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第
二
章 

 

　

清
沢
満
之
の
生
涯

 
 

本
論
の
目
的
は
清
沢
満
之
の
生
涯
を
紹
介
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
本
章
で
ひ
と
ま
ず
清
沢
の
生
涯
の
概
略
を
説
明
す
る
。
そ
の
理
由
は

一
つ
に
は
第
一
章
で
示
し
た
真
宗
大
学
の
学
校
騒
動
と
清
沢
満
之
の
性
格
・
生
涯
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
も

う
一
つ
に
は
清
沢
の
生
涯
の
理
解
な
く
し
て
は
、
第
三
章
で
漱
石
が
『
こ
ゝ
ろ
』
で
描
い
た
Ｋ
と
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
清
沢
満
之
と
の
比

較
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

清
沢
満
之
は
近
代
日
本
に
お
い
て
あ
る
べ
き
仏
教
の
姿
を
求
め
た
。
そ
れ
は
分
野
は
異
な
っ
て
も
近
代
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
た
漱

石
の
課
題
と
同
じ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
漱
石
は
そ
の
よ
う
な
清
沢
の
生
涯
を
象
徴
す
る
真
宗
大
学
の
学
校
騒
動
の
結
末
か
ら
、
乃
木
大
将
の

殉
死
と
は
別
の
、
も
う
一
つ
の
「
明
治
の
終
わ
り
」
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　

清
沢
の
生
涯
に
つ
い
て
は
吉
田
久
一
に
よ
る
『
清
沢
満
之
』
（
昭
和
三
十
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
の
私

の
記
述
は
吉
田
の
研
究
に
多
く
を
依
存
し
て
い
る
が
、
本
章
で
は
漱
石
と
清
沢
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
、
漱
石
の
生
涯
と
の
対
応
を
加

え
つ
つ
清
沢
の
生
涯
を
紹
介
す
る
。

　
　

第
一
節

清
沢
満
之
の
少
年
時
代
～
大
学
時
代

 
 

清
沢
満
之
は
漱
石
の
生
ま
れ
る
四
年
前
、
文
久
三
年(

一
八
六
三
年)

尾
張
藩
の
下
級
士
族
徳
永
永
則
・
タ
キ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

そ
の
後
の
清
沢
の
生
涯
を
通
じ
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
強
い
倫
理
的
性
格
は
少
年
時
代
に
士
族
の
家
で
育
ち
、
儒
教
的
素
養
を
受
け
た
こ
と
に

駒
澤
大
學
佛
教
學
部
然
究
紀
穀
第
七
十
三
號　

徘
成
二
十
七
年
三
月
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基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
尾
張
は
浄
土
真
宗
、
中
で
も
大
谷
派
の
勢
力
の
強
い
地
域
で
あ
り
、
母
は
熱
心
な
浄
土
真
宗
の
信
者
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
少
年
期
の
環
境
が
成
人
し
た
清
沢
を
真
宗
教
団
大
谷
派
の
改
革
に
生
涯
忠
実
に
尽
く
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
素
地
と

な
っ
た
。

　

清
沢
満
之
（
幼
名
は
満
之
助
）
は
幼
年
時
代
に
塾
に
通
い
、
十
歳
の
時
か
ら
寺
子
屋
を
改
制
し
た
義
校
に
学
ん
だ
。
十
二
歳
の
時
、
名
古

屋
に
英
語
学
校
が
設
立
さ
れ
入
学
す
る
。
こ
の
英
語
学
校
は
文
部
省
が
設
立
し
た
七
外
国
語
学
校
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
清
沢
は
こ
の
時
学
齢

不
足
で
仮
入
学
で
あ
っ
た
が
、
成
績
優
秀
の
た
め
後
に
本
入
学
を
許
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
十
四
歳
の
時
、
こ
の
英
語
学
校
が
廃
止
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
愛
知
県
医
学
校
に
入
学
す
る
。
父
は
満
之
を
医
者
に
し
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
在
学
中
の
成
績
は
抜
群
だ
っ
た
。
し
か
し
理

由
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
医
学
校
を
す
ぐ
に
や
め
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
当
時
の
士
族
に
と
っ
て
普
通
に
見
ら
れ
る
進
路
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
頃
清
沢
に
と
っ
て
後
の
生
涯
を
決
め
る
こ
と
に

な
る
話
が
持
ち
か
け
ら
れ
た
。
成
績
優
秀
の
清
沢
を
見
込
ん
で
、
浄
土
真
宗
の
あ
る
僧
侶
が
清
沢
に
育
英
教
校
へ
の
入
学
を
勧
め
た
の
で
あ

る
。
育
英
教
校
は
真
宗
大
谷
派
が
経
営
す
る
学
校
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
僧
侶
養
成
学
校
で
あ
り
、
主
に
寺
院
の
優
秀
な
子
弟
が
集
め
ら
れ
て

い
た
。
清
沢
自
身
も
育
英
教
校
に
入
れ
ば
、
将
来
は
僧
侶
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
清
沢
は
当
初

は
お
金
を
出
し
て
も
ら
っ
て
勉
強
さ
せ
て
も
ら
え
る
と
い
う
理
由
で
入
学
し
た
の
だ
ろ
う
。
清
沢
は
後
に
「
自
分
が
育
英
教
校
に
移
っ
た
の

は
、
僧
侶
と
な
る
気
が
あ
る
な
ら
ば
本
願
寺
が
奨
学
生
と
し
て
学
問
さ
せ
て
や
る
と
い
っ
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
当
時
は
ま
だ
法
然
上

人
や
親
鸞
聖
人
の
よ
う
な
立
派
な
求
道
心
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
と
は
い
え
清
沢
は
一
旦
決
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
忠
実
で

あ
り
、
明
治
十
一
年
、
十
六
歳
で
得
度
を
受
け
て
育
英
教
校
に
入
っ
て
か
ら
も
、
猛
烈
に
勉
強
し
た
よ
う
で
「
ビ
シ
ョ
ッ
プ
」
と
あ
だ
な
さ

れ
た
。

　

こ
こ
で
も
清
沢
の
才
能
は
高
く
評
価
さ
れ
、
明
治
十
四
年
、
十
九
歳
の
時
に
東
本
願
寺
は
清
沢
を
東
京
に
留
学
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
「
東

