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一　
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
人
間
の
歴
史
意
識
の
形
成
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
き
た
の
は
「
講
談
的
歴
史
語
り
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
多
く

は
口
頭
伝
承
と
い
う
か
た
ち
で
次
代
へ
と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
各
地
に

伝
播
し
て
い
っ
た
。
日
本
の
場
合
、
中
世
の
源
平
合
戦
や
南
北
朝
の

戦
乱
は
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
近
世
に
入
る
と
、
同
時
代
と

そ
れ
以
前
に
起
き
た
歴
史
的
事
件
は
、
歌
舞
伎
や
講
談
と
い
っ
た

種
々
の
芸
能
の
演
目
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
人
口
に
膾
炙
し

て
い
っ
た
。
徳
川
時
代
の
後
期
に
全
国
各
地
で
作
成
さ
れ
た
地
誌
や

図
会
の
類
は
、
識
字
率
が
高
ま
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
人
び
と
の
過

去
に
対
す
る
想
像
力
を
搔
き
立
て
る
上
で
重
要
な
ツ
ー
ル
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
と
て
も
、
基
本
的
に
は
件
の
「
講
談
的
歴
史
語
り
」
の
世

界
観
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
、
と
私
は
思
う
。

　
そ
の
際
、
人
び
と
が
「
歴
史
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
さ

せ
る
の
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
当
該
の
歴
史
的
事
案
と
関
連
す
る
遺

跡
で
あ
ろ
う
。
固
有
の
出
来
事
・
場
所
と
不
可
分
で
あ
り
、
か
つ
目

で
見
て
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
な
遺
跡
と
い
う
存
在
は
、
人
を
し
て

現
在
が
過
去
と
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
せ
し
め
る
パ
ワ
ー
を
発

揮
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
由
緒
の
多
く
は

「
口
伝
」
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
よ
り

史
料
的
裏
付
け
の
と
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
ゆ
え
に
、
そ

れ
ら
は
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
の
対
象
と
は
な
り
に
く
か
っ
た
が
、

本
書
は
、
そ
う
し
た
伝
承
世
界
に
あ
え
て
分
け
入
り
、
歴
史
学
的
な

眼
差
し
を
向
け
た
冒
険
的
意
欲
作
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
日
本
中
世
の
社
会
史
を
専
門
領
域
と
し
、
な
か
ん
ず
く

室
町
足
利
時
代
の
法
慣
習
を
軸
に
、
公
権
力
と
民
衆
と
の
関
係
性
の

解
明
を
主
た
る
テ
ー
マ
に
据
え
て
き
た
歴
史
学
者
で
あ
る
が
、
こ
れ

ま
で
文
献
資
料
と
向
き
合
う
傍
ら
、
各
地
に
散
在
す
る
遺
跡
へ
と
足

を
運
び
、
そ
の
土
地
の
人
び
と
か
ら
由
来
譚
な
ど
を
尋
ね
て
ま
わ
っ

た
と
い
う
。
そ
の
過
程
で
、「
耳
塚
」
や
「
鼻
塚
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
、

昔
日
の
合
戦
で
命
を
落
し
た
将
兵
の
耳
や
鼻
を
埋
葬
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
塚
状
の
遺
跡
と
出
会
う
。

書
　
評

清
水
克
行
著

『
耳
鼻
削
ぎ
の
日
本
史
』

（
洋
泉
社
、
二
〇
一
五
年
）

室
井
　
康
成
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す
で
に
著
者
は
、
大
冊
『
室
町
社
会
の
騒
擾
と
秩
序
』［
清
水
　

二
〇
〇
二
］
に
お
い
て
、
日
本
で
は
中
世
期
ま
で
に
、
人
間
の
耳
や

鼻
を
削
ぐ
と
い
う
行
為
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
著
者
が
、
各
地
の
い
わ
く
言
わ
れ
の
あ
る
「
耳
塚
」「
鼻
塚
」

