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論　
　

説

明
治
期
動
物
愛
護
運
動
の
動
機
づ
け
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か

―

関
係
者
の
背
景
分
析
を
通
し
て―

伊
勢
田　

哲
治

　

日
本
に
お
い
て
欧
米
型
の
動
物
愛
護
運
動
が
最
初
に
導
入
さ
れ
た
の
は
動
物

虐
待
防
止
会
が
結
成
さ
れ
た
明
治
三
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ

の
時
期
の
動
物
愛
護
運
動
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
研
究
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
欧
米
型
動
物
愛
護
運
動

と
出
会
っ
た
と
き
に
日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
日

本
人
の
動
物
観
を
知
る
上
で
、
ま
た
日
本
と
欧
米
の
間
の
動
物
へ
の
態
度
の
差

を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
動
物
愛
護
運
動
に
ど
の
よ
う
な
要
因
が
働
い
て
い
た
か
を
考
え
る

こ
と
で
こ
う
し
た
理
解
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

動
物
愛
護
運
動
に
ど
の
よ
う
な
要
因
が
働
い
て
い
た
か
、
と
い
う
お
お
ざ
っ

ぱ
な
問
い
は
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
意
味
に
解
釈
し
う
る
。
た
と
え
ば
、「
動

物
愛
護
運
動
の
開
始
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
は
何
か
」
と
い
う
開
始
に
関
す
る

問
い
、
そ
れ
か
ら
「
動
物
愛
護
運
動
の
持
続
を
支
え
て
い
た
の
は
何
か
」
と
い

う
持
続
に
関
す
る
問
い
、
そ
し
て
「
動
物
愛
護
運
動
が
大
き
な
運
動
と
な
り
え

た
要
因
は
何
か
」
と
い
う
広
が
り
に
関
す
る
問
い
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿

で
お
も
に
想
定
す
る
の
は
最
初
の
二
つ
、
開
始
と
持
続
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
初
期
の
動
物
虐
待
防
止
会
の
動
き
を
、
そ
れ
を
呼
び
か
け
た
人

物
や
支
え
た
人
々
の
背
景
を
分
析
し
て
、
明
治
期
の
動
物
愛
護
運
動
の
性
格
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。「
誰
が
始
め
た
の
か
」「
誰
が
や
っ
て
い
た
の
か
」
を

知
る
こ
と
は
、
ど
う
い
う
要
因
が
運
動
を
支
え
て
い
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り

と
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。「
要
因
」
と
い
う
と
、
文
化
や
社
会
状
況
と
い
っ
た

マ
ク
ロ
な
社
会
的
要
因
を
想
定
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
も
の
に
し
て

も
、
具
体
的
な
個
人
の
行
動
と
い
う
形
を
通
さ
な
く
て
は
動
物
愛
護
運
動
に
影

響
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
人
的
な
分
析
は
、
決
し
て
ミ
ク
ロ
な
分
析
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
マ
ク
ロ
な
社
会
現
象
と
し
て
の
動
物
愛
護
運
動
の
理
解
に

も
欠
か
せ
な
い
ス
テ
ッ
プ
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
手
法
を
用
い

て
、
動
物
愛
護
運
動
を
中
核
と
な
っ
て
担
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
い
く
つ
か
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一　

先
行
研
究

　

動
物
虐
待
防
止
会
（
以
下
防
止
会
と
略
）
が
成
立
し
た
の
は
明
治
三
五
年
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（
一
九
〇
二
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
中
心
と
な
っ
た
の
は
広
井
辰
太
郎
で
あ
っ

た
が
、
当
時
の
著
名
人
が
多
く
発
起
人
に
名
を
つ
ら
ね
た
（
こ
の
経
緯
に
つ
い

て
は
あ
と
で
く
わ
し
く
見
る
）。
実
は
、
こ
の
団
体
の
成
立
を
論
じ
た
研
究
文

献
は
管
見
し
た
限
り
で
は
非
常
に
少
な
く
、
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
の
説
明
も

そ
れ
ぞ
れ
に
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
四
つ
の
研
究
を
時
代
順
に
見
て

い
こ
う
。

　

吉
田
（
一
九
六
四
）
は
仏
教
清
徒
同
志
会
な
ど
の
明
治
時
代
後
期
の
仏
教
系

社
会
運
動
を
論
じ
る
一
環
と
し
て
、「
欧
米
の
動
物
愛
護
思
想
の
影
響
を
う
け

て
仏
教
教
理
が
反
省
さ
れ
た
」（
五
七
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
文
脈
で
動
物
虐
待

防
止
運
動
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
防
止
会
の
設
立
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
広

井
が
中
心
と
な
り
な
が
ら
も
、
同
志
会
の
メ
ン
バ
ー
が
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て

い
っ
た
と
い
う
記
述
を
行
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
運
動
と
仏
教
系
の
運

動
の
接
点
と
し
て
防
止
会
設
立
を
と
ら
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

尾
崎
ほ
か
（
一
九
八
二
）
は
、
冒
頭
の
要
約
に
お
い
て
、「
一
人
の
青
年
牧

師
の
牛
馬
虐
待
に
対
す
る
熱
い
義
憤
が
、
近
代
日
本
の
動
物
愛
護
運
動
史
の
幕

明
け
へ
と
つ
な
が
っ
た
。」
と
述
べ
、
広
井
の
訴
え
に
人
々
の
心
が
動
か
さ
れ
、

「
朝
野
の
名
士
74
人
」
が
発
起
人
と
し
て
集
ま
っ
た
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描

い
て
い
る
（
一
〇―

一
一
ペ
ー
ジ
）。
そ
の
後
の
運
動
の
展
開
に
お
い
て
は
と

も
か
く
、
出
発
点
に
お
い
て
は
広
井
と
い
う
個
人
の
熱
意
が
団
体
結
成
の
動
力

に
な
っ
た
、
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
英
雄
史
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

今
川
（
一
九
九
六
）
が
描
く
の
は
、
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
の
流
れ
で
あ
る
。

「
日
本
人
の
中
で
も
欧
米
に
留
学
、
滞
在
し
た
経
験
を
持
つ
知
識
人
や
宗
教
家

ら
を
中
心
と
し
た
層
に
動
物
愛
護
と
い
う
近
代
市
民
の
道
徳
観
が
広
が
り
、
組

織
的
な
活
動
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
」（
一
三
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
の
が
今
川

の
大
局
的
な
分
析
で
あ
る
。
も
う
少
し
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、「
あ
ふ
れ
来

る
西
欧
文
化
に
ふ
れ
て
、
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
宗
教
観
を

改
め
て
問
い
直
し
、
近
代
市
民
の
持
つ
べ
き
道
徳
観
を
構
築
し
は
じ
め
た
時
期

の
中
の
、
動
物
愛
護
論
だ
っ
た
」（
一
三
一
ペ
ー
ジ
）
と
今
川
は
分
析
す
る
。

動
物
愛
護
に
関
す
る
訓
令
が
防
止
会
が
設
立
さ
れ
る
前
に
発
せ
ら
れ
て
お
り
、

防
止
会
設
立
は
「
警
察
が
牛
馬
虐
待
取
り
締
ま
り
に
乗
り
出
し
た
好
機
を
と
ら

え
て
」（
一
三
三
ペ
ー
ジ
）
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
今
川
は
解
し
て
い
る
。
ま
た
、

発
起
人
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
職
業
、
宗
教
、
思
想
的
傾
向
な
ど
で
は
雑
多
だ

が
、「
い
ず
れ
も
学
歴
が
高
く
有
識
者
で
、
政
治
、
学
究
、
宗
教
な
ど
の
世
界

で
は
第
一
線
で
活
躍
を
し
て
い
た
、
と
い
う
点
で
は
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
い

た
」（
一
三
七
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
会
そ
の
も
の
も
、

運
動
団
体
と
い
う
よ
り
は
「
思
想
善
導
団
体
」（
一
三
八
ペ
ー
ジ
）
の
性
質
が

強
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
広
井
に
つ
い
て
は
尾
崎
ほ
か
（
一
九
八
二
）
の

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
転
載
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
指

摘
す
る
の
み
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
今
川
の
え
が
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
尾
崎

ほ
か
と
対
極
に
、
防
止
会
は
知
識
人
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
教
化
運
動
で
あ

り
、
日
本
の
近
代
化
と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。

　

近
森
（
二
〇
〇
〇
）
は
、
そ
れ
ま
で
散
発
的
に
動
物
虐
待
に
対
す
る
指
摘

が
行
わ
れ
て
き
て
い
た
の
に
対
し
、
防
止
会
の
成
立
以
後
は
組
織
的
な
社
会
運
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動
と
し
て
動
物
愛
護
が
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
な
ぜ

こ
の
時
期
だ
っ
た
の
か
と
問
い
か
け
る
。
近
森
が
着
目
す
る
の
は
、
明
治
三
〇

年
代
と
い
う
の
が
、
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題

が
同
時
に
問
題
化
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
近
森

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
で
の
動
物
愛
護
運
動
を
分
析
し
た
タ
ー
ナ
ー

（
一
九
九
四
）
の
議
論
を
取
り
入
れ
、「
他
者
の
苦
痛
へ
の
配
慮
」
と
い
う
「
ま

な
ざ
し
」
が
こ
の
時
期
に
制
度
化
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
他
者

の
苦
痛
へ
は
配
慮
を
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
了
解
が
成
立
し
た
一
環
と
し
て
防

止
会
も
作
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
ま
な
ざ
し

が
本
当
に
下
層
階
級
に
向
い
て
し
ま
う
と
搾
取
の
上
に
成
り
立
っ
て
生
活
し
て

い
る
「
上
・
中
流
階
級
」
に
と
っ
て
は
不
都
合
な
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

上
・
中
流
階
級
が
、
他
者
の
苦
痛
へ
配
慮
を
示
し
つ
つ
、
し
か
も
自
ら
の
ま
な

ざ
し
に
よ
っ
て
自
ら
を
否
定
せ
ず
に
す
む
、
と
い
う
矛
盾
し
た
要
請
を
満
た
す

よ
う
に
登
場
し
た
の
が
「
動
物
へ
の
配
慮
」
と
い
う
問
題
だ
っ
た
の
だ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
四
つ
の
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
防
止
会
の
成
立
を
う
な
が
し
た
要