京
に
留
学
」
と
い
う
の
は
奇
妙
に
聞
こ
え
る
が
、
当
時
日
本
で
近
代
的
な
教
育
を
受
け
る
に
は
東
京
が
唯
一
の
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
特

に
清
沢
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
東
本
願
寺
は
他
に
も
数
人
の
僧
侶
候
補
生
を
東
京
に
留
学
さ
せ
て
い
る
。
哲
学
館
（
東
洋
大
学
の
前
身
）

を
設
立
し
た
井
上
円
了
は
留
学
生
と
し
て
は
清
沢
の
数
年
先
輩
に
あ
た
る
。

　

と
も
か
く
清
沢
は
東
本
願
寺
か
ら
学
費
を
貰
っ
て
東
京
に
出
て
、
ま
ず
は
大
学
予
備
門
に
入
学
し
た
。
こ
れ
は
後
に
第
一
高
等
学
校
に
な

る
。
予
備
門
時
代
に
は
首
席
で
あ
っ
た
。
東
京
大
学
時
代
に
は
特
待
生
に
選
ば
れ
て
い
る
。
清
沢
が
優
秀
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
東
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京
大
学
で
交
友
の
あ
っ
た
上
田
萬
年
（
後
に
東
大
教
授
）
が
「
清
沢
氏
の
大
学
予
備
門
及
び
文
科
大
学
（
東
京
大
学
）
在
学
中
は
常
に
首
席
を

占
め
、
其
成
績
は
三
番
と
下
ら
な
い
と
思
は
れ
る
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
東
京
大
学
で
は
哲
学
を
専
攻
し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
哲
学
教
授
は
フ
ェ

ノ
ロ
サ
で
あ
っ
た
。
清
沢
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
大
学
三
年
の
時
に
『
哲
学
会
雑
誌
』（
後

の
『
哲
学
雑
誌
』
）
の
初
代
書
記
に
選
ば
れ
て
い
る
。
清
沢
に
と
っ
て
大
学
の
寄
宿
舎
時
代
は
楽
し
か
っ
た
よ
う
で
、
寄
宿
舎
時
代
の
清
沢
は

親
友
の
沢
柳
政
太
郎
（
後
に
東
北
・
京
大
総
長
）
と
議
論
し
た
時
、
沢
柳
に
勝
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、
沢
柳
が
癇
癪
を
お
こ
し
て
清
沢
の
耳
を
引
っ

張
っ
て
机
の
廻
り
を
連
れ
て
歩
い
た
。
清
沢
は
そ
の
ま
ま
ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
い
っ
た
、
と
い
う
珍
妙
な
思
い
出
を
上
田
萬
年
が
語
っ
て
い

る
。
自
分
の
信
じ
た
こ
と
を
愚
直
な
ま
で
に
守
り
、
決
し
て
変
え
な
か
っ
た
清
沢
の
そ
の
後
の
人
生
を
象
徴
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

明
治
二
十
年
、
二
十
五
歳
で
清
沢
は
大
学
院
へ
進
み
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
、
そ
の
か
た
わ
ら
第
一
高
等
学
校
で
仏
国
史
を
教
え
て
い
た
。

こ
の
こ
ろ
漱
石
は
第
一
高
等
中
学
校
予
科
に
在
籍
し
、
首
席
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
当
時
両
者
に
そ
れ
ほ
ど
面
識
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
第
一
高
等
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
一
年
も
立
た
な
い
う
ち
に
、
清
沢
に
と
っ
て
生
涯
の
決
定
的
な
転
機
と
な
る
話
が
持
ち
上
が
っ
た
。

当
時
東
京
遷
都
を
受
け
て
財
政
難
に
陥
っ
て
い
た
京
都
府
は
、
全
国
の
門
徒
か
ら
布
施
を
集
め
、
巨
大
な
財
政
規
模
を
持
つ
東
本
願
寺
（
真

宗
大
谷
派
）
に
京
都
尋
常
中
学
（
後
の
府
立
一
中
）
の
経
営
を
委
託
し
た
。
東
京
大
学
を
卒
業
し
て
い
た
清
沢
は
そ
の
校
長
に
赴
任
す
る
よ
う

に
東
本
願
寺
よ
り
頼
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
清
沢
の
い
た
地
位
か
ら
考
え
て
、
清
沢
が
東
京
に
残
れ
ば
学
問
界
で
の
出
世
は
間
違
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
清
沢
は
学
問
界
で
の
出
世
を
選
ば
ず
、
京
都
行
き
を
決
意
す
る
。
清
沢
は
そ
の
理
由
と
し
て

　

『
身
は
俗
家
に
生
れ
、
縁
あ
り
て
真
宗
の
寺
門
に
入
り
、
本
山
の
教
育
を
受
け
て
今
日
に
至
り
た
る
も
の
、
こ
の
点
に
於お

い
て
余よ

は
篤あ

つ

く

本
山
の
恩
を
思
ひ
、
之こ

れ

が
報
恩
の
道
を
尽つ

く
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ず
』

と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
儒
教
的
倫
理
か
ら
本
山
に
対
す
る
報
恩
を
尽
く
そ
う
と
す
る
清
沢
の
性
格
が
読
み
取
れ
る
。

　

明
治
の
最
初
期
に
東
京
大
学
に
学
び
近
代
的
教
育
を
受
け
た
清
沢
に
と
っ
て
、
こ
の
京
都
行
き
は
近
代
と
は
お
よ
そ
正
反
対
の
性
格
を
持

つ
仏
教
教
団
の
近
代
化
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
を
意
味
し
た
。
清
沢
は
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
清
沢
の
こ
の
京
都
行
き
の
決
断
は
報
わ
れ
る
こ
と
の
無
い
泥
沼
に
は
ま
り
込
む
道
を
選
ん
だ
時
で
も
あ
っ
た
。



夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
（
藤
井
）

一
一
四

　

第
二
節

清
沢
満
之
の
禁
欲
生
活

§
一　

校
長
赴
任

　

明
治
二
十
一
年
、
清
沢
は
京
都
尋
常
中
学
の
校
長
に
二
十
六
歳
と
い
う
若
さ
で
赴
任
し
て
来
た
。
そ
こ
で
は
従
来
の
府
立
学
校
の
生
徒
と