と
遭
遇
し
た
際
、
そ
れ
ら
が
往
時
の
「
耳
鼻
削
ぎ
」
の
物
的
痕
跡
で

あ
る
と
考
え
た
く
な
る
の
は
、
ご
く
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
塚
を
め
ぐ
る
歴
史
の
多
く
は
、
例
の
「
講
談
的
歴
史
語
り
」

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
ま
た
彩
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
れ
を
歴
史
学
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。
本
書
の
魅

力
の
一
つ
は
、
言
わ
ば
「
伝
承
」
が
醸
し
出
す
え
も
い
わ
れ
ぬ
求
心

力
に
、
歴
史
学
者
の
良
心
を
も
っ
て
必
死
に
抗
お
う
と
す
る
著
者
の

姿
が
曝
け
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
知
的
格
闘
の
中

か
ら
見
出
さ
れ
た
も
の
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
以
下
、
少
し

く
本
書
を
覗
い
て
み
た
い
。

二　
ま
ず
本
書
は
、
著
者
が
長
野
県
松
本
市
に
あ
る
「
百
瀬
の
耳
塚
」

を
訪
れ
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
筆
が
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
塚
に
関

し
て
も
、
戦
国
時
代
の
合
戦
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
他
の
類
例
に
お
い
て
語
ら
れ
が
ち
な
戦
死
者
の
怨
霊
譚
は
聞
か
れ

ず
、む
し
ろ
塚
に
は
耳
の
疾
患
の
治
癒
に
霊
験
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、

周
辺
の
住
民
は
塚
の
存
在
を
誇
り
に
さ
え
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ

で
著
者
の
思
考
は
、
大
正
期
に
柳
田
国
男
と
南
方
熊
楠
と
の
間
で
行

な
わ
れ
た
「
耳
塚
」
論
争
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
。
片
や
日
本

民
俗
学
の
父
と
呼
ば
れ
、
片
や
当
代
随
一
の
博
覧
強
記
と
称
さ
れ
た

知
の
巨
人
ど
う
し
に
よ
る
論
争
は
、
ず
ば
り
「
耳
塚
」「
鼻
塚
」
の

真
贋
を
め
ぐ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　
こ
こ
で
柳
田
は
、
こ
れ
ら
の
塚
を
、
往
時
の
戦
争
で
行
な
わ
れ
た

「
耳
鼻
削
ぎ
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
否
定
す
る
一
方
、南
方
は
様
々

な
史
料
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
う
し
た
風
習
が
中
世
期
に
存
在
し
た
こ

と
を
指
摘
し
、
こ
の
論
争
は
決
着
を
見
な
い
ま
ま
、
両
者
の
絶
交
に

よ
っ
て
幕
切
れ
と
な
る
。
す
で
に
前
著
に
お
い
て
「
耳
鼻
削
ぎ
」
の

存
在
を
論
証
し
て
い
る
著
者
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
南
方
説
に
寄

り
添
う
こ
と
に
な
る
が
、全
国
に
残
る
「
耳
塚
」「
鼻
塚
」
が
、即
「
耳

鼻
削
ぎ
」
の
痕
跡
で
あ
る
と
の
結
論
は
下
さ
な
い
。
は
た
し
て
件
の

「
伝
承
」
は
真
実
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
本
書
の

筆
致
は
、「
耳
鼻
削
ぎ
」
を
通
し
て
み
た
、
言
わ
ば
〝
日
本
精
神
史
〟

の
様
相
を
呈
し
て
ゆ
く
。

　
第
一
章
「「
ミ
ミ
ヲ
キ
リ
、
ハ
ナ
ヲ
ソ
ギ
」
は
残
酷
か
？
」
で
は
、

中
世
期
の
文
献
資
料
に
記
さ
れ
た
あ
と
う
限
り
の
「
耳
鼻
削
ぎ
」
の

事
例
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
同
時
期
に
お
い
て
は
地
域
・
世
代
・
身
分

