
蚕
愚
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
裟
と

は
、
単
な
る
最
宗
教
学
的
理
準
は
な
く
、
他

宗
教
と
の
対
話
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自

性
、
特
に
宣
教
論
を
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
は
土
居
教
授
の
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
と
バ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
哲
学
及

び
神
学
の
嬰
を
、
明
ら
か
編
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
白
ら
の
神
慧
想
を
特
徴
づ

コ
ー
リ
ー
レ
ー
レ
ヨ
ン

け
る
も
の
と
し
て
「
呼
応
の
方
法
(
あ
ろ
い
は
相
関
)
L

と
い
う
表
現
を
用
い
九
。
そ
の
背
後
に
、
彼
は
絶

え
ず
宗
教
と
文
化
、
神
学
と
哲
学
、
侶
仰
と
理
性

と
い
っ
た
も
の
の
二
鋪
」
を
通
し
て
の
思
考
的

作
業
を
ふ
ま
え
て
い
九
。
彼
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト

教
の
中
心
的
使
砧
は
、
人
間
の
実
存
的
閻
い
と
、

そ
の
問
い
に
対
し
て
皷
も
深
絵
昧
を
介
ん
だ
答

え
で
あ
る
新
存
在
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
な
る
イ
エ

ス
な
の
で
あ
る
。

土
居
教
授
が
第
一
部
で
主
張
す
る
ワ
孫
の
神

学
」
は
、
す
で
に
日
本
語
で
出
版
さ
れ
て
い
る
も

の
の
要
約
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
士
居
神
学
の
骨
格

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
第
二
部
に
集
め
ら

れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
小
論
文
を
結
希
点
と
し

て
の
「
官
需
」
に
つ
な
が
る
。

そ
の
冏
、
バ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
研
究
を
中

心
に
、
学
内
、
外
に
お
い
て
他
宗
教
と
の
料
と

研
究
を
盤
し
て
こ
ら
れ
た
。
日
本
神
学
界
、
及

び
宗
教
学
界
に
お
け
る
最
長
老
松
で
あ
る
。

<
「
回
、
伺
襄
百
周
年
を
黒
し
て
出
版
さ
れ

九
こ
の
郡
は
、
土
居
教
授
の
近
年
の
神
学
的
、

宗
教
学
的
思
考
や
研
鴛
果
を
英
語
で
ま
と
め
あ

げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
藷
で
出
版
さ
れ
九

こ
と
向
体
に
も
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
言
え
よ

う
。
こ
れ
は
、
黒
社
に
限
ら
ず
R
本
の
学
問
の

令
般
を
見
て
一
言
え
る
事
で
あ
ろ
う
が
、
学
問
的
研

究
業
績
や
結
実
を
、
日
本
語
を
越
え
て
広
く
提
供

し
よ
う
と
す
る
、
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
一
プ
イ
ク
の
努

力
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ

る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
九
だ
藷
で
出
版
す
れ

教
文
鉱
 
A
5
判

ば
よ
い
と
い
う
も
の
一
:
は
な
い
風
際
的
な
研
修

.
-
0
二
頁
、
.
 
0
0
円

と
研
歎
は
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
不
可
避
と
思
わ

れ
る
粍
に
お
い
て
、
亜
要
な
国
際
語
の
一
つ
と

留
え
う
る
英
雫
の
研
究
発
表
の
意
味
を
号
え
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
李
あ
る
。