本
願
寺
が
送
り
込
ん
だ
新
し
い
僧
侶
の
生
徒
と
の
間
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
学
校
騒
動
は
当
時
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
と
い
う
の
も
当
時
の
学
生
は
非
常
に
荒
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
清
沢
自
身
も
東
京
大
学
時
代
に
外
の
多
く
の
学
生
ら
と
と
も
に

騒
動
を
お
こ
し
て
退
学
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
大
学
生
の
清
沢
が
ど
の
程
度
ま
で
こ
の
騒
動
に
関
わ
っ
て
い
た
か
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
ま
た
当
時
の
学
生
が
粗
暴
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
漱
石
が
『
模
倣
と
独
立
』
の
中
で
自
分
自
身
の
体
験
談
と
し
て

　

『
そ
れ
が
明
治
二
十
二
年
位
で
し
た
。
其
時
分
の
事
を
今
の
貴あ

な

た方
が
た
に
此
べ
る
と
、
吾
々
時
代
の
書
生
と
云
ふ
も
の
は
乱
暴
で
、
余よ

ほ

ど程

不
良
少
年
と
云い

ふ
傾
き
―
人
に
よ
る
と
寧む

し

ろ
気
概
が
あ
つ
た
。
天
下
国
家
を
以
て
任
じ
て
威
張
つ
て
居
つ
た
。
』
（
18
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
と
も
か
く
京
都
尋
常
中
学
で
の
対
立
は
次
第
に
収
ま
っ
て
い
き
、
清
沢
の
校
長
赴
任
か
ら
二
年
が
た

ち
、
明
治
二
十
三
年
、
宗
門
の
友
人
で
あ
る
稲
葉
昌
丸
が
理
科
大
学
（
後
に
東
京
大
学
と
な
る
）
を
卒
業
し
て
代
わ
り
に
校
長
に
赴
任
す
る

こ
と
に
な
り
、
清
沢
は
校
長
を
辞
任
す
る
。
そ
の
前
の
明
治
二
十
一
年
八
月
、
清
沢
は
現
在
の
愛
知
県
碧
南
市
に
あ
る
西
方
寺
の
養
子
と
な

り
、
清
沢
や
す
子
と
結
婚
す
る
。
こ
の
時
ま
で
清
沢
満
之
は
徳
永
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
優
秀
で
あ
る
清
沢
を
教
団
に
止
め
て

お
く
た
め
に
寺
門
に
縁
を
結
ば
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
に
仲
人
を
務
め
た
の
が
後
に
清
沢
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
保

守
派
の
首
領
、
渥
美
契
縁
で
あ
っ
た
。
長
男
で
あ
る
清
沢
が
他
家
の
養
子
に
入
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
起
き
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
清
沢
が
養
子
に
な
っ
た
の
と
同
じ
年
に
は
一
高
在
学
中
の
漱
石
は
養
子
先
の
塩
原
家
か
ら
夏
目
家
に
復
籍
し
て
い
る
。
こ
の
復
籍

を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
は
『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
先
生
」
の
遺
産
相
続
を
巡
る
体
験
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た
漱
石
は
清
沢
が
養
子

に
入
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

清
沢
の
生
涯
に
戻
る
。
清
沢
は
京
都
尋
常
中
学
の
他
に
本
願
寺
直
属
の
高
倉
大
学
寮
に
出
掛
け
て
哲
学
を
講
義
し
て
い
た
。
こ
の
時
の
講
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義
を
も
と
に
明
治
二
十
五
年
に
出
版
さ
れ
た
の
が
清
沢
の
最
初
の
代
表
的
著
作
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
で
あ
る
。
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
は
当
時

と
し
て
は
非
常
に
評
判
に
な
っ
た
よ
う
で
、
シ
カ
ゴ
の
世
界
宗
教
会
議
で
英
訳
が
発
表
さ
れ
好
評
を
博
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
哲
学

雑
誌
』
に
は
漱
石
の
友
人
立
花
銑
三
郎
の
手
に
な
る
「
宗
教
哲
学
骸
骨
ヲ
読
ム
」
と
い
う
書
評
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
漱
石
が
『
哲

学
雑
誌
』
の
委
員
を
務
め
て
い
た
と
き
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
書
評
を
通
じ
て
漱
石
は
Ｋ
の
禁
欲
生
活
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
清
沢
の
禁
欲
生
活

を
知
っ
た
こ
と
は
第
三
章
で
述
べ
る
。

§
二　

禁
欲
生
活

　

清
沢
は
校
長
辞
任
後
も
京
都
尋
常
中
学
の
教
員
を
続
け
て
い
た
。
そ
し
て
明
治
二
十
三
年
（
二
十
八
歳
）
夏
よ
り
明
治
二
十
七
年
（
三
十
二

歳
）
に
結
核
が
発
病
す
る
ま
で
の
間
、
清
沢
は
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
と
自
ら
名
づ
け
た
、
極
端
に
禁
欲
主
義
的
な
生
活
を
遂
行
す

る
。
こ
の
こ
と
は
清
沢
の
ど
の
伝
記
に
も
載
せ
ら
れ
る
特
徴
的
な
一
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
清
沢
は
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
に
身
を
固
め
、
人

力
車
で
学
校
に
通
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
東
京
大
学
を
卒
業
し
た
学
士
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
漱
石
が
東

京
帝
国
大
学
の
講
師
を
務
め
て
い
た
こ
ろ
、
赤
門
ま
で
の
わ
ず
か
な
距
離
を
人
力
車
を
走
ら
せ
る
漱
石
の
姿
を
谷
崎
潤
一
郎
が
見
て
う
ら
や

ま
し
く
思
っ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
と
も
か
く
そ
の
よ
う
な
〝
学
士
様
〟
の
生
活
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
清
沢
は
突
然
に
洋
服

を
袈
裟
に
改
め
、
喫
煙
を
た
ち
、
肉
食
を
禁
止
し
、
妻
子
を
遠
ざ
け
、
道
義
の
修
得
に
つ
と
め
る
と
い
う
禁
欲
主
義
を
実
行
し
始
め
る
。
こ

の
理
由
を
清
沢
自
身
は

　

『
宗
教
的
信
念
に
入
ろ
う
と
思
う
た
な
ら
ば
、
先ま

づ
最
初
に
す
べ
て
の
宗
教
以
外
の
事
々
物
々
を
頼
み
に
す
る
心
を
離
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
中