を
問
わ
ず
「
女
性
」
に
対
し
て
慣
習
的
に
行
な
わ
れ
て
き
た
刑
罰
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
権
力
者
に
よ
る
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苛
烈
な
統
制
下
に
置
か
れ
た
「
み
じ
め
な
民
衆
」
像
を
描
い
た
史
料

と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
、
紀
伊
国
「
阿
弖
河
荘
百
姓
申
状
」

に
見
ら
れ
る
有
名
な
「
耳
鼻
削
ぎ
」
が
、
権
力
者
（
地
頭
）
が
民
衆

に
対
し
て
一
方
的
に
加
え
た
蛮
行
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
時

広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
刑
罰
慣
行
の
一
事
例
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方

が
示
さ
れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
他
者
の
目
に
触
れ
や
す
い
顔
面
の
部
位
を
削
ぎ

落
と
す
と
い
う
行
為
に
は
、
何
ら
か
の
象
徴
的
な
意
味
あ
い
が
込
め

ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
第
二
章
「「
耳
な
し
芳
一
」
は
、
な
ぜ

耳
を
失
っ
た
の
か
？
」
で
は
、
そ
れ
こ
そ
「
講
談
的
歴
史
語
り
」
に

彩
ら
れ
た
古
今
の
文
学
作
品
に
お
け
る
「
耳
鼻
削
ぎ
」
の
事
例
が
丹

念
に
分
析
さ
れ
、
そ
れ
が
女
性
を
殺
す
こ
と
を
忌
む
観
念
か
ら
生
ま

れ
た
宥
免
刑
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
示
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
男
で
は

死
刑
を
免
れ
な
い
よ
う
な
罪
科
で
あ
っ
て
も
、
当
人
が
女
性
で
あ
る

場
合
は
「
耳
鼻
削
ぎ
」
と
い
う
代
替
刑
が
適
用
さ
れ
た
と
い
う
わ
け

だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
著
者
は
「
耳
鼻
削
ぎ
」
を
、
当
時
の
感
覚
に

照
ら
せ
ば
女
性
に
対
す
る
温
情
、
つ
ま
り
「
や
さ
し
さ
」
が
表
出
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　
し
か
し
、
耳
や
鼻
を
失
う
と
い
う
「
異
形
」
の
様
態
は
、
時
代
を

追
う
ご
と
に「
非
人
」の
身
分
へ
の
転
落
を
示
す
記
号
と
化
し
て
い
っ

た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
「
耳
鼻
削
ぎ
」
が
死
刑
か
ら
の
罪
一
等
を
減
じ

た
温
情
措
置
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
彼
女
た
ち
の
そ
の
後
の
人
生

は
決
し
て
安
穏
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
著
者
は
想
像
す

る
。
そ
の
た
め
か
、
実
際
に
鼻
を
失
っ
た
女
性
が
見
ず
知
ら
ず
の
児

童
を
拉
致
し
て
そ
の
鼻
を
削
ぎ
、
そ
れ
を
自
分
の
顔
面
に
貼
り
付
け

る
と
い
う
猟
奇
的
な
事
件
が
、
戦
国
時
代
に
突
入
直
後
の
応
仁
二
年

（
一
四
六
八
）
に
京
都
郊
外
で
発
生
し
て
い
る
。

三　
以
上
の
よ
う
に
、「
耳
鼻
削
ぎ
」
は
中
世
期
に
確
立
し
た
刑
罰
の

一
つ
で
あ
り
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
そ
の
対
象
の
ほ
と
ん
ど
は

女
性
で
あ
っ
た
。
ま
た
本
書
に
お
い
て
例
示
さ
れ
た
史
料
の
数
か
ら

し
て
も
、
こ
れ
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
た
珍
し
か
ら
ざ
る
刑
罰
で

あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事
例
が
頻
出
し
始
め

る
の
は
、
耳
や
鼻
が
「
首
級
」
を
代
替
す
る
戦
功
証
明
物
と
し
て
見

做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
第
三
章
「
戦
場
の
耳
鼻
削

ぎ
の
真
実
」
で
は
、
そ
れ
が
全
国
各
地
で
大
量
の
戦
死
者
を
生
み
出

し
た
戦
国
時
代
の
副
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
著
者
に
よ
る
と
、
女
性
に
対
す
る
刑
罰
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

戦
場
で
敵
軍
将
兵
に
対
し
て
「
耳
鼻
削
ぎ
」
が
行
な
わ
れ
た
痕
跡

は
、「
藤
原
純
友
の
乱
」
や
「
前
九
年
の
役
」
な
ど
平
安
時
代
に
起

き
た
戦
乱
に
お
い
て
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
鎌
倉
・
室
町
前
期
で
は

確
認
で
き
な
く
な
る
と
い
う
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
、
著
者
は
こ
の
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よ
う
に
考
え
る
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
武
士
の
間
で
残
酷

な
殺
傷
行
為
を
忌
む
規
範
意
識
が
形
成
さ
れ
た
た
め
、「
耳
鼻
削
ぎ
」

の
よ
う
な
蛮
行
が
終
息
し
た
、
と
。
し
か
し
、
本
書
で
挙
げ
ら
れ
た

史
料
を
み
る
と
、
そ
れ
は
「
応
仁
の
乱
」
を
契
機
に
復
活
し
た
よ
う

で
あ
る
。
い
や
、
平
安
時
代
の
「
耳
鼻
削
ぎ
」
の
事
例
が
、
説
話
や

軍
記
物
と
い
っ
た
二
次
的
史
料
で
し
か
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
そ
れ
が
当
該
の
時
代
に
本
当
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る

の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
そ
れ
ま
で
あ
く
ま
で
も
慣
習
的
刑
罰

で
あ
っ
た
「
耳
鼻
削
ぎ
」
が
、
戦
国
時
代
に
入
り
、
は
じ
め
て
戦
場

で
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
捉
え
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
三
章
で
は
、
戦
場
で
の
「
耳
鼻
削
ぎ
」
の
事

例
が
広
範
に
わ
た
り
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
こ

で
「
耳
鼻
削
ぎ
」
に
遭
う
人
物
が
「
大
将
」
以
下
の
将
兵
に
限
ら
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
大
将
ク
ラ
ス
を
仕
留
め
た
場

合
は
、
首
を
以
っ
て
そ
の
証
と
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
へ
来
て

耳
や
鼻
は
、
下
級
将
兵
の
記
号
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
贅
言
す
る
ま

で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
兵
士
の
大
量
徴
発
・
動
員
が
可
能
に
な
っ
た

こ
と
や
、
火
器
の
発
達
な
ど
に
よ
り
大
量
の
戦
死
者
が
生
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
時
代
相
が
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
圧
巻
は
、
何
と
言
っ
て
も
「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
の
折
に
、
豊
臣

秀
吉
の
入
念
な
指
示
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
朝
鮮
で
の「
耳
鼻
削
ぎ
」

で
あ
ろ
う
。
正
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
時
、
数
万
に
も

の
ぼ
る
朝
鮮
人
の
耳
や
鼻
が
削
ぎ
落
と
さ
れ
、
日
本
に
い
る
秀
吉
の

も
と
へ
と
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
将
兵
の
み
な
ら
ず
、
民
間

人
の
女
性
や
子
ど
も
ま
で
が
、
こ
の
日
本
発
の
蛮
行
の
被
害
に
遭
遇

し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、言
葉
を
失
う
。こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
、「
戦

略
的
に
み
て
も
、
真
剣
に
朝
鮮
半
島
を
征
服
し
て
、
そ
の
地
の
人
民

を
永
続
的
に
支
配
し
よ
う
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
彼
ら
に
対
し
て