さ
て
、
玉
は
、
「
諸
宗
教
と
の
対
話
に
お
け

急
味
の
探
究
」
と
で
も
訳
し
う
る
遡
が
示
す
ど

と
く
、
こ
こ
十
一
年
、
特
に
最
研
究
所
所
長
を

簸
ね
な
が
ら
研
究
を
す
す
め
て
こ
ら
れ
九
同
氏
の

土
居
俊
著

『
⑦
ゆ
習
δ
ず
{
又
国
魯
=
冒
⑳

↓
ず
き
仁
如
ず
一
ヨ
ゆ
斗
巴
芽
⇔
一
巴
0
如
斥

士
川
央
俊
教
授
は
<
、
郁
で
六
十
九
歳
に
な
ら
れ

る
。
昭
和
十
一
年
、
同
志
社
大
学
柳
学
科
を
卒
業

以
来
、
西
陣
教
会
、
彦
根
教
会
等
の
牧
会
釜
に

あ
た
ら
れ
、
そ
の
後
シ
カ
ゴ
大
学
、
ハ
ー
ト
フ
ォ

ー
ド
神
学
院
等
霜
織
神
学
及
び
宗
教
哲
学
を
学

ぱ
れ
、
照
和
.
一
十
集
、
神
学
部
に
お
い
て
組
織

神
学
を
扣
ψ
1
し
て
<
,
日
に
至
っ
て
お
ら
れ
る
。
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急
激
に
産
業
化
、
都
市
化
さ
れ
る
世
界
の
中

で
、
人
間
が
生
命
の
嫌
そ
の
も
の
を
喪
失
し
て

ゆ
く
時
、
そ
れ
白
身
が
人
間
性
の
崩
壊
を
引
き
起

こ
す
。
そ
う
い
っ
た
状
態
に
直
血
し
て
宗
教
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
何
が
な
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
の

か
。
こ
れ
は
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
限
定
さ
れ
た

鰻
で
は
な
い
。
土
居
教
授
が
、
他
宗
教
と
の
対

話
を
通
し
て
の
共
同
作
誓
し
て
、
「
孫
の
回

復
L
 
の
主
張
を
さ
れ
る
根
拠
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

決
し
て
す
ら
す
ら
読
め
る
本
で
は
な
い
が
、
世

界
の
神
学
界
、
宗
教
界
に
一
つ
の
剌
激
を
与
え
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

(
深
田
未
来
生
・
大
学
袖
学
部
教
授
)

神
社
仏
閣
は
、
文
化
観
光
都
市
と
し
て
の
歴
史
的

な
価
値
を
、
内
外
に
高
め
つ
つ
ぁ
る
。
こ
累
都

の
観
光
案
内
的
な
窃
は
数
多
い
が
、
本
冉
は
ま

つ
九
く
異
色
な
歴
史
風
俗
史
の
味
わ
い
を
も
っ
九

内
容
で
、
過
去
百
年
1
慶
応
四
年
(
一
八
六
八
年
)

か
ら
昭
和
四
三
年
(
一
九
六
八
年
)
1
の
問
、
京
都

市
内
で
お
こ
っ
九
特
筆
す
べ
き
で
き
ご
と
を
、
編

年
順
に
、
新
聞
記
事
と
貫
重
な
写
雫
綴
り
、
さ

ら
に
詳
し
い
註
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
の
へ
ー
ジ
ご
と
に

加
え
て
い
る
。
一
年
一
六
五
日
の
う
ち
、
ど
の
よ

う
寵
事
を
選
択
す
る
か
は
、
ま
っ
た
く
、
む
ず

か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
点
、
茗
者
は
す
ぐ

れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
長
い
経
験
か

ら
、
各
年
代
を
通
じ
て
象
徴
的
で
興
味
あ
る
京
都

ら
し
い
事
件
を
と
り
あ
げ
、
明
治
・
大
正
・
昭
和

の
.
長
い
時
代
の
変
遷
を
、
只
象
的
に
活
動
大
写
真

新
聞
と
写
真
に
み
る

を
み
る
ど
と
く
編
集
し
て
あ
る
。
新
聞
記
ボ
は
、

,
示
都
百
年

歴
史
家
の
器
や
視
点
と
は
興
な
り
、
一
日
一
口

東
洋
文
ヒ
ー
、
新
而
の
で
き
ど
と
を
三
"
者
の
主
観
と
竿
ノ
で
、
で
き
る

ニ
ニ
九
互
、
七
＼
0
円
か
ぎ
り
客
観
的
描
写
的
に
詩
者
の
心
を
ひ
き
つ
け

る
よ
う
暑
か
れ
て
あ
り
、
そ
の
時
代
が
生
き
中

よ
み
か
え

京
都
は
、
日
本
の
都
市
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
群
き
と
蘇
っ
て
く
る
。
ニ
ユ
ー
ス
性
は
一
日
回
か