略
）
家
を
出
で
、
財
を
捨
て
、
妻
子
を
顧

か
え
り

み
ぬ
と
云い

ふ
厭
世
の
関
門
を
一
度
経へ

な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
ほ
ん
た
う
の
宗
教
的
信
念
に
至
る
こ

と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
』

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
清
沢
の
禁
欲
生
活
は
浄
土
真
宗
の
伝
統
的
教
義
と
相
容
れ
な
い
性
格
が
あ
り
、
そ
の
点
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

 
 

清
沢
の
当
時
の
禁
欲
生
活
に
つ
い
て
宗
門
関
係
の
友
人
は
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『
（
明
治
）
二
十
三
年
八
月
、
徳
永
（
清
沢
）
君
は
中
学
校
長
の
職
を
稲
葉
に
譲
り
て
、
大
中
学
の
授
業
は
旧
の
如
し
。
爾じ

ら

い来
君
は
專

も
っ
ぱ

ら
僧

服
を
着
し
、
修
養
を
事
と
し
、
殊こ

と

に
二
十
四
年
十
月
、
母
君
を
喪

う
し
な

ひ
て
よ
り
は
、
白
服
に
麻
衣
を
纏ま

と

い
、
一
切
の
肉
類
を
断
ち
、
禁
酒
禁
煙
、

全
く
所い

わ
ゆ
る謂

行
者
の
振
舞
を
為な

せ
り
。
』

と
証
言
し
て
い
る
。
清
沢
の
禁
欲
主
義
は
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
遂
行
し
得
た
の
は
清
沢
が
少
年
時
代
に
培
っ
た
高
い
倫
理

的
性
格
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
禁
欲
生
活
の
最
中
の
明
治
二
十
六
年
三
月
、
清
沢
は
宗
門
の
友
人
で
あ
る
稲
葉
昌
丸
と
と
も
に
京
都
尋
常
中
学
の
教
職
を
辞
職
す
る
。

同
年
九
月
に
東
本
願
寺
は
京
都
尋
常
中
学
を
京
都
府
に
返
し
、
新
た
に
大
谷
尋
常
中
学
を
開
設
し
た
か
ら
で
あ
る
。
大
谷
尋
常
中
学
に
は
清

沢
の
東
京
大
学
時
代
の
親
友
沢
柳
政
太
郎
が
校
長
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
清
沢
は
自
ら
の
厳
し
い
禁
欲
生
活
を
他
人
も
実
行
で
き
る
と
考
え

た
の
だ
ろ
う
か
、
麻
布
・
黒
袈
裟
を
中
学
の
定
服
と
決
め
た
り
、
厳
格
な
新
学
制
を
定
め
た
り
し
た
。
し
か
し
清
沢
・
稲
葉
・
沢
柳
ら
東
京

大
学
出
身
者
に
よ
る
こ
の
非
現
実
的
な
新
学
制
は
学
生
た
ち
の
反
発
を
買
い
、
学
生
た
ち
は
同
盟
休
校
す
る
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
た
。
こ

の
時
の
騒
動
の
処
分
を
担
当
し
た
の
は
か
つ
て
清
沢
の
仲
人
を
勤
め
た
こ
と
の
あ
る
渥
美
契
縁
で
あ
っ
た
。
渥
美
は
保
守
派
を
代
表
す
る
人

物
で
あ
り
、
渥
美
に
よ
る
処
分
は
清
沢
・
稲
葉
ら
を
中
心
と
す
る
改
革
派
に
と
っ
て
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
清
沢
を
中
心
と
す

る
改
革
派
と
渥
美
を
中
心
と
す
る
保
守
派
と
の
対
立
の
端
緒
と
な
っ
た
。
最
初
の
学
制
改
革
に
挫
折
し
た
清
沢
は
こ
の
頃
の
禁
欲
生
活
の
無

理
や
栄
養
不
足
が
た
た
っ
て
結
核
と
診
断
さ
れ
、
清
沢
の
禁
欲
生
活
は
終
わ
り
を
つ
げ
る
。

 
 

明
治
二
十
七
年
四
月
（
三
十
二
歳
）
に
結
核
と
診
断
さ
れ
た
清
沢
は
現
在
の
兵
庫
県
神
戸
市
垂
水
区
に
あ
る
洞
養
寺
で
静
養
す
る
こ
と
に

な
る
。
奇
し
く
も
同
年
二
月
に
漱
石
は
血
痰
を
出
し
て
肺
結
核
の
初
期
と
診
断
さ
れ
、
静
養
に
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
漱
石

が
小
石
川
の
法
蔵
院
に
間
借
り
し
た
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
時
期
の
清
沢
は
生
死
の
淵
を
さ
ま
よ
い
な
が
ら
、
信
仰
に
お
い

て
重
要
な
転
機
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
清
沢
の
信
仰
は
近
代
日
本
思
想
を
考
え
る
う
え
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
本
論
の

目
的
か
ら
外
れ
る
の
で
一
切
扱
わ
な
い
。
そ
の
後
、
生
涯
結
核
に
苦
し
め
ら
れ
つ
つ
、
清
沢
は
残
り
の
生
涯
の
全
て
を
真
宗
大
学
の
教
育
改

革
を
通
じ
た
仏
教
の
近
代
化
改
革
に
捧
げ
る
の
で
あ
る
。
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第
三
節

真
宗
大
学
の
学
校
騒
動

　

第
一
章
第
一
節
で
は
漱
石
が
講
演
『
模
倣
と
独
立
』
に
お
い
て
指
摘
し
た
学
校
騒
動
の
経
過
が
、
清
沢
が
関
わ
っ
た
真
宗
大
学
の
学
校
騒

動
の
経
過
と
一
致
す
る
の
を
見
た
。
ま
た
同
章
第
二
節
で
真
宗
大
学
の
学
校
騒
動
の
背
景
と
な
る
、
保
守
派
と
清
沢
の
流
れ
を
汲
む
改
革
派

と
の
対
立
の
構
図
を
漱
石
が
知
っ
て
い
た
の
を
漱
石
書
簡
八
三
四
か
ら
示
し
た
。
以
下
に
そ
の
学
校
騒
動
の
舞
台
と
な
っ
た
真
宗
大
学
と
清

