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序
　
章
　
い
ま
だ
「
解
禁
」
さ
れ
ざ
る
も
の
の
た
め
に

―
―
保
田
與
重
郎
と
三
島
由
紀
夫
と
蓮
田
善
明

保
田
與
重
郎
の
解
禁

「
今
日
保
田
与
重
郎
の
名
は
、
あ
た
か
も
海
中
深
く
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
ご
と
く
に
語
ら
れ
て
い
る
」
と
大
岡
信
が
「
保

田
与
重
郎
ノ
ー
ト
」
に
書
い
た
の
は
昭
和
三
十
三
（
一
九
五
八
）
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

死
を
撒
き
散
ら
す
「
放
射
性
物
質
」
と
は
な
ん
と
も
す
さ
ま
じ
い
比
喩
だ
が
、
む
ろ
ん
、「
美
」
と
「
文
化
」
を
語
り
な
が
ら

軍
国
主
義
や
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
巨
大
な
破
壊
力
と
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
保
田
の
国
粋
的
ロ
マ
ン
主
義
の
危
険
性

を
指
し
て
い
る
。「
文
学
的
」
に
言
い
直
せ
ば
、
戦
時
下
の
若
者
た
ち
を
美
学
的
な
「
死
（
＝
詩
）」
へ
と
誘
惑
し
つ
づ
け
た
保
田

の
文
業
の
お
そ
る
べ
き
呪
力
を
指
し
て
い
る
。「
そ
れ
は
た
し
か
に
廃
棄
さ
れ
た
。
だ
が
、
動
か
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
深
海

の
水
は
、
実
際
に
は
少
し
ず
つ
動
い
て
い
た
。
放
射
能
は
や
が
て
思
い
も
よ
ら
ぬ
岸
辺
ま
で
行
き
渡
る
か
も
し
れ
ぬ
…
…
」
と
大

岡
は
つ
づ
け
て
い
た
。

そ
の
八
年
後
の
昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
、
川
村
二
郎
は
「
保
田
與
重
郎
論
」
を
こ
う
書
き
出
し
た
。

今
日
、
少
な
く
と
も
現
象
的
に
は
、
保
田
與
重
郎
は
論
壇
の
一
角
に
復
活
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
彼
の
名
を
口
に
す

る
さ
え
タ
ブ
ー
の
観
が
あ
っ
た
戦
後
の
一
時
期
か
ら
考
え
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
隔
世
の
感
が
あ
る
。
そ
の
名
の
五
つ
の
文
字
に
、

一
種
神
秘
的
な
劫
罰
を
受
け
た
癩
患
者
を
目
に
す
る
よ
う
な
戦
慄
を
味
わ
う
こ
と
は
、
現
在
で
は
も
は
や
誰
に
と
っ
て
も
不
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可
能
で
あ
ろ
う
。

「
一
種
神
秘
的
な
劫
罰
を
受
け
た
癩
患
者
」
も
ま
た
、「
放
射
性
物
質
」
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
ま
が
ま
が
し
い
比
喩
だ
。
し
か
し
、

大
岡
に
お
い
て
な
お
も
現
在
形
で
語
ら
れ
て
い
た
そ
の
比
喩
は
、
川
村
に
お
い
て
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

保
田
與
重
郎
と
い
う
「
禁
忌
」
は
こ
の
八
年
間
に
、
つ
ま
り
は
ほ
ぼ
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
、
解
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
背
景
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
戦
後
大
衆
社
会
の
実
現
が
あ
っ
た
。
戦
争
と
敗
戦
の

な
ま
な
ま
し
い
傷
口
は
よ
う
や
く
癒
え
始
め
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
無
自
覚
の
う
ち
に
被
害
感
情
や
復
讐
心
を
抱
え
込
ん
で
硬
直
し

て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
論
も
よ
う
や
く
鎮
ま
り
始
め
た
。
ま
た
、
六
〇
年
反
安
保
闘
争
の
昂
揚
と
挫
折
を
契
機
に
「
革
命
」

