
漱
石
の
著
作
権
意
識

一
　
漱

石
と
花
袋

谷

口

幸

代

田
山
花
袋

の

『
東
京

の
三
十
年
』

(博
文
館

大

正
六

・
六
)
の
中
に
次

の
よ

う
な

一
節
が
あ

る
。
『
生
』

(
「読

売
新

聞
」
明
治

四

一
・
四

・
一
三
～
七

・
一

九
)
を
執
筆
し
た
頃
の
回
想
部
分
で
あ
る
。

(略
)
そ
の
時
丁
度
運
わ
る
く
、

S
書
店
か
ら
の

『
蒲
団
』
に
対
す

る
版

権
告
訴
事
件
が
起

つ
た
。

こ
れ
は
何

で
も

G
君
な
ど
が
、
『
田
山
は
生
意
気

だ
。
ひ
と

つ
い
ぢ
め
て
や
れ
』
と

い
ふ
態
度

か
ら
出
た
も

の
だ
さ
う
だ
が
、

私
に
取

つ
て
は
、
『
生
』
で
心
身
を
労

し
て
ゐ
る
最
中
、
紗
な
か
ら
ざ
る
大

痛
棒

で
あ

つ
た
。
私
は
度

々
検
事
局
に
呼
ば
れ
て
、
小
原
検
事
な
ど

の
取
調

を
受
け
た
。

こ
こ
で
い
う

「
S
書
店
」
は
博
文
館
の
ラ
イ
バ
ル
だ

っ
た
春
陽
堂
、

「
G
君
」
は

当
時

「新
小
説
」

の
編
集
を
主
宰
し
て
い
た
反
自
然
主
義

の
論
客
後
藤
宙
外
を
指

す
。
ま
た
小
原
検
事
は

の
ち
に
シ
ー
メ

ン
ス
事
件
で
知
ら
れ
、
岡
田
啓
介

・
広
田

弘
毅
内
閣
で
法
相
を

つ
と
め
た
小
原
直

の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
、

博
文
館

の

「文
章
世
界
」

で
花
袋

の
編
集
助
手
を
し
て
い
た
前
田
晃

の

「誤
ら
れ
た
逸
話
」

(『
明
治
大
正

の
文
学
人
』
所
収
　

砂
子
屋
書
房
　

昭
和

一
七

・
四
)
は
、

こ
の

「版
権
告
訴
事
件
」

の
詳
細
を
伝
え

て
い
る
。

(略
)
春
陽
堂
は
確
か
に
田
山
さ
ん
を
告
訴
し
た
が
、
そ
れ
は

『
蒲
団
』

を
他
の
諸
短
篇
と
共
に

『
花
袋
集
』
と
題
す
る

一
冊
の
単
行
本
と
し
て
他
の

書
店
か
ら
出
版

し
た
の
で
、
そ
れ
を
版
権
侵
害
と
し
て
訴

へ
た

の
で
あ
る
。

即
ち

『
蒲
団
』

は
春
陽
堂

で
発
行
し
て
ゐ
る

『
新
小
説
』
に
掲
載
す
る
た
め

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

つ
て
、
春
陽
堂
は
こ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
相
当
の

原
稿
料
を
支
払

つ
て
ゐ
る
。
版
権
は
明
か
に
こ
ち
ら
に
在
る
。
し
か
る
に
、

無
断
で
作
者
が
他

の
書
緯

か
ら
出
版

し
た

の
は
版
権
侵
害
で
あ
る
と
い
ふ
の

で
あ

つ
た
。

『
花
袋
集
』
は
明
治

四
十

一
年
三
月
に
易
風
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
十
四
編
の
短
編

集

で
あ
る
。
前
年
に

「新
小
説
」

の
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

『
蒲
団
』
は
そ
の
巻

頭

に
収
録
さ
れ
て
い
た
。

四
十

一
年
六
月
十
八
日

の

「東
京
朝
日
新
聞
」
に
は
す

で
に
五
版
刊
行
と

い
う
広
告
が
掲
載
さ
れ
、
同
紙
八
月
二
十
八
日
の

「出
版
会
の

趨
勢

(
下
)
」

は

「最
近
最
も
売
れ
た
小
説
」
と
し
て
こ
の

『
花
袋
集
』
を
挙
げ
、

六
千
部
を
売
り
上
げ
た
と
伝
え
て
い
る
。

前

田
は
、
『
花
袋
集
』
を
め
ぐ

っ
て
版
権
侵
害
が
起

こ

っ
た
背
景
と
理
由
に

つ

い
て
、

「著
作
権
や
発
行
権

の
限
度
が
ま
だ
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
か

つ
た
時
分
の

こ
と
で
、
そ
の
こ
ろ
の
慣
例
に
よ
れ
ば
、
著
作
権

は
原
稿
料
と
引
替
に
当
然
先
方

に
移
る
も
の
と
思
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
春
陽
堂

の
言
分
は
必
ず
し
も
不

当

で
も
不
合
理
で
も
な
か

つ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。
日
本
で
は
出
版
条
例
や
版

権
条
例

の
交
付
と

い
っ
た
試
行
錯
誤
の
末
、
明
治
三
十
二
年
に
著
作
権
法
が
公
布

さ
れ
、
著
作
権
と
版
権
が
明
確
に
わ
け
て
定
義
さ
れ
た
が
、

一
篇

い
く
ら
で
原
稿



を
買

い
切
る
と
い
う
従
来
の
慣
例
か
ら
、
著
作
者
と
出
版
者
と

の
間

の
ト
ラ
ブ

ル

は
し
ば

し
ば
引
き
起
こ
さ
れ

て
い
た
の
が
明
治
四
十

一
年
時
点

の
現
状
で
あ

っ
た
。

こ
の
訴
訟
事
件

は
小
林

一
郎

の
推
定
に
よ

っ
て
明
治

四
十

一
年
十
月
と
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
後
、
宇
田
川
昭
子

の

「新
資
料
紹
介

白
石
実
三
の
田
山
花
袋
宛

未
発
表
書
簡
(
一
）
」
(
「花
袋
と
そ
の
周
辺
」
昭
和
六
三

・
六
)
に
よ

っ
て
、
十
月
に

は

『
伊
香
保
温
泉
誌
』

(伊
香
保
温
泉
組
合
取
締
所

明
治

四

一
・
八
)
を
め
ぐ

る
別

の
著
作
権
侵
害
事
件
が
花
袋
の
も
と

で
起
き
て
い
た

こ
と
が
初
め
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
ま
た

「新
声
」

の

「緩
調
急
調
」

(明
治
四

一
・
八
、
「花
袋
と
そ
の

周
辺
」

〈昭
和
六

一
・
一
二
〉
に
再
録
)
に

「蒲
団
が
告
発
さ
れ
た
と
云
ふ
日
、

東
京
の
書
物
屋

の
店
頭
に
は
花
袋
集
が
堆
く
積
ま
れ
た
」
と
い
う

一
節
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
『
蒲
団
』

の
訴
訟
事
件

は

『
花
袋
集
』
刊
行

の
明
治
四
十

一
年
三
月
頃

に
起
き
た
も

の
と
し
て
以
下

の
論
を
進
め
て
い
く
。

花
袋
は

『
東
京

の
三
十
年
』

の
中
で
こ
の
事
件
に
よ

っ
て
か
な
り
の
痛

手
を
受

け
た
よ
う

に
述

べ
て
い
る
が
、
検
事
局
か
ら
帰

っ
て
く
る
と
、

「ま
だ
若

い
人
だ

が
、
実
に
頭

の
い
ゝ
、
情
理
の
通

つ
た
物
言
ひ
を
す
る
人
だ
」
と
感
心
し
て
い
た

と

い
う
。
花
袋
よ
り
六
歳
年
下
の
小
原
は
当
時

三
十

一
歳
で
、
東
京
区
裁
判
所
検

事

で
あ

っ
た
。
そ
の
小
原
検
事
は
事
情
聴
取
や
法
文
の
検
討

の
結
果
、
不
起
訴
と

い
う
結
論
を
下
し
た
。

「定
期
刊
行
物

に
お
け
る
著
者

の
寄
稿

は
、
こ
れ
が
掲
載

を
承
諾
し
た
だ
け
で
あ

つ
て