沢
満
之
と
の
関
わ
り
を
解
説
す
る
。
清
沢
は
生
涯
の
最
後
を
真
宗
大
学
の
設
立
と
発
展
に
捧
げ
、
死
後
そ
の
期
待
を
後
人
に
託
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
清
沢
の
遺
志
は
「
明
治
の
終
わ
り
」
に
打
ち
砕
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

§
一　

保
守
派
と
の
対
立

 
 

こ
こ
で
保
守
派
の
代
表
と
し
て
悪
役
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
渥
美
の
立
場
を
少
し
考
え
て
お
く
。
当
時
大
谷
派
教
団
は
火
災
に
よ
っ
て
焼
失

し
た
本
願
寺
本
堂
の
再
建
な
ど
で
莫
大
な
債
務
を
抱
え
て
い
た
。
渥
美
は
こ
の
難
関
を
切
り
抜
け
る
た
め
に
教
団
内
で
専
制
体
勢
を
引
き
つ

つ
、
寺
院
の
格
を
あ
げ
る
と
い
う
条
件
で
募
財
を
集
め
る
な
ど
し
て
負
債
償
却
に
尽
力
し
た
。
渥
美
の
手
法
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
点
が
多
い

が
、
財
政
窮
乏
の
中
で
他
に
選
択
肢
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

清
沢
の
生
涯
に
戻
る
。
結
核
と
診
断
さ
れ
た
清
沢
は
療
養
生
活
を
送
り
、
次
第
に
健
康
を
回
復
し
た
。
そ
し
て
清
沢
は
再
び
京
都
に
戻

り
、
渥
美
契
縁
を
中
心
と
す
る
保
守
派
と
の
対
決
姿
勢
を
強
め
、
明
治
二
十
九
年
（
三
十
四
歳
）
、
清
沢
は
白
川
党
を
結
成
し
、『
教
界
事
言
』

と
い
う
雑
誌
を
発
刊
し
て
保
守
派
を
弾
劾
し
は
じ
め
る
。
こ
の
弾
劾
文
に
つ
い
て
橋
本
峰
雄
が
『
日
本
の
名
著
』
「
清
沢
満
之
・
鈴
木
大
拙
」

の
解
説
の
中
で
「
清
沢
の
主
張
は
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
。
人
は
お
そ
ら
く
、
最
近
の
大
学
全
共
闘
運
動
の
テ
ー
ゼ
を
読
む
思
い
が

す
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
問
題
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
」
と
評
す
る
の
は
的
を
得
て
い
る
。
清
沢
の
運
動
の
結
果
、
全
国
的
な
反
響
が
あ
り

革
新
全
国
同
盟
会
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
清
沢
の
改
革
は
読
売
新
聞
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
漱
石
も
お
そ
ら
く
知
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
全
国
的
な
改
革
運
動
の
前
に
保
守
派
の
首
領
で
あ
る
渥
美
は
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
方
喧
嘩
両
成
敗
の
形
で
明
治

三
十
年
、
清
沢
ら
改
革
派
も
教
団
か
ら
除
名
処
分
を
受
け
た
。

　

渥
美
に
代
わ
っ
て
教
団
の
宗
政
を
握
っ
た
の
が
石
川
舜
台
で
あ
っ
た
。
石
川
は
清
沢
の
改
革
運
動
を
支
援
す
る
形
を
と
っ
た
が
、
大
宗
政

家
で
あ
る
石
川
は
現
実
主
義
を
と
り
、
清
沢
の
理
想
的
改
革
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
石
川
は
政
敵
で
あ
る
渥
美
に
対
抗
す
る
た

め
の
政
争
の
道
具
と
し
て
清
沢
ら
の
改
革
派
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
失
脚
し
た
渥
美
は
政
権
復
帰
を
狙
っ
て
石
川
舜
台
及
び
石
川
が
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支
援
す
る
改
革
派
の
失
敗
を
待
ち
構
え
て
い
た
。

§
二　

清
沢
満
之
の
近
代
化
改
革
の
性
質

 
 

清
沢
の
改
革
は
宗
政
（
政
治
）・
教
学
の
二
つ
の
点
で
あ
ま
り
に
理
想
的
で
、
周
り
か
ら
孤
立
す
る
と
い
う
性
格
を
最
初
か
ら
持
っ
て
い
た
。

以
下
で
清
沢
の
近
代
化
改
革
の
性
質
を
概
観
す
る
。

 
 

第
一
に
宗
政
の
面
か
ら
言
え
ば
、
当
時
の
大
谷
派
教
団
は
法
主
を
頂
点
と
し
て
全
国
の
末
寺
・
門
徒
を
底
辺
と
す
る
強
固
な
封
建
的
体
制

に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
「
大
谷
派
は
末
寺
末
徒
の
大
谷
派
た
ら
ず
し
て
、
法
主
貎
下
の
大
谷
派
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
当
時
の
大
谷
派

教
団
の
秩
序
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
当
時
は
法
主
が
地
方
を
巡
錫
す
る
時
に
は
、
法
主
の
入
っ
た
後
の
風
呂
の
水
を
門
徒
が
争
っ
て
飲
む
、

と
い
う
話
が
あ
る
ほ
ど
法
主
信
仰
の
強
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
改
革
派
は
門
徒
会
議
を
目
標
に
掲
げ
る
な
ど
の
急
激
な
民
主
化
改
革
を
要
求

し
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
教
団
の
秩
序
を
犯
す
も
の
で
あ
っ
た
。
万
一
改
革
派
の
要
求
ど
お
り
に
実
現
す
れ
ば
、
教
団
の
財
政
的
基
盤
と
な
っ

て
い
る
封
建
的
体
制
を
も
崩
壊
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
現
実
政
治
家
で
あ
る
石
川
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
清
沢
ら
を
懐
柔
す
る
た
め
に

改
革
を
飲
む
ふ
り
を
す
る
だ
け
で
、
清
沢
ら
の
改
革
を
実
行
に
移
す
こ
と
は
無
か
っ
た
。
と
も
か
く
清
沢
の
改
革
は
当
時
の
時
代
的
背
景
に

対
す
る
配
慮
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
 

第
二
に
教
学
の
面
で
は
、
清
沢
は
「
田
舎
の
門
徒
は
死
後
極
楽
へ
行
く
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
俗
信
ば
か
り
は
び
こ
っ
て
新
鮮

な
霊
光
が
な
け
れ
ば
、
真
宗
の
法
灯
が
危
う
い
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
当
時
の
教
団
の
基
盤
で
あ
る
門
徒
の
大
多
数
が
望