因
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
要
因
の
部
分
だ
け
を

ま
と
め
る
な
ら
、
吉
田
は
キ
リ
ス
ト
教
系
と
仏
教
系
の
運
動
、
尾
崎
ほ
か
は
広

井
個
人
の
熱
意
、
今
井
は
近
代
化
お
よ
び
そ
の
中
で
の
知
識
人
に
よ
る
啓
蒙
、

近
森
は
他
者
へ
の
苦
痛
へ
の
配
慮
と
い
う
ま
な
ざ
し
の
成
立
と
上
流
階
級
の
階

級
利
害
、
と
い
っ
た
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
以
上
の
よ
う
な

分
析
の
ど
れ
が
正
し
い
か
を
決
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ど
れ
も
真
理

の
一
面
を
捉
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
、
当
然
の
こ
と
だ
が
こ
れ
ら
は

お
互
い
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
広
井
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ

た
こ
と
は
す
べ
て
の
研
究
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
広
井
を
動
物
愛
護
に

駆
り
立
て
た
（
そ
し
て
動
物
虐
待
防
止
会
の
成
立
に
至
っ
た
）
一
つ
の
要
因
で

あ
っ
た
こ
と
は
だ
れ
も
否
定
し
て
い
な
い

）
1
（

。
彼
ら
の
指
摘
を
ひ
と
つ
の
流
れ
と

し
て
ま
と
め
る
こ
と
す
ら
で
き
る
。
他
者
の
苦
痛
へ
の
配
慮
と
い
う
ま
な
ざ
し

の
成
立
を
背
景
と
し
て
、
広
井
辰
太
郎
と
い
う
個
人
が
動
物
虐
待
防
止
を
う
っ

た
え
、
そ
れ
に
応
じ
た
キ
リ
ス
ト
者
、
仏
教
者
が
中
心
と
な
っ
て
運
動
が
生
じ

た
、
そ
し
て
そ
れ
は
知
識
人
に
よ
る
啓
蒙
活
動
と
い
う
形
を
と
っ
た
、
と
い
う

よ
う
に
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
で
は
こ
れ
ら
の
要
因
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
く
ら
い
強
い
も
の
だ
っ
た

の
か
、
実
際
の
と
こ
ろ
お
互
い
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
か
（
上
で
ま

と
め
た
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
に
統
合
し
て
よ
い
の
か
）、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
先
行
研
究
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
先
行
研
究
が
お
互
い
に
か
な

り
独
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
意
味
で
当
然
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ

で
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
要
因
が
実
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
本
稿
に
与
え
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
こ
の

問
題
を
十
分
に
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
問
題
に
と
り
か
か
る
手

が
か
り
を
得
る
た
め
、
防
止
会
の
成
立
と
運
営
に
関
わ
っ
た
人
々
が
ど
う
い
う

人
々
だ
っ
た
か
を
見
て
い
く
の
が
本
稿
の
任
務
と
な
る
。

二　

動
物
虐
待
防
止
会
の
成
立
の
経
緯

　

ま
ず
、
防
止
会
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
、
と
い
う
経
緯
を
、
防
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止
会
自
体
の
出
版
物
を
中
心
に
ま
と
め
よ
う
。

　

『
動
物
虐
待
防
止
会
一
覧
』（
以
下
、『
一
覧
』
と
略
）
に
よ
れ
ば
、
会
の
お

こ
り
は
以
下
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
た

）
2
（

。
少
し
長
く
な
る
が
、
数
少
な
い
同

時
代
資
料
で
あ
り
、
以
下
の
分
析
に
も
深
く
関
わ
る
の
で
、
関
連
箇
所
を
そ
の

ま
ま
引
用
し
よ
う
（
以
下
、
引
用
に
お
い
て
は
す
べ
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
、

仮
名
遣
い
は
現
代
風
に
あ
ら
た
め
て
あ
る
）。

「
併
し
な
が
ら
、
近
頃
此
の
事
［
動
物
を
あ
わ
れ
み
い
た
わ
る
こ
と
］
を
世
に
訴

え
て
本
会
の
お
こ
る
も
と
い
を
な
し
た
の
は
明
治
三
十
二
年
十
二
月
発
行
の
『
中

央
公
論
』
に
掲
げ
ら
れ
た
広
井
辰
太
郎
氏
の
動
物
保
護
論
で
あ
り
ま
す
。
大
内
青

巒
氏
は
此
の
論
を
読
ん
で
深
く
同
情
を
寄
せ
、『
中
央
公
論
』
の
主
筆
桜
井
義
肇

氏
の
紹
介
を
以
て
広
井
氏
と
会
見
い
た
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
本
会
の
成
り
立
つ

そ
も
そ
も
の
始
で
あ
り
ま
す
。
其
の
後
広
井
、
大
内
、
桜
井
の
三
氏
は
度
々
寄
り

合
っ
て
相
談
い
た
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
つ
の
会
を
組
み
立
て
る
ま
で
の
運
び
に
は

至
ら
ず
に
四
年
を
過
ぎ
ま
し
た
。
か
く
て
明
治
三
十
五
年
一
月
島
地
黙
雷
、
高
楠

順
次
郎
、
前
田
慧
雲
、
梅
原
融
の
諸
氏
が
日
本
橋
倶
楽
部
に
寄
り
合
う
こ
と
が
あ

り
ま
し
て
大
内
、
桜
井
の
二
氏
も
此
の
席
に
臨
ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
二
氏
が
相

談
し
て
広
井
氏
と
巌
本
善
治
氏
と
を
そ
の
席
に
誘
引
せ
ら
れ
、
大
内
氏
が
主
と
し

て
本
会
設
立
の
こ
と
を
会
合
の
諸
氏
に
相
談
い
た
さ
れ
ま
し
た
。
列
席
の
諸
氏
は

い
ず
れ
も
異
議
な
く
賛
成
い
た
さ
れ
ま
し
て
、
さ
ら
に
日
を
定
め
て
相
談
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
即
ち
一
旦
目
を
出
し
か
け
て
久
し
く
育
ち
か
ね
て
居

た
本
会
が
再
び
芽
を
出
す
に
至
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。」（
動
物
虐
待
防
止
会

一
九
〇
三
、一―

二
ペ
ー
ジ
）

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
発
端
と
な
っ
た
の

は
広
井
辰
太
郎
が
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
年
）
に
雑
誌
『
太
陽
』
と
『
中
央

公
論
』
に
載
せ
た
動
物
愛
護
に
関
す
る
論
説
で
あ
っ
た
（
広
井
一
八
九
九
a
、

一
八
九
九
b
、
一
八
九
九
c
）。『
一
覧
』
で
は
な
ぜ
広
井
と
大
内
が
知
り
合
っ

て
す
ぐ
に
運
動
に
動
き
出
さ
な
か
っ
た
の
か
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
広
井

自
身
の
回
想
で
は
、
彼
は
大
内
と
知
り
合
っ
て
す
ぐ
に
牧
師
を
や
め
て
福
井
中

学
に
職
を
得
、
東
京
を
は
な
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
広
井
一
九
四
一
）。
明

治
三
四
年
の
一
一
月
に
帰
京
す
る
と
、
広
井
は
住
所
も
定
ま
ら
な
い
う
ち
に
大

内
青
巒
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
り
会
の
創
設
に
つ
い
て
も
ち
か
け
た
よ
う
で
あ
る

（
広
井
一
九
四
〇
a
）。
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
上
に
引
用
し
た
部
分
も
含

め
、『
一
覧
』
の
記
述
と
広
井
の
回
想
は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る

）
3
（

。

　

そ
の
後
、
設
立
準
備
会
が
重
ね
ら
れ
、
仏
教
界
、
キ
リ
ス
ト
教
界
、
教
育
界
、

出
版
界
な
ど
の
著
名
人
に
対
す
る
賛
同
の
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
、『
中
央
公
論
』

三
五
年
五
月
号
で
公
開
さ
れ
た
趣
意
書
に
は
発
起
人
五
六
人
が
名
を
連
ね
た

）
4
（

。

　

こ
う
し
て
、
日
本
初
の
西
洋
型
の
動
物
愛
護
団
体
で
あ
る
動
物
虐
待
防
止
会

は
そ
の
年
の
う
ち
に
発
足
し
た
。
六
月
一
五
日
に
は
当
時
イ
ン
ド
か
ら
来
日
し

て
い
た
仏
教
活
動
家
ダ
ル
マ
バ
ー
ラ
を
招
い
て
大
き
な
講
演
会
を
開
き
、
一
〇

月
二
五
日
に
は
正
式
な
発
足
の
た
め
の
総
会
と
講
演
会
を
開
催
す
る
な
ど
し

て
、
か
な
り
の
注
目
を
あ
つ
め
た
よ
う
で
あ
る

）
5
（

。

　

明
治
三
六
年
に
は
毎
月
一
五
日
に
月
例
会
を
開
く
と
い
う
形
式
で
の
活
動
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
こ
の
月
例
会
は
少
な
く
と
も
昭
和
九
年
ご
ろ
ま
で

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
各
種
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
会
合
予
告
か
ら
分
か
る
）。

ま
た
、
関
連
団
体
も
多
く
作
ら
れ
た
。
明
治
三
六
年
に
は
動
物
虐
待
防
止
会
婦

人
部
が
結
成
さ
れ
、
明
治
三
九
年
に
は
少
年
動
物
愛
護
会
が
結
成
さ
れ
る

）
6
（

。
各

地
の
支
部
的
な
組
織
も
作
ら
れ
、
明
治
三
六
年
に
千
葉
支
部
が
、
明
治
三
九
年
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に
横
浜
動
物
虐
待
防
止
会
（
こ
れ
は
支
部
と
い
う
よ
り
か
な
り
独
立
性
の
高
い