、
著
作
権
を
譲
渡

し
た
も

の
で
は
な

い
。
従

つ
て
、

こ
れ
に
対
し
て
支
払
は
れ
た
原
稿
料

は
、
そ

の
場
限
り

の
掲
載
料
と
認
む
べ
く
、

将
来
に
わ
た

つ
て
永
く
こ
れ
を
左
右
す
る
権
利

の
代
償
と
は
認
む
べ
き
も

の
で
は

な

い
」
と
判
断
さ
れ
た

こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
が

一
つ
の
判
例
と
な
り
、
著
作
者
は

一
度
雑
誌
や
新
聞
な
ど
に
掲
載
し
た
作
品
を
自
由
に
ど
こ
か
ら
で
も
出
版
で
き
る

よ
う
に
な

っ
た
。
そ

の
た
め
、
前

田
は

『
蒲
団
』
を

「新
興
文
学
の
エ
ポ

ッ
ク
メ

ー
キ

ン
グ

の
作
品

で
あ

つ
た
と
同
時
に
、
他
方
、
著
作
権

の
確
立
に
対
し
て
も
ま

た
大
き
な
寄
与
を
し
た
も
の
」
だ

っ
た
と
そ
の
二
重
の
功
績
を
た
た
え

て
い
る
。

こ
の
前
田
の
言
は
山
崎
安
雄

『
春
陽
堂
物
語
』

(春
陽
堂

昭
和
四
四

・
五
)

の

中

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
時
期
の
花
袋
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、
田
山
花
袋
記
念
文
学
館
に

『
近
作
十
五
編
』

(明
治
四
三

・
五
)
と

『
花
袋
文
話
』

(明
治
四
五

・
一
)
に
対

し
て
博
文
館
と
交
わ
し
た

「
出
版
契
約
証
書
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
点

の
書
類
に
は

「
田
山
録
弥

ヲ
甲
者
ト
シ
大
橋
新
太
郎

ヲ
乙
者

ト
シ
」
、
「本
書
ノ
著

作
権

ハ
甲
乙
両
者

ノ
共
ハ有

ト

ス
ル
モ
之

ヲ
発
行

ス
ル
ノ
権
利

ハ
乙
者

ノ
専
有

ト

ス
」
と
あ
り
、
著
作
者
と
出
版
社
に
よ
る
著
作
権
の
共
ハ有
に

つ
い
て
明
文
化
さ
れ

て
い
る
。

で
は
、

こ
の

『
花
袋
集
』
を
め
ぐ
る
事
件
を
漱

石
は
ど
う
い
う
思
い
で
み
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
、
漱
石
と
花
袋
は
お
互
い
の
作
品
の
評
価
に

つ
い
て
応

酬
し
て
い
た
。
漱

石
は
小
説
と
し
て
の

『
蒲
団
』

に
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
否
定

的
な
評
価
を
与
え
て
い
た
。
『
三
四
郎
』

は
ズ
ー
デ

ル

マ
ン
の
筆
法
で
書

か
れ
た

も
の
で
あ
る
と

い
う
花
袋

に
対
し
て
、
『
田
山
花
袋
君
に
答
ふ
』

(
「国
民
新
聞
」

明
治
四

一
・
一
一
・
七
)

で
は
、

「花
袋
君

の

「蒲
団
」
も
拵

へ
も
の
で
あ
る
」

と
反
論

し
た
。
ま
た
漱

石
は
明
治

三
十
九
年
九
月
発
行

の

「
新
小
説
」
巻
頭
に

『
草
枕
』
を
掲
載

し
て
好
評
を
博

し
て
い
た
。

朝
日
新
聞
社

へ
の
入
社

の
た
め

「新
小
説
」

へ
の
作
品
掲
載

こ
そ
こ
の

一
作

の
み
と
な

っ
た
が
、
春
陽
堂

の
求
め



に
応

じ
て

『
鶉
籠
』

(
明
治

三
九

・
一
二
)
、
『
虞
美
人
草
』

(明
治

四

一
・
一
)
、

『
草
合
』

(同

・
九
)
等
次

々
に
単
行
本
を
刊
行
し
て
き

て
い
た
。
『
三
四
郎
』
も

翌
四
十
二
年
五
月
に
同
社
よ
り
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
花
袋
や
春
陽
堂
と

の
関
係
に
加
え
て
、
漱
石
は
前
年
に
朝
日
新
聞
社

入
社

の
際

の
交
渉
で
ま
さ
に

『
蒲
団
』

の
場
合
と
同
様

の
事
柄
を
問
題
に
し
て
い

た
。
同
年
三
月
四
日
の
坂
元
雪
鳥
宛
書
簡
は
、
東
京
朝

日
の
主
筆
池
辺
三
山
と
直

接
相
談
す
る
前

に
知

っ
て
お
き
た

い
こ
と
と
し
て
具
体
的
な
問
題
に
踏

み
込
ん
で

書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
、
報
酬
や
そ
の
保
証
、
仕
事
の
内
容
、
他
社

の
雑
誌

へ
の
発
表
の
自
由
と
と
も
に
、

「『
朝
日
』
に
出
た
小
説
や
ら
そ

の
他
は
書
物
と
纏

め
て
小
生
の
版
権
に
て
出
版
す
る
事
を
許
さ

る
る
や
」
と
確
認
し
て
い
る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
朝
日
紙
上
に
発
表
し
た
作
品
を
他
の
出
版
社

か
ら
刊
行
す
る
こ
と

を
認
め
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
漱
石
の
契
約
は

一
年
後

の
花
袋
の
裁
判
結

果
を
先
取
り
し
た
も

の
だ

っ
た
と

い
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
う
し
た
事
柄
は

漱
石
自
身

が
正
面
か
ら
向
き
合

っ
て

い
た
問
題
で
あ
り
、
『
蒲
団
』
を
め
ぐ
る

〈著
作
権
〉
と

〈版
権
〉
の
問
題
は
文
壇

の
注
目
を
集
め
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。

二

漱
石
の
契
約
意
識

漱

石
は
著
作
権
法
が
公
布
さ
れ
た
明
治
三
十
二
年
、
『
小
説

「
エ
イ
ル
ヰ

ン
」

の
批
評
』

(
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
明
治
三
二

・
八
)

の
中

で
、
ウ

オ
ッ
ツ
＝
ダ

ン
ト
ン

の
A
y
l
u
w
i
n

の
流
行

に

つ
い
て
、

「仮
に
二
十
版
と
見
れ
ば
、
此
七
八
月
間
に
、

二

万
部
売
れ
た
訳

で
あ
る
。
是
に
米
国

(版
権
所
有
者
が
違
ふ
)
で
今
迄
売
た

一
万

三
千
部
を
加

へ
る
と
、
随
分
な
高
に
な

る
」
と
出
版
状
況

の
デ
ー
タ
か
ら
説
明
し

て
い
る
。
括
弧

の
中

の
添
え
書
き
で
は
あ
る
が
、
版
権

の
問
題
に
言
及
し
て
お
り
、

漱
石
が
両
者
を
正
確
に
区
別
し
て
用

い
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

漱
石
が
イ
ギ
リ

ス
留
学

に
出
発
し
た
の
は
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時

の
イ
ギ

リ

ス
の
状
況
に

つ
い
て
、
た
と
え
ば
ジ

ョ
ン

・
フ

ェ
ザ
ー

『
イ
ギ
リ
ス
出
版
史
』

(玉
川
大
学
出
版
部
 

平
成
三

・
七
)
等

で
は
、
国
際
的
な
著
作
権
の
保
護

に
乗

り
出
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
著
作
者
と
出
版
社
の
間
の
交
渉

