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明
治
十
六
・
七
年
、
前
・
後
編
で
出
版
さ
れ
た
矢
野
龍
渓
の
『
経
国
美

談
」
は
、
そ
の
斬
新
な
素
材
な
ど
か
ら
「
落
陽
の
紙
価
を
騰
貴
せ
し
め
た
」

（
「
稀
世
の
操
触
者
」
、
『
絵
入
自
由
新
聞
』
、
明
治
十
七
・
九
・
十
三

i

十
四
）
ほ
ど
非
常
な
人
気
を
得
た
。
そ
の
読
者
の
中
に
は
若
い
文
学
者
達

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
柳
田
泉
は
そ
の
読
者
と
し
て
徳
富
簾
花
・
片
山
潜
．

高
安
月
郊
・
北
村
透
谷
・
巌
本
善
治
・
国
木
田
独
歩
•
田
山
花
袋
な
ど
の

名
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
文
章
の
中
で
坪
内
逍
遥
の
直
話
と
し
て

「
逍
遥
が
思
い
き
っ
て
文
学
界
に
打
っ
て
出
た
の
も
、
一
っ
は
龍
渓
そ
の

他
に
よ
っ
て
文
壇
革
新
の
機
運
が
動
き
始
め
て
い
た
の
を
見
て
決
心
し
た

も
の
で
あ
る
」
と
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
「
浮
城
物
語
論
争
」

の
中
で
龍
渓
を
激
し
く
批
判
し
た
内
田
魯
庵
さ
え
も
「
四
十
年
前
」

（
「
き
の
ふ
け
ふ
』
、
大
正
五
・
三
）
で
は

文
芸
上
の
革
命
も
亦
往
々
シ
ロ
ウ
ト
に
蜂
火
を
挙
げ
ら
れ
る
。
京
伝

あ

ぶ

ら

っ

と

も

し

ぴ

馬
琴
以
後
落
寛
と
し
て
膏
の
儘
き
た
燈
火
の
や
う
に
明
滅
し
て
ゐ
た

は
じ
め
に

矢
野
龍
渓
の
文
学
改
良

た
の
し
み

|
「
経
国
美
談
』
に
現
れ
た
「
娯
楽
」
と
し
て
の
「
実
用
性
」
と
想
像
力
を
中
心
に
—

当
時
の
小
説
界
も
龍
渓
鉄
腸
等
の
シ
ロ
ウ
ト
に
新
し
い
油
を
注
ぎ
込

ま
れ
た
（
中
略
）
一
青
年
た
る
自
分
が
文
学
に
興
味
を
持
つ
や
う
に

な
っ
た
の
も
亦
、
直
接
的
に
は
龍
渓
鉄
腸
な
ど
の
小
説
、
間
接
に
は

是
等
の
新
傾
向
を
胚
胎
し
た
英
国
の
政
治
家
的
文
人
の
典
型
で
あ
っ

た

と
い
い
、
そ
の
文
学
的
出
発
が
龍
渓
の
文
学
改
良
に
触
発
さ
れ
た
と
明
言

し
て
い
る
。

『
経
国
美
談
』
は
逍
遥
や
魯
庵
に
と
っ
て
「
文
壇
革
新
」
や
「
文
芸
上

の
革
命
」
と
し
て
鮮
や
か
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
、
龍
渓
等
が
志
向
し
た
文
学
改
良
の
具
体
的
な
内
容
は
ほ
と
ん
ど
不
明

の
ま
ま
で
あ
る
。
柳
田
を
は
じ
め
多
く
の
先
行
研
究
で
は
『
経
国
美
談
』

を
立
憲
改
進
党
の
政
治
家
矢
野
龍
渓
に
よ
る
、
改
進
党
の
政
治
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
基
づ
い
た
小
説
と
し
て
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的

要
素
は
作
品
創
作
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
っ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も

な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
家
に
よ
る
政
治
宣
伝
物
と
い
う
先
入

観
に
よ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
作
品
そ
の
も
の
が
持
つ
文
学
史
的
意
義
を
未

表

枇

晩
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龍
渓
の
『
経
国
美
談
』
に
関
す
る
論
の
中
で
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
が
、

徳
富
薩
花
の
『
思
出
の
記
』
で
あ
る
。
「
自
由
平
等
の
理
想
が
炎
々
と
燃

え
て
い
」
る
駒
井
先
生
、
「
圧
制
政
府
を
頂
い
て
い
」
る
た
め
背
が
伸
び

な
い
浅
井
や
蓋
花
の
分
身
で
あ
る
菊
池
慎
太
郎
が
登
場
し
、
『
経
国
美
談
』

を
読
み
な
が
ら
「
幾
晩
徹
夜
し
て
イ
パ
ミ
ノ
ン
ダ
ス
、
ピ
ロ
ピ
ダ
ス
と
セ
ー

べ
の
経
営
に
目
を
悪
く
し
た
か
も
し
れ
ぬ
」
政
治
小
説
流
行
時
代
の
青
春

が
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
青
春
を
す
ご
し
た
薩
花
が
龍
渓
と
初
め
て
会
っ
た
の
は
、

明
治
二
十
一
年
九
月
徳
富
蘇
峰
•
朝
比
奈
知
泉
•
森
田
思
軒
な
ど
が
中
心

（叶

2
)

に
な
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
文
学
会
」
で
あ
る
。
薩
花
は
自
伝
的
著
作
『
富

士
•
第
三
巻
』
の
「
第
七
章
社
会
主
義
」
で
、
『
新
社
会
』
を
発
表
し
た

「
経
国
美
談
の

Y
先
生
に
随
喜
し
た
昔
は
遠
い
」
と
い
い
、
明
治
二
十
二

（社
3
)

年
六
月
八

H
の
「
文
学
会
」
で
の
出
会
い
を
述
べ
て
い
る
。

た
の
し
み

2

「
不
善
な
ら
ぬ
娯
楽
」
と
し
て
の
龍
渓
の
小
説

だ
正
当
に
受
け
止
め
ら
れ
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
学
改
良
の
道
程
の
中
で
生
ま
れ
、
そ
し
て
説
得
力
を
持
っ
て
読
者
に

読
ま
れ
た
小
説
と
し
て
『
経
国
美
談
』
を
改
め
て
見
直
し
て
み
る
べ
き
で

あ
る
。
本
稿
で
は
小
説
に
お
け
る
「
実
用
性
」
や
想
像
力
を
通
し
て
龍
渓

と
、
文
学
改
良
の
先
駆
け
と
い
わ
れ
る
坪
内
逍
遥
と
の
類
似
及
び
相
違
を

明
確
に
し
な
が
ら
、
文
学
改
良
上
の
意
味
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

そ
し
て
、
龍
渓
の
文
学
改
良
意
識
が
『
経
国
美
談
』
の
中
で
は
ど
の
よ
う

に
反
映
さ
れ
、
具
現
さ
れ
た
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

熊
次
が
熊
本
か
ら
東
京
へ
帰
参
す
る
と
、
兄
が
幹
事
を
し
て
い
た

文
学
会
の
例
会
が
萬
世
橋
の
ほ
と
り
萬
代
軒
の
二
階
で
催
さ
れ
て
、

熊
次
は
後
で

K
新
聞
社
員
と
な
っ
た
飾
磨
君
と
紺
絣
に
兵
児
帯
姿
で

席
末
に
列
し
た
の
で
あ
る
。
逍
遥
、
美
妙
、
学
海
、
菫
村
、
條
堂
其

他
燦
爛
た
る
文
星
の
緊
会
の
中
に
、
窓
下
の
椅
子
に
紋
付
羽
織
袴
ゆ
っ

た
り
と
口
髭
黒
く
、
顔
蒼
白
く
、
後
飾
磨
君
が
其
主
宰
の
時
務
評
論

に
書
い
た
や
う
に
、
「
満
場
の
文
学
者
を
小
児
視
し
て
殿
様
然
と
」

構
へ
て
居
る
人
が

Y
先
生
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
熊
次
は
南
、

Y
先

生
は
北
、
同
じ
原
宿
の
其
間
五
丁
と
は
は
な
れ
て
居
な
か
っ
た
。
然

し
熊
次
は
一
度
も
訪
問
し
な
か
っ
た
。
『
新
社
会
』
が
出
る
と
、
早

速
読
ん
だ
。

Y
先
生
は
老
い
て
居
な
か
っ
た
。
依
然
先
覚
者
で
あ
っ

た。

Y
先
生
の
白

H
夢
に
現
は
れ
た
『
新
社
会
』
、
そ
れ
は
お
ぽ
ろ

げ
な
が
ら
熊
次
の
脳
中
に
醒
醸
し
て
居
る
も
の
に
似
て
居
た
。

薩
花
は
、
逍
蓬
・
美
妙
・
学
海
・
簗
村
・
知
泉
な
ど
、
当
時
を
代
表
す

る
綺
羅
星
の
よ
う
な
文
豪
を
み
お
ろ
す
龍
渓
を
必
ず
し
も
い
い
イ
メ
ー
ジ

だ
け
で
は
見
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
経
国
美
談
』
か
ら

『
浮
城
物
語
』
を
経
て
『
新
社
会
』
に
い
た
る
ま
で
の
龍
渓
の
履
歴
を
語
っ

て
い
る
よ
う
に
、
蓋
花
に
と
っ
て
龍
渓
は
少
な
か
ら
ぬ
関
心
の
対
象
で
あ

る
。
し
か
も
、
龍
渓
は
相
変
わ
ら
ず
時
代
の
先
覚
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
代
の
大
文
学
者
た
ち
を
「
小
児
視
」
す
る
こ