組
織
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
結
成
時
期
は
不
明

だ
が
神
戸
で
も
動
物
虐
待
防
止
会
が
作
ら
れ
て
い
る

）
7
（

。
会
員
数
は
明
治
三
六
年

五
月
の
段
階
で
八
一
五
人
、
明
治
三
七
年
二
月
の
段
階
で
「
千
幾
百
人
」
と
の

記
述
が
あ
る

）
8
（

。

　

そ
の
後
、
動
物
虐
待
防
止
会
は
明
治
四
一
年
に
動
物
愛
護
会
と
改
称
し
、
大

正
時
代
、
昭
和
時
代
と
長
期
に
わ
た
っ
て
活
動
を
続
け
た
。
大
正
時
代
に
は

富
士
山
か
ら
日
比
谷
公
園
へ
伝
書
鳩
を
飛
ば
す
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
主
催
し
た

り
、
上
野
動
物
園
の
象
が
鎖
で
足
を
つ
な
が
れ
て
い
る
こ
と
に
抗
議
す
る
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
「
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」
や
日
本
人
道
会
（
大
正
時
代
に
結
成
さ
れ
た

も
う
一
つ
の
動
物
愛
護
団
体
）
と
と
も
に
行
っ
た
り
と
、
社
会
的
な
注
目
を
あ

つ
め
る
行
動
を
行
っ
た
。
昭
和
期
に
入
り
戦
中
に
な
っ
て
も
機
関
誌
『
動
物
愛

護
』
を
発
行
す
る
な
ど
細
々
と
活
動
を
続
け
て
い
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
動
物

愛
護
協
会
が
成
立
し
た
こ
と
で
役
割
を
終
え
た
。
こ
う
し
た
後
年
の
動
物
愛
護

会
の
あ
り
方
も
日
本
の
動
物
愛
護
運
動
史
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
発
足
当
初
（『
一
覧
』
や
『
あ
は
れ
み
』
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
お

よ
そ
明
治
三
八
年
ご
ろ
ま
で
）
に
焦
点
を
し
ぼ
る
。

三　

動
物
虐
待
防
止
会
の
呼
び
か
け
人
の
分
析

　

動
物
虐
待
防
止
会
の
運
動
を
実
際
に
担
っ
て
い
た
の
は
誰
だ
っ
た
の
か
、
と

い
う
視
点
か
ら
動
物
虐
待
防
止
会
を
動
か
し
て
い
た
背
後
の
要
因
を
考
え
て
み

た
い
。
吉
田
、
今
川
、
近
森
ら
の
先
行
研
究
で
は
、『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ

れ
た
発
起
人
の
リ
ス
ト
に
注
目
し
て
運
動
の
中
心
と
な
っ
た
層
の
分
析
を
行
っ

て
い
る
が
、
発
起
人
は
「
名
前
だ
け
貸
す
」
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
り
、
主
体

的
な
運
動
の
担
い
手
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ

も
そ
も
の
出
発
点
と
な
っ
た
会
合
に
出
席
し
て
い
た
の
が
大
内
青
巒
、
桜
井
義

肇
、
島
地
黙
雷
、
高
楠
順
次
郎
、
前
田
慧
雲
、
梅
原
融
、
広
井
辰
太
郎
、
巌
本

善
治
で
、
特
に
大
内
、
桜
井
、
広
井
の
三
人
が
積
極
的
に
動
い
た
こ
と
は
す
で

に
触
れ
た
。
最
終
的
に
七
〇
名
以
上
に
ふ
く
ら
む
「
発
起
人
」
と
区
別
し
て
、

彼
ら
を
「
呼
び
か
け
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
ら
が
動
か
な
け
れ
ば
動

物
虐
待
防
止
会
は
存
在
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
（
す
く
な
く
と
も
こ
の
時
期
に
は

成
立
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
）
と
い
う
意
味
で
、
彼
ら
は
防
止
会
設
立
の
直
接
の

「
原
因
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
発
起
人
リ
ス
ト
全
体
を
見
渡

す
よ
り
も
、
呼
び
か
け
人
た
ち
が
何
者
だ
っ
た
の
か
を
詳
し
く
見
た
方
が
、
こ

の
時
期
の
動
物
愛
護
運
動
の
性
格
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
な
視
点
か
ら
、
彼
ら
の
こ
の
時
期
ま
で
の
活
動
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み

よ
う

）
9
（

。

　

ま
ず
、呼
び
か
け
人
の
う
ち
広
井
と
巌
本
を
の
ぞ
く
六
人
は
仏
教
者
で
あ
る
。

大
内
は
後
で
出
て
く
る
加
藤
咄
堂
と
と
も
に
『
明
教
新
誌
』
な
ど
の
雑
誌
を
発

刊
し
て
在
家
主
義
仏
教
を
唱
導
し
、
仏
教
系
政
治
団
体
の
尊
王
奉
仏
大
同
団
や

聖
徳
太
子
を
尊
崇
す
る
上
宮
教
会
を
創
設
す
る
な
ど
し
て
、
仏
教
の
大
衆
化
に

つ
と
め
た
仏
教
運
動
家
で
あ
る
。
前
田
慧
雲
も
尊
王
奉
仏
大
同
団
に
参
加
す
る

な
ど
、
大
内
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
。
桜
井
義
肇
が
『
中
央
公
論
』
の
主
筆

で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
『
中
央
公
論
』
の
前
身
で
あ

る
『
反
省
会
雑
誌
』
は
真
宗
本
願
寺
派
の
門
徒
の
修
養
を
目
的
と
し
て
桜
井
、
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梅
原
融
、
高
楠
順
次
郎
ら
が
創
刊
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
桜
井
は
明
治

三
七
年
に
『
中
央
公
論
』
を
や
め
さ
せ
ら
れ
て
か
ら
は
自
ら
『
新
公
論
』
を
お

こ
し
、
動
物
愛
護
関
係
の
論
説
も
以
後
『
中
央
公
論
』
で
は
な
く
『
新
公
論
』

に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
島
地
黙
雷
は
僧
侶
な
が
ら
渡
欧
し
て
海
外
の
宗

教
事
情
を
知
り
、
政
教
分
離
を
す
す
め
た
り
し
た
人
物
で
あ
り
、
高
楠
も
ま
た

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
な
ど
に
留
学
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
内
ら
は
、
単
な
る

仏
教
者
で
は
な
く
、
か
な
り
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
先
進
的
な
仏
教
運
動
家
の
集
団
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

キ
リ
ス
ト
者
で
こ
の
会
合
に
参
加
し
た
巌
本
善
治
は
、『
女
学
雑
誌
』
の
主

筆
を
つ
と
め
る
な
ど
婦
人
解
放
運
動
の
先
駆
け
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
こ
の

当
時
は
『
女
学
雑
誌
』
に
加
え
て
明
治
女
学
校
の
校
長
を
つ
と
め
て
い
た
。
実

は
、
防
止
会
の
設
立
よ
り
九
年
は
や
く
、
明
治
二
三
年
か
ら
二
四
年
に
か
け

て
の
『
女
学
雑
誌
』
に
お
い
て
動
物
愛
護
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
て
い
た

（
二
〇
一
号
一―

三
ペ
ー
ジ
、
二
〇
一
号
一
八
ペ
ー
ジ
、
二
一
九
号
五
三
二―

五
三
三
ペ
ー
ジ
、
二
三
〇
号
一
二
一
ペ
ー
ジ
、
二
六
五
号
三
九
八
ペ
ー
ジ
な

ど
）。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
無
署
名
な
い
し
特
定
で
き
な
い
名
前
に
よ
る

記
事
が
多
い
が
、
最
初
の
記
事
が
社
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
し
か
け

た
の
は
、
当
時
の
『
女
学
雑
誌
』
の
主
筆
だ
っ
た
巌
本
だ
と
思
わ
れ
る

）
10
（

。
ま

た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ぜ
『
一
覧
』
か
ら
の
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
彼
が
呼

び
か
け
人
の
一
人
と
な
る
よ
う
に
特
に
呼
び
出
さ
れ
た
か
理
由
が
よ
く
わ
か
ら

な
い
。

　

こ
う
し
た
顔
ぶ
れ
の
中
で
、
広
井
辰
太
郎
の
経
歴
は
比
較
的
地
味
で
あ
る
。

広
井
は
当
時
ま
だ
普
及
福
音
教
会
の
牧
師
で
キ
リ
ス
ト
教
系
の
『
六
合
雑
誌
』

等
で
文
筆
活
動
を
し
て
い
る
程
度
の
無
名
の
人
物
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
論

説
で
大
内
青
巒
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
『
一
覧
』
か
ら
の
引
用
文
に

あ
る
と
お
り
で
あ
る

）
11
（

。
彼
は
長
崎
の
語
学
学
校
か
ら
新
教
の
神
学
校
へ
進
み
、

一
旦
牧
師
と
な
っ
た
が
や
め
て
福
井
中
学
の
教
師
と
な
り
、
東
京
へ
も
ど
っ
て

明
治
三
六
年
に
東
洋
大
学
の
講
師
と
な
っ
た
。
宗
教
的
に
も
当
初
は
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
を
信
仰
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
は
新
教
を
は
な
れ
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協

会
に
所
属
し
、
重
要
な
地
位
を
し
め
る
よ
う
に
な
る
。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
は
、

三
位
一
体
や
原
罪
を
否
定
し
て
他
宗
教
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
な
ど
、

非
常
に
特
異
な
教
義
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
分
派
で
あ
り
、
仏
教
に
対
し
て
も

肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た

）
12
（

。
実
は
こ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
態
度
が
動
物

愛
護
運
動
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
防
止
会
結
成
当
時
の
広
井
は
定
職
の
な
い
若
者

（
当
時
二
七
歳
）
に
す
ぎ
ず
、
他
の
呼
び
か
け
人
た
ち
と
の
差
は
大
き
か
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う

）
13
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
人
物
像
と
『
一
覧
』
の
記
述
か
ら
は
、
呼
び
か
け
人
グ
ル
ー