を
代
行
す
る
リ
テ
ラ
リ
ー

・
エ
ー
ジ

ェ
ン
ト

(著
作
権
代
理
業
者
)
が
現
れ
、
そ

の
発
展
に
伴

い
十
九
世
紀

の
末

に
は
印
税
制
度
が
定
着
し
、
著
作
者

の
収
入
と
作

品

の
経
済
的
な
成
功
と
が
直
接
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い

っ
た
と

い
う
。

つ
ま
り
、
漱

石
が
留
学
し
た
の
は
出
版
業
界
に
お
け
る
著
作
者

の
位
置
づ
け
も
社

会

の
変
化
と
と
も
に
大
き
く
変

わ
ろ
う
と
し
て

い
た
時
だ

っ
た
。
漱
石
自
身
が

『
文
学
論
』

(大
倉
書
店
 

明
治
四
〇

・
五
)

で
イ
ギ
リ
ス
で
の

「神
経
衰
弱
と

狂
気
と
は
否
応
な
く
余
を
駆

つ
て
創
作

の
方
面
に
向
は
し
」
め
た
と
記
し
て
お
り
、

作
家

へ
の
道
を
歩
み
出
す
契
機
が

こ
の
留
学
体
験
に
あ

っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も

有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
著
作
者

の
あ
り
か
た
を
め
ぐ

る
気
運
に
も
め
ぐ
り
あ

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

帰
国
後

の
漱

石
が
行

っ
た
講
義
を
も
と
に
し
た

『
文
学
評
論
』

(春
陽
堂
 

明

治
四
二

・
三
)

に
、

「
文
学
者

の
地
位
」
と

い
う

一
節
が
わ
ざ
わ
ざ
も
う
け
ら
れ

て
い
る

こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
文
学
者

の
地
位

の
低
さ

へ
の
逆
説
で
あ
る
。

こ

こ
に
は
政
治
的
地
位
を
得

て
豊
か
な
生
活
を
保
障
さ
れ
た
ア
ン
女
王
の
時
代
が
終

わ
り
、
国
家
的
な
保
護
を
失

っ
た
十
八
世
紀

の
文
学
者
た
ち
が

ロ
ン
ド

ン
以
外
に



読
者
と
い
う
存
在
が
成
立
せ
ず
、
か

つ
書
肆

か
ら
支
払
わ
れ
る
原
稿
料
も
非
常
に

少
な

い
と

い
う
状
況
の
も
と
、
貴
族

の
庇
護

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
様
子
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中

で
S

・
ジ

ョ
ン
ソ
ン
の
チ

ェ
ス
タ
ー

フ
イ
ー

ル
ド

宛
書
簡
を
、

「文
界
に
あ

つ
て
個

人
保
護

の
時
代
が
永
久
に
過
ぎ
去

つ
た
と

云
ふ

記
憶
に
値
す
る
事
実
を
尤
も
露
骨
に
天
下
に
発
表
し
」
た
と

い
う
点
に
お
い
て
、

「文
学
史
上
重
要
な
意
味
を
有

し
て
ゐ
る
も
の
」
と

し
て
引
用
し
て
い
る
。
T
h
e

D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
E
n
g
l
i
s
h
 
L
a
n
g
u
a
g
e

の
出
版
に
際
し
て
、
チ

ェ
ス
タ
ー

フ
ィ
ー

ル
ド
に
援
助
を
求
め
て
拒
絶
さ
れ
、
独
力
で
取
り
組
む
が
、
完
成

の
間
際
に
な

っ

て
援
助
の
申

し
出
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
ジ

ョ
ン
ソ
ン
が
記
し
た
も

の
で
あ
る
。

漱
石
は
そ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
の
出
版
界
が
庇
護
者
と

の
結
び

つ
き
を
絶
ち
、
文
学

者
が
自
立
し
た
存
在
と
な

っ
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
問
題

で

一
節
を
も
う
け

る
こ
と

の
意
義
に

つ
い
て
、

「当
時

の
状
況
を
知

る
に
便
宜
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
日
本
今
日
の
形
勢
と
比
較
し
て
、
多
少

の
興

味
を
惹
く
べ
き
問
題
で
あ
る
」
と
述

べ
、
控
え
め
で
は
あ
る
が
、
自
ら
が
著
作
者

と
し
て
生
き
る
日
本
の
出
版
界
や
著
作
者
と
い
う
も

の
の
あ
り
方
を
も
念
頭

に
置

い
て
い
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
漱

石
が
研
究
対
象
と
し
た
十
八
世
紀

の
英
文
学

は
自

立
す
る
著
作
者
が
登
場
し
始
め
た
文
学
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
漱
石
は
留
学
を
通
し

て
、
印
税
制
度
が
定
着
し
、
国
際
的
著
作
権
の
保
護
に
向
か

っ
た
十
九
世
紀
末
か

ら

二
十
世
紀

の
イ
ギ
リ

ス
の
空
気
に
肌
で
ふ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

が
帰
国
後
に
英
文
学
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
今
度
は
自
ら
が
著
作
者
と
し
て
生

き
る
こ
と
に
な

っ
た
日
本

の
状
況
を
も
併
せ
て
考
え
る
姿
勢
を
生
ん
だ

の
で
あ
る
。

そ
の
漱

石
が
作
家
と
し
て
出
版
社
と
結
ん
だ
契
約
に
関
す

る
文
献
と
し
て
、
森

田
草
平

『
続
夏

目
漱

石
』

(
甲
鳥
書
林
 

昭
和

一
八

・
一
一
)
や
、
残
さ
れ
た

「印
税
覚
帳
」

に
基
づ
く
松
岡
譲

『
漱

石
の
印
税
帖
』

(
朝
日
新
聞
社
 

昭
和
三

〇

・
五
)
等
が
知
ら
れ

て
い
る
。
森

田
が
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
漱
石
の

印
税
は

『
漾
虚
集
』

(服
部
書
店
 

明
治
三
九

・
五
)
は
初
版

一
千
部
で

一
割

二

部
、

一
千
五
百
部
以
上
が

一
割
五
部
で
、
『
吾
輩

ハ
猫
デ
ア
ル
』

(大
倉
書
店
 

明

治
三
八

・
一
〇
)
も
こ
れ
と
同
程
度
だ

っ
た
、
そ
れ
が
春
陽
堂
か
ら

『
鶉
籠
』
や

『
虞
美
人
草
』
等
な
ど
を
刊
行
す
る
頃
に
な
る
と
、
初
版

一
千
部

一
割
五
分
、
そ

の
後
は
五
百
部
ご
と
に
率
を
高
め
て
、

二
割
五
分
に
至

っ
て
据
え
置
き
に
な

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

松
岡
の

『
漱

石
の
印
税
帖
』
に
は

『
鶉
籠
』

(春
陽
堂
 

明
治
三
九

・
一
二
)

の
出
版
覚
書
が
書
き
写
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
覚
書
に
は
、
印
税
率
は

「第

一
版
壱

割
五
分
、
但

シ
初
版

ニ
限
リ
免
税
百
部
及
献
本
三
拾
部
」
、
「第
弐
版

ヨ
リ
五
版

マ

デ
弐
割
」
、

「第
六
版

以
上
参
割
」
と
あ
り
、
実
際
に
は
森

田
の
い
う
二
割
五
分
に

至

っ
て
据
え
置
き

で
は
な
く
三
割
ま
で
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
後
に
は
三
割
に
改
め

ら
れ
る
の
が
六
版
以
後
か
ら
四
版
以
後
に
、
初
版
は
三
千
部
か
ら

一
千
部
に
、
そ

れ
ぞ
れ
変
更
さ
れ
、
よ
り

一
層
著
作
者
側
に
有
利
な
条
件
に
な

っ
た
と
い
う
。

平
成

十
三
年

五
月
に
は
、
清
水
康

二

「
天
理
図
書
館
蔵

「
『
吾
輩

ハ
猫
デ

ア

ル
』
印
税
受
取
書
」

(
「
ビ
ブ
リ

ア
」
)
が
服
部
書
店
か
ら
漱

石
に
支
払
わ
れ
た

『
吾
輩

ハ
猫
デ

ア
ル
』

の
印
税
受
取
書
を
紹
介
し
た
。
上
編

一
千
部
、
中
編

一
千

部
、
下
編
四
千
部

の
合

計
六
千
部
で
九
百
九
十
七
円
五
十
銭
の
印
税
が
支
払
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
印
税
率
は
単
純
計
算