を
抜
い
て
高
い
あ
こ
が
れ
の
都
市
に
な
っ
て
い
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
も
、
そ
の
時
代
の
芳
禁
を
線

る
。
黙
火
を
う
け
ず
、
占
い
街
並
み
と
小
緒
あ
る
徴
し
て
い
る
。
そ
れ
光
け
に
本
小
"
は
独
創
的
一
、
、
学

岡
満
男
著

問
的
に
も
特
殊
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。

本
沓
の
第
一
ペ
ー
ジ
は
、
「
近
藤
勇
の
最
後
」

で
あ
る
。
近
藤
勇
の
首
が
三
条
河
原
に
さ
ら
さ
れ

寵
亊
を
「
中
外
新
聞
」
か
ら
集
録
し
、
明
治
維

新
の
開
誓
京
都
の
近
代
化
へ
の
歩
み
を
「
都
娜

新
聞
」
「
大
阪
新
聞
」
「
東
京
日
日
新
聞
」
「
郵
便

報
知
新
聞
L
「
日
本
立
態
政
党
新
聞
」
「
京
都
絵
入

新
聞
」
「
時
事
新
報
」
「
日
出
新
聞
」
な
ど
、
い
ま

は
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
文
献
的
な
新
聞
か
ら
と

り
あ
げ
、
文
附
化
と
い
わ
れ
る
当
時
の
模
様
を

ほ
J
ノ
ム
つ

儷
の
局
か
ら
仂
佛
と
さ
せ
る
よ
う
発
事
で
名

ヘ
ー
ジ
が
多
彩
に
展
剛
す
る
。
本
書
の
畿
で
、

と
く
に
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
京
都
と
い
う
古
い

習
憤
と
習
俗
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
都
市
が
、
名

特
代
の
先
端
的
な
箭
や
で
き
ご
と
を
生
起
さ
せ

て
い
る
と
い
う
著
者
の
近
代
的
指
標
最
定
と
鋭

い
戚
奨
C
あ
る
。
京
都
の
交
通
、
疎
水
の
開
拓
、

腎
機
関
、
海
外
交
流
、
医
療
や
産
業
の
育
成
な

ど
、
近
代
文
化
の
基
本
に
な
る
で
き
ご
と
を
ぬ
け

め
な
く
追
い
求
め
て
い
る
。
「
チ
ン
チ
ン
電
車
誕

生
」
(
明
治
一
八
年
二
月
三
U
)
が
「
大
阪
毎
日
新
聞
」

に
紹
介
さ
れ
、
「
朝
来
雨
天
な
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
新
奇
な
る
よ
り
、
い
か
な
る
も
の
な
ら
ん
か

と
て
試
乗
す
る
客
井
常
に
多
く
」
と
い
う
群
1
が
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60

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
本
を
手
に
し
た
と
た
ん
、
ぐ

い
ぐ
い
と
ひ
き
こ
ま
れ
て
、
と
ぅ
と
ぅ
夜
を
徹
し

て
一
晩
で
ょ
み
あ
げ
て
し
ま
っ
九
。

こ
の
本
は
、
戦
争
の
な
か
の
日
本
人
/
捕
虜
収

容
所
の
日
本
人
/
占
領
下
の
日
本
人
/
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
日
本
人
、
の
四
章
を
ま
ず
本
篤
と
す
る
。

H
本
で
生
ま
れ
育
ち
、
限
り
な
い
日
本
へ
の
愛
情

を
抱
い
た
著
者
が
、
い
ず
れ
来
る
べ
き
新
し
い
Π

本
の
進
路
を
苫
え
つ
つ
、
ハ
ワ
イ
の
捕
虜
収
容
所

で
日
本
人
に
接
し
た
体
駿
、
そ
し
て
占
領
下
の

日
本
で
の
体
験
談
と
綴
と
が
、
す
な
わ
ち
本
篇

の
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
い
ど
に
そ
れ
か
ら

(
住
谷

・
大
学
文
学
部
敏
授
)