と
が
で
き
、
「
先
覚
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
龍
渓
と
は
、
政
治
家

だ
け
で
は
な
く
文
学
者
と
し
て
薩
花
の
眼
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
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龍
渓
自
身
も
文
学
に
関
し
て
は
、
彼
な
り
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
。
例

え
ば
、
『
小
説
神
髄
」
九
冊
分
冊
本
（
明
治
十
八
・
九
ー
十
九
•
四
、
松

月
堂
発
兌
）
で
逍
蓬
は
『
経
国
美
談
』
を
「
暗
に
党
議
を
張
ら
ま
く
」
す

る
政
治
宣
伝
物
と
み
な
し
て
い
る
。
魯
庵
は
「
浮
城
物
語
を
読
む
」
で

「
断
じ
て
日
ふ
、
浮
城
物
語
は
文
学
上
半
銭
を
価
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
」

（
『
国
民
之
友
』
明
治
二
十
―
―
―
•
五
・
ニ
十
三
）
と
非
難
し
た
。
こ
れ
ら

に
対
し
て
龍
渓
は
「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
で
次
の
よ
う
に
自
分
の
小

説
観
を
披
露
し
て
い
る
。

詩
、
歌
、
歴
史
、
小
説
、
漫
筆
、
論
文
等
一
切
の
文
字
を
以
て
文

学
界
と
す
、
広
闊
な
る
文
学
界
の
論
を
措
き
、
単
に
其
の
一
部
た
る

小
説
に
就
て
考
察
せ
ん
に
、
（
中
略
）
小
説
の
種
類
は
千
万
な
り
、

其
の
味
を
異
に
す
る
こ
と
亦
た
千
万
種
な
り
、
人
の
之
に
対
し
て
其

の
好
み
を
同
く
せ
ざ
る
こ
と
亦
た
猶
ほ
千
百
の
食
味
に
対
し
て
其
の

好
み
を
同
く
せ
ざ
る
が
如
し

こ
れ
は
今
で
も
通
用
す
る
、
小
説
範
疇
の
厖
大
な
領
域
や
そ
の
多
様
性
を

見
据
え
て
の
発
言
で
あ
り
、
ま
た
、
当
時
の
新
人
小
説
家
が
持
っ
て
い
た

文
学
観
の
偏
狭
さ
の
指
摘
で
も
あ
る
。

龍
渓
を
だ
れ
よ
り
も
よ
く
理
解
し
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
た
と
考

え
ら
れ
る
の
が
森
田
思
軒
で
あ
る
。
思
軒
は
龍
渓
か
ら
『
浮
城
物
語
』
の

「
序
文
」
を
頼
ま
れ
て
、
最
初
は
「
其
局
面
趣
向
宛
然
と
し
て
ヴ
ェ
ル
ー

ヌ
な
り
」
と
書
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
作
品
へ
の
鑑
賞
を
兼
ね
た
「
南

窓
渋
筆
」
（
「
国
民
之
友
』
、
明
治
二
十
三
・
三
・
十
三
ー
六
・
十
三
）
で

其
の
局
面
酷
た
ヴ
ェ
ル
ー
ヌ
に
肖
た
る
こ
と
を
略
言
し
以
て
之
に
答

へ
た
り
然
れ
と
も
余
の
意
を
以
て
之
を
渡
る
に
某
に
酷
肖
せ
り
な
ど

評
さ
る
る
は
定
め
て
先
生
の
本
懐
に
非
ず
先
生
は
何
事
に
も
自
ら
獨

闘
の
見
識
あ
り
人
の
足
跡
を
履
む
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
（
中
略
）

先
生
が
平
素
大
を
喜
び
精
を
喜
び
理
科
の
学
を
喜
び
一
種
の
冒
険
や

う
の
事
を
喜
ぶ
気
習
の
相
合
し
て
此
に
洩
れ
出
し
の
み

ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
冒
険
小
説
に
似
て
い
る
と
い
っ
た
『
浮
城
物
語
』

の
「
序
文
」
で
の
発
言
を
変
更
し
な
が
ら
も
、
思
軒
は
龍
渓
が
独
自
の
文

学
観
を
持
っ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
独
自
の
文
学
観
と
は
い
え
、
時
代

的
限
界
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
と
し
て
は

新
し
い
境
地
を
開
い
た
と
は
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
評
価
は
『
浮
城
物
語
』
に
と
ど
ま
る
の
み
で
な
く
、
『
経

国
美
談
』
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
『
経
国
美
談
』
と
『
浮
城
物

語
』
と
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
序
文
」
に
記
さ
れ
て
い
る
、
小
説
の
「
娯
楽
性
」
に
関
す
る
言
及
で
あ

る
。
『
経
国
美
談
』
で
の
「
別
天
地
ヲ
作
為
シ
巻
ヲ
開
ク
ノ
人
ヲ
シ
テ
苦

楽
ノ
夢
境
二
遊
ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
是
レ
則
チ
稗
史
小
説
ノ
本
色
ノ
ミ
」
と
い

う
言
葉
や
『
浮
城
物
語
』
で
の
「
野
史
小
説
の
要
は
人
を
悦
は
し
む
る
に

在
り
、
憂
る
者
は
之
を
楽
し
ま
し
め
、
窮
す
る
者
は
之
を
達
せ
し
め
、
悶

を
遣
り
、
鬱
を
洩
ら
さ
し
む
れ
は
、
読
者
乃
ち
悦
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
言

説
が
そ
れ
で
あ
る
。

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

―-17-



『
経
国
美
談
』
や
『
浮
城
物
語
』
の
世
界
、
さ
ら
に
明
治
三
十
五
年
の

『
新
社
会
』
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
に
至
る
ま
で
色
濃
く
そ
の
影
を
落

と
し
て
い
る
龍
渓
の
小
説
観
、
す
な
わ
ち
小
説
の
本
質
を
「
娯
楽
」
と
み

る
小
説
観
は
、
少
な
く
と
も
明
治
十
年
代
に
お
い
て
は
一
般
的
な
考
え
方

で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
小
説
観
な
り
芸
術
観
な
り
は
、
こ
の
「
娯
楽
性
」

で
一
貫
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
小
説
神
髄
』
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
大
内
青

轡
の
美
術
論
を
引
い
て
、

夫
れ
美
術
と
い
ふ
者
は
、
も
と
よ
り
実
用
の
技
に
あ
ら
ね
ば
、
只

管
人
の
心
目
を
娯
ま
し
め
て
其
妙
神
に
入
ら
ん
こ
と
を
其
「
目
的
」

と
は
な
す
べ
き
筈
な
り
。
（
中
略
）
さ
れ
ば
美
術
の
本
義
の
如
き
も
、

目
的
と
い
ふ
二
字
を
除
き
て
、
美
術
は
人
の
心
目
を
悦
ば
し
め
且
つ

其
気
格
を
高
尚
に
す
る
者
な
り
と
い
は
ば
則
ち
可
し
（
「
小
説
総
論
」
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
逍
遥
は
芸
術
を
「
実
用
の
技
」
と
す
る
見
方
を

問
題
視
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
逍
遥
も
「
美
術
の
本
義
」
を
「
人
の

心
目
を
悦
ば
し
め
」
る
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
大
内
青
轡
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。

芸
術
を
―
つ
の
「
悦
び
」
や
「
楽
し
み
」
の
対
象
と
し
て
み
な
す
考
え
方

は
、
龍
渓
や
逍
遥
だ
け
で
は
な
く
て
、
当
時
の
最
も
支
配
的
な
小
説
観
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
「
稗
史
」
と
し
て
貶
さ
れ
て
き
た
小
説
を
、

如
何
に
「
高
尚
な
る
妙
想
を
ば
楽
し
む
や
う
に
」
さ
せ
る
か
に
あ
っ
た
。

西
欧
思
潮
の
影
響
は
小
説
の
「
高
尚
」
化
、
す
な
わ
ち
文
学
改
良
の
重

要
な
契
機
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
龍
渓
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