耳
鼻
削
ぎ
を
行
な
う
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
逆
効
果
で
あ
る
。
む
し

ろ
朝
鮮
民
族
に
憎
悪
と
敵
意
を
植
え
つ
け
、
敵
側
に
走
ら
せ
る
軽
率

な
行
為
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
の
見
解
を
披
瀝
し
て
い

る
。
卓
見
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
は
、
通

説
の
ご
と
く
秀
吉
に
よ
る
大
陸
支
配
に
そ
の
目
的
が
あ
っ
た
の
か
、

勘
繰
り
た
く
な
る
。
か
つ
て
藤
木
久
志
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ

は
「
天
下
統
一
」
に
と
も
な
い
、
日
本
国
内
か
ら
戦
争
が
な
く
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
鬱
積
し
た
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
国
外
へ
と
振
り

向
け
よ
う
と
し
た
も
の
か
［
藤
木
　
二
〇
〇
五
］、
あ
る
い
は
耄
碌

し
た
秀
吉
に
よ
る
、
単
な
る
「
思
い
付
き
」
の
所
業
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
。

四　「
耳
鼻
削
ぎ
」
は
、
戦
国
時
代
が
終
わ
り
、
徳
川
時
代
に
入
っ
て

過
去
の
遺
物
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
罪
人
に
対
し
て
苦
痛
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史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

と
恥
辱
を
与
え
る
肉
刑
と
し
て
、
む
し
ろ
各
藩
で
継
続
さ
れ
、
よ
り

一
般
化
し
た
と
い
う
。
し
か
し
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
、
一
七
世
紀

末
の
元
禄
年
間
に
は
、
五
代
将
軍
・
徳
川
綱
吉
の
発
し
た
「
生
類
憐

み
の
令
」
の
影
響
な
ど
も
あ
り
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
「
耳
鼻
削
ぎ
」
の

よ
う
な
残
虐
刑
は
廃
止
さ
れ
る
。
こ
の
近
世
期
の
刑
罰
観
の
変
遷
を

跡
付
け
た
の
が
第
四
章
「「
未
開
」
の
国
か
ら
、「
文
明
」
の
国
へ
」

で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
厳
罰

主
義
か
ら
寛
刑
主
義
へ
の
変
化
を
、著
者
は
「
未
開
」
か
ら
「
文
明
」

へ
の
移
行
と
み
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
著
者
は
幕
末
の
新
選
組
が

行
な
っ
た
敵
対
者
に
対
す
る
「
耳
鼻
削
ぎ
」
を
、
時
代
に
逆
行
し
た

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
だ
と
評
価
す
る
。
世
の「
新
選
組
フ
ァ
ン
」に
と
っ

て
は
耳
の
痛
い
話
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
が
新
選
組
と
い
う
組
織
の

「
本
質
」
で
あ
り
、
そ
の
末
路
の
隠
喩
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
、
本
書
は
「
耳
鼻
削
ぎ
」
を
め
ぐ
る
歴
史
を
た
ど
っ
て

き
た
が
、議
論
は
著
者
の
〝
初
発
の
問
題
意
識
〟
と
い
っ
て
よ
い
「
耳

塚
」「
鼻
塚
」
へ
と
回
帰
す
る
。
第
五
章
「
耳
塚
・
鼻
塚
の
謎
」
で
は
、

著
者
の
管
見
に
入
っ
た
一
九
の
類
例
に
つ
い
て
、
個
々
の
伝
承
が
史

実
を
反
映
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
視
点
に
よ
り
分
析
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
件
の
「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
で
の
朝
鮮
人