幻
想
は
急
速
に
凋
み
、
敗
戦
当
初
は
現
実
変
革
の
理
念
だ
っ
た
「
個
人
主
義
」
や
「
自
由
主
義
」
も
、
私
益
優
先
、
私
生
活
優
先

と
い
う
大
衆
の
生
活
感
覚
の
中
に
籠
絡
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
と
き
「
民
主
主
義
」
も
多
数
者
の
欲
望
が
支
配
す
る
「
欲
望
民
主

主
義
」
の
ご
と
き
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
頽
落
だ
が
、
原
理
主
義
の
土
壌
の
な
い
こ
の
国
で
は
、
理
念
や
理
想
は
頽
落
す
る
こ
と

で
し
か
生
活
化
さ
れ
な
い
の
だ
。

と
も
あ
れ
こ
う
し
て
、
戦
争
と
敗
戦
の
記
憶
に
距
離
を
介
し
て
向
き
合
え
る
だ
け
の
心
理
的
ゆ
と
り
が
社
会
に
生
じ
た
の
で
あ

る
。文

学
・
思
想
の
領
域
で
保
田
與
重
郎
と
日
本
ロ
マ
ン
派
を
検
討
対
象
と
し
て
「
解
禁
」
す
る
に
最
も
功
績
が
あ
っ
た
の
は
、
川

村
二
郎
も
言
及
し
て
い
る
と
お
り
、
橋
川
文
三
の
『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
だ
っ
た
。
大
岡
信
の
「
保
田
与
重
郎
ノ
ー
ト
」
が

発
表
さ
れ
る
一
年
前
、
一
九
五
七
年
か
ら
目
立
た
ぬ
雑
誌
に
連
載
を
始
め
、
一
九
六
〇
年
の
初
め
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
書
物
は
、

主
と
し
て
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
を
参
照
し
な
が
ら
も
、「
私
た
ち
に
と
っ
て
、
日
本
ロ
マ
ン
派
と

は
保
田
与
重
郎
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
断
言
し
て
い
た
通
り
、
そ
の
核
心
部
は
、
保
田
の
文
章
に
強
く
魅
惑
さ
れ
た
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「
純
粋
戦
中
世
代
」
た
る
自
身
の
体
験
を
剔
抉
し
尽
く
そ
う
と
す
る
内
的
モ
チ
ー
フ
で
貫
か
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
左
翼
の
公
式
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
か
ら
最
も
遠
く
、
か
つ
、
十
歳
近
く
年
長
の
丸
山
真
男
や
荒
正
人

な
ど
に
よ
る
近
代
主
義
的
な
立
場
か
ら
の
外
在
批
評
と
も
異
な
る
、
内
在
批
評
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ば
戦
時
下
の
青

年
た
ち
の
「
生
き
ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
体
験
」「
生
き
ら
れ
た
日
本
ロ
マ
ン
派
体
験
」
の
内
省
的
分
析
が
、
こ
こ
に
表
現
を

獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

橋
川
の
仕
事
は
、
同
じ
く
「
純
粋
戦
中
世
代
」
と
し
て
早
く
か
ら
自
己
体
験
の
内
省
を
通
じ
て
既
成
左
翼
批
判
や
独
自
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
分
析
を
展
開
し
て
い
た
吉
本
隆
明
の
仕
事
と
も
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
反
安
保
闘
争
が
反
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う

一
面
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
再
検
討
の
舞
台
を
作
っ
た
。
保
田
與
重
郎
も
そ
う
い
う
文
脈
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。

以
後
、
文
芸
批
評
の
場
で
は
、
桶
谷
秀
昭
、
磯
田
光
一
、
江
藤
淳
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
流
儀
で
、
文
学
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
問
題
を
近
代
日
本
史
の
総
体
の
中
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
、
大
岡
信
や
川
村
二
郎
も
含
め
て
、
ひ
と
し