で
約

一
割
八
部
三
厘
に
な
る
と
い
い
、

春
陽
堂
と
の
契
約
よ
り
は
低

い
も
の
の
平
均
二
割
近

い
高
率
で
あ

っ
た

こ
と
を
証



明
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
志
賀
直
哉
は
の
ち
に

『
装
幀
に
関
す
る
ノ
ー
ト
』

(
「書
物
展
望
」

昭
和
九

・
一
〇
 

口
述
筆
記
)

で

「単
行
本

の
印
税
が
こ
の
ご
ろ

一
様

に

一
割
と

か

一
割
五
分
と
か
き
ま

つ
て
了

つ
て
、
原
稿
料

の
高

い
著
者
と
安

い
著
者
と
の
間

に
何

の
隔
り
も
み
ら
れ
な
く
な

つ
た
こ
と
は
矛
盾
し
て
ゐ
な
い
だ
ら
う
か
。
原
稿

料
を

一
枚
十
円
十
五
円
貰
ふ
に
就

い
て
は
そ
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
か
ら
で
、
そ

れ
が
単
行
本
に
な

つ
た
時

一
枚

一
円
二
円
の
筆
者
と
同
じ
印
税
し
か
貰

へ
な
い
と

い
ふ
こ
と
に
自
分
は
矛
盾
が
感
じ
ら
れ

て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
」
と
述

べ
、
原
稿

料

の
価
格
と
印
税
率
と
を
比
例
さ
せ
る

ユ
ニ
ー
ク
な
案
を
提
案
し
て
い
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
漱
石
の
場
合

は
版
を
重
ね
る
に
従

っ
て
印
税
率
を
上
げ
る
と

い
う
方

式
を
実
際
に
採
用
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

漱
石
の
印
税
率
の
高
さ
と
重
版
に
伴

っ
て
印
税
率
を
上
げ
る
と

い
う
方
式
に

つ

い
て
は
、
当
時
か
ら
評
判
だ

つ
た
ら
し

い
。
長
田
幹
彦

の

『
文
豪

の
素
顔
』

(要

書
房
 

昭
和
二
八

・
一
一
)
は

「夏
目
漱

石
と
も
な
る
と
、
印
税
を
三
割

一
分
も

と
る
で
す
か
ら
な
。
あ
れ
は
た
し
か
に
不
当
利
得
だ
よ
」
と

い
う
近
松
秋
江
の
言

葉
を
伝
え

て
い
る
。
ま
た
大
正
三
年
六
月
六
日
の

「読
売
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た

「パ

ン
の
問
題

(
六
)
 

原
稿
料
物
語
」
に
は
、

「夏

目
氏

の
は
次
第

に
版
を
重

ね
る
に
従

っ
て
、
二
割
が
二
割
五
分
、
三
割
と
云
ふ
風
に
段

々
上

つ
て
行
く
」
と

あ
る
。

こ
う
し
た
漱
石
の
契
約
に

つ
い
て
、
森
田
草
平
は

「本
屋
は
、
僕

の
本
さ

へ
出

せ
ば
、
或
程
度
ま
で
は
確
実
に
売
れ
る
か
ら
、
何
等
の
リ

ス
ク
を
冒
す

こ
と
な
く

し
て
、
相
応

の
利
益
を
挙
げ
る

こ
と
が
出
来

る
。
し
か
も
、
僕

の
本
が
出
来
上

る

ま

で
の
労
力
は
、
本
屋
と
僕
と
で
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
ゐ
て
、
本
屋
の

方
が
僕
よ
り
も
多
く
の
利
益
を
貪
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う

漱

石
の
発
言
を
伝
え
、

「
日
本

の
作
家

の
物
質
的
生
活
を
向
上
せ
し
む
る

一
助
と

も
な
れ
か
し
と
念
じ
て
」
交
渉

に
あ
た

っ
た

の
だ
と
真
意
を
汲
み
取

っ
て
い
る
。

松
岡
譲
も
出
版
社
側
に
し
て
み
れ
ば
漱
石
の
著
書
が
店

の
看
板
に
な
り
、
実
際
、

漱

石
の
本
は
よ
く
売
れ
た
の
だ
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
清
水
康

二
は

「そ
れ
だ
け

の
印
税
を
出
版
社
に
払
わ
せ
る
力
を
持

っ
た
、
売
れ

っ
子
の
作
家
で
あ

っ
た
こ
と

と
同
時
に
、

「印
税
覚
帳
」
を
記
し
、
出
版
契
約
書
を
結
び
、

「領
収
証
」
を
発
行

す
る
、
な
か
な
か
に
金
銭
感
覚

の
鋭

い
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
」
と

し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
肯
く
べ
き
意
見
で
は
あ
る
が
、
漱

石
は
い
っ
ぽ
う
で
は

「幾
割

の
印

税
を
取

つ
た
処
が
、
著
書

で
金
を
儲
け

て
行
く
と
云
ふ
事

は
知
れ
た
も

の
で
あ

る
」

(『
文
士
の
生
活
』

「大
阪
朝

日
新
聞
」
大

正
三

・
三

・
二
二
)
と
発
言
し
て

お
り
、
必
ず

し
も

「利
益
」
や

「金
銭
感
覚
」
と

い
っ
た
も

の
だ
け

で
は
と
ら
え

゜

き
ら
な

い
も
の
が
残
る
。
む
し
ろ
、
漱
石
が

「印
税
覚
帳
」
、

「出
版
覚
書
」
、

「印

税
受
取
書
」
と

い
っ
た
記
録
を
几
帳
面
に
残
し
て
い
た
こ
と
か
ら
ま
ず
窺
え
る
の

は
、
確

固
た
る
契
約
意
識
を
持

っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
留
学
中

に
個
人
教
授
や
下
宿

の
契
約
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
も
の
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

漱
石
が
と
り
わ
け
印
税
に
関
心
を
払

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
著
作
者

の

権
利
を
そ
れ
だ
け
重
視

し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
漱
石
が
採
用
し
た
印

税
率
を
重
版
に
伴

っ
て
改
め
る
と
い
う
方
式
が
ど

こ
に
由
来
す
る
の
か
、
た
と
え

ば
イ
ギ
リ

ス
に
そ
の
先
例
が
あ

っ
た

の
か
は
残
念
な
が
ら
今

の
と
こ
ろ
定
か
で
は



な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
作
者

の
収
入
と
作
品

の
経
済
的
な
成
功
と
を
よ
り
深

く
結
び

つ
け
る
べ
き
だ
と
す
る
作
家
漱
石
の
姿
が
そ
こ
に
は
映
し
出
さ
れ
て
い
る

と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
考
え
を
、
契
約
を
通
し
て
形
に
し
て
い

