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廣
池
千
九
郎
を
総
体
的
に
理
解
す
る
た

め
に
は
、
彼
を
取
り
巻
く
状
況
―
―
生
き

た
場
所
と
時
代
背
景
―
―
を
注
意
深
く
観

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ

ら
が
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
生
み
出
し
た
だ
け
で
な

く
、
そ
の
本
質
の
部
分
を
形
成
し
た
か
ら
で

す
。
も
し
、
廣
池
が
九
州
以
外
あ
る
い
は
外

国
で
、
し
か
も
一
世
紀
以
上
前
に
生
ま
れ
て

い
た
ら
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
は
今
日
、
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
、
廣
池
千
九
郎
の
世
界
を
形
成

し
た
決
定
的
な
も
の
と
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は「
西
洋
化
」で
あ
る
と

し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言

え
ば
、
彼
が
育
っ
た
当
時
の
日
本
が「
西
洋

化
」へ
の
大
変
革
の
真
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た

か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
伝
統
を
破

壊
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
よ
う
な
斬
新
な
思
想

が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
ま

さ
に
必
然
的
な
流
れ
で
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
も
そ
も「
西
洋
化
」
と
は
何
な
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
国
が
存
続

す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の

だ
け
を
西
洋
か
ら
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た

過
程
を
通
し
て
、
日
本
を
近
代
に
適
応
さ
せ

る
試
み
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
適
切
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
は
、
し
ば
し
ば
望

ま
し
く
な
い
結
果
を
招
き
ま
し
た
。

結
局
、
廣
池
千
九
郎
の
人
生
と
業
績
を

形
作
っ
た
の
は
、「
西
洋
化
」と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
に
よ
っ
て
濾ろ

過か

さ
れ
た「
近
代
」だ
っ

た
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は「
近

代
」と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
一
般
的
に
西
洋
で
始
ま
っ
た
と
言
わ

れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
と
歴
史
は
長
い
間
、

激
し
い
議
論
の
的
と
な
り
、
私
の
現
在
の
研

究
の
対
象
で
も
あ
り
ま
す
。「
近
代
」の
表
面

的
な
特
徴
で
あ
る
科
学
、
技
術
、
都
市
化
な

ど
は
、
西
洋
以
外
の
場
所
に
移
し
て
も
取
り

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
一
方
、
そ
の

精
神
は
、
西
洋
に
支
配
さ
れ
て
い
る
世
界
の

領
域
に
必
ず
限
定
さ
れ
る
の
で
す
。「
近
代
」

の
起
源
は
、
西
洋
文
明
の
基
盤
の
深
刻
な
分

裂
―
―
ギ
リ
シ
ア
＝
ロ
ー
マ
思
想
の
倫
理
と

キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の
断
絶
―
―
か
ら
生
じ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
を
統
合
す
る

た
め
の
い
く
た
び
も
の
試
み
は
ど
れ
も
成
功

せ
ず
、
二
つ
の
立
場
は
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ

ン
ス
の
人
文
主
義
に
よ
っ
て
分
離
し
、
現
在

ま
で
続
く
西
洋
文
明
に
お
け
る
内
戦
が
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
闘
争
と
は
根
本
的
に
、

「
人
間
と
は
何
か
」と「
い
か
に
生
き
る
べ
き

か
」に
関
す
る
二
つ
の
正
反
対
か
つ
互
い
に

交
わ
ら
な
い
見
解
な
の
で
す
。「
近
代
」は
、

本
質
的
に「
倫
理
」が
ど
の
よ
う
に
拒
否
さ

れ
た
の
か
の
物
語
で
す
が
、「
道
徳
」で
置
き

換
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
過
程
で
混
乱

が
生
じ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

私
の
次
な
る
課
題
は
、
こ
の
紛
争
が
明
治
維

新
後
の「
西
洋
化
」と
と
も
に
、
日
本
に
ど
れ
だ

け
取
り
込
ま
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

廣
池
千
九
郎
が
、
二
つ
に
裂
け
た
ま
ま
の
西
洋

と
日
本
を
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

癒
そ
う
と
設
計
し
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
す
。
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