例
え
ば
、
魯
庵
は
『
浮
城
物
語
』
を
人
々
が
過
度
に
賞
賛
し
て
い
る
と
批

判
し
な
が
ら
、
「
特
に
笑
ふ
、
彼
等
は
龍
渓
居
士
が
経
国
美
談
を
ウ
エ
ー

バ
リ
ー
な
り
と
尊
崇
す
る
の
余
り
に
「
浮
城
物
語
」
を
持
っ
て
従
来
の
諸

作
を
圧
倒
す
る
傑
作
と
な
す
を
、
是
を
以
て
結
構
雄
大
な
る
事
を
。
彼
等

は
ウ
エ
バ
ー
リ
ー
の
真
価
値
を
知
る
か
」
（
『
国
民
新
聞
』
、
明
治
二
三
・

五
月
・
八
日
・
十
六

H
・
ニ
三
日
）
と
「
『
浮
城
物
語
』
を
読
む
」
で
嘲

笑
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
魯
庵
は
『
浮
城
物
語
』
を
批
判
し
て
い
る
も
の
の
、

人
々
が
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
の
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
リ
ー
』

の
よ
う
に
『
経
国
美
談
』
を
「
尊
崇
す
る
」
こ
と
、
そ
の
も
の
に
対
し
て

は
批
判
で
き
な
か
っ
た
。
『
浮
城
物
語
』
を
小
説
と
し
て
認
め
る
こ
と
す

ら
し
な
か
っ
た
魯
庵
が
同
一
な
趣
向
の
『
経
国
美
談
」
を
直
接
的
に
批
判

し
な
い
の
は
、
か
え
っ
て
不
思
議
に
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
魯
庵
は
す
で
に
引
用
し
た
「
野
史
小
説
の
要
は
人
を
悦
は
し

む
る
に
在
」
る
と
い
う
龍
渓
の
文
学
観
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
小
説
は

「
角
兵
衛
獅
子
或
は
豆
蔵
の
芸
」
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
魯
庵
は

龍
渓
が
小
説
を
一
種
の
「
芸
」
と
し
て
し
か
考
え
て
い
な
い
と
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
龍
渓
は
そ
れ
に
対
し
て
「
浮
城
物
語
立
案
の

た
の
し
み

始
末
」
で
、
小
説
と
は
「
不
善
な
ら
ぬ
娯
楽
を
世
人
に
与
る
者
な
り
」
と
、

ス
コ
ッ
ト
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
自
分
の
文
学
的
立
場
を
再
度
明
確
に

し
て
い
る
。

鵬
外
も
思
軒
の
「
南
窓
渋
筆
」
の
文
章
を
引
用
し
な
が
ら
『
浮
城
物
語
』

の
「
序
文
」
で
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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龍
渓
居
士
は
狂
せ
る
に
非
ず
余
、
そ
の
既
に
高
閣
に
束
ね
ら
れ
た

る
武
談
を
学
ぶ
こ
と
な
き
を
知
る
龍
渓
居
士
は
窮
せ
る
に
非
ず
何
を

苦
み
て
か
又
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
学
び
て
多
作
の
誹
を
受
け
む
と
せ
む
や
龍

渓
居
士
は
老
た
る
に
非
ず
恐
く
は
又
児
童
の
た
め
に
書
を
著
す
が
如

き
閑
暇
な
か
ら
む

魯
庵
の
批
判
に
対
し
て
鵬
外
は
龍
渓
の
小
説
の
「
詩
と
し
て
の
価
値
」
を

認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
言
で
「
人
を
悦
ば
し
む
る
」
娯
楽
と
い
っ
て

も
、
龍
渓
の
小
説
は
決
し
て
荒
唐
無
稽
の
武
談
で
も
な
い
し
、
余
技
と
し

て
の
一
芸
で
も
な
か
っ
た
。
な
お
さ
ら
、
魯
庵
が
い
う
よ
う
に
子
供
の
た

め
の
お
伽
噺
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
「
娯
楽
」
と
は
、
『
経
国
美
談
』
出
版
直
後
に
書
い
た
『
訳
書
読

法
』
（
明
治
十
六
・
+
）
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
人
ヲ
シ
テ
苦
楽
ノ
夢

境
二
遊
シ
メ
、
人
心
ヲ
慰
ル
」
も
の
で
あ
り
、
「
人
ノ
心
志
ヲ
高
尚
ニ
ス
」

る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
二
十
八
年
一
月
一
日
の
『
帝
国
文
学
』

で
「
今
の
文
学
社
会
に
対
す
る
希
望
の
一
ヶ
条
」
を
発
表
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
「
小
説
の
要
は
人
に
快
楽
を
与
ふ
る
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
誤

解
し
て
い
る
人
々
に
向
か
っ
て
、
「
義
大
夫
に
泣
く
は
、
快
は
其
中
に
在

り
、
泣
く
者
咽
ぶ
者
共
に
快
感
た
る
を
失
は
ざ
る
な
り
」
と
解
明
し
て
い

る
。
龍
渓
に
と
っ
て
小
説
の
「
娯
楽
」
と
は
、
喜
怒
哀
楽
と
い
う
人
間
の

感
性
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
の
「
快
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
小
説
に
お

け
る
「
快
」
へ
の
追
求
は
、
以
後
の
作
品
を
一
貫
す
る
、
龍
渓
の
文
学
的

信
念
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
『
経
国
美
談
』
の
「
自
序
」
で
小
説
を

「
遊
戯
の
具
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
、
そ
の
言
葉
を
額
面
通
り
遊
び
の
道

小
説
の
「
娯
楽
性
」
と
と
も
に
当
時
最
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た

文
学
観
が
、
小
説
の
実
用
的
効
用
を
重
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は

政
治
小
説
な
ど
に
も
っ
と
も
明
ら
か
に
現
れ
て
い
る
。
政
治
家
に
と
っ
て

小
説
は
政
治
的
宜
伝
の
有
効
な
手
段
と
し
て
魅
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
政
治
小
説
の
政
治
宣
伝
的
役
割
は
柳
田
泉
を
は
じ
め
多
く
の

論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
自
由
党
の
機
関
誌
『
自
由

新
聞
』
に
明
治
十
五
年
六
月
か
ら
連
載
さ
れ
た
桜
田
百
衛
の
『
仏
国
革
命

起
源
•
西
の
洋
血
潮
の
暴
風
」
の
「
自
序
」
に
は
、
政
治
小
説
が
出
現
す（吐

4
)

る
直
接
的
動
機
と
し
て
柳
田
が
あ
げ
て
い
る
政
治
小
説
の
実
用
的
要
素
が

克
明
に
現
れ
て
い
る
。

お

ほ

む

ね

あ

ら

を

さ

／

＼

其
概
略
を
顕
は
す
も
の
は
、
吾
邦
方
今
の
時
勢
に
照
し
て
、
専
々
有

お

も

み

る

ひ

と

益
と
信
へ
ば
な
り
。
読
者
も
そ
の
心
し
て
、
文
字
の
蕪
階
を
咎
む
る

と
つ
く
に
ぴ
と

な
く
、
辛
苦
の
中
に
勇
ま
し
く
も
革
命
な
せ
し
外
国
人
の
有
様
を
鑑

お

の

さ

い

は

ひ

が
み
て
、
自
己
が
権
利
を
復
し
給
は
ば
、
訳
者
の
慶
幸
こ
れ
に
過
ず
。

こ
こ
で
も
、
柳
田
が
述
べ
て
い
る
「
実
学
的
功
利
主
義
思
想
」
が
、
「
外

3

小
説
の
「
実
用
性
」
に
お
け
る
文
学
改
良
意
識

具
程
度
に
理
解
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
こ
で
は
「
娯
楽
」
に
深
く
入
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
龍
渓
が
い
う
「
不
善
な
ら
ぬ
娯
楽
」
が
、
単
な
る
遊

び
と
し
て
の
意
味
以
上
に
、
文
学
の
本
質
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
理
解
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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国
人
の
有
様
」
を
―
つ
の
規
範
と
し
て
提
供
す
る
形
で
現
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
規
範
と
し
て
読
者
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た

の
が
、
作
品
世
界
の
事
実
性
で
あ
っ
た
。
物
語
の
中
で
「
鑑
」
と
し
て
登

場
す
る
外
国
人
の
有
様
の
描
写
そ
の
も
の
は
勿
論
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
と

い
う
史
実
が
作
品
の
裏
付
け
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

作
品
世
界
に
お
け
る
事
実
性
は
、
小
説
の
実
用
的
効
果
を
向
上
さ
せ
る
過

程
で
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

作
品
内
の
事
実
性
の
確
保
は
逍
遥
に
も
主
な
課
題
で
あ
っ
た
。
『
小
説

神
髄
』
の
「
小
説
の
神
益
」
で
他
の
種
類
の
小
説
は
と
も
あ
れ
、
最
も

「
美
術
」
的
で
あ
る
「
世
話
の
小
説
」
も
「
後
世
の
人
よ
り
之
れ
を
見
れ

ば
過
去
小
説
に
外
な
ら
ざ
れ
ば
、
何
に
し
て
も
小
説
に
は
此
稗
益
あ
る
は

争
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
あ
え
て
「
正
史
に
漏
れ
た
る
事
跡
を
補
」
う