ん
で
い
た
の
は
、
高
踏
な
信
仰
の
議
論
で
は
な
く
む
し
ろ
清
沢
の
否
定
す
る
「
死
後
極
楽
へ
行
く
」
こ
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
清
沢
が
い

か
に
一
般
の
門
徒
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
は
「
（
清
沢
が
）
お
説
教
を
す
れ
ば
話
が
む
づ
か
し
く
っ
て
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
か
ら

聴
衆
は
皆
帰
っ
て
し
ま
う
。
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
示
し
て
い
る
。
清
沢
は
「
真
宗
の
法
灯
が
危
う
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
教
団
の
基

盤
で
あ
る
大
多
数
の
門
徒
の
望
み
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
こ
と
こ
そ
、
現
実
的
に
は
「
真
宗
の
法
灯
が
危
う
」
く
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
清
沢
は
そ
の
自
己
矛
盾
に
気
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
教
団
の
精
神
的
な
柱
で
あ
る
教
学
の
面
に
お
い
て
も
清
沢
の
改
革
が
イ
ン
テ

リ
に
あ
り
が
ち
な
偏
狭
さ
を
持
ち
、
清
沢
の
思
想
が
広
が
り
を
見
せ
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
保
守
派
は
教
学
の
面
で
は
改
革
派
の
反

対
に
大
多
数
の
門
徒
の
意
見
を
代
弁
す
る
役
割
を
担
っ
た
。

 
 

清
沢
の
改
革
は
最
初
か
ら
多
く
の
自
己
矛
盾
を
抱
え
、
改
革
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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§
三　

真
宗
大
学
の
東
京
移
転

―
教
学
の
近
代
化
を
目
指
し
て

 
 

明
治
三
十
一
年
（
三
十
六
歳
）
、
清
沢
は
東
京
に
上
り
、
大
学
時
代
の
親
友
、
沢
柳
政
太
郎
宅
に
滞
在
す
る
。
こ
の
滞
在
中
に
清
沢
は
『
エ

ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
を
読
ん
だ
。
清
沢
は
こ
の
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
に
非
常
な
感
銘
を
受
け
る
。
こ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
『
こ
ゝ
ろ
』

の
中
で
Ｋ
が
模
範
と
し
た
「
霊
の
為
に
肉
を
虐

し
い
た

げ
た
り
、
道
の
た
め
に
体
を
鞭

む
ち
う

つ
た
り
し
た
」（
31
）
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
三
十
二
年
、
教
団
か
ら
正
式
に
除
名
処
分
を
解
か
れ
た
清
沢
は
再
び
東
京
に
上
り
、
本
郷
森
川
町
に
あ
る
近
角
常
観
の
宿
舎
に
入
る
。

近
角
は
清
沢
と
は
信
条
が
完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
じ
大
谷
派
の
中
で
わ
り
あ
い
近
い
盟
友
の
関
係
に
あ
っ
た
。
清
沢

は
こ
の
こ
ろ
石
川
舜
台
か
ら
真
宗
大
学
の
学
監
に
就
任
す
る
よ
う
に
と
い
う
要
請
を
受
け
た
。
清
沢
は
真
宗
大
学
を
東
京
に
移
転
す
る
こ
と

や
教
学
を
宗
政
か
ら
独
立
さ
せ
る
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
学
監
就
任
を
受
け
入
れ
た
。
そ
し
て
同
年
に
は
真
宗
大
学
の
東
京
移
転
が
正
式
に

決
定
さ
れ
た
。

 
 

明
治
三
十
四
年
（
三
十
九
歳
）
に
真
宗
大
学
は
東
京
に
移
転
す
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
地
理
的
に
京
都
か
ら
東
京
に
移
転
す
る
以
上
の
意

味
を
持
っ
て
い
た
。
京
都
に
あ
る
東
本
願
寺
は
当
時
〝
伏
魔
殿
〟
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
権
力
闘
争
の
渦
巻
く
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
あ
く
ま

で
「
正
直
」
で
「
単
純
」
な
清
沢
は
そ
の
よ
う
な
ど
ろ
ど
ろ
し
た
政
争
と
は
性
質
的
に
相
容
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
清
沢
は
近
代
的
な
教
育
を

す
る
た
め
に
は
伝
統
的
勢
力
の
根
強
い
京
都
か
ら
教
学
の
中
心
と
な
る
大
学
を
切
り
離
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
清
沢
に
と
っ
て
真

宗
大
学
の
東
京
移
転
は
伝
統
教
学
に
縛
ら
れ
た
京
都
を
離
れ
て
、
近
代
的
な
教
学
を
純
粋
に
実
行
で
き
る
機
会
と
と
ら
え
ら
れ
た
。
し
か
し

保
守
派
に
と
っ
て
は
こ
の
東
京
移
転
は
憎
悪
の
対
象
と
な
っ
た
。
真
宗
大
学
の
東
京
移
転
は
自
分
た
ち
保
守
派
の
存
在
を
否
定
す
る
行
為
と

し
て
映
っ
た
の
で
あ
る
。

§
四　

学
校
騒
動
の
発
生

　

翌
明
治
三
十
五
年
、
真
宗
大
学
に
学
校
騒
動
が
起
こ
る
。
学
校
騒
動
の
発
生
は
清
沢
が
実
際
に
経
営
を
任
せ
て
い
た
主
幹
関
根
仁
応
と
教

職
員
・
学
生
と
の
対
立
が
原
因
で
あ
っ
た
が
、
清
沢
が
真
宗
大
学
の
学
生
に
要
求
し
た
態
度
は
明
ら
か
に
現
実
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。『
座

談
』
の
中
に
は
清
沢
の
態
度
を
示
す
も
の
と
し
て
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『
（
清
沢
）
先
生
曰
く
。
余
は
学
業
中
に
あ
り
て
、
卒
業
後
に
於お

け
る
衣
食
の
問
題
を
苦
慮
し
た
る
こ
と
な
し
。
嘗か

つ

て
か
ゝ
る
思
想
だ
に
も

浮う
か

ば
ざ
り
き
。
今
の
青
年
は
、
徒

い
た
ず
らに

成
功
を
急
ぎ
、
い
ま
だ
学
業
の
半
途
に
達
せ
ざ
る
に
、
早
く
も
卒
業
後
に
於お

け
る
衣
食
の
問
題
を
苦
慮
す
。
』

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
想
的
な
考
え
を
持
つ
清
沢
が
真
宗
大
学
の
最
高
責
任
者
と
し
て
学
校
騒
動
を
収
集
で
き
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
学