く
橋
川
文
三
よ
り
さ
ら
に
十
歳
ほ
ど
年
少
の
、
満
州
事
変
（
昭
和
六
〔
一
九
三
一
〕
年
）
前
後
に
生
れ
た
批
評
家
た
ち
だ
っ
た
。

彼
ら
の
は
る
か
後
塵
を
拝
す
る
私
も
、「
イ
ロ
ニ
ー
と
『
女
』」
と
題
し
て
私
な
り
の
保
田
與
重
郎
論
（『
批
評
の
誕
生
／
批
評
の

死
』
所
収
）
を
書
き
、
ま
た
講
談
社
文
芸
文
庫
版
『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
の
解
説
な
ど
も
書
い
た
。
日
本
の
大
衆
社
会
が
過

飽
和
に
達
し
、
遊
戯
感
覚
の
中
で
す
べ
て
が
「
解
禁
」
さ
れ
た
か
に
見
え
た
二
十
世
紀
の
終
り
ご
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
。
世
に
保
田

與
重
郎
論
は
数
多
い
。
た
し
か
に
保
田
與
重
郎
は
「
解
禁
」
さ
れ
て
久
し
い
の
で
あ
る
。

蓮
田
善
明
と
三
島
由
紀
夫

と
こ
ろ
で
、『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
に
は
こ
ん
な
一
節
も
あ
っ
た
。
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ナ
チ
ズ
ム
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、「
我ヴ
イ
ア
・
ミ
ユ
ツ
セ
ン
・
ケ
ン
ペ
ン

々
は
闘
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
！
」
と
い
う
呪
わ
れ
た
無
窮
動
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

私
た
ち
の
感
じ
と
っ
た
日
本
ロ
マ
ン
派
は
、
ま
さ
に
「
私ヴ

イ
ア
・
ミ
ユ
ツ
セ
ン
・
シ
ユ
テ
ル
ベ
ン

た
ち
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
！
」
と
い
う
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。

だ
が
、
保
田
與
重
郎
自
身
が
「
私
た
ち
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
書
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
日
中
戦
争

開
始
時
（
一
九
三
七
年
）
に
十
五
歳
の
少
年
だ
っ
た
橋
川
文
三
が
、
ま
た
彼
の
同
年
代
の
友
人
た
ち
が
、「
支
那
事
変
」
か
ら
「
大

東
亜
戦
争
」
へ
と
大
規
模
な
近
代
戦
が
拡
大
す
る
中
で
、
い
っ
さ
い
の
功
利
を
排
し
て
反
近
代
、
反
英
米
の
国
学
的
発
想
を
徹
底

純
化
し
て
い
く
保
田
の
文
章
が
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
指
し
示
す
そ
の
果
て
の
果
て
に
、
幻
聴
の
よ
う
に
聴
い
た
民
族
の
没
落
破
滅
へ

の
誘
惑
の
声
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
戦
争
の
さ
な
か
、「
私
た
ち
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
き
っ
ぱ
り
と
言
挙
げ
し
た
の
は
、
保
田
與
重
郎
で
は
な
く
、

蓮
田
善
明
だ
っ
た
。

予
は
か
か
る
時
代
の
人
は
若
く
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
…
…
然
う
し
て
死
ぬ
こ
と
が
今
日
の
自

分
の
文
化
だ
と
知
つ
て
ゐ
る
。

雑
誌
「
文
藝
文
化
」
の
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
十
一
月
号
に
発
表
し
た
蓮
田
善
明
の
「
青
春
の
詩
宗
―
―
大
津
皇
子
論
」

の
末
尾
近
い
一
節
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
、
三
島
由
紀
夫
が
小
高
根
二
郎
の
評
伝
『
蓮
田
善
明
と
そ
の
死
』（
一
九
七
〇
年
）
に
寄