プ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
く
る
。
巌
本
に
せ
よ
広
井

に
せ
よ
、
動
物
愛
護
を
呼
び
か
け
は
し
て
も
、
自
ら
運
動
を
組
織
す
る
力
は
な

か
っ
た

）
14
（

。
そ
う
し
た
運
動
を
組
織
す
る
人
脈
と
力
を
提
供
し
た
の
が
、
仏
教
系

活
動
家
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

動
物
虐
待
防
止
会
中
心
メ
ン
バ
ー
の
分
析

　

前
節
で
見
た
の
は
、「
動
物
虐
待
防
止
会
の
発
足
の
「
原
因
」
と
な
っ
た
の
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は
ど
う
い
う
人
々
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
明
治
期
の
動
物
愛
護
運
動
を
作
っ
た
要
因
を
考
え
る

上
で
は
、「
そ
の
後
の
運
動
の
継
続
の
「
原
因
」
と
な
っ
た

の
は
ど
う
い
う
人
々
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
も
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
。
は
た
し
て
同
じ
呼
び
か
け
人
グ
ル
ー
プ

が
運
動
を
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、『
一
覧
』

や
『
あ
は
れ
み
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
、
例
会
の
出
席
者
名

簿
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
資
料
で
つ
ご
う
一
六
回
の
会
合
の

出
席
者
全
員
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
三
五
年
六
月
、

お
よ
び
三
七
年
二
月
か
ら
三
八
年
六
月
ま
で
、
た
だ
し
三
七

年
八
月
と
三
八
年
四
月
は
会
合
な
し
）。
こ
れ
ら
の
記
録
を

見
る
限
り
、
ほ
ぼ
参
加
者
数
は
三
十
数
名
で
安
定
し
て
い

る
。
こ
の
一
六
回
中
の
出
席
回
数
別
の
参
加
者
リ
ス
ト
が
表

1
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
外
の
回
の
例
会
に
つ
い
て
も
参

加
者
や
講
演
者
の
名
前
が
新
聞
で
の
報
道
な
ど
で
わ
か
る
も

の
も
多
い
が
、
そ
う
し
た
デ
ー
タ
は
有
名
人
が
記
録
さ
れ
や

す
い
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本

当
の
と
こ
ろ
誰
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
か
を
判
断
す
る
上

で
は
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
、今
回
は
参
考
と
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、『
一
覧
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
三
五
年
六
月
の
会
合

は
正
式
発
足
前
の
会
合
で
も
あ
り
、時
期
も
は
ず
れ
て
い
て
、

出
席
者
層
に
も
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
回

表１　動物虐待防止会の例会出席回数

『動物虐待防止会一覧』および『あはれみ』で記録されている全 16 回（35 年 6 月、および 37 年 2 月から 38
年 6 月まで、ただし 37 年 8 月と 38 年 4 月は会合なし）中の数字。アステリスクがついているのは、出席回

数中一回が 35 年 6 月の例会であることを意味する。

16 回　櫻井義肇 *、山縣悌三郎 *
15 回　高島圓 *
14 回　入江濤吉

13 回　山縣五十雄 *
12 回　前田慧雲 *
11 回　加藤熊一郎 *、杉村廣太郎、廣井辰太郎 *、本田増次郎 *、山縣文夫

10 回　來馬琢道、櫻井彦一郎、吉田賢龍

9 回　片山寛、斯波貞吉 *、手島益雄、根本正、林吾一

8 回　境野哲 *、高島平三郎 *、横尾賢宗

7 回　梅原融 *、岡本經朝、鼎義暁、島地黙雷 *、山田凞

6 回　後醍院願誠（頼誠）、向軍治、湯本武比古 *
5 回　大内青巒 *、荻野仲三郎 *、小島剛四郎、瀧村立太郎、長澤則彦、松尾童阿彌

4 回　黒岩周六 *、篠田利秀（利英）*、副島八十六、塚原常之助、長野菊次郎、羽仁吉一、福岡秀猪、宮田

脩（修）*、村上專精 *
3 回　臼井水城、金澤久、後藤牧太 *、澤柳政太郎、高杉瀧藏、高橋太華、竹下浩、竹島茂郎、星松三郎、

本田存、吉村正寛

2 回　安藤嶺丸、石井信二、井倉和欽、巌谷季雄、片山國嘉 *、龜谷聖馨、神田佐一郎 *、栗原定吉、隈本

繁吉、佐藤惣三郎（佐藤總三郎）、下田次郎、千村卍イ介、高橋虎一、津田次郎、原田長松、福島四郎、

北條環翠、山本直良

1 回　麻生正藏、安倍磯雄 *、石田孫太郎、泉道雄、井ノ口丑二、岩本善治 *、内村鑑三 *、梅田謙敬、江原素六、

大内俊、大久保高明、大沢弘毅、大下藤次郎、岡本正文、何礼之 *、開田伊平、茅原廉太郎、河口慧

海、河瀬秀治 *、河瀬元九郎 *、河野学一 *、岸邊福雄、工藤慧達、黒田直道、堺利彦 *、坂井義三郎、

坂本武治、酒生慧眼 *、潮谷孫七、島田蕃根、下中彌三郎、鈴木券太郎、鈴木勝太郎、瀬川光行、高

楠順次郎 *、田代元雄、田中松太郎、辻新次、堤寛、富田常次郎、豊田潔臣、中島半次郎、仁王頭辰二、

布川　、野口米次郎、橋本好藏、樋口勘次郎、藤岡勝二、北條見教、星野政吉、保坂幸三郎、前田徳水、

松原茂、牧謙治、水野素、村上英雅、百島操、森巻吉、好本督 *、脇田尭惇 *、渡邊光風
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の
出
席
者
は
ア
ス
テ
リ
ス
ク
で
示
し
た
。
出
席
回
数
一
回
で
ア
ス
テ
リ
ス
ク
が

つ
い
て
い
る
者
は
、
三
七
～
三
八
年
に
お
い
て
は
一
度
も
出
席
し
て
い
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
会
合
に
一
定
の
回
数
以
上
出
席
し
て
い
る
者
は
記
録
さ
れ

て
い
る
当
時
の
防
止
会
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
逆
は
必
ず
し
も
真
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
好
本
督
は
三
七
年

～
三
八
年
に
は
留
学
中
で
あ
っ
た
た
め
に
会
合
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
が
、
情

報
提
供
な
ど
積
極
的
関
与
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
が
三
七
年
と
三
八
年

に
か
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
や
以
後
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い

た
者
は
デ
ー
タ
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
一
般
に
、
曜

日
に
か
か
わ
ら
ず
一
五
日
の
午
後
に
開
催
さ
れ
る
と
い
う
例
会
に
毎
回
参
加
す

る
の
は
職
を
持
つ
者
に
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
難
点
は
あ

り
つ
つ
も
、
例
会
の
出
席
者
全
員
の
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
貴
重
な
デ
ー
タ
で
あ

る
。
ま
た
、
三
七
年
か
ら
三
八
年
と
い
う
こ
と
は
、
設
立
当
初
の
熱
狂
が
一
段

落
し
た
時
期
で
あ
り
、
長
期
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
も
っ
て
参
加
し
て
い
る

参
加
者
が
多
い
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

一
つ
の
目
安
と
し
て
一
〇
回
以
上
の
参
加
者
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
と
、
入

江
濤
吉
、
加
藤
熊
一
郎
（
咄
堂
）、
來
馬
琢
道
、
桜
井
義
肇
、
桜
井
彦
一
郎
（
鴎

村
）、
杉
村
広
太
郎
（
楚
人
冠
）、
高
島
円
（
米
峰
）、
広
井
辰
太
郎
、
本
田
増

次
郎
、
山
県
悌
三
郎
、
山
県
五
十
雄
、
山
県
文
夫
、
吉
田
賢
龍
の
一
三
人
が
い
る
。

九
回
ま
で
ふ
く
め
る
と
、
片
山
寛
、
斯
波
貞
吉
、
手
島
益
雄
、
根
本
正
、
林
吾

一
の
五
人
も
入
っ
て
く
る
。
な
お
、
明
治
三
七
年
か
ら
三
八
年
の
段
階
で
幹
事

と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
の
は
桜
井
義
肇
、
高
島
米
峰
、
広
井
辰
太
郎
、
本
田

増
次
郎
、
山
県
悌
三
郎
の
五
人
（『
あ
は
れ
み
』
第
四
号
お
よ
び
第
七
号
）
で

あ
り
、
五
人
と
も
一
〇
回
以
上
の
出
席
で
あ
る
。

　

呼
び
か
け
人
た
ち
の
中
で
は
大
内
、
島
地
、
前
田
、
梅
原
ら
も
か
な
り
頻
繁

に
顔
を
だ
し
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
五
回
、
七
回
、
六
回
、
七
回
）
が
、
高
楠
と

巌
本
は
三
七
年
か
ら
三
八
年
に
か
け
て
は
一
度
も
出
席
し
て
い
な
い
。
こ
の
意

味
で
は
、
広
井
と
桜
井
以
外
の
呼
び
か
け
人
た
ち
は
、
完
全
に
手
を
ひ
い
た
わ

け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
運
動
の
中
心
的
担
い
手
か
ら
は
は
ず
れ
て
き
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
頻
繁
な
出
席
者
は
ど
う
い
う
人
た
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
紹
介
し
た
桜
井
義
肇
と
広
井
を
除
い
て
み
て
行
こ
う
。
ま
ず
目
立
つ
の

は
仏
教
者
と
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
。
來
馬
琢
道
は
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
雑
誌
『
仏

教
』
の
主
幹
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
り
、
加
藤
咄
堂
と
高
島
米
峰
は
僧
侶
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
が
仏
教
関
係
の
著
作
を
多
く
残
し
て
い
る
。
本
田
増
次
郎
、

根
本
正
の
二
人
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
杉
村
楚
人
冠
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
学
校

の
卒
業
生
だ
っ
た
。

　