将
兵
・
人
民
の
鼻
が
埋
葬
さ
れ
た
京
都
・
方
広
寺
の
「
耳
塚
」
以
外
は
、

伝
承
を
史
実
と
み
な
す
史
料
的
裏
付
け
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
墳
丘
が
対
に
並
ん
で
「
耳
」
の
よ
う
に
見
え
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
が
近
在
で
実
際
に
起
こ
っ
た
前
近
代
の
戦
い
の
記
憶

と
結
び
つ
け
ら
れ
、
い
つ
し
か
戦
死
者
の
「
耳
」
を
埋
葬
し
た
と
す

る
伝
承
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
前
述

の
柳
田
国
男
と
南
方
熊
楠
と
の
論
争
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
柳
田
説

に
軍
配
が
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
真
贋
論
争
に
決
着
を

つ
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
著
者
は
「
耳
塚
」「
鼻
塚
」
の
伝
説
が
歴

史
学
的
に
無
価
値
で
あ
る
と
は
断
言
し
な
い
。そ
れ
ら
の
語
り
に
は
、

日
本
社
会
が
「
未
開
」
か
ら
「
文
明
」
へ
と
移
行
す
る
中
で
消
え
て

い
っ
た
「
耳
鼻
削
ぎ
」
の
記
憶
の
「
残
滓
」
が
看
取
で
き
る
と
考
え

る
か
ら
だ
。

　
終
章
「
世
界
史
の
中
の
耳
鼻
削
ぎ
」
は
、
二
〇
一
〇
年
に
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
を
奉
じ
る
「
タ
リ
バ
ー

ン
」
の
兵
士
に
よ
っ
て
鼻
を
削
が
れ
た
女
性
の
話
か
ら
説
き
起
こ
さ

れ
、
本
書
で
論
じ
て
き
た
「
耳
鼻
削
ぎ
」
が
、
け
っ
し
て
過
去
の
日

本
と
い
う
限
定
的
な
時
空
間
で
行
な
わ
れ
て
い
た
遺
物
で
は
な
い
こ

と
が
、
種
々
の
事
例
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
る
。
本
章
は
、「
耳
鼻
削

ぎ
」
と
い
う
慣
習
の
消
滅
が
「
未
開
」
か
ら
「
文
明
」
へ
の
移
行
の

結
果
と
み
た
著
者
の
、
そ
れ
こ
そ
「
や
さ
し
さ
」
に
満
ち
た
、
一
書

の
締
め
く
く
り
に
相
応
し
い
筆
致
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
読
み

進
め
、
私
た
ち
が
「
耳
鼻
削
ぎ
」
を
文
字
通
り
「
蛮
行
」
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
た
ち
が
「
文
明
」
の
社
会
に
生
き
て
い
る
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清
水
克
行
著
『
耳
鼻
削
ぎ
の
日
本
史
』（
室
井
）

か
ら
で
あ
る
と
い
う
「
事
実
」
と
、
歴
史
過
程
の
中
で
「
未
開
」
の

彼
岸
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
は
ず
の
「
蛮
行
」
が
、
今
な
お
世
界
の
ど

こ
か
で
公
然
と
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
「
事
実
」
を
改
め
て
教
え

ら
れ
、
慄
然
と
し
た
。

　「
講
談
的
歴
史
語
り
」
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
で
親
し
み
や

す
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
相
対
化
し
て
事
実
関
係
を
検
証
し
、
さ

ら
に
世
界
史
的
な
視
野
か
ら
一
般
化
を
試
み
る
こ
と
は
、
歴
史
に
向

き
あ
う
学
問
の
醍
醐
味
と
い
え
よ
う
。
本
書
は
一
般
向
け
に
書
か
れ

た
も
の
だ
が
、
初
学
者
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
パ
ー
の
研
究
者
に
と
っ

て
も
、
学
問
の
原
点
に
立
ち
返
ら
せ
て
く
れ
る
貴
重
な
一
冊
で
あ

る
。
本
書
が
一
人
で
も
多
く
の
人
の
披
見
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
願
い

つ
つ
、
筆
を
擱
く
。

《
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