生
の
あ
る
も
の
は
「
死
ん
で
し
ま
つ
て
い
る
仏
教
を
ど
ん
な
に
学
ん
だ
っ
て
、
今
生
き
て
社
会
に
出
る
の
に
何
の
役
に
立
つ
か
」
と
も
言
っ

て
い
る
。
一
方
で
学
生
た
ち
は
騒
動
の
中
で
主
幹
の
排
斥
の
他
に
も
教
員
免
状
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
文
部
省
の
認
可
を
求
め
る
な
ど
の
現
実

的
な
要
求
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
方
向
に
対
し
て
清
沢
は

　

『
そ
れ
は
以も

っ

て
の
外
の
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
大
学
の
学
生
は
、
其
の
学
校
の
性
質
上
、
純
粋
の
宗
教
的
方
面
に
の
み
向
か
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
又
、
是ぜ

ひ非
と
も
さ
う
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
強し

ひ
て
純
粋
の
宗
教
的
方
面
以
外
に
進
路
を
開
く
な
ど
は
、
誤
れ

る
の
甚

は
な
は

だ
し
き
も
の
、
た
と
へ
左さ

よ

う様
の
道
路
あ
り
と
も
、
之こ

れ

は
是ぜ

ひ非
閉と

ぢ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
』

と
語
っ
て
い
る
。
も
は
や
妥
協
点
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
改
革
派
の
失
敗
を
待
ち
構
え
る
保
守
派
が
背
後
か
ら
こ
の
学
校
騒
動
を

扇
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
関
根
は
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
清
沢
自
身
も
責
任
を
と
っ
て
辞
任
す
る
。
後
任
の
学
監
は
南
条

文
雄
で
あ
っ
た
。
南
条
文
雄
は
年
齢
的
に
は
清
沢
よ
り
一
世
代
上
で
、
少
年
期
を
京
都
で
伝
統
的
教
学
を
学
び
、
保
守
派
と
人
間
的
な
つ
な

が
り
が
あ
っ
た
。
一
方
で
東
本
願
寺
か
ら
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
留
学
派
遣
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
だ
け
に
進
歩
的
な
所
が

あ
り
、
し
ば
し
ば
改
革
派
と
歩
調
を
共
に
し
て
い
た
。
そ
こ
で
そ
の
中
立
的
立
場
を
見
込
ま
れ
て
、
こ
の
騒
動
の
収
集
役
と
し
て
の
役
割
を

担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

な
お
清
沢
は
明
治
三
十
四
年
か
ら
〝
精
神
主
義
〟
と
い
う
思
想
運
動
を
自
ら
中
心
に
な
っ
て
発
行
し
た
雑
誌
『
精
神
界
』
上
で
展
開
す
る
。

そ
の
清
沢
満
之
の
〝
精
神
主
義
〟
の
影
が
『
こ
ゝ
ろ
』
の
中
で
Ｋ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
第
三
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
。

§
五　

清
沢
満
之
の
死

　

学
監
辞
任
後
、
妻
・
長
男
を
相
次
い
で
亡
く
し
た
清
沢
は
養
子
先
の
寺
の
あ
る
大
浜
（
愛
知
県
）
に
帰
っ
た
。
清
沢
は
近
角
常
観
に
「
自
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分
は
子
供
を
破
壊
せ
し
め
、
妻
を
破
壊
せ
し
め
、
学
校
を
破
壊
せ
し
め
、
追
つ
ゝ
け
自
分
を
破
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
翌
明
治
三
十
六
年
、
再
び
上
京
し
、
清
沢
は
結
核
に
倒
れ
て
、
享
年
四
十
一
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
明
治
を
〝
真
面
目
〟
に
生
き
抜

い
た
最
初
の
近
代
人
の
最
期
で
あ
っ
た
。
死
ぬ
六
日
前
に
書
い
た
『
我
が
信
念
』
が
絶
筆
と
な
っ
た
。
こ
の
清
沢
の
遺
書
と
も
言
え
る
『
我

が
信
念
』
は
『
こ
ゝ
ろ
』
の
中
で
Ｋ
の
遺
書
と
し
て
漱
石
に
よ
る
再
解
釈
を
受
け
る
。

　

清
沢
満
之
は
近
代
的
教
育
を
受
け
、
新
し
い
生
き
方
を
送
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
は
や
過
去
の
も
の
と
も
い
え
る
仏
教
教
団
に
立
ち

戻
り
、
近
代
的
教
学
を
中
心
と
す
る
近
代
化
改
革
を
試
み
た
。
清
沢
の
一
生
は
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
再
生
に
捧
げ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
明
治
を
「
余
り
に
正
直
」
に
「
余
り
に
単
純
」
に
（
42
）
生
き
抜
い
た
清
沢
の
努
力
は
そ
の
後
報
わ
れ
る
こ
と
は

つ
い
に
無
か
っ
た
。
以
下
清
沢
が
死
後
に
希
望
を
託
し
た
真
宗
大
学
の
そ
の
後
を
見
て
行
く
。

§
六　

騒
動
の
拡
大

 
 

真
宗
大
学
を
巡
る
学
校
騒
動
に
お
け
る
両
派
の
対
立
は
学
者
肌
の
新
学
監
南
条
文
雄
が
収
め
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

頃
保
守
派
と
改
革
派
が
真
宗
大
学
の
運
営
を
巡
っ
て
水
面
下
で
暗
闘
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
漱
石
書
簡
八
三
四
（
明
治
四
十
年
）
が
物
語
っ

て
い
る
の
を
第
一
章
第
二
節
で
見
た
。
そ
こ
で
は
真
宗
大
学
の
経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
改
革
派
（
当
局
者
）
は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
理
解
を
示

し
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
を
真
宗
大
学
の
教
員
に
採
用
す
る
に
当
た
っ
て
、
保
守
派
（
京
都
の
頑
固
連
）
に
足
を
す
く
わ
れ
な
い
よ

う
に
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

§
七　

「
失
敗
」　

―
真
宗
大
学
の
京
都
再
移
転

　