せ
た
序
文
に
引
い
た
と
お
り
に
引
い
た
。（
単
行
本
『
神
韻
の
文
学
』
所
収
の
本
文
は
少
し
異
な
る
。）
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蓮
田
は
三
島
の
デ
ビ
ュ
ー
作
「
花
ざ
か
り
の
森
」
の
初
回
（
四
回
に
分
け
て
分
載
）
が
掲
載
さ
れ
た
「
文
藝
文
化
」
昭
和
十
六

年
九
月
号
の
後
記
に
、「
こ
の
年
少
の
作
者
は
、
併
し
悠
久
な
日
本
の
歴
史
の
請ま

を

し
子
で
あ
る
。
我
々
よ
り
歳
は
遥
に
少
い
が
す

で
に
成
熟
し
た
も
の
の
誕
生
で
あ
る
」
と
熱
烈
な
推
輓
の
辞
を
述
べ
、「
全
く
我
々
の
中
か
ら

0

0

0

生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
直
ぐ

覚
つ
た
」（
傍
点
原
文
）
と
文
学
の
血
脈
を
共
有
し
て
「
生
れ
た
」
正
統
な
嫡
出
子
で
あ
る
こ
と
を
公
然
と
認
知
表
明
し
て
い
た
。

こ
の
と
き
蓮
田
善
明
三
十
五
歳
、
三
島
由
紀
夫
十
六
歳
。
三
島
の
学
習
院
中
等
科
で
の
師
は
「
文
藝
文
化
」
同
人
の
清
水
文
雄

だ
っ
た
が
、
こ
の
逸
早
い
嫡
出
認
知
宣
言
に
よ
っ
て
、
蓮
田
は
三
島
の
精
神
的
な
「
父
」
に
し
て
「
師
」
に
な
っ
た
の
だ
、
と
い

っ
て
も
よ
い
。
と
り
わ
け
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
死
に
方
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
三
島
の
最
晩
年
を
「
自
決
」
に
向
け
て
導

い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
蓮
田
善
明
こ
そ
は
三
島
由
紀
夫
の
最
大
に
し
て
最
終
の
「
師
」
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
島
は
か
つ
て
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
、
蓮
田
の
勤
務
校
だ
っ
た
成
城
学
園
の
素
心
寮
で
開
か
れ
た
「
蓮
田
善
明
を

偲
ぶ
会
」
に
出
席
し
、
そ
の
記
念
誌
「
お
も
か
げ
」
の
た
め
に
次
の
詞
を
揮
毫
し
て
い
た
。「
古
代
の
雲
を
愛
で
し
君
は
そ
の
身

に
古
代
を
現
じ
て
雲
隠
れ
玉
ひ
し
に　

わ
れ
近
代
に
遺
さ
れ
て
空
し
く
靉
靆
の
雲
を
慕
ひ
そ
の
身
は
漠
々
た
る
塵
土
に
埋
れ
ん
と

す
」。
そ
し
て
い
ま
、『
蓮
田
善
明
と
そ
の
死
』
へ
の
序
文
で
、
三
島
は
「
青
春
の
詩
宗
―
―
大
津
皇
子
論
」
か
ら
の
引
用
に
続
け

て
こ
う
記
す
。

こ
の
蓮
田
氏
の
書
い
た
数
行
は
、
今
も
私
の
心
に
こ
び
り
つ
い
て
離
れ
な
い
。
死
ぬ
こ
と
が
文
化
だ
、
と
い
ふ
考
へ
の
、

或
る
時
代
の
青
年
の
心
を
襲
つ
た
稲
妻
の
や
う
な
美
し
さ
か
ら
、
今
日
な
ほ
私
が
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
多
分
、