三
十
年
を
経
た
今
日
で
の
感
想
と
し
て
フ
ニ
ッ

ポ
ン
'
と
天
皇
制
」
の
一
文
が
加
え
ら
れ
て
い

オ
ー
テ
ス
・
ケ
ー
リ
著

る
0

こ
の
本
は
、
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
語
ら
れ

『
よ
こ
糸
の
な
い
日
本
』

る
が
、
北
海
道
小
楫
市
に
生
ま
れ
、
一
五
歳
の
こ

サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
 
B
6
判
ろ
ま
で
日
本
で
育
ち
、
日
本
の
小
学
校
へ
も
通
っ

ニ
＼
九
頁
、
一
、
二
0
0
円
た
「
私
」
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
一
舮
っ
て
五
年
め
の
ア

ー
モ
ス
ト
大
学
三
年
生
の
と
き
に
迎
え
た
、
あ
の

一
口
に
い
え
ぱ
、
こ
れ
は
、
そ
の
こ
ろ
ま
だ
二
真
珠
湾
の
日
か
ら
語
り
は
じ
め
ら
れ
る
。
子
ど
も

十
歳
代
だ
っ
た
苫
き
日
の
ケ
ー
リ
さ
ん
の
笈
と
の
こ
ろ
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
の
日
本
人
が

ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
み
ち
あ
ふ
れ
た
本
で
あ
る
。
行
な
っ
た
奇
襲
に
た
い
す
る
お
ど
ろ
き
と
困
惑
。

私
は
さ
し
せ
ま
っ
九
仕
事
を
抱
え
て
い
た
の
に
も
や
が
て
「
私
L
 
は
、
愛
す
る
日
本
と
戦
う
こ
と
の

あ
り
、
市
電
が
廃
止
さ
れ
る
咋
今
の
京
都
を
知
る

も
の
に
深
い
感
慨
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
。
ま
た
、
若

千
二
十
二
歳
の
田
辺
朔
郎
に
よ
る
疎
水
の
完
成
の

畢
は
、
百
年
後
の
京
都
を
さ
さ
え
る
大
き
な
工

ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
た
だ
け
に
、
興
味
深
い
。
都
市

の
「
保
存
と
開
発
」
は
、
未
来
を
開
く
大
き
な
課

題
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
、
文
化
と
自
然
の

歴
史
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
"
は
、
著
者
の

か
ぎ
り
な
い
京
都
へ
の
愛
情
と
卵
解
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
で
、
京
都
に
告
す
る
す
べ
て
の
人
々