清
沢
の
死
後
、
緊
迫
し
た
状
況
の
下
に
保
た
れ
て
い
た
両
派
の
バ
ラ
ン
ス
は
つ
い
に
崩
れ
る
。
真
宗
大
谷
派
教
団
の
本
拠
地
の
あ
る
京
都

の
東
本
願
寺
で
は
石
川
舜
台
が
失
脚
し
、
改
革
派
と
対
立
す
る
保
守
派
が
実
権
を
握
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
。
改
革
派
を
権
力
闘
争
に

利
用
し
て
、
支
援
し
て
い
た
の
が
石
川
舜
台
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
石
川
が
失
脚
し
た
後
、
渥
美
を
中
心
と
し
て
い
た
保
守
派
の
圧
力
に
、

理
想
的
で
教
団
内
に
広
い
支
持
を
持
た
ず
、
ま
た
清
沢
と
い
う
精
神
的
柱
を
失
っ
た
改
革
派
が
抗
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
る
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
財
政
的
裏
付
け
を
断
た
れ
た
改
革
派
は
大
学
の
運
営
権
を
も
失
っ
た
。
そ
の
結
果
、
保
守
派
に
よ
り
真
宗
大
学
の
京
都
再
移
転
が

決
定
さ
れ
、
明
治
四
十
四
年
十
月
に
移
転
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
も
単
に
地
理
的
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
保
守
派
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の
改
革
派
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
報
復
で
あ
っ
た
。
学
監
南
条
文
雄
は
辞
任
し
、
清
沢
の
流
れ
を
汲
む
改
革
派
の
教
授
陣
も
辞
任
し
た
。

そ
れ
は
保
守
派
の
勝
利
・
改
革
派
の
敗
北
を
意
味
し
た
。
こ
の
時
に
今
は
亡
き
清
沢
が
真
宗
大
学
に
託
し
た
希
望
は
打
ち
砕
か
れ
た
。
そ
の

後
、
清
沢
の
期
待
し
た
形
で
真
宗
大
学
が
再
興
さ
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
そ
の
真
宗
大
学
の
再
移
転
は
清
沢
の
死
か
ら
九
年
を
経

ず
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
漱
石
が
真
宗
大
学
に
教
員
を
周
旋
し
た
と
き
か
ら
四
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
に
と
っ
て
も
予
期
出
来
な
い

ほ
ど
の
早
い
清
沢
満
之
の
遺
志
の
破
綻
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
年
も
経
る
こ
と
な
く
、
明
治
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。

　
　

第
二
章 

 

　

ま
と
め

 
 

本
章
で
は
清
沢
の
生
涯
を
清
沢
の
死
後
の
真
宗
大
学
の
経
過
と
共
に
略
述
し
た
。
本
章
で
見
た
よ
う
に
真
宗
大
学
の
学
校
騒
動
の
経
過
と

失
敗
は
清
沢
の
人
生
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

清
沢
満
之
は
明
治
日
本
の
近
代
化
を
先
頭
に
立
っ
て
担
っ
た
東
京
大
学
で
学
ん
だ
。
も
し
清
沢
が
明
治
学
問
界
に
止
ま
れ
ば
高
い
地
位
に

つ
け
る
こ
と
は
確
実
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
地
位
を
捨
て
て
ま
で
、
近
代
と
は
相
容
れ
な
い
性
質
を
持
つ
仏
教
教
団
と
い
う
場
に

立
ち
戻
り
、
仏
教
の
近
代
化
改
革
を
試
み
た
。
清
沢
満
之
は
あ
く
ま
で
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
あ
る
べ
き
道
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
清
沢
の
一
連
の
近
代
化
改
革
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
そ
れ
ら
の
改
革
が
こ
と
ご
と
く
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
清
沢
の
改
革
が
あ
ま
り
に
理
想
的
で
現
実
を
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
清
沢
は
死
後
、
自
分
の
後

継
者
で
あ
る
改
革
派
に
真
宗
大
学
を
通
じ
た
近
代
的
教
学
の
確
立
を
託
し
た
。
し
か
し
そ
の
改
革
派
も
や
は
り
現
実
的
視
点
を
欠
い
て
真
宗

大
学
の
京
都
再
移
転
と
い
う
事
態
を
招
い
た
。
そ
し
て
明
治
四
十
四
年
十
一
月
と
い
う
ま
さ
に
明
治
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
に
起
き
た
こ
の

真
宗
大
学
の
再
移
転
事
件
は
明
治
を
「
余
り
に
正
直
」
に
「
余
り
に
単
純
」
に
（
42
）
生
き
抜
い
た
清
沢
満
之
の
遺
志
の
破
綻
と
し
て
、
漱

石
に
乃
木
大
将
の
殉
死
と
は
別
の
、
も
う
一
つ
の
「
明
治
の
終
わ
り
」
を
強
く
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。　
　
　

（
続
く
）

以
下
の
雑
誌
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
―
百
年
の
謎
を
解
く
（
三
）　

『
駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
』
第
十
八
号



夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
（
藤
井
）

一
二
三

　

第
三
章
第
一
節
、
第
二
節

夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
―
百
年
の
謎
を
解
く
（
四
）　

『
駒
澤
大
学
佛
教
学
部
論
集
』
第
四
十
六
号
（
一
）
～
（
四
）
の
注
を
ま
と
め
て
付
す

予
定
で
あ
る
。

　

第
三
章
第
三
節 

 

明
治
の
異
端

　

第
四
章　
　
　
　

『
こ
ゝ
ろ
』
解
釈

　

本
論
文
は
二
〇
〇
〇
年
に
筆
者
が
当
時
東
京
大
学
文
学
部
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
部
研
究
室
に
所
属
し
て
い
た
際
に
末
木
文
美
士
教
授
（
現
・

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
に
提
出
し
た
原
稿
を
元
に
内
容
は
ほ
ぼ
変
え
ず
、
題
を
改
め
、
様
式
を
調
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文

の
一
部
要
約
と
し
て
「
近
代
日
本
の
《
光
》
と
《
影
》

―
夏
目
漱
石
と
清
沢
満
之
」
『
文
学
』
（
二
〇
〇
一
年
三
・
四
月
号
、
岩
波
書
店
）
に

掲
載
し
て
い
る
。

（
本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
（
若
手
Ｂ
・
課
題
番
号2

5
8
7
0
7
2
5

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）