次
に
目
立
つ
の
は
報
道
・
出
版
関
係
者
で
あ
る
。
桜
井
鴎
村
は
『
女
学
雑

誌
』『
英
文
新
誌
』
な
ど
の
編
集
を
し
、
報
知
新
聞
に
も
在
籍
し
て
い
た
。
杉

村
楚
人
冠
は
朝
日
新
聞
の
記
者
、
山
県
悌
三
郎
は
以
前
に
『
少
年
園
』
と
い
う

最
初
の
少
年
雑
誌
を
編
集
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
内
外
出
版
協
会
の
創
設
者
、

そ
の
弟
の
山
県
五
十
雄
と
斯
波
貞
吉
は
『
萬
朝
報
』
の
記
者
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
教
育
関
係
者
と
し
て
は
、
当
時
東
京
府
女
子
師
範
学
校
校
長
の
林

吾
一
、
当
時
女
子
英
学
塾
（
後
の
津
田
塾
）
の
幹
事
で
あ
っ
た
桜
井
鴎
村
、
当

時
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
だ
っ
た
本
田
増
次
郎
、
の
ち
に
広
島
高
校
校
長



明治期動物愛護運動の動機づけはいかなるものであったか

147

と
な
る
吉
田
賢
龍
な
ど
が
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う

）
15
（

。
社
会
運
動
家
と
し
て
は

斯
波
貞
吉
（
明
治
三
八
年
に
国
家
社
会
党
を
結
党
）
と
根
本
正
（
禁
酒
禁
煙
運

動
の
く
さ
わ
け
）
の
名
前
が
目
立
つ
。
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
も
簡
単
に
ま
と

め
る
。
山
県
文
夫
は
山
県
悌
三
郎
の
子
で
少
年
動
物
愛
護
会
の
設
立
に
も
か
か

わ
っ
た
。
片
山
寛
は
本
田
増
次
郎
と
山
県
悌
三
郎
の
友
人
で
『
英
語
発
音
学
』

（
一
九
〇
七
）
な
ど
の
著
書
が
あ
る
（
以
上
二
人
に
つ
い
て
は
山
県
一
九
八
七

を
参
照
）。
入
江
濤
吉
は
伝
記
的
情
報
は
不
明
だ
が
『
あ
は
れ
み
』
へ
の
投
稿

か
ら
獣
医
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
手
島
益
雄
も
お
な
じ
く
伝
記
的
情
報
は
不

明
だ
が
、『
動
物
百
話
』（
一
九
三
〇
）
な
ど
の
著
書
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
確
か
に
今
川
が
言
う
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
持

つ
人
々
が
あ
つ
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
詳
細
に
み
て
い
く
と
、
ば
ら

ば
ら
な
人
々
が
あ
つ
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
血
縁
や
運
動
で
む
す
ば
れ

た
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。

　

核
と
な
る
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
山
県
悌
三
郎
と
そ
の
周
辺
の
人
物
で

あ
る
。
幹
事
の
一
人
本
田
増
次
郎
は
山
県
の
友
人
で
、
山
県
の
当
時
山
県

邸
に
居
候
し
て
『
あ
は
れ
み
』
の
編
集
に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
（
山
県

一
九
八
七
、一
四
七
ペ
ー
ジ
、『
あ
は
れ
み
』
七
号
四
ペ
ー
ジ
）。
山
県
自
身
も

幹
事
で
、
自
ら
の
家
を
事
務
所
と
し
て
提
供
し
、
自
ら
の
出
版
社
で
あ
る
内
外

出
版
協
会
か
ら
動
物
虐
待
防
止
会
叢
書
を
出
版
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
山
県
は

後
に
受
洗
し
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
特
に
キ
リ
ス
ト
教
と

関
係
が
深
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
五
十
雄
と
文
夫
は
山
県
の
身
内
で
あ
り
、

片
山
も
山
県
の
友
人
で
あ
る
。
事
務
、
機
関
誌
発
行
、
啓
蒙
活
動
と
、
会
の
基

本
的
な
実
務
が
す
べ
て
彼
ら
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
初
期
の

動
物
虐
待
防
止
会
を
実
務
的
な
面
で
支
え
た
の
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
（
以
下
山
県

グ
ル
ー
プ
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

山
県
五
十
雄
と
萬
朝
報
社
で
同
僚
だ
っ
た
斯
波
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
て

も
よ
さ
そ
う
に
見
え
る
が
、
事
情
は
も
う
少
し
複
雑
で
あ
る
。
萬
朝
報
に
つ
い

て
は
社
主
の
黒
岩
周
六
（
涙
香
）
も
防
止
会
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
し
、

内
村
鑑
三
や
堺
利
彦
ら
他
の
社
員
も
防
止
会
に
関
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
黒
岩
、
山
県
五
十
雄
、
斯
波
の
三
人
は
防
止
会
の
前
年
に
結
成
さ
れ
た
「
理

想
団
」
の
発
起
人
で
も
あ
っ
た
。
理
想
団
と
は
萬
朝
報
の
社
員
が
中
心
と
な
っ

て
結
成
さ
れ
た
社
会
改
良
団
体
で
あ
り
、
数
千
人
の
会
員
を
擁
し
た
が
、
こ
の

理
想
団
に
山
県
悌
三
郎
も
評
議
員
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
（
有
山
一
九
七
九
）。

つ
ま
り
、
山
県
グ
ル
ー
プ
と
か
な
り
密
接
な
関
係
に
あ
る
理
想
団
グ
ル
ー
プ
が

防
止
会
に
参
加
し
て
い
た
と
解
釈
し
た
方
が
実
情
に
そ
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
目
に
つ
く
の
が
、
明
治
三
二
年
に
結
成
さ
れ
た
仏
教
清
徒
同
志
会

（
明
治
三
六
年
に
新
仏
教
徒
同
志
会
と
改
称
、
以
下
「
同
志
会
」
と
略
）
の
関

係
者
と
、
そ
の
周
囲
の
人
々
で
あ
る
。
防
止
会
幹
事
だ
っ
た
高
嶋
米
峰
と
杉
村

楚
人
冠
は
仏
教
清
徒
同
志
会
の
創
設
メ
ン
バ
ー
で
加
藤
咄
堂
も
あ
と
か
ら
同
志

会
に
加
わ
り
、
同
志
会
の
も
う
一
人
の
中
心
人
物
で
あ
る
境
野
黄
洋
も
防
止
会

の
会
合
に
八
回
出
席
し
て
い
る
。
吉
田
（
一
九
六
四
、
五
七
一
ペ
ー
ジ
）
に
よ

れ
ば
明
治
四
四
年
に
は
同
志
会
の
評
議
員
全
員
が
動
物
愛
護
会
の
会
員
に
な
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
同
志
会
が
動
物
愛
護
運
動
に
か
な
り
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

同
志
会
の
行
っ
て
い
た
運
動
は
「
新
仏
教
運
動
」
と
よ
ば
れ
、
迷
信
や
儀
式

を
排
し
た
合
理
的
な
信
仰
と
他
宗
教
へ
の
寛
容
を
綱
領
と
し
て
い
た
（
菅
沼
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二
〇
〇
〇
b
、
林
二
〇
〇
〇
）。
す
ぐ
に
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
新
仏
教
運
動
の

こ
う
し
た
特
徴
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
と
非
常
に
近
い
。

実
際
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
と
同
志
会
は
密
接
な
協
力
関
係
に
あ
り
、『
中
央

公
論
』
明
治
三
四
年
五
月
号
の
「
宗
教
評
論
」
で
は
両
者
の
協
力
を
「
明
治

宗
教
史
で
特
筆
す
べ
き
出
来
事
」
と
し
て
い
る
（
菅
沼
二
〇
〇
〇
b
、
八
ペ
ー

ジ
、
土
屋
二
〇
〇
五
、
一
三
四
ペ
ー
ジ
）。
特
に
当
時
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会

の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
佐
治
実
然
は
も
と
僧
侶
で
も
あ
り
、
土
屋
博
政
に
よ
っ
て

「
仏
教
的
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
」と
形
容
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
仏
教
に
近
い
立
場
を
と
っ

て
い
た
（
土
屋
一
九
九
八
）。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
教
育
を
う
け
た
杉
村
が
同
志

会
の
創
設
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
も
両
者
の
協
力
関
係
を
象
徴
す
る
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
広
井
の
動
き
で
あ
る
。
彼
は
、
防
止
会
結
成
当
時
か

ら
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
防
止
会
が
発
足
し
た
あ
と
の
明
治

三
七
年
に
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
改
宗
し
た
（
土
屋
一
九
九
八
、
一
一
ペ
ー
ジ
）。

そ
の
後
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
の
内
紛
で
は
佐
治
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
協
会

を
去
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
三
五
年
以
降
、
同
志
会
の
機
関
誌
『
新
仏
教
』

に
何
度
も
寄
稿
す
る
よ
う
に
な
り
、
同
志
会
と
も
密
接
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
る
（
広
井
の
動
物
愛
護
論
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
『
非
万
物
霊
長

論
』
も
『
新
仏
教
』
第
四
巻
一
〇
～
一
二
号
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）。

う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、『
太
陽
』
や
『
中
央
公
論
』
に
論
考
を
掲
載
し
た

こ
ろ
や
発
起
人
を
募
っ
て
い
た
時
期
に
は
孤
立
し
て
い
た
広
井
が
「
同
志
」
を

求
め
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
や
同
志
会
に
近
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ

れ
る
。
動
機
は
ど
う
あ
れ
、
三
七
年
ご
ろ
に
は
広
井
が
高
嶋
ら
と
非
常
に
近
い

立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
同
志
会
の
中

心
メ
ン
バ
ー
の
グ
ル
ー
プ
を
「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
＝
新
仏
教
グ
ル
ー
プ
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
た
、
新
仏
教
運
動
の
中
心
と
な
っ
た
高
嶋
と
境
野
が
哲
学
館
（
後
の
東
洋

大
学
）
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
由
な
精
神
を
重
ん
じ
る
哲
学
館
の