「
一
部
の
風
俗
史
」
的
価
値
を
説
い
て
い
る
。
「
風
俗
史
」
と
し
て
の

「
神
益
」
が
実
学
的
功
利
主
義
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

、。し右
の
引
用
文
の
直
ぐ
後
に
、
「
小
説
の
作
者
た
る
も
の
は
、
力
め
て
人

情
を
穿
つ
か
た
は
ら
亦
た
風
俗
に
も
眼
を
注
ぎ
て
、
荀
に
も
妄
誕
無
稽
に

類
す
る
時
代
ち
が
ひ
の
形
容
な
ん
ど
描
き
い
だ
す
ま
じ
き
事
な
り
か
し
」

と
、
戯
作
文
学
を
は
じ
め
逍
遥
以
前
の
小
説
に
描
か
れ
た
「
妄
誕
無
稽
」

を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
代
案
と
し
て
提
示
さ
れ
た

の
が
「
人
情
」
や
「
世
態
風
俗
」
の
「
模
擬
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
逍
遥

が
い
う
「
美
術
」
と
し
て
の
「
人
情
世
態
の
小
説
」
は
、
必
ず
し
も
実
用

的
価
値
と
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
小
説
は
「
風
俗

史
」
と
し
て
残
り
得
る
程
の
事
実
性
を
確
保
し
て
い
る
が
ゆ
え
、
読
者
に

説
得
力
を
持
っ
て
読
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
真
の
「
美
術
」
と
し
て

成
り
立
つ
と
、
逍
遥
は
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
逍
遥
は
人
情
世
態
を
描
く
と
き

稗
官
者
流
は
心
理
学
者
の
ご
と
し
宜
し
く
心
理
学
の
道
理
に
基
づ

き
其
人
物
を
ば
仮
作
る
べ
き
な
り
荀
に
も
お
の
れ
が
意
匠
を
以
て
強

い
て
人
情
に
悸
戻
せ
る
否
心
理
学
の
理
に
戻
れ
る
人
物
な
ん
ど
を
仮

作
り
い
だ
さ
ば
其
人
物
は
已
に
既
に
人
間
世
界
の
者
に
あ
ら
で
作
者

が
想
像
の
人
物
な
る
か
ら
其
脚
色
は
巧
な
り
と
も
其
諏
は
奇
な
り
と

い
ふ
と
も
之
を
小
説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
（
「
小
説
の
主
脳
」
）

と
、
「
心
理
学
」
と
し
て
代
表
さ
れ
る
科
学
的
事
実
性
の
確
保
を
小
説
家

に
促
し
て
い
る
。
こ
の
「
心
理
学
」
は
、
当
時
と
し
て
は
最
も
客
観
性
を

持
っ
て
人
間
を
理
解
で
き
る
学
問
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
引
用
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

特
に
、
こ
こ
で
い
う
「
心
理
学
」
は
、
逍
遥
の
大
学
時
代
の
授
業
で
教

わ
っ
た
も
の
が
基
盤
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し

て
は
、
『
笑
般
心
理
学
』
（
ヘ
ブ
ン
著
、
西
周
訳
、
明
治
十
一
・
ニ
）
や

『
倍
因
氏
心
理
新
説
』
（
ベ
イ
ン
著
、
井
上
哲
次
郎
訳
、
明
治
十
六
）
が

（社
5
)

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
明
治
十
年
代
初
頭
、
こ
の
二
つ
の
本
は
知
識

(
d
i
6
)
 

人
の
間
で
は
よ
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
し
、
逍
遥
が
ヘ
ブ
ン
や
ベ

イ
ン
を
摂
取
し
た
と
す
る
と
、
龍
渓
と
の
共
通
基
盤
は
よ
り
確
固
な
も
の

に
な
る
。
す
で
に
明
治
四
年
か
ら
慶
応
義
塾
に
通
っ
て
い
た
龍
渓
は
、
明

治
六
年
の
卒
業
後
大
阪
の
分
校
長
と
し
て
赴
任
し
て
、
「
先
進
諸
国
に
典
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型
的
文
献
の
研
究
」
（
『
龍
渓
矢
野
文
雄
君
伝
』
、
昭
和
五
・
三
）
に
邁
進

し
て
い
る
。
こ
の
龍
渓
が
「
同
郷
鶴
谷
ノ
諸
友
」
の
た
め
に
著
述
し
た

『
訳
書
読
法
』
の
「
前
記
ノ
順
序
二
遵
テ
読
ム
ヘ
キ
書
目
」
の
中
で
、

『
倍
因
氏
心
理
新
説
』
や
「
笑
般
心
理
学
』
な
ど
の
本
を
あ
げ
な
が
ら
、

「
左
ノ
諸
書
ハ
余
力
其
ノ
原
書
二
就
テ
之
ヲ
読
ミ
シ
コ
ト
ア
ル
カ
否
ラ
サ

レ
ハ
訳
本
ヲ
一
見
シ
テ
有
益
ナ
ル
ヘ
シ
ト
思
考
セ
シ
者
ヲ
集
メ
タ
ル
ナ
リ
」

と
明
言
し
て
い
る
。
実
際
、
同
時
代
を
生
き
て
い
た
龍
渓
と
逍
遥
の
間
で
、

新
知
識
の
摂
取
程
度
は
そ
れ
ほ
ど
差
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
逍
遥
の
既
成
の
文
学
に
対
す
る
批
判
や
そ
の
改
良
意
識
は
龍
渓
の

そ
れ
と
重
な
り
合
う
部
分
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

龍
渓
も
『
経
国
美
談
』
の
「
自
序
」
で
「
即
チ
和
漢
ノ
小
説
ヲ
求
テ
之

ヲ
読
ム
。
諸
書
脚
色
陳
套
語
気
卑
下
ニ
シ
テ
人
意
二
満
タ
サ
ル
ヲ
憾
ム
」

と
、
戯
作
・
稗
史
小
説
を
批
判
す
る
一
方
で
、

世
人
動
モ
ス
レ
バ
諏
チ
日
フ
稗
史
小
説
モ
亦
夕
世
道
二
補
ヒ
ア
リ

ト
。
蓋
シ
過
言
ノ
ミ
。
若
シ
夫
レ
真
理
正
道
ヲ
説
ク
者
世
間
自
ラ
其

書
ア
リ
何
ソ
稗
史
小
説
ヲ
仮
ル
ヲ
用
ヰ
ン

と
い
い
、
小
説
が
「
世
道
」
を
補
う
た
め
で
は
な
い
と
他
の
政
治
小
説
家

と
自
ら
区
別
し
て
い
る
。
実
用
性
だ
け
を
重
視
す
る
文
学
観
に
対
し
て
も

批
判
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も
龍
渓
が
こ

の
よ
う
な
実
用
的
文
学
観
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
小
説
の
「
実
用
性
」

は
逍
遥
の
「
神
益
」
と
同
じ
く
「
副
産
物
」
と
し
て
は
認
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
要
は
「
人
意
二
満
タ
サ
ル
」
か
ど
う
か
で
あ
り
、
読
者
に
「
楽
し

み
」
と
し
て
な
り
う
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。

龍
渓
の
先
行
小
説
に
対
す
る
批
判
意
識
が
よ
り
具
体
的
に
現
れ
て
い
る

の
が
「
小
説
論
・
小
説
論
補
遺
」
（
『
郵
便
報
知
新
聞
』
、
明
治
二
十
・
九
・

二
十
七
!
+
•
六
）
で
あ
る
。
小
説
改
良
の
一
環
と
し
て
、
龍
渓
は
「
第

一
は
淫
靡
の
趣
向
を
避
け
」
る
こ
と
、
「
第
二
に
は
卑
野
下
品
の
言
語
を

避
け
」
る
こ
と
、
ま
た
「
残
酷
刻
薄
の
趣
向
を
ば
成
る
べ
く
之
を
減
ず
る
」

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
「
趣
向
」
が
起
因
す
る
の
は
、

珍
奇
の
趣
向
を
競
ふ
の
余
り
に
は
神
変
不
可
思
議
な
る
悪
虐
犯
罪

を
も
作
り
出
す
べ
く
、
又
人
情
の
微
を
写
出
さ
ん
と
欲
す
る
の
余
勢

は
正
邪
善
悪
の
別
な
く
唯
だ
快
を
旨
と
し
壮
を
主
と
し
其
他
を
顧
み

ざ
る
に
も
至
る

か
ら
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
「
小
説
論
・
小
説
論
補
遺
」
は
簡
単
に

い
っ
て
し
ま
え
ば
、
結
局
、
勧
善
懲
悪
と
い
う
言
葉
に
帰
結
す
る
。
だ
が
、

創
作
主
体
が
「
快
」
や
「
壮
」
だ
け
の
「
趣
向
」
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
な
い