自
分
が
そ
の
や
う
に
し
て
「
文
化
」
を
創
る
人
間
に
な
り
得
な
か
つ
た
と
い
ふ
千
年
の
憾
み
に
拠
る
。

「
死
ぬ
こ
と
が
今
日
の
自
分
の
文
化
だ
と
知
つ
て
ゐ
る
」
と
蓮
田
が
書
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
古
代
の
転
形
期
を
生
き
た
大
津
皇
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子
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
れ
を
三
島
は
、
蓮
田
自
身
の
自
覚
、
ひ
い
て
は
十
五
年
戦
争
下
の
青
年
の
も
つ
べ
き
自
覚
で
あ
っ
た
か
の

よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
三
島
の
強
引
な
読
み
変
え
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
蓮
田
自
身
に
も

そ
の
自
覚
は
あ
っ
た
。
先
ほ
ど
の
大
津
皇
子
論
か
ら
の
引
用
部
で
三
島
が
「
…
…
」
と
省
略
し
た
箇
所
に
、
蓮
田
は
こ
う
書
い
て

い
た
。新

し
い
時
代
を
表
明
す
る
た
め
に
は
若
く
し
て
死
ぬ
―
―
我
々
の
明
治
の
若
い
詩
人
た
ち
を
想
ひ
た
い
。
そ
れ
は
世
代
の
戦

ひ
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
若
い
死
に
よ
つ
て
新
し
い
世
代
は
斃
れ
る
の
で
な
く
却
つ
て
新
し
い
時
代
を
そ
の
墓
標
の
上
に
立
て

る
の
で
あ
る
。

若
き
世
代
の
戦
い
斃
れ
た
墓
標
の
上
に
「
新
し
い
時
代
」
が
樹
立
さ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
国
の
文
化
の
歴
史
に
お
い
て
、
幾
度

も
反
復
さ
れ
て
き
た
「
世
代
の
戦
ひ
」
な
の
だ
、
と
蓮
田
は
い
う
。
そ
し
て
、「
明
治
の
若
い
詩
人
た
ち
」（
お
そ
ら
く
そ
の
中
心

に
は
北
村
透
谷
が
い
る
）
の
そ
の
さ
ら
に
後
裔
と
し
て
、
古
典
研
究
を
通
じ
て
日
本
の
「
詩
」
の
伝
統
を
新
た
に
よ
み
が
え
ら
せ

た
い
、
と
は
昭
和
の
ロ
マ
ン
主
義
者
・
蓮
田
善
明
の
希
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
蓮
田
は
た
し
か
に
、
大
津
皇
子
に
自
分
自
身

を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
津
皇
子
論
を
載
せ
た
「
文
藝
文
化
」
の
奥
付
が
記
す
発
行
日
は
昭
和
十
三
年
十
一
月
一
日
だ
が
、
蓮
田
は
そ
の
直
前
に
召
集

令
状
を
受
け
取
り
、
十
月
二
十
日
に
故
郷
熊
本
の
歩
兵
第
十
三
連
隊
に
入
営
し
た
。
蓮
田
は
昭
和
三
年
に
広
島
高
等
師
範
学
校
を

卒
業
し
た
後
、
幹
部
候
補
生
と
し
て
十
カ
月
間
の
入
隊
経
験
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
た
だ
の
兵
卒
で
は
な
く
、
陸
軍
歩
兵
少
尉
と

し
て
の
入
隊
で
あ
る
。
す
で
に
日
中
戦
争
開
始
か
ら
一
年
、
応
召
近
し
、
の
覚
悟
は
あ
ら
か
じ
め
蓮
田
に
あ
っ
た
。
持
統
天
皇

（
厳
密
に
は
即
位
以
前
だ
が
）
の
命
を
受
け
て
慫
慂
と
し
て
死
に
就
い
た
大
津
皇
子
の
よ
う
に
、
蓮
田
も
ま
た
昭
和
の
天
皇
の
命
を
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受
け
て
死
に
就
く
の
で
あ
る
。「
死
ぬ
こ
と
が
今
日
の
自
分
の
文
化
だ
と
知
つ
て
ゐ
る
」
は
そ
の
覚
悟
の
中
で
記
さ
れ
た
一
行
で