教
育
理
念
と
新
仏
教
運
動
の
関
係
を
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
（
菅
沼
二
〇
〇
〇

a
）。
そ
う
し
た
目
で
み
る
と
、
実
は
哲
学
館
な
い
し
東
洋
大
学
の
関
係
者
も

呼
び
か
け
人
や
発
足
当
初
の
中
心
メ
ン
バ
ー
に
多
い
。
大
内
、
島
地
、
前
田
は

講
師
な
い
し
臨
時
講
師
と
し
て
防
止
会
結
成
以
前
に
哲
学
館
で
教
え
て
お
り
、

防
止
会
結
成
以
後
に
は
高
楠
、
広
井
、
加
藤
が
哲
学
館
な
い
し
東
洋
大
学
で
教

鞭
を
と
っ
て
い
る
（
東
洋
大
学
一
九
九
六
）。
た
だ
し
、
哲
学
館
館
主
の
井
上

円
了
は
、
発
起
人
に
は
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
会
合
に
は
ほ

と
ん
ど
出
席
し
て
い
な
い

）
16
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
＝
新
仏
教
グ

ル
ー
プ
が
核
と
な
り
、
哲
学
館
関
係
者
が
そ
れ
を
と
り
ま
く
ゆ
る
や
か
な
連
合

体
が
、
防
止
会
の
運
動
を
一
方
で
さ
さ
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
そ
う

で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
す
る
と
、
創
設
当
時
の
防
止
会
の
運
動
に
は
人
脈

上
少
な
く
と
も
二
つ
の
核
と
な
る
小
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
動
物
愛

護
の
理
念
に
賛
同
す
る
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
、と
い
う
状
況
が
見
え
て
く
る
。

防
止
会
（
改
称
し
て
動
物
愛
護
会
と
な
る
）
の
長
期
的
な
活
動
と
い
う
観
点
か

ら
言
う
な
ら
、
山
県
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
＝
新
仏
教
グ
ル
ー
プ
の

方
が
影
響
は
大
き
い
。
ま
ず
、
山
県
グ
ル
ー
プ
の
方
に
つ
い
て
見
る
と
、『
あ

は
れ
み
』
の
編
集
担
当
だ
っ
た
本
田
が
明
治
三
八
年
に
渡
米
す
る
と
『
あ
は
れ
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み
』
の
刊
行
も
停
止
し
（『
あ
は
れ
み
』
第
九
号
七
ペ
ー
ジ
）、
ま
た
、
明
治

四
四
年
に
は
山
県
文
夫
が
死
ん
で
内
外
出
版
協
会
も
ほ
ど
な
く
倒
産
し
た
（
山

県
一
九
八
七
、一
五
七―

一
五
八
ペ
ー
ジ
）。
大
正
期
以
降
の
動
物
愛
護
会
活
動

に
は
山
県
や
本
田
の
名
前
は
登
場
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
＝

新
仏
教
グ
ル
ー
プ
は
広
井
と
高
嶋
の
二
人
が
そ
の
後
も
長
く
愛
護
会
の
中
心
メ

ン
バ
ー
と
な
っ
て
こ
と
あ
る
ご
と
に
新
聞
の
論
説
や
演
説
会
に
顔
を
出
し
て
い

る
し
、
杉
村
が
主
幹
と
な
っ
て
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
が
創
刊
さ
れ
た
大
正
一
二

年
に
は
、
上
野
動
物
園
の
象
を
解
放
し
よ
う
と
い
う
大
々
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
誌
上
で
行
う
こ
と
に
な
る

）
17
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
防
止
会
を
支
え
て
い
た
の
が
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
だ
っ

た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
実
際
、「
中
心
的
メ
ン
バ
ー
」
の
基
準
を
も
う
少

し
ゆ
る
く
と
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
も
属
さ
な
い
人
々
の
比
率
が
高
く

な
る
（
本
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
）。
ま
た
、
こ
こ
で
利
用
し
た

よ
う
な
伝
記
的
事
実
だ
け
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
よ
う
な
人
間
関
係
が
存
在
し

て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
可
能
性
は
、
こ
こ
で
挙
げ

た
よ
う
な
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。
本
稿
で
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
主
張
し
て
は
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
対
立
し
て
い
た
と
か
、
防
止
会
内
の
分

派
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
す
で
に
名
前
の
あ
が
っ
た
佐
治

や
安
部
磯
雄
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
理
想
団
の

評
議
員
で
も
あ
っ
た
（
も
っ
と
も
佐
治
や
安
倍
は
防
止
会
の
発
起
人
・
評
議
員

に
名
を
連
ね
る
も
の
の
防
止
会
の
会
合
に
ほ
と
ん
ど
顔
を
出
し
て
お
ら
ず
、
ま

さ
に
「
名
前
を
貸
し
て
い
る
だ
け
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）。
こ

の
あ
た
り
の
人
脈
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
た
だ
、
人
脈

と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
い
な
い
は
別
と
し
て
、
会
に
参
加
し
主
体
的
に
活
動

す
る
上
で
の
動
機
は
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
影
響

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
節
で
試
み
た
の
は
、
名
簿
の
分
析
か
ら
そ
の
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
の
部
分
に
も
う
少
し
深
く
切
り
込
む
こ
と
で
あ
る
。

五　

動
物
虐
待
防
止
会
を
支
え
て
い
た
要
因
の
再
検
討

　

さ
て
、こ
の
よ
う
に
呼
び
か
け
人
や
例
会
参
加
者
の
背
景
を
分
析
し
た
結
果
、

第
一
節
で
紹
介
し
た
先
行
研
究
で
示
さ
れ
て
い
た
認
識
に
つ
い
て
、
何
か
改
め

て
言
え
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
本
稿
で
の
分
析
の
性
格
上
、
特

に
、
冒
頭
で
区
別
し
た
開
始
の
要
因
や
持
続
の
要
因
に
つ
い
て
の
主
張
と
し
て

彼
ら
の
分
析
を
解
し
た
場
合
に
何
が
言
え
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
、
動
物
愛
護
運
動
を
キ
リ
ス
ト
者
と
仏
教
者
の
運
動
と
い
う
観
点
か
ら

と
ら
え
る
吉
田
の
分
析
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
見
た
よ
う
な
中
心
的
メ
ン

バ
ー
を
念
頭
に
お
く
か
ぎ
り
、
吉
田
の
分
析
は
意
外
に
い
い
と
こ
ろ
を
突
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
な
キ
リ
ス
ト
者
と

一
般
的
な
仏
教
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
運
動

の
性
格
を
見
誤
る
か
も
し
れ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
系
、
仏
教
系
を
と
わ
ず
、
超

宗
派
的
な
合
理
的
信
仰
を
標
榜
す
る
人
々
が
運
動
の
中
心
に
い
た
と
い
う
こ
と

は
念
頭
に
お
い
て
お
い
た
方
が
い
い
で
あ
ろ
う
。ま
た
、呼
び
か
け
人
の
グ
ル
ー

プ
（
大
内
や
桜
井
の
仏
教
系
大
衆
運
動
）
と
実
際
に
運
営
し
て
い
た
同
志
会
の

グ
ル
ー
プ
の
間
で
、短
期
間
の
う
ち
に
微
妙
な
世
代
交
代
が
す
す
ん
だ
こ
と
も
、
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「
仏
教
者
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
ひ
と
く
く
り
に
す
る
と
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
も
う
一
つ
、
山
県
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
な
宗
教
性
の
薄
い
グ
ル
ー
プ
が
運

動
の
中
心
に
い
た
こ
と
が
見
え
に
く
く
な
る
こ
と
も
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
広
井
と
い
う
個
人
の
役
割
を
強
調
す
る
尾
崎
た
ち
の
分
析
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。『
女
学
雑
誌
』
に
お
け
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
お
そ
ら
く
そ
の
仕
掛

人
で
あ
っ
た
巌
本
の
存
在
を
念
頭
に
お
く
な
ら
、
話
は
そ
う
単
純
で
は
な
か
っ

た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
り
の
影
響
力
と
行
動
力
を
備
え
た

人
々
が
呼
び
か
け
に
答
え
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
お
け
る
動
物
愛
護
運
動
は
動

き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
仮
に
運
動
の
起
点
を
一
人
の
個
人
に
求
め

る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
広
井
よ
り
も
大
内
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
動
物
愛
護
運
動
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
の
広
井

の
役
割
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

第
三
に
、
知
識
人
に
よ
る
啓
蒙
運
動
と
し
て
動
物
愛
護
運
動
を
と
ら
え
る
今

川
の
分
析
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
黒
岩
涙
香
ら
の
理
想
団
は
ま

さ
に
知
識
人
に
よ
る
啓
蒙
を
目
的
と
し
て
お
り
、
理
想
団
の
評
議
員
が
何
人
も

加
わ
っ
て
い
た
動
物
愛
護
運
動
も
ま
た
そ
れ
と
似
た
性
格
を
持
つ
こ
と
は
確
か

に
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
特
に
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
＝
新
仏
教
グ
ル
ー
プ

に
と
っ
て
宗
教
的
な
大
衆
運
動
と
し
て
の
動
機
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
す
な

ら
、
運
動
を
支
え
た
動
機
づ
け
の
重
要
な
部
分
が
欠
落
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
全
体
像
を
捉
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
吉
田
と
今
川
は
逆
の
方
向
で

偏
っ
て
お
り
、
両
方
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
見
方
が
で

き
る
可
能
性
は
あ
る
。

　

最
後
に
、「
他
者
の
苦
痛
へ
の
配
慮
」
の
制
度
化
の
結
果
と
い
う
近
森
の
分

析
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
マ
ク
ロ
な
要
因
に
つ
い
て
考

え
る
に
は
、
本
稿
で
行
っ
た
よ
う
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
検
討
だ
け
で
は
不

十
分
で
、
言
説
分
析
か
ら
彼
ら
を
支
配
し
て
い
た
思
考
法
を
洗
い
出
す
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う

）
18
（

。
し
か
し
、
動
物
愛
護
運
動
が
他
者
の
苦
痛
に
関
す
る
他
の
社
会

問
題
を
避
け
つ
つ
苦
痛
へ
の
感
受
性
を
示
す
た
め
に
上
・
中
流
階
級
に
と
っ
て

好
都
合
な
運
動
だ
っ
た
、
と
い
う
近
森
の
分
析
に
つ
い
て
は
こ
の
背
景
分
析
か

ら
も
疑
問
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
内
に
せ
よ
桜
井
に
せ
よ
、
理
想
団
に
せ

