
み
る
と
、
若
い
頃
に
な
に
げ
な
く
線
を
引
い
た

り
、
メ
モ
を
書
き
込
ん
だ
り
、
マ
ー
ク
を
つ
け
た
り
し
た
本
を
後
年
に
開
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