よ
う
、
呼
び
掛
け
て
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
執
着
し

す
ぎ
る
と
荒
唐
無
稽
の
世
界
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

龍
渓
が
考
え
る
小
説
は
「
娯
楽
」
や
「
楽
し
み
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
た
だ
、
そ
れ
は
「
珍
奇
の
趣
向
」
や
「
人
情
の
微
」
を
描
出
す
る
だ

け
で
は
ま
だ
足
り
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
神
変
不
可
思
議
」
や

「
正
邪
善
悪
の
別
の
な
」
い
荒
唐
無
稽
の
世
界
を
作
り
出
さ
な
い
作
者
的

力
量
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
勧
善
懲
悪
の
道
徳
的
意
味
以
上
に
作
者
の
創
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作
方
法
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

同
じ
く
「
小
説
論
・
小
説
論
補
遺
」
で
龍
渓
は
、
「
抑
も
小
説
家
は
空

中
に
楼
閣
を
架
す
る
こ
と
を
得
意
と
せ
る
者
」
と
前
提
し
、

文
芸
社
会
の
小
説
家
も
亦
た
之
（
「
画
エ
」
ー
論
者
註
）
と
等
し

＜
如
何
な
る
人
物
を
も
如
何
な
る
事
柄
を
も
其
心
の
儘
に
之
を
製
作

し
得
べ
し
。
故
に
世
間
の
実
際
に
は
有
ら
れ
得
べ
か
ら
ざ
る
愉
快
の

事
柄
を
も
集
め
て
以
て
左
も
あ
り
得
べ
き
が
如
く
記
載
す
る
も
随
意

な
り

小
説
家
も
ま
る
で
絵
画
の
よ
う
に
作
品
世
界
を
描
け
る
が
、
そ
の
基
盤
は

創
作
主
体
の
想
像
力
だ
と
述
べ
て
い
る
。
創
作
主
体
の
主
観
に
よ
っ
て
左

右
さ
れ
る
作
品
世
界
は
、
あ
く
ま
で
も
創
作
主
体
の
責
任
下
に
あ
る
独
自

の
批
界
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
小
説
論
の
大
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る。
こ
こ
が
ま
た
逍
遥
と
分
岐
す
る
部
分
で
あ
る
。
逍
遥
も
「
其
人
物
を
ば

仮
作
る
べ
き
な
り
」
と
い
い
、
「
仮
作
る
」
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か

し
、
「
作
者
が
想
像
の
人
物
な
る
其
脚
色
は
巧
な
り
と
も
其
謁
は
奇
な
り

と
い
ふ
と
も
之
を
小
説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
、
作
者
の
主
観
が
介
入

す
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
る
。
作
家
的
「
意
匠
」
が
投
影
さ
れ
た
人
物
造

形
を
荒
唐
無
稽
な
「
想
像
の
人
物
」
と
し
て
み
な
し
、
否
定
し
た
の
で
あ

る
。
想
像
力
と
作
品
と
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
逍
遥

は
そ
れ
ほ
ど
深
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
確
認
で
き
る
。

『
笑
般
心
理
学
』
で
想
像
力
と
「
雅
趣
ト
ノ
関
係
」
を
論
じ
て
、

先
天
法
を
ば
決
し
て
非
と
す
る
に
は
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
唯
此
法
も
て

想
像
卜
雅
趣
ト
ハ
絶
エ
テ
同
一
ナ
ル
者
二
非
ス
想
像
ハ
雅
趣
ノ
徹

底
欠
ケ
タ
ル
所
ニ
モ
甚
強
ク
存
ス
ル
者
ナ
リ
此
ノ
如
キ
時
二
臨
ミ
テ

ハ
想
像
ノ
理
会
甚
切
ニ
シ
テ
蓋
然
ノ
界
限
ヲ
越
ル
コ
ト
ア
リ
又
此
ノ

如
キ
時
二
臨
ミ
テ
ハ
清
潔
美
妙
ノ
意
地
ヲ
掃
ヒ
精
微
ノ
念
ヲ
害
ス
ル

コ
ト
ア
リ
又
或
ハ
其
形
質
殊
二
階
劣
ニ
シ
テ
学
識
ア
ル
者
ヲ
シ
テ
厭

棄
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
是
屡
々
詩
人
画
工
説
家
ノ
心
匠
構
意
二
於
テ

見
ル
所

だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
栖
劣
」
の
反
対
概
念
で
あ
る
「
雅
趣
」

と
い
う
作
家
の
価
値
判
断
に
つ
い
て
多
く
述
べ
て
い
る
。
そ
の
「
雅
趣
」

と
は
「
想
像
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
て
、
創
作
主
体
の
「
雅
趣
」
に
よ
っ

て
制
御
さ
れ
な
い
想
像
力
は
作
品
世
界
を
「
蓋
然
ノ
界
限
ヲ
越
ル
」
よ
う

に
す
る
。
そ
し
て
結
局
は
「
学
識
ア
ル
者
ヲ
シ
テ
厭
棄
セ
シ
ム
ル
」
結
果

を
招
く
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
と
同
じ
問
題
意
識
を
両
者
は
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
解
決

方
法
に
お
い
て
は
相
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
差
は
『
小
説
神
髄
』

の
「
主
人
公
の
設
定
」
で
の
『
経
国
美
談
』
批
判
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

逍
遥
は
主
人
公
を
「
造
作
す
る
に
二
流
派
」
が
あ
る
と
し
、
「
現
実
派
」

と
「
理
想
派
」
と
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
「
理
想
派
」
の
人
物
造
形
の

方
法
を
ま
た
「
先
天
法
（
演
繹
法
）
」
と
「
後
天
法
（
帰
納
法
）
」
と
に
分

け
て
い
る
が
、
「
先
天
法
」
に
対
し
て
、
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（
時
代
小
説
を
綴
る
に
当
た
り
て
）
歴
史
上
に
已
に
名
を
知
ら
れ
し

人
物
を
ば
造
る
は
甚
だ
不
可
な
る
事
な
り
（
中
略
）
近
き
こ
ろ
矢
野

文
雄
大
人
の
纂
訳
せ
ら
れ
し
『
経
国
美
談
』
と
い
へ
る
書
は
智
と
徳

性
と
情
緒
と
を
三
俊
傑
に
擬
し
た
る
な
り
と
或
博
識
が
評
さ
れ
た
り
。

此
事
は
た
し
て
然
ら
む
に
は
あ
ま
り
面
白
き
こ
と
と
は
思
は
ず
。
何

と
な
れ
ば
、
か
の
エ
パ
ミ
ノ
ン
ダ
ス
、
ペ
ロ
ピ
ダ
ス
の
輩
は
現
に
正

史
中
の
人
間
に
て
仮
設
の
人
物
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
純
客
観
的
描
写
と
も
い
え
る
人
情
世
態
の
「
模
擬
」
を

通
し
て
作
品
内
世
界
の
事
実
性
を
追
求
し
た
逍
遥
の
小
説
理
解
か
ら
見
れ

ば
「
智
と
徳
性
と
情
緒
と
を
三
俊
傑
に
擬
し
た
」
龍
渓
の
小
説
が
批
判
の

的
に
な
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
評
価
は
必
ず
し
も
『
経
国

美
談
」
に
適
切
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
後
、
『
慨
世

士
伝
』
の
「
は
し
が
き
」
（
明
治
十
八
・
ニ
月
）
で
、
逍
遥
自
身
「
尚
此

外
に
も
矢
野
文
雄
大
人
の
纂
訳
せ
ら
れ
し
経
国
美
談
と
い
ふ
書
あ
り
是
亦

頗
る
新
奇
に
し
て
我
腐
陳
な
る
小
説
者
流
の
妄
夢
を
醒
す
好
料
な
る
べ
し
」

と
し
、
か
え
っ
て
模
範
的
小
説
と
し
て
推
薦
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

両
者
が
小
説
の
「
楽
し
み
」
を
志
向
し
た
点
や
小
説
に
お
け
る
「
事
実

性
」
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
、

創
作
主
体
や
想
像
力
に
関
す
る
認
識
の
差
は
こ
の
よ
う
に
異
な
る
創
作
方

法
や
人
物
造
形
を
招
来
し
た
し
、
相
違
な
る
作
品
世
界
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
る
。

4

『
経
国
美
談
』
の
想
像
力
と
文
学
改
良

龍
渓
が
作
品
創
作
に
お
い
て
想
像
力
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
と
は
い

え
、
決
し
て
作
中
の
事
実
性
を
放
棄
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
龍
渓
に
と
っ
て
人
間
の
想
像
力
は
必
ず
し
も
事
実
性
と
相
反
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
九
年
十
一
月
十
四
日
、
龍
渓
は
郵