よ
同
志
会
に
せ
よ
、
多
種
多
様
な
社
会
問
題
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
動
物
愛
護

運
動
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
々
に
と
っ
て
免
罪
符
と
し
て

の
動
物
愛
護
運
動
が
必
要
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
例
外
的
に
、
広
井
は
生

涯
に
わ
た
っ
て
動
物
愛
護
運
動
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
が
、
彼
の
場
合
は
出

自
は
非
常
に
貧
し
か
っ
た
と
本
人
が
振
り
返
っ
て
お
り
（
広
井
一
九
〇
九
）、

ま
た
動
物
愛
護
運
動
を
は
じ
め
た
こ
ろ
は
ま
だ
無
職
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も

「
上
・
中
流
階
級
」
と
は
呼
び
に
く
い
。
少
な
く
と
も
運
動
の
中
心
に
い
た

人
々
に
は
近
森
の
言
う
よ
う
な
動
機
は
働
き
に
く
か
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
点
も
ま
た
彼
ら
の
実
際
の
言
説
を
ふ
ま
え
て
検
証
す
る
べ
き
で
あ

る
が
、
そ
の
作
業
は
稿
を
改
め
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
近
森
の
分
析
は
、

冒
頭
の
区
別
に
即
し
て
い
え
ば
運
動
の
広
が
り
の
要
因
と
し
て
こ
う
し
た
も
の

を
挙
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
今
述
べ
た
よ
う
な
視
点

が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
近
森
の
分
析
の
欠
点
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
参
加
者
の
背
景
分
析
と
い
う
手
法
を
用
い
て
明
治
期
の
動
物
愛
護
運
動
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を
さ
さ
え
た
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
手
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
他
の
手
法
で
は
見
え
て
き
に
く
い
、
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
動
機
づ
け
に

つ
い
て
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注
（
1
）　

近
森
は
「
宗
教
学
者
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
（
近
森
二
〇
〇
〇
、
八
四―

八
五
ペ
ー
ジ
）
が
、
広
井
が
教
育
を
受
け
た
の
は
ド
イ
ツ
新
教
神
学
校
で
あ
り
、
少

な
く
と
も
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
宗
教
学
者
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ

う
。
の
ち
に
東
洋
大
学
に
就
職
し
た
と
き
に
は
宗
教
学
の
授
業
を
明
治
三
六
年
と

三
七
年
二
年
に
わ
た
っ
て
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
退
職
ま
で
ず
っ
と
英
語
を
担

当
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
東
洋
大
学
一
九
九
六
、一
一
一
ペ
ー
ジ
）。

（
2
）　

奥
付
は
明
治
三
六
年
六
月
一
三
日
と
な
っ
て
お
り
、
同
月
一
五
日
の
会
合
で
こ
の

名
前
の
冊
子
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
が
『
萬
朝
報
』
Ｍ
36
・
６
・
17
（
二
面
）
で
報
じ

ら
れ
て
い
る
。

（
3
）　

目
立
つ
違
い
と
し
て
、
広
井
が
当
時
の
日
誌
を
見
な
が
ら
書
い
た
回
想
と
は
一
回

目
の
会
合
の
日
付
と
出
席
者
に
異
動
が
あ
る
。
広
井
に
よ
れ
ば
、
一
回
目
の
準
備
会

は
明
治
三
五
年
の
二
月
二
日
で
あ
り
、
痴
山
義
亮
、
干
川
貫
一
が
加
わ
っ
て
い
る
か

わ
り
に
高
楠
の
名
前
が
な
い
（
広
井
一
九
四
〇
a
）。
こ
れ
は
、『
一
覧
』
で
述
べ
ら

れ
た
会
合
の
あ
と
で
あ
ら
た
め
て
相
談
会
と
し
て
の
一
回
目
が
二
月
二
日
に
も
た
れ

た
と
考
え
れ
ば
説
明
で
き
そ
う
だ
が
、『
一
覧
』
で
は
そ
の
あ
と
の
二
月
九
日
を
一

回
目
の
相
談
会
と
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
で
以
下
の
分
析
の
細
部
を
考

え
直
す
必
要
は
あ
る
が
、
大
勢
に
は
影
響
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
4
）　

待
山
一
九
〇
二
。『
児
童
研
究
』
の
明
治
三
五
年
六
月
号
（
第
五
巻
第
四
号
二
五

―

二
七
ペ
ー
ジ
）
で
公
開
さ
れ
た
趣
意
書
に
は
六
三
名
の
発
起
人
が
名
を
つ
ら
ね
て

い
る
。
広
井
の
回
想
で
は
最
終
的
に
七
四
人
が
名
を
連
ね
た
と
い
う
こ
と
だ
が
（
広

井
一
九
四
〇
b
）、
今
の
と
こ
ろ
七
四
人
の
名
簿
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
5
）　

六
月
の
会
合
に
つ
い
て
は
『
読
売
新
聞
』
明
治
三
五
年
六
月
一
七
日
朝
刊
五
面
、

『
時
事
新
報
』
明
治
三
五
年
六
月
一
七
日
『
萬
朝
報
』
明
治
三
五
年
六
月
一
七
日
二

面
な
ど
で
、
一
〇
月
の
会
合
に
つ
い
て
は
『
読
売
新
聞
』
明
治
三
五
年
一
〇
月
二
六

日
朝
刊
一
面
『
萬
朝
報
』
明
治
三
五
年
一
〇
月
二
五
日
二
面
お
よ
び
二
六
日
二
面
な

ど
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）　

婦
人
部
の
結
成
に
つ
い
て
は
『
萬
朝
報
』
明
治
三
六
年
六
月
二
〇
日
『
朝
日
新
聞
』

明
治
三
六
年
六
月
二
〇
日
な
ど
に
予
告
が
あ
り
、『
を
ん
な
』
第
三
巻
第
七
号
な

一
五
ペ
ー
ジ
や
『
婦
女
新
聞
』
一
六
四
号
（
六
月
二
九
日
号
）
二
面
で
会
の
模
様
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
婦
人
部
に
つ
い
て
は
同
年
の
七
月
に
第
二
回
の
会
合

が
開
か
れ
た
後
（
上
記
『
を
ん
な
』
参
照
）、
活
動
の
情
報
が
な
い
。
少
年
動
物
愛

護
会
に
つ
い
て
は
『
児
童
研
究
』
第
九
巻
第
四
号
四
七―

四
八
ペ
ー
ジ
、『
萬
朝
報
』

明
治
三
九
年
三
月
二
一
日
二
面
な
ど
に
結
成
大
会
の
情
報
が
あ
る
ほ
か
、
大
正
期
に

入
っ
て
も
岸
辺
福
雄
を
中
心
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
新
聞
報
道
な
ど
か
ら
確

認
で
き
る
（『
読
売
新
聞
』
大
正
七
年
五
月
二
六
日
、『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
一
六
五
号

（
大
正
一
二
年
七
月
八
日
）
五
面
、『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
一
七
八
号
（
大
正
一
二
年
七

月
二
一
日
）
三
面
）。

（
7
）　

千
葉
支
部
に
つ
い
て
は
『
萬
朝
報
』
明
治
三
六
年
七
月
一
七
日
二
面
、
横
浜
動
物

虐
待
防
止
会
に
つ
い
て
は
『T

he Japan W
eekly M

ail

』
第
四
五
巻
二
一
号
（M

ay 

26th

、1906

号
）
五
五
一
ペ
ー
ジ
、
神
戸
動
物
虐
待
防
止
会
に
つ
い
て
は
無
署
名

一
九
〇
九
を
参
照
。

（
8
）　

動
物
虐
待
防
止
会
一
九
〇
三
、
二
五
ペ
ー
ジ
お
よ
び
『
あ
は
れ
み
』
第
一
号
八

ペ
ー
ジ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
会
員
数
の
記
述
が
あ
る
。
た
だ
し
、
尾
崎
ほ
か
で
は

明
治
三
七
年
当
時
の
会
員
数
を
一
八
二
人
と
し
て
い
る
（
こ
の
数
字
の
根
拠
に
つ
い

て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）。

（
9
）　

以
下
、
本
節
と
次
節
の
記
述
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
各
種
人
名
辞
典
を
参
考

と
し
た
。
明
治
人
名
辞
典
、
大
正
人
名
辞
典
、
昭
和
人
名
辞
典
、
明
治
過
去
帳
〈
物

故
人
名
辞
典
〉、
小
学
館
ス
ー
パ
ー
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
、
コ
ン
サ
イ
ス
日
本
人
名
辞
典
、

新
潮
日
本
人
名
辞
典
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
大
辞
典
、
日
本
仏
教
人
名
辞
典
（
法

蔵
館
版
）、
日
本
児
童
文
学
大
事
典
。
複
数
の
辞
典
に
採
録
さ
れ
て
い
る
者
も
多
く
、

煩
雑
に
な
る
の
で
個
々
に
注
を
入
れ
る
こ
と
は
し
な
い
。

（
10
）　

『
女
学
雑
誌
』
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
論
説
の
内
容
は
三
二
年
の
広
井
の
一
連
の
論

文
と
大
差
な
か
っ
た
が
、
な
ぜ
か
こ
の
時
に
は
動
物
虐
待
防
止
会
設
立
に
は
い
た
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
雑
誌
の
性
格
や
時
代
状
況
な
ど
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
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が
、
そ
れ
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
課
題
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
11
）　

広
井
自
身
の
回
想
で
は
、『
太
陽
』
で
の
記
事
を
読
ん
だ
大
内
青
巒
が
『
中
央
公

論
』
に
口
利
き
を
し
て
『
中
央
公
論
』
へ
の
掲
載
が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、『
太
陽
』
へ
の
掲
載
に
つ
い
て
は
知
人
の
姉
崎
正
治
が
当
時
の
『
太