に
、
ぜ
ひ
と
も
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
の
で
あ

る
。

九
め
ら
い
を
、
ボ
ス
ト
ン
に
住
ん
で
い
た
湯
浅
八

郎
氏
に
袈
に
行
っ
た
う
え
で
、
海
軍
を
志
願
し
、

日
本
を
破
り
、
そ
し
て
日
本
を
再
建
す
る
こ
と
を

決
意
し
つ
つ
、
情
報
将
校
と
し
て
ハ
ワ
イ
に
赴
任

す
る
。
話
の
中
心
は
、
ハ
ワ
イ
の
収
容
所
で
接
し

九
数
千
の
日
本
人
捕
虜
と
の
交
流
で
あ
り
、
終
戦

後
に
日
本
に
炭
っ
た
人
た
ち
と
の
交
飮
で
あ
る

が
、
そ
の
間
ア
ッ
ツ
島
や
キ
ス
カ
、
あ
る
い
は
サ

,
)
、

イ
パ
ン
で
の
エ
ヒ
ソ
ー
ド
も
あ
る
。
わ
ず
か
二
十

歳
を
い
く
つ
か
越
え
た
ぱ
か
り
で
、
ハ
ワ
イ
の
捕

虜
収
容
所
の
責
任
者
と
し
て
、
戦
争
が
終
わ
っ
た

の
ち
の
日
本
の
こ
と
を
考
え
つ
つ
、
収
容
さ
れ
九

元
日
本
兵
た
ち
と
接
し
て
い
っ
た
著
者
の
熊
に

は
、
ま
こ
と
に
打
た
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に

収
容
さ
れ
た
人
た
ち
の
中
に
、
式
場
隆
三
郎
の
血

縁
者
が
い
た
こ
と
、
そ
の
人
の
手
紙
を
、
終
戦
後

た
だ
ち
に
式
場
家
に
届
け
た
こ
と
が
、
三
笠
宮
と

の
出
会
い
と
な
り
、
天
皇
へ
の
進
言
を
し
た
こ
と

が
、
若
者
に
占
領
下
で
の
活
躍
の
場
を
与
え
る
。

こ
の
書
は
、
四
半
世
紀
前
に
い
ち
ど
刊
行
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
た
び
の
刊
行
は
日
米
関
係
が
曲

が
り
角
に
来
て
い
る
と
い
わ
れ
る
今
日
、
そ
し
て

戦
後
は
終
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
今
日
、
そ
の
三
十

年
間
の
日
本
の
歩
み
を
反
省
す
る
糧
と
し
て
、
ま
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同

吋k
'【ニ、

こ
と
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
巻
末
に
ふ
さ
け
加
え
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
著
者
山

れ
九
三
十
年
後
の
感
想
は
、
木
文
の
著
者
の
情
熱
田
忠
雄
氏
は
こ
ん
な
人
で
あ
る
。
「
む
ず
か
し
い

か
ら
す
れ
ぱ
余
り
に
控
え
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
理
屈
は
さ
て
お
き
、
古
代
の
音
に
対
す
る
あ
こ
が

け
に
読
者
に
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
す
も
の
を
も
っ
て
れ
や
、
古
代
の
音
を
再
現
す
る
楽
し
さ
を
わ
か
っ

て
も
ら
う
為
に
」
筆
を
と
っ
九
(
あ
と
が
き
)
、
と

0

(
笠
井
昭
.
大
学
文
学
部
教
授
)
あ
る
よ
う
に
、
南
米
旅
行
か
ら
の
土
産
に
も
ら
っ

た
一
本
の
ふ
し
ぎ
な
イ
ン
カ
の
土
の
笛
を
手
に
し

て
、
著
者
は
そ
の
形
態
的
考
証
と
共
に
、
い
ち
ぱ

山
田
忠
男
著

ん
大
事
な
こ
と
は
、
「
こ
れ
は
音
を
出
す
為
の
楽

句
イ
ン
カ
の
笛
』

器
で
あ
り
、
楽
器
は
、
こ
れ
が
何
の
九
め
に
作
ら

れ
、
ど
ぅ
し
て
吹
か
れ
、
聴
く
人
九
ち
が
ど
ぅ
思

N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
ジ
ユ
ニ
ア
、

つ
た
の
か
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
イ
ン
カ
の
新
旧
三

B
6
判
、
一
八
一
亘
八
0
0
円

つ
の
、
竹
・
土
・
石
の
笛
を
吹
い
て
「
古
い
ほ
ど
そ

の
笛
の
音
は
美
し
い
」
と
、
著
者
の
「
此
田
の
音
」

へ
の
あ
こ
が
れ
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
盆
じ
め
に
)
。

そ
ん
な
楽
器
と
人
類
の
歴
史
と
の
か
か
わ
り
あ

い
を
、
第
一
・
二
草
で
書
か
れ
て
い
る
。
第
一
章

「
大
昔
の
暮
ら
し
」
で
、
音
楽
の
奏
で
ら
れ
九

「
錘
台
L
 
と
し
て
の
、
二
百
万
年
の
人
類
の
進
化

史
を
、
著
者
は
人
類
学
者
の
立
場
か
ら
ま
と
め
、

第
二
章
「
音
楽
の
始
ま
り
と
そ
の
頃
の
楽
器
」
で

は
、
音
楽
家
と
し
て
の
も
う
一
人
の
著
者
が
、
音

楽
の
起
源
と
そ
の
発
展
を
述
べ
て
い
る
。
人
類
に

と
ユ
書
楽
は
◆
暴
だ
け
の
世
界
に
新
九
に
外
か

同
志
社
九
十
年
小
史

(
同
志
社
々
史
々
料
編
集
所
編
)