便
報
知
新
聞
に
「
想
像
カ
ハ
記
憶
カ
ノ
変
体
ナ
ル
ヲ
論
ズ
」
と
い
う
記
事

を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
人
々
が
「
記
憶
カ
ト
ハ
一
回
見
聞
作
為
セ

シ
事
物
ヲ
忘
レ
ザ
ル
ノ
カ
ナ
リ
、
想
像
カ
ト
ハ

H
未
だ
ダ
見
ズ
耳
未
ダ
聞

カ
ズ
身
未
ダ
為
サ
ズ
ト
雖
モ
自
家
ノ
意
中
二
於
テ
能
ク
新
様
ノ
事
物
ヲ
空

中
暗
裏
二
見
聞
作
為
ス
ル
ノ
カ
ナ
リ
」
と
い
い
、
想
像
力
と
記
憶
力
と
は

関
係
が
な
い
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
想
像
力
は
「
自
ラ
定

度
」
と
い
う
限
界
が
あ
る
も
の
で
、
「
自
家
ノ
一
回
見
聞
作
為
セ
シ
事
物
」

や
「
画
図
二
依
テ
之
ヲ
親
視
セ
シ
者
」
な
ど
の
直
接
・
間
接
的
な
経
験
、

つ
ま
り
、
記
憶
に
依
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
記
憶
力
と
想

像
力
と
を
区
別
し
、

自
ラ
見
聞
作
為
セ
シ
者
ヲ
其
儘
二
想
起
ス
ル
、
之
ヲ
記
憶
カ
ト
云
フ
。

自
ラ
見
聞
作
為
セ
シ
者
二
就
テ
之
ヲ
離
合
シ
断
続
シ
旧
様
二
因
テ
新

様
ヲ
作
ル
、
之
ヲ
想
像
カ
ト
云
フ
。
故
二
二
者
ノ
別
ハ
唯
親
視
セ
シ

事
物
ノ
旧
様
ヲ
存
ス
ル
ト
之
ヲ
離
合
ス
ル
ト
ニ
在
ル
ノ
ミ
。
自
家
ノ

親
視
セ
シ
事
物
二
依
ル
ハ
ニ
者
皆
然
リ
。

と
説
い
て
い
る
。
想
像
力
を
想
像
す
る
主
体
に
よ
っ
て
「
離
合
シ
断
続
シ

旧
様
二
因
テ
新
様
ヲ
作
ル
」
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
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想
像
力
は
作
品
創
作
の
基
盤
に
な
り
、
作
者
の
創
造
力
に
つ
な
が
る
も
の

に
な
る
。
逍
遥
に
対
し
て
龍
渓
は
必
ず
し
も
荒
唐
無
稽
で
は
な
い
、
「
自

ラ
定
度
」
あ
る
想
像
力
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
想
像
力
を
実
際
の
作

品
創
作
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
藤
蔵
太
郎
（
菊
亭
香
水
）
や
速
記
者
の
若
林
堆
蔵
に
口
述
筆
記
さ
せ

た
『
経
国
美
談
」
の
創
作
過
程
で
想
像
力
が
い
か
に
活
用
さ
れ
た
か
が
、

龍
渓
の
右
の
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
。

一
室
ノ
内
二
静
坐
シ
テ
瞑
目
思
想
ス
レ
バ
千
軍
万
馬
ノ
漠
々
タ
ル
瞭

野
二
接
戦
ス
ル
ノ
壮
勢
ヲ
写
シ
出
ス
可
ク
、
古
今
ノ
英
雄
俊
傑
ヲ
想

像
ス
レ
バ
亭
々
タ
ル
好
表
ノ
人
物
ガ
経
世
安
民
ノ
風
姿
遠
征
略
地
ノ

雄
図
其
面
貌
身
体
ヨ
リ
居
止
動
静
二
至
ル
迄
翠
テ
之
ヲ
自
家
ノ
目
前

二
視
ル
可
シ
。

ま
さ
に
、
そ
の
ま
ま
『
経
国
美
談
』
の
一
節
と
し
て
考
え
て
も
い
い
描
写

で
あ
る
。
想
像
す
る
「
面
貌
身
体
」
や
「
居
止
動
静
」
と
は
龍
渓
自
身
の

直
・
間
接
の
経
験
や
記
憶
に
よ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

記
事
の
「
経
世
安
民
ノ
風
姿
遠
征
略
地
ノ
雄
図
」
と
は
、
明
治
日
本
の
龍

渓
自
身
が
志
向
し
た
世
界
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
経
国
美
談
』
は
周
知
の
通
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
覇
権
が
ア
テ
ネ
か
ら
マ

ケ
ド
ニ
ア
に
移
行
す
る
間
の
時
代
に
お
け
る
テ
ー
ベ
内
の
奸
党
と
の
戦
い
、

そ
し
て
ス
パ
ル
タ
と
の
戦
い
と
い
う
歴
史
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
実
際
、

龍
渓
は
『
経
国
美
談
』
の
「
自
序
」
や
「
凡
例
」
で
正
史
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
強
調
し
て
い
る
。

著
者
ガ
此
書
ヲ
編
ム
ヤ
本
卜
正
史
中
ノ
実
事
ノ
ミ
ヲ
纂
訳
ス
ル
ノ
心

組
ナ
リ
シ
ニ
、
書
中
ノ
事
柄
ハ
遠
キ
古
代
ノ
事
ニ
シ
テ
諸
書
ヲ
捜
索

ス
ル
モ
断
続
シ
テ
詳
ナ
ラ
ザ
ル
所
ア
リ
。
因
テ
之
ヲ
補
述
シ
人
情
滑

稽
ヲ
加
テ
小
説
体
卜
為
ス
ニ
至
レ
リ
。
然
レ
ド
モ
本
卜
正
史
実
事
ヲ

専
ラ
記
載
ス
ル
ノ
本
意
ナ
ル
ガ
故
二
峯
モ
正
史
ノ
実
事
二
悸
ラ
ザ
ル

ヲ
勉
メ
タ
リ
。

抑
も
正
史
を
纂
訳
す
る
つ
も
り
で
つ
く
ら
れ
た
『
経
国
美
談
』
は
、
土

台
を
正
史
か
ら
取
っ
て
い
る
。
特
に
、
歴
史
書
か
ら
参
照
し
た
箇
所
は
一

々
註
を
つ
け
て
そ
の
根
拠
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
執
拗
に
正

史
に
拘
っ
た
理
由
は
、
「
荒
唐
無
稽
」
の
稗
史
に
対
し
て
歴
史
が
持
つ
事

柄
の
事
実
性
の
強
調
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
正
史
的
史
実
は
作
品
の
基
本
軸

を
な
す
一
方
、
作
品
内
世
界
の
事
実
性
を
確
保
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、
作

品
の
中
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
地
図
を
は
じ
め
地
理
的
背
景
の
説
明
、

「
人
物
ノ
服
装
家
屋
ヨ
リ
戎
器
什
物
二
至
ル
マ
デ
、
勉
メ
テ
希
臓
古
代
ノ

有
様
ヲ
模
シ
」
た
挿
し
絵
も
作
中
世
界
を
堅
固
に
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
、
後
編
の
「
凡
例
」
か
ら
は
『
経
国
美
談
」
に
お
け
る
歴
史
的
史

実
と
龍
渓
の
作
家
的
想
像
力
と
の
具
体
的
関
り
方
を
推
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

後
編
も
前
編
二
同
ク
一
編
ノ
大
要
ハ
全
ク
正
史
二
拠
ル
モ
ノ
ナ
リ

正
史
ヲ
引
用
ス
ル
ニ
ニ
種
ア
リ
其
一
ハ
正
史
ヲ
以
テ
大
綱
卜
為
シ
其

ノ
細
目
ヲ
補
述
ス
ル
モ
ノ
是
ナ
リ
其
一
ハ
細
目
ヲ
正
史
二
取
リ
其
ノ
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大
綱
ヲ
補
述
ス
ル
モ
ノ
是
ナ
リ

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
「
大
綱
」
及
び
「
細
目
」
に
当
た
る
の
が
前
編
の

最
後
に
付
さ
れ
て
い
る
「
正
史
摘
節
」
や
後
書
き
に
書
か
れ
て
い
る
後
編

の
「
重
モ
ナ
ル
事
柄
」
で
あ
ろ
う
。
各
々
の
「
大
綱
」
や
「
細
目
」
は
正

史
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
事
柄
を
つ
な
ぐ
過
程
で
龍
渓
の
意
識
的

想
像
力
が
活
発
に
活
動
し
て
い
る
。
例
の
記
事
の
よ
う
に
、
静
座
し
た
龍

渓
が
菊
亭
香
水
や
若
林
堆
蔵
の
前
に
座
り
、
事
柄
の
間
を
そ
の
想
像
力
を

以
て
埋
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
描
写
さ
れ
た
作
品
世
界
は
単
な
る
「
訳
」

の
水
準
を
超
え
、
龍
渓
の
経
験
が
積
極
的
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