あ
る
。

中
支
戦
線
に
派
遣
さ
れ
た
蓮
田
は
負
傷
し
て
昭
和
十
五
年
十
月
に
帰
還
す
る
が
、
昭
和
十
八
年
十
月
、
再
度
の
召
集
を
受
け
て

南
方
戦
線
に
赴
き
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
北
、
ジ
ョ
ホ
ー
ル
バ
ル
で
敗
戦
を
迎
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
四
日
後
の
昭
和
二
十
年
八
月

十
九
日
、
上
官
で
あ
る
連
隊
長
を
射
殺
し
て
自
裁
し
た
。
享
年
四
十
一
歳
（
満
年
齢
）
だ
っ
た
。

一
方
、
三
島
由
紀
夫
は
、
自
分
の
序
文
を
巻
頭
に
掲
げ
た
『
蓮
田
善
明
と
そ
の
死
』
が
刊
行
さ
れ
た
そ
の
八
カ
月
後
、
昭
和
四

十
五
（
一
九
七
〇
）
年
十
一
月
二
十
五
日
、
ま
る
で
「
千
年
の
憾
み
」
を
遅
れ
て
晴
ら
す
か
の
ご
と
く
、
あ
る
い
は
、
師
・
蓮
田

善
明
の
壮
烈
な
自
裁
を
新
た
な
意
匠
で
反
復
す
る
か
の
ご
と
く
、
自
決
す
る
こ
と
に
な
る
。

禁
忌
と
し
て
の
「
そ
の
死
」
と
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
の
文
学

蓮
田
を
含
め
た
「
文
藝
文
化
」
同
人
た
ち
は
保
田
與
重
郎
の
文
学
論
に
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
し
、
保
田
と
の
親
密

な
交
流
も
あ
っ
た
。
保
田
は
「
文
藝
文
化
」
に
何
度
も
寄
稿
し
て
い
る
。

そ
の
保
田
與
重
郎
は
半
世
紀
も
前
に
自
由
な
批
評
検
討
へ
と
「
解
禁
」
さ
れ
た
が
、
保
田
の
近
傍
に
い
て
保
田
以
上
に
「
危

険
」
な
存
在
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
蓮
田
善
明
は
、
し
か
し
、
比
喩
な
ら
ぬ
現
実
の
「
放
射
性
物
質
」
を
海
中
に
垂
れ
流
し
続

け
て
い
る
二
十
一
世
紀
の
日
本
に
あ
っ
て
も
、
い
ま
だ
「
解
禁
」
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

現
に
、
管
見
の
限
り
で
い
う
の
だ
が
、
蓮
田
善
明
論
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。
単
行
本
と
し
て
は
、
小
高
根
二
郎
の

『
蓮
田
善
明
と
そ
の
死
』
を
別
格
と
す
れ
ば
、
松
本
健
一
の
『
蓮
田
善
明 
日
本
伝
説
』（
一
九
九
〇
年
）
だ
け
だ
ろ
う
。
だ
が
、
前

者
は
評
伝
、
後
者
は
前
者
に
対
す
る
疑
義
の
提
出
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
文
芸
批
評
と
は
言
い
に
く
い
。
蓮
田
善
明
を
単
独
で
論

じ
た
雑
誌
論
文
な
ど
も
ま
ず
見
当
た
ら
な
い
。
蓮
田
善
明
の
名
前
は
た
だ
保
田
與
重
郎
や
三
島
由
紀
夫
を
論
じ
る
中
で
付
随
的
に
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言
及
さ
れ
る
ば
か
り
だ
。
蓮
田
の
文
章
を
「
文
学
」
と
し
て
論
じ
た
も
の
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。

も
っ
と
も
、
あ
く
ま
で
古
典
文
学
研
究
者
の
同
人
誌
だ
っ
た
「
文
藝
文
化
」
は
雑
誌
「
日
本
浪
曼
派
」
に
比
べ
れ
ば
影
響
の
範