同
志
社

雑
誌
「
新
島
研
究
」
同
志
社
新
島
研
究
会

新
島
襄
(
和
田
洋
一
著
)

日
本
基
督
教
団
出
版
局

※
比
較
的
参
照
し
や
す
い
も
の
を
器

今
人
類
学
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
私
の

仲
間
が
、
ま
だ
大
学
を
出
九
ぱ
か
り
の
頃
、
つ
ま

り
、
敗
戦
の
混
乱
の
中
で
荒
れ
は
て
九
研
究
室
に

残
っ
て
、
「
雑
学
事
始
」
等
と
称
し
て
、
い
っ
し

よ
に
戦
後
の
新
し
い
道
を
模
索
し
て
い
九
頃
、
私

九
ち
は
、
「
雑
学
」
の
進
め
方
1
つ
ま
り
科
学

的
思
考
の
型
1
に
二
つ
の
型
が
あ
る
と
い
っ

九
。
一
つ
は
「
視
覚
型
L
、
も
う
一
つ
は
「
継

型
L
 
で
、
共
に
抽
象
的
思
考
よ
り
も
ま
ず
行
動
が

先
に
立
つ
こ
と
で
は
通
じ
て
い
た
が
、
私
は
今
、
本

書
を
読
ん
で
、
そ
の
第
三
の
型
「
聴
覚
型
L
 
を
つ

新
島
研
究
参
考
図
害同

志
社
校
友
会

ミ
イ
イ
0
二
=
如
ゆ
門
口
N
イ
m

新
島
先
生
書
簡
集
霖
中
章
光
編
)同

志
社
校
友
会

新
島
先
生
書
簡
集
1
続
(
森
中
章
光
編
)

同
志
社
校
友
会

新
島
襄
書
簡
集
(
同
志
社
編
)
 
1
岩
波
文
庫

岩
波
書
店

新
島
襄
先
生
(
徳
富
燕
峰
芦

同
志
社
出
版
部

新
島
嬰
1
人
と
思
想
(
魚
木
忠
一
著
)

同
志
社
出
版
部

新
島
嬰
(
岡
本
清
一
著
)
同
志
社
出
版
部

新
島
先
生
と
徳
富
蘇
峰
(
森
中
章
光
著
)