龍
渓
自
身
が
認
識
し
て
い
る
限
り
の
想
像
力
で
、
「
あ
り
得
る
物
語
」
と

し
て
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

作
品
内
の
正
史
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
箇
所
は
、
実
際
龍
渓
の
想
像
力
に
よ
っ

て
補
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
か
ら
出
発
し
た
物
語
が
小
説
と
し
て
成
り
立
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
上
、
山
場
は
前
編
の
第
十
五
・

六
・
七
回
で
あ
る
。
テ
ー
ベ
の
有
志
者
ら
が
本
国
に
入
り
、
奸
党
の
主
な

る
人
物
を
処
断
す
る
こ
の
部
分
は
、
「
実
事
」
の
重
要
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
細
部
展
開
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
龍
渓
の
創
作
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
前
編
だ
け
で
も
、
追
い
か
け
て
く
る
奸
党
の
兵
士
に
よ
っ
て

ペ
ロ
ピ
ダ
ス
が
川
に
落
ち
、
そ
れ
を
漁
夫
が
救
っ
て
く
れ
る
第
五
回
の
場

面
、
執
事
の
レ
オ
ン
と
遡
返
す
る
第
十
一
回
の
場
面
等
、
龍
渓
の
想
像
が

数
多
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
デ
ィ
テ
ー
ル
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
物
の

造
型
な
ど
に
お
い
て
も
龍
渓
の
想
像
力
は
活
発
に
働
い
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
正
史
二
見
エ
ザ
ル
姓
名
ハ
其
人
物
ノ
善
悪
二
従
ヒ
善
人
ノ
姓
名
ハ
希
臓

史
中
ノ
他
ノ
時
代
ノ
善
人
ノ
姓
名
ヲ
仮
用
シ
悪
人
ノ
姓
名
モ
亦
夕
他
ノ
時

代
ノ
悪
人
ノ
姓
名
ヲ
仮
用
」
（
「
前
編
」
の
「
凡
例
」
）
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
姓
名
や
地
名
な
ど
名
前
だ
け
の
こ
と
で
、
描
か
れ
た
人
物

の
性
格
や
行
動
、
そ
し
て
地
理
的
デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
借
り
て
い
る
の
で
は

な
い
。
特
に
後
編
第
十
七
回
、
レ
ウ
ク
ト
ラ
の
野
で
の
戦
い
に
お
け
る
時

間
的
経
過
の
正
確
性
や
地
形
の
具
体
性
な
ど
は
、
龍
渓
が
「
序
文
」
で
述

べ
て
い
る
よ
う
に
「
兵
数
人
衆
ハ
常
二
之
ヲ
倍
加
シ
テ
記
載
」
し
た
と
は

い
え
、
十
分
そ
の
事
実
性
を
確
保
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
臨
場
性
の
具

体
化
こ
そ
前
時
代
の
「
荒
唐
無
稽
」
を
改
良
す
る
有
力
な
方
法
で
あ
り
、

「
近
世
の
読
本
や
他
の
伝
統
的
な
方
法
に
よ
る
表
現
と
は
全
く
異
質
な
、

（
社

8
)

新
し
い
認
識
の
世
界
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
登
場
人
物
に
お
い
て
も

「
行
動
す
る
男
の
世
界
に
、
架
空
の
女
性
を
取
り
込
み
、
こ
れ
を
き
わ
め

（
社

9
)

て
効
果
的
に
点
滅
さ
せ
」
た
ア
テ
ネ
の
恩
人
リ
シ
ス
の
娘
レ
オ
ナ
も
龍
渓

が
造
型
し
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
「
替
力
絶
倫
ニ
シ
テ
武
芸
モ
亦
夕
抜
群
」

な
メ
ル
ロ
ー
も
架
空
の
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
経
国
美
談
』
で
も
っ

と
も
重
要
な
人
物
で
あ
る
ペ
ロ
ピ
ダ
ス
や
イ
パ
ミ
ノ
ン
ダ
ス
も
、
細
か
く

見
る
と
龍
渓
の
理
想
的
人
物
像
に
他
な
ら
な
い
。

ペ
ロ
ピ
ダ
ス
に
つ
い
て
は
、
『
経
国
美
談
」
の
「
凡
例
」
で
「
回
復
ノ

後
人
民
ノ
タ
メ
ニ
推
薦
セ
ラ
レ
テ
巴
氏
ガ
総
統
官
二
上
リ
シ
ハ
実
事
ナ
レ

ド
モ
、
著
者
微
意
ノ
在
ル
有
テ
此
ノ
一
大
実
事
ヲ
変
ジ
タ
リ
」
と
示
す
よ

う
に
史
実
を
変
更
し
な
が
ら
も
、
民
政
回
復
後
、
総
統
官
の
職
を
辞
任
す

る
姿
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
イ
パ
ミ
ノ
ン
ダ
ス
に
つ
い
て
も
同
じ
く

「
此
の
回
復
二
功
労
ノ
少
キ
ヲ
陳
べ
」
辞
退
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
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う
ま
で
も
な
く
龍
渓
が
考
え
て
い
る
理
想
的
な
政
治
家
の
像
を
描
く
た
め

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
龍
渓
は
創
作
主
体
の
「
自
ラ
定
度
」
あ
る
想
像
力
を
制
御
し

な
が
ら
、
ほ
か
の
部
分
に
お
い
て
も
史
実
の
「
省
略
」
を
施
し
て
い
る
。

唯
残
忍
二
過
グ
ル
ガ
如
キ
箇
条
ハ
―
ニ
ノ
実
事
ヲ
没
シ
タ
ル
コ
ト
ナ

キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
例
ヘ
バ
「
民
政
回
復
ノ
時
二
於
テ
有
志
者
ノ
タ
メ
ニ

殺
サ
レ
タ
ル
奸
人
及
ビ
獄
吏
ノ
血
ヲ
嘗
メ
シ
婦
人
ア
リ
シ
」
一
事
ノ

如
キ
ハ
正
史
二
記
載
ス
ル
所
ノ
実
事
ニ
シ
テ
奸
党
ノ
虐
政
ヲ
表
ス
ル

ノ
用
ヲ
為
ス
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
モ
、
其
所
行
ノ
人
情
二
近
カ
ラ
ザ
ル
ガ

為
二
此
書
ニ
ハ
之
ヲ
省
テ
記
載
セ
ザ
ル
ノ
類
ナ
リ
。
其
他
殺
戦
ノ
実

事
ヲ
捕
縛
に
止
ム
ル
モ
ノ
モ
少
カ
ラ
ズ
。

こ
れ
は
『
経
国
美
談
』
の
前
編
に
付
さ
れ
た
「
凡
例
」
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
獄
吏
ノ
血
ヲ
嘗
メ
」
る
の
は
、
「
人
情
二
近
カ

ラ
ザ
ル
ガ
為
二
」
省
略
し
た
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
人
情
」
と
は

龍
渓
が
生
き
て
い
た
明
治
時
代
の
「
人
情
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
的

記
述
に
対
し
て
、
小
説
的
表
現
の
前
提
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
明
治
の

「
人
情
」
で
あ
り
、
龍
渓
自
身
の
世
界
認
識
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
と
い

う
確
固
た
る
地
盤
を
土
台
に
、
当
代
の
「
人
情
」
す
な
わ
ち
作
者
及
び
読

者
の
感
受
性
に
呼
応
で
き
る
表
現
を
通
し
て
、
荒
唐
無
稽
の
前
時
代
の
作

品
と
は
異
な
る
「
あ
り
得
る
物
語
」
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
歴
史
と
し
て
の
テ
ー
ベ
の
興
隆
を
近
代
国
家
創
生
期
の
明
治

日
本
の
小
説
と
し
て
再
現
で
き
た
の
で
あ
る
。

5

お
わ
り
に

龍
渓
は
「
経
国
美
談
』
の
「
自
序
」
で
、
小
説
を
「
苦
楽
ノ
夢
境
二
遊

ハ
シ
ム
ル
」
「
音
楽
画
図
ノ
諸
美
術
ト
一
般
、
尋
常
遊
戯
ノ
具
」
と
し
て

提
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
遊
戯
ノ
具
」
と
し
て
の
小
説
は
荒
唐
無
稽
の
世

界
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
経
国
美
談
』
が
、
単
な
る
荒
唐
無

稽
の
「
遊
戯
ノ
具
」
以
上
の
意
味
を
持
っ
た
め
に
は
、
作
品
内
の
事
実
性

を
確
保
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。
龍
渓
は
そ
の
事
実
性
を
ギ
リ
シ
ア

の
正
史
か
ら
、
そ
し
て
創
作
主
体
の
「
定
度
」
あ
る
想
像
力
か
ら
補
お
う

と
し
た
。
つ
ま
り
、
龍
渓
は
小
説
の
本
質
と
し
て
の
「
人
を
悦
ば
せ
る
」

「
正
産
物
」
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
が
持
つ
実
用
的
な
「
副
産
物
」
か