囲
は
限
ら
れ
て
い
た
し
、
文
学
者
だ
っ
た
保
田
與
重
郎
に
対
し
て
国
文
学
研
究
者
だ
っ
た
蓮
田
善
明
は
論
の
対
象
に
な
り
に
く
い

こ
と
も
た
し
か
だ
。
し
か
も
蓮
田
の
古
典
研
究
は
い
わ
ゆ
る
実
証
よ
り
も
独
自
の
文
学
史
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
闡
明
す
る
こ
と
を
第
一

義
と
し
て
い
て
、
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
は
「
皇
国
史
観
」
と
不
可
分
な
一
面
が
あ
っ
た
か
ら
、
国
文
学
研
究
の
業
界
で
は
今
さ
ら

蓮
田
善
明
を
回
顧
す
る
必
要
な
ど
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
蓮
田
善
明
は
禁
忌
で
あ
る
が
ゆ
え
に
忌
避
さ
れ
て
い
る
の

で
な
く
、
た
ん
に
無
視
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
蓮
田
の
古
典
論
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
折
口
信
夫
な
ど
を
経
由
し
た
国
学
の
系
譜
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
、
三
島
由
紀
夫
の
『
日
本
文
学
小
史
』
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
へ
と
直
結
し
て
い
る
。
折
口
や
三
島
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
検
討
に
値

す
る
な
ら
蓮
田
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
独
立
し
た
検
討
に
値
す
る
は
ず
だ
ろ
う
。

思
い
つ
い
て
手
元
の
『
増
補
改
訂 

新
潮
日
本
文
学
辞
典
』（
一
九
八
八
年
）
を
開
い
て
み
て
も
蓮
田
善
明
の
項
目
は
な
い
。
索

引
に
も
な
い
。「
文
藝
文
化
」
の
項
目
も
な
い
。
た
し
か
に
蓮
田
善
明
は
忘
却
さ
れ
無
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
古
代
か
ら
現
代
ま

で
を
一
巻
に
収
め
た
辞
典
な
の
で
無
理
は
い
え
な
い
が
、
蓮
田
の
項
の
あ
る
べ
き
場
所
の
近
く
に
「
芳
賀
檀
」
な
ど
と
い
う
名
前

が
あ
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
不
当
な
扱
い
に
異
を
唱
え
た
く
も
な
る
。
も
と
よ
り
私
は
蓮
田
善
明
と
は
思
想
も
文
学
観
も
異
に
す

る
者
だ
が
、
同
じ
日
本
語
に
よ
る
文
学
に
携
わ
る
一
人
と
し
て
、
こ
の
現
状
に
は
義
憤
め
い
た
思
い
す
ら
覚
え
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
蓮
田
善
明
を
「
文
学
者
」
と
区
別
さ
れ
た
「
国
文
学
研
究
者
」
と
い
う
枠
に
押
し
込
め
る
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
。

蓮
田
の
古
典
研
究
は
そ
の
ま
ま
蓮
田
の
述
志
で
あ
っ
た
。
詩
は
志
を
述
ぶ
る
な
り
、
と
い
う
と
き
の
そ
の
「
詩
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
意
味
で
、
む
し
ろ
、『
蓮
田
善
明
と
そ
の
死
』
へ
の
序
文
を
「
文
人
」
の
一
語
か
ら
書
き
出
し
た
三
島
由
紀
夫
に
倣
っ
て
、「
文

人
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
、
大
久
保
典
夫
「『
文
藝
文
化
』
の
位
置
」（
復
刻
版
「
文
藝
文
化
」
別
冊
付
録
所
収
」）
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昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
　
二
十
七
歳