っ
た
漱
石

の
意
識
は
、
前
掲
し
た

『
東
京

の
三
十
年
』

の
よ
う
に
著
作
権
や
版
権

の
侵
害
問

題
を
人
間
関
係
や
文
学
観
で
絵
解
き
す
る
花
袋
の
考
え
方
と
は
異
な

っ
て
い
た
。

三
 

『
三
四
郎
』

の
中

の

〈著
作
権
〉

明
治

四
十

一
年
十
二
月
十
六
日
、
『
三
四
郎
』

の
第
百
四
回
で
、
漱

石
は

〈著

作
権
〉
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

「全
体
僕
が
零
余
子
な
ん

て
稀
知
な
号
を
使

は
ず

に
、
堂

々
と
佐

々
木
与
次

郎
と
署
名
し
て
置
け
ば
好
か

つ
た
。
実
際
あ
の
論
文
は
佐

々
木
与
次
郎
以
外

に
書
け
る
も
の
は

一
人
も
な

い
ん
だ
か
ら
な
あ
」

与
次
郎
は
真
面
目
で
あ

る
。
三
四
郎

に

「偉
大
な
る
暗
闇
」

の
著
作
権
を

奪

は
れ
て
、
却

つ
て
迷
惑

し
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な

い
。

言
う
ま
で
も
な
く

「偉
大
な
る
暗
闇
」
は
、
与
次
郎
が
広

田
先
生
を
世
に
紹
介
す

る
た
め
に
書

い
た
論
文

で
あ
る
。

こ
の
与
次
郎

の
嘆
き
は
、
彼
が
三
四
郎

の
下
宿

に
持
参

し
た
二
枚

の
新
聞
記
事

に
由
来
す

る
。
そ

の
記
事

は
、

一
枚
目
は
二
人
が

通
う
大
学

の
新
任
が
決
定
し
た
と

い
う
報
道
、

つ
ま
り
広

田
先
生
を
慕
う
彼
ら
に

と

っ
て
先
生
以
外
の
人
物
に
決
ま

っ
た

こ
と
を
知
ら
せ
る
記
事

で
あ
る
。

二
枚

目
の
新
聞
記
事
は
、
広
田
先
生
が
人
事

に
か
ら
ん
で
姑
息
な
運
動
を
行

っ

て
い
た
と
す
る
告
発
記
事

で
あ
る
。

「偉
大
な

る
暗
闇
」
は
広

田
先
生
が
門
下
生

に
書
か
せ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
門
下
生
と
は

「広
田
の
家
に
出
入
す
る
文
科
大

学
生
小
川
三
四
郎
な
る
も

の
ゝ
筆

で
あ
る
事
ま
で
分

つ
て
ゐ
る
」
と
記
さ
れ
て
い

た
。
零
余
子
と

い
う
筆
名
が
用

い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
書
き
手
に

つ
い
て
思
わ
ぬ

誤
解
が
生
じ
た

の
で
あ

っ
た
。
本
名

で
発
表
す
れ
ば

こ
ん
な
事
態
に
は
陥
ら
な
か

っ
た
は
ず
だ
と
悔
し
が
る
与
次
郎

の
言
葉
と
、
そ
れ
に
続
け
て
、
語
り
手
が
加
え

た
説
明
が
先

の
引
用
部
分
に
あ
た
る
。

さ
ら
に

『
三
四
郎
』
に
は
こ
の

〈著
作
権
〉
か
ら
派
生
す
る

〈翻
訳
権
〉
と

い

う
概
念
も
登
場

し
て
い
る
。

こ
ち
ら
は
約

二
ヶ
月
前

の
十
月
十
五
日
掲
載

の
第
四

十
四
回
で
あ
る
。
ア
フ
ラ

・
べ
ー
ン
の

『
オ

ル
ノ
ー

コ
』
を
原
作
と
し
た
脚
本

の

中

の

「
P
i
t
y
'
s
 
a
k
i
n
 
t
o
 
l
o
v
e

」
と
い
う
句
を
、
三
四
郎
、
与
次
郎
、
広
田
先
生
、

美
禰
子
の
四
人
で
日
本
語
に
訳
し
て
み
よ
う
と
い
う
話
に
な
る
。

(略
)
仕
舞
に
与
次
郎
が
、

「
こ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
俗
謡

で
行
か
な
く

つ
ち
や
駄
目
で
す
よ
。
句
の
趣

が
俗
謡
だ
も

の
」
と
与
次
郎
ら
し
い
意
見
を
呈
出
し
た
。

そ
こ
で
、
三
人
が
全
然
翻
訳
権
を
与
次
郎
に
委
任
す
る
事
に
し
た
。

こ
の
場
面
で
ベ
ー

ン
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
板
坂
元
は

「夏

目
漱
石
と
ア
フ
ラ

・
べ
ー

ン
」

(『
異
文
化
摩
擦

の
根

っ
こ
』
所
収
 

ス
リ
ー

エ
ー

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
 
昭
和
六
三

・
一
二
)

で
、
従
来

の
漱
石
研
究
は
ベ
ー
ン
を
近
代

的
写
実

の
創
始
者
と
し
て
の
み
と
ら
え

て
い
る
が
、
十
七
世
紀

の
官
能
的
な
小
説

の
第

一
人
者

で
あ
り
、
か

つ
女
性
解
放
史
上

の
先
駆
者

で
あ

っ
た
こ
と
に
も
注
視

す
る
必
要
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
、
漱
石
に
は

「新
し
い
女
性
と
ア

フ
ラ

・
ベ
ー
ン
を
並
べ
る
と
い
う
計
算
」
が
あ

っ
た
と
し
、
し
か
も

「与
次
郎
あ



た
り
か
ら
、
浮
世
ば
な
れ
し
た
学
者
、
女
性
な
ど
に
は
縁

の
な

い
学
究
と
見
ら
れ

て
い
る
広

田
先
生
に
、
ア
フ
ラ

・
ベ
ー
ン
を
持
ち
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
与

次
郎
を
か
ら
か
い
、
同
時
に
ア
フ
ラ

・
べ
ー
ン
を
知
ら
ず
に
読

み
過
ご
す
読
者
も

か
ら
か
う
茶
目

っ
気
」
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
。

こ
う
し
た

「茶
目

っ

気
」
で
か
ら
か
わ
れ
る
与
次
郎
が
提
案
し
た
の
が
、
有
名
な

「
可
哀
相
だ
た
惚
れ

た

つ
て
事
よ
」
と

い
う
訳
で
あ
る
。

こ
の
二

つ
の
場
面
で
用

い
ら
れ
て
い
る
著
作
権
や
翻
訳
権
と
い
う
言
葉

は
、
全

集

の
索
引

で
み
る
限
り
、
漱

石
作
品

の
中
で
こ
こ
に
し
か
出

て
い
な
い
。

こ
れ
ら

の
用
語
に

つ
い
て
、
『
日
本
近
代
文
学
大
系

夏
目
漱
石
皿
』

(角
川
書
店
　

昭
和

四
七

.
二
)

で
は
、

「
著
作
権
」
め

語
に
対

し
て
、
著
作
権
法

で
従
来

の

「版

権
」
に
代
わ

っ
て
初
め
て

「著
作
権
」

の
語
が
用

い
ら
れ
た

こ
と
は
漱
石
も
熟
知

の
こ
と
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
こ
こ
は
軽
く
た
わ
む
れ
て
、
著
作
上

の
権
利

と

い
う
く
ら

い
の
意
味
で
用

い
た
も

の
」
と
注
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
『
明
治

の

文
学

夏
目
漱
石
』

(筑
摩
書
房
　

平
成

一
二

・
一
一
)
で
も

「著
作
上

の
権
利
。

法
律
的
意
味

で
は
な

い
。
」
と
注
を

つ
け

て
い
る
。

現
行

の

『
漱
石
全
集
』

で
は

ど
ち
ら
の
語
に
も
注
釈
が

つ
け
ら
れ
て
い
な

い
。

こ
の
よ
う
に
従
来

の
注
釈

で
は
、
『
三
四
郎
』

の
中

の

「著
作
権
」

は
法
律
用

語
と
し
て
は
解
釈
す
る
必
要
は
な

い
と
さ
れ
て
き

て
お
り
、

「翻
訳
権
」

の
方
は

特
に
注
目
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
三
四
郎
』
が
発
表
さ
れ
た

当
時
は
、
法
律
と
し
て
の
著
作
権
は
確
立
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
述

の

前
田
晃
の
発
言

の
よ
う
に
、
現
実
に
は
ま
だ
出
版
社

は
従
来

の
慣
行

で
押
し
切
ろ

う
と
し
て
お
り
、
著
作
権
侵
害
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な

っ
て
い
た
時
期
で
あ

っ
た
。

ち

ょ
う
ど
半
年
前
に
は

『
蒲
団
』
事
件
が
起

こ

っ
て
お
り
、
漱
石
も
こ
の
間
題
を

他
人
事
と
し
て
見
て
は
い
な
か

っ
た
は
ず
だ
と

い
う
こ
と
も
既
に
述

べ
た
通
り
で

あ
る
。

ま
た

〈翻
訳
権
〉

に
し
て
も
、
日
本
は

『
三
四
郎
』
連
載
中
の
十
月
十
四
日
よ

り
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
ベ
ル
ヌ
条
約
改
正
会
議
と
し
て
の
著
作
権
保
護
同
盟