ら
補
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
作
家
的
想
像
力
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平

面
的
な
人
情
世
態
の
描
写
や
説
教
調
の
啓
蒙
期
小
説
と
は
異
質
の
小
説
を

作
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
『
経
国
美
談
』
は
改
進
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
宣
伝
す
る
小

説
と
し
て
し
か
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
明
治
文
学
史
の
中
で
も
、

戯
作
文
学
か
ら
逍
遥
に
至
る
ま
で
を
架
橋
す
る
作
物
の
一
っ
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
情
世
態
の
事
実
性
が
小
説
の
芸
術
的
価
値

の
一
っ
で
あ
り
、
そ
れ
が
先
行
す
る
小
説
へ
の
改
良
の
意
志
の
結
果
で
あ

る
と
い
う
『
小
説
神
髄
』
の
主
張
を
認
め
る
と
す
る
と
、
逍
遥
に
先
駆
け
、

そ
し
て
そ
れ
を
促
し
た
龍
渓
の
『
経
国
美
談
』
も
正
当
な
評
価
を
受
け
る

べ
き
で
あ
る
。
特
に
創
作
主
体
の
活
発
な
想
像
力
に
基
づ
い
た
こ
の
よ
う

な
創
作
方
法
が
、
同
じ
く
『
浮
城
物
語
』
を
経
て
『
新
社
会
』
ま
で
引
き

-26-



継
が
れ
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
人
情
世
態
の
事
実
性
だ
け
を
強
調
し
た
明

治
小
説
の
流
れ
と
は
異
な
る
、
も
う
―
つ
の
明
治
小
説
の
可
能
性
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
龍
渓
は
創
作
主
体
の
想
像
力
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
る
「
楽
し
み
」
を
こ
れ
ら

の
作
品
の
中
で
見
事
に
構
築
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
想
像
力
を
重
視

し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
『
小
説
神
髄
』
に
お
け
る
逍
遥
や
作
品
の
文

学
的
完
成
度
を
必
ず
し
も
重
視
し
な
か
っ
た
他
の
政
治
小
説
家
よ
り
、
は

る
か
に
評
価
で
き
る
。

『
経
国
美
談
』
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
正
史
と
い
う
史
実
を
通
し
て
、
時
・

空
間
的
認
識
世
界
の
境
界
を
広
げ
、
広
闊
で
あ
る
は
ず
の
小
説
の
領
域
を

明
治

H
本
の
文
学
界
の
中
で
具
現
さ
せ
た
。
し
か
も
、
断
片
的
史
実
を
、

作
者
的
創
作
力
を
以
て
小
説
そ
の
も
の
の
面
白
さ
を
生
か
し
な
が
ら
、
龍

渓
は
明
治
日
本
の
感
受
性
に
合
致
す
る
よ
う
に
再
構
成
で
き
た
。
そ
し
て

明
治
の
読
者
の
感
受
性
も
、
そ
の
人
気
が
示
す
よ
う
に
『
経
国
美
談
』
の

世
界
と
見
事
に
符
合
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
先
行
す
る
戯
作

類
と
の
差
で
あ
り
、
啓
蒙
だ
け
を
主
眼
と
す
る
他
の
小
説
と
弁
別
さ
れ
る
、

文
学
改
良
時
代
に
お
い
て
際
立
つ
「
経
国
美
談
』
の
意
義
で
あ
る
。

〈
註
〉

1
)

「
『
経
国
美
談
』
と
そ
の
政
治
理
想
」
（
『
政
治
小
説
研
究
・
上
』
、

昭
和
四
一

．． 

八
、
春
秋
社
）

2
)
高
野
静
子
の
『
蘇
峰
と
そ
の
時
代
』
（
昭
和
六
十
三
・
八
、
中
央
公

論
社
）
に
よ
る
と
「
文
学
会
」
は
「
少
数
気
鋭
の
文
筆
家
た
ち
が
酒
な
し

で
夕
食
を
共
に
し
、
食
後
一
人
か
二
人
が
口
演
し
、
そ
の
後
雑
談
す
る
と

い
う
会
で
あ
っ
て
」
、
明
治
二
十
四
年
四
月
ま
で
約
二
十
回
ぐ
ら
い
開
か

れ
た
と
い
う
。

3
)
本
文
の
中
で
薩
花
は
「
明
治
二
十
二
年
五
月
」
と
記
し
て
い
る
が
、

こ
の
文
学
会
に
誰
よ
り
も
熱
心
に
参
加
し
た
依
田
学
海
の
『
学
海

H
録
』

の
明
治
二
十
二
年
六
月
八
日
の
記
録
に
よ
る
と
「
（
中
略
）
萬
代
軒
に
例

の
文
学
会
あ
り
。
矢
野
・
徳
富
・
山
田
・
饗
場
・
坪
内
等
の
人
々
及
び
徳

富
の
弟
某
も
同
じ
く
会
せ
ら
れ
き
。
年
廿
一
、
二
の
少
年
な
り
き
」
と
初

め
て
会
っ
た
時
の
印
象
を
記
し
て
い
る
。

4
)
柳
田
泉
『
政
治
小
説
研
究
・
上
』
で
は
、
そ
の
契
機
を
政
治
熱
、
政

治
的
宣
伝
の
必
要
、
西
洋
文
学
、
殊
に
政
治
小
説
の
影
響
な
ど
を
あ
げ
て

い
る
。

5
)
前
者
に
関
し
て
は
、
関
良
一
の
「
『
小
説
神
髄
』
考
」
（
『
逍
遥
．
鵬

外
—
考
証
と
試
論
』
、
昭
和
四
十
六
・
三
）
や
柳
田
泉
の
『
若
き
坪
内
逍

遥
』
（
昭
和
三
五
・
九
、
春
秋
社
）
及
び
「
（
四
）
美
学
説
の
移
入
・
（
そ

の
二
）
西
周
訳
ヘ
ー
ヴ
ン
『
心
理
学
』
の
美
論
」
（
『
明
治
初
期
の
文
学

思
想
・
下
巻
』
、
昭
和
四

0
・
七
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後

者
は
柳
田
泉
の
「
（
四
）
美
学
説
の
移
入
・
（
そ
の
五
）
ベ
イ
ン
『
心
理

新
説
』
の
想
像
論
」
（
『
明
治
初
期
の
文
学
思
想
・
下
』
）
や
越
智
治
雄
の

「
『
小
説
神
髄
』
の
母
胎
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
、
昭
和
三
一
・
ニ
）
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

6
)
三
宅
雪
嶺
は
「
自
分
の
思
想
の
由
来
」
（
『
我
観
」
大
正
十
三
・
九
）

で
明
治
十
二
年
頃
を
「
然
し
日
本
で
哲
学
と
言
へ
ば
、
ヘ
ヴ
ン
の
心
理
学
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
第
一
原
理
と
い
ふ
位
に
心
得
て
い
る
時
」
と
し
て
回
想
し
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て
い
る
し
、
ま
た
、
「
横
山
又
吉
（
黄
木
山
樵
）
翁
談
話
要
旨
」
（
『
植
木

枝
盛
撰
集
』
所
収
、
一
九
七
四
・
七
）
に
は
「
ヘ
ボ
ン
の
『
心
理
学
』
は

よ
く
読
ま
れ
た
。
板
垣
が
、
こ
れ
を
や
ら
に
ゃ
な
ら
ん
と
言
っ
た
か
ら
で
、

板
垣
さ
ん
に
習
い
に
行
き
ま
し
た
。
各
社
の
学
問
の
あ
る
奴
が
習
い
に
行
っ

て
は
下
の
方
に
伝
え
た
も
の
で
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

7
)
柳
田
泉
は
「
（
四
）
美
学
説
の
移
入
・
（
そ
の
二
）
西
周
訳
ヘ
ー
ヴ
ン

の
『
心
理
学
』
の
美
論
」
（
『
明
治
初
期
の
文
学
思
想
・
下
」
）
で
、
「
真

を
認
識
す
る
力
は
理
性
、
善
を
認
識
す
る
力
は
良
心
（
独
知
）
で
あ
る
が
、

美
を
認
識
す
る
力
は
雅
趣

(
t
a
s
t
e
)
」
と
し
て
「
雅
趣
」
を
説
明
し
て
い

る。8
)
林
原
純
生
「
『
欧
州
奇
事
花
柳
春
話
」
か
ら
『
斉
武
名
士
経
国
美
談
』

ヘ
ー
近
代
文
学
形
成
期
へ
の
一
視
点
」
（
『
日
本
文
学
』
、
一
九
八
十
・
十

-

）

 
9
)
薮
禎
子
「
『
経
国
美
談
』
論
」
（
『
国
語
国
文
研
究
』
、
昭
和
五
六
．

二
、
北
海
道
大
学
国
文
学
会
）

（
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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