ら
登
場
し
た
も
の
で
な
く
、
著
者
の
仮
説
に
ょ
れ

ぱ
、
「
も
と
も
と
音
楽
は
言
誓
中
に
混
然
と
一

体
で
あ
っ
た
も
の
」
で
あ
り
、
二
百
万
年
の
人
類

の
歩
み
の
中
で
、
狩
猟
・
採
集
時
代
か
ら
農
耕
時

代
に
移
り
(
著
者
は
そ
れ
を
「
人
類
の
生
活
」
が
「
人
問

の
暮
ら
し
し
に
移
る
と
い
う
使
い
わ
け
を
し
て
い
る
)
、

生
活
餐
か
に
な
っ
て
ゅ
く
間
に
、
「
喜
び
に
つ

れ
悲
し
み
に
つ
れ
、
あ
る
い
は
駿
の
場
合
や
静

か
な
と
き
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
耆
楽
的
要
素
が
し

だ
い
に
嘉
か
ら
分
か
れ
て
い
っ
た
」
と
説
い
て

い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。
そ
し
て
音
楽
は
、
「
合

図
」
と
し
て
は
じ
ま
り
、
「
打
ち
も
の
し
で
り
ズ

ム
と
音
の
高
低
を
、
次
に
「
吹
き
も
の
」
喜
の

ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
ス
を
、
最
後
に
「
弾
き
も
の
」
で

自
由
な
メ
ロ
デ
ィ
と
複
雑
な
演
突
を
、
人
問
は
獲

得
し
た
。

こ
の
よ
う
な
形
態
曹
対
し
て
、
第
三
章
「
何

を
美
し
い
と
感
じ
九
か
」
、
第
四
章
「
笛
を
吹
こ

う
し
で
「
昔
の
音
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
し
、
「
自
分

で
音
を
出
し
て
み
る
事
の
愆
味
」
、
「
美
し
い
音
と

は
何
か
」
と
い
う
著
者
の
考
え
を
通
じ
て
「
笛
吹

き
の
す
す
め
」
を
述
べ
る
と
共
に
、
西
洋
偏
重
の

考
え
方
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
第
三
章
に
展
開
さ

れ
る
文
化
感
や
日
本
音
器
は
、
ジ
ユ
一
デ
向
き

で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
興
味
深
い
も
の
で

あ
る
。
あ
と
が
き
に
、
音
楽
行
政
に
対
す
る
提
言

と
、
豊
富
な
参
考
文
献
も
あ
り
、
異
色
の
音
楽
入

門
書
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
気
が
つ
く
こ
と
は
、
筆
者

が
箸
者
を
「
聴
覚
型
」
と
し
た
の
は
、
著
者
が
科

学
の
手
法
と
し
て
音
を
用
い
る
こ
と
で
は
な
く
、

苫
者
が
こ
よ
な
く
笛
の
音
を
愛
す
る
こ
と
」
に

よ
ユ
L
、
問
題
の
鴛
と
追
求
が
あ
り
得
た
と
い

う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
は
じ
め
に

断
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
京
大
理
学
部
の
、

そ
し
て
京
大
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
大
先
輩
で
あ
る
著

者
に
対
す
る
用
語
と
し
て
は
日
本
的
礼
を
欠
く
点

も
あ
る
が
、
第
三
者
的
立
場
を
通
し
た
点
を
お
断

り
し
て
お
く
。
つ
い
で
に
、
今
私
は
、
本
轡
を
通

で
終
っ
て
、
著
者
の
還
暦
の
お
祝
い
の
席
に
招

か
れ
、
著
者
が
秘
蔵
の
金
色
の
フ
ル
ー
ト
を
、
夫

人
の
ハ
ー
フ
の
伴
奏
で
晴
れ
が
ま
し
く
奏
で
ら
れ

た
姿
を
思
い
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
氏
の
六
十

年
の
叢
で
あ
っ
た
と
共
に
、
人
間
の
暮
ら
し
の

中
の
、
昔
の
音
へ
の
ロ
マ
ン
が
秘
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
思
い
知
る
の
で
あ
る
。

(
和
崎
洋
一
・
女
子
大
学
嘱
託
洲
師
)

新
島
襄
、
雲

タ
ブ
レ
ッ
ト

一
八
七
四
年
十
月
、
新
島
襄
が
ア
メ
リ

力
伝
道
協
会
第
六
十
五
回
年
会
に
お
い

て
、
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
大
学
を

建
て
る
決
意
を
熱
烈
に
訴
え
た
教
会
の
名

前
は
永
く
明
ら
か
で
な
か
っ
た
が
、
一
昨

年
、
大
学
文
学
部
の
ケ
ー
リ
教
授
が
米
国

に
休
暇
帰
国
の
際
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
ラ
ッ

ト
ラ
ン
ド
に
あ
る
こ
の
教
会
を
お
と
ず

れ
、
後
、
ラ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
地
方
新
聞

,
,
刈
三
一
曾
ル
冬
ゆ
ゆ
一
号
工
ゆ
益
一
、
(
一
八
七

四
年
十
月
十
五
日
付
)
が
届
け
ら
れ
て
、
当

時
の
模
様
奪
細
に
確
認
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
ケ
ー
リ
教
授
の
尽
力
と
、
タ

ト
ル
氏
(
米
国
タ
ト
ル
出
版
社
)
の
資
企
援
助

に
よ
っ
て
、
こ
の
歴
史
的
な
教
会
0
墨
9

ら
0
づ
如
門
n
如
巴
一
0
昆
一
 
d
三
お
ル
 
9
兵
n
ず
 
0
{

9
牙
一
に
、
新
島
襄
を
記
念
す
る
タ
ブ

レ
ッ
ト
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
六

月
二
十
七
日
、
同
教
会
に
お
い
て
、
繋

式
が
挙
h
さ
れ
た
。
(
グ
ラ
ビ
ア
頁
参
照
J
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