万
国
会
議

に
参
加
し
、
翻
訳
権

の
期
間
延
長
案

の
議
論
に
加
わ

っ
て
い
た
。
条
約

加
入
後
も
翻
訳
権

の
問
題
は
国
内

で
反
対
論
が
根
強
く
、
た
と
え
ば

「東
京
朝
日

新
聞
」

の
同
年
七
月
十
六
日
に
は

「著
作
権
保
護
条
約
」

の
見
出
し
で
、
翻
訳
権

の
期
間
延
長
は

「後
進
国
」
で
あ
る
日
本

の
利
益
に
な
ら
な

い
、
当
該
委
員
は
日

本

の
地
位
を
よ
く
理
解
し
て
こ
と
に
あ
た
る
よ
う
望
む
と

い
う
意
見
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
『
三
四
郎
』

の
二

つ
の
場
面
は
、

当
時

の
著
作
権
を
め
ぐ
る
状
況
を
連
想
さ
せ
、
匿
名
の
文
章

の
著
作
権
は

一
体
ど

の
よ
う
に
処
理
す
れ
ば
い
い
の
か
と

い
う
問
題
や
日
本
で
の
翻
訳
権

の
期
間
は
ど

う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
を
小
説
中
に
提
起
し
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。

た
だ
し
、
厳
密
に
い
え
ば
、

「偉
大
な
る
暗
闇
」
が
三
四
郎
の
手
に
よ

っ
て
書

か
れ
た
と

い
う
記
事
は
、
誤
報
で
あ

っ
て
、
著
作
権
侵
害
と
い
う
と
ら
え
方
に
は

あ
て
は
ま
ら
な

い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
語
り
手
は
、
著
作
権
を
奪
う
、
あ
る
い
は
翻

訳
権
を
委
任
す
る
と

い
う
大
げ
さ
な
言

い
回
し
を
敢
え
て
し
て
い
る
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
。

『
三
四
郎
』
に
お
い
て
は
、

「著
作
権
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
対
象

で

あ
る

「偉
大
な
る
暗
闇
」
を
め
ぐ

っ
て
、
し
ば

し
ば
出
版

・
印
刷
業
界
の
用
語
が

使
わ
れ
て

い
る
。

た
と
え
ば
、
与
次
郎
が
雑
誌

の
掲
載
頁
を
見
せ
た
時
に
、

「僕



等
が
菊
細
工
を
見
に
行
く
時
書

い
て
ゐ
た

の
は
、
是
か
」
と
三
四
郎
が
問
い
か
け

た
の
に
対
し
て
、
与
次
郎
は

「さ
う
早
く
活
版
に
な

つ
て
堪
る
も

の
か
」
と
活
版

と
い
う
印
刷
用
語
を
用
い
て
答
え
る
。
ほ
か
に
も
、
こ
の
論
文
で
世
論
を
喚
起
す

る
と
息
巻
く
与
次
郎
に
対
し
て
、
三
四
郎
は
そ
の
雑
誌

の
売
り
上
げ
部
数
を
聞
き
、

「
君
は
原
稿
料
な
ん
か
、
ど
う
で
も
構
は
ん

の
だ

つ
た
な
」
と
原
稿
料
の
問
題
を

持
ち
出
し
て
い
る
。
後
に
は

「六
号
活
字

は
殆
ど
罪
悪
の
か
た
ま
り
だ
」
と
与
次

郎
が
憤
慨
す
る
発
言
も
あ
る
。

こ
う
し
て
出
版

・
印
刷
業
界
の
用
語
を
用

い
て
、

い
か
に
も
知

っ
た
か
ぶ
り
を
し
て
い
た
二
人
の
同
級
生
が
、
同
じ
メ
デ

ィ
ア
の
新

聞
か
ら
し

っ
・へ
返
し
を
く
ら
わ
さ
れ
る
。
そ
の
様
子
を
語
り
手
は
敢
え

て
著
作
権

と

い
う
法
律
用
語
を
用
い
て
批
評
し
て
い
る
。
著
作
権
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る