陽
』
の
文
芸
欄
主
筆
高
山
樗
牛
に
紹
介
し
て
く
れ
た
と
回
想
し
て
い
る
（
広
井
ほ
か

一
九
四
二
、
五
四―

五
五
ペ
ー
ジ
）。

（
12
）　

日
本
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
の
歴
史
と
そ
こ
に
お
い
て
広
井
辰
太
郎
の
果
た
し
た
役

割
に
つ
い
て
は
土
屋
博
政
氏
の
研
究
が
詳
し
い
（
土
屋
一
九
九
八
、
二
〇
〇
五
）。

（
13
）　

ち
な
み
に
目
安
と
し
て
他
の
顔
ぶ
れ
の
年
齢
を
ま
と
め
る
と
、
島
地
六
四
歳
、
大

内
五
七
歳
、
前
田
四
五
歳
、
巌
本
三
九
歳
、
梅
原
三
八
歳
、
高
楠
三
六
歳
、
桜
井

三
四
歳
で
、
広
井
が
最
年
少
で
あ
っ
た
。

（
14
）　

広
井
の
場
合
は
社
会
的
影
響
力
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
巌
本
の
場
合
に
何
が
障
害

に
な
っ
て
い
た
か
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
今
後
研
究
す
る
必
要
の
あ
る
課
題
で
あ

る
。

（
15
）　

た
だ
し
、
大
正
人
名
辞
典
（
Ⅲ
、
下
巻
一
〇
ペ
ー
ジ
）
の
記
述
か
ら
判
断
す
る
と
、

こ
の
こ
ろ
は
吉
田
は
ま
だ
東
京
大
学
の
大
学
院
に
在
籍
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
千

葉
中
学
の
校
長
と
な
っ
て
い
る
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
16
）　

た
だ
し
、
明
治
三
六
年
の
九
月
の
防
止
会
の
会
合
で
井
上
円
了
も
講
演
を
行
っ
た

よ
う
で
あ
る
。『
読
売
新
聞
』
明
治
三
六
年
九
月
一
七
日
朝
刊
一
面
、『
萬
朝
報
』
明

治
三
六
年
九
月
一
五
日
二
面
、
九
月
一
七
日
二
面
な
ど
を
参
照
。

（
17
）　

上
野
動
物
園
の
象
は
凶
暴
だ
と
い
う
こ
と
で
長
ら
く
短
い
鎖
で
足
を
つ
な
が
れ
て

生
活
し
て
お
り
、
こ
の
象
の
解
放
に
つ
い
て
は
明
治
期
の
『
あ
は
れ
み
』
誌
上
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
（『
あ
は
れ
み
』
第
七
号
五
ペ
ー
ジ
）
が
実
現
し
な
か
っ
た
。

大
正
一
二
年
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
象
を
解
放
で
き
る
頑
丈
な
檻
を
作
る
と
い
う
こ

と
で
当
局
と
の
合
意
ま
で
は
た
ど
り
つ
た
も
の
の
、
直
後
に
関
東
大
震
災
が
お
こ
っ

て
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
の
同
年
七
月
か
ら
八
月
に

か
け
て
の
関
連
記
事
を
参
照
。

（
18
）　

ま
た
別
稿
で
論
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
動
物
の
苦
痛
へ
の
配
慮
と
い

う
よ
り
は
、
動
物
を
虐
待
し
な
い
こ
と
で
文
明
国
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
、
欧
米
へ
の
配
慮
、
よ
り
具
体
的
に
は
在
留
外
国
人
の
視
線
へ
の
配
慮
が
運

動
の
動
機
と
し
て
実
は
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

文
献有

山
輝
雄
（
一
九
七
九
）「
理
想
団
の
研
究
［
Ⅰ
］」『
桃
山
学
院
大
学
社
会
学
論
集
』

一
三
巻
一
号
、
三
七―

六
四
ペ
ー
ジ
。

今
川
勲
（
一
九
九
六
）『
犬
の
現
代
史
』
現
代
書
館

尾
崎
敬
承
、
榎
敬
蔵
、
加
藤
由
子
（
一
九
八
二
）「
動
物
愛
護
を
唱
え
た
人
々
」『
愛
玩
動

物
』
三
三
号
、
一
〇―

一
八
ペ
ー
ジ

菅
沼
晃
（
二
〇
〇
〇
a
）「
国
粋
主
義
の
思
潮
と
哲
学
館
」
池
田
英
俊
ほ
か
編
『
国
家
と

仏
教―

自
由
な
信
仰
を
求
め
て
』（
現
代
日
本
と
仏
教
Ⅱ
）
平
凡
社
、
一
六
三―

一
七
八
ペ
ー
ジ
。

菅
沼
晃
（
二
〇
〇
〇
b
）「
新
仏
教
運
動
と
哲
学
館　

―

境
野
黄
洋
と
高
嶋
米
峰
を
中

心
に―

」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
九
巻
一
号
（
通
巻
九
七
号
）
一―

一
一
ペ
ー

ジ
。

待
山
（
一
九
〇
二
［
明
治
三
五
］）「
動
物
虐
待
防
止
会
の
成
立
」『
中
央
公
論
』
明
治

三
五
年
五
月
号
、
五
九―

六
一
ペ
ー
ジ

タ
ー
ナ
ー
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（
一
九
九
四
）『
動
物
へ
の
配
慮
』
齋
藤
九
一
訳
、
法
政
大
学

出
版
局

近
森
高
明
（
二
〇
〇
〇
）「
動
物
愛
護
の
〈
起
源
〉―

明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
苦
痛

へ
の
配
慮
と
動
物
愛
護
運
動―

」『
京
都
社
会
学
年
報
』
第
八
号
、
八
一―

九
六

ペ
ー
ジ

土
屋
博
政
（
一
九
九
八
）「
日
本
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
の
紛
糾
に
関
す
る
一
考
察
」『
慶
応

義
塾
大
学
日
吉
紀
要　

英
語
英
米
文
学
』
no. 

33
、
一―

四
九
ペ
ー
ジ
。

土
屋
博
政
（
二
〇
〇
五
）「
日
本
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
盛
衰
の
歴
史
を
語
る
」『
慶
応
義
塾

大
学
日
吉
紀
要
。
英
語
英
米
文
学
』
no. 

47
、
一
二
三―

一
八
五
ペ
ー
ジ
。

動
物
虐
待
防
止
会
（
一
九
〇
三
）『
動
物
虐
待
防
止
会
一
覧
』（
筆
者
蔵
）

東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
（
一
九
九
六
）『
東
洋
大
学
人
名
録　

役
員
・

教
職
員　

戦
前
編
』
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
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林
淳
（
二
〇
〇
〇
）「
新
仏
教
徒
同
志
会
の
運
動
」
池
田
英
俊
ほ
か
編
『
国
家
と
仏
教

―

自
由
な
信
仰
を
求
め
て
』（
現
代
日
本
と
仏
教
Ⅱ
）
平
凡
社
、
一
八
〇―

一
八
五
ペ
ー
ジ
。

広
井
辰
太
郎（
一
八
九
九
a
［
明
治
三
二
］）「
誰
か
牛
馬
の
為
め
に
涙
を
濺
ぐ
も
の
ぞ
」『
太

陽
』
第
五
巻
一
七
号
一
七
四―

一
七
六
ペ
ー
ジ

広
井
辰
太
郎（
一
八
九
九
b
［
明
治
三
二
］）「
誰
か
牛
馬
の
為
め
に
涙
を
濺
ぐ
も
の
ぞ
（
承

前
）」『
太
陽
』
第
五
巻
一
八
号
一
七
一―

一
七
五
ペ
ー
ジ

広
井
辰
太
郎
（
一
八
九
九
c
［
明
治
三
二
］）「
動
物
保
護
論
」『
中
央
公
論
』
明
治
三
二

年
一
二
月
号
七―

一
四
ペ
ー
ジ

広
井
辰
太
郎
（
一
九
〇
九
［
明
治
四
二
］）「
大
枚
五
円
が
学
業
の
資
本
」『
新
公
論
』
第

二
四
年
二
号
一
六
二―

一
六
四
ペ
ー
ジ

広
井
辰
太
郎
（
一
九
四
〇
a
［
昭
和
一
五
］）「
動
物
愛
護
運
動
の
回
顧
（
十
三
）」『
動
物

愛
護
』
第
一
三
号
五
五―

五
六
ペ
ー
ジ

広
井
辰
太
郎
（
一
九
四
〇
b
［
昭
和
一
五
］）「
動
物
愛
護
運
動
の
回
顧
（
十
七
）」『
動
物

愛
護
』
第
一
七
号
七
一―

七
二
ペ
ー
ジ

広
井
辰
太
郎
（
一
九
四
一
［
昭
和
一
六
］）「
動
物
愛
護
運
動
の
回
顧
（
二
十
二
）」『
動
物

愛
護
』
第
二
三
号
九
六
ペ
ー
ジ

広
井
辰
太
郎
ほ
か
（
一
九
四
二
［
昭
和
一
七
年
］）「
動
物
愛
護
運
動
を
語
る
」（
座
談
会
）

『
動
物
文
学
』
八
七
（
一
七
年
九
月
）
号
五
二―

六
五
ペ
ー
ジ
。

山
県
悌
三
郎
（
一
九
八
七
［
一
九
三
四
］）『
児
孫
の
為
め
に
余
の
生
涯
を
語
る
』
弘
隆
社

無
署
名
（
一
九
〇
九
［
明
治
四
二
］）「
春
興
漫
筆
」『
六
条
学
報
』
九
一
号　

五
八―

五
九
ペ
ー
ジ

吉
田
久
一
（
一
九
六
四
）『
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』
吉
川
弘
文
堂　

（「
動
物
虐
待

防
止
運
動
」
五
七
〇―

五
七
二
ペ
ー
ジ
）

新
聞
・
機
関
誌
等

『
あ
は
れ
み
』（
動
物
虐
待
防
止
会
機
関
誌
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）

『
動
物
愛
護
』（
動
物
愛
護
会
機
関
誌
、
成
田
山
仏
教
図
書
館
蔵
）

『
読
売
新
聞
』

『
東
京
朝
日
新
聞
』

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』

『
萬
朝
報
』