＊
九
月
、
満
州
事
変
勃
発
。

昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
　
二
十
八
歳

三
月
、
諏
訪
中
学
校
を
退
職
。
四
月
、
広
島
文
理
科
大
学
国
語
国
文
学
科
に
入

学
。

＊
三
月
、
満
州
国
建
国
宣
言
。

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
　
二
十
九
歳

九
月
、
清
水
文
雄
、
栗
山
理
一
、
池
田
勉
と
共
に
研
究
紀
要
「
国
文
学
試
論
」

第
一
輯
を
刊
行
。

＊
三
月
、
日
本
、
国
際
連
盟
を
脱
退
。

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
　
三
十
歳

三
月
、
山
頭
火
と
出
会
う
。
十
一
月
、『
現
代
語
訳 

古
事
記
』（
机
上
社
）
を

刊
行
。

昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
　
三
十
一
歳

三
月
、
広
島
文
理
科
大
を
卒
業
。
四
月
、
台
湾
の
台
中
商
業
学
校
へ
赴
任
。

昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
　
三
十
二
歳

一
月
二
十
三
日
、
二
男
太
二
生
れ
る
。
八
月
、
伊
東
静
雄
に
出
会
い
、
互
い
に

共
感
し
た
。

＊
二
月
、
二
・
二
六
事
件
。

昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
　
三
十
三
歳

＊
五
月
、
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
発
行
。
七
月
七
日
、
日
中
戦
争
勃
発
。

昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
　
三
十
四
歳

二
月
一
日
、
父
慈
善
死
去
、
八
十
八
歳
。
四
月
、
成
城
高
等
学
校
へ
転
任
。
居

を
東
京
都
世
田
谷
区
に
移
す
。
ま
も
な
く
清
水
、
栗
山
、
池
田
と
「
日
本
文
学

の
会
」
を
結
成
し
、
以
後
同
人
の
紀
要
・
雑
誌
・
叢
書
の
発
行
は
す
べ
て
こ
こ

蓮
田
善
明
年
譜

明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年

七
月
二
十
八
日
、
熊
本
県
鹿
本
郡
植
木
町
の
金こ
ん
れ
ん蓮
寺
（
浄
土
真
宗
大
谷
派
本
願

寺
末
寺
）
に
、
住
職
、
慈
善
の
三
男
と
し
て
生
れ
る
。
母
は
フ
ジ
。
上
に
二

兄
・
二
姉
が
あ
っ
た
。

大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
　
十
三
歳

三
月
、
植
木
尋
常
小
学
校
を
卒
業
。
四
月
、
熊
本
県
立
中
学
済
々
黌
に
入
学
。

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
　
十
四
歳

九
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
、
肋
膜
炎
の
た
め
休
学
。

大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
　
十
九
歳

三
月
、
済
々
黌
を
卒
業
。
四
月
、
広
島
高
等
師
範
学
校
文
科
第
一
部
（
国
語
漢

文
専
攻
）
に
入
学
、
斎
藤
清
衛
教
授
か
ら
強
い
感
化
を
受
け
る
。
在
学
中
、
文

芸
部
理
事
と
し
て
校
友
会
誌
を
編
集
、
自
ら
も
小
説
・
詩
・
評
論
を
発
表
し
て

文
名
を
高
め
た
。

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
　
二
十
三
歳

三
月
、
広
島
高
師
を
卒
業
。
四
月
一
日
、
鹿
児
島
歩
兵
第
四
十
五
連
隊
に
幹
部

候
補
生
と
し
て
入
隊
。

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
　
二
十
四
歳

一
月
三
十
一
日
、
少
尉
に
任
官
し
て
除
隊
。
四
月
、
岐
阜
県
立
岐
阜
第
二
中
学

校
へ
赴
任
。
六
月
、
郷
里
植
木
町
の
医
家
の
長
女
・
師
井
敏
子
と
結
婚
。

昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
　
二
十
五
歳

四
月
、
長
野
県
立
諏
訪
中
学
校
へ
転
任
。

昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
　
二
十
六
歳

二
月
二
十
日
、
長
男
晶
一
生
れ
る
。
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