知
的
財
産
権
が
次
第
に
広
ま
り
始
め
て
い
た
当
時

の

一
こ
ま
で
あ

っ
た
。

四
　
漱
石
と
水
野
錬
太
郎

明
治
三
十
二
年

の
著
作
権
法
は
水
野
錬
太
郎

の
立
案
か
ら
成

っ
た
。
水
野
と
漱

石
は
実
は
東
京
帝
国
大
学
予
備
門
予
科
の
同
級
生
と

い
う
間
柄
で
あ

っ
た
。
両
者

が
同
科
に
入
学

し
た

の
は
明
治
十
七
年
九
月
十

一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
が
学

生
時
代
を
回
顧
し
た

『
落
第
』

(
「中
学
文
芸
」
明
治
三
九

・
六

・
二
〇
)
の
中
に

水
野
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

何
と
か
彼
と
か
し
て
予
備
門
に
入
る
に
は
入

つ
た
が
、
惰
け
て
居
る

の
は

甚
だ
好
き
で
少
し
も
勉
強
な
ん
か
し
な
か

つ
た
。
水
野
錬
太
郎
、
今
美
術
学

校

の
校
長
を
し
て
居
る
正
木
直
彦
、
芳
賀
矢

一
な
ど
も
同
じ
級
だ

つ
た
が
、

是
等

は
皆
な
勉
強
家

で
、
自
ら
僕
等

の
怠
け
者

の
仲
間
と
は
違

つ
て
居
て
、

其
間
に
懸
隔
が
あ

つ
た
か
ら
更
に
近
づ
い
て
交
際
す
る
様
な
こ
と
も
な
く
全

然
離
れ
て
居

つ
た
の
で
、
彼
方

で
も
僕
等

の
様
な
怠
け
者

の
連
中
は
駄
目
な

奴
等
だ
と
軽
蔑
し
て
居
た
ら
う
と
思
ふ
が
、
此
方

で
も
亦
試
験
の
点
許
り
取

り
た
が

つ
て
居
る
様
な
連
中
は
共
に
談
ず
る
に
足
ら
ず
と
観
じ
て
、
僕
等
は

唯
遊
ん
で
居
る

の
を
豪

い
こ
と

の
如
く
思

つ
て
怠
け
て
居
た
も
の
で
あ
る
。

水
野
は
、
側
近

の
佐

々
木
秀
四
郎

「内
務

の
大
御
所
　
水
野
錬
太
郎
」

(『
水
野
錬

太
郎
著
作
権

シ
リ
ー
ズ
　

第

二
集
』
水
野
錬
太
郎
著
作
権
論
文
刊
行
会
　

昭
和
四

八

・
七
)
等
に
よ
れ
ば
、
慶
応
四
年

一
月
十
日
に
東
京
浅
草
鳥
越
町
佐
竹
藩
邸

で

秋
田
藩
士
水
野
立
三
郎

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
漱

石
誕
生

の
翌
年
で
あ
る
。

寺
子
屋
で
漢
字
と
習
字
を
学
ん
だ
後
、
私
塾
を
経

て
、
明
治
十
五
年
に
神
田
の
共
ハ

立
学
校
に
入
学
、
高
橋
是
清

か
ら
英
語
を
学
ん
だ
と

い
う
。

「貧
乏
士
族

の
子
」

の
た
め
、
書
物
を
購
入
す
る
余
裕
が
な
く
、
毎
日
図
書
館
通

い
を
し
て
、
「
日
英

辞
書
」
を
借
り
て
書

写
す
る
苦
学

の
日

々
の
末
、
予
備
門
の
試
験
を
受
け
た
彼
は
、

千
人
を
超
え
る
受
験
生

の
中

で
三
番
と

い
う
成
績
で
合
格

し
た
。
工
科
を
志
し
た

が
、
教
師
の
助
言
に
よ
り
法
科
を
選
ん
だ
。
奨
学
資
金
を
得
な
が
ら
帝
国
大
学
を

首
席

で
卒
業
し
、
穂
積
陳
重

の
誘

い
を
受
け
、
渋
沢
栄

一
を
紹
介
さ
れ
て
第

一
銀

行

へ
入

っ
た
。
そ

の
後
、
官
界
に
進
み
、
寺
内
正
毅
内
閣
、
加
藤
友
三
郎
内
閣
、

清
浦
奎
吾
内
閣

の
各
内
相
、
田
中
義

一
内
閣
の
文
相
を
歴
任
し
た
。

明
治
十
九
年
、
漱
石
は
予
備
門

二
級

の
学
期
試
験
に
落
第
し
、
そ
の
た
め

「水

野
、
正
木
な
ど

の
連
中

は

一
つ
先

へ
進
ん
で
行

つ
て
了

つ
た
」
と
述

べ
て
い
る
。

そ
の
後
、
明
治
四
十
二
年
七
月
十
九
日
の
日
記
に
よ
る
と
、
水
野
か
ら
来
信
が
あ



っ
た
よ
う
だ
が
、
内
容

に
も
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ

っ
け
な

い
記
述

で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
漱

石
か
ら

「勉
強
家
」

で

「試
験

の
点
許
り
取
り
た
が

つ
て
居
る

様
な
連
中
」

の

一
人
と
さ
れ
た
水
野
の
方

は
、

「著
作
権
法
起
草

の
前
後
ー

少
壮

官
僚
時
代

の
想
ひ
出
」
(
「改
造
」
昭
和

一
四

・
七
)
の
中
で
予
備
門
時
代
を
次
の

よ
う
に
回
想

し
て
い
る
。

(前
略
)
当
時

の
同
級
生
に
は
さ

つ
き
言

つ
た
正
木
、
近
藤
両
君
の
ほ
か

に
外
務
省

の
政
務
局
長
を
経

て
支
那
公
使
と
し
て
名
を
あ
げ
た
山
座
円
次
郎

(当
時
上
田
円
次
郎
)
、
文
部
次
官
や
大
学
総
長
を
し
た
福
原
鐐
次
郎
、
文

学
博
土
芳
賀
矢

一
、
物
理
学
者
と
し
て
著
名
な
中
村
清
二
、
鋼
管
会
社

の
白

石
元
治
郎
、
三
菱

の
青
木
菊
雄

の
諸
君
が
ゐ
た
。

更
に
毛
色

の
変

つ
た
方
面
で
名
を
あ
げ
た
人
と
し
て
は
、
正
岡
子
規
、
夏

目
漱
石
、
山
田
武
太
郎

の
三
君
が
ゐ
た
。
夏
目
君
は
有
名
な
漱

石
の
こ
と
だ

か
ら
知
ら
な

い
人
も
な

い
だ
ろ
う
が
、
山
田
武
太
郎
と
言

つ
て
も
世
人
は
よ

く
知
ら
な

い
い
と
思
ふ
。
言
文

一
致

で
は
じ
め
て
小
説
を
書

い
た
山
田
美
妙

斎

の
こ
と
だ
。

こ
こ
で
は
山
座
円
次
郎
以
下
、
政
界
、
学
界
、
実
業
界
で
活
躍
し
た
人

々
の
名
前

を
挙
げ

て

一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
漱
石
は
子
規
や
美
妙
と
同
様
に

「
毛
色

の
変

つ
た
方
面
で
名
を
あ
げ
た
人
」
と

一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は

「夏
目

漱
石
と
山
田
美
妙
斉
」

(『
論
策
と
随
筆
』
水
野
錬
太
郎
先
生
古
稀
祝
賀
会
事
務
所

昭
和

一
二

・
六
)
で
も

「特
に
毛
色

の
変

つ
た
方
面
に
出
た
人
」
と
あ
り
、
水

野
に
と

っ
て
も
、
英
文
学
を
修
め
て
帝
国
大
学

の
講
師
に
な
り
な
が
ら
作
家
と
な

っ
た
漱

石
は
理
解
を
超
え
た
存
在
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
水
野
は
明
治
三
十
六
年

に

「薯
作
権
保
護
に
関
す
る
模
範
的
法
案

と
日
本
」

(仏
文
)
を
東
京
帝
国
大
学

に
提
出
し
、
法
学
博
士

の
学
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
漱
石

の
方
は
福
原
の
ほ
か

芳
賀

の
説
得
と
い

っ
た
同
級
生

の
助
言
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ

っ
さ
り
と
学
位
を
辞

退
し
て
お
り
、

こ
の
あ
た
り
に
も
両
者

の
性
質

の
差
が
現
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な

い
。
江
戸

っ
子
の
漱

石
か
ら
す
れ
ば
勉
強
家
で
気
詰
ま
り
な
同
級
生
で
あ
り
、

水
野
か
ら
し
て
も
漱

石
は
変
わ

っ
た
同
級
生
と

い
う
感
覚
だ

っ
た
。
ふ
た
り
の
間

に
は
こ
う
し
た
性
質

の
違

い
か
ら
微
妙
な
距
離
が
あ

っ
た
。

そ
の
性
質
の
違

い
か

ら
漱
石
は
文
学

の
世
界

へ
、
水
野
は
法
律

・
政
治

の
世
界

へ
歩
ん
で
い
く
こ
と
に

な
る
。

そ
し
て
二
人
は
奇
し
く
も
著
作
権
法

の
創
設
者
と
保
護
さ
れ
る
著
作
者
と

い
う
裏
表

の
関
係
に
な
る
。

水
野
は
著
作
権
法

に
携
わ

っ
た
当
時

の
こ
と
を
、

「そ

の
頃
を
語
る
　
箱
根

に

籠
城
 

著
作
権
法
生
み
の
苦
心
」
(『
水
野
錬
太
郎
著
作
権

シ
リ
ー
ズ
 

第
三
集
』

昭
和
四
九

・
八
)

で
振
り
返

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治

二
十
七
年
に

内
務
省
参
事
官
に
な

っ
て
い
た
彼
は
、
三
十
年
、
時

の
樺
山
資
紀
内
相
の
命
を
受

け
、
著
作
権
法

の
制
定

に
関
わ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
当
時
、

日
本
は
日
英
通
商
条

約
に
調
印
し
、
治
外
法
権
撤
廃

の
条
件
と
し
て
著
作
権
同
盟
条
約
に
加
盟
す
る
約

束
を
交
わ
し
て
い
た
。
水
野
は
そ
の
年
ベ
ル
ギ
ー

で
開
か
れ
た
工
業
所
有
権
保
護

に
関
す
る
国
際
会
議
に
参
加

し
た
後
、
各
国

の
制
度

の
調
査

の
た
め
英
、
米
、
独
、

仏
、
伊
等

の
諸
国
を
め
ぐ
り
、
三
十

一
年
六
月
に
帰
国
し
た
。
帰
国
後
、
水
野
が

主
任
格
と
な

り
、
法
案

の
起
草
に
着
手
し
た
。

一
条

の
条
文
を
作
る
の
に
数
日
間

を
要
す

る
よ
う
な
状
況

の
中

で
、
最
も
苦
労

し
た

の
は
訳
語
の
問
題
だ

っ
た
。

「
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
」

を

「
複
製
」
、

「
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
」

を

「翻
案
」
と
訳
し
た

こ
と
は



「著
作
権
法
案
を
起
草
す
る
副
産
物
」
だ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
苦
労

の
末
に
完
成

し
た
著
作
権
法
案
は
三
十

一
年
冬
、
第
十
三
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
議
会

で
は
日
本
初
の
法
律
で
、
諸
外
国
の
著
作
権
条
約
に
関
係
が
あ
る
た
め
、
き
び
し

い
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
水
野
が
初
舞
台

の
政
府
委
員
と
し
て
応
酬
し
、
両
院
を

通
過
す
る
に
至

っ
た
。

こ
う
し
て
成
立
し
た
著
作
権
法
に
お
け
る

「著
作
権
」

の
定
義
に

つ
い
て
、
明

治
三
十
八
年
に
法
政
大
学

で
行
わ
れ
た
講
義
録

の
中
で
、

「著
作
権
」
と

い
う
概

念
は
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

著
作
権
ト

ハ
著
作
権
者
力
其
著
作
物

ニ
関

シ
テ
有

ス
ル
権
利

ニ
シ
テ
従
来

我
国

ノ
法
制

ニ
於
テ

「版
権
」
ト
称
シ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
版
権
ト
云

ヘ
ハ

単

ニ
出
版

ス
ル
権
利
ト
云
フ
カ
如
キ
意
味

ニ
解

セ
ラ
レ
稽
ヤ
狭
キ

ニ
失

ス
ル

ノ
感

ア
リ
元
来
著
作
者

ノ
権
利
ナ
ル
モ
ノ
ハ
唯
リ
出
版

ス
ル
ノ
権
利

ノ
ミ
ヲ

謂

フ
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
美
術
者
力
其
製
作
セ
ル
絵
画
彫
刻
物

ノ
上

ニ
有

ス
ル
権

利
、
音
楽
家

ノ
楽
譜

ニ
対
シ
テ
有

ス
ル
権
利
等

モ
亦
均
シ
ク
其
中

ニ
包
含
セ

ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ

ル
ヲ
以
テ

「著
作
権
」
ナ
ル
名
称
ヲ
用

ユ
ル
ヲ
正
当
ナ
リ
ス

ト

ス

(『
水
野
錬
太
郎
著
作
権

シ
リ
ー
ズ
　

第
四
集
』
)

そ
れ
ま
で
の

「版
権
」
が
出
版
す
る
権
利
と
い
う
狭
い
意
味
だ

っ
た
の
に
対
し
て
、

著
作
者

の
権
利
を
定
義
し
、
出
版
物

の
み
な
ら
ず
、
音
楽
や
美
術
な
ど
も
著
作
権

の
範
囲
と
す

る
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「著
作
権
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
拡
大
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
水
野

の
苦
心
が
あ

っ

た
。

ま
た
、
英
語

の

「
c
o
p
y
r
i
g
h
t
」

で
は
出
版
権
と
の
区
別
が

つ
か
な

い
の
で
、
フ

ラ

ン

ス

語

の

「
d
r
o
i
t
 
d
'
a
u
t
e
u
r

(
著

作

者

ノ
権

利

)
」

や

ド

イ

ツ

語

の

「
U
r
h
e
b
e
r
r
e
c
h
t

(即
ち
創
作
者
C
o
p
y
r
i
g
h
t
)

」
と

い
っ
た
著
作
者

の
権
利
を
意

味
す
る
語

の
ほ
う
が
妥
当
だ
と
考
え
た
と

い
う
。
そ
れ
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る

の
に
、

「創
作
権
」
や

「作
品
権
」
と
い

っ
た
候
補
を
搾
り
出
し
た
結
果
、

「著
作

権
」

に
決
定
し
た
と
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

「
C
o
p
y
r
i
g
h
t
」

の
訳
語
に

つ
い
て
は
、

福
沢
諭
吉
が
出
版
事
業

に
携
わ
る
立
場
か
ら

「出
版
の
特
許
」
と

い
う
語
に
訳
し

た
り
、
あ

る
い
は
稿
本

で
は
あ

る
が
西
周
が

『
百
学
連

環
』

の
中
で

「
著
述

の

権
」
と
訳
し
た
り
し
て
い
た
。
ま
た

「著
作
権
」
と

い
う
用
語
そ
の
も

の
は
明
治

十
七
年

の
農
商
務

省
文
書
等

に
既
に
み
ら

れ
る
こ
と
が

『
著
作
権
法
百
年
史
』

(著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
 

平
成

一
二

・
三
)
等
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
水

野

の
考
え
は
著
作
者
固
有

の
権
利
と

い
う
面
を
核

に
据
え
た
も

の
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

こ
う
し
て
考
え
て
く
る
と
、

二
人
の
同
級
生

の
著
作
権

へ
の
考
え
方
は
意
外

に
共
通
す
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

す

で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
漱
石
は

『
三
四
郎
』

の
中

で
著
作
権
と
い
う
言
葉
を
、

三
四
郎
と
与
次
郎
と

の
場
面
で
用
い
て
い
た
。
ほ
か
な
ら
ぬ

二
人
の
同
級
生
の
場

面
で
こ
の
言
葉
が
用

い
ら
れ
た

の
は
、
や
や
楽
屋
落
ち
的
な
解
釈
に
は
な
る
が
、

同
級
生
水

野
を
ど

こ
か
で
意
識

し
た
も

の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
漱
石
が

『
落
第
』
と
い
う
文
章

の
中

で
水
野
の
名
前
を
挙
げ
た

の
は
、
『
三
四
郎
』
が
連

載
さ
れ
る
二
年
前
、
そ
し
て
そ
の

一
年
後
に

『
蒲
団
』
事
件
が
起

こ
る
。

こ
う
し

た
流
れ

の
先

に
、
『
三
四
郎
』

の
著
作
権
を
め
ぐ
る

一
場
面
が
浮
か
び
上
が

っ
て



き
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
作
品
が
連
載
さ
れ
た
四
十

一
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
開
催

さ
れ
た
ベ
ル
ヌ
条
約
改
正
会
議
に
日
本
代
表
と
し
て
出
席
し
た

の
も
水
野
で
あ

っ

た
。
前
掲

の

「
そ

の
頃
を
語
る
　

箱
根

に
籠
城
　

著
作
権
法
生

み
の
苦
心
」
や

「ベ

ル
ヌ
条
約
ベ
ル
リ

ン
会
議

の
話
」
(前
掲

『
水
野
錬
太
郎
著
作
権

シ
リ
ー
ズ

第
三
集
』
)
に
は
、
彼
が
日
本
に
と

っ
て
不
利
と
な
る
ド
イ
ツ
に
よ
る
翻
訳
権

の
期
間
延
長
案

の
通
過
を
阻
止
す
る
た
め
力
を
尽
く
し
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
現
実

の
動
き

の
中
で
、
『
三
四
郎
』

に
翻
訳
権
と

い
う
言
葉
が
登
場
し

て
い
た
こ
と
を
も
う

一
度
確
認
し
て
お
き
た

い
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
三
四
郎
』

の
冒
頭
で
広

田
先
生
は
三
四
郎

に
向
か

っ
て

「熊
本
よ
り
東
京
は
広

い
。
東
京
よ
り
日
本
は
広

い
。

(中
略
)
日
本
よ
り

頭

の
中

の
方
が
広
い
で
せ
う
」
と

い
う
。
三
四
郎
は
こ
の
言
葉
に
よ

っ
て
人
間
内

部

の
世
界

の
限
り
な

い
広
が
り
を
感

じ
始
め
る
。
漱
石
は
人
間

の
内
部
世
界
、

い

わ
ば
目
に
見
え
な
い
頭

の
中
を
さ
ぐ
り
、
そ

こ
か
ら
人
間
を
描

こ
う
と
試
み
、
そ

れ
を
小
説
と
い
う
形
に
表
現
し
た
。

そ
れ
と
と
も
に
正
確
な
契
約
を
結
ぶ

こ
と

で

著
作
者

の
権
利
を
確
固
た
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
い

っ
ぽ
う
の
水
野
は

著
作
者

の
権
利
と
い
う
目
に
見
え
な

い
も
の
を
法
律
と
い
う
目
に
見
え
る
形

に
明

文
化
し
た
。

こ
の
二
人
の
同
級
生
は
決
し
て
狭
ま
ら
な

い
距
離
を
保
ち
な
が
ら
も
、

作
家
と
法
律
家
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場

で
、
目
に
見
え
な
い
頭
の
中
の
こ
と
を

見
え
る
形

に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
同
じ
課
題
に
生
き
た
共
通

の
世
代

で
あ

っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

※
　
漱

石
、
花
袋
、
志
賀

の
文
章
か
ら

の
引
用

は
、
『
漱
石
全
集
』
全

二
十
九
巻

(岩
波
書
店
　

平
成
五

・
一
二
～
一
一
・
三

)
、
『
定
本
田
山
花
袋
全
集
』
全
二

十
九
巻

(臨
川
書
店
　

平
成

五

・
四
～
七

・
九
)
、
『
志
賀
直
哉
全
集
』
全
二
十

八
巻

(岩
波
書
店
　

平
成

一
〇

・
一
二
～

一
四

・
三
)
に
拠
る
。
引
用
の
漢
字

は
す

べ
て
常
用
漢
字
を
用

い
た
。

※
　

田
山
花
袋
関
係

の
資
料

の
閲
覧

に
際

し
て
田
山
花
袋
記
念
文
学
館

の
特
別

の

ご
配
慮
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
に
代
え

る
。


